
　野崎地区の上石上にある温泉神社例大祭で奉納される、「城
しろくわまい

鍬舞」。
　毎年 10月第２日曜日に奉納されるこの舞は、栃木県の無形民俗文化財
に指定されており、その起源は４５０年以上前にさかのぼります。
　今月は、この「城鍬舞」について、城鍬舞保存会にお話を伺いました。

城鍬舞

2016.103



　

城
鍬
舞
と
は
、
田
植
え
踊
り
系
統
の
民
俗
芸
能

の
ひ
と
つ
で
、
昭
和
52
年（
１
９
７
７
）７
月
29
日

に
栃
木
県
の
無
形
民
俗
文
化
財
に
指
定
さ
れ
ま
し

た
。

　

今
か
ら
４
５
０
年
以
上
前
の
戦
国
時
代
、
天て

ん
ぶ
ん文

12
年（
１
５
４
３
）あ
る
い
は
14
年（
１
５
４
５
）、

大
田
原
資す

け
き
よ清
は
、
こ
れ
ま
で
の
水み

な
く
ち口
居き

ょ

館か
ん（
現

在
の
町
島
）か
ら
前ま

え
む
ろ室

村（
大
田
原
）に
築
城
し
、

前
室
城
と
称
し
て
移
り
住
み
ま
し
た
。
こ
れ
が

の
ち
の
大
田
原
城
で
あ
り
、
以
後
、
明
治
４
年

（
１
８
７
１
）の
廃
藩
置
県
に
至
る
ま
で
、
大
田
原

氏
の
居
城
と
な
り
ま
し

た
。

　

資
清
は
築
城
に
あ
た

り
、
領
内
の
農
民
た
ち
を
動
員
し
、
城
が
完
成
す

る
と
、
農
民
た
ち
を
ね
ぎ
ら
う
宴
を
開
催
し
ま
し

た
。

　

そ
の
際
、
石い

し

神が
み

村（
現
在
の
上
石
上
）の
農
民
・

藤と
う

兵べ

衛え

が
、
酔
い
に
乗
じ
て
、
鋤
鍬
を
持
っ
て
踊

り
だ
し
、
同
席
し
て
い
た
人
々
も
鍬
を
叩
い
て
そ

れ
を
盛
り
上
げ
ま
し
た
。
こ
れ
が
、
城
鍬
舞
の
始

ま
り
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

資
清
は
こ
の
踊
り
を
大
い
に
気
に
入
り
、
毎
年

正
月
に
、
藤
兵
衛
ら
を
城
に

招
き
、
演
じ
さ
せ
ま
し
た
。

　

初
め
は
一
定
の
か
た
ち

が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、

舞
踊
化
し
て
伝
承
さ
れ
、
今

日
に
至
っ
て
い
ま
す
。

（
画
像
：
大
田
原
資
清
と
そ
の
一

族
画
像［
部
分
］　
〈
龍
泉
寺
蔵
〉

／
大
田
原
城
跡［
現
況
］　
〈
鎌
田

美
樹
雄
氏
撮
影
〉）

　

城
鍬
舞
は
、
舞
を
踊
る
団う

ち

わ扇
取
り
１
名
、
演
奏

を
行
う
笛
吹
き
４
～
５
名
、
太
鼓
打
ち
２
名
と
、

鍬
打
ち
12
名
、
そ
し
て
旗
持
ち
１
名
で
構
成
さ
れ

て
お
り
、
温
泉
神
社
に
向
か
っ
て
左
図
の
配
置
で

舞
い
ま
す
。

　

旗
持
ち
の
先
導
で
温
泉
神
社
へ
入
場
し
、
舞
を

踊
っ
た
の
ち
、再
び
旗
持
ち
の
先
導
で
退
場
し
ま
す
。

　

中
央
で
舞
を
踊
る
団
扇
取
り
は
、
代
々
藤
兵
衛

の
子
孫
が
担
っ
た
役
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
舞
は
飛
ん
だ
り
跳
ね
た
り
、
体
力
が
必

要
と
さ
れ
ま
す
の
で
、
現
在
で
は
、
身
体
能
力
が

高
い
身
軽
な
男
性
を
適
任
者
と
し
て
い
ま
す
。

　

笛
吹
き
は
４
～
５
名
が
担
い
、
頭
に
上
下
逆
さ

ま
に
し
た
お
膳
を

か
ぶ
っ
て
横
笛
を

演
奏
し
ま
す
。
横

笛
は
７
つ
穴
が
開

い
て
い
る
も
の
が

多
い
で
す
が
、
城

鍬
舞
に
用
い
ら
れ

る
笛
は
穴
が
６
つ

し
か
開
い
て
お
ら

ず
、
特
殊
な
作
り

に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

太
鼓
打
ち
は
２
名
お
り
、
日に

っ
て
ん天

・
月が

っ
て
ん天

と
名
前

が
つ
い
て
い
ま
す
。

　

花
笠
を
か
ぶ
り

早
乙
女
に
扮
し
た

鍬
打
ち
は
、
手
に

持
っ
た
鍬
の
刃
を

棒
で
叩
き
な
が
ら

踊
り
ま
す
。
鍬
打

ち
は
か
つ
て
は
男

性
で
あ
っ
た
と
い

う
話
が
あ
り
ま
す

が
、
上
石
上
で
は

昔
か
ら
、
そ
の
土
地
で
生
ま
れ
た
女
の
子
た
ち
が

担
っ
て
い
ま
す
。

　

現
に
、
那
須
塩
原
市
の
関
谷
の
城
鍬
舞
で
は
、

鍬
打
ち
は
男
の
子
た
ち
が
演
じ
て
い
ま
す
。

　

舞
や
掛
け
声
、
演
奏
は
す
べ
て
、
前
任
者
か
ら

伝
授
で
継
承
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
を
覚
え
る
の

は
と
て
も
大
変
で
、
特
に
笛
は
、
ま
ず
音
が
出
せ

る
よ
う
に
な
る
ま
で
に
１
年
ほ
ど
か
か
り
ま
す
。

　

現
在
、
城
鍬
舞
は
、
上
石
上
温
泉
神
社
例
大
祭

に
お
い
て
、
城
鍬
舞
保
存
会
に
よ
っ
て
演
じ
ら
れ

て
い
ま
す
。
い
ま
に
伝
わ
る
城
鍬
舞
と
、
城
鍬
舞

保
存
会
に
つ
い
て
、
同
会
会
長
・
片か

た
お
か岡
正し

ょ
う
い
ち一
さ
ん

に
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

城
鍬
舞
と
は

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
①

城
鍬
舞
の
構
成

城鍬舞保存会会長
片岡　正一 さん

笛吹き

太鼓打ち 太鼓打ち（月天）（日天）

旗持ち

団扇取り

鍬
打
ち（
月
天
）

鍬
打
ち（
日
天
）

温泉神社
太鼓打ちと鍬打ちは日天・月天に分かれて配置され
ます。月天の太鼓は赤紐、日天の太鼓は白紐でくく
られ、鍬打ち達もそれぞれの色のタスキをします。

花笠をかぶった鍬打ち 演奏する笛吹き

大田原資清現在の大田原城跡

2016.10 4



写真：上石上温泉神社例大祭（撮影：2015/10/11）

声
を
か
け
て
い
た
だ
く
機
会
が
あ
り
、
例
年
、
５

回
か
ら
６
回
ほ
ど
、城
鍬
舞
を
披
露
し
て
い
ま
す
。

　

保
存
会
は
現
在
９
名
の
会
員
と
、
上
石
上
小
学

校
の
２
年
生
か
ら
５
年
生
ま
で
の
女
の
子
12
名
で

構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。
女
の
子
た
ち
は
保
存
会
で

選
考
し
、
各
学
年
か
ら
３
名
ほ
ど
、
声
を
か
け
さ

せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

　

練
習
は
、
大
人
は
月
に
一
度
、
月
末
の
日
曜
日

に
行
い
ま
す
。
子
ど
も
た
ち
は
イ
ベ
ン
ト
前
の
３

日
間
で
練
習
を
行
い
ま
す
。

　

子
ど
も
た
ち
の
舞
の
練
習
は
、
基
本
的
に
は
大

人
が
指
導
を
行
い
ま
す
が
、
10
月
の
例
大
祭
の
練

習
だ
け
は
、
新
し
く
入
っ

て
き
た
２
年
生
に
、
前

任
し
て
い
た
６
年
生
の

子
た
ち
が
踊
り
を
教
え

ま
す
。

　

練
習
は
３
日
間
し
か

な
い
の
で
、
子
ど
も
た

ち
も
一
生
懸
命
、
舞
い

を
覚
え
ま
す
。

藤
原
さ
ん
：
最
初
は
難
し
く
感
じ
て
い
ま
し
た
が
、

今
で
は
緊
張
も
せ
ず
、楽
し
く
演
じ
て
い
ま
す
。

城
鍬
舞
は
伝
統
芸
能
な
の
で
、
も
し
、
自
分
の

子
ど
も
が
女
の
子
だ
っ
た
ら
、
参
加
し
て
ほ
し

い
な
と
思
い
ま
す
。

　

鍬
打
ち
の
踊
り
が
そ
ろ

う
よ
う
に
た
く
さ
ん
練

習
し
て
い
る
の
で
、
そ

こ
を
見
て
ほ
し
い
で
す
。

鈴
木
さ
ん
：
城
鍬
舞
の
練
習
は
楽
し
く
て
好
き
で

す
。
演
じ
る
と
き
は
赤
と
白（
日
天
と
月
天
）で

踊
り
が
反
対
に
な
る
の
で
、
わ
か
ら
な
く
な
っ

た
と
き
は
前
の
人
を
し
っ
か
り
み
て
踊
り
を
合

わ
せ
ら
れ
る
よ
う
に
心
が
け
て
い
ま
す
。

　

も
し
、
自
分
が
鍬
打
ち

以
外
を
演
じ
る
こ
と
が

あ
っ
た
ら
、
笛
吹
き
を

や
っ
て
み
た
い
で
す
。

関
谷
さ
ん
：
城
鍬
舞
に
つ
い
て
、
は
じ
め
は
な
に

も
知
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
楽
し
そ
う
だ
な
と

思
い
参
加
し
ま
し
た
。
演
じ
る
と
き
は
い
つ
も

緊
張
し
ま
す
が
、
踊
り
を
覚
え
て
か
ら
は
、
だ

ん
だ
ん
慣
れ
て
き
ま
し
た
。

　

今
度
、
城
鍬
舞
が
大
好

き
な
妹
が
鍬
打
ち
に
新

し
く
入
る
の
で
、
一
緒

に
頑
張
り
た
い
で
す
。

■
上
石
上
温
泉
神
社
例
大
祭

日
時
…
10
月
９
日（
日
）　

午
前
10
時
～

場
所
…
上
石
上
温
泉
神
社（
上
石
上
１
５
５
５
‐
２
）

　

大
田
原
資
清
も
気
に
入
っ
た
こ
の
舞
を
、
ぜ
ひ

一
度
、
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

城
鍬
舞
保
存
会
と
一
緒
に
、
鍬
打
ち
と
し
て
城

鍬
舞
に
参
加
し
て
い
る
３
名
の
女
の
子
に
も
、
コ

メ
ン
ト
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

城
鍬
舞
は
、
ま
ず
、「
豊ほ

う

年ね
ん

囃ば
や

子し

」を
口
ず
さ
み

な
が
ら
入
場
を
し
ま
す
。

　

そ
し
て
、
配
置
に
つ
く
と
、
①
ト
ロ
ー
ロ 

②

イ
レ
ハ 

③
ト
レ
ハ
ノ 

④
ヒ
ー
ロ
ー
ヒ
イ
レ
ロ 

⑤

オ
カ
ザ
キ 

⑥
オ
ヒ
ャ
ル
と
い
う
６
曲（
６
演
目
）

を
踊
り
ま
す
。

　

団
扇
取
り
は
演
目
中
、
演
奏
に
合
わ
せ
て「
サ
ッ

サ
ッ
サ
ァ
ー
」と
掛
け
声
を
か
け
ま
す
。
こ
の
掛
け

声
そ
の
も
の
に
は
特
に
意
味
は
な
く
、
大
田
原
城

を
築
城
す
る

際
に
、
労
働

す
る
農
民
た

ち
を
督
励
し

た
も
の
の
名

残
り
で
あ
る

と
い
わ
れ
て

い
ま
す
。

　

毎
年
、
城
鍬
舞
保
存
会
で
は
、
10
月
の
上
石
上

温
泉
神
社
例
大
祭
の
ほ
か
、
左
表
の
催
事
の
場
で

奉
納
を
行
い
ま
す
。

　

ま
た
、
こ
の
ほ
か
に
も
、
野
崎
地
区
の
文
化
祭

や
芸
能
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
な
ど
の
イ
ベ
ン
ト
で
も

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
②

演
目

城
鍬
舞
保
存
会
に
つ
い
て

月 催事名
場　所

10
上石上温泉神社

例大祭
上石上温泉神社

2
大田原藩主墓前祭
大田山光真寺
（山の手２）

4
のざき桜まつり
上石上公園

8
野崎地区夏まつり

野崎駅前広場

舞う団扇取り

のざき桜まつりの城鍬舞

石上小学校５年（右から）

藤原　瑠
る

菜
な

 さん
鈴木　夏

な つ

乃
の

 さん
関谷　杏

あ

弥
や

音
ね

 さん　
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