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リンク

（1）受けつがれる行事

「ねり」が通るところ
は，人がたくさん集まっ
て，にぎやかだったね。

おはやしのふえや，たいこ
の音が聞こえたよ。ぼくも
練習して，たいこをたたい
たよ。

はっぴを着た人たちが，いせ
いよくかけ声を出していた
よ。迫力があったなあ。

やよいさんたちが住んでいる静岡県掛川市では，毎年各地でお祭り
が行われます。やよいさんたちは，自分たちの地域で行われている祭
りの様子を思い出しながら，話し合いました。
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リンク

祭りは昔から続いているみたい
だね。どのように受けつがれて
きたのだろう。

祭りには，どんな意
味や願いがこめられ
ているのかな。

三熊野神社に人が集まった様子（掛川市）

県内の祭りや伝統行事はどのように受けつがれてきたのだろう。

ぼくのおじいちゃんは今でも祭りに
参加しているよ。いろいろ知ってい
るかもしれないな。

学習
問題

静岡県内には，どのような祭りや伝統行事があるのだろう。
C 掛川市
茶のみやきんじろう
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「三熊野神社大祭」
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活動
かつどう

祭りについて調べよう

やよいさんたちは，県内を代表する祭りについて，調べてみること
にしました。まずは，知りたいことを決めて，どのようにして調べた
らよいかを話し合いました。

● 県内の祭りについて，

知っていることを発表し

よう。

● 祭りについて，知りたい

ことを決めよう。

● どのように調べたらよい

か話し合おう。

● 祭りについて，くわしい

人に手紙などで聞いてみ

よう。

● 祭りについて，わかった

ことをまとめてみよう。

図書館に祭りのことが書いてある本
があるかもしれないな。何のために
祭りをやるのか調べてみよう。

保存会の会長さんに話を聞いて
みよう。

わたしは祭りがいつごろから始まったの
か知りたいな。実際に神社に行って見学
すれば，祭りのことがわかるんじゃない
かな。

祭りについて，どのようにして調べたらよいのだろう。
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茶のみやきんじろう
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保存会会長　様
〇〇小学校　４年１組　〇〇　まなぶ

　ぼくたちは，社会科の学習で，三熊野神社の祭りについて調べようとしています。そ

こで，祭りについてくわしい会長様から話をうかがいたいと思います。

　次のことについて教えてください。

・祭りは，いつごろから始まりましたか。

・祭りは何のために行われていますか。

・祭りには，どんな人たちがかかわっていますか。

よろしくおねがいします。

さっそく，保存会の人に手紙を出して，
祭りのことを調べよう。

もっと調べよう！もっと調べよう！

●昔のことにくわしい人から話を聞く
・手紙や電話などでおねがいする。

●本や資料を読む
・図書館へ行って，かかわりのあるものをさがす。

●実際に参加してみる，やってみる
・神社がある場所をたずねる。

・自分の地域でどのような行事が行われているかを調

べる。
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保存会会長　様
〇〇小学校　４年１組　〇〇　まなぶ
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こで，祭りについてくわしい会長様から話をうかがいたいと思います。

　次のことについて教えてください。
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・祭りは何のために行われていますか。
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よろしくおねがいします。

さっそく，保存会の人に手紙を出して，
祭りのことを調べよう。
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●昔のことにくわしい人から話を聞く
・手紙や電話などでおねがいする。

●本や資料を読む
・図書館へ行って，かかわりのあるものをさがす。

●実際に参加してみる，やってみる
・神社がある場所をたずねる。

・自分の地域でどのような行事が行われているかを調

べる。
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祭りやおはやしを受けつぐ人たち

まなぶさんたちは，保存会の会長さんにお話をうかがいました。

地域に伝わる祭りやおはやしは，どのようにして受け
つがれてきたのだろう。

祭りは，今から 320 年ほど前から始まったと言われてい
ます。今のような「ねり」ができたのは，210 年ほど前か
らです。
「農作物がたくさんとれますように。」と，神様にお願い
するために神社や町内でおはやしやおどりをひろうしてい

ます。
祭りは，神社を支えている多くの人たちがかかわります。「ねり」の引

き回しや，たいこのけいこなどは，横須賀地区 13 町の子どもからお年寄
りまで，たくさんの人が参加します。
横須賀地区の祭りは，毎年とてもにぎわっています。しかし，最近は町

にくらす子どもや青年の人数がへってきています。人手が足りないときは，
ほかの地区の青年が助っ人として，たいこの練習や祭り
に参加してくれます。
仕事をしながら活動をしているので，時には「大変だ

な。」と感じることもあります。でも，わたしたちは活気
ある横須賀の祭りが大好きです。おはやしの音色が大好
きです。そして何より，この町が大好きです。そんな大
好きな祭りやおはやしが，「これからもいつまでも続きま
すように。」と願いながら，活動を続けています。

三社祭礼囃子保存会会長　深谷さんの話

練習の様子
（けいこ上げ）

C 掛川市
茶のみやきんじろう
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やよいさんたちは , 実際におはやしのたいこのたたき方を教わって
やってみることにしました。
教わって感じたことをノートにまとめました。

サントスさんは，図書館で横須賀の祭りにかかわる本や資料をさ
がしました。調べて分かったことを，年表にまとめました。

お祭りの「ねり」は，昔からみん
なが一緒になって受けついできた
んだね。特別な行事なんだね。

東京のお祭りが伝わり , それが今まで守り伝えられてきたこと
が分かった。これからもずっとお祭りが続くといいな。

たいこのリズムが合ってくる
と，みんなの気持ちも一つに
なれたような気がしたよ。

たいこをやってみての感想
・大人も子どももいっ
しょに練習をしてなか
よくなれる。
・たいこのリズムや笛の
音,かけ声が合わさると,
気持ちが一つになれ
る。

やよいさんのノート

いつごろか できごと

平安時代 三熊野神社ができる。

1578年（戦国時代） 横須賀城ができる。

およそ400年前 おどりが中心の祭りだった。

およそ300年くらい前 江戸の天下祭りの屋台が伝わった。おはやしが広まった。

およそ210年くらい前 今のような「ねり」ができた。

1955年 三社祭礼囃子が，県指定無形民俗文化財になる。

1996年 東京の祭り「神田祭」に横須賀の「ねり」が参加する。

2003年 東京の祭り「江戸天下祭」に，横須賀の「ねり」が参加する。
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大渕地区の年中行事「さなぶり」は，田植えが無
事終わり，豊作をいのるため，また，家内安全を願
って行います。
地区の子どもたちが夜中に集まり，「ネンネコヤ

イトホーラヤイト」などのとなえごとをし，地域の
家を一軒ずつ笹ではらいながら回っていきます。
各家からは，お礼としておひねり（お金）やおか

しをもらえるので，子どもにとっては楽しみな行事
です。

曽我地区の年中行事「チャンチャカチャン」
は，ご先祖様を迎えて供養し，親族が集まって
先祖と身内同士が交流を深める行事です。
集落の最も西の家に向かい，そこから東へと

戻ります。笹で玄関の周辺をお払いし，たいこ
とかねをたたきます。
昔は小学生から中学生の男子だけでしたが，

今は小中学生の男女で行っています。

まちに伝わる年中行事

○大渕地区の「さなぶり」

○曽我地区（岡津など）の「チャンチャカチャン」

掛川市内にはどのような
年中行事があるのだろう。

出典：子どもたちによる「送り神」行事

C 掛川市
茶のみやきんじろうおお　ぶち

おお　ぶち

ち　 く

ち　 く

ち　 く

ち　 く

ち　 いき

そ　　が

ち　 くそ　　が

おか　 つ

うたねんちゅうぎょう　じ

ねんちゅうぎょう　じ

ぎょう　じ

ぎょう　じ

ぎょう　じ

ねん  ちゅうぎょう　 じつた ねん  ちゅうぎょう じ

し ない

ぶ

ほう　さく か　ない　あん　ぜん ねが

あつ

けん ささ

れいかく いえ

せん　ぞ　 さま

み　うち　どう　し

しゅう らく もっと

もど ささ

むかし

げん　かん しゅう へん はら

しゅってん

む

こう　りゅうせん　ぞ ふか

むか く　よう あつしん　ぞく

じ　 お

祭りがこれからも受けつがれていくために

祭りを守り伝えたり，さらに広めたりするための工夫について，
お話を聞きました。

横須賀の祭りにかん係している伝統芸能についても調べてみよう。

地固め舞 田遊び

遠州横須賀倶楽部　竹内さんの話

祭りが大好きな地いきの人たちといっしょに「祭礼保存会」を作って，
横須賀の祭りの文化や「ねり」を，大切に守っていくための活動を続けて
います。
ほかの県や町まで出かけて，そこで受けつがれている祭りを見に行くこ

ともあります。祭りの形はちがいますが，ふるさとの祭りを大切に守りた
いという気持ちは同じです。いろいろな人たちに横須賀の祭りをしょうか
いしたり，観光客の人に楽しんでもらうおもてなしの方法を学んだりして
います。
横須賀地区は，人と人のつながりが強い地いきだと感じます。祭りとと

もに，地いきのよさも受けついで守っていきたいです。
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（2）地域に残る文化財
やよいさんたちは静岡県に残る文化財について調べてみました。

静岡県には古くから残る文化財が
あるんだね。

掛川市にも文化財はあるのかな。

②遠江国分寺　国指定特別史跡

④富士山本宮浅間大社　本殿
国指定重要文化財（建造物）

⑤旧稲垣家住宅
静岡県指定有形文化財（建造物）

③旧見付学校　国指定史跡

①新居関所　国指定特別史跡

①
②③

④⑤

きゅう  み   つけ

あら　い　せき　しょ

きゅう いな がき   け じゅうたく

とおとうみ こく ぶん    じ   とく  べつ

  とく  べつ

けん  ぞう  ぶつ

けん  ぞう  ぶつ

ふ　  じ　 さん  ほん  ぐう  せん  げん  たい  しゃ　　　　ほんでん

静岡県には，どのよ
うな文化財があるの
だろう。

※出典：静岡県

磐田市教育委員会提供

しゅってん

C 掛川市
茶のみやきんじろう

しらしず　おか　けん

しず　おか　けん

しず　おか　けん

しず おか けん

いわ た    し  きょういくい  いん かいていきょう

 のこ　　　　　 ぶん　　か　　ざい

のこ　　　 ぶん　か　 ざい

ぶん　 か　  ざい

ぶん　 か　  ざい

ぶん　 か　  ざいのこ

ち　　　いき

くに　し　てい　 し　 せき

し　 せきくに　し　てい

し　 せきくに　し　てい

くに　し　てい　じゅうようぶん　か　 ざい

しず　おか　けん　し　てい　ゆう けい  ぶん　か　 ざい

掛川市にも文化財
がたくさんあるん
だね。

たてものでないものも
文化財なんだね。もっ
と調べてみたいな。

①和田岡古墳群（吉岡大塚古墳）　
国指定史跡

③掛川城御殿
国指定重要文化財（建造物）

⑤高天神城跡　国指定史跡

⑥横須賀城跡　国指定史跡

②大日本報徳社大講堂
国指定重要文化財（建造物）

⑦八坂神社の祇園囃子と祭礼行事
県指定無形民俗文化財

①

③④
②

⑤

⑥
⑦

けん  ぞう  ぶつ

こう　どう

けん  ぞう  ぶつ

こ　 ふん ぐん こ　 ふん よし おか  おお  つかわ　　だ　おか

④獅子舞かんからまち
県指定無形民俗文化財

じょう  ご　てん

よこ　 す　 か   じょうあと

や　 さか  じん じゃ ぎ　おん　ばや　し さい れい ぎょう  じ

だい　にっ ぽん  ほう　とく  しゃ

ぶん　 か　  ざい

ぶん　 か　  ざい

しら

たか  てん  じん じょうあと 

し　 し　 まい

くに　し　てい　 し　 せき

くに　し　てい　 し　 せき

くに　し　てい　 し　 せき

くに　し　てい　じゅうようぶん　か　 ざい

くに　し　てい　じゅうよう ぶん　か　 ざい

けん　し　てい 　む   けい  みん　ぞく  ぶん　か　ざい

けん　し　てい 　む   けい  みん　ぞく  ぶん　か　ざい
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掛川市にも文化財
がたくさんあるん
だね。

たてものでないものも
文化財なんだね。もっ
と調べてみたいな。

①和田岡古墳群（吉岡大塚古墳）　
国指定史跡

③掛川城御殿
国指定重要文化財（建造物）

⑤高天神城跡　国指定史跡

⑥横須賀城跡　国指定史跡

②大日本報徳社大講堂
国指定重要文化財（建造物）

⑦八坂神社の祇園囃子と祭礼行事
県指定無形民俗文化財

①

③④
②

⑤

⑥
⑦

けん  ぞう  ぶつ

こう　どう

けん  ぞう  ぶつ

こ　 ふん ぐん こ　 ふん よし おか  おお  つかわ　　だ　おか

④獅子舞かんからまち
県指定無形民俗文化財

じょう  ご　てん

よこ　 す　 か   じょうあと

や　 さか  じん じゃ ぎ　おん　ばや　し さい れい ぎょう  じ

だい　にっ ぽん  ほう　とく  しゃ

ぶん　 か　  ざい

ぶん　 か　  ざい

しら

たか  てん  じん じょうあと 

し　 し　 まい

くに　し　てい　 し　 せき

くに　し　てい　 し　 せき

くに　し　てい　 し　 せき

くに　し　てい　じゅうようぶん　か　 ざい

くに　し　てい　じゅうよう ぶん　か　 ざい

けん　し　てい 　む   けい  みん　ぞく  ぶん　か　ざい

けん　し　てい 　む   けい  みん　ぞく  ぶん　か　ざい
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静岡県内に伝わる祭りや伝統行事

静岡県には , どのような祭りや伝統行事があるのだろう。

浜松まつり（浜松市）
今からおよそ450年以上前の室町時代の永禄年間
に，当時の浜松をおさめていた引間城主の長男誕生を
祝って城中高く凧をあげたことが，凧あげの起源であ
ると言われています。子どもの誕生を祝う「初凧」の
伝統は，現在もこの地に根付いています。

島田大祭帯まつり（島田市）
島田宿に嫁いできた女性が安産祈願を大井神社にお
参りした後，宿場内に帯を披露したものが，いつしか
お嫁さんの代わりに大奴が丸帯を太刀に掛けて練り歩
くようになったことが由来と言われています。島田大
祭では神輿の行列の後にお供と呼ばれる大名行列，鹿
島踊り，屋台などが町中をまわります。

桜ケ池のお櫃納（御前崎市）
お彼岸の中日（秋分の日）に，平安時代から約850
年以上続く神事，お櫃納が行われます。地元の青年
たちが，池の中央に立ち泳ぎで進み，願いを込めた
お櫃を池の中央に次々に沈めます。お櫃が空になっ
て浮かび上がれば，願いが叶うと言われています。

浜松市提供

島田市提供

御前崎市提供

C 掛川市
茶のみやきんじろう

しず　　おか　  けん

しず　　おか　  けん

まつ

まつ

つた でん　  とう

でん　とう

こ

ぎょう　じ

ぎょう じ

はま まつ

はま まつ  し    ていきょう

しま   だ      し    ていきょう

お　 まえ  ざき   し    ていきょう

はま まつ

じょうちゅう

はま まつ　し

しま　 だ　 たい   さい  おび

とつしま    だ  しゅく

しま　だ　   し

さくら が　いけ ひつ おさめ お　まえ　ざき　し

えい  ろく  ねん  かんい　じょう むろまち 　じ　だい

ひく　ま　じょうしゅとう　じ たん

たんじょう いわ

じょ せい あん ざん   き    がん

へい  あん   じ     だい

ひつおさめ

ひ　がん ちゅうにち しゅうぶん やく

い   じょう つづ

ちゅうおう

ちゅうおう つぎつぎ

ねが

しず

ねが かな

およ

ひつ ひつ から

う あ

しん   じ じ　もと せい  ねん

おお　い　じん じゃ

おび ひ　ろう

よめ か

しゅく  ば　ないまい

まるおび た　  ち か ねおおやっこ

ゆ    らい しま　だ　たい

とも よ だいみょうぎょう

しま おど

か

や　たい

れつさい み　こし ぎょうれつ

たこたこ

じょう

いわ き　げん

はつだこ

でん とう げん ざい づね

国指定重要無形民俗文化財

藤守の田遊び（焼津市）
焼津市の大井八幡宮で行われるお祭りで，千年
以上前から行われていたと言われています。田遊
びとは田楽ともよばれる伝統芸能で，田植えから
収穫までの流れを舞で表現し，その年の豊作を祈
ることが主な目的です。藤守の田遊びは豊作に加
え，大井川の治水についても祈願しています。

沼田・大坂の湯立神楽（御殿場市）
江戸時代より沼田・大坂に伝わる神楽（神様
に捧げる踊り）で，カグラと呼ばれる獅子頭を
被った者が舞い，釡の湯をかき混ぜて湯花を散
らす「湯立神楽」を行います。獅子が行う湯立
神楽は全国的に見ても大変珍しいものです。

有東木の盆踊（静岡市）
毎年お盆の時期に行われる古風な盆踊りです。
2日間にわたって行われ，「男踊り」「女踊り」
などとさまざまな演目があります。また，扇や昔
の楽器などの道具を使って踊ることも特徴で，踊
りの最後は「長刀踊り」で終わります。

ほかにもたくさんの祭りや年中行事がありそうだね。調べてみよう。

焼津市提供

御殿場市提供

沼田の湯立神楽

大坂の湯立神楽

静岡市提供

でん　とう げいのう うた

ぬま  た ゆ　だて　かぐら

おおさか ゆ　だて　かぐら

やい　づ     し    ていきょう

ご　てん　ば     し  ていきょう

しずおか   し    ていきょう

しず   おか     し

ご　てん　  ば　 し

え     ど　  じ 　だい ぬま    た おお さか かぐらつた かみ さま

かぐら

かぐら

ゆ　だて ゆ　だて

くに　  し　  てい  じゅう  よう　  む　 けい　 みん　 ぞく　ぶん　 か　  ざい

ふじ　もり た　あそ

た　あそ

た　あそ

ゆ　だて　 か　ぐらぬま　た おお　さか

う　とう　 ぎ ぼんおどり

ぼんおどこ　ふう

おど

おど

おど

おどつか

おど

ぼんまい とし じ　　き

やい　づ　　し

やい  づ　　し

い  じょう

まつ

かぶ

がしら

おお　い　はち まん ぐう

おお   い　がわ

でん がく

しゅう かく まいなが

おも もく  てき ふじ  もり

ひょうげん ほうさく

ほうさく くわ

いの

ち　すい き　がん

もの ゆ ゆまま

ささ おど し　  し

し　  し

よ

ちばな

ぜん  こく てき たい  へんめずら

なぎ  なたさい ご お

しらまつ

えん  もく おうぎ むかし

とくちょうどう　ぐきがっ

かま

ねん  ちゅう  ぎょうじ
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国指定重要無形民俗文化財

藤守の田遊び（焼津市）
焼津市の大井八幡宮で行われるお祭りで，千年
以上前から行われていたと言われています。田遊
びとは田楽ともよばれる伝統芸能で，田植えから
収穫までの流れを舞で表現し，その年の豊作を祈
ることが主な目的です。藤守の田遊びは豊作に加
え，大井川の治水についても祈願しています。

沼田・大坂の湯立神楽（御殿場市）
江戸時代より沼田・大坂に伝わる神楽（神様
に捧げる踊り）で，カグラと呼ばれる獅子頭を
被った者が舞い，釡の湯をかき混ぜて湯花を散
らす「湯立神楽」を行います。獅子が行う湯立
神楽は全国的に見ても大変珍しいものです。

有東木の盆踊（静岡市）
毎年お盆の時期に行われる古風な盆踊りです。
2日間にわたって行われ，「男踊り」「女踊り」
などとさまざまな演目があります。また，扇や昔
の楽器などの道具を使って踊ることも特徴で，踊
りの最後は「長刀踊り」で終わります。

ほかにもたくさんの祭りや年中行事がありそうだね。調べてみよう。

焼津市提供

御殿場市提供

沼田の湯立神楽

大坂の湯立神楽

静岡市提供

でん　とう げいのう うた

ぬま  た ゆ　だて　かぐら

おおさか ゆ　だて　かぐら

やい　づ     し    ていきょう

ご　てん　ば     し  ていきょう

しずおか   し    ていきょう

しず   おか     し

ご　てん　  ば　 し

え     ど　  じ 　だい ぬま    た おお さか かぐらつた かみ さま

かぐら

かぐら

ゆ　だて ゆ　だて

くに　  し　  てい  じゅう  よう　  む　 けい　 みん　 ぞく　ぶん　 か　  ざい

ふじ　もり た　あそ

た　あそ

た　あそ

ゆ　だて　 か　ぐらぬま　た おお　さか

う　とう　 ぎ ぼんおどり

ぼんおどこ　ふう

おど

おど

おど

おどつか

おど

ぼんまい とし じ　　き

やい　づ　　し

やい  づ　　し

い  じょう

まつ

かぶ

がしら

おお　い　はち まん ぐう

おお   い　がわ

でん がく

しゅう かく まいなが

おも もく  てき ふじ  もり

ひょうげん ほうさく

ほうさく くわ

いの

ち　すい き　がん

もの ゆ ゆまま

ささ おど し　  し

し　  し

よ

ちばな

ぜん  こく てき たい  へんめずら

なぎ  なたさい ご お

しらまつ

えん  もく おうぎ むかし

とくちょうどう　ぐきがっ

かま

ねん  ちゅう  ぎょうじ


