
4広報しばやま 

　町内には、地域の歴史や文化に培われ
た民俗芸能があります。それは地域住民
により受け継がれ地域固有の文化として
発展してきました。今月号は千葉県無
形民俗文化財に指定され50周年を迎え、
11月24日には白桝粉屋おどり芸能大会
を開催する「白桝粉屋おどり」について
特集します。

白桝粉屋おどり特
集

千葉県無形民俗文化財指定50周年記念

節
目
の
年

　
白
桝
粉
屋
お
ど
り
は
昭
和
43
年
4

月
9
日
に
「
千
葉
県
無
形
民
俗
文
化

財
」
の
指
定
を
受
け
、
今
年
で
50
周

年
を
迎
え
ま
し
た
。
千
葉
県
無
形
民

俗
文
化
財
と
は
衣
食
住
、
生
業
、
信

仰
な
ど
に
関
す
る
風
俗
習
慣
、
民
俗

芸
能
な
ど
が
指
定
さ
れ
て
お
り
、
県

内
で
57
の
文
化
財
が
あ
り
ま
す
。

白
桝
粉
屋
お
ど
り
の
始
ま
り

　
白
桝
粉
屋
お
ど
り
が
ど
の
よ
う
に

伝
え
ら
れ
て
き
た
か
知
っ
て
い
ま
す

か
？
こ
れ
は
、
白
桝
地
区
に
あ
っ
た

粉
屋
の
、
美
し
く
も
薄
命
だ
っ
た
娘

を
慕
う
歌
と
踊
り
で
す
。
天
保
年
間

（
1
8
3
0
年
〜
1
8
4
3
年
）
に

江
戸
で
流
行
し
、
明
治
・
大
正
で
は

芸
事
の
習
い
始
め
に
用
い
ら
れ
た
と

い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
中
村
檀
林
（
現
在
の
日
本
寺
）
を

起
点
と
し
て
、
旧
多
古
町
街
道
で

い
う
二
里
塚
に
あ
た
る
「
白
桝
村
」

に
「
白
桝
粉
屋
」（
木
内
家
）
は
あ

り
ま
し
た
。
こ
こ
で
は
街
道
を
行
き

か
う
人
た
ち
に
湯
茶
の
接
待
を
し
て

い
た
そ
う
で
す
。
あ
る
僧
侶
は
修

行
の
た
め
、
中
村
檀
林
や
飯
高
檀

林
（
現
在
の
飯
高
寺
）
に
向
か
っ
て

い
た
途
中
、
白
桝
粉
屋
に
立
ち
寄
り

ま
し
た
。
そ
こ
の
娘
が
と
て
も
美
し

く
、
そ
の
僧
侶
は
婿
に
な
り
た
い
と

思
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
修
行
を
終

え
再
び
白
桝
粉
屋
へ
足
を
運
ぶ
と
そ

の
娘
は
病
気
の
た
め
亡
く
な
っ
て
い

ま
し
た
。
そ
の
娘
の
名
は
「
久
子
」

と
い
い
、
僧
侶
は
久
子
の
墓
参
り
に

行
き
ま
す
。
す
る
と
そ
の
墓
石
に
は

「
容よ

う
が
ん
い
ん
み
ょ
う
か
に
ち
え
い

顔
院
妙
歌
日
詠
」
と
刻
ま
れ
て

い
ま
し
た
。
こ
れ
は
と
て
も
美
し
く

綺
麗
な
声
で
歌
を
歌
っ
て
い
た
と
い

う
意
味
。
ま
さ
に
久
子
に
ぴ
っ
た
り

の
戒
名
で
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
僧

侶
が
久
子
を
思
い
作
っ
た
唄
が
現
在

の
「
白
桝
粉
屋
お
ど
り
」
と
し
て
受

け
継
が
れ
て
い
ま
す
。

　
　各

地
へ
伝
わ
る
唄

　
白
桝
粉
屋
お
ど
り
は
、
飯
高
檀
林

で
学
ん
だ
多
く
の
僧
侶
に
よ
っ
て
全

国
各
地
に
広
が
っ
た
と
い
わ
れ
て
お

り
、
歌
詞
の
始
め
に
で
て
く
る
「
お

い
と
こ
」に
ち
な
み「
お
い
と
こ
節
」

と
も
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。「
お
い
と

こ
」
と
い
う
言
葉
は
関
東
地
方
の
言 久子の墓（白桝地区）
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葉
で
は
な
く
、
佐
渡
地
方
の
言
葉
で

す
。
そ
の
た
め
佐
渡
辺
り
出
身
の
、

檀
林
で
学
ん
で
い
た
若
い
僧
侶
が
原

作
者
か
も
知
れ
な
い
と
い
う
説
も
あ

り
ま
す
。
ま
た
、一
方
で「
飴
屋
節
」

と
呼
ば
れ
ま
す
。
こ
れ
は
飴
を
売
り

歩
く
人
々
が
子
ど
も
た
ち
を
集
め
る

た
め
に
こ
の
唄
を
歌
い
歩
い
た
か
ら

と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　「
お
い
と
こ
節
」
は
、
岩
手
県
や

宮
城
県
の
民
謡
と
し
て
伝
わ
り
、「
白

桝
粉
屋
」
は
関
東
各
地
の
「
お
洒
落

踊
り
」「
万
作
踊
り
」「
飴
屋
踊
り
」

な
ど
の
郷
土
芸
能
の
演
目
の
一
つ
に

な
っ
て
お
り
、
県
外
へ
も
広
が
り
を

見
せ
て
い
ま
す
。

　
白
桝
粉
屋
お
ど
り
を
保
存
、
そ
し

て
継
承
し
て
い
く
た
め
に
白
桝
地
区

の
有
志
の
皆
さ
ん
に
よ
る
「
白
桝
粉

屋
お
ど
り
保
存
会
」
が
設
立
さ
れ
て

い
ま
す
。
会
員
は
全
部
で
16
名
、
毎

月
公
民
館
で
練
習
を
行
っ
て
い
ま

す
。
ま
た
、
11
月
24
日
に
行
わ
れ
る

「
白
桝
粉
屋
お
ど
り
芸
能
大
会
」
に

つ
い
て
の
企
画
・
運
営
に
関
す
る
打

合
せ
を
昨
年
度
か
ら
始
め
、
本
番
当

日
に
向
け
て
着
々
と
準
備
を
進
め
て

い
ま
す
。

白
桝
粉
屋
お
ど
り
を

保
存
・
継
承
す
る
保
存
会

白
桝
粉
屋
お
ど
り
保
存
会

　そ
の
他
に
も

　
　こ
ん
な
活
動
を

　
　
　
　し
て
い
ま
す
！

　  ちょっと解説
　踊り手は女で男役と女役に分か
れます。歌に合わせて踊りながら
「エンヤーホイ」と威勢良くはや
し、太鼓、四つ竹、笛で演奏され
ています。

　
白
桝
粉
屋
お
ど
り
保
存
会
で
は

は
に
わ
祭
や
芸
能
発
表
会
の
他
に

も
、
近
隣
市
町
で
開
催
さ
れ
る
芸

能
大
会
や
、
白
桝
粉
屋
と
ゆ
か
り

の
あ
る
団
体
の
大
会
な
ど
に
も
参

加
を
し
て
い
ま
す
。

　
そ
の
他
に
も
、
芝
山
小
学
校
の

児
童
に
踊
り
を
教
え
、
児
童
は
毎

年
、
町
民
体
育
祭
で
白
桝
粉
屋
お

ど
り
を
披
露
し
て
い
ま
す
。
こ
の

様
に
、
伝
統
の
文
化
財
を
芝
山
町

に
残
し
、
ま
た
全
国
に
広
め
る
活

動
に
尽
力
し
て
い
ま
す
。

町民体育祭での児童による白桝粉屋おどり


