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勇壮で激しい舞
村を荒らす大獅子と

村人の格闘を描いた奈川獅子が

４年ぶりに天
てん

宮
ぐう

大明神で奉納された

松本市重要無形民俗文化財

（撮影  2023.9.2　奈川地区寄合渡）



　

誰
で
も
立
ち
寄
れ
る
ス
ペ
ー
ス

と
な
っ
て
お
り
、
交
流
学
習
室
、

講
堂
、
会
議
室
な
ど
（
一
部
有
料

貸
出
施
設
）
が
あ
り
ま
す
。

　

市
民
だ
け
で
な
く
、
観
光
客
も

ひ
と
休
み
し
て
松
本
の
情
報
を
仕

入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
イ
ラ
ス
ト

マ
ッ
プ
や
ガ
イ
ダ
ン
ス
映
像
が
あ

り
ま
す
。

　

子
ど
も
を
対
象
と
し
た
「
こ
ど

も
体
験
ひ
ろ
ば 

ア
ソ
ビ
バ
！
」

で
は
、
自
由
に
遊
び
な
が
ら
松
本

の
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
県
内
博
物
館
で
は
初
め
て
と

な
る
施
設
で
す
。

　

地
図
に
建
物
な
ど
の
ア
イ
テ
ム

を
並
べ
る
「
ま
ち
を
つ
く
ろ
う
」、

動
物
と
背
比
べ
を
す
る
「
ま
つ
も

と
の
も
り
」、
木
の
玉
や
手
ま
り
を

触
っ
て
転
が
す
「
て
ま
り
お
ん
せ

ん
」。
子
ど
も
の
興
味
を
育
て
る
だ

け
で
な
く
、
大
人
も
一
緒
に
遊
ん
で

く
だ
さ
い
。
会
話
の
中
か
ら
新
し

い
発
見
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

ま
る
ご
と
博
物
館
友
の
会
は
、

刀
剣
部
会
、
環
境
歴
史
部
会
、
古

文
書
部
会
な
ど
に
分
か
れ
て
有
志

が
活
動
し
て
い
ま
す
。

　

一
方
、
市
民
学
芸
員
は
、
博
物

館
活
動
を
共
に
行
う
人
材
と
し

て
、
調
査
・
研
究
・
発
表
す
る
力

を
養
成
す
る
も
の
で
す
。
年
度
末

に
は
活
動
の
発
表
も
行
い
ま
す
。

　

友
の
会
と
市
民
学
芸
員
の
会
か

ら
希
望
者
を
募
っ
て
、
常
設
展
市

民
ガ
イ
ド
と
し
て
も
活
動
し
て
い

ま
す
。
赤
い
ス
ト
ラ
ッ
プ
が
目
印

で
す
。
お
声
が
け
く
だ
さ
い
。

　

開
館
当
日
は
、
博
物
館
前
の
ポ

ケ
ッ
ト
パ
ー
ク
に
て
松
本
蟻
ヶ
崎

高
校
書
道
部
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス

が
行
わ
れ
た
り
、
松
本
城
大
手
門

桝
形
跡
広
場
に
お
い
て
入
山
辺
地

区
と
島
立
地
区
の
木
や
り
が
披
露

さ
れ
る
な
ど
、
賑
わ
い
を
見
せ
て

い
ま
し
た
。

　

旧
博
物
館
に
比
べ
て
延
床
面

積
は
約
２
・
２
倍
。
県
内
産
の

木
材
も
ふ
ん
だ
ん
に
使
用
し
て
、

長
野
県
ら
し
い
造
り
と
な
っ
て

い
ま
す
。

　

３
階
常
設
展
示
室
に
は
、
江
戸

時
代
後
期
の
城
下
町
を
再
現
し
た

全
国
最
大
級
の
「
松
本
城
下
町
ジ

オ
ラ
マ
」が
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

交
流
の
場
と
し
て
開
か
れ
た
１
階

市
民
と
の
学
び
を
つ
な
げ
る

松
本
市
立
博
物
館 

新
装
オ
ー
プ
ン

現在の街並みと重ねた地図も置いてあります

いっしょに「まちをつくろう」

手まりモビールと映像

中学生が大活躍

夢を乗せて天までとどけ

　

 「
今
後
10
年
、20
年
と
歴
史
を

刻
ん
で
も
、今
以
上
に
こ
の
地
に

住
ん
で
良
か
っ
た
と
思
え
る
人

が
増
え
る
様
念
じ
ま
す
」寿
台
町

会
連
合
会
創
立
50
周
年
記
念
誌

の
寄
稿
文
に
、内
山
博
行
町
会
連

合
会
会
長
は
、こ
の
よ
う
な
思
い

を
つ
づ
り
ま
し
た
。そ
し
て
迎
え

た
10
月
21
日（
土
）の
正
午
過
ぎ
、

寿
台
体
育
館
駐
車
場
に
は
、明
善

中
学
校
吹
奏
楽
部
に
よ
る
華
や

か
な
演
奏
が
響
き
、一
年
を
通
し

行
っ
て
き
た
地
区
内
記
念
行
事

の
締
め
く
く
り
と
し
て
、寿
台
町

会
連
合
会
創
立
50
周
年
記
念
祭

が
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。

　

食
事
エ
リ
ア
・
ゲ
ー
ム
・
演

舞
・
福
引
・
子
ど
も
ひ
ろ
ば
な

ど
、
多
彩
な
内
容
で
す
。
特
に
、

お
ば
け
屋
敷
は
中
学
生
が
主
体

の
進
行
で
、
大
い
に
盛
り
上
が

り
ま
し
た
。

　

ど
の
ブ
ー
ス
に
も
笑
顔
が
あ

ふ
れ
、世
代
を
超
え
て
の
集
い
を

心
か
ら
楽
し
み
ま
し
た
。

　

寿
台
地
区
は
昭
和
49
年
の
町

会
連
合
会
の
発
足
当
初
か
ら
住
民

自
治
意
識
が
高
く
、
地
域
の
事
業

が
活
発
に
行
わ
れ
て
き
ま
し
た
。

　

記
念
誌
の
「
未
来
へ
の
メ
ッ

セ
ー
ジ・寿
台
へ
の
想
い
」と
し
て
、

中
学
生
の
声
が
寄
せ
ら
れ
て
い
ま

す
。「
私
が
大
人
に
な
っ
て
も
、
地

域
の
子
ど
も
た
ち
を
応
援
し
続
け

る
寿
台
に
し
た
い
で
す
」
子
ど
も

た
ち
の
心
の
中
に
は
、
故
郷
＝
寿

台
へ
の
思
い
が
育
っ
て
い
ま
す
。

　

記
念
祭
の
フ
ィ
ナ
ー
レ
を
飾
っ

た
、
き
ら
び
や
か
に
光
る
Ｌ
Ｅ
Ｄ

風
船
の
ま
ば
ゆ
い
光
は
、
寿
台
の

未
来
を
担
う
子
ど
も
た
ち
の
頭

上
に
光
り
輝
い
て
い
ま
し
た
。

寿
台
町
会
連
合
会
創
立
50
周
年
〜
未
来
へ
つ
な
ぐ
絆
〜

わ
が
ま
ち
自
慢 

寿
台
地
区

10
月
7
日
（
土
）
に
開
館
し
、一
般
公
開
さ
れ
ま
し
た
。

地
域
の
貴
重
な
資
料
の
収
集
・
展
示
の
み
な
ら
ず
、
市
民
や
観
光
客
の

交
流
の
拠
点
と
し
て
の
活
用
が
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。
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「
安
曇
野
」
と
い
う
呼

び
名
が
広
ま
っ
た
の

は
、
臼
井
吉
見
の
小

説
『
安
曇
野
』
が
出

て
か
ら
と
い
わ
れ
て

い
る
▼
臼
井
は
旧
制

松
本
中
学
２
年
の
と

き
同
じ
下
宿
の
５
年
生
に
「
中
央

公
論
」
を
借
り
て
読
み
、
小
説
家

に
な
ろ
う
と
思
っ
た
。
し
か
し
、

そ
の
夢
が
か
な
う
の
は
晩
年
で
、

編
集
者
、
文
芸
評
論
家
と
し
て
ま

ず
世
に
出
た
。
古
田
晁あ
き
ら

が
起
こ
し

た
筑
摩
書
房
を
活
動
の
場
所
と
し

て
▼
古
田
は
臼
井
と
同
年
で
同
じ

下
宿
に
い
た
。
二
人
は
松
本
高
等

学
校
に
進
学
、
そ
こ
で
も
下
宿
を

同
じ
く
し
た
。
肝
胆
相
照
ら
す
仲

だ
っ
た
の
だ
▼
臼
井
の
ほ
か
唐
木

順
三
、
中
村
光
夫
を
は
じ
め
中
野

重
治
、
柳
田
國
男
、
太
宰
治
な
ど
、

筑
摩
書
房
に
集
っ
た
人
び
と
は
多た

士し

済せ
い
済せ
い
、「
筑
摩
文
化
」
と
い
わ
れ

る
そ
の
思
想
は
戦
後
の
日
本
を

リ
ー
ド
し
、大
き
な
影
響
力
を
も
っ

た
と
い
う
▼
臼
井
、
古
田
の
出
身

地
で
あ
る
安
曇
野
市
堀
金
、
塩
尻

市
北
小
野
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
顕
彰

施
設
が
あ
る
。
二
人
が
出
会
い
、

終
生
つ
づ
く
友
情
を
育
ん
だ
松
本

市
は
ど
う
で
あ
ろ
う
。
中
学
時
代

の
下
宿
は
安
原
町
、
高
校
時
代
は

県
町
、
そ
の
建
物
は
当
然
の
ご
と

く
今
は
な
い
。
せ
め
て
跡
地
に
案

内
板
な
ど
あ
る
と
い
い
の
だ
が
。

写真でつづる
まつもと今昔63まつもと今昔63

明治元年奈良井川の洪水で、江戸時代から
あった用水路が流失し、平田村の庄屋「百瀬
三
さん
七
しち
翁」の立案で、明治5年に完成した四ヶ

堰。昭和9年には木製の大土井から、コンク
リート製の円筒分水に生まれ変わった。

現在の円筒分水は2代目で、昭和60（1985）
年に全面改築されて近代的な施設になっ
た。水を均等に配分するこのような設備は、
松本ではここだけである。

（撮影：2023.6.12）

～ 芳川地区・四
し
ヶ
か
堰
せぎ
の円
えん
筒
とう
分
ぶん
水
すい
 ～

草
刈
り
を
し
な
が

ら
、
こ
れ
か
ら
女

鳥
羽
川
で
何
が
で

き
る
か
考
え
る
こ

と
が
楽
し
い
」
と

話
し
ま
す
。
若
者

の
柔
軟
な
発
想

で
、
女
鳥
羽
川
の

さ
ま
ざ
ま
な
遊
び

方
を
考
え
、
ま
ず

は
自
分
た
ち
が
楽
し
み
な
が
ら
活

動
し
て
い
ま
す
。

　

学
生
が
地
域
の
課
題
だ
っ
た
草

刈
り
を
解
決
し
て
く
れ
た
、
女
鳥

羽
川
で
何
か
や
っ
て
い
る
、
で
終

わ
ら
せ
た
く
あ
り
ま
せ
ん
。
地
域

を
巻
き
込
み
、
い
ろ
い
ろ
な
人
と

活
動
が
女
鳥
羽
川
を
中
心
に
つ
な

が
っ
て
い
く
こ
と
が
目
標
で
す
。

が
広
く
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
昭

和
34
年
の
七
号
・
伊
勢
湾
台
風
の

被
害
を
受
け
、
河
川
の
拡
幅
工
事

が
行
わ
れ
た
た
め
で
す
。
高
水
敷

は
町
会
が
草
刈
り
を
任
さ
れ
て
い

ま
す
が
、
手
が
回
ら
ず
荒
れ
た
状

態
の
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。

　

そ
の
よ
う
な
状
況
に
注
目
し
た

信
大
生
が
、
今
年
の
５
月
頃
に
女

鳥
羽
川
デ
ザ
イ
ン
企
画
室
を
立
ち

上
げ
ま
し
た
。
毎
週
木
曜
日
の
７

時
か
ら
８
時
は
草
刈
り
、
夏
休
み

中
に
は
生
き
物
観
察
会
や
旭
児
童

育
成
ク
ラ
ブ
と
協
力
し
て
、
子
ど

も
た
ち
と
一
緒
に
い
か
だ
を
作

り
、
川
に
浮
か
べ
ま
し
た
。

　

中
心
メ
ン
バ
ー
の
大
久
保
拓
真

さ
ん
（
経
法
学
部
２
年
）
は
「
草

刈
り
は
面
白
み
が
少
な
い
け
ど
、

　

女
鳥
羽
川
の
中
流
域
（
東
部
地

区
・
城
東
地
区
あ
た
り
）
に
は
、

増
水
時
の
み
水
が
浸
か
る
高
水
敷

　

た
き
火
・
流
し
そ
う
め
ん
・
マ

ウ
ン
テ
ン
バ
イ
ク
、
遊
び
方
を
考

え
た
ら
き
り
が
あ
り
ま
せ
ん
。
童

心
に
帰
り
、
地
域
の
皆
さ
ん
も
一

緒
に
遊
び
ま
せ
ん
か
。
オ
レ
ン
ジ

色
の
ビ
ブ
ス
が
目
印
で
す
。

（撮影：昭和8（1933）年秋）

荒
れ
た
女
鳥
羽
川

可
能
性
は
無
限
大
！

⑭
女
鳥
羽
川
デ
ザ
イ
ン
企
画
室

女
鳥
羽
川
で

遊
び
尽
く
す

女
鳥
羽
川
で

遊
び
尽
く
す

視 点

一
緒
に
遊
び
ま
せ
ん
か
？

活動の様子は
こちらから♡

インスタグラム

女鳥羽川をもっと身近に！

ワクワクがいっぱい！

ああ、ちゃんと浮いた！
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今
の
波
田
地
区
に
な
っ
た
の
は

明
治
７
（
１
８
７
４
）
年
、
上か
み

波は

多た

村む
ら
・
下し
も

波は

多た

村む
ら
・
三さ

溝み
ぞ

村む
ら

が
合

併
し
、
波
多
村
が
で
き
た
こ
と
に

よ
り
ま
す
。

　

村
制
施
行
後
の
波
多
村
で
は
た

く
さ
ん
の
字
名
が
あ
っ
た
こ
と
か

ら
、
数
字
で
町
会
を
区
切
り
、
第

１
区
か
ら
第
15
区
ま
で
の
数
字
の

町
会
制
を
敷
き
ま
し
た
。
こ
の
よ

う
な
い
き
さ
つ
に
よ
る
数
字
の
町

会
名
は
、
県
内
で
も
大
変
珍
し
い

そ
う
で
す
。

　

現
在
で
は
人
口
の
増
加
と
と
も

に
27
町
会
ま
で
増
え
ま
し
た
。

　

現
在
の
新
村
地
区
に
隣
接
し
て

い
た
の
が
三
溝
村
で
す
。
こ
の
村

に
は
秦
氏
の
管
轄
地
を
避
け
て
、

和
田
・
神
林
・
新
村
の
３
村
へ
向

か
っ
て
通
る
堰せ
き

が
あ
っ
た
こ
と
か

ら
「
三さ
ん

庄し
ょ
う

溝の
み
ぞ

」
三
溝
が
名
前
の
由

来
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

奈
良
時
代
（
８
世
紀

初
め
）
こ
の
地
域
に
目

を
つ
け
た
朝
廷
が
、
大お
お

野の

牧ま
き

と
い
う
牧
草
地
を

造
り
ま
し
た
。
豊
富
な

水
と
河
岸
段
丘
、
扇
状

地
が
も
た
ら
す
豊
か
な

土
地
が
魅
力
だ
っ
た
か

ら
で
し
ょ
う
。

　

こ
の
牧
草
地
を
治
め

て
い
た
秦は
た

氏し

が
こ
の
地

域
の
実
権
を
握
り
、
開

拓
し
て
い
き
ま
す
。
そ

し
て
こ
の
地
域
を
秦は
た

郷ご
う

と
し
た
の
が
名
前
の
由

来
と
考
え
ら
れ
て
い
ま

す
。
秦
氏
は
灌か
ん

漑が
い

整
備

に
大
き
く
関
わ
り
、
こ

の
地
域
の
発
展
に
つ
な

が
り
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
畑は
た

郷ご
う

、
波

多
、
波
田
と
名
称
は
時

代
と
共
に
変
化
し
て
今

に
至
り
ま
す
。

松本平の野鳥たち

スズメより一回り大きい小鳥。オスはほっぺにかなり
目立つ赤色。人間の口笛によく似た声で「フィー
フィー」と鳴く。桜のつぼみが大好きなことから桜の名
所ではトラブルも。

ウソ （2021年12月松本市入山辺三城　写真提供：信州野鳥の会）

波
田
地
区

波
田
地
区

豊
富
な
水
と
地
形
が
歴
史
を
作
る「
波
田
」

豊
富
な
水
と
地
形
が
歴
史
を
作
る「
波
田
」

波
田
地
区
は
上
高
地
・
乗
鞍
高
原
の
玄
関
口
と
し
て
、
松
本
市
西
部

に
位
置
し
ま
す
。
人
口
約
１
５
０
０
０
人
、
ス
イ
カ
の
名
産
地
と
し
て

知
ら
れ
て
い
ま
す
。

穏やかに晴れた
ひだまりの時間

まぶしい笑顔が揺れて…

（撮影 ： 2023.10.22 女鳥羽川）

まつもと散歩

2

波
田
の
由
来

再
発
見
!!

ま
つ
も
と
地
名
が
た
り

波
田
地
区
の
歴
史

三
溝
の
由
来

県宝銅造半跏像（奈良時代）
若澤寺ゆかりの弥勒菩薩像です
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