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浜風会/入会募集中 

毎月第１,３木曜日 

第 3８号、他頁の紹介 

2頁： 共同風呂 

３頁：  について 

4頁：歴史好きが会員に 

 

しのはら歴史便り 
篠原地区歴史同好会／浜風会会報 No.３８ 

浜
風
会
は
二
年
前
よ
り
日
頃
の
会
場
、
篠
原
協
働
セ

ン
タ
ー
を
飛
び
出
し
、
各
町
の
集
会
所
を
中
心
に
そ
の

町
の
「
宝
物
を
見
て
み
よ
う
」
と
、
特
別
例
会
を
行
っ

て
き
ま
し
た
。
そ
の
魅
力
は
実
際
歩
い
て
見
て
回
る
こ

と
と
、
会
員
以
外
の
人
に
も
呼
び
か
け
る
こ
と
で
、
今

回
は
そ
の
馬
郡
版
で
す
。 

「
馬
郡
の
宝
物
を
見
て
み
よ
う
」
の
特
別
例
会 

令
和
二
年
十
二
月
三
日
、
馬
郡
自
治
会
が
新
設

し
た
集
会
所
「
つ
ど
い
の
家
」
で
多
数
の
地
域
住

民
も
参
加
し
、
浜
風
会
の
出
前
講
座
と
現
地
見
学

会
を
実
施
し
ま
し
た
。 

講
座
で
は
「
馬
郡
と
い
う
地
名
の
由
来
に
つ
い

て
」
や
、「
藤
田
権
十
郎
家
の
ル
ー
ツ
」
、
更
に
「
馬

郡
観
音
堂
」
の
こ
と
等
説
明
の
後
、
外
に
出
て
馬

郡
の
宝
物
を
見
て
回
り
ま
し
た
。 

先
ず
藤
田
権
十
郎
家
の
長
屋
門
か
ら
で
す
。
武
家
屋

敷
で
見
ら
れ
た
門
の
形
式
で
、
門
の
両
側
が
部
屋
に
な

っ
て
い
て
、
旧
家
で
新
田
の
開
墾
等
で
知
ら
れ
た
藤
田

家
の
往
時
が
偲
ば
れ
ま
す
。
続
い
て
県
道
を
渡
っ
て
十

五
軒
程
あ
る
藤
田
家
の
お
墓
を
見
学
し
、
藤
田
家
の
ル

ー
ツ
も
伺
い
知
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。 

続
い
て
車
で
馬
郡
観
音
堂
跡
地
へ
回
っ
て
、
こ
の
周

辺
を
見
学
し
ま
し
た
。
観
音
堂
の
由
来
等
の
説
明
を
聞

い
た
後
、
日
露
戦
争
の
忠
魂
碑
、
津
島
様
の
説
明
を
聞

い
て
、
お
参
り
し
た
人
も
お
り
ま
し
た
。
続
い
て
隣
接

す
る
児
童
公
園
は
、
明
治
七
年
か
ら
昭
和
元
年
ま
で
馬

郡
学
校
が
あ
っ
た
所
で
す
。
こ
の
よ
う
に
こ
の
観
音
堂

地
域
一
帯
は
、
馬
郡
の
ル
ー
ツ
が
眠
っ
て
い
る
地
で
あ

る
こ
と
を
改
め
て
知
り
ま
し
た
。 

坪
井
町
に
あ
る
東
光
寺
で
は
、
二
月
十
三
日
に
恒
例

の
涅
槃
会
が
行
わ
れ
、
檀
家
の
河
合
家
か
ら
寄
贈
さ
れ

た
涅
槃
図
が
初
披
露
さ
れ
ま
し
た
。
浜
風
会
に
お
い
て

も
拝
観
し
た
い
と
、
住
職
に
お
願
い
し
た
と
こ
ろ
快
く

承
諾
し
て
い
た
だ
き
、
実
現
し
ま
し
た
。 

二
月
十
八
日
、
涅
槃
図
の
拝
観
に
は
、
多
数
の
浜
風

会
会
員
が
出
席
、
事
前
に
「
お
釈
迦
様
」
に
か
か
る
予

備
知
識
を
学
習
し
た
後
、
住
職
の
わ
か
り
や
す
い
絵
解

き
解
説
を
熱
心
に
お
聞
き
し
、
投
薬
の
語
源
等
も
知
る

こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
会
員
か
ら
多
数
の
質
問
が
出
て
、

住
職
を
困
ら
せ
る
程
盛
り
上
が
り
ま
し
た
。 

 

お
釈
迦
様
の
お
亡
く
な
り
に
な
っ
た
様
子
を
描
い

た
こ
の
貴
重
な
「
涅
槃
図
」
を
、
あ
り
が
た
く
拝
観
す

る
こ
と
が
で
き

た
一
日
で
し
た
。 

 （
藤
田
博
辞
） 

 

つどいの家での講座 

津島様での説明を聞く参加者 
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篠
原
地
区
に
は
集
落
毎
に
組
織
さ
れ
た
「
共
同
風

呂
」
が
あ
り
ま
し
た
。
姿
を
消
し
て
か
ら
早
や
五
十
年

程
が
経
過
し
ま
し
た
が
、
浜
風
会
会
員
と
当
時
利
用
し

て
い
た
方
々
の
協
力
を
い
た
だ
き
、
詳
細
に
調
査
し
ま

し
た
。
調
査
の
ま
と
め
は
「
篠
原
地
区
共
同
風
呂
調
査

記
録―

浜
風
会
２
０
１
６
年
」
と
し
て
浜
松
市
中
央
図

書
館
に
収
め
ま
し
た
。
（
閲
覧
可
能
で
す
） 

 

「
共
同
風
呂
」
と
は 

 

主
に
農
村
地
帯
に
お
い
て
集
落
内
の
何
軒
か
の
家

が
仲
間
を
組
織
し
、
共
同
の
浴
場
施
設
を
設
け
、
湯
沸

か
し
作
業
の
当
番
制
等
の
協
力
関
係
を
維
持
し
な
が

ら
、
仲
間
の
家
族
全
員
が
、
毎
日
入
浴
出
来
る
よ
う
に

し
た
仕
組
み
で
あ
る
。 

背
景
に
は
、
各
家
に
風
呂
が
無
い
時
代
に
、
田
畑
作

業
等
で
汚
れ
た
体
を
も
っ
と
気
持
ち
よ
く
清
潔
に
出

来
な
い
か
と
み
ん
な
で
話
合
い
、
共
同
の
風
呂
を
作
ろ

う
と
立
ち
上
が
っ
た
も
の
で
、
県
内
で
は
浜
名
湖
周
辺

に
集
中
し
て
い
る
の
が
特
徴
と
言
わ
れ
て
い
る
。 

「
篠
原
地
区
の
共
同
風
呂
」
調
査
結
果 

『
浜
風
と
街
道
』
で
既
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、
更

に
一
歩
突
っ
込
ん
で
共
同
風
呂
毎
に
調
査
票
を
作
成

し
、
協
力
者
に
書
い
て
い
た
だ
い
た
。
下
表
並
び
に
次

頁
の
図
は
そ
の
結
果
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。 

 

現
在
の
自
治
会
で
「
駅
前
」
に
は
無
か
っ
た
こ
と
と
、

篠
原
で
は
面
で
繋
が
っ
て
い
る
の
で
、
対
象
集
落
を
離

れ
て
参
加
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

               Y
  

          

 篠原地区の共同風呂調査まとめ  

No 
自治会 

区分 

共同風呂

所在地 

調査者 

（敬称略） 
参加集落 

参加 

世帯数 
いつから いつまで 

１ 

篠原東 

立場 鈴木好征 
立場、東山 

柏原 
40～50 不明／ 昭和４０年頃 

２ 東本村 鈴木忠 東本村 40 不明 不明 

３ 西本村 鈴木計一 

西本村、東八幡 

又三山、 

＊西八幡、＊立場 

100 
不明 不明 

４ 三分一 鈴木義徳 
三分一、籠山 

又三山、北山 
70 

大正末期？ 

 

昭和 40 年代

初期 

５ 

篠原西 

札木 鈴木とよ子 札木、＊八幡 80～９０ 昭和初期 S42､43 年 

６ 仲村 山中道弘 
仲村、出口 

＊札木、＊権現 
88 昭和初期 昭和 37 年 

７ 権現 鈴木照義 
権現、田畑、 

＊西茶屋 
60 昭和６年に

在り 
S42､43 年 

８ 東国方 鈴木坂江 東国方、西国方 40 明治から 昭和 40 年頃 

９ 鳥守 鈴木睦治 
鳥守、西茶屋 

折口 
81 不明 S42､43 年 

10 

坪井 

坪井新田 山下二郎 坪井新田、太田 100 S20 年頃 昭和 43 年 

11 仲山 山下勝彦 仲山 最初 37 昭和初期 S42､43 年 

12 中組 榊原眞登 中組 約 40 不明 昭和 40 年頃 

13 西組 江間賢一 西組 40 昭和初期 昭和 45 年頃 

14 

馬郡 

東馬郡東 鈴木理市 東馬郡東 50～80 大正末期 S47､48 年 

15 東馬郡西 刑部傳志 東馬郡西 80→40 不明 不明 

16 西馬郡東 藤田博辞 西馬郡東 約 70 昭和初期 昭和 45 年 

17 西馬郡西 渡辺勇 西馬郡西 約 80 不明 S32 年火災 

注）参加集落爛の＊印はその組の一部が参加していたことを示す 
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共同風呂の所在図 
地図は現在の地図で表し

ている 

 

 

「
共
同
風
呂
」
建
物
内
部
の
概
略
図 

こ
れ
は
坪
井
仲
山
の
も
の
で
あ
る
が
、

他
も
概
ね
同
様
で
あ
っ
た
。 

万松院

神明宮保泉寺

玉蔵寺八阪神社

篠原寺

宝林寺

長福寺

西神明神社

愛宕神社

光雲寺

稲荷神社

東光寺

如意寺八幡神社

東本徳寺西本徳寺

春日神社

篠原

小学校

郵便局

遠鉄ストアー

エンシュウ

セレモニーホール

ファミリーマート

はままつ

西MALL

春日幼稚園

舞阪駅

浜松西消防署

１立場２東本村３西本村４三分一６仲村８国方

10 坪井新田

立場跡

７権現 ５札木９鳥守

11 坪井仲山13 坪井西組 12 坪井中組

観音堂跡

14 東馬郡東

防災倉庫

興福寺

東海道本線

15 東馬郡西16 西馬郡東17 西馬郡西

この所在図は文字を大きくしてある。その他変更なし

篠原 町

坪井 町馬郡 町

万松院

神明宮保泉寺

玉蔵寺八阪神社

篠原寺

宝林寺

長福寺

西神明神社

愛宕神社

光雲寺

稲荷神社

東光寺

如意寺八幡神社

東本徳寺西本徳寺

春日神社

篠原

小学校

郵便局

遠鉄ストアー

エンシュウ

セレモニーホール

ファミリーマート

はままつ

西MALL

春日幼稚園

舞阪駅

浜松西消防署

１立場２東本村３西本村４三分一６仲村８国方

10坪井新田

立場跡

７権現 ５札木９鳥守

11坪井仲山13坪井西組 12坪井中組

観音堂跡

14東馬郡東

防災倉庫

興福寺

東海道本線

15東馬郡西16西馬郡東17西馬郡西

この所在図は文字を大きくしてある。その他変更なし

篠原 町

坪井 町馬郡 町

共
同
風
呂
は
地
域
の
絆
づ
く
り
に
大
き
な
力 

① 

参
加
世
帯
が
毎
日
交
代
で
当
番
を
受
持
つ 

 
仕
事
は
朝
か
ら
前
日
の
お
湯
を
排
水
し
、
湯
舟
は
じ

め
風
呂
全
所
に
亘
っ
て
掃
除
、
そ
し
て
水
汲
み
か
ら
湯

沸
か
し
。
夕
方
五
時
に
は
住
民
が
入
り
に
来
る
。
湯
加

減
を
し
な
が
ら
夜
十
時
頃
ま
で
、
一
家
総
出
で
取
り
組

ん
だ
こ
と
が
思
い
出
さ
れ
る
。
気
の
抜
け
な
い
一
日
だ

っ
た
。 

② 

薪
は
各
家
庭
で
準
備
し
た 

浜
の
峠
の
松
林
か
ら
ご
を
か
く
と
言
っ
て

松
葉
を
集
め
て
き
た
り
、
落
花
生
の
殻
や
藁
、

落
ち
葉
、
日
畜
木
材
等
へ
も
ら
い
に
行
く
等
、

一
週
間
位
前
か
ら
思
い
思
い
に
準
備
し
て
い

た
大
変
な
仕
事
だ
っ
た
。 

③ 

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
場 

 

そ
の
日
の
出
来
事
、
農
作
業
の
進
行
、
出

来
具
合
、
学
校
の
こ
と
、
世
間
話
等
、
文
字

通
り
裸
の
付
き
合
い
で
集
落
の
様
子
が
よ
く

わ
か
る
憩
い
の
場
、
子
供
達
の
遊
び
場
で
も

あ
っ
た
。 

④ 

篠
原
の
共
同
風
呂
は
男
女
混
浴 

共
同
風
呂
の
様
子
は
下
図
の
と
お
り
で
、

浴
槽
、
洗
い
場
に
は
仕
切
り
が
無
か
っ
た
。 

混
浴
は
当
時
誰
も
何
と
も
思
わ
な
い
自
然

体
で
行
わ
れ
て
い
た
。
身
体
の
汚
れ
を
き
れ

い
に
し
、
温
ま
り
健
康
的
に
な
る
こ
と
を
優

先
し
、
最
小
限
の
設
備
で
出
来
て
い
た
当
時
の
事
情
が

あ
っ
て
の
こ
と
だ
ろ
う
。
今
思
う
と
若
い
女
性
に
は
酷

な
こ
と
で
あ
っ
た
。 

⑤ 

自
然
に
消
滅 

高
度
成
長
に
つ
れ
、
新
築
等
で
風
呂
を
家
の
中
に
作

る
家
庭
が
増
え
、
参
加
者
が
減
る
に
伴
い
、
共
同
風
呂

は
維
持
で
き
な
く
な
っ
て
消
滅
し
た
。 

（
山
下
勝
彦
） 
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篠原協働ｾﾝﾀｰ同好会「浜風会」 
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浜
風
会
会
員 

松
下
公
子 

私
が
浜
風
会
に
入
会
し
た
の
は
、
回
覧
板
で
「
し
の

は
ら
歴
史
便
り
」
を
読
ん
で
、
浜
風
会
で
学
習
す
る
こ

と
で
、
篠
原
地
区
の
こ
と
を
も
っ
と
知
る
こ
と
が
出
来

る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
こ
と
で
す
。 

 

私
が
歴
史
好
き
に
な
っ
た
の
は
、
幼
い
頃
か
ら
実
家

の
あ
る
神
ケ
谷
町
の
昔
の
こ
と
に
、
触
れ
る
機
会
が
多

く
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。 

 

先
ず
第
一
は
、
幼
稚
園
に
通
っ
た
道
筋
に
あ
っ
た
賀

久
留
神
社
（
貞
観
四
年
（
８
６
３
）
の
存
在
の
記
録
が

あ
る
）
や
、
敬
雲
寺
の
苔
む
し
た
屋
根
、
崖
に
掘
ら
れ

た
防
空
壕
の
跡
を
日
々
目
に
し
て
い
た
こ
と
で
、
昔
の

人
々
の
生
活
を
身
近
に
感
じ
た
こ
と
で
す
。
毎
日
、
通

る
た
び
大
昔
の
人
々
が
そ
こ
を
歩
い
た
り
触
れ
た
り

し
た
の
だ
と
思
う
と
、
怖
い
よ
う
な
気
持
ち
と
共
に
昔

の
人
に
会
え
る
よ
う
な
わ
く
わ
く
し
た
心
持
ち
に
な

っ
た
も
の
で
す
。 

次
の
大
き
な
理
由
は
、
小
学
校
高
学
年
の
頃
、
み
か

ん
畑
の
造
成
を
し
た
お
り
弥
生
式
土
器
（
古
墳
時
代
の

須
恵
器
だ
っ
た
か
も
）
が
出
て
き
た
こ
と
で
す
。
我
が

家
の
畑
は
、
三
方
原
大
地
の
際
に
あ
る
た
め
、
山
の
斜

面
に
泉
が
湧
い
て
い
ま
し
た
。
生
活
用
水
も
あ
り
日
当

た
り
も
良
い
こ
と
で
、
昔
の
人
た
ち
に
と
っ
て
も
住
み

や
す
い
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
の
で
は
と
、
空
想
を
膨
ら
ま

せ
ま
し
た
。 

そ
の
他
に
も
近
所
の
家
で
井
戸
を
掘
っ
た
と
き
、
ゾ

ウ
の
牙
が
出
て
き
た
と
い
う
話
、
お
宮
の
石
垣
の
石
を

浜
松
城
築
城
の
と
き
、
持
っ
て
い
か
れ
た
と
い
う
話
な

ど
、
い
ろ
い
ろ
な
と
こ
ろ
に
様
々
な
時
代
の
痕
跡
が
残

っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
育
っ
た
こ
と
が
、
私
の
歴
史
好
き

に
影
響
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。 

結
婚
し
て
馬
郡
に
住
む
よ
う
に
な
り
、
自
宅
の
横
に

あ
る
お
堂
（
今
は
防
災
倉
庫
）
が
行
き
倒
れ
た
旅
の
巡

礼
の
霊
を
供
養
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
、
馬
郡
町
は

半
農
半
漁
で
あ
っ
た
の
で
、
我
が
家
に
は
海
産
物
を
入

れ
る
倉
も
あ
っ
た
こ
と
な
ど
、
興
味
深
い
話
を
知
る
こ

と
が
出
来
ま
し
た
。
千
年
も
前
か
ら
人
々
が
往
来
し
て

い
た
私
た
ち
の
郷
土
の
歴
史
を
浜
風
会
で
学
ん
で
い

き
た
い
と
思
い
ま
す
。 
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