
地域のテーマを市民の目線で

市 民 記 者 の ペ ー ジ

和
わ だ

田  恵
けいこ

子 さん（榎生一丁目）

世代を超えて楽しまれる盆踊り
を共に踊り、郷土の記憶を子ど
もたちへとつなぎましょう。

西さ
い
じ
ょ
う條

八や

そ十
が
、
戦
後
、
町
の
特
徴
を
織
り

込
ん
で
作
詞
し
た
も
の
で
「
踊
り
ゆ
か
た

で　
つ
い
夜
が
更
け
て　
チ
ョ
イ
ト
浮
名

の　
巽た

つ
み

坂
」
な
ど
、
歌
詞
か
ら
当
時
の
下

館
の
様
子
が
伺
え
ま
す
。
ま
た
、
腰
を
低

く
し
て
踊
る
こ
と
が
特
徴
的
な
笠
抜
き
踊

り
は
、
下
館
町
出
身
の
勘
治
と
い
う
人
物

が
、
家
業
を
引
き
継
ぎ
堅
気
に
な
っ
た
証

に
踊
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
そ
ん
な
下
館
音
頭
を
下
館
の
民
謡
と
し

て
定
着
さ
せ
る
た
め
、
昭
和
21
年
に
下
館

郷
土
民
謡
保
存
会
が
結
成
さ
れ
ま
し
た
。

現
在
は
12
人
で
活
動
し
、
伝
統
文
化
を
次

世
代
に
繋
げ
る
た
め
、
下
館
音
頭
と
笠
抜

き
踊
り
の
指
導
を
し
た
り
、
下
館
盆
踊
り

大
会
当
日
に
笛
や
三
味
線
な
ど
の
生
演
奏

や
生
歌
を
披
露
し
、
会
場
を
盛
り
上
げ
た

り
し
て
い
ま
す
。
園
部
さ
ん
は
「
も
と
も

と
祭
り
や
太
鼓
が
好
き
で
、
何
よ
り
、

八
十
が
下
館
の
た
め
に
作
っ
た
こ
の
歌
を

な
く
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
い
う
思
い

か
ら
、
24
歳
の
時
に
入
会
し
ま
し
た
」
と

活
動
を
始
め
た
き
っ
か
け
を
話
し
ま
す
。

飛
び
入
り
参
加
も
大
歓
迎

飛
び
入
り
参
加
も
大
歓
迎

　
会
員
の
高
齢
化
な
ど
で
会
員
数
が
減
少

し
、
踊
り
の
継
承
に
は
新
し
い
メ
ン
バ
ー

が
必
要
だ
と
い
い
ま
す
。「
演
奏
で
き
る

楽
器
も
限
ら
れ
、
太
鼓
の
演
奏
は
別
の
団

体
に
お
願
い
し
て
い
ま
す
。今
の
目
標
は
、

会
員
数
の
増
加
と
踊
り
の
継
承
で
す
」
と

園
部
さ
ん
。
そ
の
た
め
、
講
習
会
で
の
踊

り
の
指
導
を
通
じ
、
ま
ず
は
祭
り
の
文
化

に
触
れ
て
も
ら
う
こ
と
を
大
切
に
し
て
い

ま
す
。「
盆
踊
り
を
ぜ
ひ
見
に
来
て
、
祭

り
を
好
き
に
な
っ
て
く
れ
る
と
う
れ
し
い

で
す
。
当
日
の
飛
び
入
り
参
加
も
大
歓
迎

で
す
」
と
話
す
園
部
さ
ん
か
ら
は
、
純
粋

に
祭
り
を
楽
し
ん
で
ほ
し
い
と
い
う
思
い

が
感
じ
ら
れ
ま
し
た
。

取
材
を
終
え
て

取
材
を
終
え
て

　
話
を
聞
い
て
、
歴
史
あ
る
祭
り
の
文
化

を
継
承
す
る
と
い
う
園
部
さ
ん
の
熱
意
が
伝

わ
る
と
と
も
に
、
郷
土
芸
能
を
次
世
代
へ
伝

承
し
よ
う
と
取
り
組
む
人
た
ち
の
お
か
げ

で
、
地
元
の
文
化
が
守
ら
れ
て
い
る
こ
と
が

分
か
り
ま
し
た
。
今
年
、
51
回
目
と
な
る
下

館
盆
踊
り
大
会
が
４
年
ぶ
り
に
開
催
さ
れ
ま

す
。ぜ
ひ
一
緒
に
祭
り
を
楽
し
み
ま
し
ょ
う
。

下
館
音
頭
・
笠
抜
き
踊
り
の
講
習
会

日
時
：
８
月
２
日
（
水
）
午
後
７
時
〜

場
所
：
ア
ル
テ
リ
オ
集
会
室
（
申
込
不
要
）

下
館
盆
踊
り
大
会

日
時
：
８
月
15
日
（
火
）
、
16
日
（
水
）
午

後
７
時
〜

場
所
：
ア
ル
テ
リ
オ
前
広
場

過
去
の
下
館
盆
踊
り
大
会
の

様
子
は
こ
ち
ら
▼

下館郷土民謡保存会　園部会長

　
お
盆
最
後
の
２
日
間
、
下
館
の
夜
は
笛

や
太
鼓
の
音
色
で
彩
ら
れ
、
盛
大
に
下
館

盆
踊
り
大
会
が
開
催
さ
れ
ま
す
。
浴
衣
や

揃
い
の
衣
装
に
身
を
包
ん
だ
老
若
男
女
約

３
０
０
人
が
、
大
き
な
や
ぐ
ら
を
囲
ん
で

郷
土
民
謡
「
下
館
音
頭
」
と
「
笠
抜
き
踊

り
」
を
踊
る
風
景
は
、
後
世
に
受
け
継
ぎ

た
い
筑
西
の
夏
の
風
物
詩
。
人
々
に
親
し

ま
れ
て
き
た
、
こ
れ
ら
の
踊
り
の
継
承
に

取
り
組
む
団
体
で
あ
る
、
下
館
郷
土
民
謡

保
存
会
会
長
の
園そ

の
べ部

力つ
と
む

さ
ん
に
お
話
を
伺

い
ま
し
た
。

下
館
音
頭
を
次
の
世
代
へ

下
館
音
頭
を
次
の
世
代
へ

　
下
館
音
頭
は
『
蘇そ

し
ゅ
う
や
き
ょ
く

州
夜
曲
』、『
青
い
山

脈
』、『
東
京
音
頭
』
な
ど
を
作
詞
し
た

下
館
音
頭（
一
部
抜
粋
）

作
詞
　
西
條
八
十

作
曲
　
中
山
晋
平

一
　
筑
波
み
や
げ
は
　

　
　
下
館
音
頭

　
　
粋
な
旅
衆
も

　
　
出
て
踊
る

二
　
筑
波
仰
い
で
　

　
　
勤
行
の
川
の

　
　
水
で
磨
い
た
　

　
　
心
意
気

三
　
お
ら
が
下
館
　

　
　
住
み
よ
い
居
よ
い

　
　
二
十
六
町
　

　
　
春
の
風

後
世
に

後
世
に
繋繋つ
な
つ
な

ぐぐ

　
　
　
祭
り
の
文
化

　
　
　
祭
り
の
文
化

羽黒児童遊園にある
下館音頭歌碑
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