
伝統のまつり 次の主 役はわたしたち

の
が
、伝
統
文
化
こ
ど
も
教
室「
さ
づ

か
わ
祭
り
教
室
」で
す
。

　
祭
り
は
地
域
住
民
が
子
ど
も
か
ら

お
年
寄
り
ま
で
参
加
し
て
、
伝
統
を

受
け
継
ぎ
、
つ
く
り
、
楽
し
む
の
が

大
き
な
特
徴
で
、
地
域
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
の
中
心
に
な
っ
て
き
た
歴
史
が

あ
り
ま
す
。「
子
ど
も
た
ち
は
地
域
の

宝
物
。
子
ど
も
た
ち
が
祭
り
を
好
き

に
な
ら
な
い
と
伝
統
も
続
い
て
い
か

な
い
」と
考
え
て
、保
存
会
事
務
局
の

森も
り

田た 

雄た
け
し

さ
ん
を
中
心
に
立
ち
上
げ

ま
し
た
。

　
伝
統
文
化
こ
ど
も
教
室「
さ
づ
か
わ
祭
り
教
室
」は
、
幸
津
川
町
に

伝
わ
る「
す
し
切
り
祭
り
」の
祭
礼
を
学
び
、
受
け
継
い
で
い
こ
う
と

す
る
子
ど
も
た
ち
の
た
め
の
教
室
で
す
。

　
祭
礼
で
次
世
代
の
主
役
に
な
る
子
ど
も
た
ち
は
長な
ぎ
刀な

た
踊
り
の
復
活

を
目
指
し
て
猛
練
習
中
。
地
域
ぐ
る
み
で
サ
ポ
ー
ト
し
て
い
ま
す
。

　

教
室
で
は
、
も
っ
か
の
と
こ
ろ
、

長
刀
踊
り
の
復
活
を
め
ざ
し
た
練
習

を
し
た
り
、
祭
礼
を
記
録
し
た

D
V
D
を
観
賞
し
て
地
域
の
祭
礼
に

親
し
ん
だ
り
し
て
い
ま
す
。

　

長
刀
踊
り
は「
近
江
ケ
ン
ケ
ト
祭

り
長
刀
振
り
」の
一
つ
と
し
て
、国
重

要
無
形
民
俗
文
化
財
に
も
な
っ
て
い

る
祭
礼
の
花
形
で
す
が
、
約
50
年
前

し
た
り
、
ま
た
い
で
跳
ん
だ
り
、
何

度
も
失
敗
し
な
が
ら
練
習
に
励
ん
で

き
ま
し
た
。

　
昨
年
11
月
、
下
新
川
神
社
の
祭
礼

「
長
刀
振
り
」「
か
ん
こ
の
舞
」が
、

「
風ふ

流り
ゅ
う

踊お
ど
り

」の
一
つ
と
し
て
ユ
ネ
ス
コ

無
形
文
化
遺
産
に
登
録
さ
れ
ま
し
た

（
小
津
神
社
の
長
刀
ま
つ
り
な
ど
を

含
む
近
江
ケ
ン
ケ
ト
祭
り
と
し
て
）。

メ
デ
ィ
ア
も
お
祝
い
ム
ー
ド
で
す
が
、

保
存
会
は「
世
界
に
認
め
ら
れ
て
う

れ
し
い
反
面
、す
ご
く
責
任
が
重
い
」

と
話
し
て
い
ま
し
た
。

　
コ
ロ
ナ
禍
で
中
止
に
な
っ
た
り
集

ま
る
子
ど
も
が
少
な
か
っ
た
り
、
思

う
よ
う
に
開
催
で
き
な
い
中
で
も
、

保
存
会
や
祭
礼
に
関
わ
る
大
人
、
青

年
団
の
人
た
ち
も
で
き
る
範
囲
で
参

加
し
て
、
教
室
と
子
ど
も
た
ち
の
サ

ポ
ー
ト
を
し
て
き
ま
し
た
。
教
室
に

参
加
す
る
子
ど
も
た
ち
を
中
心
に
、

地
域
ぐ
る
み
で
祭
礼
伝
承
の
努
力
を

し
て
い
ま
す
。森
田
さ
ん
も「
ま
ず
長

刀
踊
り
の
復
活
、
次
は
す
し
切
り
、

か
ん
こ
の
舞
な
ど
祭
礼
全
体
の
魅
力

を
子
ど
も
た
ち
に
伝
え
た
い
」と
話

し
て
い
ま
し
た
。

　
令
和
5
年
最
初
の
教
室
で
は
、
長

刀
踊
り
の
衣
装
合
わ
せ
が
行
わ
れ
ま

し
た
。
練
習
に
も
熱
が
入
り
、
5
月

の「
す
し
切
り
祭
り
」で
は
教
室
の
子

ど
も
た
ち
が
約
６0
年
ぶ
り
に
長
刀
踊

り
を
復
活
さ
せ
る
予
定
で
す
。

伝統文化こども教室　「さづかわ祭り教室」

　

幸
津
川
町
の
下
新
川
神
社
で
は
、

毎
年
5
月
5
日
に
住
民
た
ち
の
手
で

脈
々
と
受
け
継
が
れ
て
き
た「
す
し

切
り
祭
り
」が
営
ま
れ
て
い
ま
す
。拝

殿
前
で
裃か
み
し
も

姿
の
若
衆
が
鮒ふ

な

寿ず

司し

を

切
り
分
け
る「
す
し
切
り
神
事
」が
有

名
で
す
。
祭
り
全
体
で
は
、
宵よ
い
宮み

や
の

太
鼓
渡
し
、
神み

輿こ
し
渡と

御ぎ
ょ
、
か
ん
こ
の

舞
、
長
刀
振
り
と
多
く
の
神
事
や
行

事
が
あ
り
、
そ
の
一
つ
一
つ
が
地
元

で
大
切
に
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

幸
津
川
伝
統
文
化
保
存
会（
伊い

藤と
う

五ご

作さ
く

会
長
）に
よ
れ
ば
、町
の
人
口
は

2
6
７
世
帯
7
6
３
人（
令
和
4
年

11
月
末
現
在
）で
、
6
0
0
年
以
上

続
く
祭
礼
を
住
民
の
手
で
脈
々
と
受

け
継
い
で
き
ま
し
た
が
、
高
齢
化
や

ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
変
化
、
子
ど
も

の
数
も
減
っ
て
、
祭
礼
の
伝
統
を
守

り
続
け
ら
れ
る
か
ど
う
か
の
不
安
も

大
き
い
と
い
い
ま
す
。

　
そ
ん
な
中
で
3
年
前
に
始
ま
っ
た

か
ら
は
衣
装
を
着
け
て
参
加
す
る
だ

け
で
、
踊
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
そ

う
で
す
。
自
分
か
ら「
祭
り
に
出
た

い
」と
い
う
子
ど
も
が
減
っ
て
し
ま
っ

た
の
が
最
大
の
原
因
。
両
親
や
大
人

が
お
願
い
し
て
参
加
し
て
も
ら
う
の

で
は
踊
り
の
練
習
な
ど
で
き
ま
せ
ん

し
、
子
ど
も
が
減
っ
て
ベ
ビ
ー
カ
ー
の

赤
ち
ゃ
ん
が
長
刀
振
り
の
役
に
な
っ

た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

　
森
田
さ
ん
は「
子
ど
も
の
こ
ろ
は
、

ま
だ
地
域
の
子
ど
も
も
多
く
て〈
花

形
の
大
役
は
長
男
が
す
る
〉と
い
う

不
文
律
も
あ
る
時
代
で
し
た
。
私
は

次
男
な
の
で
兄
を
う
ら
や
ま
し
く
見

て
い
た
も
の
で
す
。だ
か
ら
祭
礼
そ
の

も
の
へ
の
執
着
と
い
う
よ
り
、地
域
の

歴
史
や
伝
統
を
こ
れ
か
ら
も
大
事
に

し
た
い
と
い
う
気
持
ち
が
強
い
で
す
。

そ
れ
と
同
時
に
、
祭
礼
に
参
加
し
て

大
勢
の
前
で
長
刀
踊
り
を
披
露
す
る

経
験
は
、
子
ど
も
た
ち
に
地
域
へ
の

愛
と
大
き
な
自
信
を
育
て
て
く
れ
る

と
思
い
ま
す
」と
話
し
て
い
ま
し
た
。

　
同
じ
ケ
ン
ケ
ト
祭
り
長
刀
振
り
を

継
承
す
る
小
津
神
社
の「
長
刀
ま
つ

り
」を
習
い
に
行
っ
た
り
、映
像
を
借

り
た
り
し
て
学
び
、
教
室
で
教
え
て

い
ま
す
。
子
ど
も
た
ち
は
長
刀
を
回

祭
り
は
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
中
心

子
ど
も
の「
好
き
」が
継
承
の
鍵

祭
り
の
成
功
体
験
は

郷
土
愛
と
自
信
を
育
て
る

地
域
ぐ
る
み
で
サ
ポ
ー
ト

長
刀
踊
り
の
復
活
へ

歴史を伝える道具歴史を伝える道具

衣装を持ち寄る地域住民衣装を持ち寄る地域住民

衣装合わせ衣装合わせ

「むずかしい…」長刀踊りの練習中「むずかしい…」長刀踊りの練習中

華やかな衣装で新年の初練習華やかな衣装で新年の初練習 伝統の重さと魅力をDVDから学ぶ伝統の重さと魅力をDVDから学ぶ

令和5年最初の教室で
衣装を着た子どもたち
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