
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    

  

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

む
く
ろ
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大
道
理
か
わ
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平成２９年１１月１５日
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大道理かわら版 むくろじ 
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特別企画 

 

 

こ
の
ほ
か
に
も
、
発
足
の
年
に
は
、
前
年
か
ら
練
習
し

て
き
た
大
道
理
小
学
校
の
五
、
六
年
生
二
十
六
人
が
、「
敬

老
会
」
で
地
域
の
七
十
人
の
お
年
寄
り
を
招
き
、
踊
り
を

見
て
も
ら
っ
て
大
変
喜
ば
れ
た
こ
と
が
、「
広
報
と
く
や

ま
」
の
記
事
に
書
か
れ
て
お
り
、
地
区
を
あ
げ
て
伝
統
芸

能
を
残
し
て
い
こ
う
と
い
う
熱
気
が
伝
わ
っ
て
き
ま
す
。 

ま
た
発
足
の
翌
年
、
昭
和
六
十
年
の
手
踊
り
保
存
会
の

活
動
に
つ
い
て
書
か
れ
た
資
料
に
は
、
七
月
二
十
日
の

「
市
民
ふ
れ
あ
い
の
集
い
」、
八
月
十
四
日
の
「
盆
踊
り

大
会
」、
九
月
二
十
九
日
の
「
運
動
会
」、
十
月
六
日
の
「
徳

山
市
産
業
祭
」、
十
一
月
十
七
日
の
「
郷
土
芸
能
大
会
」

と
、
手
踊
り
を
披
露
す
る
日
程
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
練

習
日
程
と
し
て
は
、
四
月
か
ら
六
月
ま
で
の
毎
月
第
一

と
、
第
三
木
曜
日
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。 

そ
れ
か
ら
周
南
市
に
な
る
ま
で
の
間
、
徳
山
市
の
市
制

施
行
五
年
毎
に
開
か
れ
る
、「
郷
土
芸
能
大
会
」
へ
の
出

場
、「
産
業
祭
」・「
の
ん
た
ま
つ
り
」
で
の
演
舞
、
現
在

も
さ
れ
て
い
る
「
運
動
会
」、「
盆
踊
り
」
な
ど
で
の
披
露

の
た
め
、
手
踊
り
は
、
地
域
の
皆
さ
ん
へ
と
伝
え
ら
れ
、

受
け
継
が
れ
て
き
ま
し
た
。 

 

大道理地区の世帯数と人口 

世帯数  １９０世帯 

人 口  ３８１人 

男 性  １７３人 

女 性  ２０８人 

高齢化率：５５．４％ 

(平成２９年１０月３１日現在) 

 

 
 

 

大
道
理
地
区
の
新
畑
、
横
川
地
区
で
、
約
三
百
年
前
か
ら
伝
え

ら
れ
て
き
た
「
手
踊
り
」。
伝
承
に
よ
る
と
、
始
ま
り
の
経
緯
は
、

「
当
時
、
風
水
害
が
起
こ
っ
た
り
、
赤
痢
な
ど
の
疫
病
が
蔓
延
し

た
り
し
て
、
地
区
の
方
々
は
大
変
苦
し
み
、
何
と
か
し
な
け
れ
ば

と
い
う
思
い
で
、
三
人
の
若
者
が
、
山
口
市
大
内
に
伝
わ
る
踊
り

（
神
舞
）
を
習
い
に
行
き
、
河
内
神
社
で
奉
納
し
た
と
こ
ろ
、
翌
年

か
ら
災
害
が
減
っ
て
、
地
域
が
活
性
化
し
た
」
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
ま
で
口
伝
で
継
承
さ
れ
、
書
物
と
し
て
の
、
当
時
の
記
録
は

残
っ
て
い
ま
せ
ん
。 

秋
積
博
さ
ん
著
「
大
道
理
の
昔
」
に
よ
れ
ば
、
踊
り
を
伝
え
る
古

老
達
が
次
々
と
亡
く
な
り
、
踊
り
が
途
絶
え
る
一
歩
手
前
の
昭
和

五
十
九
年
、
大
道
理
を
よ
く
す
る
会
が
、
手
踊
り
保
存
会
を
結
成

し
、
同
年
の
ふ
る
さ
と
ま
つ
り
で
披
露
し
た
、
と
記
さ
れ
て
い
ま

す
。 現

在
の
手
踊
り
保
存
会
の
活
動
と
し
て
は
、
沼
城
小
学
校
で
の

総
合
的
学
習
の
一
環
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
伝
わ
る
踊
り

や
ま
つ
り
に
つ
い
て
学
ぶ
授
業
で
、
井
上
正
幸
さ
ん
、
兼
俊
勉
さ

ん
、
山
本
並
子
さ
ん
が
、
小
学
生
に
踊
り
を
教
え
に
行
き
、
次
世
代

へ
伝
え
る
活
動
を
さ
れ
て
い
ま
す
。 

今
号
の
む
く
ろ
じ
で
は
、
手
踊
り
保
存
会
の
皆
さ
ん
に
、
こ
れ 

 

発行元 
大道理夢求の里交流館 

運営協議会 

TEL：0834-88-1830

 

口
伝
で
受
け
継
が
れ
た
踊
り
を
次
世
代
へ 

～ 

手
踊
り
保
存
会 

～ 

ま
で
の
活
動
の
こ

と
や
、
地
域
の
伝

統
を
守
り
、
伝
え

て
い
く
こ
と
へ
の

思
い
に
つ
い
て
伺

い
ま
し
た
。 

ま
た
、
か
つ
て

大
道
理
地
区
の
八

朔
祭
り
で
奉
納
さ

れ
て
い
た
手
踊
り

の
風
景
な
ど
に
つ

い
て
、
踊
り
が
奉

納
さ
れ
て
来
た
、

新
畑
、
横
川
地
区

の
方
々
か
ら
伺
っ

た
お
話
も
お
伝
え

し
ま
す
。 

  

 

記
事
に
は
、
保
存
会
の
発
足
に
よ
っ
て
、
昭
和
三
十
四

年
の
八
朔
祭
り
で
の
奉
納
を
最
後
に
途
絶
え
て
い
た
手
踊

り
が
復
活
し
、
同
年
七
月
二
十
一
日
開
催
の
「
市
民
ふ
れ

あ
い
の
集
い
」
で
二
十
五
年
ぶ
り
に
披
露
す
る
こ
と
、
木

曜
日
の
夕
方
、
旧
大
道
理
公
民
館
の
講
堂
に
集
ま
っ
て
、

皆
で
練
習
さ
れ
た
こ
と
な
ど
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。 

 

    

▲2017年。沼城小学校３年生の皆さんに、手踊り保存会の井上正幸さん
と山本並子さんが手踊りを教えておられます 

 
 

 

 

 

青
年
団
の
時
に
踊
り
を
教
え
て
下
さ
っ
た
方
は
、
青

竹
勇
さ
ん
（
新
畑
）、
笛
は
、
神
杉
寧
さ
ん
（
横
川
）、
歌
、

音
頭
（
太
鼓
）
が
青
竹
郁
太
郎
さ
ん
（
新
畑
東
）、
兼
俊

久
雄
さ
ん
（
兼
俊
勉
さ
ん
の
お
父
さ
ん
）
（
新
畑
西
）
で
、

手
踊
り
保
存
会
発
足
時
は
、
踊
り
が
青
竹
勇
さ
ん
（
新

畑
）、
笛
は
、
神
杉
寧
さ
ん
（
横
川
）、
青
竹
郁
太
郎
さ
ん

（
新
畑
）
な
ど
で
し
た
が
、
保
存
会
発
足
時
に
は
踊
り

を
覚
え
て
い
る
方
が
少
な
く
な
り
、
山
本
定
彦
さ
ん
な

ど
、
青
年
団
で
踊
り
を
習
っ
た
メ
ン
バ
ー
も
地
域
の
皆

さ
ん
に
踊
り
を
教
え
て
い
ま
す
。
山
本
定
彦
さ
ん
は
、

青
竹
郁
太
郎
さ
ん
の
息
子
さ
ん
で
す
。
地
域
で
大
切
に

受
け
継
が
れ
て
来
た
、
伝
統
あ
る
手
踊
り
を
残
し
、
次

の
世
代
へ
受
け
継
い
で
い
こ
う
と
い
う
強
い
思
い
が
、

手
踊
り
保
存
会
発
足
へ
と
繋
が
っ
て
い
き
ま
し
た
。
』 

 

 
平成２9 年 

 11 月 15 日号 
（No.24） 

手
踊
り
保
存
会
の
始
ま
り 

 

昭
和
五
十
九
年
、
六
月
。
故
、
山
本
定
彦
さ
ん
を
会
長

と
し
て
「
大
道
理
手
踊
り
保
存
会
」
が
発
足
し
ま
し
た
。

保
存
会
で
大
切
に
保
管
さ
れ
て
い
る
資
料
に
は
、
各
社
新

聞
誌
や
旧
徳
山
市
の
広
報
誌
に
掲
載
さ
れ
た
、
「
二
十
五

年
ぶ
り
に
復
活 

大
道
理
手
踊
り
」
と
い
う
見
出
し
の
新

聞
記
事
の
複
写
が
あ
り
、
当
時
の
様
子
が
伝
わ
っ
て
来
ま

す
。 

  

▲広報とくやま昭和５９年８月５日号掲載記事です 
 

▲「手踊り保存会」で踊りの指導
をされていた青竹勇さん 
（昭和５９年当時 ７７歳） 
 

▲昭和４３年に東京で手踊りを披露した青年団の
皆さん      写真提供：兼平好さん 

 

保
存
会
発
足
の
経
緯
に
つ
い
て
、
手
踊
り
保
存
会
会

長
の
井
上
正
幸
さ
ん
に
伺
っ
た
と
こ
ろ
、
当
時
活
発
に

活
動
さ
れ
て
い
た
青
年
団
の
皆
さ
ん
が
、
山
本
定
彦
さ

ん
を
中
心
と
し
て
、
新
畑
、
横
川
地
区
の
古
老
の
方
た

ち
か
ら
手
踊
り
を
習
わ
れ
た
こ
と
が
そ
も
そ
も
の
始

ま
り
で
あ
る
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。 

井
上
正
幸
さ
ん
：
『
五
十
年
も
前
の
話
で
、
忘
れ
て

し
も
う
ち
ょ
る
部
分
も
あ
る
け
ど
、
定
彦
さ
ん
が
、
手

踊
り
を
奉
納
し
て
来
た
新
畑
の
人
だ
と
い
う
こ
と
も

あ
っ
て
、
青
年
団
で
手
踊
り
を
残
し
て
い
こ
う
と
い
う

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
青
年
団
で
手
踊
り
を
習
い
始
め

た
時
期
は
、
昭
和
三
十
七
年
く
ら
い
だ
っ
た
と
思
い
ま

す
。
当
時
の
山
口
県
は
、
伝
統
芸
能
を
残
そ
う
と
い
う

動
き
が
盛
ん
で
、
県
の
伝
統
芸
能
大
会
が
毎
年
か
隔
年

開
か
れ
、
青
年
団
は
手
踊
り
で
出
場
し
て
い
ま
し
た
。

昭
和
四
十
三
年
、
東
京
で
開
催
さ
れ
た
青
年
団
の
大
会

に
は
「
郷
土
芸
能
部
門
」
で
、
徳
山
市
連
合
青
年
団
、

大
道
理
青
年
団
が
、
山
口
県
代
表
に
選
ば
れ
、
手
踊
り

を
披
露
す
る
こ
と
に
な
り
、
皆
で
東
京
へ
行
き
ま
し

た
。
踊
り
は
、
青
竹
勇
さ
ん
か
ら
習
い
ま
し
た
が
、「
踊

る
時
に
は
、
後
ろ
の
足
の
腹
が
見
え
た
ら
い
け
ん
の

で
」
と
か
、「
足
を
高
く
上
げ
た
ら
い
け
ん
」
な
ど
、
丁

寧
に
教
え
て
も
ら
い
ま
し
た
。 

 青
年
団
、
手
踊
り
を
受
け
継
ぐ 

 

発
足
か
ら
現
在
ま
で 

 

▲平成７年に開かれた郷土伝統芸能大会チラシ 

 

▲保存会発足の昭和５９年。三嶋神社で奉納された手踊り 
 

上
の
写
真
は
、

保
存
会
発
足
年

の
昭
和
五
十
九

年
十
一
月
十
一

日
に
開
催
さ
れ

た
「
ふ
る
さ
と
ま

つ
り
」
の
際
、
三

嶋
神
社
で
手
踊

り
が
奉
納
さ
れ

た
時
の
も
の
で

す
。
踊
り
を
踊
る

方
、
ご
覧
に
な
っ

て
い
る
方
々
の

様
子
か
ら
、
祭
の

賑
や
か
な
様
子

が
伝
わ
り
ま
す
。 



夢
求
の
里
交
流
館
か
ら
の
お
知
ら
せ 

 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

        

 

 

 

 

  

 

 

 

  

   

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編
集
後
記 

  

朝
夕
の
寒
さ
が
身
に
し
み
る
晩
秋
と
な

り
、
木
々
の
彩
も
鮮
や
か
に
な
っ
て
、
今
年
も

段
々
と
日
数
が
残
り
少
な
く
な
っ
て
来
ま
し

た
。
朝
夕
の
冷
え
込
み
に
、
実
家
に
置
い
て
お

い
た
冬
物
の
服
を
慌
て
て
取
り
に
帰
っ
た

時
、
ふ
と
開
い
た
新
聞
に
掲
載
さ
れ
て
い
た

作
文
募
集
の
広
告
が
目
に
留
ま
り
ま
し
た
。

自
分
に
と
っ
て
か
け
が
え
の
な
い
大
切
な
風

景
、
モ
ノ
、
人
な
ど
、
未
来
に
伝
え
、
残
し
た

い
も
の
に
つ
い
て
、「
わ
た
し
遺
産
」
と
名
付

け
、
作
品
募
集
さ
れ
て
い
て
、
作
品
と
し
て
は

写
真
一
枚
と
、
そ
の
こ
と
へ
の
解
説
と
し
て

四
百
字
の
説
明
文
を
添
え
る
と
い
う
も
の
で

す
。
大
道
理
と
の
ご
縁
を
頂
き
、「
む
く
ろ
じ
」

づ
く
り
を
通
し
て
、
こ
れ
ま
で
沢
山
の
方
と

出
会
い
、
お
話
を
伺
っ
て
き
て
、「
わ
た
し
遺

産
」
は
増
え
続
け
て
き
ま
し
た
。
こ
の
テ
ー
マ

で
あ
れ
ば
、
自
分
に
と
っ
て
の
か
け
が
え
の

な
い
風
景
、
未
来
に
伝
え
残
し
た
い
「
わ
た
し

遺
産
」
が
あ
り
す
ぎ
て
、
選
び
き
れ
そ
う
に
な

く
て
困
る
、
と
い
う
悩
み
が
出
て
来
ま
す
。
こ

の
仕
事
を
し
て
い
な
け
れ
ば
出
会
う
こ
と
の

な
か
っ
た
方
々
の
大
切
な
人
生
の
物
語
に
触

れ
さ
せ
て
頂
く
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
を
誰
か

に
向
か
っ
て
伝
え
る
と
い
う
こ
と
、
未
来
へ

と
繋
い
で
い
く
と
い
う
こ
と
。
む
く
ろ
じ
づ

く
り
は
毎
回
た
く
さ
ん
の
物
語
、「
わ
た
し
遺

産
」
に
出
会
う
旅
で
し
た
。
今
回
の
む
く
ろ
じ

は
、「
手
踊
り
保
存
会
」
の
起
源
と
現
在
、
こ

れ
か
ら
の
こ
と
、
手
踊
り
の
ル
ー
ツ
、
新
畑
、

横
川
地
区
で
の
か
つ
て
の
八
朔
祭
り
の
風
景

に
つ
い
て
の
特
集
号
で
す
。
二
八
〇
年
か
ら

三
百
年
前
か
ら
始
ま
っ
た
と
さ
れ
、
歴
史
が

長
く
、
口
伝
で
受
け
継
が
れ
た
手
踊
り
の
起

源
に
つ
い
て
、
語
り
継
が
れ
て
来
た
言
い
伝

え
と
、
か
つ
て
、
東
京
で
手
踊
り
を
披
露
さ
れ

た
青
年
団
の
方
々
、
横
川
、
新
畑
で
の
か
つ
て

の
手
踊
り
の
風
景
を
目
の
当
た
り
に
さ
れ
た

方
々
、
保
存
会
の
皆
さ
ん
、
保
存
会
発
足
当
時

の
資
料
、
小
学
校
、
地
域
行
事
等
の
様
子
を
年

ご
と
に
収
め
た
ア
ル
バ
ム
等
を
頼
り
に
原
稿

を
作
っ
て
い
き
ま
し
た
が
、
む
く
ろ
じ
史
上

最
も
難
航
し
た
特
集
の
一
つ
と
な
り
ま
し

た
。
し
か
し
、
難
航
し
て
、
進
ん
で
は
戻
り
を

繰
り
返
し
つ
つ
も
、
今
ま
で
お
話
し
た
こ
と

が
な
か
っ
た
神
杉
英
忠
さ
ん
と
出
会
い
、
お

話
を
お
聞
き
す
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
か

つ
て
の
手
踊
り
の
風
景
、
ご
家
族
の
こ
と
な

ど
楽
し
そ
う
に
笑
顔
で
話
さ
れ
る
姿
に
感
動

し
ま
し
た
。
お
話
を
伺
い
な
が
ら
、
当
時
の
情

景
が
浮
か
ん
で
き
て
、
大
切
な
宝
物
を
こ
う

し
て
受
け
取
っ
て
い
る
ん
だ
な
あ
と
実
感
し

な
が
ら
、
と
て
も
暖
か
な
気
持
ち
に
な
り
ま

し
た
。
皆
さ
ん
か
ら
お
預
か
り
し
た
宝
物
を

一
つ
一
つ
、
む
く
ろ
じ
と
し
て
形
に
し
て
お

伝
え
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
が
、
と
て
も

有
難
く
、
幸
せ
な
こ
と
だ
と
感
謝
し
ま
す
。 

（
山
縣
清
子
） 

サ
ロ
ン
の
お
知
ら
せ 

★
サ
ロ
ン 

 
 

日
時
： 

月 

日
（
水
） 

時 

分
～ 

時 
☆
ミ
ニ
サ
ロ
ン 

日
時
： 

月 

日
（
水
） 

時 

分
～ 

時 

 
 
 
 
 
 
 

場 

所
：
大
道
理
夢
求
の
里
交
流
館 

大
会
議
室 

対
象
者
：
男
女
年
齢
問
わ
ず 

ど
な
た
で
も
歓
迎 

★
ご
希
望
の
方
は
、
送
迎
を
い
た
し
ま
す
。 

 
     

ソ
レ
ー
ネ
周
南
の
移
動
販
売
車
来
館
予
定
で
す
！ 

 
 
 
 
 

 

  

☆ 

毎
週
水
曜
日
午
後
一
時
半
か
ら
、
介
護
予

防
の
た
め
の
「
百
歳
体
操
」
を
し
て
い
ま
す
！ 

お
気
軽
に
ご
参
加
く
だ
さ
い
！ 

  

▼百歳体操の様子です 

 

  

 

 

 

10 

30 30 

13 

22 13 

16 16 

12 

小
学
校
が
休
校
に
な
る
ま
で
、
小
学
生
へ
は
、
運
動
会
で
踊

る
の
に
合
わ
せ
て
、
一
学
期
の
終
わ
り
と
夏
休
み
の
登
校
日
と

で
一
回
ず
つ
教
え
て
い
ま
し
た
。
中
学
生
へ
も
、
運
動
会
を
目

指
し
て
、
教
え
て
い
ま
し
た
。 

私
が
手
踊
り
保
存
会
に
入
っ
た
の
は
、
平
成
六
年
の
「
の
ん

た
祭
」
へ
の
出
場
前
に
山
本
定
彦
さ
ん
と
、
坂
口
サ
キ
エ
さ
ん

に
誘
わ
れ
た
の
が
き
っ
か
け
で
す
。
練
習
は
週
一
回
の
ペ
ー
ス

で
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
頃
は
Ｐ
Ｔ
Ａ
の
活
動
を
始
め
た
頃
で
、

若
妻
会
な
ど
に
は
入
っ
て
い
ま
し
た
が
、
地
域
行
事
等
に
は
あ

ま
り
参
加
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
保
存
会
で
、
地
域
の
年
代

が
上
の
方
と
触
れ
合
え
て
楽
し
か
っ
た
で
す
。
衣
装
を
着
け
て

踊
る
と
、
気
持
ち
の
面
で
も
、
伝
統
芸
能
の
踊
り
を
奉
納
し
て

い
る
実
感
が
わ
い
て
き
ま
す
。
中
学
生
時
代
、
の
ん
た
祭
（
産

業
祭
）
に
は
、
吹
奏
楽
の
演
奏
で
、
三
年
間
出
て
い
た
の
で
懐

か
し
く
、
違
う
形
で
ま
た
出
場
出
来
て
う
れ
し
か
っ
た
で
す
。

今
は
、
沼
城
小
学
校
の
三
年
生
に
総
合
的
学
習
で
教
え
て
い
ま

す
が
、
自
分
の
郷
土
で
長
く
受
け
継
が
れ
て
来
た
伝
統
芸
能
に
、

子
ど
も
時
代
に
触
れ
ら
れ
る
体
験
は
、
特
別
な
こ
と
だ
と
思
い

ま
す
。
そ
の
こ
と
を
大
人
に
な
っ
て
か
ら
も
覚
え
て
い
て
ほ
し

い
で
す
。
兼
俊
勉
さ
ん
が
、「（
就
職
の
面
接
な
ど
）
大
人
に
な

っ
た
時
、
一
芸
で
使
え
る
の
で
、
手
踊
り
を
覚
え
て
い
て
損
は

な
い
」
と
言
わ
れ
た
言
葉
が
印
象
に
残
っ
て
い
ま
す
。
今
後
、

こ
れ
か
ら
長
く
地
域
で
継
承
し
て
も
ら
え
る
よ
う
に
、
出
来
る

こ
と
を
見
つ
け
て
い
き
た
い
で
す
。』 

 

▲手踊り練習風景です 

 

山
本
並
子
さ
ん
：
『
私

も
元
々
こ
ど
も
の
頃
か

ら
盆
踊
り
が
好
き
で
、

太
鼓
な
ど
の
和
の
音
が

好
き
な
の
で
す
が
、
子

ど
も
た
ち
に
教
え
る
中

で
、
踊
り
が
好
き
な
ん

だ
な
と
感
じ
ら
れ
る
子

が
い
ま
す
。 

▲小学生に踊りを教える山本さん 
 

次
世
代
へ
踊
り
を
伝
承
す
る
た
め
の
活
動
と
し
て
、
手

踊
り
保
存
会
の
井
上
正
幸
さ
ん
、
山
本
並
子
さ
ん
は
、
今
年

二
〇
一
七
年
の
七
月
、
八
月
、
九
月
、
沼
城
小
学
校
三
年
生

に
、
踊
り
の
指
導
に
行
か
れ
ま
し
た
。 

こ
の
授
業
の
中
で
は
、
大
道
理
地
区
の
ほ
か
に
、
大
向
地

区
の
「
式
内
踊
り
」、
長
穂
地
区
の
「
念
仏
踊
り
」、
中
須
地

区
の
「
杖
踊
り
」、
須
々
万
地
区
で
は
盆
踊
り
と
い
う
校
区

内
全
て
の
中
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
伝
統
文
化
を
地

域
の
方
が
教
え
、
地
域
の
皆
さ
ん
か
ら
、
踊
り
を
教
わ
っ
た

児
童
は
、
参
観
日
に
保
護
者
の
前
で
踊
り
を
披
露
す
る
こ

と
を
目
標
と
し
て
練
習
に
励
み
ま
し
た
。 

（
今
年
は
十
月
十
四
日
が
参
観
日
で
し
た
） 

 
  現

在
そ
し
て
こ
れ
か
ら
の
こ
と 

 

▲のんた祭出場時 集合写真 

 

【市民ふれあいの集い（昭和５９年７月２１日）】 

 
▼手踊りで道引きをする鬼人の面 

 

【のんた祭 （平成６年１０月）】 

 

▲向道中学校 運動会で手踊りを踊っています 
 

兼
俊
勉
さ
ん
：『
新
畑
出
身
で
す
が
、
手
踊
り
を
実
際
に
見
た

の
は
、
青
年
団
の
皆
さ
ん
が
東
京
で
踊
り
を
披
露
さ
れ
た
時
で
、

踊
り
を
憶
え
た
の
は
、
保
存
会
発
足
の
時
で
し
た
。
父
が
手
踊

り
で
太
鼓
を
叩
い
て
い
た
の
で
す
が
、
亡
く
な
っ
て
し
ま
い
、

早
く
教
わ
っ
て
お
け
ば
良
か
っ
た
と
思
い
ま
し
た
。
踊
り
を
習

う
時
に
は
、
出
来
る
よ
う
に
な
る
ま
で
、
一
生
懸
命
憶
え
ま
し

た
。
手
踊
り
は
口
伝
で
伝
わ
っ
て
来
た
踊
り
で
、
太
鼓
な
ど
の

楽
器
も
、
耳
で
リ
ズ
ム
を
聞
い
て
憶
え
ま
す
。
譜
面
が
な
い
の

で
、
次
に
伝
え
る
の
も
、
人
か
ら
人
へ
と
い
っ
た
形
に
な
る
た

め
、
少
し
で
も
早
く
後
継
者
を
育
て
、
後
世
へ
残
し
て
い
く
こ

と
が
こ
れ
か
ら
大
切
だ
と
感
じ
て
い
ま
す
。』 

井
上
正
幸
さ
ん
：『
大
道
理
青
年
団
に

興
味
を
持
ち
、
高
校
卒
業
後
、
す
ぐ
に

色
々
な
集
ま
り
に
参
加
さ
せ
て
頂
き
ま

し
た
。
当
時
は
、
今
ほ
ど
多
く
の
娯
楽
も

無
く
、
地
域
の
方
々
と
の
ふ
れ
あ
い
が

楽
し
み
の
一
つ
で
し
た
。 

地
域
内
に
、
古
く
か
ら
伝
わ
る
素
晴

ら
し
い
手
踊
り
が
あ
る
こ
と
を
聞
き
、

何
と
か
後
世
に
伝
承
で
き
な
い
か
と
い

う
思
い
が
強
く
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
中

で
、
同
級
生
の
山
本
（
旧
姓
青
竹
）
定
彦

さ
ん
と
の
思
い
が
合
い
、
新
畑
地
区
の

古
老
の
方
々
か
ら
の
指
導
を
受
け
、
市

主
催
の
各
種
行
事
等
に
参
加
し
て
、
そ

の
成
果
を
披
露
し
て
き
ま
し
た
。 

▲小学生に踊りを教える井上正幸さん 
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11 
▲藤井寛寧さん（新畑東） 

 

藤
井
寛
寧
さ
ん
：『
昔
（
藤
井
さ
ん
の

子
ど
も
時
代
、
戦
前
）
の
八
朔
祭
に
は
、

御
田
頭
の
お
礼
で
、
各
部
落
か
ら
手
踊

り
を
三
嶋
神
社
に
奉
納
し
て
い
ま
し

た
。
盆
過
ぎ
か
ら
練
習
を
始
め
て
、
自

分
達
で
う
ち
わ
な
ど
の
道
具
を
作
っ

て
い
ま
し
た
。
踊
り
の
練
習
の
時
、
踊

り
の
輪
で
は
、
お
年
寄
り
の
間
に 

（
三
面
に
続
く
） 

  

少
し
昔
の
手
踊
り
の
風
景 

八
朔
ま
つ
り
で
手
踊
り
が
奉
納
さ
れ
て
い
た
頃 

～ 

新
畑
、
畑
地
区
の
手
踊
り 

～ 

「
手
踊
り
」
に
は
九
つ
の
踊
り
が
あ
る
と
聞
い
て
お
り
ま
し
た
が
、
残

念
な
が
ら
、
半
分
ほ
ど
し
か
受
け
継
ぐ
こ
と
し
か
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。 

長
き
に
亘
っ
て
伝
承
さ
れ
て
来
た
も
の
の
多
く
は
、
五
穀
豊
穣
、
無
病

息
災
等
、
生
活
の
中
で
の
身
近
な
事
柄
へ
の
祈
り
が
込
め
ら
れ
た
も
の
が

そ
の
殆
ど
で
、
そ
う
い
っ
た
意
味
合
い
か
ら
見
て
も
、
子
や
孫
た
ち
に
手

踊
り
を
受
け
渡
し
て
い
く
責
任
を
強
く
感
じ
て
い
ま
す
。
』 
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▲藁のう 

（イメージ画像です） 

粟
山
宣
行
さ
ん  

（ 

河
内
） 

▲粟山宣行さん 

刈
っ
た
も
の
を
敷
き
、
普
段
は
、
草

を
食
べ
さ
せ
た
り
、
稲
刈
り
し
て
脱

穀
し
た
稲
わ
ら
を
積
み
上
げ
た
藁
の

う
の
藁
を
与
え
た
り
し
て
い
ま
し
た

が
、
共
進
会
の
前
に
は
丸
麦
を
食
べ

さ
せ
て
い
ま
し
た
。 

中
で
唯
一
の
女
性
で
、
※

が
り
っ
ぽ
う
（
※

気
が
強
い
と
い

う
意
味
だ
そ
う
で
す
）
で
し
た
が
、
徳
山
の
映
画
館
に
連
れ

て
行
っ
て
く
れ
る
な
ど
、
優
し
く
し
て
く
れ
て
い
ま
し
た
。 

 

私
は
、
中
学
卒
業
後
に
大
道
理
か
ら
出
て
、
二
十
年
ば
か

り
徳
山
に
住
み
、
再
び
大
道
理
へ
帰
っ
て
き
ま
し
た
。 

家
に
は
、
牛
と
馬
と
両
方
い
て
、
馬
は
、
山
の
木
を
伐
り

出
し
た
も
の
を
「
地
引
」
と
い
っ
て
引
く
作
業
を
し
て
い
ま

し
た
。
牛
は
雌
ば
か
り
を
二
年
飼
い
、
共
進
会
に
出
し
て
い

ま
し
た
。
牛
の
い
る
「
だ
や
」（
牛
舎
）
に
は
、
山
の
草
を 

 少
し
昔
の
大
道
理 

～ 

秋
の
暮
ら
し 

 

農
業
の
こ
と
・養
蚕
に
つ
い
て 

 

家
の
裏
に
は
か
つ
て
、
共
同
の
精
米
の
た
め
の
水
車
小
屋

が
あ
り
、
近
所
の
家
が
交
替
で
米
を
は
が
し
て
い
ま
し
た
。

う
ち
の
家
で
は
、
姉
が
本
を
読
み
な
が
ら
、
一
日
じ
ゅ
う
足

で
搗
い
て
、
米
を
剥
が
し
て
い
ま
し
た
。
昭
和
初
期
に
は
、

蚕
を
飼
う
人
が
多
く
、
私
の
家
で
も
、
母
が
嫁
に
来
た
当
初

は
、
養
蚕
を
し
て
い
て
、
桑
の
木
を
植
え
、
天
井
裏
が
蚕
の

部
屋
に
な
っ
て
い
て
、
は
た
織
を
し
て
い
ま
し
た
。
今
は
あ

り
ま
せ
ん
が
、
か
つ
て
家
に
は
、
は
た
織
機
が
あ
り
ま
し
た
。 

 

 
私
が
中
学
生
の
頃
ま
で
は
、
農
作
業
は
全
て
手
作
業
で
、

稲
刈
り
は
、
家
族
全
員
で
し
て
い
ま
し
た
。
田
植
え
は
、
大

雨
が
降
っ
た
時
に
も
、
蓑
笠
を
着
て
し
て
い
ま
し
た
。 

当
時
は
、
収
穫
し
た
稲
の
中
で
、
良
い
も
の
を
種
籾
と
し

て
と
っ
て
お
き
、
田
植
え
の
時
期
に
は
、
桶
に
三
日
位
漬
け
、

苗
代
を
こ
し
ら
え
て
、
種
を
蒔
い
て
育
っ
た
も
の
を
田
ん
ぼ

に
植
え
て
い
ま
し
た
。
田
植
え
の
時
に
は
、
芯
綱
と
い
う
、

三
角
形
で
一
セ
ン
チ
く
ら
い
の
道
具
を
使
っ
て
い
ま
し
た
。

遠
く
の
田
ん
ぼ
に
行
く
と
き
は
、
朝
八
時
く
ら
い
に
家
を
で

て
、
お
弁
当
を
持
っ
て
行
っ
て
、
家
族
で
食
べ
て
い
ま
し
た
。

夏
場
は
、
昼
間
は
暑
い
の
で
休
み
、
夕
方
か
ら
夜
に
か
け
て

作
業
し
て
い
た
の
で
、
夕
食
の
時
間
は
夜
八
時
か
ら
九
時
く

ら
い
で
し
た
。 

 

 

▲ホボラを編むための道具 

▲手作りの道具です 

子
ど
も
時
代
の
遊
び 

近
所
に
同
級
生
は
い
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
学
校
か
ら
帰

る
と
、
近
所
の
子
ど
も
同
士
で
遊
ん
で
い
ま
し
た
。
男
子

は
穴
を
掘
っ
て
、
ラ
ム
ネ
の
球
を
誰
が
早
く
埋
め
る
か
を

競
っ
た
り
、
映
画
ス
タ
ー
や
野
球
選
手
の
絵
が
描
か
れ
た

メ
ン
コ
を
し
た
り
、
釣
り
を
し
た
り
し
て
遊
び
ま
し
た
。 

こ
ど
も
の
頃
に
は
川
が
き
れ
い
で
、
ウ
ナ
ギ
が
沢
山
い

て
、
ウ
ナ
ギ
を
釣
っ
た
り
、
ツ
ガ
ニ
を
獲
っ
た
り
、
ハ
ヤ

を
獲
っ
た
り
し
て
い
ま
し
た
。 

 食
事
の
こ
と
、
最
近
の
暮
ら
し 

私
の
父
は
猟
を
し
て
い
た
の
で
、
兎
や
山
鳥
な
ど
が
獲

れ
た
時
に
は
、
畑
で
採
れ
た
ゴ
ボ
ウ
な
ど
の
根
菜
を
入
れ

て
、
母
が
炊
き
込
み
ご
飯
を
作
っ
て
く
れ
て
い
ま
し
た
。

そ
う
い
っ
た
食
事
は
ご
ち
そ
う
で
し
た
。
母
親
の
作
っ
て

く
れ
た
食
事
は
、
何
で
も
味
が
良
か
っ
た
で
す
が
、
酢
の

物
が
特
に
美
味
し
か
っ
た
で
す
。
普
段
の
食
事
は
茶
粥

と
、
ジ
ャ
ガ
イ
モ
な
ど
根
菜
類
の
煮
物
な
ど
で
、
冬
か
ら

春
に
か
け
て
は
、
麦
ご
は
ん
を
食
べ
て
い
ま
し
た
。
麦
は
、

牛
や
馬
に
は
、
丸
麦
を
煮
た
も
の
を
食
べ
さ
せ
て
い
ま
し

た
が
、
人
間
用
と
し
て
は
、
麦
を
ぺ
し
ゃ
ん
こ
に
へ
し
ゃ

が
し
て
、
柔
ら
か
く
し
た
も
の
を
白
米
に
混
ぜ
て
食
べ
て

い
ま
し
た
。
一
月
末
の
大
寒
の
時
期
は
、
朝
か
ら
晩
ま
で
、

寒
餅
を
搗
い
て
い
ま
し
た
。
搗
い
た
餅
は
、
漬
物
桶
に
水

を
張
っ
て
水
餅
に
し
て
い
ま
し
た
。 

中
学
生
に
な
る
と
、
給
食
が
あ
り
ま
し
た
。
向
道
地
区

は
、
徳
山
市
の
中
で
も
、
早
い
時
期
に
学
校
給
食
が
始
ま

り
、
学
校
に
は
給
食
室
が
あ
り
、
そ
こ
で
、
給
食
が
作
ら

れ
て
い
ま
し
た
。
小
学
校
時
代
に
は
、
脱
脂
粉
乳
が
出
て
、

と
て
も
飲
み
に
く
か
っ
た
の
で
す
が
、
中
学
校
の
給
食
で

は
、
家
で
食
べ
た
こ
と
の
な
い
よ
う
な
も
の
も
出
さ
れ
、

特
に
カ
レ
ー
が
美
味
し
か
っ
た
で
す
。 

定
年
退
職
し
て
か
ら
現
在
ま
で
は
、
畑
仕
事
な
ど
し
て

毎
日
過
ご
し
て
い
ま
す
。
数
年
前
か
ら
沢
庵
を
漬
け
て
い

て
、
最
初
は
失
敗
も
し
ま
し
た
が
、
段
々
要
領
が
分
か
っ

て
来
て
、
美
味
し
く
出
来
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
子
ど

も
の
時
以
来
、
久
し
ぶ
り
に
今
年
は
、
畑
の
傍
に
あ
る
茶

の
木
の
茶
摘
み
を
し
て
、
自
分
で
炒
っ
て
飲
み
ま
し
た
。

昔
か
ら
我
が
家
に
あ
る
、
茶
渋
に
染
ま
っ
た
筵
（
む
し
ろ
）

の
上
で
も
む
と
、
と
て
も
良
い
香
り
が
し
ま
し
た
。
毎
日
、

農
作
業
や
家
の
事
な
ど
、
な
に
か
し
ら
仕
事
を
見
つ
け
て

は
、
体
を
動
か
し
て
い
ま
す
。』 

  

粟
山
宣
行
さ
ん
：『
私
は
、

八
人
兄
弟
の
一
番
下
で
す
。

男
七
人
、
女
一
人
の
兄
弟
で
、

一
番
上
の
兄
と
は
十
六
歳
年

の
差
が
あ
り
ま
す
。
姉
と
も

十
四
歳
違
い
で
、
姉
は
私
が

中
学
生
の
時
、
お
嫁
に
行
き
、

お
盆
に
は
実
家
に
帰
省
し
て

い
ま
し
た
。
八
人
兄
弟
の 

若
い
人
が
入
り
、
真
似
な
が
ら
覚
え
て
い
き
ま
し
た
。 

当
時
、
新
畑
の
手
踊
り
で
は
、
音
頭
は
、
浜
川
亀
楽
さ
ん
、

笛
が
山
本
八
重
子
さ
ん
の
お
父
さ
ん
の
山
本
春
雄
さ
ん
、
太

鼓
が
兼
俊
久
雄
さ
ん
で
し
た
。
手
踊
り
の
中
で
も
「
思
案
橋
」

は
難
し
い
踊
り
で
、
踊
る
こ
と
が
出
来
ま
せ
ん
で
し
た
。 

八
朔
祭
で
は
、
三
嶋
神
社
の
下
か
ら
、
鬼
人
が
道
あ
け
を

し
て
、「
た
る
や
っ
こ 

さ
か
ず
き
や
っ
こ
」
な
ど
の
奴
（
や
っ

こ
）
が
樽
、
盃
を
持
っ
て
踊
り
な
が
ら
宮
入
り
し
て
い
ま
し

た
。
奴
は
子
ど
も
が
踊
っ
て
い
ま
し
た
。 

八
朔
祭
の
時
に
は
燈
籠
を
作
っ
て
お
供
え
し
ま
し
た
。
こ

ど
も
の
頃
、
踊
り
は
毎
年
奉
納
で
き
ず
、
一
年
お
き
く
ら
い

の
頻
度
で
奉
納
し
て
い
ま
し
た
が
、
燈
籠
は
毎
年
お
供
え
し

て
い
ま
し
た
。
燈
籠
は
河
内
神
社
で
紙
を
切
っ
た
り
色
を
付

け
た
り
し
て
皆
で
作
っ
て
い
ま
し
た
。
お
供
え
は
新
畑
東
、

新
畑
西
、
畑
で
し
て
い
ま
し
た
。
当
時
は
、
畑
と
新
畑
と
で
、

五
十
軒
く
ら
い
家
が
あ
り
、
七
～
八
十
人
く
ら
い
の
大
行
列

と
な
っ
て
三
嶋
神
社
に
奉
納
に
行
っ
て
い
ま
し
た
。 

私
が
小
学
五
年
生
の
時
、
日
中
戦
争
が
始
ま
り
、
昭
和
十

七
年
か
ら
二
十
年
ま
で
の
間
、
大
道
理
を
離
れ
て
い
た
た

め
、
そ
の
間
の
こ
と
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。
自
分
た
ち
よ
り
も

少
し
上
の
世
代
の
方
た
ち
の
方
が
手
踊
り
を
盛
ん
に
さ
れ

て
い
ま
し
た
。
戦
後
、
物
の
な
い
時
代
で
、
八
朔
祭
で
の
奉

納
は
す
ぐ
に
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
盆
踊
り
は
戦
後
す

ぐ
行
わ
れ
ま
し
た
。
団
扇
の
無
い
方
は
、
扇
子
を
持
っ
て
手

踊
り
を
踊
っ
て
い
ま
し
た
。
初
盆
を
迎
え
る
家
に
行
っ
て
、

手
踊
り
を
踊
っ
た
り
、
河
内
神
社
や
西
照
寺
で
の
盆
踊
り
で

も
踊
っ
た
り
し
て
い
ま
し
た
。 

～ 

横
川
の
手
踊
り 

～ 

▲荒美誠さん（横川） 

荒
美
誠
さ
ん
：
『
横
川
地
区

の
八
朔
祭
り
は
、
夕
方
よ
り
、

笛
や
太
鼓
の
調
べ
に
合
わ

せ
、
道
行
き
の
手
踊
り
を
し

な
が
ら
、
西
の
井
上
さ
ん
宅

前
を
通
り
、
三
嶋
神
社
境
内

に
入
り
、
横
川
の
手
踊
り
を

奉
納
し
て
い
ま
し
た
。 

▲神杉英忠さん 敏子さん 
（横川） 

 

神
杉
英
忠
さ
ん 

敏
子

さ
ん
：『
父
（
寧
さ
ん
）

は
、
手
踊
り
で
笛
を

吹
い
て
い
ま
し
た
。 

 
 

父
が
盆
踊
り
で
吹

く
た
め
に
取
り
出
し

た
笛
を
、
小
学
生
だ

っ
た
息
子
（
文
雄
さ

ん
）
が
初
め
て
吹
い

た
時
、
音
が
き
れ
い 

 

▲神杉寧さんと文雄さん   
 

に
出
た
こ
と
を
父
は
と
て

も
喜
ん
で
、「
こ
り
ゃ
吹
く

で
よ
」
と
、
そ
れ
ま
で
は

口
伝
で
継
承
し
て
来
た
手

踊
り
の
笛
の
楽
譜
を
、
息

子
の
た
め
に
書
き
起
こ
し

ま
し
た
。
そ
れ
を
見
て
、

息
子
が
す
ぐ
に
演
奏
が
出

来
た
の
に
は
、
血
筋
だ
な

と
思
っ
て
驚
き
ま
し
た
。

父
が
譜
面
に
起
こ
し
た
曲

は
、
「
道
引
き 

宮
入
り 

つ
る
ん
て 

く
ど
き 

 

手
踊
り
は
、
十
七
、
八
歳
の
頃
に
荒
美
傳
兵
衛
さ
ん
や
複

数
の
お
年
寄
り
か
ら
教
わ
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
子
ど
も

の
頃
は
、
地
域
の
お
年
寄
り
か
ら
習
う
こ
と
が
当
た
り
前
で

し
た
。
横
川
の
踊
り
の
音
頭
に
つ
い
て
、
は
っ
き
り
と
は
覚

え
て
は
い
ま
せ
ん
が
、
原
浅
衛
門
さ
ん
、
原
荒
士
さ
ん
神
杉

寧
さ
ん
等
が
さ
れ
て
い
ま
し
た
。 

横
川
地
区
で
は
、
西
照
寺
で
踊
り
の
練
習
を
し
た
り
、
う

ち
わ
を
作
っ
た
り
し
て
い
ま
し
た
。
昭
和
三
十
年
、
私
が
二

十
四
歳
の
時
、
徳
山
市
に
向
道
村
が
編
入
し
、
そ
の
記
念
で

港
ま
つ
り
（
産
業
祭
の
前
身
）
で
徳
山
に
踊
り
に
出
ま
し
た
。 

戦
時
中
途
絶
え
て
い
た
手
踊
り
は
戦
後
、
復
活
し
ま
し
た

が
、
昭
和
三
十
年
代
に
な
り
、
そ
れ
ま
で
は
、
農
業
を
専
業

と
し
て
い
た
男
性
が
外
に
勤
め
に
出
る
よ
う
に
な
り
、
部
落

で
の
奉
納
は
で
き
な
く
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。
御
田
頭
（
ご

で
ん
ど
う
）
は
、
神
主
さ
ん
を
馬
に
乗
せ
て
ご
神
幸
を
し
て

い
た
時
期
が
あ
り
、
そ
の
風
景
を
今
で
も
覚
え
て
い
ま
す
。』 

 

祖
父
か
ら
孫
へ
受
け
継
が
れ
た
笛 

数
え
歌 

つ
く
は
ね 

高
い
山 

思
案
橋 

傘
ず
く
し
」 

（
寧
さ
ん
が
書
き
起
こ
さ
れ
た
楽
譜
は
左
の
写
真
）
で
す
。 

踊
り
に
使
う
笛
は
、
節
か
ら
節
ま
で
が
長
い
竹
を
使
い
、

父
が
手
作
り
し
て
い
ま
し
た
。
父
は
、
盆
前
に
な
る
と
、
い

つ
も
笛
を
吹
い
て
い
ま
し
た
。
息
子
は
父
か
ら
笛
を
習
い
、

手
踊
り
保
存
会
が
発
足
し
た
年
の
「
市
民
ふ
れ
あ
い
の
集
い
」

で
も
一
緒
に
奉
納
し
ま
し
た
。
父
は
、
保
存
会
発
足
後
し
ば

ら
く
し
て
体
調
を
崩
し
た
た
め
、
父
と
息
子
が
一
緒
に
奉
納

出
来
た
の
は
、
数
回
だ
け
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
息
子
は

高
校
卒
業
後
に
大
道
理
か
ら
転
出
す
る
ま
で
、
盆
踊
り
の
時

な
ど
、
手
踊
り
を
奉
納
す
る
時
、
笛
を
吹
き
ま
し
た
。 

 

私
（
英
忠
さ
ん
）
は
歌
を
歌
う
の
が
好
き
で
、
手
踊
り
で

は
、
音
頭
を
取
る
役
割
で
歌
を
歌
っ
て
い
ま
し
た
。
歌
は
踊

り
に
参
加
す
る
中
で
自
然
に
覚
え
て
い
き
ま
し
た
。 

大
道
理
全
体
で
の
盆
踊
り
に
な
る
ま
で
、
横
川
地
区
で
は
、

西
照
寺
で
盆
踊
り
が
あ
り
、
手
踊
り
を
踊
っ
て
い
ま
し
た
。

老
若
男
女
問
わ
ず
皆
が
集
ま
り
、
と
て
も
賑
や
か
で
し
た
。

お
年
寄
り
の
方
は
、
身
体
全
体
を
う
ま
く
使
っ
て
、
と
て
も

上
手
に
踊
ら
れ
て
い
ま
し
た
。』 

  

▲神杉寧さんが書き起こした笛
の譜面と、寧さん、文雄さんが
吹かれていた笛です 


