
○ 

地
域
の
伝
統
文
化 

 

八
月
二
十
二
日
、
陽

が
落
ち
る
頃
、
円
城
寺

秋
葉
神
社
の
提
灯
に

あ
か
り
が
と
も
る
。
太

鼓
の
リ
ズ
ム
に
合
せ
、

浴
衣
や
甚
平
姿
の
子

ど
も
達
が
踊
り
始
め
、

祭
り
ム
ー
ド
が
高
ま
っ
て
く
る
。 

や
が
て
、
こ
の
地
域
に
引
き
継
が
れ
て
き

た
雨
乞
い
踊
り
「
芭
蕉
踊
」
が
披
露
さ
れ
る
。

こ
の
踊
り
は
五
十
年
ほ
ど
途
絶
え
て
い
た
が
、

昭
和
四
十
八
年
に
再
現
さ
れ
、

こ
の
あ
た
り
の
芭
蕉
踊
の
元

祖
と
し
て
平
成
元
年
に
県
重

要
無
形
民
俗
文
化
財
に
指
定

さ
れ
た
。
近
年
、
保
存
会
に
よ
り
継
承
さ
れ
、

子
ど
も
達
が
踊
り
手
や
笛
方
を
務
め
て
い
る
。 

○ 

魅
了
す
る 

芭
蕉
踊 

拍
子
木
の
音
を
合
図
に
、
会
場
は
静
か
な

雰
囲
気
に
な
る
。
そ
の
中
、
提
灯
を
先
頭
に

町
内
会
長
さ
ん
、
唄
い
方
、
笛
方
、
○八
と
染

め
抜
い
た
鉢
巻
を
し
た
踊
り
方
合
わ
せ
て
五

十
名
ほ
ど
が
静
々
と
進
む
。
そ
の
大
半
が
小
学

生
。
唄
と
笛
に
あ
わ
せ
、
鉦
を
打
つ
者
と
芭

蕉
の
葉
に
似
た
旗
指
物
を
背
負
い
胸
に
着
け

た
太
鼓
を
打
つ
者
が
一
組
に
な
っ
て
「
そ
う

り
ゃ
」
の
掛
け
声
を
か
け
て
踊
る
。
行
灯
や

提
灯
の
ほ
の
か
な
あ
か
り
の
中
で
、
笛
の
音
、

唄
の
声
、
鉦
・
太
鼓
の
音
と
踊
り
が
、
祭
り
の

情
緒
を
あ
た
り
に
た
だ
よ
わ
せ
る
。 

○ 

引
き
継
が
れ
る 

 

毎
年
八
月
に
な
る
と
、
保
存
会
の
方
々
が
踊

り
に
使
う
道
具

や
衣
装
を
準
備

さ
れ
る
。
そ
し

て
、
円
城
寺
地

区
の
小
学
校
四
年
生
以
上
の
子
ど
も
達
に
芭

蕉
踊
の
笛
、
踊
り
の
手
ほ
ど
き
を
さ
れ
る
。
慣

れ
な
い
こ
と
で
、
最
初
は
と
ま
ど
う
子
ど
も

達
だ
が
、
指
導
に
よ
り
笛
方
、
踊
り
方
と
し
て
、

そ
の
一
つ
ひ
と
つ
を
身
に
つ
け
て
い
く
。
う
ま

く
で
き
な
い
子
も
、
指
導
さ
れ
る
方
々
の
温
か

さ
や
励
ま
し
に
押
さ
れ
、
乗
り
越
え
て
い
く
。

そ
の
中
で
、
地
域
の
方
々
の
温
も
り
を
感
じ
、

世
代
を
超
え
た
人
間
的
な
つ
な
が
り
も
生
ま

れ
て
く
る
。 

○ 

わ
が
「ふ
る
さ
と
」！ 

こ
う
し
た
地
域
で
の
体
験
は
、
永
く
子
ど

も
達
の
記
憶
に
残
る
。
同
時
に
、
地
域
文
化

を
大
切
に
し
、
誇
る
心
も
育
ま
れ
て
い
く
。 

毎
年
、
芭
蕉
踊
の
時
期
に
な
る
と
、
わ
が

「
ふ
る
さ
と
」
へ
の
想
い
も
尐
し
ず
つ
深
ま
っ

て
い
く
に
ち
が
い
な
い
。 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
「道徳のまち笠松」推進会議 

（笠松町教育文化課） 

NO. 33 

「道徳のまち笠松」 道徳的な風土と人づくり           平成 22年 9 月 15日 発行 

緊張した表情で会場に入場する子ども達 

引
き
継
が
れ
る
伝
統
文
化 

「
芭
蕉
踊
」 


