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第10号

唐沢山…藤原秀郷公の居城趾で、深い歴史を持つ山

芦畦獅子舞（並木町【花岡】）
あし  ぐろ し    し　まい

獅
子
舞
の
は
じ
ま
り

　

芦あ
し

畦ぐ
ろ

獅し

子し

舞ま
い

は
五
穀
豊
穣
、
無
病
息

災
、
厄
除
祈
願
の
た
め
に
行
わ
れ
、
約

７
５
０
年
の
昔
か
ら
並
木
町
（
花
岡
）

に
伝
わ
る
郷
土
の
民
俗
芸
能
の
行
事

で
、
市
の
無
形
民
俗
文
化
財
に
指
定
さ

れ
て
い
ま
す
。

　

芦
畦
と
は
、
か
つ
て
例れ
い

幣へ
い

使し

街か
い

道ど
う

の

小
宿
場
だ
っ
た
並
木
地
区
の
旧
名
称

で
、
文
永
３
年
（
１
２
６
３
年
）
に
並

木
町
の
安
楽
寺
が
建
立
さ
れ
た
際
、
そ

の
原
材
の
余
材
で
獅
子
頭
を
作
製
し

て
、
獅
子
舞
を
奉
納
し
た
の
が
は
じ
ま

り
と
言
い
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

７
月
の
第
３
日
曜
日

　

親
獅
子
・
中
獅
子
・
子
獅
子
で
構
成

さ
れ
る
獅
子
頭
を
３
人
の
舞
子
が
被

り
、
太
刀
持
、
御ご

幣へ
い

持も
ち

な
ど
の
伴
を
連

れ
、
サ
サ
ラ
や
笛
、
唄
係
の
風
流
歌
に

合
わ
せ
て
、
五
穀
豊
穣
や
無
病
息
災
を

願
っ
て
舞
を
納
め
た
り
、
太
刀
を
振

る
っ
て
厄
を
切
り
払
っ
た
り
し
な
が

ら
、
花
岡
地
区
の
全
世
帯
を
一
日
か
け

て
巡
り
ま
す
。
現
在
は
７
月
の
第
３
日

曜
日
に
毎
年
行
わ
れ
て
い
て
、
今
年
も

７
月
21
日
に
行
わ
れ
ま
し
た
。

新
し
い
獅
子
頭
に

　

し
か
し
、
７
５
０
年
前
か
ら
一
度
も

交
換
さ
れ
て
い
な
い
、
旧
獅
子
頭
は
老

朽
化
が
著
し
か
っ
た
た
め
、
日
光
東
照

宮
の
修
復
で
知
ら
れ
る
「
小
西
美
術
工こ
う

藝げ
い

社
」
に
新
し
い
獅
子
頭
の
作
製
を
依

頼
し
ま
し
た
。
作
製
す
る
際
に
は
、
旧

獅
子
頭
に
倣な
ら

っ
た
材
料
や
製
法
で
、
緻ち

密み
つ

な
再
現
を
試
み
ま
し
た
。
特
徴
的
な

黒こ
っ

褐か
っ

色
し
ょ
く
の
羽
根
は
一
部
再
利
用
し
て
、

昨
年
７
月
に
新
し
い
獅
子
頭
で
お
披
露

目
を
盛
大
に
行
い
ま
し
た
。

　

ま
た
、
毎
年
旗
川
小
学
校
の
運
動
会

で
は
、
こ
の
舞
を
ア
レ
ン
ジ
し
て
、
３

年
生
以
上
の
児
童
が
全
員
で
踊
る
な

ど
、
地
域
の
人
々
に
は
馴
染
み
の
深
い

伝
統
行
事
に
な
っ
て
い
ま
す
。

地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

　

落
合
久
雄
町
会
長
に
話
を
聞
い
た
と

こ
ろ
、
花
岡
町
会
は
こ
の
芦
畦
獅
子
舞

が
あ
る
か
ら
ま
と
ま
っ
て
い
る
と
言
わ

れ
て
き
ま
し
た
。
古
臭
く
保
守
的
と
捉

え
ら
れ
が
ち
で
す
が
、
こ
の
獅
子
舞
が

地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
と
っ
て
は
大

き
な
力
だ
と

思
い
ま
す
の

で
、
こ
の
力

を
更
に
伸
ば

し
て
い
け
る

よ
う
努
力
し

て
い
き
た
い

と
の
抱
負
を

い
た
だ
き
ま

し
た
。
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会
長
３
期
目
就
任
に
あ
た
っ
て

佐
野
市
町
会
長
連
合
会
会
長　

　

篠　

﨑　

芳　

朋

　

こ
の
度
、
３
期
目
の
町
会
長
連
合
会

会
長
に
就
任
い
た
し
ま
し
た
田
沼
北
部

地
区
下
多
田
町
会
長
の
篠
﨑
芳
朋
と
申

し
ま
す
。
こ
れ
ま
で
４
年
間
、
皆
様
の

ご
協
力
を
い
た
だ
き
ま
し
て
、
無
事
に

会
長
職
を
全
う
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し

た
こ
と
を
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
ま

す
。

　

岡
部
市
長
も
３
期
目
に
入
り
ま
し

て
、
佐
野
市
元
気
ア
ッ
プ
計
画
の
中

で
、
自
治
会
活
動
の
充
実
に
よ
る
地
域

自
治
組
織
の
確
立
に
む
け
た
検
討
に
入

る
と
述
べ
て
お
り
ま
す
。
当
連
合
会
も

新
し
い
方
向
に
向
け
た
検
討
に
入
る
時

期
で
は
な
い
か
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

安
心
安
全
で
住
み
よ
い
地
域
づ
く
り
に

全
町
会
を
あ
げ
て
取
り
組
ん
で
い
き
た

い
と
考
え
て
お
り
ま
す
の
で
、
宜
し
く

ご
指
導
ご
協
力
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま

す
。
ま
た
、
各
町
会
の
益
々
の
ご
発
展

を
ご
祈
念
申
し
上
げ
、
３
期
目
就
任
の

挨
拶
と
い
た
し
ま
す
。

●会報「からさわ」の発行（年２回）
●福祉、教育、文化、行政改革など 20 を超
える団体・会議への参画
●栃木県自治会連合会事業への参加等

７月に東日本大震
災により被災した石巻市
を視察研修しました。被災し
た地域を見学しながら、石巻大震
災まなびのガイドから震災当時の
話を聞きました。今後の防災を考
えるきっかけにすることが重要
であることを再認識しました。

10 月に新市となって初の
視察受入れを行いました。新潟
県燕市の方々には、当市の行った
町会お宝自慢調査などを参考に行政
と町会・市民が一体となって取り組む
ことの必要性を感じていただきました。

５月の最終日曜
日に、市内全域によ
る一斉清掃を行いました。
佐野市全体では、約 10 ト
ンのごみと 1 万個の空き缶
を回収しました。（別日
程で実施した町会も
ありました。）

11 月に葛生あくと
プラザ、２月に田沼中央
公民館において市長との懇談
会を実施しました。葛生庁舎の
活用や小中学校の統廃合などにつ
いて、白熱した討議を行いました。

燕
つばめ

市自治会連合会
との意見交換会

視 察 研 修

市長との懇談会

全市一斉清掃

会報の作成
市民の皆さんに、より
多くの町会に関する情
報をお送りするため会
報を年 2 回発行いた
します。

その他の事業
●視察研修
●全市一斉清掃
●永年表彰
●福祉、教育、文化団体・
会議などへの参画
●栃木県自治会連合会
事業への
参加等

行政と町会について
行政と町会との関係に
ついて、その内容を整
理し協働体制がとれる
ような課題に取り組ん
でまいります。

市長との懇談会
市長と町会長との懇談
会を開催します。地域
における課題や今後の
佐野市について話し合
い、町会と行政の連携
を図ります。

その他このような活動を行いました
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唐沢山…藤原秀郷
公の居城趾で、深

い歴史を持つ山

地域の力で美しい里
山が復活！

～町会・企業・行
政が三位一体となっ

た取組みを実現～
─ 船越北町会 ─

イ
ノ
シ
シ
対
策
か
ら
始
ま
る

　
顔
を
合
わ
せ
る
と
必
ず
と
言
っ

て
い
い
ほ
ど
イ
ノ
シ
シ
・
シ
カ
・

サ
ル
の
話
に
な
っ
て
い
た
と
の
こ

と
で
す
。
中
山
間
地
域
に
住
む

人
々
の
頭
か
ら
離
れ
な
い
獣
害
被

害
を
解
決
す
る
た
め
、「
里
山
を

未
来
に
残
そ
う
！
地
域
の
困
り
ご

と
は
み
ん
な
で
支
え
る
も
の

だ
！
」
を
合
言
葉
に
、
イ
ノ
シ
シ

避
け
の
ネ
ッ
ト
を
山
沿
い
約
14
㎞

に
張
り
始
め
た
の
は
約
５
年
前
の

こ
と
で
し
た
。

地
元
企
業
と
マ
ッ
チ
ン
グ

　
ネ
ッ
ト
張
り
の
次
に
手
掛
け
た

の
は
、
町
会
内
に
約
20
ヶ
所
あ
る

耕
作
放
棄
地
で
し
た
。
町
内
の
中

心
に
は
約
20
年
耕
作
を
放
棄
し
た

農
地
が
あ
り
、
灌
木
や
篠
竹
、
セ

イ
タ
カ
ア
ワ
ダ
チ
ソ
ウ
な
ど
が
繁

茂
し
イ
ノ
シ
シ
や
タ
ヌ
キ
の
ね
ぐ

ら
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。

　
昨
年
の
秋
、
県
の
事
業
に
名
乗

り
を
上
げ
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
方
々

と
町
会
総
ぐ
る
み
総
勢
約
１
０
０

人
で
下
草
刈
り
を
実
施
し
ま
し

た
。
続
い
て
今
年
度
は
、
地
元
の

企
業
の
協
力
を
得
て
農
地
の
再
生

を
行
う
計
画
を
た
て
、
第
一
段
と

し
て
シ
ョ
ウ
ガ
の
植
え
付
け
を
行

い
ま
し
た
。

　
こ
れ
か
ら
は
更
な
る
事
業
の
展

開
を
考
え
て
い
る
と
の
こ
と
で
す

が
、
そ
ば
蒔
き
な
ど
も
行
い
、
秋

の
収
穫
や
そ
ば
打
ち
名
人
も
多
い

土
地
柄
の
た
め
、
み
ん
な
で
手
掛

け
た
農
地
で
で
き
た
そ
ば
を
食
べ

る
喜
び
を
味
わ
い
た
い
と
の
こ
と

で
す
。

難
問
解
決
が
結
束
力
へ
繋
が
る

　
こ
の
船
越
北
町
会
の
取
組
み
に

は
、
獣
害
対
策
と
遊
休
農
地
の
利

活
用
と
い
う
目
的
の
裏
に
一
番
大

切
な
こ
と
が
隠
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
れ
は
作
業
に
参
加
し
た
み
ん
な

が
〝
地
域
に
貢
献
す
る
喜
び
〞
を

感
じ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

そ
れ
ま
で
暗
い
話
題
の
多
か
っ
た

茶
飲
み
話
が
、
一
転
し
て
明
る
く

な
り
、
喜
び
と
笑
顔
が
取
り
戻
せ

た
と
の
こ
と
で
す
。
一
つ
ひ
と
つ

難
問
を
解
決
す
る
こ
と
を
共
有
し

た
こ
と
で
、
地
域
の
結
束
力
が
増

し
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

責
任
感
・
度
胸
・
努
力

　
亀
山
春
夫
町
会
長
に
そ
の
秘

訣
を
尋
ね
た
と
こ
ろ
「
責
任
感

と
度
胸
と
努
力
で
み
ん
な
を
引
っ

張
っ
て
い
く
こ
と
。」「
誰
か
が

旗
を
振
ら
な
い
と
始
ま
ら
な
い
。

始
ま
れ
ば
協
力
し
て
く
れ
る
人
と

手
を
携
え
て
進
め
れ
ば
良
い
。」

と
、
力
強
い
言
葉
が
返
っ
て
き
ま

し
た
。

イイ
ノ
シ
シ
対
策
か
ら
始
ま
る

顔
を
合
わ
せ
る
と
必
ず
と
言
っ

シ

シ
カ
・

開
を
考
え
て
い
る
と
の
こ
と
で
す

が
、
そ
ば
蒔
き
な
ど
も
行
い
、
秋

の
収
穫
や
そ
ば
打
ち
名
人
も
多
い

で
手
掛
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新庁舎建設について（複数の町会長より）新庁舎建設の件については、

十分に時間を掛けてプロセスを踏み市民のため

の建築物を作ってほしい。歴史や文化、環境への配

慮、災害時の市民の安全確保など全市区域を対象に

考慮してほしい。新庁舎建設については、平成23年度に業者選定、

平成24年度に基本設計と実施設計、平成25年

度から26年度にかけて工事を行う計画です。基本

設計を行う際には、市民の皆さんのご意見をお伺い

します。建設場所については、都市計画法や農振法

等の法令による制限、都市計画マスタープランなど

の土地利用計画との整合性を図ることを考慮し、現

本庁舎敷地に建てることが最善と考えます。
県道桐生岩舟線の整備について
県道桐生岩舟線は昔より佐野の中心道路でした。

電線の地中化等の道路整備を実施して、活性化

へと繋げてほしい。「佐野市中心市街地活性化計画」において県道桐

生岩舟線を東西軸に、市道１級１号線を南北軸

としてまちなかのシンボル軸としています。地元や

地権者の方々の意向を把握し、県との協働体制の下、

整備を推進していきたいと考えております。

広報紙の月刊化について市の広報の発行回数について、県内では宇都宮

市や足利市などが十分な検討の結果、月１回の

発行としていると思われます。佐野市においてもぜ

ひ検討をお願いしたい。広報の発行回数につきましては、平成22年度から事務事業改革改善プロジェクトにより市内部及び外部評価者会議等で話し合いを行いました。今後の作業として、市民の皆
様の意向を確認しながら、より良い情報の提供とそ

の方法について検討してまいります。犬の飼い主マナーについて犬の飼い主マナー向上に関しては町会だけでは

対処できないため、ぜひ条例化をして状況改善

に取り組んでほしい。犬の糞や鳴き声などの問題は、まず飼い主の方

がマナーやモラルを守ることが何より大切なこ

とです。しかし、啓発活動では改善されない場合も

ありますので、既存の環境に関する条例に犬猫の糞

害防止を加えた条例整備を進めてまいります。

～地域の代表として意見交換を行う～

　８月22日城北地区公民館ホールにおいて犬伏・堀米・旗川・吾妻・赤見地区の町会長46名、11月22日中央公

民館会議室において佐野・植野・界地区の町会長41名が岡部市長との懇談会を行いました。

　地域の代表として、市民生活における様々な問題や不安について２開催併せて16の議題が話し合われました。



佐野市町会長連合会会報（3）第10号

町会は地域において様々
な役割を担っています！
町会は住民の皆さんと共に災害時の対
応、隣近所との絆づくり、いざという時
の相互扶助など地域のた
めに様々な活動を行って
いる団体です。町会活動
に対してより深いご理解
をいただき、積極的に参
加してください。

●安全 ･ 安心な暮らしを守る活動　町会では子どもたちの安全を守る
ための自主防犯パトロールや自主防災の組織をつくっています。ま
た、防犯灯の維持管理や交通安全活動も町会が行っています。

●親睦交流活動　円滑な地域社会を進めるうえで、地域の人々が交流
することは非常に重要です。町会では、お祭りや子ども会、敬老会へ
の協力を通して子どもから高齢者までの暮らしを後押ししています。

●環境美化活動　地域で快適に暮らせるよう、清掃活動を通しての環
境美化活動を行っています。ごみ集積所の管理運営も町会が行って
います。

●地域情報活動　地域の事業案内や市役所・学校・警察などからの情報
を回覧板や広報の配布を通して、生活に必要な情報を提供しています。
災害時などの緊急時においても有効的な手段であると言われています。

毎
月
１
回
発
行

　

犬い
ぬ

伏ぶ
し

新し
ん

町ま
ち

で
は
、
町
会
活
動
へ
の
関

心
を
も
っ
て
も
ら
い
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
を
深
め
る
た
め
に
、「
犬
伏
新

町
便
り
」
を
発
行
し
て
い
ま
す
。
こ
の

広
報
誌
は
、
町
会
長
の
呼
び
か
け
で
、

平
成
19
年
か
ら
「
犬
伏
新
町
プ
ラ
ス

１
」
と
し
て
発
行
し
て
い
た
も
の
を
平

成
21
年
５
月
に
「
犬
伏
新
町
便
り
」
と

名
称
を
変
更
し
て
、
毎
月
１
回
発
行
し

て
い
ま
す
。
７
月
１
日
現
在
で
は
64
号

を
発
行
し
て
お
り
ま
す
。

住
民
の
顔
が
見
え
る
工
夫

　

地
元
の
お
祭
り
や
地
区
の
体
育
祭
な

ど
の
イ
ベ
ン
ト
情
報
、
育
成
会
や
老
人

ク
ラ
ブ
（
新
町
ク
ラ
ブ
）、
女
性
会
の

活
動
報
告
な
ど
、
町
会
行
事
の
紹
介
を

通
し
て
住
民
の
顔
が
見
え
る
「
犬
伏
新
町

便
り
」
は

愛
読
者
も

た
く
さ
ん

い
ま
す
。

　

毎
号
旬

で
身
近
な

話
題
を
取

り
上
げ
、

多
数
の
カ

ラ
ー
写
真

を
使
っ
て

分
か
り
易
く
表
現
し
て
い
る
た
め
、
つ

い
手
に
取
っ
て
み
た
く
な
る
広
報
と

な
っ
て
お
り
ま
す
。

こ
れ
か
ら
の
目
標

　

こ
の
広
報
誌
の
記
事
の
作
成
か
ら
編

集
ま
で
一
手
に
行
っ
て
い
る
副
会
長
の

桑
原
太
平
さ
ん
に
話
を
聞
い
た
と
こ
ろ
、

記
事
に
関
心
を
持
っ
て
い
た
だ
く
た
め

に
は
、
写
真
を
効
果
的
に
活
用
す
る
こ

と
が
重
要
で
、
日
頃
か
ら
技
術
の
習
得

に
励
ん
で
い
る
と
の
こ
と
で
し
た
。
ま

た
、
今
後
は
後
継
者
の
育
成
を
行
い
つ

つ
、
そ
の
後
継
者
に
バ
ト
ン
を
渡
し
て

１
０
０
号
、
２
０
０
号
と
発
行
し
て
い

け
れ
ば
と
の
抱
負
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

５
月
26
日
（
日
）
市
内
全
域
に
よ
る

一
斉
清
掃
を
実
施
し
ま
し
た
。
ま
た
、

同
じ
日
に

秋
山
川
清

掃
も
実
施

さ
れ
ま
し

た
。

　

下
多
田

町
会
で
は
、

午
前
６
時

の
開
始
前

か
ら
秋
山

川
河
川
敷

に
多
数
の

住
民
が
集
ま

り
ま
し
た
。

多
田
大
橋
か

ら
安
蘇
川
橋

ま
で
の
両
サ

イ
ド
の
河
川

敷
の
ゴ
ミ
拾

い
や
草
刈
り

を
行
い
、
約

３
０
０
人
の

住
民
が
清
掃

を
行
い
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
区
ご
と
に

分
か
れ
て
引
き
続
き
道
路
や
公
園
の
清

掃
を
行
い
ま
し
た
。
翠
下
地
区
で
は
、

多
田
町
ポ
ケ
ッ
ト
パ
ー
ク
に
集
合
し

て
、
地
区
会
長
の
あ
い
さ
つ
の
後
、
地

域
内
の
道
路
や
ポ
ケ
ッ
ト
パ
ー
ク
内
の

ゴ
ミ
な
ど
を
手
分
け
し
て
収
集
し
ま

し
た
。

　

篠
﨑
芳
朋
町
会
長
か
ら｢

住
み
よ
い

生
活
環
境
の
た
め
、
自
分
た
ち
の
町
会

は
自
分
達
の
手
で
き
れ
い
に
す
る
こ
と

が
重
要
で
す
。
ま
た
、
こ
の
活
動
に
よ

り
住
民
相
互
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

が
深
ま
り
ま
す
。｣

と
の
お
話
い
た
だ

き
ま
し
た
。
こ
の
事
業
に
は
下
多
田
町

会
に
加
入
さ
れ
て
い
る
多
く
の
世
帯
の

方
に
参
加
し
て
い
た
だ
い
て
い
る
と
の

こ
と
で
、
住
民
の
方
々
の
環
境
意
識
の

高
さ
と
町
会
事
業
へ
の
理
解
の
高
さ
を

伺
う
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。�

（
番
記
者
）

犬
伏
新
町
　
地
域
の
こ
と
は

　「
犬
伏
新
町
便
り
」
で
発
信

全
市
一
斉
清
掃

　
│ 
下
多
田
町
会
レ
ポ
ー
ト 

│



「牧歌舞伎」

牧地区に伝わる江戸時代から受け継がれる

浜
松
屋白浪五人男 絵本太功記

佐野市町会長連合会会報 第10号（4）

地
芝
居
と
し
て
の
歌
舞
伎

　

牧ま
ぎ

歌か

舞ぶ

伎き

は
、
江
戸
時
代
か
ら
現
在

ま
で
受
け
継
が
れ
て
い
る
地
芝
居
で

す
。
江
戸
時
代
後
期
に
江
戸
の
歌
舞
伎

役
者
・
関
三
十
郎
に
よ
り
伝
え
ら
れ
た

の
が
始
ま
り
と
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
昭

和
52
年
に
「
栃
木
県
無
形
民
俗
文
化

財
」
に
指
定
さ
れ
、
現
在
も
牧
歌
舞
伎

保
存
会
に
よ
る
公
演
及
び
伝
承
活
動
が

行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

プ
ロ
の
芸
能
者
に
よ
る
芝
居
を
旅
芝

居
な
ど
と
呼
ぶ
の
に
対
し
て
、
役
者
も

観
客
も
地
元
の
人
々
で
あ
る
素
人
芝
居

を
土
地
の
芝
居
と
い
う
意
味
で
地
芝
居

と
呼
び
ま
す
。

　

地
芝
居
は
、
今
と
違
っ
て
テ
レ
ビ
、

映
画
、
コ
ン
サ
ー
ト
な
ど
娯
楽
の
少
な

い
時
代
、
同
じ
地
域
に
住
む
人
々
の
あ

い
だ
で
楽
し
ま
れ
、
ひ
と
つ
の
芝
居
を

地
域
の
人
々
で
協
力
し
て
作
り
上
げ
、

一
緒
に
楽
し
む
こ
と
に
よ
り
地
域
の
結

び
つ
き
を
育
ん
で
き
た
と
い
う
側
面
も

あ
り
ま
し
た
。

後
継
者
の
育
成

　

最
盛
期
は
明
治
・
大
正
期
で
、
当
時

の
若
者
の
多
く
が
参
加
し
ま
し
た
。
昭

和
初
期
頃
ま
で
は
、
寺
の
縁
日
や
例
祭

で
定
期
的
に
催
さ
れ
、
夜
通
し
公
演
が

行
わ
れ
、
近
隣
の
田
沼
地
区
や
栃
木
市

か
ら
山
を
越
え
て
来
た
と
言
わ
れ
て
い

ま
す
。

　

し
か
し
、
後
継
者
不
足
の
問
題
か
ら

一
時
中
断
し
て
い
た
時
期
も
あ
り
ま
し

た
が
、
昭
和
56
年
に
地
元
の
青
年
団
が

「
牧
歌
舞
伎
保
存
会
」
を
結
成
し
見
事

に
復
活
し
ま
し
た
。

　

保
存
会
の
皆
さ
ん
は
下
牧
町
会
役
員

や
地
元
の
自
営
業
者
、
会
社
員
、
商
工

会
職
員
な
ど
で
、
仕
事
を
す
る
か
た
わ

ら
、
芝
居
の
稽
古
に
励
ん
で
い
て
、
稽

古
の
成
果
を
定
期
的
に
披
露
し
て
い
ま

す
。
今
年
も
10
月
13
日
に
葛
生
あ
く
と

プ
ラ
ザ
で
公
演
を
行
う
予
定
で
す
。

　

ま
た
、
地
元
の
常と

き
わ盤
中
学
校
の
生
徒

へ
の
指
導
と
い
っ
た
後
継
者
育
成
に
も

力
を
入
れ
て
い
ま
す
。
毎
年
７
月
に
１

年
生
か
ら
役
者
を
募
集
し
、
７
月
か
ら

８
月
に
か
け
て
、週
に
１
、２
回
の
ペ
ー

ス
で
夜
の
体
育
館
で
生
徒
と
仕
事
帰
り

の
保
存
会
メ
ン
バ
ー
が
集
ま
り
、
汗
を

か
き
な
が
ら
、稽
古
に
励
ん
で
い
ま
す
。

　

高
橋
功
牧
歌
舞
伎
保
存
会
会
長
か

ら
「
牧
歌
舞
伎
が
江
戸
時
代
か
ら
連
綿

と
受
け
継
が
れ
て
来
た
の
は
、
役
者
に

な
っ
た
人
達
の
芸
熱
心
と
、
歌
舞
伎
的

風
土
を
育
ん
だ
牧
の
里
、
牧
に
住
む
人

達
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
だ
と
考
え
て
い
ま

す
。
こ
の
よ
う
な
地
域
の
連
帯
感
や
豊

か
な
人
間
関
係
を
牧
歌
舞
伎
の
伝
承
と

共
に
、
継
承
し
て
行
く
こ
と
が
、
豊
か

な
地
域
づ
く
り
に
繋
が
り
ま
す
。」
と

の
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

編
集
後
記

発　

行　
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仮
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発
行
責
任
者　

篠
﨑
芳
朋　

編
集
委
員
長　

小
早
川
房
平

編
集
委
員　

室
岡
宣
幸　

長
谷
川
博　

栁
澤
敬
一

　
　
　
　
　
　

飯
田
明
生　

大
屋
吉
久

佐
野
市
町
会
長
連
合
会
は
全
域
１
６
７
町
会
で
組
織

さ
れ
て
い
ま
す

　
「
あ
の
日
」
か
ら
２
年
と
半
年
。
絶

対
に
忘
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
「
あ
の

日
」。
い
ま
だ
に
重
荷
を
背
負
っ
て
元

の
生
活
に
も
ど
る
願
い
が
早
く
叶
う
こ

と
を
祈
り
つ
つ
…
。
今
も
佐
野
市
で
生

活
さ
れ
て
い
る
方
々
の
思
い
に
、
少
し

で
も
寄
り
添
う
こ
と
が
で
き
れ
ば
…
。

今
後
起
こ
り
得
る
大
震
災
に
対
し
教
訓

と
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

　

震
災
の
夏
、
被
災
者
の
み
な
さ
ん
に

元
気
に
な
っ
て
い
た
だ
こ
う
と
被
災
地

に
咲
い
た
ひ
ま
わ
り
。
１
年
目
の
夏
、

避
難
者
の
皆
さ
ん
が
植
え
て
、
雇
用
促

進
住
宅
に
咲
い
た
ひ
ま
わ
り
。
２
年
目

の
夏
、
そ
の
種
を
引
き
継
い
で
米
山
公

園
に
咲
い
た
ひ
ま
わ
り
。
み
な
さ
ん
の

気
持
ち
を
繋
い
で
咲
い
た
ひ
ま
わ
り
。

夏
の
ひ
ま
わ
り
。
そ
れ
は
、
大
き
な
教

訓
を
教
え
て
く
れ
て
い
る
か
の
よ
う
で

す
。「
あ
の
日
」
の
こ
と
、
決
し
て
忘
れ

る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
、
子
、
孫
へ
と

語
り
継
が
ね
ば
な
る
ま
い
。�

（
小
早
川
記
）


