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９
月
に
入
っ
て
も
、
い
ま
だ
日
中
は
猛
暑
の
名
残
が
幅

を
き
か
せ
て
い
る
よ
う
で
す
が
、
朝
夕
の
涼
し
い
風

に
び
っ
く
り
す
る
こ
と
も
。
ン
？
　
ど
こ
か
ら
と
も
な
く

聞
こ
え
て
く
る
笛
太
鼓
…
。
ビ
ン
ゴ
！

大
館
神
明
社
の

お
祭
り
で
正
解
。
こ
の
お
囃
子

は
や
し

を
聞
い
て
、
黙
っ
て
い
ら

れ
る
大
館
っ
子
な
ん
か
お
り
ま
せ
ん
。
お
祭
り
で
に
ぎ
わ

う
街
中
に
突
撃
取
材
！

４
０
０
余
年
の
歴
史
と
伝
統
を
誇
る
大
館
神
明

社
の
祭
典
。
毎
年
30
近
い
山
車

※

(

や
ま)

や

神
輿

み
こ
し

が
市
内
を
練
り
歩
き
ま
す
。
各
山
車
が
奏
で

る
大
館
囃
子

ば
や
し

は
、
伝
え
に
よ
る
と
京
都
祇ぎ

園お
ん

囃
子

ば
や
し

の
流
れ
を
く
む
も
の
と
か
。
昨
日
の
宵
宮

よ
い
み
や

は
、
時

折
雨
に
見
舞
わ
れ
る
悪
天
候
で
し
た
が
、
雨
祭
り

の
異
名
を
持
つ
こ
の
祭
り
。
田
乃
坂
越
え
を
駆
け

上
が
る
各
「
曳ひ

き

山
車

や

ま

」
に
、
雨
や
風
な
ど
は
ノ
ー

プ
ロ
ブ
レ
ム(

問
題
な
し)

。
今
日
は
天
気
も

上
が
っ
て
、
各
山
車
と
も
パ
ワ
ー
全
開
か
。

お
昼
休
み
の
相
染
講
を
発
見
。
早

速
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
開
始
。
阿
部

和
夫
さ
ん
（
相
染
町
）
は
、
息
子
和か

ず

年と
し

さ
ん
と
そ
の
奥
さ
ん
の
扶ふ

佐さ

子こ

さ

ん
、
ま
た
そ
の
子
の
美み

桜お

ち
ゃ
ん

（
八
幡
幼
稚
園
）
の
３
世
代
で
の
参
加
。

「
相
染
講
は
始
め
て
か
ら
31
年
目
に
な

る
が
、
最
初
か
ら
参
加
し
て
い
る
」
と

和
夫
さ
ん
。
最
初
は
旧
角
館
町
の
人
か

ら
ア
ド
バ
イ
ス
を
受
け
、
コ
ツ
コ
ツ
と

山
車
を
造
っ
た
ん
だ
と
か
。
「
私
も
父

に
習
っ
て
、
こ
れ
か
ら
も
続
け
て
い
き

ま
す
」
と
和か

ず

年と
し

さ
ん
。
走
り
回
る
美み

桜お

ち
ゃ
ん
と
３
代
に
渡
る
祭
り
好
き
。
ム

ム
、
相
染
講
は
先
々
も
安
泰
間
違
い

な
し
。

大
町
交
差
点
で
は
、
山
車
ぞ

ろ
い
競
演
が
ス
タ
ー
ト
。

各
講
と
も
自
慢
の
山
車
と
パ
フ

ォ
ー
マ
ン
ス
で
オ
リ
ジ
ナ
ル
を

強
烈
に
ア
ピ
ー
ル
。
演
技
が
終

わ
る
た
び
に
、
沿
道
に
あ
ふ
れ

ん
ば
か
り
の
観
衆
か
ら
盛
大
な
拍

手
が
起
こ
り
ま
す
。
最
前
列
の
ベ

ン
チ
で
仲
良
く
見
物
し
て
い
る
の

は
、
斉
藤
金
雄
さ
ん
（
神
山
）
と
奥

さ
ん
の
逸い

つ

子こ

さ
ん
。
「
毎
年
楽
し
み
に
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R

R

大
館
市
役
所 

比
内
総
合
支
所 

田
代
総
合
支
所 

R

R

R
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☆今回訪ねたのは 

Ｈ18. 9.11取材

「大町地区周辺」 

☆ ☆ 

宵宮
よいみや

の田乃坂越え、
力が入りました。

豪
ごう

華
か

絢爛
けんらん

な山車がそろいぶみ

こんなかわいい踊り方さんも

飾人形曳
ひき

山車
や ま

の相染講
左から扶佐子

ふ さ こ

さん、和年
かずとし

さん、和夫さん、
「バレエを習ってるの」と美桜

み お

ちゃん。

※やまは、「山」、「山車」など地方によって表記が異なり、大館では「山車」としています。


