
　広報きたあきた　18．４．１  １２�

　
春
彼
岸
の
中
日
に
あ
た
る
３
月
21
日
、
合
川
の
伝

統
行
事
「
万
灯
火
」
が
各
集
落
で
灯
さ
れ
、
炎
の
放

列
が
残
雪
の
山
々
に
浮
か
び
上
が
り
ま
し
た
。�

　
こ
の
行
事
は
、
古
く
は
奈
良
時
代
よ
り
行
わ
れ
て

い
る
と
い
わ
れ
、
墓
場
に
灯
り
を
つ
け
、
川
原
や
山

の
上
に
た
い
ま
つ
を
灯
し
、
精
霊
が
そ
の
火
を
道
し

る
べ
と
し
て
家
々
に
舞
い
戻
り
、
子
孫
の
も
て
な
し

を
受
け
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。�

　
以
前
は
、
集
落
の
戸
数
だ
け
の
万
灯
火
を
ワ
ラ
で

作
り
燃
や
し
て
い
た
そ
う
で
す
が
、
現
在
は
、
古
い

布
を
丸
め
て
作
る
「
だ
ま
」
に
油
を
付
け
て
燃
や
し
、

先
祖
の
霊
の
供
養
と
共
に
、
豊
年
満
作
、
家
内
安
全

も
願
っ
て
い
ま
す
。�

�

綴
子
大
太
鼓
で
卒
業
を
祝
福

市
内
小
中
学
校
で
卒
業
式

　
３
月
17
日
、
市
内
の
小
学
校
９
校
で
卒
業
式
が
行

わ
れ
、
こ
の
う
ち
綴
子
大
太
鼓
祭
り
で
知
ら
れ
る
綴

子
地
区
の
綴
子
小
学
校
で
は
、
保
護
者
ら
が
大
太
鼓

を
打
ち
鳴
ら
し
41
人
の
卒
業
生
を
見
送
り
ま
し
た
。�

　
大
太
鼓
で
の
見
送
り
は
、
大
太
鼓
保
存
会
や
保
護

者
ら
の
協
力
に
よ
り
同
小
の
卒
業
式
の
恒
例
と
な
っ

て
い
る
も
の
で
、
今
年
は
、
下
町
大
太
鼓
保
存
会
所

有
の
３
番
太
鼓
が
校
舎
の
前
に
設
置
さ
れ
ま
し
た
。

式
典
と
最
後
の
ホ
ー
ム
ル
ー
ム
、
記
念
撮
影
を
終
え

た
卒
業
生
が
玄
関
か
ら
出
る
と
、
在
校
生
や
教
職
員
、

地
域
の
皆
さ
ん
と
一
緒
に
大
太
鼓
が
お
見
送
り
。
保

護
者
ら
が
伴
奏
と
打
ち
手
を
務
め
る
大
太
鼓
の
迫
力

あ
る
演
奏
に
送
ら
れ
て
、
た
く
さ
ん
の
思
い
出
と
希

望
を
胸
に
学
び
舎
を
巣
立
ち
ま
し
た
。�

春
の
訪
れ
を
知
ら
せ
る
炎

春
彼
岸
「
万
灯
火
」

合川地区の伝統行事「万灯火」。８月14日には�

合川橋付近で「合川まと火」が行われます

迫力ある大太鼓の演奏で送られる卒業生（綴子小）

手
作
り
イ
ー
ス
タ
ー
エ
ッ
グ
で
楽
し
む

　
森
吉
公
民
館
講
座
の
「
キ
ッ
ズ
の
イ
ー
ス
タ
ー
・

パ
ー
テ
ィ
ー
」
が
、
森
吉
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

で
３
月
18
日
に
開
催
さ
れ
、
参
加
し
た
親
子
が
卵
塗

り
や
バ
ス
ケ
ッ
ト
作
り
な
ど
を
楽
し
み
ま
し
た
。�

　
イ
ー
ス
タ
ー
と
は
、
キ
リ
ス
ト
の
復
活
を
祝
う
日

で
、
参
加
者
は
国
際
交
流
員
の
ア
ン
ジ
ェ
ラ
さ
ん
か

ら
イ
ー
ス
タ
ー
に
つ
い
て
学
ん
だ
り
、
頭
に
か
ぶ
る

ウ
サ
ギ
の
耳
や
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
を
利
用
し
た
バ
ス
ケ
ッ

ト
、
エ
ッ
グ
ホ
ル
ダ
ー
な
ど
を
作
り
ま
し
た
。�

　
日
本
で
は
ク
リ
ス
マ
ス
と
違
い
、
あ
ま
り
な
じ
み

の
な
い
行
事
で
す
が
、
こ
の
日
の
参
加
者
は
、
卵
を

カ
ラ
フ
ル
に
色
づ
け
す
る
イ
ー
ス
タ
ー
エ
ッ
グ
作
り

を
通
し
て
イ
ー
ス
タ
ー
を
楽
し
ん
で
い
ま
し
た
。�

キ
ッ
ズ
の
イ
ー
ス
タ
ー
・
パ
ー
テ
ィ
ーオリジナルのイースターエッグ等を

作る子どもたち
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今
野
實
氏
が
逝
去

残
雪
の
コ
ー
ス
を
力
走

　
第
13
回
打
当
温
泉
ス
キ
ー
大
会
が
３
月
19
日
、
阿

仁
打
当
地
区
特
設
距
離
会
場
で
開
催
さ
れ
、
小
学
校

１
年
か
ら
３
年
生
ま
で
の
男
女
合
わ
せ
て
１
０
８
人

が
、
残
雪
の
コ
ー
ス
を
力
い
っ
ぱ
い
走
り
ま
し
た
。�

　
こ
の
大
会
は
、
奥
阿
仁
地
区
の
マ
タ
ギ
ス
タ
ッ
フ

が
中
心
と
な
っ
て
、
地
域
の
活
性
化
を
図
る
こ
と
を

目
的
に
行
わ
れ
て
い
る
も
の
で
、
一
昨
年
ま
で
は
大

回
転
の
部
と
距
離
の
部
で
競
技
し
て
い
ま
し
た
が
、

昨
年
か
ら
距
離
の
部
だ
け
の
大
会
と
な
り
ま
し
た
。

　
参
加
し
た
チ
ビ
ッ
コ
選
手
た
ち
は
、
と
き
お
り
降

る
雨
に
も
め
げ
ず
、
家
族
や
友
だ
ち
の
大
き
な
声
援

を
受
け
な
が
ら
、
１
・
２
年
生
は
１
キ
ロ
、
３
年
生

は
２
キ
ロ
の
コ
ー
ス
を
走
り
、
今
シ
ー
ズ
ン
最
後
の

大
会
を
終
え
ま
し
た
。�

第
13
回
打
当
温
泉
ス
キ
ー
大
会 雨にも負けず、力いっぱい走る選手

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
元
鷹
巣
町
助
役
の
今
野

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
實
氏
が
、
３
月
６
日
午
後

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
11
時
９
分
逝
去
さ
れ
ま
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
。
享
年
73
歳
で
し
た
。�

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
今
野
氏
は
、
昭
和
25
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
横
手
工
業
高
校
を
卒
業
後
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
県
立
蚕
業
技
術
員
養
成
所

を
経
て
、
養
蚕
農
業
協
同
組
合
に
就
職
。
39
年
比
内
蚕
業

技
術
指
導
所
で
退
職
後
、
同
年
４
月
か
ら
59
年
３
月
ま
で

５
期
20
年
間
町
議
会
議
員
を
務
め
た
後
、
町
社
会
福
祉
協

議
会
事
務
局
長
、
62
年
６
月
に
助
役
に
就
任
し
、
平
成
３

年
５
月
ま
で
努
め
ら
れ
ま
し
た
。�

　
議
員
時
代
は
、
８
年
間
教
育
民
生
常
任
委
員
会
に
在
任

し
、
児
童
の
教
育
振
興
や
福
祉
機
関
の
設
立
、
福
祉
施
設

の
整
備
、
町
全
体
に
関
わ
る
施
設
の
立
ち
上
げ
な
ど
、
町

民
の
一
体
感
醸
成
の
た
め
尽
力
さ
れ
ま
し
た
。�

　
助
役
時
代
に
は
、
企
業
誘
致
に
積
極
的
に
取
り
組
み
、

若
者
の
定
住
促
進
と
雇
用
の
安
定
確
保
に
努
め
た
ほ
か
、

長
年
の
懸
案
で
あ
っ
た
秋
田
内
陸
線
の
全
線
開
通
に
尽
力

さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
秋
田
県
北
部
地
域
住
民
悲
願
の
「
大

館
能
代
空
港
」
の
誘
致
に
積
極
的
に
取
り
組
ん
だ
成
果
は
、

そ
の
後
の
第
６
次
空
港
整
備
５
ヶ
年
計
画
へ
の
組
み
入
れ

や
平
成
10
年
の
開
港
に
つ
な
が
り
、
鷹
巣
町
は
も
と
よ
り

県
北
地
域
の
発
展
と
活
性
化
に
多
大
な
業
績
を
残
さ
れ
て

い
ま
す
。�

　
退
任
後
は
、
平
成
４
年
６
月
か
ら
旭
町
自
治
会
長
と
し

て
自
治
会
組
織
を
ま
と
め
住
民
自
治
の
発
展
に
貢
献
す
る

と
と
も
に
、
鷹
巣
中
央
町
内
会
長
協
議
会
長
と
し
て
、
地

域
住
民
と
行
政
の
パ
イ
プ
役
と
し
て
尽
力
さ
れ
ま
し
た
。

　
こ
こ
に
謹
ん
で
、
市
民
の
皆
さ
ま
と
と
も
に
哀
悼
の
意

を
表
し
た
い
と
存
じ
ま
す
。�

内
陸
線
再
生
に
応
援
歌
完
成

　
内
陸
線
を
残
し
た
い
と
い
う
思
い
か
ら
板
垣
吉
郎

さ
ん
（
米
内
沢
川
向
）
が
作
詞
、
今
西
昭
雄
さ
ん
（
埼

玉
県
所
沢
市
在
住
）
が
作
曲
、
板
垣
さ
ん
の
長
女
で

今
西
さ
ん
の
妻
祐
子
さ
ん
が
歌
を
吹
き
込
ん
だ
Ｃ
Ｄ

「
秋
田
内
陸
線
ひ
と
り
旅
」
が
こ
の
ほ
ど
完
成
し
、

応
援
歌
と
し
て
内
陸
線
の
再
生
に
一
役
買
う
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。�

　
こ
の
歌
作
り
の
話
し
が
持
ち
上
が
っ
た
の
は
昨
年

の
３
月
。
乗
客
減
少
に
よ
り
存
続
が
危
ぶ
ま
れ
る
内

陸
線
を
残
し
た
い
と
い
う
思
い
か
ら
で
「
桜
吹
雪
の

武
家
屋
敷
」
「
真
冬
に
舞
い
咲
く
紙
風
船
」
「
マ
タ

ギ
峠
を
越
え
て
ゆ
く
」
「
夜
空
に
き
ら
め
く
星
く
ず

よ
　
森
吉
山
ろ
く
小
又
峡
」
「
想
い
届
け
と
大
太
鼓
」

な
ど
沿
線
の
風
景
や
行
事
が
歌
詞
に
織
り
込
ま
れ
、

心
地
よ
い
メ
ロ
デ
ィ
ー
と
歌
声
で
、
そ
の
光
景
が
連

想
さ
れ
ま
す
。�

　
板
垣
さ
ん
は
「
自
分
の
ふ
る
さ
と
の
良
さ
を
今
一

度
思
い
直
し
、
内
陸
線
に
乗
っ
て
昔
の
思
い
出
を
実

感
し
て
ほ
し
い
」
と
話
し
て
い
ま
し
た
。�

　
こ
の
Ｃ
Ｄ
は
、
秋
田
内
陸
縦
貫
鉄
道
の
売
店
な
ど

で
販
売
さ
れ
て
い
ま
す
。�

板
垣
さ
ん
親
子
ら
で
Ｃ
Ｄ
制
作

内陸線応援歌を制作した�

板垣吉郎さん
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