
　▲次々と夜空に打上げられる花火

　
今
年
は
、
一
部
雨
の
た
め
中
止
の
も
の
も
あ
り
ま
し
た
が
、
市

内
各
地
区
・
集
落
で
地
域
住
民
や
帰
省
客
の
楽
し
み
と
な
っ
て
い

る
お
盆
の
イ
ベ
ン
ト
や
伝
統
行
事
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
�

　
合
川
地
区
で
は
８
月
14
日
、「
第
39
回
合
川
ま
と
火
、
第
30
回
合

川
ふ
る
さ
と
ま
つ
り
」
が
合
川
橋
付
近
と
合
川
体
育
館
を
会
場
に

開
催
さ
れ
、
市
民
や
帰
省
客
ら
が
「
ま
と
火
」
と
「
通
り
踊
り
」、

「
ス
ペ
シ
ャ
ル
ス
テ
ー
ジ
」な
ど
で
ゆ
く
夏
の
夜
を
楽
し
み
ま
し
た
。�

　「
ま
と
火
」
は
、
古
く
か
ら
下
小
阿
仁
地
域
を
中
心
に
、
春
彼
岸

の
中
日
の
伝
統
行
事
と
し
て
、
墓
地
に
灯
か
り
を
と
も
す
と
と
も

に
、
山
の
尾
根
づ
た
い
や
沢
づ
た
い
、
あ
る
い
は
川
原
に
た
い
ま

つ
を
灯
し
先
祖
の
霊
を
我
が
家
に
迎
え
て
も
て
な
し
、
供
養
と
と

も
に
豊
年
満
作
、
家
内
安
全
を
祈
っ
て
き
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
ま
と
火
を
更
に
継
承
発
展
さ
せ
、
人
々
が
ふ
る
さ
と
に
帰
省

す
る
お
盆
に
阿
仁
川
堤
防
に
延
々
と
灯
か
り
を
と
も
し
、
先
祖
の

供
養
と
郷
土
愛
を
培
う
伝
統
行
事
と
し
て
長
く
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。 �

　
阿
仁
地
区
で
は
〝
阿
仁
の
川
原
・
夏
の
陣
〞
と
銘
打
っ
た
送
り

盆
行
事「
第
48
回
阿
仁
の
花
火
大
会
と
灯
籠
流
し
」
が
８
月
16
日
、

阿
仁
河
川
公
園
で
開
か
れ
、
地
区
内
外
か
ら
訪
れ
た
家
族
連
れ
な

ど
が
先
祖
を
供
養
す
る
と
と
も
に
、
山
間
に
響
く
花
火
を
楽
し
み

ま
し
た
。 �

　
灯
籠
流
し
は
、
お
盆
に
帰
っ
て
き
た
死
者
の
魂
を
現
世
か
ら
ふ

た
た
び
あ
の
世
へ
と
送
り
出
す
た
め
に
、
死
者
の
魂
を
乗
せ
た
灯

籠
を
流
す
行
事
。
花
火
大
会
に
合
わ
せ
阿
仁
仏
教
会
と
同
会
灯
籠

流
し
奉
賛
会
と
が
中
心
と
な
っ
て
行
わ
れ
て
い
ま
す
。�

　
あ
た
り
が
お
香
の
匂
い
と
読
経
の
響
き
に
包
ま
れ
る
中
、
灯
籠

流
し
が
始
ま
り
、
各
集
落
の
檀
家
か
ら
持
ち
込
ま
れ
た
灯
籠
が
係

員
の
手
で
阿
仁
川
に
ひ
と
つ
ず
つ
流
さ
れ
ま
し
た
。
灯
籠
は
約
６

０
０
個
。
夕
暮
れ
の
薄
明
か
り
の
中
を
川
面
に
影
を
映
し
な
が
ら

灯
籠
が
ゆ
ら
ゆ
ら
と
流
れ
、
川
辺
で
見
守
る
見
物
客
ら
も
そ
の
幽

玄
な
美
し
さ
を
堪
能
し
て
い
ま
し
た
。�
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▲李岱駒踊り会による駒踊り
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郷
土
芸
能「
根
子
番
楽
」が
８
月
14
日
、

阿
仁
根
子
・
阿
仁
公
民
館
根
子
分
館
で

公
開
さ
れ
、
地
域
住
民
や
市
内
外
か
ら

郷
土
芸
能
フ
ァ
ン
が
大
勢
訪
れ
伝
統
の

舞
曲
を
楽
し
み
ま
し
た
。�

　
根
子
番
楽
は
古
く
か
ら
同
集
落
に
伝

え
ら
れ
、現
在
は
根
子
番
楽
保
存
会
や
子

ど
も
会
に
よ
っ
て
保
存
・
継
承
さ
れ
て

い
る
民
俗
芸
能
。
古
来
の
神
楽
や
能
楽

に
起
源
を
持
つ
と
も
言
わ
れ
、
歴
史
的
・

芸
術
的
に
価
値
の
高
い
こ
と
か
ら
、平
成

16
年
に
国
の
重
要
無
形
民
俗
文
化
財
に

指
定
さ
れ
、毎
年
８
月
14
日
の
お
盆
と
、

９
月
第
２
日
曜
日
の
根
子
神
社
祭
典
の

際
に
保
存
会
が
公
開
し
て
い
ま
す
。�

　
こ
の
日
は
、
演
目
前
の
口
上
の
後
、

舞
台
の
両
脇
に
控
え
た
笛
と
太
鼓
、
鉦

な
ど
の
軽
快
な
お
囃
子
に
乗
っ
て
小
学

生
に
よ
る
舞「
露
払
い
」か
ら
始
ま
り
、能

の
よ
う
に
面
を
付
け
た
演
じ
手
が
天
地

長
久
を
祈
っ
て
舞
う「
翁
舞
」、牛
若
と
天

狗
の
兵
法
比
べ
を
表
す
と
い
う
勇
壮
活

発
な「
鞍
馬
」な
ど
11
演
目
が
次
々
と
披

露
さ
れ
、
観
衆
は
、
独
特
の
小
気
味
良

い
テ
ン
ポ
で
演
じ
ら
れ
る
舞
の
数
々
に

惜
し
み
な
い
拍
手
を
送
っ
て
い
ま
し
た
。
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北
秋
田
市
内
で
最
も
広
く
伝
え
ら
れ

て
い
る
芸
能
が
獅
子
踊
り
、
駒
踊
り
、

奴
踊
り
で
由
来
は
ほ
ぼ
共
通
し
て
お
り
、

佐
竹
侯
が
常
陸
の
国
か
ら
秋
田
に
国
替

え
さ
れ
た
と
き
に
、
家
臣
が
君
主
を
慰
め

る
た
め
に
考
案
さ
れ
た
道
中
芸
が
ル
ー

ツ
と
い
わ
れ
て
お
り
ま
す
。�

　
８
月
15
日
の
雨
で
中
止
に
な
っ
た
集

落
も
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
保

存
会
が
行
っ
た
会
場
に
は
、
集
ま
っ
た

住
民
や
帰
省
客
な
ど
が
、
艶
や
か
な
奴

や
威
勢
の
よ
い
駒
踊
り
な
ど
が
行
わ
れ

る
た
び
に
大
き
な
拍
手
を
送
り
、
勇
壮

な
踊
り
を
カ
メ
ラ
に
納
め
る
な
ど
、
故

郷
の
ゆ
く
夏
を
楽
し
ん
で
い
ま
し
た
。�
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▲前山郷土芸能保存会による奴踊り ▲川井郷土芸能保存会による駒踊り

▲米内沢共有会による米内沢獅子踊り

国
指
定
重
要
無
形
文
化
財

　
「
根
子
番
楽
」

獅
子
踊
り
　
駒
踊
り
　
奴
踊
り

写真は「曽我兄弟」の舞
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