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各
地
区
・
集
落
で
伝
統
行
事
を
披
露
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北
秋
田
市
に
は
、
た
く
さ
ん
の
伝
統
文
化
が
残
っ
て
い
ま
す
。
太
鼓
や
踊
り
な

ど
の
郷
土
芸
能
、
七
夕
や
ま
と
火
、
な
ど
の
季
節
折
々
の
行
事
。
そ
の
い
ず
れ
も

が
、
地
域
住
民
の
手
に
よ
っ
て
大
切
に
保
存
、
伝
承
さ
れ
て
き
た
も
の
で
す
。

　

行
事
の
多
く
は
、「
神
事
」
あ
る
い
は
「
祖
先
を
供
養
す
る
」
た
め
、
お
祭
り
の
日

や
お
盆
に
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
今
年
も
、
お
盆
期
間
中
の
８
月
13
日
か
ら
15
日
に

か
け
て
そ
れ
ぞ
れ
地
区
伝
統
の
行
事
が
行
わ
れ
ま
し
た
の
で
、
そ
の
い
く
つ
か
を

ご
紹
介
し
ま
す
。
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。
今
年
も
、
お
盆
期
間
中
の
８
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。

　

「
万
灯
火
」
は
、
古
く
か
ら
小
阿
仁

川
流
域
の
合
川
・
下
小
阿
仁
地
区
や
上

小
阿
仁
村
で
行
わ
れ
て
い
る
春
彼
岸
の

伝
統
行
事
。

　

同
様
の
行
事
は
奈
良
時
代
か
ら
行
わ

れ
て
い
た
記
録
が
あ
り
、
仏
前
で
香
を

た
い
た
り
、
花
を
献
じ
た
り
す
る
こ
と

と
同
様
に
宗
教
的
な
意
味
が
あ
る
と
言

わ
れ
て
い
ま
す
。

　

同
地
域
で
は
、
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
ま
し
た
。

　

現
在
で
は
、
帰
省
客
で
ふ
る
さ
と
が

に
ぎ
わ
う
お
盆
の
14
日
、
観
光
万
灯

火
と
し
て
「
合
川
ま
と
火
」
が
行
わ
れ

て
い
ま
す
。
合
わ
せ
て
華
や
か
な
夏
祭

り
を
演
出
し
よ
う
と
、
「
通
り
踊
り
」

や
「
タ
ン
ト
節
」
な
ど
地
区
内
の
郷
土

芸
能
を
集
め
た
「
合
川
ふ
る
さ
と
ま
つ

り
」
が
お
盆
を
盛
り
上
げ
ま
す
。

　

灯
り
の
も
と
は
「
ダ
ン
ポ
」
と
呼
ば

れ
る
布
切
れ
を
丸
め
た
も
の
に
灯
油
を

し
み
こ
ま
せ
た
も
の
。
合
川
地
区
の
全

世
帯
で
１
個
ず
つ
作
ら
れ
、
中
学
生
の

協
力
を
得
て
阿
仁
川
堤
防
約
２
㌔
に
設

置
さ
れ
ま
す
。

　

灯
さ
れ
た
ダ
ン
ポ
は
、
川
面
を
赤
く

幻
想
的
に
照
ら
し
出
し
ま
す
。

阿仁・灯籠流し

祖
先
の
霊
を
迎
え
、
供
養
す
る

「
万
灯
火
（
ま
と
び
）
」

阿仁川堤防に幻想的に浮かび

上がったまと火の火文字

ぴったりと息のあった「通り踊り」。

婦人会や合川中女子生徒らが参加

ま
と
び
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鷹
巣
地
区
で
は
、
毎
年
14
日
と
15
日
、

駅
前
の
目
抜
き
通
り
を
会
場
に
「
市
民

盆
踊
大
会
」
が
開
催
さ
れ
、
多
く
の
市

民
や
帰
省
客
ら
が
踊
り
の
輪
に
加
わ
り

ま
す
。

　

こ
の
盆
踊
大
会
は
、
も
と
も
と
は
慶

応
年
間
（
１
８
６
５
〜
）
の
頃
、
鷹
巣

村
の
商
人
ら
が
商
売
繁
盛
と
豊
作
を
祈

願
し
て
踊
っ
た
「
鷹
巣
盆
踊
り
」
が
起

源
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
昭
和
初
期
か

ら
戦
後
の
30
年
代
ま
で
は
空
白
期
間
が

あ
っ
た
よ
う
で
す
が
、
40
年
頃
に
復
活
、

現
在
に
至
っ
て
い
ま
す
。

　

前
山
地
区
の
郷
土
芸
能
は
、
も
と
も
と

「
前
山
盆
踊
り
」
と
し
て
伝
承
さ
れ
、
江

戸
中
期
、
村
の
旧
家
が
集
ま
っ
て
豊
作
と

厄
除
け
を
祈
願
す
る
た
め
に
雷
皇
神
社
に

奉
納
し
た
の
が
き
っ
か
け
だ
と
い
わ
れ
て

い
ま
す
。

　

踊
り
は
、
佐
竹
氏
が
常
陸
の
国
か
ら
秋

田
入
り
し
た
時
の
行
列
の
様
子
が
原
型
と

い
わ
れ
、
現
在
で
は
「
奴
踊
り
」
「
獅
子

踊
り
」
「
じ
ゃ
こ
釣
り
舞
」
が
踊
り
伝
え

ら
れ
て
い
ま
す
。

　

ユ
ニ
ー
ク
な
踊
り
「
じ
ゃ
こ
釣
り
舞
」

は
、
釣
り
好
き
な
兄
弟
の
し
ぐ
さ
を
滑
稽

に
演
じ
る
舞
で
、
演
技
で
釣
り
上
げ
ら
れ

る
魚
は
本
物
の
鯉
が
使
わ
れ
る
な
ど
、
ユ

ー
モ
ア
た
っ
ぷ
り
な
演
技
と
凝
っ
た
演
出

に
笑
い
と
拍
手
が
沸
き
起
こ
っ
て
い
ま
し

た
。

　

今
泉
の
駒
踊
り
は
、
藩
政
時
代
、
佐
竹

藩
主
の
巡
遊
を
慰
め
る
た
め
に
踊
ら
れ
た

も
の
だ
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

踊
り
は
勇
壮
な
武
将
と
騎
馬
の
姿
を
武

芸
的
に
表
現
し
た
も
の
で
、
踊
り
手
は
馬

枠
に
馬
頭
を
つ
け
、
鎧
、
鉢
巻
姿
で
舞
い

ま
す
。
以
前
は
獅
子
踊
り
も
あ
っ
た
と
い

い
ま
す
が
現
在
は
欠
落
し
て
扇
奴
が
付
随

し
て
い
る
そ
う
で
す
。

　

伴
奏
は
笛
と
太
鼓
で
、
ぶ
っ
込
み
、
三

拍
子
、
も
み
じ
奴
、
花
奴
、
あ
や
く
ず
し
、

流
し
奴
な
ど
七
種
類
が
伝
え
ら
れ
、
戦
国

時
代
の
合
戦
絵
巻
を
武
芸
化
し
た
も
の
だ

と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

踊
り
手
は
小
中
学
生
か
ら
大
人
ま
で
。

同
集
落
で
も
後
継
者
の
確
保
が
課
題
と
な

っ
て
い
る
よ
う
で
す
。

目抜き通りを歩行者天国にして

開催される「市民盆踊大会」

前山郷土芸能（奴踊り）

前山郷土芸能（じゃこ釣舞）

今泉駒踊り

慶
応
年
間
に
始
ま
っ
た
「
鷹
巣
盆

踊
り
」（
現
「
市
民
盆
踊
大
会
」）

豊
作
と
厄
除
け
を
祈
願

「
前
山
郷
土
芸
能
」

佐
竹
藩
主
の
巡
遊
を
慰
め
る
た
め

に
始
ま
っ
た
と
い
う
「
今
泉
駒
踊
り
」


