
2012.9.1 いずのくに 2012.9.1 いずのくに
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掲
載
写
真

① 

子
ど
も
か
ら
大
人
ま
で
、
一

丸
と
な
っ
て
行
う『
か
わ
か

ん
じ
ょ
う
』制
作
。

②
竹
を
軸
に
松た

い

明ま
つ

作
り
。

③ 

縄
を
編
み
込
み
綱
を
作
る
の

は
子
ど
も
た
ち
の
仕
事
。

④ 

藁わ
ら

と
竹
を
使
い
作
る
本
体
。

⑤ 

⑥
竹
を
針
に
、綱
を
糸
代
わ
り

に
、藁
を
本
体
に
縫
い
込
む
。

⑦ 

本
体
が
狩
野
川
に
入
水
。

⑧ 

最
後
に
松
明
を
本
体
中
央
に

建
て
、
か
わ
か
ん
じ
ょ
う
は

完
成
。

⑨
松
明
に
灯
を
と
も
す
。

⑩ 

勇
む″
乗
り
手
〞
と
関
係
者

た
ち
。

⑪
子
ど
も
制
作
の
イ
カ
ダ
。　

⑫
出
発
を
見
守
る
観
衆
。

⑬ 

乗
り
手
と
橋
の
上
の
子
ど
も

た
ち
が
声
を
掛
け
合
う
。

　

「
う
、う
、う
わ
は
い
」

　

「
う
、う
、う
わ
は
い
」

⑭ 

幻
想
的
に
流
れ
る
イ
カ
ダ
を

月
明
か
り
が
優
し
く
照
ら

し
、 

古
い
に
し
えよ

り
伝
わ
る
伝
統
の

灯と
も
し
びは

、
絶
や
さ
れ
る
こ
と
な

く
こ
れ
か
ら
も
継
承
さ
れ
て

い
く
。

　

毎
年
８
月
１
日
夕
刻
、
神
島

地
区
の
狩
野
川
で
行
わ
れ
る
夏

の
風
物
詩
。
暴
れ
川
で
あ
る

　

″
狩
野
川
〞
の
水
霊
を
鎮
め
、

水
難
者
の
供
養
や
地
区
の
安
全

を
祈
願
す
る
と
い
う
、
明
治
以

前
か
ら
続
く
と
言
わ
れ
て
い
る

伝
統
行
事
で
す
。

　

当
日
の
朝
、
神
島
地
区
は
活

気
に
溢
れ
ま
す
。
子
ど
も
か
ら

大
人
ま
で
、
一
丸
と
な
っ
て
準

備
を
行
い
ま
す
。

　

お
よ
そ
３
ｍ
四
方
の
竹
枠

に
麦
わ
ら
を
敷
き
詰
め
、厚
さ

１
ｍ
ほ
ど
の
イ
カ
ダ
を
作
り
ま

す
。
こ
の
中
心
に
、
高
さ
５
ｍ

〜
６
ｍ
以
上
に
も
な
る
松た

い

明ま
つ

を

立
て
完
成
。
こ
う
し
て
で
き
あ

が
っ
た
も
の
が
、い
わ
ゆ
る『
か

わ
か
ん
じ
ょ
う
』と
呼
ば
れ
る

も
の
で
す
。

　

陽
が
沈
む
こ
ろ
、
か
わ
か
ん

じ
ょ
う
の
松
明
に
火
を
灯
し
ま

す
。
10
人
ほ
ど
の
若
者
が
こ
れ

を
操
り
、「
う
、う
、う
わ
は
い
」

と
囃は

や

し
た
て
ま
す
。
す
る
と
、

川
岸
に
い
る
子
ど
も
た
ち
は
こ

れ
を
受
け
て
、「
う
、う
、う
わ
は

い
」と
同
じ
よ
う
に
応
え
ま
す
。

こ
れ
を
繰
り
返
し
続
け
な
が
ら
、

神
島
橋
付
近
ま
で
の
４
０
０
〜

５
０
０
ｍ
を
流
し
ま
す
。

神
島
の

か
わ
か
ん
じ
ょ
う


