
安来節全国優勝大会の会場で増
田日向子さん（左）・友美子さん
（中央）・佐和子さん（右）母娘。

特集安
来
節
リ
レ
ー

明
治
か
ら
令
和
へ

　
つ
な
が
る
伝
統
文
化

安
来
市
を
代
表
す
る
伝
統
文
化
・
民
謡
安
来
節
。
今
、
安
来
節
保
存

会
の
会
員
数
は
減
少
し
て
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
中
、
長
い
歴
史
の

中
で
繰
り
返
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
、
次
の
世
代
に
脈
々
と
受
け
継
が

れ
て
い
る
安
来
節
が
あ
り
ま
す
。
家
庭
で
、
学
校
で
、
ま
ち
で
伝
わ

る
安
来
節
。
明
治
時
代
に
誕
生
し
て
か
ら
五
つ
目
の
時
代
と
な
る
令

和
時
代
に
つ
な
が
る
た
め
に
、
市
民
と
し
て
何
が
で
き
る
の
で
し
ょ

う
か
。

どじょうすくい踊りを練習する
第二中学校の2年男子。決めポー
ズのときの笑顔が大切です。
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日
が
落
ち
薄
暗
く
な
っ
た
頃
。
遠

く
で
月
の
輪
神
事
の
囃は

や

し子
の
音
色
が

聞
こ
え
は
じ
め
ま
す
。
そ
の
頃
、
や

す
ぎ
月
の
輪
ま
つ
り
会
場
周
辺
で

は
、
複
数
の
自
治
会
に
設
け
ら
れ
た

舞
台
で
「
安
来
節
流な
が

し
」
が
披
露
さ

れ
ま
す
。

　

８
月
15
日
か
ら
３
日
間
は
安
来
節

全
国
優
勝
大
会
の
期
間
中
。
安
来
節

流
し
に
出
演
す
る
皆
さ
ん
は
、
そ
の

会
場
か
ら
駆
け
つ
け
ま
す
。
ま
つ
り

の
期
間
中
は
昼
も
夜
も
安
来
節
が
ま

ち
に
響
き
ま
す
。

　

「
昭
和
40
年
頃
は
優
勝
大
会
に
出

場
し
た
出
雲
か
ら
米
子
あ
た
り
ま
で

の
安
来
節
保
存
会
の
各
支
部
が
安
来

節
流
し
と
し
て
、
ま
つ
り
で
賑
わ
う

街ま
ち
な
か中

に
繰
り
出
し
て
い
ま
し
た
」
と

話
す
の
は
、
出
雲
正
之
助
さ
ん
。
「
耳

の
肥
え
た
地
元
の
皆
さ
ん
に
一
年
の

成
果
を
披
露
す
る
わ
け
で
す
」
と
か

つ
て
の
様
子
を
語
り
ま
す
。

　

安
来
節
を
習
っ
て
い
る
全
国
の
皆

さ
ん
は
年
に
一
度
、
優
勝
大
会
に
参

加
す
る
た
め
に
安
来
に
集
い
ま
す
。

本
場
の
市
民
を
前
に
、
唄
や
演
奏
を

披
露
す
る
こ
と
は
あ
る
意
味
、
安
来

節
に
関
わ
る
人
た
ち
の
ス
テ
ー
タ
ス

だ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

一
方
、
保
存
会
准
名
人
の
野
々
村

府
美
枝
さ
ん
は
「
大
会
で
優
勝
し
た

時
に
は
、
優
勝
旗
を
誇
ら
し
げ
に
抱

え
な
が
ら
ま
ち
に
繰
り
出
し
、
流
し

た
も
の
で
す
」
と
話
し
、
「
月
の
輪

ま
つ
り
と
言
え
ば
安
来
節
、
安
来
節

一
色
だ
っ
た
」
と
当
時
を
懐
か
し
み

つ
つ
「
安
来
節
を
や
っ
て
い
る
者
に

と
っ
て
も
ま
つ
り
は
面
白
か
っ
た
」

と
強
調
し
ま
す
。

　

現
在
、
安
来
節
保
存
会
の
会
員
は

減
少
気
味
。
昭
和
58
年
に
は
、
全
国

65
支
部
５
１
０
０
人
の
会
員
を
有
し

て
い
ま
し
た
が
、
現
在
は
61
支
部

３
０
０
０
人
。
国
内
で
い
ち
ば
ん
有

名
な
民
謡
と
言
わ
れ
つ
つ
も
、
先
行

き
が
不
安
と
言
わ
ざ
る
を
得
ま
せ

ん
。

　

明
治
時
代
に
誕
生
し
、
脈
々
と
唄

い
踊
り
継
が
れ
て
き
た
安
来
節
。
そ

し
て
、
正
調
の
安
来
節
を
守
る
安
来

節
保
存
会
の
歴
史
は
、
今
、
明
治
か

ら
数
え
て
５
つ
目
の
令
和
の
時
代
に

入
り
ま
し
た
。

安来節の歴史
　鉄をはじめ物資の集

散地として栄えた安来

港に出入りする船乗り

たちが、各地の民謡を伝え、融合し

て生まれたのが安来節。明治初期に

は今の形になったと言われる。明治

後年に初代渡部お糸が出現し、全国

に普及させた。大正時代には大阪や

東京で専門館が誕生。その様子は連

続テレビ小説「わろてんか」でも取

り上げられた。

やすぎ月の輪まつり

　8 月 14 日～ 17 日夜に

練り歩く月の輪神事（市

指定文化財）を中心に、花火大会や安

来節踊りなどを開催。神事の由来は出

雲風土記に登場する物語と言われる。

江戸時代後期には今の形になったと伝

わる。周辺の自治会ではステージが設

けられ、安来節などが披露され、かつ

ては歩きながら安来節を披露する人た

ちもいた。

昼
も
夜
も
安
来
節
が
響
く
安
来
の
夏
、

本
場
の
ま
ち
は
特
別
な
存
在
だ
っ
た
。

▲月の輪神事が通過する自治会で

は仮設のステージが用意されま

す。このステージでは 2日間にわ

たり安来節などが披露されます。

まつりで盛り上がる夜のまちに唄

声や拍手が響きます。

▲安来節全国優勝大会には
3日間で約 750 人が出場。

安来節保存会

　明治 44 年に創設。乱れつつあった

安来節を憂い、有力者たちが正調の

安来節を伝えるべく立ち上げる。現

在は全国に 61 支部、約 3,000 人の会

員。3級から名人まで 11 の階級制度

を採り入れ、種目は唄、絃、鼓、踊り、

銭太鼓がある。毎年 8 月 15 ～ 17 日

には安来節全国優勝大会

が市内で開催され、全国

から会員が出場する。



母
娘
で
つ
な
が
る
伝
統
文
化
、

家
の
中
に
は
安
来
節
の
存
在
が
あ
る
。

　

安
来
節
に
家
族
で
親
し
む
増
田
さ

ん
母
娘
。
母
・
友
美
子
さ
ん
と
高
校

３
年
生
・
日
向
子
さ
ん
、
同
１
年
生
・

佐
和
子
さ
ん
で
す
。
今
年
の
安
来
節

全
国
優
勝
大
会
に
は
階
級
や
種
目
は

違
い
ま
す
が
、
３
人
と
も
出
場
。
初

日
か
ら
３
日
目
ま
で
誰
か
が
ス
テ
ー

ジ
へ
上
が
り
ま
し
た
。

　

増
田
さ
ん
母
娘
と
安
来
節
の
関
わ

り
は
三
女
の
妊
娠
中
。
「
産
休
・
育

休
で
仕
事
を
休
ん
で
い
た
と
き
、
友

人
に
誘
わ
れ
て
唄
を
は
じ
め
ま
し

た
」
と
い
う
友
美
子
さ
ん
は
米
子
出

身
。
結
婚
後
は
安
来
に
居
を
移
し
た

の
で
「
安
来
に
来
た
ら
安
来
節
」
と

い
う
こ
と
で
習
い
始
め
ま
し
た
。
今

で
は
唄
を
は
じ
め
絃
、
鼓
も
た
し
な

み
、
唄
と
絃
は
師
範
の
腕
前
で
す
。

　

「
お
腹
の
中
で
聴
か
せ
た
唄
声

や
、
小
さ
い
頃
に
は
安
来
節
の
練
習

に
連
れ
て
い
き
ま
し
た
。
母
の
姿
を

見
て
育
っ
た
の
で
二
人
は
す
ん
な
り

と
安
来
節
を
始
め
ま
し
た
」
と
、
身

近
な
環
境
が
娘
を
安
来
節
へ
誘
っ
た

と
友
美
子
さ
ん
は
話
し
ま
す
。

　

絃
の
部
に
出
場
し
た
日
向
子
さ

ん
。
出
来
栄
え
を
聞
く
と
「
昨
年
よ

り
い
い
感
じ
で
し
た
。
唄
い
手
を
励

ま
す
よ
う
な
気
持
ち
で
弾
け
ま
し

た
」
と
の
こ
と
。
日
向
子
さ
ん
は
妹

の
佐
和
子
さ
ん
よ
り
後
に
安
来
節
を

始
め
ま
し
た
。

　

「
妹
が
先
に
安
来
節
を
習
い
、
周

り
か
ら
チ
ヤ
ホ
ヤ
さ
れ
て
い
た
の

で
、
自
分
も
や
っ
て
み
よ
う
と
は
じ

め
ま
し
た
」
。
対
抗
心
か
ら
の
ス
タ
ー

ト
で
し
た
が
今
で
は
、
「
練
習
を
続

け
て
い
く
と
、
新
し
い
発
見
が
あ
り

ま
す
。
例
え
ば
鼓
は
、
こ
う
す
れ
ば

良
い
音
が
出
る
と
分
か
っ
た
時
は
楽

し
い
で
す
ね
」
と
そ
の
魅
力
を
話
し

ま
す
。

　

ま
た
、
「
普
通
の
家
庭
だ
っ
た
ら

接
点
が
あ
ま
り
な
い
、
保
存
会
の
い

ろ
い
ろ
な
世
代
の
人
と
の
出
会
い
が

あ
り
ま
す
。
行
事
等
で
安
来
節
を
披

露
す
る
と
お
じ
い
さ
ん
お
ば
あ
さ
ん

が
と
て
も
喜
ん
で
く
だ
さ
い
ま
す
」

と
安
来
節
を
通
じ
た
人
と
の
つ
な
が

り
を
持
て
る
こ
と
が
、
続
け
る
理
由

で
あ
る
と
明
か
し
ま
す
。

　

一
方
、
同
じ
く
出
場
を
終
え
た
佐

和
子
さ
ん
。
「
『
お
客
さ
ん
に
見
て
』

と
い
う
気
持
ち
で
自
信
を
持
っ
て
唄

う
こ
と
が
で
き
ま
し
た
」
と
に
っ
こ

り
。
現
在
、
高
校
の
部
活
動
の
練
習

が
あ
り
安
来
節
の
練
習
が
つ
ら
い
と

き
が
あ
る
と
言
い
ま
す
が
、
「
イ
ベ

ン
ト
な
ど
で
唄
を
披
露
す
る
と
、
お

客
さ
ん
の
表
情
が
変
わ
っ
て
い
く
の

が
楽
し
い
で
す
」
と
安
来
節
に
夢
中

▲絃の部に出場する姉の増田日向子さん。

▼妹の佐和子さんは唄の部に出場。

▼大会のステージは緊張感が漂います。出
場者は日ごろの練習の成果をぶつけます。
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ま
だ
、
暑
さ
が
残
る
９
月
上
旬
。

第
二
中
学
校
の
体
育
館
で
は
、
２
年

生
が
汗
を
か
き
な
が
ら
安
来
節
の
踊

り
を
練
習
し
て
い
ま
す
。
全
員
で
銭

太
鼓
、
そ
し
て
男
子
生
徒
は
ど
じ
ょ

う
す
く
い
男
踊
り
、
女
子
生
徒
は
女

踊
り
と
難
し
い
動
き
を
繰
り
返
し
ま

す
。
な
ぜ
な
ら
間
も
な
く
、
関
西
へ

の
修
学
旅
行
が
あ
る
か
ら
で
す
。

　

同
校
で
は
15
年
以
上
に
も
わ
た
り

修
学
旅
行
先
の
観
光
地
で
、
安
来
節

を
披
露
す
る
取
り
組
み
を
行
っ
て
い

ま
す
。

　

「
踊
り
は
難
し
い
で
す
。
曲
に
タ

イ
ミ
ン
グ
が
合
わ
な
い
し
、
み
ん
な

で
揃
え
よ
う
と
す
る
と
余
計
に
難
し

い
」
と
話
す
の
は
足
立
恵
理
さ
ん
。

学
校
で
安
来
節
を
経
験
す
る
こ
と

に
、
「
市
内
の
中
学
校
で
唯
一
、
第

二
中
学
校
が
取
り
組
ん
で
い
る
こ
と

を
誇
り
に
思
っ
て
い
ま
す
。
お
父
さ

ん
も
中
学
校
で
や
っ
て
い
た
こ
と
を

聞
い
て
い
た
の
で
、
踊
り
を
習
う
こ

と
を
楽
し
み
に
し
て
い
ま
し
た
」
と

言
い
ま
す
。

の
よ
う
で
す
。

　　

増
田
さ
ん
母
娘
は
そ
れ
ぞ
れ
が
唄

や
絃
・
鼓
・
銭
太
鼓
な
ど
複
数
を
そ

れ
ぞ
れ
の
師
匠
の
元
で
習
っ
て
い
ま

す
。
母
の
友
美
子
さ
ん
は
「
安
来
節

と
い
う
共
通
の
話
題
が
あ
っ
て
家
の

中
が
と
て
も
賑
や
か
で
す
」
と
話
し

ま
す
。
妹
の
佐
和
子
さ
ん
も
「
鼓
は

一
人
で
は
練
習
が
で
き
ま
せ
ん
。
私

の
家
族
で
は
３
人
い
る
の
で
便
利
で

伝
統
文
化
を
探
究
す
る
こ
と
で
、

地
域
の
一
員
と
し
て
の
誇
り
を
持
つ
。

▲９月 4日、30 度越えの体育館の中で安来節の踊りと銭太鼓の練習に
励む第二中学校２年生の皆さん。本番は２週間後に迫っています。

す
よ
」
と
、
笑
顔
で
答
え
ま
す
。

　

姉
の
日
向
子
さ
ん
は
来
年
進
学
。

「
高
校
を
卒
業
し
て
も
安
来
節
を
続

け
た
い
気
持
ち
は
あ
り
ま
す
。
県
外

に
出
た
時
は
、
安
来
節
を
辞
め
る
の

で
は
な
く
広
め
て
い
き
た
い
」
。

　

母
の
影
響
で
始
め
た
安
来
節
は
、

娘
の
周
り
に
さ
ら
に
広
が
る
可
能
性

を
秘
め
て
い
ま
す
。
母
娘
と
い
う
間

柄
で
、
自
然
な
感
じ
で
伝
わ
る
伝
統

文
化
が
こ
こ
に
あ
り
ま
し
た
。

特集：安来節リレー

▲全員での銭太鼓の練習。



　

一
方
、
男
踊
り
で
人
一
倍
笑
顔
を

見
せ
て
い
た
内
田
歩あ

ゆ

む夢
さ
ん
は
、「
伝

統
文
化
に
触
れ
て
み
て
、
長
年
や
り

継
が
れ
て
き
た
も
の
を
み
ん
な
で
で

き
る
こ
と
が
う
れ
し
い
」
と
話
し
、

「
当
日
は
安
来
節
を
広
め
る
つ
も
り

で
臨
み
た
い
で
す
。
そ
し
て
安
来
を

も
っ
と
Ｐ
Ｒ
し
た
い
で
す
」
と
意
気

込
み
ま
す
。

　

と
は
言
え
講
師
か
ら
は
「
ま
だ
ま

外
部
か
ら
気
づ
か
さ
せ
ら
れ
る
魅
力
が
、

未
来
へ
の
リ
レ
ー
の
源
に
な
っ
て
い
る
。

　

「
イ
ー
、
ア
ー
、
サ
ン
。
ア
ラ
エ
ッ

サ
ッ
サ
ー
」
。
香
港
か
ら
の
観
光
客

の
皆
さ
ん
が
記
念
写
真
に
納
ま
り
ま

す
。
毎
週
日
曜
日
午
前
の
安
来
駅

ホ
ー
ム
の
光
景
で
す
。
今
日
も
安
来

駅
ど
じ
ょ
う
す
く
い
出
迎
え
隊
の
メ

だ
人
前
で
は
無
理
で
す
」
と
ダ
メ
出

し
。
一
週
間
後
に
あ
る
再
練
習
に
向

け
最
後
の
追
い
込
み
が
続
き
ま
す
。

　

同
校
の
竹
崎
葉
子
校
長
は
、
「
安

来
節
は
素
晴
ら
し
い
教
材
で
す
。
２

年
生
の
総
合
的
な
学
習
の
時
間
で
は

『
ふ
る
さ
と
安
来
の
よ
さ
を
発
信
し

よ
う
』
と
い
う
探
究
テ
ー
マ
で
安
来

の
Ｐ
Ｒ
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
が
、

伝
統
文
化
を
通
じ
て
地
域
を
知
っ
た

り
調
べ
た
り
で
き
る
う
え
、
地
域
の

人
を
は
じ
め
県
外
、
さ
ら
に
は
外
国

の
人
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に

幅
広
く
活
用
で
き
ま
す
」
と
力
を
込

め
て
話
し
ま
す
。

 　

ま
た
、
「
修
学
旅
行
で
は
単
な
る

踊
り
の
発
表
だ
け
で
な
く
、
外
か
ら

見
た
安
来
を
知
り
、
安
来
の
良
さ
を

伝
え
る
た
め
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い

か
考
え
る
学
習
に
つ
な
げ
て
い
き
た

い
」
と
、
新
た
に
ア
ン
ケ
ー
ト
や
英

語
で
の
紹
介
な
ど
に
も
挑
戦
す
る
こ

と
を
明
か
し
ま
す
。

ン
バ
ー
が
、
特
急
列
車
や
観
光
列
車

の
乗
客
の
皆
さ
ん
を
安
来
ら
し
い
お

も
て
な
し
で
出
迎
え
ま
す
。
観
光
の

た
め
安
来
駅
に
降
り
立
つ
観
光
客
、

あ
る
い
は
車
内
の
お
客
さ
ん
に
安
来

節
や
ど
じ
ょ
う
す
く
い
の
パ
フ
ォ
ー

特集：安来節リレー

▲９月 18 日の本番の舞台は東大寺近
くの春日野園地（奈良県）。大勢の観
光客前で練習の成果をぶつけました。

この日は、特急列車で到着した香港からの７
人グループの観光客と記念写真を撮りまし
た。ホームに降り立った時はびっくりした様
子でしたが、最後にはみんなが笑顔に。
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マ
ン
ス
で
笑
顔
の
お
土
産
を
届
け
ま

す
。

　

同
隊
は
昨
年
２
月
に
発
足
。
安
来

節
の
ど
じ
ょ
う
す
く
い
踊
り
の
衣
装

を
着
て
、
特
急
列
車
で
到
着
す
る
観

光
客
を
出
迎
え
ま
す
。
観
光
客
に
好

評
で
、
一
緒
に
写
真
を
撮
っ
た
り
、

時
に
は
踊
り
を
披
露
し
た
り
し
ま

す
。
車
中
の
皆
さ
ん
か
ら
手
を
振
っ

て
も
ら
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
今
年

７
月
に
は
Ｊ
Ｒ
米
子
支
社
か
ら
感
謝

盾
が
贈
ら
れ
る
な
ど
、
お
も
て
な
し

が
評
価
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
活
動
を
報
道
で
知
り
、
今
春

か
ら
毎
週
の
よ
う
に
参
加
し
て
い
る

の
が
石
原
奏
司
郎
さ
ん
（
中
学
３
年

生
）
。
「
お
客
さ
ん
を
迎
え
る
姿
を
見

て
素
敵
だ
と
思
い
ま
し
た
。
ま
た
、

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
し
て
い
る
こ
と
に

共
感
し
ま
し
た
」
と
、
参
加
の
理
由

を
話
し
ま
す
。
自
身
は
安
来
節
保
存

会
会
員
。
唄
、
絃
、
鼓
を
習
っ
て
い

る
た
め
一
人
何
役
も
こ
な
し
ま
す
。

　

実
際
、
参
加
し
て
み
た
と
こ
ろ
外

国
人
や
観
光
客
の
皆
さ
ん
の
反
応
が

想
像
す
る
以
上
に
良
か
っ
た
た
め
、

「
も
っ
と
安
来
節
を
知
っ
て
ほ
し
い

と
思
い
ま
し
た
。
こ
の
活
動
は
一
期

一
会
で
す
。
さ
ら
に
い
ろ
い
ろ
な
所

で
披
露
し
て
い
き
た
い
で
す
。
そ
し

て
、
改
め
て
安
来
節
を
大
切
に
し
た

い
と
思
い
ま
し
た
」
。
石
原
さ
ん
は

地
域
の
宝
を
再
認
識
し
た
よ
う
で

す
。

　

県
外
か
ら
の
観
光
客
や
外
国
人
な

ど
、
外
部
の
人
か
ら
気
づ
か
さ
れ
る

安
来
節
の
魅
力
。
安
来
節
を
未
来
に

伝
え
る
と
い
う
リ
レ
ー
の
大
き
な
源

の
一
つ
に
な
っ
て
い
ま
す
。

▶
安
来
節
を
演
奏
し
て
観
光
客
を

出
迎
え
る
石
原
奏
司
郎
さ
ん
（
右
）
。

　市では、安来節の紹介や歴史など

を解説したパンフレット「安来節」

を今年度、新しく発行しました。イ

ラストを多く使い、踊り方や衣装の

説明、年表を使った歴史など、詳し

く紹介しています。

　また、最近、関心が高まっている

銭太鼓の作り方を説明したページを

新しく追加しました。

「安来節」の

　パンフレットを　

　　新しくしました

（上）観光列車あめつ

ちと特急やくもが同時

に到着。（中）ホーム

と列車内でお互いに手

を振り合います。（下）

生演奏の安来節で踊り

を披露します。

特集：安来節リレー

問い合わせ：商工観光課

　　　　　　（☎ 23-3110）
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年

で
き
ご
と

江
戸
後
期

安
来
節
の
原
型
が
形
づ
く
ら
れ
る
。

明
治
前
期

現
在
の
安
来
節
が
完
成
か
？

明
治
38
年

荒
文
旅
館
で
文
部
省
の
役
人
に
お
糸
の
安
来
節
を
披
露
、
そ

の
出
来
栄
え
に
郷
土
芸
能
と
し
て
保
存
せ
よ
と
激
励
さ
れ
る
。

　
　

44

正
調
安
来
節
保
存
会
創
設
。

大
正
元
年

安
来
で
大
正
博
覧
会
開
催
。
安
来
節

新
歌
詞
を
募
集
、
応
募
数
は
一
千
点

余
り
。

　
　

５

鷲
印
レ
コ
ー
ド
が
お
糸
の
安
来
節
二

枚
吹
込
み
、
安
来
節
が
全
国
的
に
流

行
・
普
及
す
る
き
っ
か
け
に
な
る
。

　
　

８

寄
席
の
不
況
打
開
策
と
し
て
安
来
節
に
目
を
つ
け
た
大
阪
吉

本
興
業
が
安
来
で
ス
カ
ウ
ト
し
、
道
頓
堀
で
大
成
功
を
お
さ

め
る
。
東
京
（
木
馬
館
）
と
大
阪
の
安
来
節
専
門
館
が
誕
生
。

全
国
巡
業
大
一
座
を
組
織
し
全
国
各
地
は
も
と
よ
り
、
朝
鮮
・

台
湾
・
満
州
ま
で
遠
征
活
躍
す
る
。

昭
和
７
年

安
来
節
記
念
碑
を
社
日
公
園
夕
陽
丘
に
建
立
。
永
久
に
安
来

節
発
祥
の
旗
印
と
し
た
。

　
　

８

西
日
本
九
州
一
円
に
安
来
節
の
一
大

宣
伝
を
繰
り
広
げ
る
。

　
　

12

家
元
二
代
目
渡
部
お
糸
襲
名
。

　
　

23

初
代
渡
部
お
糸
、
安
来
節
の
振
興
な

ら
び
に
観
光
宣
伝
の
功
労
者
と
し
て

第
一
回
文
化
功
労
賞
を
受
賞
。

　
　

24

戦
後
初
の
優
勝
大
会
開
催
。

　
　

25

支
部
数
30
、
会
員
数
約
５
０
０
人
。
保
存
会
組
織
運
営
を
町

に
移
管
。

　
　

29

安
来
市
発
足
。
会
長
に
初
代
市
長
が
就
任
。

　
　

30

お
糸
ま
つ
り
創
設
。

　
　

31

家
元
三
代
目
渡
部
お
糸
襲
名
。

明
治
か
ら
令
和
へ

安
来
節
の
主
な
で
き
ご
と

次
世
代
へ
安
来
節
の
バ
ト
ン
を
渡
す
。

発
祥
の
地
の
私
た
ち
に
で
き
る
こ
と
。

　

「
令
和
と
い
う
新
し
い
時
代
に
な

り
、
安
来
節
保
存
会
も
時
代
と
と
も

に
変
わ
っ
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま

す
」
と
語
る
の
は
、
同
保
存
会
専
務

理
事
の
内
田
修
次
さ
ん
。
会
員
の
減

少
が
進
む
中
、
平
成
16
年
に
は
「
銭

太
鼓
の
部
」
の
新
設
、
平
成
20
年
に

は
少
年
の
部
の
階
級
制
度
の
見
直
し

を
図
り
、
会
員
の
獲
得
や
モ
チ
ベ
ー

シ
ョ
ン
の
向
上
な
ど
に
取
り
組
ん
で

き
ま
し
た
。

　

ま
た
、
「
全
国
の
各
支
部
で
も
積

極
的
に
慰
問
を
行
っ
た
り
、
イ
ベ
ン

ト
に
出
演
し
た
り
し
て
い
ま
す
。
ま

ず
は
安
来
節
を
知
っ
て
も
ら
う
、
あ

る
い
は
興
味
を
持
っ
て
も
ら
え
る
よ

う
に
活
動
し
て
い
ま
す
」
と
各
地
の

特集：安来節リレー

安来節ストラップで

市職員も安来節を

ＰＲしています。

状
況
を
話
し
ま
す
。

　

そ
れ
で
も
、
「
組
織
と
し
て
危
機

感
を
持
た
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

そ
う
い
っ
た
意
味
で
も
、
い
ろ
ん
な

こ
と
に
挑
戦
し
、
次
の
時
代
へ
と
安

来
節
を
伝
承
し
て
い
き
た
い
」
と
、

こ
れ
か
ら
の
抱
負
を
語
り
ま
す
。

　

一
方
で
、
「
市
民
の
皆
さ
ん
に
は
、

故
郷
の
伝
統
文
化
に
興
味
関
心
を
持

ち
続
け
て
ほ
し
い
で
す
。
安
来
節
を

実
際
に
唄
っ
た
り
踊
っ
た
り
し
な
く

て
も
、
聴
く
・
見
る
・
理
解
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
伝
統
文
化
を
守
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
そ
の
こ
と
が
、
安
来

節
保
存
会
会
員
の
励
み
に
も
な
り
ま

す
し
、
未
来
に
も
つ
な
が
り
ま
す
」

と
、
安
来
節
は
み
ん
な
の
共
通
の
財

産
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
ま
す
。

　

明
治
か
ら
令
和
へ
と
五
つ
目
の
時

代
に
突
入
し
た
安
来
節
。
母
娘
、
学

校
、
外
部
か
ら
、
関
心
を
持
つ
・
・
。

い
ろ
い
ろ
な
伝
え
方
、
伝
わ
り
方
が

あ
り
ま
す
が
、
バ
ト
ン
を
受
け
取
る

の
は
発
祥
の
地
に
住
む
私
た
ち
で

す
。
そ
し
て
、
次
世
代
へ
バ
ト
ン
を

渡
し
て
い
く
の
も
私
た
ち
で
す
。

▲平成 16 年に新設された銭太鼓の部。
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　市では学校や交流センター

などに安来節の指導者を派

遣する事業に取り組んでい

ます。ふるさと学習や趣味の

サークルなどで、安来節（唄

や踊り）を習ってみたい、体

験したいときなど、講師を派

遣します。第二中学校もこの

制度を活用しており、安来節

保存会から指導する講師が２

人派遣されました。

○問い合わせ：

商工観光課（☎ 23-3108）

　
　

32

会
則
を
大
き
く
改
正
し
階
級
の
設
定
。
種
目
に
つ
い
て
は
唄
・

絃
・
鼓
・
踊
の
部
門
に
分
け
た
。

　
　

33

宝
塚
歌
劇
団
に
て
安
来
節
踊
り
を
上
演
。

　
　

38

月
の
輪
神
事
に
新
作
安
来
節
お
ど
り
を
企
画
し
発
表
す
る
。

　
　

44

優
勝
大
会
に
踊
の
部
を
導
入
。

　
　

48

少
年
の
部
設
置
。
優
勝
大
会
に
少
年
の
部
を
導
入
。

　
　

54

優
勝
大
会
参
加
者
増
加
に
よ
り
３
日
間

に
延
長
実
施
す
る
。

　
　

57

会
員
数
増
加
に
よ
り
地
区
予
選
会
を
６

地
区
で
実
施
。

　
　

61

安
来
節
優
勝
大
会
を
安
来
節
全
国
優
勝

大
会
に
改
名
す
る
。

平
成
元
年

会
員
数
増
加
に
よ
り
地
区
予
選
会
を
８

会
場
に
す
る
。

　
　

３

家
元
四
代
目
渡
部
お
糸
襲
名
。

　
　

５

東
京
浅
草
木
馬
亭
で
三
日
間
の
安
来
節
公
演
。

　
　

９

東
京
支
部
発
会
。
関
東
支
部
発
会
。

　
　

10

長
野
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
文
化
芸
術
祭
参
加
。

　
　

16

銭
太
鼓
の
部
設
立
。

　
　

17

京
都
「
南
座
」
で
安
来
節
公
演
。

　
　

18

安
来
節
演
芸
館
オ
ー
プ
ン
。
安
来
節
パ
リ
公
演
。

　
　

19

安
来
節
ド
イ
ツ
公
演
。
安
来
節
ハ
ワ
イ
公
演
。

　
　

23

安
来
節
保
存
会
創
立
１
０
０
周
年
記
念
式
典
。

　
　

25

出
雲
大
社
「
平
成
の
大
遷
宮
」
奉
祝
奉
納
公
演
で
安
来
節
。

　
　

26

安
来
節
を
安
来
市
無
形
民
俗
文
化
財
に
指
定
。
新
安
来
市
発

足
10
周
年
名
誉
市
民
顕
彰
で
、
初
代
お
糸
を
名
誉
市
民
選
定
。

　
　

27

東
北
支
部
発
会
。

　
　

28

「
出
雲
國
た
た
ら
風
土
記
」
が
日
本
遺
産
認

定
。
民
謡
安
来
節
は
構
成
文
化
財
と
な
る
。

　
　

29

浅
草
「
浅
草
寺
」
で
安
来
節
奉
納
公
演
。

　
　

30

Ｎ
Ｈ
Ｋ
朝
の
連
続
テ
レ
ビ
小
説
「
わ
ろ
て

ん
か
」
に
安
来
節
女
踊
り
が
登
場
。

令
和
元
年

安
来
節
の
歴
史
は
５
つ
目
の
時
代
に
入
る
。

さ
ら
な
る
発
展
を
願
う
。

　 安 来 節 保 存 会 本 部 道 場

（安来の支部）では毎月一

回、安来中央交流センター

で教室を定期開催していま

す。唄・絃・鼓・踊り・銭

太鼓の全ての種目が対象で

す。受講は無料。時間は原

則、土曜日の 19 時 30 分～

21 時 30 分です。

安
来
節
を
や
っ
て
み
た
い
・
触
れ
て
み
た
い
と
き
に
は

　どじょうすくい男踊り・

女踊りの衣装を貸し出して

い ま す。 料 金 は 無 料 で す

が、衣装はクリーニングに

出してからの返却になりま

す。銭太鼓も貸し出してい

ます。

▼衣装：男女各 10 着

▼銭太鼓：20 セット

○問い合わせ：

商工観光課（☎ 23-3110）

　どじょうすくい踊りを

分かりやすく解説したＤ

ＶＤを製作しています。

安来駅観光交流プラザや

安来節演芸館などで販売

しています。

　安来市内では定期開催

している教室や、安来節

保存会の師範が教えてい

る個人教室など、安来節

を習う・学ぶ場がたくさ

んあります。また、安来

節グッズの販売なども

行っています。詳しいこ

とは、安来節保存会事務

局（☎ 28-9988）へ問い

合わせください。

特集：安来節リレー

安来節教室開催事業

みんなの安来節教室

踊り衣装の貸し出し
練習用ＤＶＤ


