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広
報
津
山
は
、
環
境
保
護
の
た
め
再

生
紙
と
植
物
性
イ
ン
キ
を
使
用
し
て

い
ま
す
。
読
み
終
え
た
後
は
リ
サ
イ

ク
ル
（
雑
誌
）
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

 ☎
0868－32－2029

 FAX  0868－32－2152
 kouhou@

city.tsuyam
a.lg.jp
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No.827

つやまじまん

えとこ
いっぱい
え

７月 30日　衆楽園竹あかり（山北）７月 30日　衆楽園竹あかり（山北）

地域の文化を後世につなぐ
田熊回り舞台国指定50周年
記念事業実行委員会

国の重文「田熊回り舞台」50 周年記念祝賀の宴
とき　10 月 21 日㈯　午後 0 時 30 分～４時
ところ　田熊八幡神社（田熊 2384）
内容　広野子ども歌舞伎、横仙子ども歌舞伎、
　太鼓演奏、日本舞踊、餅投げなど
■問広野公民館 ☎29-0380

2023.10 28

　津山の人・物・技術
など、明日誰かに自慢
したくなる津山のいい
ところを紹介します

2023（令和5年)
No.827

10 慢慢津山

10 月号の主な内容
活気あふれる津山の秋

盛
ん
だ
っ
た
農
村
歌
舞
伎

　
農
業
が
生
活
の
中
心
だ
っ
た
時
代
、

地
域
の
人
た
ち
が
演
じ
る
芝
居
は
最
大

の
娯
楽
で
し
た
。
神
社
境
内
に
は
舞
台

が
建
て
ら
れ
、
地
域
に
住
む
人
た
ち
は

芝
居
を
鑑
賞
し
た
り
、
自
分
た
ち
も
演

じ
た
り
し
て
楽
し
ん
で
い
ま
し
た
。
田

熊
の
舞
台
は
、
そ
う
し
た
中
で
明
治
４

年
（
１
８
７
１
）
に
建
て
ら
れ
た
本
格

的
な
歌
舞
伎
舞
台
で
す
。

　
直
径
４
メ
ー
ト
ル
の
回
り
舞
台
を
備

え
て
い
て
、
背
景
の
壁
を
く
り
抜
い
た

窓
か
ら
見
え
る
山
々
や
、
木
立
の
緑
を

舞
台
背
景
と
し
て
利
用
す
る
な
ど
、
地

域
の
特
徴
を
活
か
し
た
造
り
と
な
っ
て

い
ま
す
。

　
し
か
し
、
時
が
経
つ
に
つ
れ
て
他
の

娯
楽
が
増
え
、
歌
舞
伎
を
楽
し
む
人
も

減
っ
て
い
き
ま
し
た
。
数
年
に
一
度
は

地
域
の
青
年
部
や
消
防
団
が
中
心
と

な
っ
て
公
演
し
て
い
ま
し
た
が
、
平
成

17
年
を
最
後
に
途
絶
え
て
い
ま
し
た
。

地
域
文
化
の
継
承
の
た
め

　
こ
の
ま
ま
で
は

農
村
歌
舞
伎
の
文

化
が
消
滅
し
て
し

ま
う
と
危
機
感
を

抱
い
て
い
ま
し
た
。

　
こ
の
地
域
に
は

全
国
的
に
も
珍
し

い
利
用
可
能
な
回

り
舞
台
が
あ
り
、
当
時
役
者
や
囃は

や
し子

方か
た

（
演
奏
者
）
を
務
め
て
い
た
人
が
ま
だ

残
っ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
今
年
は
国
の

文
化
財
指
定
50
周
年
。
地
域
の
文
化
を

後
世
に
引
き
継
ぐ
最
後
の
チ
ャ
ン
ス
だ

と
思
い
「
広
野
子
ど
も
歌
舞
伎
」
の
立

ち
上
げ
を
決
め
ま
し
た
。

　
十
数
年
ぶ
り
の
復
活
で
、
子
ど
も
た

ち
が
興
味
を
持
っ
て
く
れ
る
か
な
ど
多

く
の
不
安
が
あ
り
ま
し
た
。
始
ま
っ
て

み
る
と
、
地
域
や
小
学
校
、
横
仙
歌
舞

伎
の
皆
さ
ん
な
ど
の
支
え
も
あ
り
、
盛

り
上
が
り
を
感
じ
て
い
ま
す
。

　
広
野
こ
ど
も
歌
舞
伎
に
は
、
広
野
小

学
校
２
～
６
年
生
の
15
人
が
集
ま
っ
て

く
れ
ま
し
た
。
子
ど
も
た
ち
は
、
秋
の

公
演
に
向
け
、
せ
り
ふ
を
一
生
懸
命
覚

え
な
が
ら
稽
古
に
励
ん
で
い
ま
す
。

主
体
は
子
ど
も
た
ち

　
子
ど
も
た
ち
に
は
と
に
か
く
楽
し
ん

で
も
ら
い
た
い
で
す
。
ま
た
来
年
も
歌

舞
伎
を
し
た
い
と
思
え
る
の
が
一
番
。

こ
の
子
ど
も
歌
舞
伎
を
き
っ
か
け
に
、

大
人
に
な
っ
た
子

ど
も
た
ち
が
「
今

年
も
歌
舞
伎
を
や

ろ
う
」
と
、
次
の

世
代
に
つ
な
い
で

い
く
よ
う
な
未
来

に
な
れ
ば
嬉
し
い

で
す
。

　田熊八幡神社の境内にある「田熊の舞
台」。国の重要有形民俗文化財に指定さ
れ今年で 50年になります。かつて行わ
れていた農村歌舞伎を後世に引き継ぐた
め「広野子ども歌舞伎」を立ち上げた実
行委員会の皆さんに、舞台の歴史や文化
の継承について話を聞きました。

　
ご
ん
ご
ま
つ
り
の
取
材
に
行
き
ま

し
た
。
何
種
類
も
の
屋
台
が
建
ち
並

び
、
人
で
埋
め
尽
く
さ
れ
た
河
川
敷
。

に
ぎ
わ
う
様
子
に
心
が
躍
り
ま
し
た
。

ご
ん
ご
ま
つ
り
の
最
後
を
飾
る
の
は

花
火
！
夏
の
夜
空
に
咲
く
大
輪
の

花
々
は
大
迫
力
で
し
た
。
多
く
の
人

が
、
同
じ
場
所
に
集
ま
り
同
じ
空
を

見
上
げ
、
同
じ
時
を
過
ご
せ
る
こ
の

瞬
間
を
大
切
に
思
い
ま
し
た
。

　
津
山
自
慢
で
田
熊
の
舞
台
を
取
材

し
ま
し
た
。
子
ど
も
歌
舞
伎
の
真
剣

な
稽
古
の
様
子
や
、
実
行
委
員
会
の

熱
意
に
胸
が
熱
く
な
り
ま
し
た
。
中

に
は
曾
祖
母
が
田
熊
の
舞
台
に
立
っ

て
い
た
と
い
う
子
ど
も
も
い
て
、
文

化
を
継
承
す
る
タ
イ
ミ
ン
グ
に
立
ち

会
え
た
貴
重
な
取
材
で
し
た
。
素
晴

ら
し
い
津
山
の
文
化
を
、
こ
れ
か
ら

も
応
援
し
て
い
き
た
い
で
す
。

　
ご
ん
ご
ま
つ
り
、
か
も
の
夏
ま
つ

り
を
取
材
し
ま
し
た
。
訪
れ
た
人
の

に
ぎ
わ
い
や
大
迫
力
の
花
火
を
撮
影

で
き
た
嬉
し
さ
と
同
時
に
、
家
路
に

就
く
人
の
後
ろ
姿
に
夏
の
終
わ
り
を

感
じ
ま
し
た
。
寂
し
さ
も
束
の
間
、

次
は
秋
祭
り
の
季
節
。
４
年
ぶ
り
に

開
催
さ
れ
る
行
事
も
あ
り
ま
す
。
た

く
さ
ん
の
笑
顔
に
出
会
え
る
の
を
楽

し
み
に
、
取
材
に
励
み
ま
す
！（
☀☀
）

（
）

（
）

昭和20年代の広野の農村歌舞伎

子ども歌舞伎の練習


