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No.805 特色ある「お飾り」を受け継ぐ
中島昭治さん 千恵子さん(下田邑)

つやまじまん

vol.1

ええととここ
いいっっぱいぱい
え ええととここ

いいっっぱいぱい
え

津山城（鶴山公園）
令和２年11月19日撮影
津山城（鶴山公園）
令和２年11月19日撮影

2021.12 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

2021（令和3年)
No.805

12

この大地と　その先へ
特集

慢慢慢津山

ええとこいっぱい

　田邑地域には、他の地域とは少し違う
お飾りが伝わっています。昭和40年頃
まで盛んに作られ、販売されていたとい
う「田邑型」のお飾り。高齢化などで生
産者が減る中、今も販売を続ける中島さ
ん夫妻に、お飾りの特徴や思いを聞きま
した。

戦
前
か
ら
続
く
独
特
な
形

　
一
般
的
な
眼
鏡
型
の
お
飾
り
は
、
ワ

ラ
の
束
を
左
右
に
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
を

２
本
に
分
け
て
縄
状
に
し
ま
す
。「『
田

邑
型
』
は
左
右
を
３
本
ず
つ
に
分
け
、

２
本
を
縄
に
し
た
後
も
う
１
本
を
よ
り

合
わ
せ
ま
す
。
左
右
の
縄
を
輪
に
す
る

時
、
少
し
内
側
に
閉
じ
る
よ
う
に
す
る

の
も
特
徴
」
と
語
る
昭
治
さ
ん
。
約
45

年
前
に
地
域
の
人
か
ら
教
わ
り
、
作
り

始
め
た
そ
う
で
す
。

　
昭
治
さ
ん
が
縄
を
な
い
、
形
に
な
っ

た
お
飾
り
に
、
水
引
な
ど
を
飾
り
付
け

る
の
は
千
恵
子
さ
ん
の
役
目
。「
商
店

な
ど
に
卸
す
も
の
と
直
接
知
人
や
友
人

に
販
売
す
る
も
の
、
合
わ
せ
て
千
個
ほ

ど
作
り
ま
す
。
大
き
さ
が
５
種
類
あ
り
、

『
の
れ
ん
』
や
『
え
び
』
な
ど
の
違
う

形
も
、
少
し
で
す
が
作
っ
て
い
ま
す
」。

お
客
さ
ん
に
喜
ば
れ
る
も
の
を

　
７
月
下
旬
に
、
お
飾
り
に
使
う
稲
を

青
刈
り
し
ま
す
。「
以
前
は
米
の
収
穫

後
の
ワ
ラ
を
使
っ
て
い
ま
し
た
が
、
色

が
青
い
も
の
を
好
む
人
が
多
い
の
で
、

10
年
ほ
ど
前
か
ら
専
用
に
育
て
て
い
ま

す
。
途
中
で
色
が
悪
く
な
ら
な
い
よ
う
、

乾
燥
時
間
を
調
整
し
た
り
、
冷
蔵
庫
で

保
存
し
た
り
し
ま
す
」。

　
ワ
ラ
を
乾
燥
さ
せ
た
後
、
10
月
か
ら

本
格
的
に
作
り
始
め
、
最
も
忙
し
く
な

る
の
は
12
月
。
昆
布
、
ダ
イ
ダ
イ
、
ホ

ン
ダ
ワ
ラ
な
ど
の
縁
起
物
を
仕
入
れ
、

飾
り
付
け
ま
す
。

　
「
あ
ま
り
早
く
準
備
す
る
と
傷
ん
で

し
ま
う
。
き
れ
い
な
お
飾
り
で
気
持
ち

よ
く
新
年
を
迎
え
て
欲
し
い
の
で
、
出

荷
直
前
に
飾
り
付
け
ま
す
。
ウ
ラ
ジ
ロ

は
、
お
飾
り
の
大
き
さ
に
合
っ
た
も
の

を
、
山
で
探
し
て
採
っ
て
く
る
ん
で
す

よ
」
と
、
こ
だ
わ
り
を
語
り
ま
す
。
他

に
も
、
ダ
イ
ダ
イ
が
落
ち
な
い
よ
う
水

引
で
包
む
よ
う
に
取
り
付
け
る
な
ど
、

「
田
邑
型
」
の
形
を
守
り
な
が
ら
、
よ

り
喜
ん
で
も
ら
う
工
夫
を
重
ね
て
い
ま

す
。

伝
統
を
次
の
世
代
へ

　
現
在
「
田
邑
型
」
の
お
飾
り
は
、
自

宅
や
身
内
用
に
作
る
人
は
い
る
も
の
の
、

販
売
用
に
数
多
く
作
っ
て
い
る
の
は
中

島
さ
ん
夫
妻
だ
け
だ
と
い
い
ま
す
。

　
昭
治
さ
ん
は
「
お
飾
り
が
好
き
だ
か

ら
、
続
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
お
飾

り
を
求
め
て
く
れ
る
人
の
た
め
、
も
っ

と
良
い
も
の
を
作
り
続
け
た
い
」。
千

恵
子
さ
ん
は
「
地
域
の
中
で
、
お
飾
り

作
り
の
講
習
会
を
し
た
い
と
思
っ
て
い

ま
す
。
他
の
地
域
か
ら
『
田
邑
型
』
の

お
飾
り
を
作
り
た
い
と
、
勉
強
に
来
た

グ
ル
ー
プ
も
あ
り
ま
し
た
。
若
い
人
や

子
ど
も
た
ち
に
田
邑
の
伝
統
を
知
っ
て

も
ら
い
、
引
き
継
い
で
欲
し
い
」
と
、

笑
顔
で
話
し
ま
し
た
。

　
歴
史
あ
ら
か
る
と
の
コ
ー
ナ
ー
で

古
い
写
真
を
紹
介
す
る
際
は
、
写
真

の
現
在
の
場
所
を
探
し
て
撮
影
し
ま

す
。
今
回
与
え
ら
れ
た
ヒ
ン
ト
は「
美

作
加
茂
駅
で
は
な
い
か
」
と
い
う
話

と
写
真
。
現
地
を
歩
き
回
る
も
し
っ

く
り
こ
ず
、
地
元
の
職
員
に
聞
き
、

た
ど
り
着
い
た
の
が
美
作
河
井
駅
で

し
た
。
ち
ょ
っ
と
し
た
謎
解
き
取
材

の
結
果
は
正
解
で
し
ょ
う
か
。（
☽
）

　
「
自
分
に
価
値
あ
る
モ
ノ
」「
人
と
の

つ
な
が
り
」「
師
と
仰
ぐ
人
の
元
へ
」。

特
集
記
事
は
３
人
の
農
業
者
を
軸
に

し
た
内
容
で
す
。
挫
折
を
経
験
し
、

そ
こ
か
ら
立
ち
上
が
る
姿
、
そ
の
強

い
意
志
を
記
事
に
し
た
い
…
。
こ
の

よ
う
な
気
持
ち
で
作
り
ま
し
た
。
記

事
を
通
し
て
感
じ
た
「
乗
り
越
え
ら

れ
な
い
試
練
は
な
い
」。
こ
の
言
葉
を

胸
に
新
年
を
迎
え
た
い
で
す
。（
三
） 

　
津
山
自
慢
の
写
真
で
中
島
さ
ん
夫

妻
が
持
つ
お
飾
り
は
、
５
種
類
の
う

ち
二
番
目
に
大
き
い
も
の
で
、
玄
関

に
飾
る
人
が
多
い
そ
う
で
す
。
一
番

小
さ
い
も
の
は
、
水
神
様
や
自
動
車

に
ち
ょ
う
ど
良
い
大
き
さ
。
今
ま
で

車
に
お
飾
り
を
付
け
て
い
ま
せ
ん
で

し
た
が
、
年
末
に
飾
っ
て
、
新
し
い

年
も
無
事
故
で
過
ご
せ
る
よ
う
、
気

持
ち
を
切
り
替
え
た
い
で
す
。（
☀☀
）

▲３本で縄をなう様子。まず２本で縄をない、もう１本をより合わせる

➡




