
[Info]津軽三味線コンサート
 ～神

かみ
谷
や

茂
たかふみ

良 西日本初公演～

結 MUSUBI
３月23日㈯　開場15時30分～

中央公民館 大ホール　全席自由
前売券 3,000円　当日券 3,500円
小学生以下無料（※電話予約必要）
問 コンサート実行委員会（☎090-6424-1366）

書
く
文
化

祈る文化

雨
乞
い
と
い
う
文
化

　

昔
、
雨
が
降
ら
な
い
日
が
続

く
旱か
ん
ば
つ魃

は
、
農
家
に
と
っ
て
と

て
も
苦
し
い
も
の
で
し
た
。
そ
こ

で
人
々
は
、「
雨
乞
い
」
と
い
う

雨
を
降
ら
せ
て
も
ら
う
お
祈
り
の

儀
式
を
行
っ
て
い
ま
し
た
。
市
内

各
地
で
、
そ
の
様
子
に
違
い
が
あ

り
、
例
え
ば
松
前
町
の
海
水
を
汲

み
、
河
之
内
地
区
に
あ
る
雨
瀧
に

奉
持
す
る
こ
と
で
、
雨
瀧
の
竜
の

神
様
を
怒
ら
せ
て
雨
を
降
ら
せ
て

い
た
と
か
。
往
復
約
58
㎞
の
道
を
、

直
射
日
光
を
浴
び
な
が
ら
海
水
を

持
っ
て
歩
い
て
い
く
こ
と
は
容
易

で
は
な
か
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

儀
式
に
使
用
し
た
お
面
も
伝
え
ら

れ
て
お
り
、
市
の
景
勝
地
と
併
せ

て
歴
史
を
紐
解
く
の
も
面
白
い
で

す
ね
。
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文化とは受け継ぐもの
　全国高校書道パフォー
マンス選手権大会の地と
して有名な愛媛県。県立
東温高校の書道部に在籍
する２年生の２人は東温
市在住です。水泳部と兼
部（２つの部活動に所属す
ること）している江村さん
と、愛媛県高等学校総合
文化祭で優秀賞（全国大会
推薦）を受賞する腕前を持
つ山之内さんは、高校生
らしく文化について考えま
す。「２学年上の先輩が卒
業したあと、書道部は２年

の２人になりました。私た
ちが考える文化は、受け
継いでいくのは大変だけ
ど、昔のことを真似する
だけじゃなくて、新しい工
夫や今の自分たちの考え
を取り入れて、次の世代
に繋いでいくものだと思い
ます。今まで培った技術
やアイデア、考え、もの
の見方などを引き継いで
いくことで新しい価値観
に出合えるものが文化だ
と思います」と次の世代へ
の期待を込めて話してく
れました。

文化
を考える

　皆さんにとって「文化」とは何でしょう？多くの文献
でその定義が議論されていますが、文化は、次代を担
う青少年の健全育成、世代間の交流、地域コミュニティ
を育み、活力に満ちた東温市のまちづくりに不可欠な
ものです。
　創造的で多様な価値観を認め合うまちを目指す東温
市では、誰もが文化・芸術に親しむことができる機会
の創出や活動を進めています。今月の広報とうおんは、
文化がテーマ。活動する皆さんや市の文化財をご紹介
します。読者の皆さんにとっての「文化」とは、何でしょ
うか？

山　
慈
さ
ん（
則
之
内
）

  

皆
で
集
ま
っ
て
楽
し
む
こ
と
が

大
事
で
す
ね

　

大
正
琴
す
み
れ
グ
ル
ー
プ
は
、
他
の
グ

ル
ー
プ
と
一
緒
に
な
り
な
が
ら
も
17
年
活

動
を
続
け
て
い
ま
す
。
大
正
琴
を
40
年

以
上
続
け
る
、
先
生
の
石
丸
さ
ん
は
、

公
民
館
な
ど
で
教
室
を
開
い
て
お

り
、
多
い
と
き
で
は
２
０
０
人
ほ

ど
の
生
徒
さ
ん
を
教
え
て
い
た
こ

と
も
あ
る
そ
う
で
す
。

　
現
在
、
生
徒
の
最
高
年
齢
は
97
歳
。「
大
正
琴
の
優
し
い
音

色
が
大
好
き
で
す
。
グ
ル
ー
プ
が
あ
る
か
ら
用
事
が
で
き

て
、
寝
た
き
り
予
防
に
繋
が
っ
て
い
る
と
感
じ
ま
す
」と

生
徒
さ
ん
は
話
し
ま
す
。
講
師
の
石
丸
さ
ん
は「
み
ん

な
が
集
ま
っ
て
楽
し
ん
で
い
る
こ
と
が
一
番
の
魅
力

で
す
。
合
同
練
習
の
時
は
30
人
く
ら
い
集
ま
る
ん

で
す
よ
。
や
め
よ
う
か
と
思
っ
た
時
も
あ
り
ま

し
た
が
、
生
徒
の
皆
さ
ん
が『
や
め
た
ら
困
り

ま
す
』
と
嬉
し
い
言
葉
を
か
け
て
く
れ
る
の

奏でる文化

生きる力をもらえる三味線
　津軽三味線奏者の 山さんは、
文化を「娯楽でないとだめと思
います」と話します。生きてい
くうえでは楽しみが必要で、だ
からこそ文化は廃れない、無く
ならないものと考える 山さん。

「津軽三味線は元気をもらえるも
のです。昭和初期に形作られた
メロディラインが今も変わらず
伝わっているのは、どの
時代にあっても
人の心を

打つからでしょう。とても力強く、
繊細な奏法で音色を創りあげる
一方で、切なさ、哀愁を漂わせ
るところも魅力です」と楽器が
生まれた風土、歴史を想いなが
ら、話してくれました。

〈２人の作品〉 左：瑞祥新春　右：新年大吉

で
、
で
き
る
限
り
頑
張
っ
て
続

け
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い

ま
す
」
と
、
笑
み
を
浮
か

べ
て
い
ま
し
た
。

江
村　
幹
哉
さ
ん（
北
方
）

山
之
内　
優
希
さ
ん（
南
方
）

特
　
集

石
丸　
愛
子
さ
ん（
上
村
）



ね
り
行
事

　

牛
渕
地
区
の
浮
嶋
神
社
の
秋
祭
り

で
は
、
松
山
地
方
で
は
他
に
例
の
な

い
「
お
ね
り
行
事
」
が
行
わ
れ
ま
す
。

宮
出
し
の
儀
式
が
行
わ
れ
、
神
輿
が

宮
出
し
さ
れ
る
と
「
お
ね
り
」
が
進

め
ら
れ
ま
す
。
西
御
旅
所
―
厳
島
御

旅
所
―
堀
池
御
旅
所
ま
で
の
お
よ
そ

１
㎞
を
小
学
生
や
大
人
が
い
ろ
い
ろ

な
道
具
を
持
っ
て
練
り
歩
き
ま
す
。

行
列
の
順
序
も
進
み
方
も
決
め
ら
れ

て
い
ま
す
。
御
旅
所
に
着
く
と
神
輿

を
す
え
て
厳
か
に
祭
り
の
儀
式
が
行

わ
れ
ま
す
。
４
人
の
舞
姫
の
「
豊
栄

の
舞
（
ほ
う
え
い
の
ま
い
／
お
と
め

舞
）」、
４
人
の
相
撲
力
士
の
土
俵
入

り「
大
和
体
操（
や
ま
と
ば
た
ら
き
）」、

獅
子
舞
な
ど
が
見
物
す
る
人
の
目
を

楽
し
ま
せ
て
く
れ
ま
す
。
夕
方
か
ら

は
、
御
旅
所
か
ら
神
社
へ
と
ひ
き
か

え
す
「
ね
り
も
ど
し
」
が
行
わ
れ
て

行
事
は
終
わ
り
ま
す
。

　

１
０
０
か
ら
１
５
０
年
前
に
は
行

わ
れ
て
い
た
よ
う
で
（
起
源
不
詳
）、

鮮
や
か
な
装
束
の
獅
子
や
振
り
奴
・

御
輿
な
ど
大
勢
の
行
列
が
練
り
歩
き
、

な
か
で
も
、
化
粧
ま
わ
し
を
着
け
た

４
人
の
力
士
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
土

俵
入
り
は
、
見
事
な
演
技
で
す
。
市

の
無
形
民
俗
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て

い
ま
す
。

れきみん企画展示「昭和の衣食住」
期間　５月18日㈯まで
　　　９時～17時15分
れきみんロビー展示「かぶり物事情」
期間　１月13日㈰まで
　　　９時～17時15分
休館　毎週月曜（祝日の場合は開館）
　　　第３日曜・月末・年末年始
問 歴史民俗資料館（☎964-0701）

ま
ち
の
歴
史
探
索
に
…

歴れ

き

み

ん

史
民
俗
資
料
館
が
面
白
い
！

　

東
温
市
内
で
も
多
く
の
文
化
活
動
、
文
化

財
が
存
在
し
て
い
ま
す
。
毎
年
10
月
末
か
ら

11
月
に
は
公
民
館
で
文
化
祭
が
開
催
さ
れ
て

お
り
、
い
き
い
き
と
活
動
す
る
皆
さ
ん
が
印

象
的
で
し
た
。
皆
さ
ん
も
是
非
、
足
を
運
ん

で
文
化
に
触
れ
て
み
て
く
だ
さ
い
。

　

で
は
、
東
温
市
で
育
ま
れ
た
地
域
文
化
に

つ
い
て
の
歴
史
や
資
料
な
ど
は
ど
こ
へ
行
け

ば
分
か
る
の
で
し
ょ
う
か
？
東
温
市
に
は
、

市
立
図
書
館
本
館
３
階
に
「
歴
史
民
俗
資
料

館
（
通
称
れ
き
み
ん
）」
が
あ
り
ま
す
。
れ
き

み
ん
で
は
、
発
掘
調
査
で
出
土
し
た
遺
物
や
、

昔
の
文
書
、
農
具
を
は
じ
め
と
す
る
さ
ま
ざ

ま
な
民
具
な
ど
、
東
温
市
の
郷
土
文
化
に
関

わ
る
歴
史
資
料
を
収
蔵
・
展
示
し
て
い
ま
す
。

　

資
料
館
第
２
展
示
室
で
は
、
期
間
を
定
め

た
企
画
展
示
を
実
施
し
て
お
り
、
５
月
18
日

㈯
ま
で
は
「
昭
和
の
衣
食
住
」
と
題
し
て
、

昭
和
初
期
か
ら
50
年
代
に
使
わ
れ
た
暮
ら
し

の
道
具
を
紹
介
し
て
い
ま
す
。

　
今
回
の
展
示
の
よ
う
に
「
衣
」「
食
」「
住
」

に
分
け
て
昭
和
を
み
る
と
、
ど
の
場
面
に
も

時
代
が
経
験
し
た
大
変
革
の
跡
が
見
ら
れ
ま

す
。
昭
和
が
終
わ
り
、
平
成
に
移
行
し
て
30

年
が
経
ち
、
そ
の
平
成
も
終
わ
ろ
う
と
し
て

い
ま
す
。
１
つ
の
時
代
が
終
わ
ろ
う
と
し
て

い
る
今
、
過
ぎ
去
っ
た
昭
和
と
い
う
日
常
を

改
め
て
眺
め
て
み
ま
せ
ん
か
？
入
館
は
無
料

で
す
。

　

64
年
続
い
た
昭
和
と
い
う
時
代
は
、
日
本

人
の
暮
ら
し
を
大
き
く
変
え
た
時
代
で
も
あ

り
ま
し
た
。
戦
後
、
欧
米
の
生
活
様
式
が
大

き
く
影
響
し
た
こ
と
が
き
っ
か
け
の
一
つ
と

し
て
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
そ
し
て
高
度
経
済
成

長
と
国
際
化
、
情
報
化
と
い
う
世
情
の
中
で

日
本
人
の
生
活
は
さ
ら
に
変
容
し
ま
す
。

出前講座や団体での施設利
用も承っています。お気軽
にお問い合せください。

歴史民俗資料館
学芸員　萬
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（
特
集
お
わ
り
）

特集　文化を考える

I n t e r v i e w

東温市文化協会
会長　大西　としえさん

元東温市文化財保護審議会
会長　和田　義雄さん

人生 100 年時代を豊かに
　長い人生を多様性に満ちた豊かなものにする
ために、環境を変えて多様な人と触れあうこと、
遊びを愛でる心のゆとりが大事です。目に見え
ない本質的な価値、知識やスキル、仲間とのネッ
トワークといった無形資産の形成には、仕事を
しながら地域貢献や趣味、新しいスキルの習得
に時間を割く。趣味や学習、文化のトビラは、
常に身近に門戸を開いています。いざ、たたい
てみてはいかがでしょう。

文化財は未来のためのもの
　文化財は、その時代に行われていたことの存
在証明であり、文化を知ることは郷土愛を深め、
良い人間関係を築いていくことに繋がります。
過去というのは、今の生活と比較することで自
分の行いを改めたり、将来に渡り人間の生活を
続けていくためにとても大切で、未来に繋がる
ものです。
　「なぜこれはこうなっているのか？」。否定す
るのではなく、疑問をもって調べてみると、きっ
と新しい世界に出合えると思います。

市役所

商工会館

県道森松重信線

中央公民館

重信中学校

11

歴史民俗資料館
横河原駅

見奈良駅

田窪駅

牛渕駅

昭和期に着られた服

かわいい形のランプ 黒電話は体験可能 ちゃぶ台や…

湯たんぽもあります これはオーブン

感
謝
す
る
文
化


