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お
祭
り
は
子
ど
も
達
が
仕
切
っ
て
い
た 

昭
和
13
年
ご
ろ
、
当
時
の
鍋
ヶ
谷
戸

の
子
ど
も
達
に
と
っ
て
ま
つ
り
囃
子
と

い
え
ば
天
王
ば
や
し
で
、
地
域
の
子
ど
も

達
は
普
通
に
天
王
ば
や
し
の
太
鼓
を
叩

い
た
そ
う
で
す
。
♪
カ
ッ
カ
ー
ド
ン
ド
ン 

カ
ッ
カ
ー
ド
ン
ド
ン
…
…
♪
と
い
う
リ

ズ
ム
は
時
を
経
た
今
も
、
皆
さ
ん
の
心

と
体
に
今
も
刻
み
こ
ま
れ
て
い
ま
す
。 

当
時
の
お
祭
り
は
熊
川
神
社
内
に
あ

る
天
王
様
の
お
祭
り
で
し
た
。
天
王
様
と

は
牛
頭
（
ご
づ
）
天
王
の
こ
と
で
す
。
毎

年
７
月
31
日
が
宵
宮
（
よ
い
の
み
や
）
、

８
月
１
日
が
本
祭
で
し
た
。
な
お
、
内

出
・
南
は
真
福
寺
の
西
側
に
あ
る
神
社
が

天
王
様
で
す
。 

高
等
科
２
年
生
が
親
方
に
な
っ
て 

鍋
ヶ
谷
戸
の
子
ど
も
達
は
４
月
早
々

か
ら
福
生
院
に
集
ま
り
、
お
祭
り
の
準
備

を
し
た
そ
う
で
す
。
集
ま
る
場
所
を
宿

（
や
ど
）
と
言
い
、
他
に
も
「
中
西
」（
な

か
に
し
＝
野
島
茂
雄
宅
）
や
児
島
米
店
さ

ん
の
蚕
室
や
物
置
も
使
っ
て
い
た
そ
う

で
す
。 

学
校
が
終
わ
る
と
、
毎
日
の
よ
う
に
子

ど
も
達
は
宿
に
集
ま
り
ま
す
。
高
等
科
２

年
生
（
現
在
の
中
学
２
年
生
）
が
親
方
（
お

や
か
た
）
に
な
っ
て
、
神
輿
や
山
車
、
花

万
燈
や
あ
ば
れ
万
燈
（
写
真
②
）
な
ど
を

作
り
ま
す
。
竹
は
ハ
ケ
沿
い
か
ら
取
っ
て

き
ま
す
。
新
聞
紙
を
ぬ
ら
し
て
型
を
つ
く

り
、
最
後
に
き
れ
い
な
紙
で
仕
上
げ
、
絵

の
具
を
塗
り
ま
す
。
五
月
人
形
な
ど
を
上

に
載
せ
、
飾
り
付
け
を
し
ま
す
。
小
麦
粉

（
糊
を
作
る
）
や
卵
（
響
き
が
良
く
な
り
、

や
ぶ
け
な
い
よ
う
に
太
鼓
に
塗
る
）
を
も

ら
っ
て
き
た
り
、
十
二
天
や
滝
山
の
方
に

榊
（
さ
か
き
）
を
取
り
に
い
っ
た
り
し
ま

し
た
。
特
に
低
学
年
は
い
ろ
い
ろ
な
下
働

き
が
あ
り
ま
し
た
。
お
賽
銭
な
ど
の
お
金

の
管
理
は
親
方
が
行
い
ま
し
た
。 

拝
島
で
内
出
・
南
と
競
り
合
う 

祭
り
の
初
日
は
榊
を
担
い
で
町
内
を

ま
わ
り
ま
す
。
神
輿
が
通
る
道
を
榊
で
お

清
め
を
す
る
と
い
う
こ
と
か
ら
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。 

小
学
校
１
、
２
年
生
は
太
鼓
の
綱
引
き
、

３
年
生
が
太
鼓
を
叩
く
、
４
年
、
５
年
生

は
長
い
提
灯
を
持
っ
て
、
周
り
を
守
り
ま

す
。
学
年
で
役
割
が
決
ま
っ
て
い
た
よ
う

で
す
。 

一
列
に
整
列
し
て
、
福
生
院
を
出
発
し
、

ま
ず
齋
藤
菊
蔵
さ
ん
の
家
に
寄
り
ま
す
。

そ
れ
か
ら
鍋
ヶ
谷
戸
を
ま
わ
り
ま
す
。
寄

る
家
は
決
ま
っ
て
い
ま
す
。 

夜
は
拝
島
駅
の
方
ま
で
行
き
ま
す
。
お

神
輿
を
か
つ
い
だ
り
、
太
鼓
を
叩
い
た
り

し
て
い
き
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
内
出
・
南

が
下
か
ら
あ
が
っ
て
く
る
と
、
神
輿
を
ぶ

つ
け
っ
こ
し
ま
す
。
提
灯
持
ち
が
ま
わ
り

を
守
り
ま
す
。
鍋
ヶ
谷
戸
の
方
が
は
る
か

に
人
数
は
多
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。 

当
時
は
奥
多
摩
街
道
か
ら
東
側
は
家

が
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
主
に

旧
道
筋
（
今
の
熊
川
通
り
）
を
回
り
ま
し

た
。 

お
神
輿
を
鍋
一
に
、
太
鼓
を
鍋
二
に 

そ
の
よ
う
に
戦
前
の
祭
り
囃
子
は
天

王
ば
や
し
で
し
た
。 

戦
後
ま
も
な
く
、
地
域
の
青
年
達
が
重

松
囃
子
を
再
興
し
、
隆
盛
を
み
せ
る
と
重

松
流
と
の
共
存
の
時
代
を
経
て
次
第
に

わ
た
し
の
く
ら
し 

地
域
の
歴
史
⑯ 

鍋
ヶ
谷
戸
の
天
王
ば
や
し 

―
天
王
ば
や
し
は
祇
園
囃
子
の
流
れ
を
汲
む
哀
愁
を
帯
び
た
も
の
で
、
江
戸
時
代
か
ら
福
生
村
、
熊
川
村
で
行
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。

戦
後
、
天
王
ば
や
し
は
衰
退
し
て
し
ま
い
ま
す
が
、
鍋
二
町
会
で
は
森
田
泉
氏
を
中
心
に
復
活
の
動
き
が
あ
り
、
昭
和
51
年
に
太
鼓
を
新

調
し
、
夏
祭
り
で
の
町
内
巡
行
が
実
現
し
ま
し
た
。
今
回
は
平
成
27
年
10
月
11
日
と
28
年
２
月
14
日
に
行
っ
た
白
梅
歴
史
懇
話
会
で

の
森
田
勇
さ
ん
（
昭
和
３
年
生
ま
れ
）
、
齋
藤
巽
さ
ん
（
昭
和
３
年
生
ま
れ
）
、
森
田
静
恵
さ
ん
（
森
田
泉
氏
の
奥
様
）
、
松
尾
輝
昭
さ
ん

（
元
鍋
二
囃
子
連
代
表
）
ほ
か
ご
参
加
の
皆
さ
ん
か
ら
の
お
話
や
地
域
の
方
へ
の
取
材
を
通
し
て
、
簡
単
に
ま
と
め
て
み
ま
し
た
。
― 
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天
王
ば
や
し
は
衰
退
し
て
い
き
ま
す
。 

昭
和
21
年
に
鍋
ヶ
谷
戸
が
第
一
と
第

二
に
分
離
、
昭
和
28
年
に
鍋
ヶ
谷
戸
第

二
町
会
が
発
足
し
ま
す
が
、
そ
れ
以
後
も

し
ば
ら
く
は
鍋
ヶ
谷
戸
と
し
て
お
祭
り

を
や
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。 

鍋
二
で
の
天
王
ば
や
し
復
活 

鍋
二
町
会
で
は
森
田
泉
氏
を
中
心
に
、

有
志
が
天
王
ば
や
し
の
復
活
に
心
血
を

注
ぎ
ま
す
。
昭
和
51
年
に
太
鼓
を
購
入

し
、
そ
の
年
の
夏
祭
り
に
天
王
ば
や
し
が

鍋
二
町
内
を
巡
行
し
ま
し
た
。 

町
内
巡
行
に
あ
た
り
、
太
鼓
を
引
き
回

す
山
車
（
台
車
）
を
作
る
こ
と
が
発
案
さ

れ
、
森
田
一
さ
ん
（
森
田
建
築
）
に
作
っ

て
も
ら
い
ま
し
た
。
そ
れ
を
森
田
泉
さ
ん

が
塗
装
し
、
ま
た
森
田
板
金
さ
ん
に
両
脇

の
飾
り
を
作
っ
て
も
ら
っ
た
そ
う
で
す
。 

鍋
ヶ
谷
戸
の
天
王
ば
や
し
の
い
ま 

 

現
在
、
鍋
二
町
会
で
は
杉
山
行
男
さ
ん

ら
が
天
王
ば
や
し
を
子
ど
も
達
に
伝
え

る
活
動
を
し
て
い
ま
す
。
鍋
一
町
会
で
は

Ｐ
Ｔ
Ａ
支
部
や
子
供
会
が
カ
ッ
カ
ー 

ド
ン
ド
ン
を
受
け
つ
い
で
継
続
的
に
夏

祭
り
で
地
域
を
回
っ
て
い
ま
す
。 

写
真
③
の
お
神
輿
に
つ
い
て 

 

戦
後
、
鍋
ヶ
谷
戸
の
青
年
有
志
が
お
神

輿
を
作
る
こ
と
を
発
案
し
、
膳
腕
倉
の
と

こ
ろ
で
作
っ
た
そ
う
で
す
。
（
天
野
建
築

さ
ん
と
の
説
も
あ
り
。
） 

と
て
も
大
き

く
重
た
い
お
神
輿
で
し
た
。
そ
の
後
、
こ

の
お
神
輿
は
南
田
園
一
丁
目
町
会
に
譲

ら
れ
た
と
の
こ
と
で
す
。 

 

ま
だ
ま
だ
わ
か
ら
な
い
こ
と
ば
か
り 

 

年
齢
差
に
よ
る
時
代
の
相
違
や
居
合
わ
せ

た
場
面
の
違
い
、
伝
え
聞
い
た
話
な
ど
が
入

り
混
じ
り
、
な
か
な
か
整
理
で
き
な
い
状
況

で
す
。
昭
和
が
遠
く
な
っ
て
い
く
中
で
、
今

だ
か
ら
こ
そ
地
域
の
歴
史
を
掘
り
起
し
、
伝

え
て
い
く
必
要
を
強
く
感
じ
ま
し
た
。 

記
述
に
つ
い
て
の
間
違
い
な
ど
な
ん
な
り

と
白
梅
分
館
に
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。
ま
た
、

皆
さ
ん
の
情
報
を
ぜ
ひ
と
も
お
寄
せ
く
だ
さ

い
。 
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≪金木犀≫（太極拳） 

 楊名時太極拳はすぐに身につきます。呼吸法と合わせ、リラックス効果も抜群です。 

見学・体験だけでも大歓迎です。 

活動日 毎週金曜日 午後１時 30 分～３時 

会 費 月額 2,000 円    連絡先 山田 042-530-6019 

≪いろは会≫（かな習字） 
 女性 7 名でかな文字（短歌、俳句）

と実用の書を学んでいます。初心者の

方は基礎の｢いろは｣から始めます。

「無我の境地に浸れる」こんなひとと

きを味わってみませんか？ 

活動日 第 2・第 4 木曜日 

    午後１時 30 分～３時 30 分 

会 費 月額 2,000 円 

入会金 1,000 円 

連絡先 吉岡 042-553-6920 

≪福生市民コーラス≫（女声合唱） 
福生市公民館合唱講座をきっかけに発足した

福生市民コーラスも、今年で 40 周年を迎えま

した。 

 親しみやすい曲やクラシックの名曲などを練

習しています。ぜひ、一度見学にいらしてくだ

さい。 

※体験入会可、１ヶ月会費無料 

活動日 月３回土曜日 午前 10 時～正午 

会 費 月額 3,000 円 

連絡先 坂戸 042-553-3573 

ただいま会員募集中！

公民館白梅分館を利用しているサークルの会員募集です。 

♡ ♡ 
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