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まちかど通信

　ハイトピア伊賀で酉の春展を開催しました。
　これは、毎年恒例の干支の春展で、今年の干支の「酉」にち
なんだ 82点の絵馬が並びました。
　また、今年の作品のほかにも、過去の酉年である昭和 32年、平成
17年の春展で展示された絵馬や、上野公民館サークルによる干支にち
なんだ作品などを展示しました。
　そのほか、小学生以下の子どもの作品を対象とした「子どもの部」も
開催し、絵の具やクレヨンできれいにぬられた絵などかわいらしい作
品がそろいました。

酉
とり

の春展（１月４～７日）

飛躍の年になるように

　新成人の門出を祝い、成人式を行いました。今年も中学
校区ごとに市内９カ所の会場を設け、それぞれの実行委員
会の発案により独自の趣向をこらした運営をしました。

　会場のひとつとなった前田教育会館で
は、小・中学校時代の恩師が登場し、新
成人から恩師へ花束が贈呈されました。
　恩師である先生方は、新成人へのメッ
セージとして、お祝いの言葉とともに、
現在の学校の様子や新成人たちとの思い
出話などを語り、再会の喜びを分かち合
いました。
　そのほかにも、小学校時代の写真をス
ライドショーで映し出す企画などがあり、
新成人たちは自分や仲間の当時の姿を懐
かしみながら、思い出話に花を咲かせて
いる様子でした。

平成 29 年成人式（１月８日）

立派に成長しました！

※掲載広告について不明な点は直接広告主へお問い合わせください。

▲「子どもの部」の作品

▲会場には個性豊かな絵
　馬が展示され、訪れた
　人は興味深そうに眺め
　ていました。

▲恩師に花束を渡す新成人たち
▲今年は 935人が成人し、717人が
　成人式に参加しました。
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　上野歴史民俗資料館で上野天神祭の
お囃子体験会を開催しました。今回の
体験会は、上野天神祭のダンジリ行事
がユネスコ無形文化遺産に登録された
ことを記念して開催したものです。

　参加者は、上野向島町の囃子方である翔
しょう

英
えい

会から、お囃子に使われる鉦
かね

や太鼓の叩き方を教わりました。鉦は「コン、チキチ、チキチ、チキチ」
というリズムで叩き、太鼓は力強く叩くという説明を受け、指導者の笛に
合わせて鉦と太鼓を演奏しました。
　この日は 11人が参加し、伝統文化に触れる貴重な体験をしました。

上野天神祭のお囃子体験会（１月 14 日）

ダンジリのお囃
はや

子
し

に挑戦！

出で
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め
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き

は
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時
代
か
ら
続
く
行
事

　
伊い

が賀
市
で
は
、
毎
年
正
月
に
消し
ょ
う

防ぼ
う

署し
ょ

の
職し

ょ
く
い
ん員

と
消
し
ょ
う

防ぼ
う

団だ
ん
い
ん員

が
集
ま

り
、
消
し
ょ
う
防ぼ
う
出で

初ぞ
め
式し
き
と
い
う
行
事
を

行
っ
て
い
ま
す
。

　

出で

初ぞ
め

式し
き

の
歴
史
は
江え

ど戸
時
代

に
さ
か
の
ぼ
り
ま
す
。
１
６
５
７
（
明め
い
れ
き暦

３
）
年
に
「
明め
い
れ
き暦

の
大
火
」
と
呼よ

ば
れ
る
火か

災さ
い

が
江え

ど戸
で
起
こ
り
、
ま
ち
の
大
半
を
焼
き

つ
く
し
ま
し
た
。
こ
れ
を
き
っ
か
け
に
幕ば
く

府ふ

は
防ぼ
う

火か

に
力
を
入
れ
、
翌よ
く
ね
ん年
に
新
し
い
消
し
ょ
う
ぼ
う防

組そ

織し
き

「
定じ
ょ
う
び
け
し

火
消
」
が
作
ら
れ
ま
し
た
。

　

そ
し
て
、
１
６
５
９
（
万
治
２
）
年
の
正

月
に
、
江
戸
の
上
野
東
照
宮
で
定じ
ょ
う
び
け
し

火
消
が
集

ま
り
、
防ぼ
う

火か

へ
の
意
気
込ご

み
を
見
せ
た
こ
と

が
出で

初ぞ
め

式し
き

の
始
ま
り
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
さ
ら
に
、
住
民
に
よ
る
町ま
ち
び
け
し

火
消
も
作
ら
れ
、

定じ
ょ
う
び
け
し

火
消
は
消し
ょ
う
ぼ
う
し
ょ

防
署
、
町ま
ち
び
け
し

火
消
は
消し
ょ
う
ぼ
う
だ
ん

防
団
の
原

型
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
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全
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ょ
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う防
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め
式し
き

　

伊い

が賀
市
の
出で

初ぞ
め

式し
き

で
は
、
消し

ょ
う
ぼ
う
し
ょ
く
い
ん

防
職
員
と
消
し
ょ
う

防ぼ
う

団だ
ん
い
ん員
の
行
進
や
消
し
ょ
う

防ぼ
う

車
の
パ
レ
ー
ド
、
消
し
ょ
う

防ぼ
う

団だ
ん
い
ん員
の
姿し

勢せ
い

や
服ふ
く
そ
う装
の
点て
ん
け
ん検
な
ど
を
行
い

　
　
　
　
　
　
　
　

ま
す
。
ま
た
、
保ほ

育い
く

所

（
園
）
の
子
ど
も
た
ち
に
よ
る
幼よ

う
ね
ん年
消し
ょ
う

防ぼ
う
ク
ラ

ブ
員
が
「
防ぼ
う

火か

の
誓ち
か

い
」
を
行
い
ま
す
。

　

全
国
で
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
内な
い
よ
う容
で
出で

初ぞ
め

式し
き

が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

東
京
消し
ょ
う

防ぼ
う

出で

初ぞ
め

式し
き

で
は
、
音
楽
隊
な
ど
の

演え
ん
そ
う奏

、
消
し
ょ
う

防ぼ
う

車
両
の
パ
レ
ー
ド
、
ヘ
リ
コ
プ

タ
ー
の
飛
行
、
伝で
ん
と
う統
の
は
し
ご
乗
り
演え
ん

技ぎ

な

ど
を
行
い
ま
す
。

　

お
隣と
な
りの

名な

張ば
り

市し

で
は
、
ポ
ン
プ
車
な
ど
を

使
っ
て
、
赤
・
青
・
紫
む
ら
さ
きな
ど
７
色
の
一い
っ
せ
い斉
放

水
な
ど
を
行
っ
て
い
ま
す
。

出で

初ぞ
め

式し
き

を
通
し
て
安
心
と
防ぼ
う

火か

意い

識し
き

を

　

こ
の
よ
う
に
、
出で

初ぞ
め

式し
き

は
、
新
年
の
始
ま

り
に
あ
た
り
、
消し

ょ
う
ぼ
う
し
ょ
く
い
ん

防
職
員
・
消

し
ょ
う

防ぼ
う

団だ
ん
い
ん員

な
ど

が
、
改
め
て
「
大
切
な
ま
ち
・
ひ
と
を
守
る
」

と
い
う
決
意
を
す
る
と
と
も
に
、
市
民
の
み

な
さ
ん
に
「
安
全
・
安
心
」
を
身
近
に
感
じ
、

防ぼ
う

火か

の
意い

識し
き

を
高
め
て
も
ら
う
た
め
に
行
っ

て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
み
な
さ
ん
に
、
将

し
ょ
う

来ら
い

消し
ょ
う

防ぼ
う

活
動
に

参
加
し
て
も
ら
い
、自
分
た
ち
の
ま
ち
を
守
っ

て
ほ
し
い
と
い
う
願
い
を
込こ

め
て
い
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
】　
消

し
ょ
う
ぼ
う防
救
急
課
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伊
賀
市
の
出
初
式

防ぼ
う

団だ
ん
い
ん員
の
行
進
や
消
し
ょ
う

防ぼ
う

団だ
ん
い
ん員
の
姿し

勢せ
い

や
服ふ
く
そ
う

　
　
　
　
　
　
　
　

ま
す
。
ま
た
、

小・中
学
生
の
た
め
の
コ
ラ
ム
で
す

本紙６ページの
「消

しょうぼう

防出
で ぞ め し き

初式」に
ついて、わかりやすく解

か い せ つ

説します。

こども広場
「防
ぼう

火
か

の意
い

識
しき

を持とう」

します。します。します。

▲指導者と向かい合って太鼓の演奏を
　教わる様子

▲鉦を演奏する子どもたち


