
れ
よ
り
前
に
梅
の
造
花
は
存
在

し
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
地
蔵
尊
の
縁
日（
8
月
24
日
）

に
造
花
を
並
べ
て
披
露
し
た
の

が
現
在
の
「
地
蔵
祭
と
梅
の
造

花
」
の
始
ま
り
で
す
。

自
分
だ
け
の
梅
の
造
花

　
梅
の
枝
は
自
然
の
も
の
を
使

い
ま
す
の
で
、
土
台
と
な
る
梅

の
枝
の
付
き
方
や
形
次
第
で
つ

ぼ
み
や
花
び
ら
を
配
置
す
る
場

所
が
変
わ
り
ま
す
。
同
じ
物
を

つ
く
ろ
う
と
思
っ
て
も
で
き
ま

せ
ん
。
同
じ
よ
う
に
花
を
作
っ

て
も
、
花
び
ら
の
重
な
り
具
合

や
花
の
開
き
方
で
個
性
が
出
る

の
で
、
自
分
だ
け
の
梅
の
造
花

を
作
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
魅

力
の
一
つ
で
す
ね
。

伝
統
の
継
承

　
梅
の
造
花
は
、
大
津
町
の
町

指
定
無
形
民
俗
文
化
財
に
選
ば

れ
て
い
ま
す
。
大
津
町
の
宝
を

残
し
続
け
る
た
め
に
も
次
の
世

代
に
広
め
て
い
く
こ
と
が
私
た

ち
の
役
目
と
思
っ
て
い
ま
す
。

総
踊
り

梅の造花肥後大津民芸造花保存会

新
し ん

開
か い

ツキ子
こ

会長
肥後大津民芸造花保存会の師範の一人

継承人 02

お
地
蔵
さ
ん
の
お
供
え

物
に
梅
の
造
花

　

昔
、
大
津
町
で
疫
病
が
流

行
っ
た
と
き
に
た
く
さ
ん
の
子

ど
も
た
ち
が
命
を
落
と
し
て
い

た
そ
う
で
す
。
今
の
よ
う
に
薬

が
な
い
時
代
で
す
の
で
、
病
気

の
治
癒
を
お
地
蔵
さ
ん
に
祈
願

し
て
い
た
そ
う
で
、
そ
の
時
に

梅
の
造
花
を
お
供
え
物
と
し
て

置
い
て
い
た
こ
と
か
ら
、
お
地

蔵
さ
ん
に
は
梅
の
造
花
が
欠
か

せ
な
い
と
聞
い
て
い
ま
す
。
そ

の
た
め
、
地
蔵
祭
で
は
会
場
に

設
置
さ
れ
て
い
る
お
地
蔵
さ
ん

の
隣
に
梅
の
造
花
の
展
示
を

行
っ
て
い
ま
す
。

地
蔵
祭
と
造
花

　

嘉
永
三
年
（
１
８
５
０
年
）

の
寿
賀
廼
舎
日
記
に
「
鶴
口
地

蔵
、
松
古
閑
地
蔵
祭
、
生
花
、

造
花
、
色
々
造
り
物
に
て
存
外

賑
合
い
申
し
候
」
と
記
さ
れ
て

い
ま
す
。
こ
の
日
記
か
ら
も
分

か
る
よ
う
に
、
鶴
口
や
松
古
閑

の
地
蔵
祭
で
造
花
が
あ
り
、
そ

梅の造花って？

世界に一つだけの作品を楽しんでもらうために

蓪
つう
草
そう
紙
し
というカミヤツデ（別名：蓪

つう
脱
だく
木
ぼく
）からつくられる紙

で花びらを、和紙で額を作ります。本物の梅の木に枝を接
木し、枝に花びらと額をつけてできるのが梅の造花です。

梅
の
造
花

竹
た け

永
な が

美
み

重
え

子
こ

さん
大津町文化協会（日本舞踊）の創設時から所
属している。町内で日本舞踊を教える一人。

継承人 03

総
踊
り
の
形　

　

総
踊
り
に
は
「
花
の
大
津
」

「
大
津
音
頭
」
の
２
曲
が
使
わ

れ
て
い
ま
す
。
唄
が
完
成
し
た

後
、
昭
和
48
年
に
大
津
町
日
舞

協
会
が
設
立
し
ま
し
た
。
協
会

に
所
属
す
る
会
員
で
話
し
合
っ

て
振
り
付
け
を
考
え
ま
し
た
。

そ
の
後
、
大
津
地
蔵
祭
で
も
踊

ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
総
踊
り
の
振
り
付
け
は
時
代

に
合
わ
せ
て
変
化
し
て
き
ま
し

た
。
日
本
舞
踊
に
は
手
の
向
き

や
足
の
使
い
方
に
ル
ー
ル
が
あ

り
ま
す
。
そ
の
日
舞
的
な
要
素

を
取
り
入
れ
つ
つ
、
誰
で
も
踊

れ
る
よ
う
な
振
り
付
け
に
す
る

た
め
、
平
成
初
期
に
踊
り
の
振

り
付
け
を
見
直
し
て
い
ま
す
。

そ
れ
以
降
は
、
細
か
い
動
き
の

修
正
を
加
え
つ
つ
も
基
本
の
形

は
変
え
ず
に
踊
ら
れ
続
け
て
き

ま
し
た
。

　
町
内
に
は
日
本
舞
踊
を
教
え

る
流
派
が
い
く
つ
か
あ
り
ま
す

が
、
日
本
舞
踊
の
各
流
派
の
先

生
た
ち
が
大
津
町
文
化
協
会
に

参
加
し
、
日
本
舞
踊
の
文
化
を

継
承
し
て
い
ま
す
。
地
蔵
祭
の

総
踊
り
は
、
各
流
派
の
先
生
が

そ
れ
ぞ
れ
の
団
体
に
踊
り
を
教

みんなと踊れば自然と笑顔がこぼれる
え
て
い
ま
す
。
今
年
は
久
し
ぶ

り
に
総
踊
り
が
行
わ
れ
る
の

で
、
各
流
派
の
先
生
た
ち
と
集

ま
っ
て
踊
り
の
稽
古
を
行
い
ま

し
た
。
そ
れ
か
ら
、
流
派
ご
と

に
踊
り
を
教
え
、
祭
り
当
日
を

迎
え
ま
し
た
。

踊
り
で
伝
え
る
大
津
の
魅
力

　
踊
り
方
は
決
ま
っ
て
い
ま
す

が
、
一
番
は
町
民
の
皆
さ
ん
に

楽
し
く
踊
っ
て
も
ら
う
こ
と
が

大
切
で
す
。
祭
り
の
楽
し
い
思

い
出
は
ふ
る
さ
と
を
想
う
気
持

ち
と
し
て
心
に
残
り
ま
す
。
こ

れ
か
ら
も
大
津
町
の
魅
力
を
、

踊
り
を
通
し
て
伝
え
続
け
て
い

き
た
い
で
す
ね
。

町
民
の
愛
が

次
の
世
代
に
つ
な
が
る

　

３
人
の
継
承
人
に
話
を
聞
い

て
共
通
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
し

た
。
そ
れ
は
、
大
津
町
の
宝
を

残
し
た
い
と
い
う
「
郷
土
愛
」。

　
子
ど
も
た
ち
の
成
長
を
見
守

る
精
神
が
込
め
ら
れ
、
地
域
の

連
帯
感
を
育
ん
で
き
た
地
蔵

祭
、
細
部
に
宿
る
芸
術
と
美
し

さ
で
人
々
の
心
を
癒
し
て
き
た

梅
の
造
花
、
日
本
舞
踊
の
伝
統

を
残
し
地
域
の
一
体
感
を
つ
く

る
総
踊
り
。
こ
の
大
津
町
の
宝

を
町
民
の
心
に
残
っ
て
ほ
し
い

と
い
う
願
い
が
強
く
伝
わ
っ
て

き
ま
し
た
。

　
大
津
町
に
は
こ
れ
ら
以
外
に

た
く
さ
ん
の
宝
が
あ
り
ま
す
。

ど
の
文
化
も
今
も
な
お
大
津
町

に
息
づ
き
、
時
に
変
化
を
し
な

が
ら
も
そ
の
核
と
な
る
部
分
は

守
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、

大
津
町
の
町
民
が
伝
統
を
大
切

に
し
、
次
の
世
代
に
引
き
継
い

で
い
こ
う
と
い
う
強
い
意
志
で

も
あ
り
ま
す
。

　
私
た
ち
が
こ
れ
ら
の
伝
統
文

化
を
知
る
こ
と
は
、
た
だ
古
い

習
慣
を
知
る
だ
け
で
な
く
、
大

津
町
の
人
々
の
思
い
や
暮
ら
し

を
理
解
し
、
魅
力
を
よ
り
深
く

感
じ
る
こ
と
に
つ
な
が
り
ま

す
。
ま
た
そ
れ
は
、
伝
統
を
守

り
つ
つ
も
進
化
し
続
け
る
地
域

の
力
強
さ
、
美
し
さ
に
触
れ
る

こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。

　
伝
統
文
化
を
学
ぶ
こ
と
は
過

去
を
尊
重
し
、
未
来
に
つ
な
げ

る
手
段
で
あ
る
と
と
も
に
、
私

た
ち
が
大
津
町
の
宝
を
守
る
一

員
と
し
て
大
切
な
役
割
を
果
た

す
た
め
の
重
要
な
手
掛
か
り
で

も
あ
り
ま
す
。
そ
の
道
し
る
べ

の
一
つ
が
、
地
蔵
祭
、
梅
の
造

花
、
総
踊
り
と
い
っ
た
伝
統
文

化
と
言
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん

ね
。

55 広報おおづ 2023.10広報おおづ 2023.10 4広報おおづ 2023.10


	04-05



