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川東町八月口説踊保存会

川
かわ

添
そえ

 みや子
こ

 代表

　

川
東
町
の
八
月
口
説
踊
が
行
わ
れ
な

く
な
っ
た
の
は
、
平
成
22
年
頃
。
私
が

町
内
会
長
に
な
っ
た
の
は
平
成
28
年
で

す
か
ら
、
６
年
ほ
ど
途
絶
え
て
い
た
こ

と
に
な
り
ま
す
。
私
の
中
で
は
町
内
会

活
動
の
一
部
と
い
う
認
識
だ
っ
た
た

め
、
復
活
さ
せ
る
取
り
組
み
に
特
に
抵

抗
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

以
前
参
加
し
て
い
た
人
に
協
力
を
い

た
だ
き
な
が
ら
、
当
時
の
踊
り
や
お
囃は
や

子し

の
復
元
を
試
み
ま
し
た
。
そ
の
中
で

も
苦
労
し
た
の
は
お
囃
子
で
す
。
聞
い

た
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
楽
譜
を
持
っ

て
い
る
人
や
演
奏
で
き
る
人
は
お
ら

ず
、
音
源
を
探
す
こ
と
か
ら
の
ス
タ
ー

ト
で
し
た
。
以
前
、
学
習
セ
ン
タ
ー
で

披
露
し
た
と
き
の
映
像
を
市
文
化
財
セ

ン
タ
ー
か
ら
い
た
だ
き
、
そ
こ
か
ら
取

り
出
し
た
音
を
１
年
目
は
使
用
し
ま
し

た
。
２
年
ほ
ど
前
か
ら
は
中
古
の
三
味

線
を
買
っ
て
自
分
た
ち
で
弾
く
練
習
も

行
っ
て
い
ま
す
。

　

後
継
者
の
問
題
は
も
ち
ろ
ん
喫
緊
の

課
題
で
す
。
で
す
が
、
そ
の
中
で
後
世

　

市
内
に
は
長
い
歴
史
や
風
土
に
育
ま

れ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
固
有
の
民
俗
芸

能
が
、
古
く
か
ら
人
々
の
誇
り
と
し
て

脈
々
と
受
け
継
が
れ
て
い
ま
す
。

　

市
内
に
あ
る
約
50
の
民
俗
芸
能
保
存

団
体
は
、
伝
統
の
継
承
の
た
め
に
踊
り

記
録
保
存
の
大
き
な
意
義

に
残
し
て
い
く
意
義
で
あ
っ
た
り
、
地

域
に
と
っ
て
伝
統
文
化
は
何
で
あ
る
の

か
を
考
え
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い

と
思
い
ま
す
。
私
た
ち
の
世
代
と
若
者

の
世
代
で
考
え
方
に
乖か
い

離り

が
生
じ
て
い

る
な
か
で
、
ふ
る
さ
と
を
考
え
る
と
き

に
こ
の
踊
り
を
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
が

あ
る
の
だ
ろ
う
か
と
考
え
る
こ
と
も
あ

り
ま
す
。
そ
れ
で
も
、
社
会
的
に
自
然

回
帰
志
向
が
強
ま
っ
て
い
る
と
い
わ
れ

る
現
在
、
水
害
の
抑
制
や
水
の
恵
み
へ

の
感
謝
を
祈
り
な
が
ら
踊
っ
て
い
る
こ

と
を
知
れ
ば
、
自
分
の
生
活
に
結
び
付

け
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
存
在
意
義
を

感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

　

今
後
も
続
い
て
い
っ
て
ほ
し
い
、
続

け
て
い
き
た
い
と
思
え
る
ほ
ど
魅
力
的

な
踊
り
に
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い

ま
す
。
ゆ
く
ゆ
く
は
、
ソ
ー
ラ
ン
節
の

よ
う
に
全
国
大
会
を
開
催
で
き
る
ほ
ど

の
魅
力
を
感
じ
て
も
ら
え
る
踊
り
に
し

て
い
き
た
い
で
す
。

を
日
々
練
習
し
た
り
、
祭
り
の
準
備
・

運
営
を
行
っ
た
り
す
る
な
ど
、
そ
れ
ぞ

れ
の
地
域
で
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
過
疎
化
や
高
齢
化
に
伴
う
地

域
の
担
い
手
不
足
に
よ
り
、
存
続
が
危

惧
さ
れ
る
団
体
も
あ
り
ま
す
。

　

そ
の
よ
う
な
課
題
を
解
消
す
る
た

め
、
市
文
化
財
セ
ン
タ
ー
で
は
市
民
の

貴
重
な
財
産
で
あ
る
文
化
財
を
大
切
に

す
る
心
を
育
て
る
こ
と
や
、
民
俗
芸
能

が
適
切
に
保
存
さ
れ
継
承
さ
れ
る
よ
う

に
各
団
体
の
練
習
風
景
や
奉
納
等
を
映

像
や
写
真
で
記
録
保
存
す
る
取
り
組
み

を
行
っ
て
い
ま
す
。
動
画
で
残
す
こ
と

の
メ
リ
ッ
ト
は
、
音
や
声
と
い
っ
た
写

真
で
は
記
録
で
き
な
い
も
の
も
保
存
で

き
る
こ
と
で
す
。

　

今
と
未
来
を
つ
な
ぐ
架
け
橋
と
し
て

の
役
割
を
果
た
し
て
い
ま
す
。

受
け
つ
ぎ

そ
し
て
、
引
き
つ
ぐ

　

未
来
へ

①　�昨年行われた八月口説踊。
年々参加者も増え、踊りも
上達している。

②　�毎年八月口説踊が行われる
水神祭に併せて、水神周辺
の草払いを保存会で行う。

③　�毎年４月頃に会議を行い、
奉納舞に向けての日程確認
を行う。

王子町鉦踊りで使用する道具

自
分
の
生
活
と

結
び
付
け
ら
れ
れ
ば

川東町の八月口説踊

踊りとともに
　　　　　を伝える意義意義

　一度途絶えたものを復活させることは簡単ではありません。 その困

難に向き合い、 平成 28 年に再び郷土の地で舞った川東町の 「八月口

説踊」。 復活までの道のりと伝承に対する想いを紹介します。

①①

②②

③③

く　　　どき　　おどり想想いいををつつぐぐ
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