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地域づくり人物リレーは、県内で地域づくり活動をされている方を取材し、紹介してまいります。
第 20 回目は、渡辺 幾雄さんにスポットを当て、お話を伺いました。

「伝統芸能・行事を、
　　　　蘇らせ現代・未来へ」

「伝統文化芸能掘り起こし協会」渡辺 幾雄さん（邑楽町）

地域づくり
人物リレー
第20回

高
齢
者
の
一
言
か
ら

は
じ
め
た
地
域
づ
く
り

　

学
生
時
代
に
学
ん
だ
し
の
笛
を
福
祉

施
設
で
披
露
し
た
際
、高
齢
者
か
ら「
昔

は
里
神
楽
が
あ
っ
た
。
豊
年
万
作
踊
り

も
あ
っ
た
。
と
て
も
よ
か
っ
た
。
も
う

１
回
見
た
い
。」
と
言
わ
れ
ま
し
た
。

私
自
身
、
子
ど
も
の
頃
に
郷
土
芸
能
を

楽
し
み
に
し
て
い
ま
し
た
し
、
奉
仕
の

精
神
か
ら
挑
戦
し
て
み
よ
う
と
思
い
、

４１
年
前
に
当
会
を
立
ち
上
げ
ま
し
た
。

伝
統
文
化
を

掘
り
起
こ
す
活
動
と
は

　

当
会
は
、
北
関
東
エ
リ
ア
を
対
象
と

し
て
、
伝
統
芸
能
（
里
神
楽
、
獅
子
舞
、

八
木
節
、
祇
園
囃
子
、
豊
年
万
作
踊
り
、

七
草
囃
子
、
お
み
こ
し
囃
子
等
）
の
掘

り
起
こ
し
に
加
え
、
食
な
ど
を
中
心
と

し
た
年
中
行
事
の
掘
り
起
こ
し
に
も
取

り
組
ん
で
い
ま
す
。
ど
ち
ら
も
先
人
が

残
し
た
大
切
な
も
の
で
す
が
、
衰
退
の

危
機
に
あ
り
ま
す
。
掘
り
起
こ
し
た
伝

統
芸
能
を
祭
り
な
ど
の
イ
ベ
ン
ト
の
際

に
発
表
す
る
な
ど
、
こ
れ
ら
の
掘
り
起

こ
し
活
動
を
通
し
て
ま
ち
お
こ
し
、
地

域
づ
く
り
に
繋
げ
た
い
と
思
っ
て
い
ま

す
。
こ
の
他
、
し
の
笛
教
室
や
講
演
会
、

伝
統
芸
能
に
つ
い
て
の
相
談
事
業
を

行
っ
て
い
ま
す
。

生
き
た
体
験
談
が
大
切
な
資
料

　

ま
ず
、
最
初
に
取
り
組
ん
だ
の
は
八

木
節
の
掘
り
起
こ
し
で
す
。
当
時
は
、

か
つ
て
演
じ
た
方
や
観
客
と
し
て
見
学

し
た
方
が
多
く
い
ま
し
た
の
で
、
そ
の

方
々
か
ら
話
を
伺
い
ま
し
た
。
掘
り
起

こ
し
の
趣
旨
を
説
明
す
る
と
、
皆
さ
ん

詳
細
に
教
え
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
が
、

里
神
楽
や
獅
子
舞
に
つ
い
て
は
、
よ
り

専
門
的
に
な
り
ま
す
の
で
、
お
囃
子
の

装
飾
音
が
部
分
的
に
抜
け
て
い
た
り
、

リ
ズ
ム
に
少
し
違
和
感
が
あ
っ
た
り
と
、

踏
査
に
戸
惑
い
が
あ
り
ま
し
た
。
町
史

や
市
誌
、
古
老
の
生
き
た
体
験
談
な
ど
、

大
変
参
考
に
な
り
ま
し
た
が
、
踏
査
の

基
本
で
あ
る
真
正
性
や
真
実
性
を
失
わ

な
い
よ
う
逐
条
的
に
取
り
組
ん
で
来
ま

し
た
。

４１
年
間
で
２６
ヶ
所
の
支
援

　

こ
れ
ま
で
に
、
２６
ヶ
所
の
地
域
を
支

援
し
、
様
々
な
種
目
の
伝
統
芸
能
を
蘇

ら
せ
ま
し
た
。
関
係
者
か
ら
は
「
伝
統

芸
能
の
花
咲
じ
い
さ
ん
」
と
呼
ば
れ
た

り
も
し
て
い
ま
す
。
同
じ
演
目
の
神
楽

で
も
、
保
存
会
や
地
域
に
よ
っ
て
舞
の

所
作
や
、
お
囃
子
、
リ
ズ
ム
、
ア
ン
サ

ン
ブ
ル
に
大
き
な
差
異
が
あ
り
ま
す
の

で
、
完
全
復
元
さ
せ
る
こ
と
は
と
て
も

困
難
で
す
。
ま
た
、
保
存
会
内
部
で
の

意
見
の
相
違
や
諸
事
由
に
よ
り
、
掘
り

起
こ
し
活
動
が
休
止
し
て
し
ま
っ
た
り
、

支
援
の
要
請
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
受
け
入
れ
を
断
念
し
た
地
域
も
あ
り
、

非
常
に
残
念
な
思
い
を
し
た
こ
と
も
あ

り
ま
す
。
し
か
し
、
伝
統
芸
能
に
関
す

る
相
談
や
、
し
の
笛
教
室
等
の
支
援
要

請
は
、
年
々
増
加
し
て
い
る
状
況
に
あ

り
、
や
り
が
い
を
感
じ
て
取
り
組
ん
で

い
ま
す
。

重
要
文
化
財
へ
の

登
録
を
夢
み
て

　

全
国
的
に
見
て
も
、
伝
統
芸
能
の
衰

退
が
顕
著
な
の
が
現
実
で
す
。
私
は
、

こ
れ
ま
で
に
２
０
０
０
人
以
上
の
会
員

に
、
あ
ら
ゆ
る
ジ
ャ
ン
ル
の
し
の
笛
を

教
え
て
き
ま
し
た
が
、
長
期
に
わ
た
り

継
続
し
て
ハ
イ
レ
ベ
ル
ま
で
習
得
し
て

い
た
だ
け
ま
せ
ん
。
八
木
節
や
里
神
楽
、

獅
子
舞
な
ど
に
は
、
ジ
ャ
ン
ル
ご
と
の

指
導
者
、
専
門
家
（
師
匠
）
は
存
在
す

る
の
で
す
が
、
掘
り
起
こ
し
活
動
に
専

門
的
に
取
り
組
ん
で
い
る
専
門
家
は
ほ

と
ん
ど
皆
無
の
様
で
す
。
こ
れ
か
ら
は
、

八
木
節
の
音
頭
取
り
や
里
神
楽
の
舞
方
、

お
囃
子
方
（
し
の
笛
）
等
、
ジ
ャ
ン
ル

を
超
え
専
門
的
か
つ
総
合
的
に
取
り
組

ん
で
い
け
る
よ
う
な
指
導
者
育
成
の
為

の
組
織
、
機
構
づ
く
り
が
必
須
で
あ
る

と
考
え
て
い
ま
す
。

　

邑
楽
町
の
里
神
楽
や
獅
子
舞
は
、
江

戸
時
代
後
期
頃
か
ら
の
伝
統
が
あ
り
、

大
泉
町
や
板
倉
町
の
里
神
楽
へ
大
き
な

文
化
的
影
響
を
も
た
ら
し
ま
し
た
。
現

在
、
群
馬
県
指
定
重
要
無
形
民
俗
文
化

財
へ
の
登
録
を
目
指
し
、
保
存
、
継
承
、

啓
蒙
と
、
鋭
意
努
力
中
で
す
。
特
に
、

演
目
の
中
の
「
ひ
ょ
っ
と
こ
お
か
め
の

種
ま
き
の
舞
」
は
、
ま
さ
に
、
伝
統
芸

能
の
象
徴
た
る
日
本
の
宝
と
断
言
出
来

ま
す
。

好
き
な
言
葉

「
一
所
懸
命
」・「
一
期
一
会
」

　

時
間
や
場
所
、
誰
そ
れ
問
わ
ず
目
標

に
向
か
い
、
何
事
に
も
素
直
に
全
力
投

球
で
取
り
組
ん
で
い
く
。
こ
の
姿
勢
、

過
程
が
素
晴
ら
し
い
と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
、
様
々
な
方
と
の
出
会
い
、
ふ

れ
あ
い
が
あ
り
ま
す
が
、
全
て
を
受
容

し
、瞬
間
、瞬
時
を
大
切
に
し
て
い
ま
す
。

最
後
に
一
言

　

皆
さ
ん
が
住
ん
で
い
る
地
域
に
は
、

遠
い
祖
先
や
先
人
が
長
い
星
霜
を
か
け
、

築
き
上
げ
、
連
綿
と
伝
承
さ
れ
て
き
た

次
に
バ
ト
ン
が
渡
る
人
は

誰
で
し
ょ
う
？

次号を
お楽しみに！！

誰
で
しし次号を

誰
で
し

「 伝統文化芸能掘り起こし協会」渡辺　幾雄さん
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伝
統
芸
能
や
年
中
行
事
が
必
ず
あ

り
ま
す
。
掛
け
替
え
の
な
い
地
域

の
宝
、
日
本
の
宝
で
す
が
、
全
国

的
に
見
て
も
、
こ
の
宝
物
が
衰
退

化
傾
向
に
あ
り
ま
す
。
形
骸
化
は

絶
対
に
避
け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。

　

今
こ
そ
、
住
民
の
皆
さ
ん
や
有

識
者
、
保
存
会
、
行
政
諸
機
関
、

関
係
者
が
一
体
と
な
っ
て
『
地
域

の
宝
は
地
域
で
守
る
。
そ
し
て
地

域
で
継
承
し
て
い
く
』
こ
の
強
い

理
念
と
行
動
力
を
持
っ
て
、
新
た

な
地
域
づ
く
り
へ
と
繋
が
る

「
ニ
ュ
ー
地
域
力
」
が
必
要
な
時

節
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

稲荷大明神の種まきの舞


