
特 集 春よ来い　勝山左義長まつり

一番太鼓を務めた　加
か と う

藤　裕
ひろゆき

之 さん 

蝶 よ　花よ
花 よ のネンネ

3
年
ぶ
り
の
勝
山
左
義
長
ま
つ
り

�

2
月
25
日
・
26
日

　

時
折
雪
が
チ
ラ
つ
く
勝
山
左
義
長
ら

し
い
天
候
の
中
、
3
年
ぶ
り
に
勝
山
左
義

長
ま
つ
り
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　
今
年
は
、
全
て
の
地
区
が
従
来
通
り
に

櫓
を
出
し
、
お
囃
子
を
披
露
す
る
と
は
い

き
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
区
が

今
で
き
る
方
法
で
ま
つ
り
に
参
加
し
、
地

域
の
方
も
訪
れ
る
方
も
気
持
ち
よ
く
ま

つ
り
を
楽
し
ん
で
い
ま
し
た
。

ま
つ
り
開
始
の
合
図

�

元
町
2
丁
目
区
で「
一
番
太
鼓
」

　
今
年
は
、
一
番
太
鼓（
触
れ
太
鼓
）の
大

役
を
元
町
2
丁
目
区
の
櫓
が
務
め
ま
し

た
。
開
始
時
間
に
は
、
始
ま
り
を
今
か
今

か
と
待
ち
わ
び
る
大
勢
の
見
物
客
が
櫓

に
集
ま
り
、
厳
か
な
雰
囲
気
に
包
ま
れ
て

い
ま
し
た
。

　

午
後
1
時
に
一
番
太
鼓
が
打
ち
鳴
ら

さ
れ
る
と
、
各
地
区
の
櫓
で
も
お
囃
子
が

次
々
と
ス
タ
ー
ト
し
、
街
中
は
、
一
気
に

左
義
長
色
に
染
ま
っ
て
い
き
ま
し
た
。

　
一
番
太
鼓
を
担
っ
た
加
藤
さ
ん
は
「
空

気
感
が
違
い
ま
し
た
が
、
大
勢
の
人
に
見

て
も
ら
え
て
、
楽
し
ん
で
で
き
ま
し
た
」

と
打
ち
終
わ
り
に
笑
顔
を
見
せ
て
い
ま

し
た
。

伝
統
を
楽
し
む
打
ち
手
た
ち

　
「
勝
山
左
義
長
」は
、
江
戸
時
代
、
勝
山

藩
に
小
笠
原
公
が
入
部
以
来
3
0
0
年

以
上
の
歴
史
が
あ
り
ま
す
。

　
近
年
は
、
少
子
高
齢
化
に
よ
る
人
手
不

足
な
ど
で
ま
つ
り
の
継
承
を
危
ぶ
む
声
も

あ
り
ま
す
が
、
三
味
線
、
笛
な
ど
で
軽
快

に
お
囃
子
の
音
色
を
奏
で
、
独
特
の
お
ど

け
し
ぐ
さ
で
浮
か
れ
る
打
ち
手
た
ち
の
伝

統
を
楽
し
む
姿
は
、
そ
ん
な
悩
み
を
吹
き

飛
ば
す
か
の
よ
う
で
し
た
。

ま
つ
り
の
フ
ィ
ナ
ー
レ
を
飾
る

�

「
ど
ん
ど
焼
き
」

　
26
日
午
後
8
時
、
狼
煙
を
合
図
に
弁
天

緑
地
に
集
め
ら
れ
た
ご
神
体
13
基
に
神

火
が
点
火
さ
れ
ま
し
た
。
勢
い
よ
く
燃
え

上
が
る
炎
に
、
無
病
息
災
を
願
い
な
が
ら

ま
つ
り
が
幕
を
閉
じ
ま
し
た
。
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