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鶴
ヶ
島
の

児
童・生
徒
が
つ
く
っ
た
札

世
代
間
交
流
と
郷
土
を
学
ぶ

か
る
た
大
会

「
未あ

す来
を
拓ひ

ら

く　

つ
る
が
し
ま
郷
土

か
る
た
」
は
、
平
成
17
年
3
月
に
当

時
の
小
・
中
学
生
の
協
力
に
よ
っ
て

読
み
札
・
絵
札
を
つ
く
り
、
完
成
し

た
郷
土
か
る
た
で
す
。

　

鶴
ヶ
島
市
に
残
る
自
然
や
文
化
遺

産
な
ど
を
題
材
に
し
た
郷
土
か
る
た

は
、
遊
び
な
が
ら
郷
土
の
歴
史
や
文

化
を
学
ぶ
楽
し
い
教
材
と
な
り
ま
し

た
。
ま
た
、
子
ど
も
会
の
事
業
で
の

活
用
を
通
し
て
、
青
少
年
の
健
全
育

成
に
大
き
く
貢
献
し
て
き
ま
し
た
。

「
つ
る
が
し
ま
郷
土
か
る
た
」
は
、

平
成
15
年
か
ら
市
子
ど
も
会
育
成
会

連
絡
協
議
会
に
制
作
が
委
託
さ
れ
2

年
を
か
け
て
完
成
し
た
も
の
で
す
。

　

作
成
に
あ
た
っ
て
は
、
市
内
の

小
・
中
学
生
か
ら
鶴
ヶ
島
の
自
然
や

文
化
遺
産
な
ど
を
題
材
に
作
品
を
募

集
し
、
読
み
札
２
１
９
３
首
、
絵
札

７
９
５
枚
の
応
募
が
あ
り
ま
し
た
。

そ
の
中
か
ら
優
秀
な
作
品
を
選
考
委

員
会
が
そ
れ
ぞ
れ
46
枚
選
び
ま
し

た
。

　

郷
土
か
る
た
の
完
成
を
機
に
、
教

育
委
員
会
と
子
ど
も
会
育
成
会
連
絡

協
議
会
で
は
、
子
ど
も
た
ち
の
成
長

と
郷
土
か
る
た
の
普
及
を
願
っ
て
、

「
新
井
慶
司
記
念
杯　

未
来
を
拓
く

つ
る
が
し
ま
郷
土
か
る
た
大
会
」
を

毎
年
実
施
し
て
き
ま
し
た
。

　

か
る
た
競
技
は
、
団
体
競
技
と
個

人
競
技
に
分
か
れ
て
お
り
、
各
試
合

で
子
ど
も
た
ち
の
熱
戦
が
繰
り
広
げ

ら
れ
て
い
ま
す
。

　

予
選
リ
ー
グ
を
行
っ
た
後
、
決
勝

ト
ー
ナ
メ
ン
ト
を
行
い
ま
す
。
上
位

入
賞
者
は
、「
彩
の
国
21
世
紀
郷
土

か
る
た
」
を
使
っ
た
県
大
会
へ
出
場

し
ま
す
。

　

ま
た
、
大
会
に
は
、
子
ど
も
会
育

鶴
ヶ
島
も
の
し
り
博
士

鶴
ヶ
島
も
の
し
り
博
士  

に
な
る

に
な
る

「
つ
る
が
し
ま
郷
土
か
る
た
」

「
つ
る
が
し
ま
郷
土
か
る
た
」      　
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つるがしま郷土かるた大会
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作
成
か
ら
10
年

郷
土
か
る
た
の
販
売
と
貸
出

鶴
ヶ
島
も
の
し
り
博
士
に
な
る

か
る
た
体
験
も
実
施

成
会
連
絡
協
議
会
役
員
の
他
に
、
高

校
生
・
大
学
生
を
中
心
と
し
た
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
グ
ル
ー
プ
「
つ
る
が
し
ま

ジ
ュ
ニ
ア
サ
ポ
ー
ト
ク
ラ
ブ
」
や
、

中
学
生
が
対
象
の
「
ジ
ュ
ニ
ア
リ
ー

ダ
ー
養
成
講
習
会
」
受
講
生
な
ど
が

運
営
に
関
わ
り
、
審
判
や
集
計
担
当

な
ど
で
活
躍
し
て
い
ま
す
。

　

市
内
小
学
校
で
は
、
か
る
た
体
験

を
行
っ
て
い
ま
す
。
平
成
25
年
度
は

小
学
３
年
生
を
対
象
に
、
子
ど
も
会

育
成
会
連
絡
協
議
会
の
役
員
が
出
向

い
て
鶴
一
小
、
杉
下
小
、
栄
小
、
藤

小
で
行
い
、
今
年
度
は
鶴
一
小
、
杉

下
小
、
長
久
保
小
、
栄
小
で
か
る
た

体
験
を
行
い
ま
し
た
。
は
じ
め
は
に

ぎ
や
か
だ
っ
た
子
ど
も
た
ち
も
、
い

ざ
、
か
る
た
競
技
に
な
る
と
読
み
札

の
最
初
の
文
字
を
聞
こ
う
と
次
第
に

真
剣
な
表
情
へ
と
変
わ
っ
て
い
き
ま

す
。
ど
の
学
校
で
も
、
鶴
ヶ
島
に
つ

い
て
学
ぶ
と
と
も
に
、
集
中
力
が
養

わ
れ
る
授
業
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
鶴
二
小
区
支
え
合
い
協
議

会
で
も
か
る
た
を
通
じ
て
、
お
年
寄

り
か
ら
子
ど
も
ま
で
、
世
代
を
超
え

て
一
緒
に
楽
し
み
ま
し
た
。

「
つ
る
が
し
ま
郷
土
か
る
た
」も
作
成

か
ら
10
年
が
経
ち
、読
み
札・絵
札
の

中
に
は
、題
材
の
名
称
な
ど
が
変
わ

っ
て
し
ま
っ
た
も
の
が
あ
り
ま
す
。

つ
る
が
し
ま
郷
土
か
る
た
の
更
な
る

発
展
と
、次
世
代
に
読
み
続
け
て
も

ら
う
た
め
に
札
を
い
く
つ
か
更
新
す

る
時
期
に
き
て
い
ま
す
。
今
の
鶴
ヶ

島
に
合
っ
た
か
る
た
に
す
る
た
め
に

皆
さ
ん
の
協
力
を
お
願
い
し
た
い
と

考
え
て
い
ま
す
。

「
未
来
を
拓
く　

つ
る
が
し
ま
郷
土

か
る
た
」
は
、
一
般
の
方
に
も
、
市

役
所
５
階
社
会
教
育
課
で
販
売
し
て

い
ま
す
。（
１
セ
ッ
ト
１
０
０
０
円
）

　

ま
た
、
図
書
館
と
社
会
教
育
課
で

は
、
貸
出
し
も
行
っ
て
い
ま
す
。
ぜ

ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　かるたには取りあげられた札の解説書もつ
いています。その一部を紹介します。

【解説】
「地名『鶴ヶ島』発祥の地」は、脚折町一丁目
にあります。市の名称は、そこに生えていた
相
あい

生
おい

の松に鶴が巣篭った伝説にちなみ、縁起
が良いということや、広く知られた名という
ことで、「鶴ヶ島」となりました。

【解説】
　江戸時代から続く高倉獅子舞は、高倉獅子舞
保存会により継承されている、市内で唯一残る
獅子舞です。毎年11月2・3日に高倉日枝神社
を中心に行われています。高倉獅子舞は、三頭
立ての獅子舞でささら獅子とも呼ばれ、笛吹や
歌うたいに合わせて舞が奉納されます。

【解説】
　江戸時代から伝わる脚折雨乞は、脚折雨乞
行事保存会が4年に一度行っています。長さ
36m、重さ3tの龍蛇を白鬚神社から大勢で担
ぎ、雷電池に入り「雨降れたんじゃく、ここ
にかかれ黒雲」と叫びながら降雨祈願します。

絵札・読み札の紹介

学校でのかるた体験

鶴二小区支え合い協議会でのかるた体験


