
CITIZEN’S PLAZA●しみんの広場

▲餅つきを行う大草保育園の園児たち ▲正月用のしめ縄作りの様子

地
域
の
話
題

大
草
校
区

伝
統
文
化
・
技
術
の
継
承
と
学
び
の
場

豊
か
な
自
然
を
大
切
に
し
、「
一
つ
の
大
き
な
家
族
の
よ
う
に
支
え
合
っ
て

大
き
な
輪
と
な
り
、人
の
和
で
安
心
・
安
全
に
暮
ら
せ
る
ま
ち
づ
く
り
」を

目
指
す
、大
草
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
協
議
会
か
ら
お
便
り
が
届
き
ま
し
た
。

学
び
の
場
「
ふ
れ
あ
い
工
房
」

　

大
草
市
民
館
の
駐

車
場
南
に
こ
ぢ
ん
ま

り
と
し
た
建
物
が
あ

り
ま
す
。
こ
れ
は
平

成
11
年
度
に
建
て
ら

れ
た｢

ふ
れ
あ
い
工

房｣

で
、
こ
こ
か
ら

さ
ま
ざ
ま
な
文
化
が

発
信
・
継
承
さ
れ
て

い
ま
す
。

歴
史
の
あ
る「
わ
ら
工
芸
教
室
」

　

40
年
以
上
の
歴
史
の
あ
る
「
わ
ら
工
芸

教
室
」
で
は
、正
月
用
し
め
縄
作
り
、お
祝

い
用
の
宝
船
、
毎
年
の
干
支
の
作
品
な
ど

を
作
っ
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
わ
ら
は

大
草
産
の
稲
わ
ら
で
す
。
で
き
た
作
品
は

大
草
市
民
館
ま
つ
り
に
展
示
す
る
ほ
か
、

福
祉
の
つ
ど
い
に
バ
ザ
ー
協
力
品
と
し
て

提
供
し
て
い
ま
す
。
メ
イ
ン
は
正
月
用
し

め
縄
作
り
で
、
若
い
世
代
に
継
承
し
て
欲

し
い
と
い
う
願
い
を
込
め
、
毎
年
12
月
に

し
め
縄
作
り
教
室
を
開
い
て
い
ま
す
。

　

近
年
で
は
、
シ
ェ
ル
マ
よ
し
ご
な
ど
各

方
面
か
ら
講
師
依
頼
が
あ
り
、
田
原
市
全

域
へ
と
活
動
を
広
げ
て
い
ま
す
。

大
草
の
粘
土
を
使
う
「
陶
芸
教
室
」

　

大
草
は
昔
か
ら
焼
き
物
の
盛
ん
な
地
域

で
し
た
。
今
か
ら
約
１
０
０
０
年
前
の

古こ
よ
う窯
が
校
区
内
に
い
く
つ
も
残
っ
て
い
ま

す
。
中
で
も
惣そ
う
さ
く作
古
窯
跡
か
ら
出
土
し
た

「
ざ
れ
歌
碗
」
は
市
有
形
文
化
財
に
指
定

さ
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
ん
な
伝
統
を
受
け
継
ぐ「
陶
芸
教
室
」

で
は
、
年
に
約
４
回
、
作
品
を
完
成
さ

せ
て
い
ま

す
。
使
う

土
は
大
草

で
採
れ
た

粘
土
で
、

こ
れ
に
信

楽
の
土
を

混
ぜ
て
い

ま
す
。

　

自
分
た
ち
が
楽
し
む
だ
け
で
な
く
、
小

学
生
や
中
学
生
対
象
の
教
室
も
開
い
て
い

ま
す
。
大
草
の
良
さ
を
土
の
感
覚
と
と
も

に
受
け
継
い
で
も
ら
い
た
い
で
す
。

昔
な
が
ら
の
「
餅
つ
き
会
」

　

こ
の
ほ
か
、
工
房
自
体
を
使
っ
た
行
事

と
し
て
は
保
育
園
の
保
護
者
会
が
中
心
と

な
っ
て
行
う
「
餅
つ
き
会
」
が
あ
り
ま
す
。

熟
友
会
（
老
人
会
）
の
皆
さ
ん
の
指
導
を

受
け
、
石
臼
と
き
ね
を
使
い
、
昔
な
が
ら

の
餅
つ
き
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

若
い
保
護
者
の
皆
さ
ん
は
、
園
児
た
ち

と
一
緒
に
餅
つ
き
を
体
験
し
ま
す
。
皆
で

和
気
あ
い
あ
い
と
つ
い
た
、
で
き
た
て
の

お
餅
の
お
い
し
さ
は
格
別
で
す
。

　

こ
れ
ら
の
三
つ
の
活
動
は
、
大
草
の
自

然
の
恵
み
や
温
か
な
人
と
の
ふ
れ
あ
い
か

ら
生
ま
れ
た
大
草
校
区
の
財
産
で
す
。
こ

れ
か
ら
も
若
い
世
代
へ
と
継
承
し
て
い
き

た
い
で
す
。

◦陶芸教室

◦ふれあい工房
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