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「
浦
安
の
伝
統
行
事
で
あ
る
三
社
祭
を

子
ど
も
た
ち
に
伝
え
た
い
」
と
、
元
町
の

青
葉
幼
稚
園
、
中
町
の
美
浜
北
幼
稚
園
、

そ
し
て
新
町
の
日
の
出
幼
稚
園
の
三
園
が

交
流
活
動
に
取
り
組
み
ま
し
た
。

　

ま
ず
「
あ
お
ば
よ
う
ち
え
ん
の
お
祭

り
に
来
て
く
だ
さ
い
」「
お
み
こ
し
を
見
て

み
た
い
な
」
と
三
園
の
年
長
組
が
ビ
デ
オ

レ
タ
ー
で
や
り
取
り
を
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、

交
流
が
始
ま
り
ま
し
た
。
そ
の
後
、
美

浜
北
幼
稚
園
と
、
日
の
出
幼
稚
園
が
そ

れ
ぞ
れ
青
葉
幼
稚
園
を
訪
れ
ま
し
た
。

　

日
の
出
幼
稚
園
で
は
、
訪
問
前
に
、

祭
り
装
束
で
現
れ
た
園
長
先
生
の
話
を

聞
い
た
り
、
視
聴
覚
教
材
「
だ
い
ち
ゃ
ん
、

き
な
ち
ゃ
ん
の
お
祭
り
」
を
見
た
り
し
て
、

祭
り
への
期
待
を
膨
ら
ま
せ
ま
し
た
。

　

訪
問
当
日
は
、
青
葉
幼
稚
園
に
向
か

う
バ
ス
の
中
か
ら
見
え
た
祭
り
の
ち
ょ
う

ち
ん
や
看
板
に
「
ビ
デ
オ
レ
タ
ー
と
同
じ

だ
」
と
、
交
流
活
動
へ
の
期
待
が
さ
ら
に

高
ま
って
い
き
ま
し
た
。

　

到
着
後
は
、
地
域
の
方
に
お
み
こ
し
の

担
ぎ
方
を
教
え
て
も
ら
い
、
青
葉
幼
稚

園
の
子
ど
も
た
ち
が
制
作
し
た
お
み
こ
し

を
一
緒
に
担
ぎ
ま
し
た
。「
ど
う
し
て
マ
エ

ダ
、
マ
エ
ダ
って
言
う
の
」「
わ
っ
し
ょ
い
わ
っ

し
ょ
い
は
、
だ
め
な
の
」
等
、
子
ど
も
た

ち
か
ら
の
質
問
に
も
わ
か
り
や
す
く
答
え

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

当
代
島
の
ま
ち
の
散
歩
で
は
、「
こ
ん

に
ち
は
」「
ど
こ
か
ら
来
た
の
」「
ど
こ
に

行
く
の
」
と
い
う
地
域
の
方
か
ら
の
声
か

け
に
、
子
ど
も
た
ち
も
少
し
恥
ず
か
し

そ
う
に
、
笑
顔
で
答
え
て
い
ま
し
た
。
自

分
た
ち
の
住
む
ま
ち
と
の
違
い
を
感
じ
る

言
葉
が
出
る
な
ど
、
元
町
の
「
空
気
」

と
「
人
の
温
か
さ
」
を
感
じ
る
ひ
と
と
き

と
な
り
ま
し
た
。

　

お
祭
り
当
日
の
六
月
十
六
日
は
、
美

浜
北
幼
稚
園
・
日
の
出
幼
稚
園
か
ら
も

三
十
数
組
の
有
志
の
参
加
者
が
あ
り
、

小
雨
降
る
中
、
山
車
を
引
く
、
三
園
の

幼
稚
園
児
の
か
わ
い
ら
し
い
声
が
響
き
渡

り
ま
し
た
。

　

当
日
参
加
で
き
な
か
っ
た
園
児
の
中
に

は
、
前
日
や
翌
日
に
「
お
祭
り
に
行
っ
た

よ
！
」
と
い
う
子
も
い
る
な
ど
、
幼
稚
園

で
の
交
流
活
動
を
き
っ
か
け
に
、
一
人
一
人

が
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
「
ふ
る
さ
と
浦
安
」

の
行
事
に
触
れ
た
姿
が
あ
り
ま
し
た
。

　
「
僕
た
ち
も
お
祭
り
を
し
よ
う
！
」
と

見
て
き
た
も
の
を
自
分
た
ち
で
作
り
始

め
、
体
験
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
子

ど
も
た
ち
も
楽
し
め
る
よ
う
に
、
自
分
た

ち
の
住
む
地
域
で
お
祭
り
を
再
現
す
る

計
画
も
進
め
ら
れ
ま
し
た
。

　

小
学
校
で
も
さ
ま
ざ
ま
な
取
り
組
み

が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

浦
安
小
学
校
は
、
部
活
動
に
「
お
囃

子
部
」
が
あ
り
、「
浦
安
囃
子
保
存
会
」

の
方
々
に
指
導
を
し
て
い
た
だ
い
て
い
ま

す
。
十
五
日
の
宵
宮
で
は
、「
お
囃
子
部
」

の
子
ど
も
た
ち
が
豊
受
神
社
の
特
設
舞

台
で
日
頃
の
練
習
の
成
果
を
発
表
し
ま
し

た
。
一
生
懸
命
演
奏
す
る
子
ど
も
た
ち
と

温
か
い
ま
な
ざ
し
で
聴
き
入
る
地
域
の

方
々
。
ま
さ
に
伝
統
を
つ
な
ぐ
ひ
と
と
き

と
な
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
浦
安
小
学
校
と
東
小
学
校
で

は
、
祭
り
の
横
断
幕
に
子
ど
も
が
た
ち
が

寄
せ
書
き
を
し
ま
し
た
。「
三
社
祭
が
あ

る
こ
と
に
感
謝
」「
祭
り
を
成
功
さ
せ
て

絆
を
深
め
よ
う
。」
な
ど
思
い
思
い
の
言

葉
が
並
び
ま
し
た
。

　

三
社
祭
を
題
材
と
し
た
学
習
は
、
新

町
の
小
学
校
で
も
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

日
の
出
南
小
学
校
の
三
年
生
は
、「
ま

ち
た
ん
け
ん
」
で
お
み
こ
し
の
入
っ
た
神

酒
所
や
ず
ら
り
と
並
ん
だ
ち
ょ
う
ち
ん
な

ど
祭
り
一
色
に
染
ま
っ
た
元
町
の
雰
囲
気

を
体
験
し
、
伝
統
の
重
厚
さ
を
肌
で
感

じ
て
い
ま
し
た
。

　

祭
り
の
当
日
に
参
加
し
た
子
ど
も
も

お
り
、「
わ
た
し
た
ち
の
浦
安
」
の
祭
り

を
盛
り
上
げ
ま
し
た
。

　

こ
の
ほ
か
に
も
、
各
幼
稚
園
や
小
中
学

校
で
、
地
域
の
実
態
に
応
じ
た
取
り
組

み
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
「
マ
エ
ダ
。
マ
エ
ダ
。」
の
威
勢
の
良
い
か

け
声
が
地
域
に
行
き
交
っ
た
三
日
間
。
そ

の
声
は
、
こ
れ
か
ら
の
浦
安
を
担
う
子
ど

も
か
ら
浦
安
の
歴
史
を
支
え
て
き
た
方
々

ま
で
さ
ま
ざ
ま
な
人
た
ち
の
声
が
入
り
交

じ
り
、
地
域
の
絆
が
深
ま
っ
た
三
日
間
で

し
た
。

地
域
と
と
も
に
伝
統
を
つ
な
ぐ

〜
小
学
校
〜

お祭り当日
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「わっしょい！わっしょい！」当代島の山車を、一
緒に引かせてもらった園児たち。４年後は、小
学生になって大きなおみこしを担ぐのかな…

「マエダ！マエダ！」園児制作途中のおみこし
を使って練習。「早く、お祭りしたいね」

南小学校

一人一人の思いのつ
まった横断幕は、豊受神
社の前に飾られました。

～三社祭について調べよう ３年生～

浦安小学校
～お囃子で参加 お囃子部～

子どもたちによるお囃子の演奏でお祭りの雰囲気が一気に
盛り上がりました。

自分たちの力で祭りを成功させよう。練習中の子どもたちか
らはそんな思いが伝わってきました。

地域の方から祭りにかける思いをうかがいました。

祭りの前に地域のおみこしを担がせていただきました。「重
い！」「かっこいい！」と歓声があがりました。

待ちに待った祭りの日。子どもたちも祭りを支える一人にな
りました。

伝えよう。ふるさと浦安の
伝統

三社祭

元
町
に
お
い
で
よ
。三
園
の
交
流

〜
幼
稚
園
〜

　6月15（宵宮）、16、17日に4年に
一度の浦安三社祭が行われまし
た。浦安の祭りは、浦安が小さな漁
村だったころから続く、伝統ある行
事です。市内の幼稚園では、元町・
中町・新町の園の交流を通して、祭
りを盛り上げました。どんなことに
も興味をもち、一生懸命取り組む
幼児期から、浦安の伝統にふれる
ことは、ふるさとうらやすへの愛着
の芽をはぐくみます。
　また、小中学校においても、浦安
三社祭を題材にさまざまな活動を
行いました。子どもたちは、祭りを
通して浦安の伝統にふれ、地域の
絆を実感することができました。

地域の方との
ふれあい

「ここは、神酒所って言うんだよ」地域の方が、
本物のお神輿を見せてくださいました。

浦安
－東小学校の児童による横断幕－

ルビ1ヵ所

み

き
し
ょ

東小学校


