
新
年
度
が
始
ま
っ
て
５
ヶ
月
が
過
ぎ
ま

し
た
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響

で
昨
年
同
様
各
種
行
事
も
全
く
で
き
ず
、

５
、
６
、
８
月
の
組
長･

協
議
委
員
定
例
会

も
中
止
す
る
状
況
で
し
た
。
ワ
ク
チ
ン
接

種
の
進
展
に
よ
り
、
元
の
環
境
に
早
く
戻

る
こ
と
を
願
う
ば
か
り
で
す
。

こ
の
よ
う
な
状
況
が
長
く
続
く
こ
と
に

よ
り
、
地
域
の
方
々
の
結
束
力
や
活
力
の

低
下
を
招
か
な
い
様
に
し
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。
有
事
の
際
の
助
け
合
い
精
神
や

各
種
イ
ベ
ン
ト
に
よ
る
地
域
の
活
力
は
、

お
互
い
の
顔
が
見
え
て
の
こ
と
と
思
い
ま

す
。
各
種
祭
典
や
納
涼
祭
な
ど
は
地
域
の

安
心
・
安
全
・
安
寧
を
願
っ
て
行
わ
れ
て

き
た
行
事
で
あ
り
、
地
域
に
と
っ
て
大
切

な
行
事
で
す
。
八
坂
神
社
の
祭
典
や
愛
宕

山
子
供
す
も
う
（
子
供
会
行
事
）
な
ど
は
、

古
く
か
ら
疫
病
終
息
を
願
っ
て
行
わ
れ
て

き
た
祭
典
で
、
今
回
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
も
、
こ
れ
ら
の
行
事
に
よ
り
、
区
民

一
体
と
な
っ
て
早
期
終
息
を
祈
願
し
た
い

と
こ
ろ
で
す
。

令
和
３
年
度
の
９
月
以
降
の
活
動
は
下

の
年
間
行
事
予
定
の
と
お
り
で
す
。
今
年

も
行
事
予
定
の
大
半
は
中
止
方
向
で
あ
り

ま
す
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
終
息
後

の
活
動
を
見
据
え
て
、
三
つ
の
取
り
組
み

を
念
頭
に
置
き
活
動
し
た
い
と
考
え
て
お

り
ま
す
。

一
、
組
長
、
区
民
の
皆
様
と
の
連
携
強
化

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
終
息
後
の
皆

様
と
の
情
報
交
換
の
仕
組
み
改
善
・
ス

ピ
ー
ド
化
、
各
組
長
様
と
協
議
委
員
と

の
協
力
体
制
の
改
善
な
ど
を
実
施
し
て

い
き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
今
年

度
は
２
名
の
女
性
委
員
を
選
任
さ
せ
て

頂
き
ま
し
た
。
ま
た
、
20
歳
前
後
の
若

手
消
防
団
員
２
名
の
選
任
も
実
現
で
き

ま
し
た
。
こ
れ
ら
は
、
区
民
の
皆
様
の

協
力
の
お
陰
と
思
い
ま
す
。

二
、
伝
統
行
事
の
継
続
と
運
営

各
種
祭
典
・
神
事

区
民
の
安
心
・
安
全
・
安
寧
の
た
め

の
拠
り
所
と
し
て
伝
統
的
に
守
っ
て
き

た
行
事
で
あ
り
、
そ
の
意
義
を
再
認
識

し
区
民
の
協
力
を
お
願
い
し
て
い
き
た

い
。

納
涼
祭
・
ス
ポ
ー
ツ
大
会

区
民
の
交
流
の
場
と
し
て
の
行
事
で

あ
り
、
進
め
方
の
改
善
も
含
め
て
推
進

し
て
い
き
た
い
。

防
災
訓
練
・
ご
み
ゼ
ロ
な
ど
の
活
動

有
事
の
際
の
対
応
力
や
訓
練
、
災
害

の
発
生
を
無
く
す
た
め
の
環
境
整
備
と

し
て
区
民
の
参
加
意
識
を
高
め
て
い
き

た
い
。

三
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
環
境
の
整
備

本
年
５
月
末
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
環

境
を
導
入
い
た
し
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ

り
、
区
民
の
皆
様
と
の
情
報
交
換
の
ス

ピ
ー
ド
化
、
各
種
行
事
の
映
像
配
信
、

区
民
か
ら
の
要
望
、
連
絡
事
項
の
メ
ー

ル
配
信
な
ど
を
実
現
し
て
い
き
ま
す
。

引
き
続
き
皆
様
の
ご
協
力
を
お
願
い

い
た
し
ま
す
。

副
区
長
の
９
組
の
赤
地
で
す
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
防
止

の
た
め
、
本
来
、
人
と
人
が
交
わ
っ
て
こ

そ
成
り
立
つ
「
地
域
活
動
」
の
自
粛
を
余

儀
な
く
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
現
在
の
状

況
で
は
あ
り
ま
す
が
、
人
と
人
と
の
距
離

は
あ
け
て
も
「
心
の
距
離
」
を
少
し
で
も

近
づ
け
ら
れ
る
よ
う
な
活
動
を
目
指
し
、

役
員
と
共
に
、
世
の
中
の
情
勢
を
し
っ
か

り
見
極
め
な
が
ら
自
治
会
運
営
に
尽
力
し

て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
の
で
区
民
の
皆

様
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
よ
ろ
し
く
お
願

い
い
た
し
ま
す
。

区
会
計
を
担
当
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す

１
組
の
米
山
と
申
し
ま
す
。

新
年
度
が
始
ま
り
既
に
５
ヶ
月
が
過
ぎ

よ
う
と
し
、
コ
ロ
ナ
禍
に
お
い
て
未
だ
に

先
行
き
が
不
透
明
な
状
況
が
続
い
て
い
ま

す
。
昨
年
と
同
様
に
事
業
の
中
止
や
規
模

縮
小
な
ど
影
響
が
生
じ
て
い
ま
す
が
、
栗

原
区
長
の
も
と
ス
ム
ー
ズ
な
事
業
活
動
が

行
え
る
よ
う
に
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て

お
り
ま
す
。
皆
様
の
ご
指
導
、
ご
協
力
を

賜
り
な
が
ら
務
め
さ
せ
て
頂
き
ま
す
の
で
、

１
年
間
宜
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
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区長 栗原正行

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
終
息
後
の
活
動
を
見
据
え
て

～

令
和
３
年
度
の
取
り
組
み

～

柏
谷
区
長

栗
原
正
行

副
区
長

赤
地

勉

副
区
長

(
会
計
担
当)

米
山

巧

令和３年度
柏谷区年間行事予定
月 日 行 事 場 所

9月10日(金) 風祭式典 日枝神社

9月26日(日) 流川清掃 流川周辺

10月10日(日) 日枝神社例大祭 日枝神社

10月31日(日) 柏谷区敬老会
(お祝い品配付のみ)

柏谷公民館

11月23日(火) 感謝祭式典 日枝神社

12月 5日(日) 地域防災訓練 柏谷区内

12月31日(金) 除夜祭式典 日枝神社

1月 1日(土) 元旦祭式典 日枝神社

1月 9日(日)
秋葉神社式典
山の神式典

秋葉神社
山の神

2月 4日(金) 新三役信任投票 柏谷公民館

2月17日(木) 祈年祭式典 日枝神社

3月 6日(日)
厳島神社式典
地神様式典

厳島神社
地神様

4月17日(日)
令和３年度
柏谷区総会

柏谷公民館

※ 諸般の事情により、行事の予定や内容が変更にな
る場合があります。

三
つ
の
取
り
組
み

令和３年(2021年)8月29日発行 広 報 柏 谷 第１６号 （ ）4

広
報
柏
谷
が
久
し
振
り
の
発
行

と
な
り
ま
し
た
。
前
号
が
昨
年
12

月
20
日
の
発
行
で
し
た
の
で
、
８
か

月
ぶ
り
の
発
行
と
な
り
ま
す
。
こ

れ
ま
で
は
年
４
回
３
か
月
お
き
に

発
行
し
て
き
て
い
ま
し
た
が
、
広
報

を
発
行
す
る
の
に
必
要
な
区
の
態

勢
が
な
か
な
か
整
わ
ず
、
少
し
時

間
が
空
い
て
し
ま
い
ま
し
た
。
し
か

し
、
広
報
は
地
域
の
活
動
や
暮
ら

し
に
と
っ
て
重
要
な
も
の
で
す
の
で
、

今
後
、
発
行
は
不
定
期
と
な
り
ま

す
が
、
引
き
続
き
広
報
に
よ
る
情

報
発
信
を
行
っ
て
い
き
た
い
と
思
っ

て
い
ま
す
。
そ
し
て
今
年
度
、
柏
谷

区
で
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
環
境
を

導
入
し
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
等
を
活
用
し
た
新

た
な
形
の
情
報
発
信
も
行
っ
て
い

く
計
画
で
す
。
区
民
の
皆
さ
ん
に
、

地
元
柏
谷
を
よ
り
身
近
に
感
じ
、

よ
り
興
味
を
持
っ
て
い
た
だ
け
る

よ
う
、
知
恵
を
絞
り
工
夫
を
凝
ら

し
な
が
ら
魅
力
あ
る
情
報
発
信
に

取
り
組
ん
で
い
き
た
い
と
思
っ
て
い

ま
す
の
で
、
皆
様
の
御
支
援
御
協

力
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

編

集

後

記

昔どこかの繁華街で見かけた店の入り口には日本
地図が掲げてあり「あなたのお国の娘を指名してくだ
さい」と書かれていた。大人の社交場、キャバレーで
ある。酒を飲みつつお国言葉で女性と語らい、故郷
の景色を思い浮かべ、時には懐かしき遠き思い出を、
時には立身出世を語っていたのではないか。今その
店を調べたところ、銀座唯一のキャバレー「白いばら」
とあり、残念ながら２０１８年に閉店していた。石川啄木
も短歌で同じような心情を表している。「ふるさとの 訛
なつかし停車場の 人ごみの中に そを聴きにゆく 」こ
の停車場とは東北の玄関口、上野駅のこと。岩手出
身の啄木が上京して寂しくなったときに、ふるさとのな
まりが飛び交う上野駅に行き、寂しい気持ちを紛らわ
して心を宥めたのだという。啄木が求めたお国言葉で
あるが、若かった私は方言を積極的に封印した。都
会の友人に指摘されて気づいたイントネーションの違
いも、なるべくその場かぎりで修正するように努めた。
ところが歳を重ねた今、祖父が使っていた生粋の柏
谷弁がなんとも懐かしく、この頃においては能動的に
活用してみては祖父の面影を忍んでいるのだ。亡く
なってからもう30年近く経つが、その声、語り口はふと
した瞬間にじんわりと脳裏に浮かび上がる。そしてそ
れはいつも優しい口調の柏谷弁。あれほどダサいと

感じた語尾のダラやラは、今となっては言葉に余韻を
もたせる温かみと感じる。ちなみにこの頃は伊豆全般
の方言も気に入っており、特に「きゃーるべえじゃ」が
イチオシである。ちょっと西洋の言葉っぽい響きもある
し、ユーモラスな感じもする。「そーじゃにゃーら」もか
かせない。さて、祖父の好きな逸話の一つに、有名な
ちゃっきり節誕生エピソードがある。昭和のはじめ、既
に詩人として有名であった北原白秋は静岡ご当地ソ
ングの制作を依頼された。それならば県民性をよく知
るべしと、しばらく逗留したが、飲み歩くばかりで一向
によい歌詞が思い浮かばない。その日も昼間から一
献傾けていたが、障子を開けた芸者が窓の外に広が
るたんぼを見て『きゃあるが鳴くから雨ズラよ』と言った。
そのとたん、言葉の響きが彼の魂に火をつけ、30番ま
で一気に作詞した、という話だ。ふるさとの言葉が織り
込められた歌…。そうだ。柏谷弁の歌を作ったらどう
だろう。そしてお祭りや集まりの度にみんなで歌うのだ！

「やんできゃあるにしべえじゃ」というフレーズはぜひ
入れたい。

とまあ 、人生の半
分を過ぎた今、育っ
て きた場 所に思 い
を馳せて 懐かしむ
事が多くなり、これはいわゆる老化
現象の一つかもしれないな、と思う。
なお、娘はハーフだが（函南と三島
の）娘の父方祖父のネイティブ三島
弁がうつり、20歳現在、伊豆地方の
ハイブリッド弁をかなり流暢に話す。
非常におっさんくさい。

日枝神社宮司 泉明寺みずほ

瑞穂のくに の
ものがたり

日
枝
神
社
の
正
面
の
引
き
戸
な
ど
を
修

繕
い
た
し
ま
し
た
。

正
面
の
引
き
戸
は
、
ベ
ニ
ヤ
板
が
長
年

の
風
雨
な
ど
の
影
響
で
老
朽
化
が
進
み
、

傷
み
が
激
し
く
な
っ
て
い
ま
し
た
の
で
、

今
回
、
大
判
の
木
目
も
き
れ
い
な
杉
板
で

修
繕
を
行
い
ま
し
た
。

コ
ロ
ナ
禍
で
自
粛
生
活
が
長
引
い
て
い

ま
す
が
、
時
に
は
気
分
転
換
を
兼
ね
、
き

れ
い
に
な
っ
た
日
枝
神
社
に
お
参
り
し
て

み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
！

日
枝
神
社
の
修
繕

を
行
い
ま
し
た

ビフォー

アフタ－

やんで
きゃあるに

しべえじゃ


