
「柏おどり」歌い継がれ33年

末広クラブ逆井漫歩７２ 平成１６年７月

「
柏
お
ど
り
」
の
前
に
「
京
北
音
頭
」
が
あ
っ
た
。
今
で

も
両
方
踊
ら
れ
て
い
る
が
、
「
京
北
」
に
歌
わ
れ
た
当
時
の

柏
の
姿
が
一
変
、
「
も
っ
と
明
る
く
伸
び
る
柏
の
晴
れ
姿
」

を
象
徴
す
る
歌
詞
を
募
集
（
柏
市
民
新
聞
社
）
し
た
の
が
、

昭
和
四
十
六
年
の
こ
と
で
あ
る
。

百
二
十
数
編
の
応
募
が
あ
り
、
三
編
が
選
ば
れ
た
が
、
入

賞
作
を
決
定
す
る
こ
と
が
難
し
く
、
「
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
詞
に

織
り
込
ま
れ
た
郷
土
史
的
な
描
写
や
情
緒
、
新
時
代
的
な
感

覚
や
表
現
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
る
合
作
」
と
し
、
さ
ら
に
キ
ン

グ
レ
コ
ー
ド
の
作
詞
家
が
筆
を
加
え
て
発
表
し
た
と
い
う
。

難
産
と
い
う
か
、
こ
れ
を
当
時
売
り
出
し
て
い
た
白
石
十

四
男
が
作
曲
、
大
月
み
や
こ
に
よ
っ
て
レ
コ
ー
デ
ィ
ン
グ
さ

れ
、
七
月
三
日
に
披
露
会
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
振
り
付
け

は
松
若
寿
恵
由
。

さ
て
、
「
京
北
音
頭
」
で
歌
わ
れ
た
、
柏
の
姿
に
合
わ
な

い
こ
と
が
、
「
柏
お
ど
り
」
で
は
、
払
拭
さ
れ
て
新
し
い
柏

市
の
「
晴
れ
姿
」
が
浮
か
ん
で
き
た
か
と
言
う
と
、
そ
う
か

な
あ
、
と
思
わ
ざ
る
を
え
な
い
け
れ
ど
。
歌
詞
よ
り
も
ま
ず

踊
り
！

か
し
わ
で
シ
ャ
ン
シ
ャ
ン
！

歌
詞
は
三
氏
の
合
作
、
大
月
み
や
こ
が
歌
う

傍
白

も
う
何
年
も
踊
り
の
驥

尾
に
く
っ
付
い
て
、
「
柏
お
ど

り
」
な
ど
を
踊
っ
て
い
る
が
、

一
向
に
覚
え
な
い
。
師
匠
と
勝

手
に
思
い
込
ん
で
い
る
女
性
の

後
ろ
で
踊
っ
て
い
れ
ば
、
う
ま

く
い
く
。
広
い
南
部
公
園
で
も
、

こ
の
手
で
行
く
が
、
人
の
列
が

錯
綜
し
て
師
匠
が
遠
く
離
れ
て

し
ま
う
こ
と
が
あ
る
。
絶
望
で

あ
る
。

そ
れ
に
新
曲
が
加
わ
る
。
こ

と
し
は
「
こ
と
ぶ
き
囃
子
」
だ

と
い
う
。
三
回
ほ
ど
の
練
習
で

Ｏ
Ｋ
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な

い
。
前
年
の
復
習
さ
え
ま
ま
な

ら
な
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
も
夏
祭
り
を
踊
る
。

筆
舌
に
尽
く
せ
な
い
魅
力
が
あ

る
ら
し
い
、
あ
る
の
で
あ
る
。

た
ぶ
ん
、
恥
な
ど
吹
っ
飛
び
、

自
分
が
自
分
か
ら
離
れ
て
異
土

に
立
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
ぬ
。

大月みやこの歌う「柏
おどり」が市内各地の夏
祭りに流れ、それに乗っ
て33年間も踊り継がれて
きた。拡声器のすごい音
量が降りそそぎ、それに
合わせた強烈な太鼓の響
き、歌詞など頓着するこ
となく、ひたすら踊る。 歌う大月みやこ


