
表紙：実りの秋（坂本のそば畑）
　トンネルを抜けると、美しいそばの花畑が一面に広がっていまし
た。花が終わると、10月にはそばの実の収穫が最盛期を迎えます。
　毎年11月に開催されていた「そば祭り」は中止となりますが、【会
津坂下町そばの陣】（生そば配送や、町内でそばを取扱う飲食店・
生そば販売店で利用できる「会津坂下町そばプレミアムチケット」
の販売）が始まりますのでご期待ください！
（詳細はチラシ・あいづばんげ情報かわら版または次号広報にて
お知らせします。）

諏訪神社例大祭
令和元年度決算の内容 ４
令和３年４月入所（園）「保育施設新入所（園）児」を募集します！ ７
第7回市町村対抗福島県ソフトボール大会 ８
10月より路線バス若松線・喜多方線の運行内容が変わります 10
国勢調査の回答はお済みですか？ 12
図書室だより・町史編さん調査余話(36) 13
まちの話題 14
お知らせインフォメーション 15
こどもと健康の広場 18
NHK連続テレビ小説エールのご当地巡回展が開催・
　会津坂下町まちなかガイドの会会員募集！ 20
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諏
訪
神
社

例 
大 
祭

９
月
12
日
（
土
）、
13
日
（
日
）

に
諏
訪
神
社
例
大
祭
が
催
さ
れ
ま

し
た
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
拡
大
防
止
の
た
め
、
今
年
は

神
事
の
み
を
執
り
行
う
こ
と
と
な

り
ま
し
た
。

12
日
の
宵
祭
り
で
は
御
分
霊
を

神
輿
に
お
遷
し
ま
し
た
。
各
町
内

自
慢
の
太
鼓
台
と
仮
装
山
車
を
披

露
で
き
な
か
っ
た
今
年
は
、
新
町

祭
り
囃
子
保
存
会
の
皆
さ
ん
が
神

社
境
内
に
お
い
て
祭
り
囃
子
を
奉

納
し
、
厳
か
な
が
ら
も
幻
想
的
な

宵
祭
り
と
な
り
ま
し
た
。

13
日
に
は
神
輿
渡
御
が
行
わ

れ
、
諏
訪
神
社
か
ら
台
ノ
宮
公
園

ま
で
を
練
り
歩
き
、
五
穀
豊
穣
・

商
売
繁
盛
・
家
運
隆
昌
、
そ
し
て

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

疫
病
退
散
を
祈
願
し
ま
し
た
。

◀
秋
晴
れ
の
中
、
神
輿
が
町
内
を
巡
行
。
諏
訪
神
社
は
苦
難
の
元
（
禍
津
神
）
を
鎮
め
、
厄
災
を
乗
り
越
え
る
町

民
を
見
守
っ
て
き
た
こ
と
か
ら
鎮
守
の
神
様
と
称
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
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秋
の
一
大
イ
ベ
ン
ト
「
坂

下
秋
ま
つ
り
仮
装
山
車
コ
ン

ク
ー
ル
」。
地
域
の
大
人
た

ち
は
山
車
制
作
の
た
め
に
時

間
と
体
力
を
捧
げ
、
子
ど
も

た
ち
は
コ
ン
ク
ー
ル
で
の
パ

フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
練
習
に
明

け
暮
れ
る
…
厳
し
く
も
楽
し

い
秋
が
や
っ
て
く
る
と
、
誰

も
が
疑
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

し
か
し
、
コ
ロ
ナ
禍
で
迎
え

た
今
年
、
仮
装
山
車
コ
ン

ク
ー
ル
や
提
灯
行
列
、
稚
児

行
列
な
ど
の
一
部
行
事
が
昭

和
30
年
の
町
政
施
行
以
来
、

初
の
中
止
と
な
り
ま
し
た
。

感
染
症
拡
大
防
止
の
徹
底

の
た
め
で
は
あ
り
ま
す
が
、

言
い
難
い
寂
し
さ
を
感
じ
て

い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
坂
下
町
民
が
情
熱
を
そ

そ
ぐ
仮
装
山
車
、
今
回
は
そ

の
愛
さ
れ
る
理
由
を
紐
解
き

ま
す
。

諏
訪
神
社
の
例
大
祭
で
は
作
物
の
収
穫
を
祝
う

た
め
、
大
正
10
年
頃
よ
り
太
鼓
台
を
作
っ
て
町
内

を
練
り
歩
く
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
際
、
ま

つ
り
を
賑
や
か
に
執
り
行
う
た
め
、
仮
装
し
て
太

鼓
台
を
牽
引
し
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
が
時
代
と
と

も
に
仮
装
山
車
に
変
化
し
て
い
き
ま
し
た
。

仮
装
行
列
は
昭
和
30
年
頃
ま
で
主
流
で
、

40
年
代
に
は
趣
向
を
凝
ら
し
た
山
車
が
出
現

し
ま
す
。
さ
ら
に
昭
和
43
年
に
は
五
穀
豊
穣

の
ほ
か
、
商
店
街
の
繁
栄
の
た
め
、
山
車
ま

つ
り
を
盛
大
に
行
う
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

「
秋
ま
つ
り
を
盛
り
上
げ
た
い
」
と
、
昭
和

56
年
よ
り
古
坂
下
で
ね
ぶ
た
を
制
作
し
て
い

た
「
三
日
会
」
が
、
青
森
で
制
作
方
法
を
学

び
持
ち
帰
り
ま
し
た
。
こ
れ
を
き
っ
か
け
に
仮

装
山
車
コ
ン
ク
ー
ル
で
は
、
多
く
の
町
内
で
光

の
美
し
い
ね
ぶ

た
様
式
が
取
り

入
れ
ら
れ
る
よ

う
に
な
り
、
さ

ら
に
私
た
ち
を

魅
了
す
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。

そ
の
始
ま
り
か
ら
現
在
ま
で
多
く
の
人
が

情
熱
を
持
ち
、
取
り
組
ん
で
き
た
仮
装
山
車

は
、
こ
う
し
て
私
た
ち
に
と
っ
て
愛
着
の
深

い
も
の
と
な
り
ま
し
た
。

す
べ
て
の
町
民
が
来
年
の
仮
装
山
車
コ
ン

ク
ー
ル
開
催

を
信
じ
、
各

町
内
自
慢
の

仮
装
山
車
が

町
内
を
練
り

歩
く
の
を
心

待
ち
に
し
て

い
ま
す
。

山
車
ま
つ
り
が
盛
大
に
な
る
中
、
昭
和
44

年
に
は
山
車
コ
ン
ク
ー
ル
が
開
催
さ
れ
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
制
作
者
・
参
加

者
・
観
客
が
広
く
楽
し
め
る
娯
楽
と
し
て
、
ま

す
ま
す
発
展
し
て
い
き
ま
し
た
。

▲昭和 10 年代の秋まつり仮装行列。一家で参加する娯楽としての側面も
持ち合わせ、昭和 30 年代頃まで仮装行列として続きました。（諏訪町 
眞嶋善介さん提供）

▲柳町の山車「鹿鳴館舞踏会」。装飾
も華やかで、仮装行列から発展した
ためか大人も山車に乗っています。

　昭和 43 年 11 月号の「町政だより」
より

▲昨年度優秀賞の桜木町の山車。
色彩が夜に映えます。

▲昨年度最優秀賞を受賞した古坂下の
山車。昔ながらの木工山車で、から
くりや子どもたちのパフォーマンス
も見どころです。

▲昭和 44 年の熱演賞　仲町の仮
装山車「あぁ特別特攻隊」。現在
も人気の煙幕を利用する手法は
初期から行われていました。

　昭和44年11月号の「町政だより」より

私
た
ち
が
仮
装
山
車
を
愛
す
る
理
由

太
鼓
台
の
仮
装
行
列
か
ら
発
展

仮
装
行
列
か
ら
山
車
ま
つ
り
へ

山
車
制
作
者
た
ち
の
飽
く
な
き
追
求

山
車
へ
の
愛
は
止
ま
ら
な
い

み
ん
な
で
楽
し
む
山
車
コ
ン
ク
ー
ル
に
発
展

3




