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川
越
ま
つ
り
の
起
源
は
、
慶け

い

安あ
ん

元
年

（
一
六
四
八
）
に
当
時
の
川
越
藩
主
・
松ま

つ

平
だ
い
ら

信の
ぶ

綱つ
な

が
、
み
こ
し
・
獅
子
頭
な
ど
の

祭
礼
道
具
を
氷
川
神
社
に
寄
進
し
た
こ
と

に
始
ま
り
ま
す
。
そ
の
三
年
後
に
十

じ
ゅ
っ

ヵか

町
ち
ょ
う

（
江え

戸ど

町ま
ち

・
鍛か

冶じ

町ま
ち

・
上か

み

松ま
つ

江え

町
・
喜き

多た

町ま
ち

・
志し

義ぎ

町ま
ち

・
志し

多た

町ま
ち

・
高た

か

沢ざ
わ

町ま
ち

・
多た

賀が

町ま
ち

・
本ほ

ん

町ま
ち

・
南

み
な
み

町ま
ち

。
現
在
の
大お

お

手て

町ま
ち

・

喜
多
町
・
幸

さ
い
わ
い

町
ち
ょ
う

・
志
多
町
・
仲な

か

町
ち
ょ
う

・
松ま

つ

江え

町
ち
ょ
う

二
丁
目
・
元も

と

町ま
ち

一
丁
目
・
同
二
丁
目
）

の
人
々
が
氷
川
神
社
の
祭
り
に
参
加
す
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
元げ

ん

禄ろ
く

十
一
年
（
一

六
九
八
）
に
は
初
め
て
踊
り
屋
台
が
出
ま

し
た
。
そ
し
て
徐
々
に
江
戸
で
行
わ
れ
て

い
た
天
下
祭
の
影
響
を
受
け
、
大
き
な
祭

礼
へ
と
発
展
し
て
い
き
ま
す
。

明
治
時
代
に
入
る
と
、
江
戸
は
東
京
に

変
わ
り
、
ま
ち
の
中
に
電
線
が
張
り
巡
ら

さ
れ
て
い
き
ま
す
。
近
代
化
さ
れ
て
い
く

中
で
、
東
京
の
祭
り
の
主
役
は
山
車
か
ら

み
こ
し
へ
と
変
わ
り
ま
し
た
。
そ
の
た
め

川
越
の
山
車
は
、
江
戸
の
天
下
祭
の
様
式

を
伝
え
る
貴
重
な
存
在
で
あ
る
と
い
わ
れ

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

江
戸
時
代
後
期
か
ら
戦
前
の
祭
り
は
、

財
政
事
情
で
不
定
期
に
行
わ
れ
て
い
ま
し

ま
ず
は
、
歴
史
を

川
越
ま
つ
り

人
々
が
日
常
生
活
の
中
で
生
み
出
し
、
継
承
し
て
き
た

衣
食
住
・
生
業
・
信
仰
・
年
中
行
事
等
に
関
す
る
風
俗
慣

習
や
民
俗
芸
能
を
、
無
形
の
民
俗
文
化
財
と
い
い
ま
す
。

そ
の
中
で
特
に
重
要
な
も
の
を
、
国
は
重
要
無
形
民
俗
文

化
財
と
し
て
指
定
し
て
い
ま
す
。

川
越
ま
つ
り
の
場
合
、
平
成
十
一
年
度
か
ら
同
十
四
年

度
に
か
け
て
関
係
者
の
皆
さ
ん
の
協
力
を
得
な
が
ら
調
査

を
行
い
ま
し
た
。
そ
の
報
告
書
を
ま
と
め
て
文
化
庁
に
提

出
し
、
重
要
無
形
民
俗
文
化
財
と
な
り
ま
し
た
。

重
要
無
形
民
俗
文
化
財
と
は
？

国
指
定
重
要
無
形
民
俗
文
化
財
記
念

川
越
ま
つ
り
基
礎
講
座

い
よ
い
よ
川
越
ま
つ
り
が
近
づ
い
て
き
ま
し
た
。
こ
と
し
参
加
す
る
山

車
は
二
十
三
台
。
例
年
以
上
に
、
に
ぎ
や
か
な
も
の
と
な
り
そ
う
で
す
。

今
回
の
企
画
記
事
で
は
、
祭
り
を
よ
り
楽
し
ん
で
も
ら
う
た
め
に
、
川

越
ま
つ
り
の
基
礎
知
識
を
紹
介
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
…
広
聴
広
報
課
広
報
担
当
・
℡
内
線
２
１
２
４

川越まつり基礎講座



３ 広報川越 №1112 2005－10／10

■
川
越
ま
つ
り
基
礎
講
座
■
　
　
　

た
。
戦
前
山
車
が
出
た
の
は
、
昭
和
十
五

年
の
祭
り
が
最
後
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

戦
後
は
、
終
戦
か
ら
間
も
な
い
同
二
十

一
年
と
同
二
十
二
年
に
日
本
国
憲
法
公
布

と
施
行
を
祝
っ
て
、
同
二
十
三
年
に
、
市

と
商
工
会
議
所
の
共
催
で「
川
越
商
工
祭
」

を
開
催
し
、
山
車
が
出
ま
し
た
。

そ
の
後
は
、
山
車
が
出
な
い
こ
と
が
た

び
た
び
あ
り
ま
し
た
。
現
在
の
よ
う
に
毎

年
山
車
が
参
加
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の

は
、
同
四
十
三
年
か
ら
で
す
。
こ
の
年
、

川
越
ま
つ
り
協
賛
会
が
で
き
、「
川
越
ま

つ
り
」
の
名
称
で
市
民
の
ま
つ
り
と
し
て

位
置
づ
け
ら
れ
た
た
め
で
す
。
な
お
、
同

五
十
六
年
と
同
六
十
三
年
は
中
止
さ
れ
ま

し
た
。

同
五
十
七
年
は
市
制
施
行
六
十
年
を
祝

っ
て
、
本
川
越
駅
か
ら
喜
多
町
付
近
ま
で

山
車
二
十
台
が
並
び
、
初
め
て
「
山
車
ぞ

ろ
い
」
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
平
成
六
年
に

元
町
二
丁
目
の
山
車
が
京
都
の
喋ぎ

園お
ん

祭
に

参
加
し
、
宵
山
と
い
う
こ
と
ば
を
持
ち
帰

り
、
山
車
ぞ
ろ
い
が
、「
宵
山
」
と
呼
ば

れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

同
九
年
に
は
、
開
催
日
を
十
月
十
四

日
・
十
五
日
（
江
戸
時
代
は
、
旧
暦
の
九

月
十
四
日
・
十
五
日
）と
し
て
い
た
の
を
、

十
月
の
第
三
土
曜
日
と
日
曜
日
に
開
催
す

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
市

の
内
外
を
問
わ
ず
、
多
く
の
皆
さ
ん
が
祭

り
に
参
加
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

時
代
に
合
わ
せ
て
変
化
し
な
が
ら
、
江

戸
時
代
か
ら
三
百
五
十
年
以
上
続
く
伝
統

が
評
価
さ
れ
、
こ
と
し
二
月
二
十
一
日
、

川
越
ま
つ
り
は
「
川
越
氷
川
祭
の
山
車
行

事
」
と
し
て
国
の
重
要
無
形
民
俗
文
化
財

に
指
定
さ
れ
た
の
で
す
。

川越まつり基礎講座

山
車
保
有
町
内
協
議
会
会
長

土つ
ち

金か
ね

博ひ
ろ
し

さ
ん
（
79
歳
・
脇わ

き

田た

町ま
ち

）

脇
田
町
で
は
、
昭
和
五
十
七
年
に

山
車
を
作
り
、
翌
年
か
ら
川
越
ま
つ

り
に
参
加
し
て
い
ま
す
。

祭
り
に
か
か
わ
る
皆
さ
ん
す
べ
て

が
そ
う
だ
と
思
い
ま
す
が
、
祭
り
の

前
に
な
る
と
当
日
が
待
ち
遠
し
く
な

り
ま
す
。
日
々
の
あ
い
さ
つ
で
も
、

皆
さ
ん
が
祭
り
を
楽
し
み
に
し
て
い

る
の
が
伝
わ
っ
て
き
ま
す
。

私
た
ち
の
よ
う
に
近
年
参
加
す
る

よ
う
に
な
っ
た
町
内
は
、
古
く
か
ら

参
加
し
て
い
る
町
内
以
上
に
、
祭
り

を
盛
り
上
げ
よ
う
と
い
う
気
持
ち
で

参
加
し
て
い
ま
す
。

見
に
来
て
い
る
皆
さ
ん
に
、
前
の

年
以
上
に
楽
し
ん
で
も
ら
え
る
祭
り

に
し
た
い
、と
毎
年
感
じ
て
い
ま
す
。


