
す
。山

車
に
乗
せ
ら
れ
て
い
る
人
形
は
、
高

さ
が
人
の
身
長
よ
り
や
や
高
く
、
顔
も
大

き
め
に
作
ら
れ
て
い
ま
す
。
下
か
ら
見
た

と
き
に
よ
く
見
え
る
よ
う
に
す
る
た
め
の

く
ふ
う
で
す
。

古
く
に
作
ら
れ
た
人
形
は
昔
話
の
主
人

公
・
舞
や
能
の
登
場
人
物
が
多
く
、
最
近

作
ら
れ
た
人
形
は
、
歴
史
上
の
人
物
が
多

い
よ
う
で
す
。

例
え
ば
、
昭
和
五
十
七
年
に
作
ら
れ
た

脇
田
町
の
人
形
は
、
徳と

く

川が
わ

家い
え

康や
す

で
す
。
山

車
を
制
作
す
る
と
き
、
町
内
の
皆
さ
ん
で

話
し
合
い
を
し
て
、
仙
波
東
照
宮
や
喜
多

院
な
ど
、
家
康
に
ち
な
む
名
所
が
川
越
に

あ
る
こ
と
か
ら
選
び
ま
し
た
。
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川
越
ま
つ
り
に
参
加
し
て
い
る
山
車

は
、
現
在
二
十
九
台
あ
り
ま
す
。
そ
の
中

で
県
指
定
の
有
形
民
俗
文
化
財
が
十
台
、

市
指
定
の
有
形
民
俗
文
化
財
が
一
台
あ
り

ま
す
。
そ
の
ほ
か
に
、
制
作
か
ら
五
十
年

以
上
が
経
過
し
た
山
車
で
、
市
民
文
化
の

向
上
と
川
越
ま
つ
り
発
展
へ
の
貢
献
が
あ

っ
た
と
す
る
歴
史
文
化
伝
承
山
車
に
、
三

台
が
登
録
さ
れ
て
い
ま
す
。

一
般
的
な
山
車
は
、四
つ
車
の
台
車
で
、

二
層
の
鉾ほ

こ

が
あ
り
、
そ
の
上
に
人
形
が
取

り
付
け
ら
れ
る
構
造
に
な
っ
て
い
ま
す
。

人
形
と
四
方
幕
が
付
け
ら
れ
た
鉾
は
せ
り

上
が
り
式
に
な
っ
て
い
て
、
人
形
も
含
め

る
と
、
高
さ
は
八
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
に
な
り

ま
す
。

四
つ
車
の
台
車
が
主
流
で
す
が
、
元
町

二
丁
目
・
六ろ

っ

軒け
ん

町ま
ち

・
大お

お

手て

町ま
ち

の
山
車
は
、

三
つ
車
に
な
っ
て
い
ま
す
。

文ぶ
ん

久
き
ゅ
う

二
年
（
一
八
二
六
）
に
志
義
町

（
現
在
の
仲
町
）
が
初
め
て
現
在
の
よ
う

な
四
つ
車
で
二
重
鉾
の
山
車
を
建
造
し
た

と
伝
え
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
以
降
、
こ
の
形

が
主
流
と
な
り
ま
し
た
。
そ
の
後
、
明
治

時
代
に
な
る
と
回
り
舞
台
が
付
け
ら
れ
、

曳ひ

っ
か
わ
せ
が
行
い
や
す
く
な
り
ま
し

た
。山

車
は
、
組
み
立
て
ら
れ
た
状
態
で
保

存
さ
れ
る
も
の
と
そ
う
で
な
い
も
の
が
あ

り
ま
す
。
組
み
立
て
ら
れ
て
い
な
い
状
態

の
山
車
は
、
祭
り
の
数
日
前
か
ら
組
み
立

て
が
始
ま
り
ま
す
。山
車
の
組
み
立
て
に
、

く
ぎ
は
い
っ
さ
い
使
わ
れ
ま
せ
ん
。
大
小

さ
ま
ざ
ま
な
部
品
を
組
み
合
わ
せ
、
山
車

が
組
み
立
て
ら
れ
ま
す
。

そ
れ
ぞ
れ
の
山
車
を
見
分
け
る
に
は
、

ま
ず
山
車
の
上
の
人
形
で
す
。
各
町
内
の

山
車
は
、「
○
○
の
山
車
」
と
人
形
の
名

前
で
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
川
越

市
の
山
車
に
乗
っ
て
い
る
人
形
は
、

「
猩

し
ょ
う

々
じ
ょ
う

」。
そ
の
た
め
、「
猩
々
の
山
車
」

と
呼
ば
れ
ま
す
。

人
形
が
出
て
い
な
い
と
き
は
、
曳
い
て

い
る
皆
さ
ん
が
着
て
い
る
衣
装
に
入
っ
て

い
る
町
名
で
、
見
分
け
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
ま
た
、
止
ま
っ
て
い
る
と
き
に
は
、

正
面
に
付
け
ら
れ
た
木
札
を
見
れ
ば
、
山

車
の
名
前
が
わ
か
り
ま
す
。
こ
の
木
札
に

は
町
名
の
ほ
か
、
乗
っ
て
い
る
囃
子
連

名
・
人
形
の
名
前
な
ど
が
書
か
れ
て
い
ま

祭
り
の
主
役
、
山
車

人
形 

囃
子
台 

唐
破
風 

上
勾
欄 

四
方
幕 

下
勾
欄 

木
札 

水
引
幕 後

幕 （
山
車
の
側
面
） 

曳
き
綱 

 

木
鼻 

 

か
み
こ
う
ら
ん 

か
ら 

は 

ふ 

み
ず
ひ
き
ま
く 

し
も
こ
う
ら
ん 

き

ば
な 

し

ほ
う
ま
く 

う
し
ろ
ま
く は

や
し 

だ
い 

山車の各部名称（川越市の山車）

山
車
人
形

川越まつり基礎講座

山
車
の
運
行
に
は
、
と
び
の
皆
さ
ん
が
携
わ
り
ま
す
。

方
向
転
換
は
、
腕
の
見
せ
ど
こ
ろ
で
す
。
山
車
の
方
向

転
換
に
は
左
の
よ
う
に
金
て
こ
を
使
っ
た
り
、
下
の
よ

う
に
ジ
ャ
ッ
キ
を
使
っ
た
り
し
て
い
ま
す

川
越
ま
つ
り

川
越
ま
つ
り
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川
越
ま
つ
り
で
見
ら
れ
る
囃
子
は
、

「
王お

う

蔵ぞ
う

流
り
ゅ
う

」「
芝し

ば

金か
な

杉す
ぎ

流
り
ゅ
う

」「
堤

つ
つ
み

崎さ
き

流
り
ゅ
う

」
の

三
つ
が
主
流
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
ほ

か
に
も
、
「
木き

ノの

下し
た

流
り
ゅ
う

」
「
小こ

村む
ら

井い

流
り
ゅ
う

」

な
ど
の
流
派
も
市
内
に
は
あ
り
ま
す
。

王
蔵
流
・
芝
金
杉
流
は
江
戸
か
ら
、
堤

崎
流
は
現
在
の
上あ

げ

尾お

市
か
ら
入
っ
て
き
た

流
派
で
、
そ
れ
ぞ
れ
市
内
に
広
が
っ
て
い

き
ま
し
た
。

当
初
は
、
山
車
を
保
有
す
る
町
内
が
近

隣
の
農
村
か
ら
囃
子
連
を
呼
ん
で
い
ま
し

た
が
、
最
近
で
は
山
車
保
有
町
内
で
も
、

囃
子
連
を
持
つ
と
こ
ろ
が
多
く
な
っ
て
い

ま
す
。

山
車
に
乗
る
囃
子
の
編
成
は
、
笛
一

人
・
小
太
鼓
二
人
・
大
太
鼓
一
人
・
鉦か

ね

一

人
・
舞
一
人
の
計
六
人
で
す
。
話
を
伺
っ

た
南
田
島
囃
子
連
で
は
、
ま
ず
小
太
鼓
を

覚
え
、
そ
れ
か
ら
各
自
で
選
ん
で
笛
・
大

太
鼓
・
鉦か

ね

・
舞
を
教
わ
り
ま
す
。
曲
目
に

は
、「
ヤ
タ
イ
」「
カ
マ
ク
ラ
」「
シ
チ
ョ

ウ
メ
」「
イ
ン
バ
」
な
ど
が
あ
り
、
そ
れ

に
合
わ
せ
て
舞
は
、
き
つ
ね
・
お
か
め
・

も
ど
き
（
道
化
面
）
・
た
ぬ
き
な
ど
の
面

を
着
け
て
踊
り
ま
す
。

山
車
が
止
ま
っ
て
い
る
状
態
の
と
き
に

お
囃
子
を
聞
い
て
み
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の

流
派
に
よ
る
特
徴
が
わ
か
る
と
思
い
ま

す
。例

え
ば
、
き
つ
ね
が
踊
っ
て
い
て
も
、

流
派
に
よ
っ
て
囃
子
の
調
子
が
異
な
っ
て

い
ま
す
。

川
越
ま
つ
り
の
見
ど
こ
ろ
の
一
つ
で
あ

る
曳
っ
か
わ
せ
。囃
子
の
勝
負
で
は
な
く
、

お
互
い
の
山
車
の
最
も
得
意
と
す
る
囃
子

を
披
露
す
る
場
で
す
。
文ぶ

ん

化か

十
一
年
（
一

八
一
四
）、
屋
台
ど
う
し
が
交
差
す
る
と

き
は
儀
礼
と
し
て
お
互
い
の
囃
子
を
披
露

し
合
う
と
い
う
文
書
が
あ
り
、
こ
れ
が
曳

っ
か
わ
せ
の
始
ま
り
と
思
わ
れ
ま
す
。

明
治
時
代
、
志
義
町
の
山
車
に
回
り
舞

台
が
付
け
ら
れ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま

す
。
そ
の
後
他
の
山
車
に
も
広
が
り
、
互

い
の
囃
子
台
を
正
面
に
向
か
い
合
わ
せ
た

り
、
複
数
の
山
車
が
そ
ろ
っ
た
と
き
に
右

へ
左
へ
回
転
し
た
り
と
、
曳
っ
か
わ
せ
が

よ
り
盛
り
上
が
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

曳
っ
か
わ
せ
は
、
囃
子
の
皆
さ
ん
に
と

っ
て
緊
張
す
る
場
で
す
。
自
分
た
ち
の
囃

子
の
笛
の
音
だ
け
が
頼
り
に
な
る
の
で
、

聞
き
漏
ら
し
て
は
い
け
な
い
か
ら
で
す
。

他
の
山
車
の
演
舞
と
周
り
で
見
て
い
る
皆

さ
ん
の
歓
声
の
中
で
、囃
子
の
皆
さ
ん
は
、

自
分
た
ち
の
持
っ
て
い
る
技
術
の
す
べ
て

を
披
露
し
て
い
ま
す
。

●
　
　
　
　
●
　
　
　
　
●
　
　
　
　

十
月
十
五
日
析
・
十
六
日
隻
、
二
十
三

台
の
山
車
が
参
加
し
、
川
越
ま
つ
り
が
行

わ
れ
ま
す
。

こ
と
し
の
川
越
ま
つ
り
に
参
加
す
る
山

車
・
宵
山
や
山
車
ぞ
ろ
い
の
時
間
・
交
通

規
制
に
つ
い
て
は
、
九
月
二
十
五
日
発
行

の
広
報
川
越
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

耳
と
目
で
楽
し
む
お
囃
子

祭
り
の
見
ど
こ
ろ
曳
っ
か
わ
せ

川越まつり基礎講座

囃子を盛り上げる、舞。上から、お
かめ・ひょっとこ・獅子舞４台の山車が囃子台を向け合い曳っかわせ

川
越
ま
つ
り

川
越
ま
つ
り

川越市囃子連合会
副会長
細
ほそ

野
の

稔
みのる

さん
（60歳・南

みなみ

田
た

島
じま

）
南田島囃子連は、

明治の川越大火以降
から川越まつりに参
加し、現在は菅

すが

原
わら

町
ちょう

の山車に乗っています。囃子を演じる者
にとって、山車に乗るのは誇りです。
囃子は笛がリーダーで、調子を合わせま

す。踊り手が代われば曲が変わったという
合図です。にぎやかな曳っかわせもいいで
すが、囃子を楽しむのであれば、宵山がお
勧めです。宵山の時に15分くらい聞いて
いれば、違いがわかってくると思います。
どこの囃子連もそうですが、後継者を育

てていかないといけません。南田島囃子連
でも、ちびっこ囃子連があります。この子
どもたちがずっと囃子を続けてくれればい
いですね。


