
保
育
園
と
い
っ
て
も
…

　
認
可
保
育
所
、
保
育
料
の
軽
減
が
あ
る
家
庭
保
育
室
、

夜
間
の
預
か
り
も
行
う
ベ
ビ
ー
ホ
テ
ル
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま

な
保
育
園
が
あ
り
保
育
メ
ニ
ュ
ー
も
多
様
で
す
。
家
庭
の

状
況
や
保
護
者
の
就
労
状
況
、
保
育
時
間
や
保
育
内
容
な

ど
に
よ
っ
て
、
あ
な
た
に
合
っ
た
保
育
園
を
選
び
ま
し
ょ

う
。
実
際
に
子
ど
も
を
通
わ
せ
て
い
る
人
に
保
育
園
の
様

子
な
ど
を
聞
い
て
み
る
の
も
良
い
で
す
ね
。

送
迎
は
大
丈
夫
？

　
保
育
園
の
送
迎
は
ほ
ぼ
毎
日
。
入
園
が
決
ま
っ
て
も
送

迎
で
時
間
が
か
か
り
、
仕
事
に
遅
刻
し
て
し
ま
っ
て
は
大

変
で
す
。
本
当
に
送
迎
が
可
能
か
ど
う
か
、
保
育
時
間
や

送
迎
の
所
要
時
間
を
確
認
し
ま
し
ょ
う
。

保
育
園
を
見
学
し
て
み
よ
う

　
保
育
園
に
よ
っ
て
保
育
方
針
や
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
な
ど
が

異
な
り
ま
す
。
自
宅
か
ら
近
い
、
保
育
料
が
安
い
と
い
っ

て
も「
入
園
し
て
み
た
ら
、
わ
が
家
の
育
児
方
針
と
違
う
、

思
っ
て
い
た
イ
メ
ー
ジ
と
違
っ
て
い
た
」
と
い
っ
た
こ
と

が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
事
前
に
保
育
園
を
見
学
し
、

保
育
室
の
様
子
や
在
園
し
て
い
る
子
ど
も
の
様
子
を
見
た

り
、
保
育
内
容
や
特
長
な
ど
疑
問
に
思
っ
て
い
る
こ
と
を

聞
い
て
み
ま
し
ょ
う
。
見
学
は
、
保
育
園
へ
急
に
行
っ
て

も
対
応
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。
事
前
に
保
育
園
に

連
絡
を
入
れ
て
か
ら
行
き
ま
し
ょ
う
。

　
今
回
の
選
び
方
は
、
ほ
ん
の
一
例
で
す
。
県
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
に
は
「
よ
い
保
育
施
設
の
選
び
方
十
か
条
」
と
い
っ

た
情
報
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
、入
園
申
し
込
み
手
続
き
は
、

各
保
育
園
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
の
で
、
日
程
や
必
要
書

類
を
事
前
に
確
認
し
、余
裕
を
持
っ
て
準
備
し
ま
し
ょ
う
。

保
育
課

L
2
2
4
︲
5
8
2
7

働
く
人
の
こ
こ
ろ

　
厳
し
い
経
済
状
況
の
中
、
人
員
削
減

な
ど
か
ら
過
重
労
働
と
な
り
体
に
不
調

を
き
た
し
た
り
、仕
事
へ
の
強
い
不
安
・

悩
み
・
ス
ト
レ
ス
を
感
じ
た
り
し
て
い

る
人
が
増
え
、
働
く
人
の
心
と
体
の
ケ

ア
の
必
要
性
が
高
ま
っ
て
い
ま
す
。

　
市
で
は
、
市
内
の
事
業
所
の
産
業
保

健
担
当
者
や
人
事
労
務
担
当
者
を
対
象

に「
地
域
・
職
域
保
健
事
業
連
絡
会
議
」

を
実
施
し
て
い
ま
す
。こ
の
会
議
で
は
、

職
場
の
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
対
策
に
関
す

る
研
修
や
情
報
交
換
、
意
見
交
換
を
通

じ
、
働
く
人
の
心
の
ケ
ア
や
、
早
期
発

見
と
早
期
対
応
に
つ
い
て
検
討
し
て
い

ま
す
。

　
働
く
人
は
、
処
理
し
き
れ
な
い
仕
事

を
抱
え
た
り
、負
担
を
感
じ
た
と
き
に
、

1
人
で
抱
え
込
ま
な
い
よ
う
に
す
る
こ

と
が
大
切
で
す
。
誰
か
に
自
分
の
思
い

を
聞
い
て
も
ら
う
こ
と
で
気
持
ち
が
楽

に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
仕

事
を
手
伝
う
・
分
担
し
て
取
り
組
む
、

期
限
や
期
日
を
延
ば
す
な
ど
の
方
策
が

見
い
出
せ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
雇
用
関
係
者
は
、
働
く
人
の
体
調
や

ス
ト
レ
ス
、
心
の
状
態
に
気
を
配
っ
て

あ
げ
て
く
だ
さ
い
。
困
難
な
問
題
や
課

題
に
は
、
1
人
で
は
な
く
皆
で
取
り
組

め
る
よ
う
に
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

　
保
健
予
防
課
で
は
、
心
の
不
調
に
つ

い
て
随
時
相
談
を
受
け
付
け
て
い
ま

す
。
詳
し
く
は
、
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

保
健
予
防
課
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こ
こ
ろ
、
元
気
で
す
か
?

み
ん
な
で
子
育
て
⑥

保
育
園
選
び
、
悩
ん
で
い
ま
せ
ん
か
？

　山車の曳
ひ

き回しは、一
般的に、先頭から先

さき

触
ぶ

れ・露
つゆ

払
はら

い・手
て

古
こ

舞
まい

・綱
つな

先
さき

・宰
さい

領
りょう

・鳶
とび

頭
がしら

・職
しょく

方
かた

と
並んでいます。山車の
近くには、色や柄を町
内ごとに工夫したそろい衣装の若衆がいて、山車の周り
をしっかり固めます。その中で「川越まつりの華」と言
われるのが手古舞。髪を結い上げ、華やかな着物をまと
い、ひざから下を絞った「たっつけ袴

ばかま

」をはいて、名入
りのちょうちんと金棒を持って祭りの雰囲気を盛り上げ
ます。かつては女性の祭礼参加に制約があったため、娘
衆が男装をして、参加したのが始まりとも言われていま
す。山車の曳き回しの責任者でもある宰領は「一の拍子

木」とも呼ばれ、曳
えい

行
こう

の安全と円滑を図ります。その宰
領の指示を受けるのが鳶頭です。「二の拍子木」とも呼
ばれ、山車の発車や停止を職方に伝えます。このように、
町内の宝である自慢の山車は、たくさんの人たちが協力
し合うことで巡行できるのです。
　いよいよ川越まつりが始まります。まつり当日の早朝
は「一番囃子」「一番
太鼓」などと言われ
る、まつりの朝を告
げる囃子が聞こえて
くることも。朝の澄
んだ空気に響く音色
に、耳を傾けてみて
ください。

川越まつりを十倍楽しむ方法 6 川越まつり会館L225－2727山車の巡行

日程 囃子連名

10月
14日㈰ 月鉾囃子連

28日㈰ 鈿女会囃子連

11月
3日㈷ 鴨田囃子連

4日㈰ 新宿町囃子保存会

川越まつり会館囃子実演予定表

＊囃子の実演は午後1時30分・2時30
分の2回行います（各20分）。要入館料。

	 5	 広報川越№1280・2012.10.10

子
育
て
情
報
館

施
設
情
報

保
健
・
健
康

コ
ラ
ム

市
民
相
談
案
内

情
報
ア
ラ
カ
ル
ト

小
江
戸
い
ん
ふ
ぉ

市
政
に
ゅ
う
す

ひ
と 

ま
ち


