
　

昔
は
、
お
じ
い
さ
ん
や
お
ば
あ
さ
ん
た
ち
な
ど
も
参
加
し

て
い
た
育
児
。
現
在
、
核
家
族
化
や
夫
婦
共
働
き
世
帯
の
増

加
な
ど
に
よ
り
、
父
親
の
育
児
参
加
が
必
要
不
可
欠
と
な
っ

て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、平
成
18
年
の
国
の
調
査
に
よ
る
と
、

日
本
人
男
性
の
家
事
・
育
児
時
間
は
1
日
平
均
1
時
間
。
米

国
や
ド
イ
ツ
の
約
3
分
の
1
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

平
成
21
年
に
市
が
行
っ
た
調
査
で
は
、
父
親
が
子
育
て
に

関
わ
り
づ
ら
い
理
由
の
約
77
％
が
「
残
業
や
通
勤
時
間
が
長

く
、
時
間
が
取
れ
な
い
こ
と
」
で
し
た
。
気
持
ち
は
あ
っ
て

も
、
子
育
て
の
時
間
が
取
れ
な
い
と
い
う
お
父
さ
ん
は
多
い

よ
う
で
す
。
十
分
な
時
間
は
取
れ
な
く
て
も
、
ち
ょ
っ
と
し

た
時
間
を
見
つ
け
て
少
し
ず
つ
育
児
参
加
し
て
み
ま
せ
ん

か
。
子
ど
も
に
本
を
読
ん
で
あ
げ
る
な
ど
、
さ
さ
い
な
こ
と

か
ら
で
か
ま
い
ま
せ
ん
。
気
負
わ
ず
、
出
来
る
こ
と
か
ら
始

め
る
こ
と
が
大
切
で
す
。
子
育
て
に
関
わ
る
う
ち
に
「
育
児

の
大
変
さ
と
と
も
に
、
楽
し
さ
や
重
要
性
を
実
感
し
、
親
と

し
て
の
喜
び
を
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
」
と
い
う
声
も
聞
き

ま
す
。

　

最
近
で
は
、
子
育
て
に
積
極
的
に
参
加
す
る
男
性「
イ
ク

メ
ン
」
が
、
若
い
お
父
さ
ん
を
中
心
に
増
加
し
て
い
ま
す
。

県
で
は
、育
児
初
心
者
の
父
親
向
け
に
育
児
の
ヒ
ン
ト
集「
イ

ク
メ
ン
の
素も

と

」
を
作
成
し
て
い
ま
す
。「
育
児
も
仕
事
と
同

様
に
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
す
る
こ
と
で
や
り
や
す
く
な
る
の
で

は
」
と
、
現
役
の
お
父
さ
ん
た
ち
が
育
児
の
コ
ツ
に
つ
い
て

ま
と
め
た
も
の
で
す
。
こ
ち
ら
は
、
県
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
確
認
で
き
ま
す
。

　

中
央
公
民
館
で
は
、
偶
数
月
の
日
曜
日（
月
1
回
）に
「
パ

パ
っ
こ
サ
ロ
ン
」
を
実
施
し
、
親
子
で
遊
び
な
が
ら
情
報
交

換
や
父
親
同
士
の
交
流
を
図
っ
た
り
し
て
い
ま
す
。
詳
し
く

は
、
同
館
L
2
2
2
︲
1
3
9
4
に
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

子
育
て
支
援
課

L
2
2
4
‐
5
8
2
1

こ
こ
ろ
の
病
の
病
院

　

こ
こ
ろ
の
病
が
新
聞
や
テ
レ
ビ
な
ど
で

取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が
増
え
る
に
つ

れ
、
精
神
科
な
ど
の
診
療
科
が
よ
り
身
近

に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
一
方
で
、
精
神

科
・
心
療
内
科
・
神
経
内
科
な
ど
い
ろ
い

ろ
な
科
目
が
あ
り
、
ど
の
診
療
科
を
受
診

し
た
ら
よ
い
の
か
困
っ
て
い
る
方
も
い
る

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
こ
で
、
そ

れ
ぞ
れ
の
診
療
科
の
特
徴
に
つ
い
て
簡
単

に
説
明
し
ま
す
。

精�

神
科
…
不
安
・
う
つ
・
不
眠
・
イ
ラ
イ

ラ
・
幻
聴
な
ど
の
こ
こ
ろ
の
病
や
そ
の

症
状
、
つ
ま
り
、
精
神
疾
患
を
専
門
に

扱
う
科
で
す
。
精
神
神
経
科
と
表
示
さ

れ
て
い
る
所
も
あ
り
ま
す
。

心�

療
内
科
…
精
神
的
な
問
題
が
も
と
で
体

に
症
状
を
き
た
す
病
気
を
扱
う
科
で

す
。
精
神
科
だ
と
受
診
し
に
く
い
方
も

い
る
た
め
、
心
療
内
科
と
表
示
さ
れ
て

い
て
も
、
実
際
は
精
神
科
と
い
う
こ
と

も
あ
り
ま
す
。

神�

経
内
科
…
脳
・
脊
髄
・
神
経
・
筋
肉
の

病
気
を
み
る
内
科
で
す
。
し
び
れ
や
め

ま
い
、
歩
き
に
く
い
、
ふ
ら
つ
く
、
頭

痛
、
手
足
や
体
が
勝
手
に
動
く
な
ど
の

症
状
を
扱
う
科
で
す
。

　

保
健
予
防
課
で
は
、
こ
こ
ろ
の
病
の
医

療
機
関
に
つ
い
て
案
内
を
行
う
ほ
か
、
保

健
医
療
マ
ッ
プ
を
作
成
し
、
同
課
や
障
害

者
福
祉
課（
本
庁
舎
1
階
）な
ど
で
配
布
し

て
い
ま
す
。
詳
し
く
は
、
お
尋
ね
く
だ
さ

い
。
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防
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こ
こ
ろ
、
元
気
で
す
か
?

み
ん
な
で
子
育
て
⑦

お
父
さ
ん
の
育
児
参
加

　木遣りとは、本来、労働歌であり木材や石材を運搬す

る時に歌われた掛け声に起源があると言われています。

川越まつりで鳶
とび

頭
がしら

が歌うのは江戸木遣り。江戸末期から

神社仏閣の上
じょう

棟
とう

落
らっ

慶
けい

式
しき

や町屋の棟
むね

上
あ

げ、祭礼の山車を曳
ひ

く時などに歌われてきました。

　川越まつりの初日の朝、山車を曳き出す際、鳶によっ

て「真
しん

鶴
つる

」「手
て

古
こ

」と呼ばれる拍子の木遣りが歌われ、続

いて「鶴
つる

掛
かけ

」や「棒
ぼう

車
ぐるま

」となります。そして、「さらば」

の声と拍子木の合図で山車が動き出します。

　まつりの最終幕では、納めの木遣り・終
しま

い（仕舞）囃子

とつづき、最後に、祭礼が無事に納まったことを祝い、

町内繁栄を祈念して手締めをします。江戸の手締めは早

いリズムで3・3・3・1と手を打つ十締めが一般的で、

これを3回繰り返す

のがいわゆる三本締

めです。伝統の川越

締めは、ゆっくりと

した調子で格調高く

3・3・1の七つ締め。

商人町の川越では十

締めは「戸閉め」、店

じまいに通じること

から嫌われたと言わ

れています。

川越まつりを十倍楽しむ方法 7 川越まつり会館L225－2727木
き

遣
や

りと手締め

日程 囃子連名

11月

18日㈰ 榎会囃子連

23日㈷ 浦嶋囃子連

25日㈰ 今成囃子連

12月

1日㈯ 南大塚囃子連

2日㈰ 幸町囃子会

9日㈰ 中台囃子連中

川越まつり会館囃子実演予定

＊午後1時30分・2時30分の2回行
います（各20分）。要入館料。
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