
　「
仕
事
で
残
業
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
け
ど
、
保

育
園
や
学
童
保
育
室
に
預
け
て
い
る
子
ど
も
は
ど
う
し
よ
う

…
。
子
ど
も
だ
け
で
お
留
守
番
さ
せ
て
お
け
な
い
し
、
頼
れ

る
親
族
も
近
く
に
い
な
い
し
…
」
と
い
っ
た
こ
と
は
あ
り
ま

せ
ん
か
。
近
年
、就
業
形
態
の
多
様
化
や
核
家
族
化
に
伴
い
、

保
護
者
の
方
が
仕
事
を
は
じ
め
と
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
理
由
で

平
日
夜
間
に
不
在
に
な
り
、
子
育
て
と
の
両
立
に
苦
労
す
る

場
面
も
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
そ
ん
な
時
の
た
め
に
、
市
で
は
保
護
者
の
方
が
安
心
し
て

就
労
と
子
育
て
が
で
き
る
環
境
づ
く
り
へ
の
支
援
の
一
環
と

し
て
こ
の
事
業
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
対
象
は
市
内
在
住
の

3
歳
か
ら
小
学
3
年
生
ま
で
の
子
ど
も
で
、
利
用
時
間
は
午

後
5
時
～
9
時
30
分
で
す
（
保
護
者
の
方
は
午
後
10
時
ま
で

に
施
設
に
迎
え
に
来
て
く
だ
さ
い
）。
事
前
に
子
育
て
支
援

課
で
利
用
登
録
が
必
要
で
す
が
、
一
度
登
録
す
れ
ば
、
あ
と

は
月
ご
と
、
も
し
く
は
利
用
の
都
度
、
あ
ら
か
じ
め
申
し
込

み
を
す
れ
ば
預
け
ら
れ
ま
す
。
市
内
の
保
育
園
や
学
童
保
育

室
な
ど
に
通
っ
て
い
る
子
ど
も
で

あ
れ
ば
、
迎
え
に
行
く
こ
と
も
で

き
ま
す
（
要
相
談
）。
ま
た
、
預
か

っ
た
子
ど
も
に
、
夕
食
を
用
意
す

る
こ
と
も
可
能
で
す
。
随
時
、
施

設
見
学
も
行
っ
て
い
ま
す
。
詳
し

く
は
、
同
課
ま
た
は
実
施
施
設
に

お
尋
ね
く
だ
さ
い
。
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施
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利 

用
者
負
担
…
児
童
1
人
当
た
り
1
日
1
5
0
0
円（
課
税

状
況
に
よ
り
減
額
あ
り
）と
施
設
へ
の
実
費
5
0
0
円

定 

員
…
1
日
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則
5
人
程
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こ
こ
ろ
の
病
と
家
族

　
こ
こ
ろ
の
病
に
悩
む
人
に
と
っ
て
、
家

族
は
療
養
の
支
え
と
な
る
大
切
な
存
在
で

す
。
そ
れ
故
、
家
族
自
身
も
ま
た
ス
ト
レ

ス
を
抱
え
や
す
い
の
で
、
次
の
こ
と
を
心

掛
け
ま
し
ょ
う
。

責 

め
ず
に
、
見
守
る
…
こ
こ
ろ
の
病
は
、

症
状
に
波
が
あ
り
、
療
養
が
長
く
か
か

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
な
か
な
か
病
状

が
好
転
し
な
い
と
、
心
配
が
募
り
イ
ラ

イ
ラ
し
て
し
ま
う
こ
と
も
。
け
れ
ど
、

一
番
辛
い
の
は
病
に
悩
む
本
人
で
す
。

ま
た
、
家
族
が
症
状
に
一
喜
一
憂
す
る

こ
と
は
本
人
の
混
乱
を
招
き
ま
す
。
ゆ

っ
く
り
と
温
か
く
見
守
り
ま
し
ょ
う
。

リ 

フ
レ
ッ
シ
ュ
す
る
…
趣
味
や
楽
し
み
に

没
頭
す
る
時
間
も
大
事
に
し
て
く
だ
さ

い
。
家
族
の
こ
こ
ろ
の
健
康
は
、
本
人

の
回
復
の
助
け
に
な
り
ま
す
。

社 

会
資
源
を
活
用
す
る
…
医
療
機
関
、
相

談
機
関
な
ど
の
活
用
を
お
す
す
め
し
ま

す
。
病
状
に
つ
い
て
知
り
た
い
と
き
に

は
、
診
察
に
同
席
す
る
こ
と
も
必
要
で

す
。
家
族
会
に
参
加
し
た
り
、
家
族
の

体
験
談
を
聞
く
な
ど
、
他
の
家
族
の
意

見
も
大
変
参
考
に
な
り
ま
す
。

　
保
健
予
防
課
で
は
、
家
族
の
対
応
の
仕

方
や
、
社
会
資
源
の
活
用
に
つ
い
て
相
談

を
受
け
て
い
ま
す
。
ま
た
、
統
合
失
調
症

や
ひ
き
こ
も
り
に
悩
む
家
族
へ
家
族
教
室

や
家
族
の
集
い
な
ど
も
実
施
し
て
い
ま

す
。
詳
し
く
は
、
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。
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こ
こ
ろ
、
元
気
で
す
か
?

み
ん
な
で
子
育
て
⑧

ト
ワ
イ
ラ
イ
ト
ス
テ
イ
事
業

　慶
けい

安
あん

元年（1648）、時の川越藩主・松
まつ

平
だいら

信
のぶ

綱
つな

が氷川神

社に神輿などを寄進したことに始まる川越まつり。元
げん

禄
ろく

11年（1698）に初めて踊り屋台が登場したのをきっか

けに、各町内が趣向を凝らしてまつりに参加するように

なりました。文
ぶん

政
せい

9年（1826）の「川越氷川祭礼絵巻」

には、担ぐものから車で引くものなどさまざまな形の山

車が描かれています。天
てん

保
ぽう

15年（1844）の「川越氷川祭

礼絵馬」では、山車の形が一本柱に統一され、人形と囃

子が山車に乗る現代に近いものになってきます。今の川

越まつりで見られるような二重鉾
ほこ

四ツ車の山車は明治初

期に確立され、その後、囃子台に唐
から

破
は

風
ふ

をつけたり、回

り舞台にしたりする山車が多くなりました。

　絵巻や絵馬のレプ

リカは川越まつり会

館で見ることができ

ます。実際に見て、

今との違いを探して

みてはいかがです

か。また、川越まつ

り公式サイトでも紹

介しています。歴史

を知るとまつりがい

っそう味わい深いも

のになりますね。

知って なるほど 川越まつり 川越まつり会館L225－2727山車の変化

日程 囃子連名

1月

13日㈰ 岸町囃子連

14日㈷ 小中居囃子保存会

20日㈰ 砂囃子保存会

27日㈰ 小室囃子連

2月

3日㈰ 住吉囃子連

10日㈰ 竹生会

11日㈷ 北山田囃子保存会

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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