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北
本
市
郷
土
芸
能
大
会

　

14
回
目
を
迎
え
る「
北
本
市
郷
土

芸
能
大
会
」は
、
市
内
に
残
る
獅
子

舞
、
囃
子
、
剣
武（
舞
）等
の
郷
土
芸

能
・
古
典
芸
能
の
発
表
を
通
じ
て
、

郷
土
芸
能
へ
の
理
解
と
後
継
者
育
成

を
目
的
に
毎
年
開
催
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

昨
年
は
、
秩
父
屋
台
囃
子
を
お
招

き
し
、
市
内
外
の
大
勢
の
皆
さ
ん
か

ら
ご
好
評
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

今
回
は
、
北
本
市
郷
土
芸
能
保
存

団
体
連
合
会
か
ら
５
団
体
、
ゲ
ス
ト

に
中
丸
な
か
よ
し
会
、
東
大
宮「
砂
囃

子
連
」を
お
迎
え
し
て
開
催
し
ま
す
。

北
本
市
郷
土
芸
能
　
　
　
　

保
存
団
体
連
合
会
と
は

　
「
北
本
市
郷
土
芸
能
保
存
団
体
連

合
会
」は
、
貴
重
な
郷
土
芸
能
を
末

永
く
後
世
に
継
承
・
発
展
さ
せ
て
い

く
こ
と
を
目
的
に
、
昭
和
54
年
に
発

足
し
ま
し
た
。
市
内
外
の
保
存
団
体

と
の
交
流
を
図
り
、
郷
土
芸
能
の
保

存
と
伝
承
に
取
り
組
ん
だ
結
果
、
一

時
は
消
滅
の
危
機
に
あ
っ
た「
鎮
守

の
森
か
ら
聞
こ
え
て
い
た
笛
や
太
鼓

の
音
」も
復
活
し
、
市
内
の
お
祭
り

や
イ
ベ
ン
ト
を
始
め
、
市
外
各
地
で

開
催
さ
れ
る
郷
土
芸
能
祭
り
に
も
積

極
的
に
参
加
し
て
い
ま
す
。

五
穀
豊
穣じ
ょ
う、
子
孫
繁
栄
を
願
い
、
鎮
守
の
祭
り

で
奉
納
さ
れ
て
き
た
お
囃は
や

子
、
獅
子
舞
、
万
作

踊
り
。
時
代
が
変
わ
っ
て
も
私
た
ち
の
く
ら
し

の
中
に
息
づ
い
て
い
る
郷
土
の
芸
能
。
伝
統
を

守
り
、
受
け
継
が
れ
て
き
た
技
と
舞
い
を
ぜ
ひ

ご
堪
能
く
だ
さ
い
。

特
集未

来
へ

つ
な
ご
う

伝
統
の
響
き

■出演団体　荒井囃子保存会、北中丸囃子連、
北本宿囃子連、北本四丁目囃子連、顕揚会
■特別出演　砂囃子連、中丸なかよし会
■入場方法　入場無料。入場整理券を生涯学習
課、文化センターの中央公民館、各地域学習セン
ター（地区公民館、勤労福祉センター、コミュニティ
センター、学習センター）、野外活動センターで配
布しています。
問生涯学習課文化財保護担当（☎594-5566）

第14回

北本市郷土芸能大会
2月17日（日）12：30開場　13：00開演
北本市文化センターホール 定員：７１０人
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■ 市内１２郷土芸能保存団体紹介

北
本
市
の
郷
土
芸
能

　

豊
作
を
祈
願
し
て
行
わ
れ
る
春
祈

祷と
う

・
初
午
に
始
ま
り
、
厄
除
け
や
鎮
魂

を
願
う
祇
園
祭
り
、
収
穫
へ
の
感
謝
を

表
す
秋
祭
り
、
そ
し
て
一
年
の
祝
福
を

祈
願
す
る
元
旦た
ん

祭
。
祭
事
に
奉
納
さ
れ

る
お
囃
子
や
獅
子
舞
は
、
郷
土
の
誇
る

芸
能
と
し
て
受
け
継
が
れ
、
愛
さ
れ
て

き
ま
し
た
。

　

能
や
歌
舞
伎き

、
文
楽
な
ど
の
創
作
芸

能
が
、
時
代
に
よ
っ
て
内
容
が
変
化
し

て
い
く
の
に
対
し
、
郷
土
芸
能
・
民
俗

芸
能
は
、
そ
の
地
域
の
人
々
の
生
活
に

密
接
に
関
わ
っ
て
き
た
こ
と
か
ら
、
そ

の
形
態
や
様
式
を
正
し
く
伝
承
し
て
い

く
こ
と
が
最
も
尊
重
さ
れ
る
た
め
、
創

作
芸
能
に
は
見
ら
れ
な
い
地
方
色
豊
か

な
文
化
遺
産
で
あ
る
と
言
え
ま
す
。

　

北
本
市
の
郷
土
芸
能
は
、
お
囃
子
、

獅
子
舞
、
万
作
踊
り
、
剣
武（
舞
）等
で
、

特
に
祭
り
囃
子
は
、
徳
川
幕
府
以
前
、

神
田
明
神
か
ら
関
東
一
円
に
広
ま
っ
た

神
田
囃
子
の
流
れ
を
く
む
も
の
で
、
明

治
の
始
め
か
ら
20
年
代
・
30
年
代
に
か

け
て
伝
わ
っ
た
も
の
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

現
在
市
内
に
は
12
の
保
存
団
体
が
あ

り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
団
体
が
先
人
か
ら
受

け
継
い
だ
技
と
伝
統
を
守
り
、
後
世
に

伝
え
て
い
く
た
め
に
日
々
練
習
を
重
ね

て
い
ま
す
。

宵
ま
つ
り
に
花
を
添
え
る
　
　

山
車
と
ひ
っ
か
わ
せ

　

毎
年
11
月
に
行
わ
れ
る
北
本
ま
つ
り

の
宵
ま
つ
り
。
夕
闇
が
迫
る
こ
ろ
、
祭

り
囃
子
が
聞
こ
え
て
く
る
と
心
が
躍
り

ま
す
。
水
引
幕
、
提
灯
、
花
で
飾
っ
た

に
ぎ
や
か
な
山
車
の
上
で
大
人
に
交

じ
っ
て
子
ど
も
た
ち
が
一
生
懸
命
太
鼓

を
た
た
き
、
お
か
め
、
ひ
ょ
っ
と
こ
が

お
ど
け
て
祭
り
を
盛
り
上
げ
ま
す
。
最

後
は
囃
子
の
ひ
っ
か
わ
せ
。
祭
り
の

フ
ィ
ナ
ー
レ
を
飾
り
ま
す
。
翌
日
の
産

業
ま
つ
り
で
は
獅
子
舞
、
お
囃
子
も
好

評
を
博
し
、
郷
土
芸
能
は
、
北
本
ま
つ

り
に
な
く
て
は
な
ら
な
い
存
在
と
な
っ

て
い
ま
す
。

伝
統
を
引
き
継
ぐ
　
　
　
　
　

子
ど
も
た
ち

　

今
、
日
本
各
地
で
郷
土
芸
能
や
伝
統

行
事
の
多
く
が
、
担
い
手
の
高
齢
化
や

後
継
者
不
足
、
都
市
文
化
の
進
展
に
よ

り
、
年
々
失
わ
れ
つ
つ
あ
り
ま
す
。

　

本
市
の
郷
土
芸
能
の
中
で
も
、
活
動

を
休
止
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
と
な
っ

た
団
体
も
あ
り
ま
す
。
各
保
存
団
体
で

は
、
地
域
の
子
ど
も
た
ち
に
い
か
に
し

て
郷
土
芸
能
に
興
味
を
持
っ
て
も
ら
い

参
加
し
て
も
ら
え
る
か
、
そ
の
方
法
を
模

索
し
、
地
道
な
努
力
を
続
け
て
い
ま
す
。

郷土芸能は、古くから人々の生活の営みの中
で、大自然や神々に向けての祈りや感謝の気
持ちから生まれ、ふるさとの風土に育まれなが
ら今日まで受け継がれてきました。

須賀神社を拠点とし地囃子と木ノ下
流囃子、重秋流祭り囃子の保存と普
及に努める。練習日は毎週土曜日。
代表者　小久保達夫

荒井囃子保存会
（神田囃子木ノ下流）

宮内氷川神社を拠点に活動。平成15
年に山車を新設し、精力的に活動し
ている。練習日は毎週金曜日。
代表者　大川宜久

別所囃子連
（神田囃子木ノ下流）

北袋神社を活動の拠点とし、戦時下
の動乱期においても伝承の灯は絶え
ることなく現在にいたっている。
代表者　新井信洋

北袋囃子連
（神田囃子木ノ下流）

明治２０年代発足。市内唯一の杉山流。
氷川神社、桶川加納天神社他で上演。
練習日は毎週日曜日。
代表者　後藤正一

北中丸囃子連
（神田囃子杉山流）

大正初期、地域の青少年の精神修養
と身体健康を目的に神刀流の支部と
して上手地区顕揚会を結成。
代表者　金子文男

顕揚会
（神刀流）

江戸時代中期から石戸宿に受け継が
れてきたもので、市指定無形民俗文
化財である。（現在は活動休止中）
代表者　井野俊太郎

石戸宿獅子舞保存会
（ささら獅子舞）

本宿天神社を拠点とし、囃子に獅子
舞を加え、市内外で精力的に上演し
ている。練習日は毎週水・土曜日。
代表者　渡辺嘉一

北本宿囃子連
（神田囃子松山流）

屋台囃子を中心に氷川神社、八雲神
社の祇園祭りで奉納する。練習は祭
前の毎週土曜日ほか。
代表者　石井圭司

北原囃子連
（神田囃子木ノ下流）

獅子舞同様、徳川中期より₂百数十
年の歴史を有する。石戸天神社祭で
囃子を奉納する。
代表者　福田良市

石戸宿囃子連
（神田囃子）

町内の子ども囃子の創設をきっかけ
に昭和57年に結成。祭り囃子、万作
踊りを上演。練習日は毎週土曜日。
代表者　清水宏一郎

北本四丁目囃子連
（神田囃子木ノ下流）

明治3０年代発足。八雲神社、氷川神
社、倶利伽羅不動尊への奉納を活動
の基本とする。練習日は毎週土曜日。
代表者　箕輪昭二

原組囃子保存会
（神田囃子木ノ下流）

明治33年発足。氷川神社、八雲神社
の祭事に囃子を奉納し五穀豊穣を祈願
する。練習は祭前の毎週日曜日ほか。
代表者　松岡忠雄

上手囃子保存会
（神田囃子木ノ下流）
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市
内
最
大
規
模
の
お
囃
子
の
団
体
、

荒
井
囃
子
保
存
会
。
そ
こ
で
は
、
多
く

の
子
ど
も
た
ち
が
楽
し
そ
う
に
練
習
を

し
て
い
ま
し
た
。
毎
週
土
曜
日
の
夜
に

集
ま
り
、
先
生
役
の
大
人
た
ち
に
教
わ

り
な
が
ら
練
習
を
し
て
い
ま
す
。
子
ど

も
た
ち
は
親
や
兄
弟
に
連
れ
ら
れ
て
、

ま
た
は
友
人
の
誘
い
で
、
囃
子
保
存
会

に
入
っ
た
そ
う
で
す
。
最
初
は
ほ
と
ん

ど
触
れ
た
事
の
な
い
太
鼓
な
ど
に
戸
惑

い
も
あ
っ
た
そ
う
で
す
が
、
今
で
は
、

み
な
上
手
に
太
鼓
を
た
た
き
、
鐘
を
鳴

ら
し
ま
す
。
練
習
後
、
子
ど
も
た
ち
に

話
を
聞
く
と「
楽
し
い
、
こ
れ
か
ら
も

続
け
た
い
」「
練
習
も
大
変
じ
ゃ
な
い

し
、
み
ん
な
に
会
え
る
か
ら
い
つ
も
来

て
る
」な
ど
、
み
な
笑
顔
で
話
し
て
く
れ

ま
し
た
。
こ
の
子
ど
も
た
ち
が
今
後
も
楽

し
く
お
囃
子
を
続
け
、
大
人
に
な
っ
た
と

き
、
自
分
の
子
ど
も
に
そ
の
楽
し
さ
を
伝

え
て
い
く
こ
と
で
、
郷
土
の
伝
統
が
受
け

継
が
れ
、
守
ら
れ
て
い
き
ま
す
。

■始めたきっかけは
北本市郷土芸能大会での姉の
姿を見て、私もやってみたい
と思いました。
■お囃子で楽しいときは
太鼓、鐘、笛が重なり合って、
いい音色が奏でられたとき。
■お囃子に対する思い
楽しそうで始めたお囃子でし
たが、やってみて初めて、自
分が住んでいる地域の歴史や
伝統を知ることができて、本
当に良かったです。今は、ずっ
と続いてきたこの伝統を引き
継いでいきたいし、多くの皆
さんに郷土芸能の素晴らしさ
を伝えていきたいです。
■郷土芸能大会に向けて一言
お客さんに喜んでもらえるよ
う、一生懸命練習します。

荒井囃子保存会
福島 若菜さん

取材当日、笛の音に合わせ、小学
校５・６年生を中心に太鼓や鐘を
真剣に奏でていました。

ず
っ
と
続
け
た
い
。

荒
井
囃
子
保
存
会
の

子
ど
も
た
ち

北本の郷土芸能の伝統を受け継ぎ、後世につなげるため、
努力を続ける人たちがいます。そんな人たちへの取材、インタ
ビューから、北本の郷土芸能の魅力と課題が見えてきました。

郷土芸能のこれからへ
未来へつなごう伝統の響き

素晴らしさを
伝えたい
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北中丸囃子連
石川直紀さん・航希君

伝
統
を
親
か
ら
子
へ
。

北
中
丸
囃
子
連
の
親
子

郷土芸能は地域の誇り 北本市郷土芸能保存団体連合会　鯨井 重秋 会長

く
は
踊
り
か
ら
は
遠
ざ
か
っ
て
い
た
そ

う
で
す
。「
最
初
は
地
域
と
の
つ
な
が

り
も
ほ
と
ん
ど
な
く
、
あ
き
ら
め
て
い

ま
し
た
。
子
ど
も
が
生
ま
れ
た
こ
と
を

機
に
、
改
め
て
踊
れ
る
場
所
を
探
し
、

北
中
丸
囃
子
連
の
存
在
を
知
り
ま
し

た
。
皆
さ
ん
温
か
く
迎
え
入
れ
て
く
だ

さ
り
、
様
々
な
行
事
で
、
親
子
で
踊
り

を
披
露
す
る
場
を
与
え
て
い
た
だ
き
感

謝
し
て
い
ま
す
。」

ず
っ
と
お
父
さ
ん
と

　

踊
り
を
披
露
す
る
た
め
、
大
会
前
の

１
か
月
間
は
、
毎
日
の
よ
う
に
練
習
を

行
い
、踊
り
を
体
に
た
た
き
込
み
ま
す
。

大
変
な
練
習
量
で
辛
い
の
で
は
、
と
の

問
い
に
、
航
希
君
は「
お
父
さ
ん
と
必

死
に
練
習
し
て
、
大
会
等
で
一
緒
に
踊

り
、
た
く
さ
ん
の
拍
手
を
も
ら
え
た
と

き
は
本
当
に
嬉
し
い
。
だ
か
ら
練
習
も

頑
張
れ
る
。
ず
っ
と
お
父
さ
ん
と
続
け

て
い
き
た
い
。」と
笑
顔
で
話
し
て
い
ま

し
た
。

　

明
治
20
年
代
か
ら
続
く
北
中
丸
囃
子

連
。
そ
こ
で
、
伝
統
を
守
り
継
ぐ
努
力

を
続
け
る
親
子
が
い
ま
す
。
石
川
直
紀

さ
ん
・
航
希
君
親
子
。
北
本
市
郷
土
芸

能
大
会
で
は
親
子
そ
ろ
っ
て
ひ
ょ
っ
と

こ
踊
り
を
お
囃
子
に
あ
わ
せ
て
披
露
し

て
い
ま
す
。

子
ど
も
と
踊
り
た
か
っ
た

　

直
紀
さ
ん
は
、
上
尾
市
平
方
の
生
ま

れ
で
、
平
方
で
行
わ
れ
て
い
る「
ど
ろ

い
ん
き
ょ
」と
呼
ば
れ
る
お
祭
り
に
参

加
し
て
い
た
そ
う
で
す
。「
物
心
つ
く

頃
に
は
、
父
親
に
ひ
ょ
っ
と
こ
踊
り
を

教
え
ら
れ
、一
緒
に
踊
っ
て
い
ま
し
た
。

色
々
な
お
祭
り
に
父
親
と
参
加
し
た
こ

と
は
い
い
思
い
出
で
す
。
自
分
も
子
ど

も
が
で
き
た
ら
、
子
ど
も
と
一
緒
に
踊

り
た
い
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。」し
か

し
、
北
本
に
引
っ
越
し
て
か
ら
し
ば
ら

　

北
本
市
で
は
、
か
つ
て
、
東
は

氷
川
神
社
、
西
に
は
須
賀
神
社
、

八
雲
神
社
な
ど
で
、
氏
子
た
ち
が

一
生
懸
命
太
鼓
を
た
た
き
ま
し
た
。

祭
り
と
も
な
れ
ば
、
神
社
の
境
内

に
は
出
店
が
並
び
、
そ
れ
を
眺
め

る
人
、
ま
た
、
祭
り
を
司
る
人
と

本
当
に
に
ぎ
わ
っ
て
い
ま
し
た
。

子
ど
も
た
ち
は
お
父
さ
ん
、
お
母

さ
ん
、あ
る
い
は
お
じ
い
ち
ゃ
ん
、

お
ば
あ
ち
ゃ
ん
か
ら
お
小
遣
い
を

も
ら
い
出
店
を
回
っ
た
も
の
で
す
。

　

郷
土
芸
能
は
、
地
域
に
住
む
人

た
ち
に
と
っ
て
、
な
く
て
は
な
ら

な
い
も
の
で
し
た
。
消
防
団
な
ど

の
活
動
と
同
じ
よ
う
に
、
地
域
に

貢
献
し
、
地
域
の
誇
り
で
も
あ
り

ま
し
た
。

　

し
か
し
、
そ
ん
な
に
ぎ
や
か
な

郷
土
の
祭
り
、
郷
土
芸
能
も
、
大

戦
後
廃
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
お

祭
り
で
太
鼓
を
た
た
け
る
人
を
、

役
員
さ
ん
た
ち
が
あ
ち
ら
こ
ち
ら

と
探
し
回
っ
た
も
の
で
す
。
そ
こ

で
、
保
存
・
継
承
を
目
的
に
誰
で

も
郷
土
芸
能
に
取
り
組
め
る
よ

う
、
昭
和
54
年
度
に
北
本
市
郷
土

芸
能
保
存
団
体
連
合
会
が
設
立
さ

れ
ま
し
た
。
そ
し
て
各
団
体
の
親

ぼ
く
と
交
流
に
よ
っ
て
、
な
ん
と

か
今
日
ま
で
伝
統
の
火
を
消
さ
な

い
た
め
の
努
力
を
続
け
て
い
ま
す
。

　

最
近
で
は
、
地
域
の
つ
な
が
り

が
薄
く
な
り
、
独
居
世
帯
や
孤
独

死
の
増
加
な
ど
が
大
き
な
社
会
問

題
と
な
っ
て
い
ま
す
。
今
こ
そ
、

お
囃
子
な
ど
の
地
域
の
芸
能
に
参

加
し
、
地
域
の
人
た
ち
と
交
流
を

図
っ
て
い
く
こ
と
は
大
事
な
こ
と

だ
と
思
い
ま
す
。

　

指
導
者
の
高
齢
化
も
進
み
、
後

継
者
の
育
成
も
依
然
と
し
て
大
き

な
課
題
で
す
。
多
く
の
子
ど
も
た

ち
に
郷
土
芸
能
に
親
し
み
を
持
っ

て
も
ら
う
た
め
に
は
、
学
校
教
育

の
場
で
郷
土
芸
能
に
触
れ
る
機
会

を
設
け
る
な
ど
、
よ
り
一
層
の
努

力
、工
夫
が
必
要
と
な
り
ま
す
が
、

３００
年
以
上
続
い
た
郷
土
芸
能
の
伝

統
を
絶
や
さ
ぬ
た
め
に
、
今
後
も

積
極
的
に
活
動
し
て
い
き
た
い
と

思
い
ま
す
。




