
６７

の
音
色
が
な
い
と
祭
り
は
始
ま
ら

な
い
。
鉦か

ね

、
大
太
鼓
・
小
太
鼓
、

そ
し
て
笛
。
こ
の
雅み

や
び

で
力
強
い
ハ

ー
モ
ニ
ー
が
、
祭
り
の
ム
ー
ド
と
人
の
テ
ン
シ

ョ
ン
を
一
気
に
高
め
る
の
だ
。
山
笠
と
と
も
に

祭
り
に
欠
か
せ
な
い
の
が
、
こ
の
囃は

や
し子
で
あ
る
。

町
内
で
流
れ
る
一
般
的
な
祭
り
囃
子
は
、
金
田

稲
荷
神
社
の
神
幸
祭
に
端
を
発
し
、
数
百
年
の

歴
史
が
あ
る
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。

　
「
い
く
つ
に
な
っ
て
も
こ
の
時
期
は
血
が
た

ぎ
る
」
と
語
る
岩
井
喜
則
さ
ん
78
歳
（
赤
池
）。

そ
の
演
奏
歴
は
70
年
以
上
、
囃
子
の
第
一
人
者

で
あ
る
。
金
田
本
町
育
ち
の
岩
井
さ
ん
は
、
就

学
前
か
ら
囃
子
に
親
し
ん
だ
。
当
時
、
金
田
町

部
で
は
春
と
秋
に
山
笠
が
立
ち
、
昭
和
10
年
ご

ろ
拡
張
し
た
本
町
通
り
で
競
争
も
行
わ
れ
、
息

を
切
ら
し
た
大
人
が
大
の
字
に
倒
れ
空
を
仰
い

だ
と
い
う
。
し
か
し
平
穏
も
つ
か
の
間
、
戦
中

は
祭
り
が
一
時
途
絶
え
、
岩
井
さ
ん
も
入
隊
。

戦
後
、
市
丸
熊
次
郎
さ
ん
の
指
導
を
受
け
、
岩

◉
囃は

や
し子

指
導
者　

岩
井 

喜
則

古
来
伝
承
の
響
き
を
今
に
残
す

福
智
囃
子
二
十
四
曲
の
伝
道
師

守
り
伝
え
た
い
伝
統
の
旋
律

　

福
智
の
囃
子
は
、
そ
の
数
な
ん
と
24
曲
。
予

想
以
上
に
多
種
で
あ
る
。
囃
子
は
山
笠
が
動
い

て
い
る
と
き
に
流
す
道み

ち
ば
や
し

囃
子
と
待と

ま
り
ば
や
し

囃
子
に
分
け

ら
れ
る
。
道
囃
子
は
①
舞ま

い
が
く楽 
②
曲 

③
斉
藤
寺

ば
や
し 

④
花
の
襦じ

ゅ
ば
ん袢 

⑤
南
木
ば
や
し 

⑥
お

う
り
ど
ん 

⑦
か
か
茶
碗
ぼ
ぼ 
⑧
三
月
三
日
の

ひ
な
祭
り
の
８
曲
。
待
囃
子
は
①
子
守
唄 

②

高
い
山
か
ら 

③
ひ
よ
ひ
よ 

④
対
馬 

⑤
京
ば
や

し 

⑥
箱
根
山 

⑦
数
え
唄 

⑧
十
二
梯は

し
ご子 

⑨
関

の
綱
引 

⑩
博
多
名
物 

⑪
お
猿
三
匹 

⑫
上
野

興
国
寺 

⑬
蝶
々
と
ん
ぼ 

⑭
梅う

め
だ
し
ょ
う
あ
ん

田
松
庵 

⑮
昔

頼
朝
さ
ん 

⑯
お
半
長ち

ょ
う
え
も
ん

右
衛
門
の
16
曲
が
あ
る
。

選
曲
は
笛
が
リ
ー
ド
す
る
た
め
、
曲
の
出
だ
し

は
す
べ
て
笛
。
大
太
鼓
が
幹
で
小
太
鼓
と
鉦
が

リ
ズ
ム
を
と
る
。
な
か
で
も
笛
は
難
易
度
が
高

く
、
震
え
る
よ
う
に
響
か
せ
る
「
ツ
ヤ
」
は
頭

で
理
解
し
て
も
指
が
動
か
ず
、加
減
が
難
し
い
。

　

岩
井
さ
ん
は
正
確
な
囃
子
を
後
世
に
残
し
た

い
と
平
成
６
年
に
24
曲
を
冊
子
に
ま
と
め
た
。

「
昔
は
地
域
で
の
つ
な
が
り
が
深
く
、
囃
子
の

伝
承
も
途
絶
え
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
今
は
そ

れ
が
希
薄
。
い
ま
全
曲
演
奏
で
き
る
人
は
ほ
と

ん
ど
い
な
い
。
教
え
る
元
が
絶
え
て
い
る
状
況

で
す
。
伝
統
を
守
る
た
め
に
も
ぜ
ひ
若
い
人
に

覚
え
て
欲
し
い
」。
岩
井
喜
則
さ
ん
が
大
切
に

す
る
古
来
の
響
き
は
、
い
ま
、
祭
り
の
舞
台
で

町
中
に
流
れ
て
い
る
。
こ
の
旋
律
が
故
郷
の
祭

り
の
鮮
烈
な
印
象
と
し
て
子
ど
も
た
ち
の
心
に

焼
き
付
く
。
そ
し
て
囃
子
は
、
引
き
手
と
共
に

そ
の
呼
吸
に
合
わ
せ
、山
笠
を
動
か
し
て
い
く
。

↑赤池の翌週にひかえた金田の祭り。赤池の練習に金田
からも応援に駆けつける。心を一つに曲を奏でていく。

→
岩
井
さ
ん
の
な
め
ら
か
な
指
づ

か
い
に
よ
る
絶
妙
な
笛
の
ツ
ヤ
。
お

手
製
の
笛
は
、
近
年
竹
で
は
な
く

音
が
ゆ
が
み
に
く
い
材
質
を
使
用
。

井
さ
ん
は
20
歳
の
時
に
笛
を
マ
ス
タ
ー
し
た
。

囃
子
は
特
に
楽
譜
は
な
く
「
口
伝
」
が
習
わ
し
。

見
て
聞
い
て
、
調
子
を
体
で
覚
え
た
。

　
「
祭
り
好
き
の
祭
り
バ
カ
で
す
よ
。
仕
事
で

県
外
に
い
て
も
、
祭
り
と
な
れ
ば
必
ず
帰
っ
て

き
ま
し
た
か
ら
」と
笛
を
手
に
笑
う
岩
井
さ
ん
。

昭
和
49
年
に
赤
池
に
移
り
住
み
、
地
区
の
囃
子

指
導
を
依
頼
さ
れ
て
か
ら
、
赤
池
で
も
腕
前
の

う
わ
さ
が
広
ま
り
、
赤
池
町
民
会
館
で
広
く
指

導
に
当
た
る
こ
と
に
な
っ
た
。
今
ま
で
子
ど
も

た
ち
に
あ
げ
た
笛
は
百
本
以
上
。
弟
子
、
孫
弟

子
が
増
え
、
囃
子
は
さ
ら
に
伝
わ
っ
て
い
っ
た
。

　

30
年
ほ
ど
前
に
は
、
こ
の
囃
子
で
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の

テ
レ
ビ
番
組
に
出
演
。団
体
名
を
考
え
た
末「
豊

前
福
智
囃
子
」
と
い
う
名
で
20
人
の
子
ど
も
た

ち
を
指
揮
し
た
。
現
在
、
町
内
の
祭
り
囃
子
は

ほ
ぼ
同
じ
調
子
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
新
町
に
な

り
、
今
で
は
名
実
と
も
に
福
智
囃
子
で
あ
る
。

↓10月5日に赤池十八支所の公民館で行われた同地区と生力ニュータウンによる６回目の合同
練習。およそ40人が参加し、囃子の技量を高めるとともに、地域間の交流もいっそう深めた。

↑囃子は一般的に、鉦→小太鼓→大太鼓→笛の順で覚えていく。
子どもたちは道具がなくても周囲に合わせ、体でリズムを刻む。

↑岩井さんから学べる絶好の機会と大人から始める人
も多い。奥は親子で習い始めた井上さん親子（生力）。

【いわい・よしのりさん】福智囃子全24曲を今に伝える町部
の祭り囃子の第一人者。俳人としても岩井鬼童の名で高名、
金田公民館俳句教室で指導している。赤池松本在住、78歳。

←
今
は
地
域
で
の
指
導
を
子
の
久
幸
さ
ん
（
赤
池
）
が
主
に
担
っ
て
い

る
。
喜
則
さ
ん
は
要
所
を
お
さ
え
、
さ
り
げ
な
く
ア
ド
バ
イ
ス
す
る
。

あ

↑手取りで丁寧にバチさばきを教える久幸さん。子どもたち
はリズムを肌で感じながら、全身で打ち方を覚えていく。


