
みよしまつりみよしまつりととお囃子お囃子

お囃子お囃子とは・・・とは・・・
藤久保芸能会 上富囃子保存会

郷土伝承クラブの子どもたちにお囃子を教える
上富囃子保存会の阿部さん（左）と伊東さん（右）。

7 月 13 日㈭、お囃子
練習日の郷土伝承クラ
ブの児童と上富囃子保
存会の皆さん。50 年
以上にわたりお囃子を
教え続けています。

世代を超えて人と人とをつなぐお囃子

お囃子の新時代！受け継がれる三芳の郷土芸能！

す
」。
そ
う
話
す
の
は
上
富
囃
子
保

存
会
の
阿
部
さ
ん
。
お
囃
子
を
始
め

て
か
ら
30
年
の
ベ
テ
ラ
ン
で
、
郷
土

伝
承
ク
ラ
ブ
へ
も
長
年
指
導
を
続
け

て
き
ま
し
た
。

　
そ
ん
な
阿
部
さ
ん
た
ち
の
頑
張
り

も
あ
り
、
郷
土
伝
承
ク
ラ
ブ
の
子
ど

も
た
ち
は
と
に
か
く
お
囃
子
が
大
好

き
。「
奥
が
深
く
て
楽
し
い
」、「
達

成
感
が
あ
る
」、「
お
囃
子
を
始
め
て

本
当
に
良
か
っ
た
」
と
笑
顔
で
口
々

に
話
し
ま
す
。

　
み
よ
し
ま
つ
り
の
舞
台
ま
で
あ
と

一
か
月
。
コ
ロ
ナ
禍
を
挟
ん
だ
た
め
、

今
の
メ
ン
バ
ー
は
み
よ
し
ま
つ
り
で

の
披
露
は
初
め
て
で
す
。「
ま
つ
り
を

見
る
側
か
ら
参
加
す
る
側
へ
」
―
―
。

　

ま
つ
り
を
盛
り
上
げ
る
役
割
に

な
っ
た
郷
土
伝
承
ク
ラ
ブ
の
子
ど
も

た
ち
は
、
地
域
の
伝
統
を
確
か
に
継

承
し
て
い
ま
し
た
。

●➊➊

●➋➋

➊竹間沢小学校 6 年生を対象に毎年行なわれるお囃子の授
業（竹間沢共楽会）➋➌➏郷土伝承クラブの授業風景（上
富囃子保存会）➍三芳中学校の授業風景（北永井囃子保存会）
➎子どもに教え、お囃子を叩く藤久保の天王様の様子。最近、
親子での入会が増え、活気があります。（藤久保芸能会））

北永井囃子保存会北永井囃子保存会
会長会長　　三上 芳邦 三上 芳邦 さんさん

●➎➎ ●➏➏

●➍➍

●➌➌

7
月
13
日
㈭
、
真
夏
の

日
差
し
が
降
り
注
ぐ

中
、
上
富
小
学
校
の

教
室
に
は
集
中
し
て
お
囃
子
の
稽

古
に
励
む
子
ど
も
た
ち
の
姿
が
あ

り
ま
し
た
。
4
～
6
年
生
の
子
ど

も
た
ち
が
所
属
す
る
郷
土
伝
承
ク
ラ

ブ
の
活
動
で
す
。

　
郷
土
伝
承
ク
ラ
ブ
は
学
校
創
設
時

か
ら
50
年
以
上
に
わ
た
っ
て
続
く
ク

ラ
ブ
で
、
地
域
の
子
ど
も
た
ち
が
伝

統
の
お
囃
子
を
体
験
す
る
貴
重
な
機

会
に
な
っ
て
い
ま
す
。
上
富
囃
子
保

存
会
の
会
員
か
ら
お
囃
子
の
指
導
を

受
け
て
、
地
域
の
祭
り
や
み
よ
し
ま

つ
り
で
稽
古
の
成
果
を
披
露
し
て
き

ま
し
た
。

伝
統
を
守
る
使
命

　
「
町
の
伝
統
の
お
囃
子
を
次
の
世

代
に
伝
え
ら
れ
る
よ
う
、
使
命
を

持
っ
て
子
ど
も
た
ち
に
教
え
て
い
ま

北永井囃子保存会 竹間沢共楽会

お囃子などの郷土芸能の発表の場で、毎年、町内のお
囃子や前田社中などの郷土芸能団体が輪番制で参加す
るイベント。
  ■ DATA

▶日程：10/28㈯  
▶場所：歴史民俗資料館（竹間沢 877）

郷土芸能鑑賞郷土芸能鑑賞ののつどいつどい

お
囃
子
で
つ
な
が
る

　
「
お
囃
子
は
見
る
の
も
楽
し
い
で

す
が
、
や
る
の
は
も
っ
と
楽
し
い
で

す
」
と
話
す
の
は
北
永
井
囃
子
保
存

会
会
長
の
三
上
さ
ん
。
こ
の
魅
力
を

伝
え
、
伝
統
文
化
を
継
承
す
る
た
め

に
、
10
年
ほ
ど
前
か
ら
三
芳
中
学
校

の
総
合
学
習
の
授
業
で
お
囃
子
を
教

え
て
い
ま
す
。

　
「
実
は
総
合
学
習
が
き
っ
か
け
で
、

う
ち
の
お
囃
子
の
会
に
入
っ
て
く
れ

た
生
徒
さ
ん
も
何
人
か
い
る
ん
で

す
」
と
三
上
さ
ん
。「
入
会
し
た
三

芳
中
学
校
の
卒
業
生
は
、
今
年
の
総

合
学
習
の
授
業
で
後
輩
に
教
え
て
く

れ
て
…
。
縁
を
感
じ
ま
し
た
ね
」
と

満
面
の
笑
み
で
語
り
ま
す
。

　
継
承
の
た
め
の
活
動
が
実
を
結
ん

で
い
る
北
永
井
囃
子
保
存
会
。「
総

合
学
習
で
教
え
た
縁
で
、
生
徒
た
ち

が
み
よ
し
ま
つ
り
で
も
（
太
鼓
を
）

叩
い
て
く
れ
る
ん
で
す
。
一
緒
に
で

き
る
の
が
楽
し
み
」と
本
番
に
向
け
、

三
上
さ
ん
も
意
気
込
み
ま
す
。

み
ん
な
が
集
ま
る
大
舞
台

　
上
富
・
北
永
井
・
藤
久
保
・
竹
間

沢
。
4
つ
の
お
囃
子
団
体
が
一
堂
に

会
す
る
み
よ
し
ま
つ
り
。
各
団
体
ご

と
に
櫓
を
組
み
、
地
域
伝
統
の
演
目

を
披
露
し
ま
す
。

　
み
よ
し
ま
つ
り
の
雰
囲
気
を
盛
り

上
げ
て
く
れ
る
お
囃
子
の
音
色
。
地

域
ご
と
の
違
い
を
聞
き
比
べ
た
り
、

若
手
の
活
躍
を
応
援
す
る
意
味
で

も
、
ぜ
ひ
聞
き
に
行
っ
て
み
て
は
い

か
が
で
し
ょ
う
か
。三芳町の郷土芸能を継承している4団体。みよし

まつりや地域の祭りで演目を披露しています。

農耕の神への豊作祈願と感謝を現
し、笛や太鼓、鐘などで演奏を行
ないます。三芳町に伝わるお囃子
は、全て神田囃子系統ですが、古
囃子（竹間沢・藤久保・上富）と
新囃子（北永井）の二つの流れを
見ることができます。
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