
　熊谷駅周辺がうちわ祭ムードに染まる
頃、籠原方面でも７月 19 日・20 日の２日
間に渡って夏祭りが開催される。「本町」
と「籠原町」の２地区が、うちわ祭と同様
の三輪屋台を曳き回し、小気味の良いお
囃子を響かせる。
　クライマックスには、行宮を設置した駅北
口前に神輿と屋台が集結して盛り上がりを
見せるが、19 日早朝に神事が行われる南
口前の諏訪神社や、そこから行宮に向かう
神輿渡御にも注目を。白丁を身にまとった担
ぎ手が静かに神輿を進める様は清 し々く、
厳かに祭りの始まりを告げている。（Ｎ・Ｔ）

籠原夏祭り
出初め式

文化の薫
り熊谷偉人伝 ⑤   
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◆
熊
谷
の
文
化
団
体
に
登
録
さ
れ
て
い
る〝
コ
ー
ル
N
K
〞と
い

う
混
声
合
唱
団
が
あ
る
。設
立
2
0
1
2
年
、団
員
20
名
で
活

動
を
続
け
て
い
る
。N
K
は
年
金
と
の
事
。命
名
の
意
味
を
伺

い
、会
の
雰
囲
気
さ
え
伝
わって
き
た
。こ
の
グ
ル
ー
プ
が
屋
久
島

混
声
合
唱
団
と
コ
ラ
ボ
し
た
音
楽
会
を
企
画
し
た
。屋
久
島
と

の
繋
が
り
は
N
K
の
代
表
が
20
年
前
、屋
久
島
に
別
荘
を
持
つ

機
会
を
得
た
こ
と
に
よ
り
、屋
久
島
と
熊
谷
の
交
流
基
地
と
な

っ
た
。

◆
屋
久
島
町
の
荒
木
耕
治
町
長（
74
歳
）は
３
期
目
庁
舎
を
公

募
で
デ
ザ
イ
ン
を
募
集
、東
京
の
坂
田
遼
太
郎
設
計
事
務
所
が

選
ば
れ
た
。２
０
１
９
年
竣
工
の
木
造
、地
上
２
階
建
、延
床

3
6
2
9
㎡
屋
久
杉
の
森
の
中
に
居
る
よ
う
な
感
覚
を
受
け

た
。こ
の
ホ
ー
ル
が
ま
た
素
晴
ら
し
く
八
角
形
の
天
井
は
杉
で

組
ま
れ
て
い
る
。荒
木
町
長
は「
設
計
料
が
高
か
っ
た
の
で
、町

民
か
ら
文
句
を
言
わ
れ
た
」と一言
。５
年
が
経
過
し
、庁
舎
は

屋
久
島
の
名
所
と
な
っ
た
。こ
の
ホ
ー
ル
で
音
楽
会
開
催
を
願
っ

て
い
た
。今
回
の
屋
久
島
混
声
合
唱
団
と
の
合
同
合
唱
会
が
実

現
さ
れ
、応
援
団
と
し
て
参
加
す
る
こ
と
が
出
来
た
。

◆
日
本
の
海
で
産
卵
す
る
海
亀
は
ア
カ
ウ
ミ
ガ
メ
、ア
オ
ウ
ミ
ガ

メ
、タ
イ
マ
イ
の
３
種
類
。屋
久
島
の
永
田
浜
は
海
亀
の
回
遊
す

る
北
太
平
洋
で
最
も
多
く
ア
オ
ウ
ミ
ガ
メ
の
産
卵
が
行
わ
れ

る
。１
９
９
３
年
屋
久
島
は
自
然
遺
産
で
世
界
遺
産
に
登
録
さ

れ
以
来
、海
外
か
ら
の
観
光
客
を
含
め
て
５
０
０
０
人
位
の
人

が
訪
れ
て
い
る
。４
月
下
旬
か
ら
８
月
上
旬
20
時
か
ら
翌
朝
5

時
は
永
田
浜
へ
お
立
ち
入
り
は
禁
止
さ
れ
て
い
る
。例
外
と
し

て
ス
タ
ッフ
よ
る
観
察
会
に
参
加
す
る
こ
と
に
よ
り
、海
亀
の
産

卵
が
観
察
出
来
る
。永
田
浜
の
浜
辺
に
観
察
会
事
務
所
が
設

営
さ
れ
て
い
る
。申
し
込
み
を
済
ま
せ
て
事
務
所
に
集
合
。事

務
所
の
方
の
説
明
を
伺
い
、浜
辺
に
海
亀
上
陸
し
て
、産
卵
を

始
め
た
報
告
を
待
つ
。海
亀
は
デ
リ
ケ
ー
ト
産
卵
を
始
め
る
と

集
中
し
て
、観
光
客
が
ス
タ
ッ
フ
指
示
に
従
い
、鑑
賞
し
て
も
産

卵
を
続
け
る
。21
時
30
分
待
機
し
て
い
る
事
務
所
に
連
絡
が
入

り
、５０
人
の
観
光
客
は
産
卵
場
所
に
向
か
っ
た
。満
天
の
星
空
に

北
斗
七
星
、月
の
光
が
花
崗
岩
の
白
浜
に
反
射
し
て
、人
の
顔

が
判
る
。中
腰
に
な
ら
な
い
と
次
の
カ
メ
が
上
陸
し
て
こ
な
い
。

海
亀
が
産
卵
用
に
掘
っ
た
穴
に
５０
個
ほ
ど
の
卵
を
生
み
、終
わ

る
と
後
ろ
足
で
砂
を
掴
み
穴
を
埋
め
る
。穴
の
上
を
き
れ
い
に

手
足
で
掃
き
カ
モ
フ
ラ
ー
ジ
ュ
、更
に
2
M
ほ
ど
先
に
穴
を
思
わ

せ
る
く
ぼ
み
を
作
り
、砂
だ
ら
け
に
な
り
、海
に
帰
って
いっ
た
。

２
時
間
の
ス
ペ
タ
ク
ル
で
あ
っ
た
。

◆
自
然
遺
産
の
世
界
遺
産
に
登
録
さ
れ
た
屋
久
島
の
永
田
浜

で
出
会
っ
た
海
亀
の
産
卵
。事
務
局
の
電
話
を
記
し
て
お
き
ま

す
。0
9
9
7
|
4
5
|
2
2
8
0　

機
会
を
得
て
行
って
み

て
頂
き
た
い
。観
察
会
に
参
加
し
た
観
光
客
は
日
本
人
は
私
た

ち
４
名
を
含
め
て
７
人
、４３
名
は
海
外
か
ら
の
観
光
客
だ
っ
た
。

「
屋
久
島
永
田
浜
の
海
亀
の
産
卵
観
察
会
」
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　風もなく穏やかな日になった当日は、長屋門
前の芝生広場に地元野菜や和洋菓子、たこ焼
きなどのお店が並び、綿菓子店は行列でした。
ダンスや音楽、剣術などのパフォーマンスが行
われ、五家宝の配布やスタンプラリー、サイコロ
ゲームも楽しめるイベントでした。当会ブースも
多くのお客様にお立ち寄りいただき、おかげさま
でパンは完売。パウンドケーキも好評でした。(R)

4/27（土）第18回友山まつり　根岸家長屋門

令和５年６月14日に亡くなられた前小布施町市村良三町長様（享年７５歳）
を追悼バスツアー募集致します。
日時:：令和６年10月21日（月）
熊谷発８：００→小布施10：50　供花　北斎館　お昼（小布施堂）
小布施発13：00→善光寺13：40　回廊巡り→善光寺発15：10
→熊谷着18：00
会費：８０００円（供花、北斎館、お昼、回廊巡り、バス代含む）
申し込み先：小麦の会事務局　FAX:０４８－５２１－７９００（日向）

追悼　前小布施町市村良三町長　バスツアー

　久しぶりの訪問となった「成人を祝う会」は、
昨年新築移転した妻沼のわーくほーむ結で開
かれました。式典では当会の日向会長から成人
を迎えた利用者さんにプレゼントをお渡ししまし
た。利用者さんたちと一緒にパウンドケーキを50
個ほど焼成し、昼食後はスライドショーを観たり、
合唱したりと温かくて楽しい時間でした（R）

1/19（金）社会福祉法人つゆくさ「成人を祝う会」訪問　わーくほーむ結

2024年 12月
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利
根
川
沿
い
の
田
畑
が
広
が
る
場
所
に
「
太
平
記

絵
巻
女
沼
古
戦
場
碑
」
が
あ
る
。
こ
の
場
所
は
、
延

元
２
年
・
建
武
４
年
（
１
３
３
７
）
1
2
月
1
3
日
に

南
朝
側
の
「
北
畠
顕
家
」
の
奥
州
軍
と
北
朝
「
足
利

義
詮
」「
上
杉
憲
顕
」
ら
の
鎌
倉
軍
が
戦
っ
た
「
女
沼

の
合
戦
」
の
跡
地
と
さ
れ
る
。
両
軍
は
利
根
川
を
隔
て

て
対
陣
し
、「
斎
藤
別
当
実
盛
」
の
子
孫
に
あ
た
る
、

南
朝
側
の
「
斎
藤
実
永
（
さ
ね
な
が
）」「
実
季
（
さ

ね
す
え
）」
兄
弟
が
先
陣
を
競
い
、
増
水
し
た
川
に
馬

を
乗
り
入
れ
溺
死
し
た
と
伝
わ
る
。
し
か
し
、
こ
の
果

敢
な
行
動
に
鼓
舞
さ
れ
た
奥
州
軍
が
対
岸
へ
押
し
切

り
、不
意
を
突
か
れ
た
鎌
倉
軍
を
敗
走
さ
せ
た
と
い
う
伝
説
が
残
っ

て
い
る
。
ま
た
、
同
じ
く

妻
沼
に
あ
る
地
名
「
弥
藤

吾
」
も
、
斎
藤
氏
と
関

係
が
あ
る
と
推
定
さ
れ

る
。
実
盛
の
子
の
斎
藤
五

の
子
孫
「
斎
藤
弥
藤
五

（
吾
）
実
幹
」（
長
井
太

郎
義
兼
の
養
子
）
か
ら
付

け
ら
れ
た
と
伝
わ
る
。
妻

沼
の
地
に
は
斎
藤
別
当
実

盛
か
ら
始
ま
り
斎
藤
氏
の

数
々
の
伝
説
が
受
け
継
が

れ
て
い
る
。（
Ｙ
）

活動報告

弥藤吾氷川大神社の神事

斎藤氏の伝説

11月
　

活動予定
第20回熊谷市産業祭　熊谷スポーツ文化公園

〜
と
き
が
わ
町
に
エ
ネ
ル

ギ
ー
を
感
じ
て
〜

　

と
き
が
わ
町
の
山
々
を

見
渡
せ
る
場
所
に
あ
る
、

手
作
り
ハ
ム
と
パ
ン
の
店〝

こ
ぶ
た
の
しっぽ
〞

　

オ
ー
ナ
ー
の
高
見
さ
ん

は
高
校
時
代
か
ら
畜
産
を

学
び
、養
豚
業
を
経
て
有

名
店
で
ハム
ソ
ー
セ
ジ
作
り

を
学
び
、2
0
1
6
年
に

こ
こ
に
し
か
な
い
エ
ネ
ル

ギ
ー
が
あ
る
と
、と
き
が
わ

町
に
お
店
を
オ
ー
プ
ン
し

ま
し
た
。こ
ぶ
た
の
イ
ラ
ス

ト
の
看
板
が
可
愛
い
い
白

を
基
調
と
し
た
お
店
は
セ

ン
ス
抜
群
で
す
。

　

店
内
に
は
ハ
ー
ド
系
か

ら
ソ
フ
ト
系
ま
で
様
々
な

種
類
の
パ
ン
や
サ
ン
ド
イ
ッ

チ
、手
作
り
ハ
ム
や
ソ
ー
セ

ジ
、桜
の
チ
ッ
プ
で
ス
モ
ー
ク

し
た
ベ
ー
コ
ン
や
チ
キ
ン
な

ど
が
並
ん
で
い
ま
す
。と
く

に
目
を
引
い
た
の
は
具
が

た
っ
ぷ
り
の
た
ま
ご
サ
ン
ド

と
コ
ン
ビ
ー
フ
サ
ン
ド
。そ

し
て
注
文
し
て
か
ら
作
って

く
れ
る
ホ
ッ
ト
ド
ッ
グ
は
、

お
店
の
前
の
テ
ラ
ス
で
頂
け

ま
す
。自
家
製
ジ
ン
ジ
ャ

エ
ー
ル
と
一
緒
に
い
か
が
で

し
ょ
う
か
。

手作りハムとパンの店
こぶたのしっぽ
店主 高見 謙一さん
比企郡ときがわ町日影 903-1　0493-81-7530
営業時間 10 時～ 18 時　定休日｠ 月曜日、火曜日

〜
こ
ぶ
た
の
し
っ
ぽ
の
想
い
〜 

　

生
産
者
か
ら
生
活
者
ま
で
全

て
の
人
の
笑
顔
が
見
ら
れ
る
お
店

に
し
た
い
。そ
ん
な
思
い
か
ら
、地

元
の
農
産
物
、玉
子
、お
茶
な
ど

を
紹
介
販
売
す
る
コ
ー
ナ
ー
が
設

け
ら
れ
て
い
ま
す
。ま
た
、オ
ン
ラ

イ
ン
シ
ョッ
プ
で
買
え
る
ギ
フ
ト

セッ
ト
は
、季
節
ご
と
に
内
容
の
変

わ
る
も
の
も
あ
り
、ギ
フ
ト
が
届

い
た
そ
の
先
に
も
笑
顔
が
届
く
よ

う
に
と
の
思
い
が
詰
ま
っ
て
い
ま

す
。

　

朝
5
夜
か
ら
夜
7
時
頃
ま
で
、

ご
家
族
の
手
も
借
り
て
肉
を
切

り
、粉
を
混
ぜ
、誰
か
の
明
日
への

糧
と
な
る
、そ
う
願
い
な
が
ら

作
って
い
る
商
品
の
数
々
。皆
さ
ん

も
是
非
お
試
し
く
だ
さ
い
。

　

次
は
ド
ラ
イ
ブ
が
て
ら
ラ
ン
チ

を
し
に
行
って
み
た
い
、そ
ん
な
気

に
さ
せ
る
お
店
で
す
。（
K
）

昭和32年（1957）4月17日生まれ、67
歳。埼玉県熊谷市出身。大学院修了
後、昭和61年（1986）、萩原文男税理
士事務所入所、平成4年（1992）、税
理士登録、平成8年度（1996）、(社)熊
谷青年会議所理事長、PDC税理士
法人設立代表社員社長を経て同会
長に就任。平成15年（2003）から熊谷
うちわ祭第壱本町区総代を務める。

　

熊
谷
う
ち
わ
祭
は
、「
関
東
一の
祇

園
」を
冠
す
る
熊
谷
の
夏
を
代
表
す

る
祭
礼
で
あ
る
と
同
時
に
、中
山
道

熊
谷
宿
の
歴
史
を
現
代
に
継
承
す

る
貴
重
な
文
化
遺
産
で
あ
る
。今
年

の
熊
谷
う
ち
わ
祭
は
ど
の
よ
う
な

物
語
を
紡
ぐ
の
だ
ろ
う
か
。祭
礼
関

係
者
全
体
を
率
い
る
年
番
町
・
第

壱
本
町
区
の
大
総
代
・
萩
原
直
幸

さ
ん
に
お
話
を
伺
っ
た
。

泉
州
楼
・
萩
原
半
次
郎
の
系
譜

　

萩
原
大
総
代
は
、熊
谷
う
ち
わ

祭
の
名
称
「
う
ち
わ
」の
由
来
と
深

い
繋
が
り
が
あ
る
。そ
の
歴
史
を
簡

単
に
紐
解
い
て
み
た
い
。

　

明
治
34
年
頃
、泉
屋
横
町
（
本

町
と
筑
波
町
の
境
界
付
近
）の
料
亭 

『
泉
州
楼
』（
後
に
松
泉
閣
に
改
名
し

移
転
）の
主
人
が
、赤
飯
の
代
わ
り

に
、江
戸
日
本
橋
の
製
造
元
「
伊
場

仙
」（
い
ば
せ
ん
）か
ら
買
い
入
れ
た

名
入
れ
の
「
渋
う
ち
わ
」を
配
っ
た

と
こ
ろ
、こ
れ
が
好
評
と
な
り
、他
の

店
で
も
、屋
号
や
紋
章
な
ど
を
印
刷

し
た
う
ち
わ
を
配
る
よ
う
に
な
っ
た

と
さ
れ
る
。

　
こ
の
泉
州
楼
の
主
人
の
名
は
萩
原

半
次
郎
。ま
さ
に
、萩
原
大
総
代
の

大総代 萩原 直幸 さん

熊谷うちわ祭
令和６年年番町【第壱本町区】

はぎわら なおゆき

曽
祖
父
に
あ
た
る
人
物
で
あ
る
。半

次
郎
の
発
案
を
機
に
、祭
礼
行
事
の

特
色
に
「
う
ち
わ
」が
象
徴
的
に
加

わ
り
、「
う
ち
わ
祭
」と
い
う
名
称
が

ブ
ラ
ン
ド
化
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

萩
原
家
の
系
譜
は
第
壱
本
町
地

区
へ
と
継
承
さ
れ
、そ
し
て
晴
れ
て

そ
の
子
孫
が
大
総
代
に
名
を
連
ね
た

こ
と
は
、一つ
の
宿
命
と
し
て
注
目
を

集
め
て
い
る
。

再
生
と「
魁（
さ
き
が
け
）」

　

ポ
ス
ト
コ
ロ
ナ
に
お
け
る
熊
谷
う

ち
わ
祭
の
あ
る
べ
き
姿
と
は
何
か
。

萩
原
大
総
代
は
祭
礼
の
責
任
者
と

し
て
絶
え
ず
模
索
を
続
け
て
き
た
。

コ
ロ
ナ
禍
の
影
響
を
受
け
て
き
た
数

年
間
の
状
況
か
ら
脱
し
、旧
来
の
方

法
を
重
ん
じ
た
上
で
、新
た
な
る
祭

礼
の
形
態
や
シ
ス
テ
ム
の
構
築
に
力

を
注
い
で
き
た
。

　

萩
原
大
総
代
は
「
熊
谷
の
活
力

の
源
と
言
わ
れ
て
い
る
熊
谷
う
ち
わ

祭
を
４
年
間
の
ブ
ラ
ン
ク
を
は
ね
の

け
て
完
全
復
活
さ
せ
て
い
く
決
意
の

も
と
第
壱
本
町
区
一丸
と
な
っ
て
邁

進
し
た
い
」と
語
り
、「
魁
と
し
て
の

年
番
に
相
応
し
い
形
で
の
完
全
復

活
を
目
指
し
て
い
き
た
い
」と
力
を

込
め
る
。

『
継
往
開
来
』

　

愛
宕
・八
坂
神
社
の
茂
木
治
夫

宮
司
か
ら
本
年
度
大
祭
に
向
け
て

大
総
代
に
示
さ
れ
た
『
継
往
開
来
』

と
い
う
一語
。こ
れ
は
「
先
人
の
事
業

を
受
け
継
ぎ
、発
展
さ
せ
な
が
ら
未

来
を
切
り
開
く
事
」を
意
味
す
る
。

す
な
わ
ち
、半
次
郎
の
時
代
か
ら
今

に
引
き
継
が
れ
る
祭
礼
の
魂
や
想

い
、こ
れ
ら
を
い
か
に
継
承
す
る
か
、

発
展
さ
せ
る
か
と
い
う
意
識
と
共
に

あ
る
。

　

萩
原
大
総
代
は
、「『
継
往
開
来
』

の
精
神
の
も
と
、熱
中
症
予
防
と
対

策
の
徹
底
、雑
踏
警
備
の
徹
底
、持
続

可
能
な
う
ち
わ
祭
り
の
運
営
方
法
の

構
築
な
ど
を
解
決
し
、皆
様
方
と
と

も
に
明
る
く
楽
し
い
祭
の
実
現
に
努

め
た
い
」と
意
気
新
た
に
、強
い
視
線

を
前
へ
と
向
け
て
い
た
。

萩
原
大
総
代
は
郷
土
の
名
門
税
理

士
と
し
て
活
躍
す
る
一
方
、温
和
な

人
柄
と
豊
か
な
発
想
力
で
知
ら
れ
、

「
萩
原
版
う
ち
わ
祭
」と
し
て
の
演

出
が
期
待
さ
れ
る
。

解
説
：
熊
谷
う
ち
わ
祭
の
歴
史

　

祭
礼
の
起
源
は
、文
禄
年
間（
１

５
９
２
〜
）に
京
都
八
坂
神
社
を

勧
請
し
た
愛
宕
・八
坂
神
社
の
例

大
祭
で
あ
り
、そ
の
後
、江
戸
時

代
中
期
の
寛
延
３
年
（
１
７
５
０
）

に
は
、当
時
小
町
区
ご
と
の
神
事

祭
礼
を
宿
場
町
全
体
の
統
一祭
事

に
す
る
上
申
書
が
出
さ
れ
た
こ
と

を
機
に
、祭
礼
行
事
は
拡
大
し
、

現
在
に
結
び
付
く
原
型
が
作
ら

れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　

祭
礼
の
中
興
と
さ
れ
る
天
保
年

間
（
１
８
３
０
〜
）に
は
、神
輿
が

新
調
さ
れ
、祭
り
の
原
点
と
も
い

え
る
全
町
合
同
の
神
輿
渡
御
が

開
始
。祭
礼
の
日
に
赤
飯
を
炊
く

風
習
に
基
づ
き
、こ
の
赤
飯
振
る

舞
い
が
名
物
と
な
っ
て
い
た
と
伝

わ
る
。熊
谷
駅
が
開
業
し
た
明
治

10
年
代
後
半
に
は
、東
京
の
浅
草

か
ら
熊
谷
に
向
け
て
多
く
の
「
う

ち
わ
」が
鉄
道
を
通
じ
て
、配
送

さ
れ
て
い
た
記
録
が
残
さ
れ
て
い

る
。

　

そ
し
て
、萩
原
半
次
郎
に
よ
る

う
ち
わ
の
ブ
ラ
ン
ド
化
を
起
点
に

「
熊
谷
う
ち
わ
祭
」と
い
う
名
称
が

全
国
へ
と
広
ま
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。そ
の
後
、年
番
町
制
の
確
立
や

旧
石
原
村
の
参
加
、熊
谷
空
襲
の

悲
劇
と
戦
後
復
興
な
ど
を
経
て
、

熊
谷
う
ち
わ
祭
は
、現
代
の
熊
谷

を
進
化
さ
せ
る
原
動
力
と
な
っ

た
。そ
し
て
、神
事
と
神
輿
渡
御
、

絢
爛
豪
華
な
山
車
屋
台
祭
と
し

て
の
特
色
が
融
合
し
、県
内
最
大

規
模
の
夏
の
風
物
詩
と
な
っ
た
。

（
Ｙ
）
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