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関
東
一
の
祇
園

　
　

熊
谷
う
ち
わ
祭

　

う
ち
わ
祭
は
、
熊
谷
市
の
八
坂
神

社
の
ご
祭
礼
で
す
。
八
坂
神
社
は
、

文
禄
年
間
（
１
５
９
２
〜
）
に
京
都

八
坂
神
社
を
勧
請
し
、
現
在
鎌
倉
町

に
あ
る
愛
宕
神
社
に
合
祀
さ
れ
ま
し

た
。
熊
谷
の
夏
祭
り
の
起
源
を
示
す

最
初
の
記
録
は
、
江
戸
中
期
の
寛
延

3
年
（
１
７
５
０
）。
こ
の
時
か
ら
町

内
全
体
の
祭
り
と
な
り
、
現
在
の
形

態
が
作
ら
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
天
保
年
間
（
１
８
３
０
〜
）

に
は
町
内
各
店
が
祭
り
の
期
間
中
、

買
物
客
に
赤
飯
を
ふ
る
ま
っ
た
事
か

ら
、「
熊
谷
の
赤
飯
ふ
る
ま
い
」
と

し
て
評
判
と
な
り
、
祭
り
の
名
物
と

な
り
ま
し
た
。

　

明
治
35
年
頃
か
ら
、
う
ち
わ
の
配

布
が
は
じ
ま
り
、
時
を
同
じ
く
し
て

各
町
が
山
車
・
屋
台
を
購
入
し
、
神

輿
渡
御
と
山
車
・
屋
台
巡
行
に
よ
る

現
在
の
う
ち
わ
祭
の
原
型
が
作
ら
れ

ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
「
町
民
一
体

と
し
て
始
ま
っ
た
伝
統
」「
江
戸
か

ら
の
祭
文
化
の
継
承
」「
自
ら
熱
意

で
祭
を
つ
く
り
上
げ
て
き
た
熊
谷
人

の
心
意
気
」
が
融
合
し
、
今
や
関
東

一
の
祇
園
と
し
て
発
展
し
て
い
ま
す
。

ご
挨
拶

　

令
和
七
年
の
「
熊
谷
う
ち
わ
祭
」
に
お
き
ま
し
て
、
大
総

代
を
仰
せ
つ
か
り
ま
し
た
。

　

本
年
も
変
わ
ら
ず
、
こ
の
大
切
な
地
域
の
伝
統
行
事
が
執

り
行
わ
れ
ま
す
こ
と
を
、
誠
に
嬉
し
く
存
じ
ま
す
。
悠
久
の

時
を
超
え
て
受
け
継
が
れ
て
き
た
本
大
祭
に
お
い
て
、
大
総

代
と
い
う
重
責
を
担
わ
せ
て
い
た
だ
く
に
あ
た
り
、
誠
心
誠

意
努
め
、
職
責
を
全
う
す
る
所
存
で
す
。

　

本
年
、
第
弐
本
町
区
の
山
車
人
形
の
製
作
者
が
、
鑑
定
の

結
果
に
よ
り
明
ら
か
と
な
り
ま
し
た
。
江
戸
・
神
田
よ
り
山

車
を
譲
り
受
け
て
か
ら
１
３
０
余
年
の
歳
月
が
流
れ
ま
し
た

が
、
改
め
て
そ
の
歴
史
の
重
み
と
、
私
た
ち
が
そ
の
一
端
を

担
っ
て
い
る
こ
と
を
実
感
し
て
お
り
ま
す
。

　

こ
の
伝
統
行
事
を
次
代
へ
継
承
し
、
熊
谷
の
未
来
に
お
い

て
も
歴
史
と
文
化
の
礎
が
引
き
継
が
れ
て
い
く
こ
と
を
心
よ

り
願
っ
て
お
り
ま
す
。
あ
わ
せ
て
、
こ
の
誇
る
べ
き
熊
谷
の

祭
り
を
、
日
本
へ
、
そ
し
て
世
界
へ
と
発
信
し
て
い
く
機
会

と
し
て
、
粛
々
と
行
事
の
運
営
に
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。

　

祭
り
関
係
者
一
同
、
安
全
に
配
慮
し
な
が
ら
、
皆
さ
ま
に

ご
満
足
い
た
だ
け
る
祭
り
と
な
る
よ
う
尽
力
し
て
ま
い
り
ま

す
。
何
卒
、
ご
理
解
と
ご
協
力
を
賜
り
ま
す
よ
う
、
よ
ろ
し

く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

令
和
七
年　

年
番
町　

第
弐
本
町
区

　

大
総
代　

松
本
邦
義

▶渡御祭…６時〜　
▶初叩き合い…18時半〜
JR熊谷駅北口駅前広場

20日
（日）

▶行宮祭…9時〜
行宮

▶曳っ合せ叩き合い・年番送り…19時〜
お祭り広場

▶還御祭…24時〜

22日
（火）

▶清祓の儀…17時半〜　▶巡行祭…17時45分出発
八木橋百貨店前（鎌倉町交差点）から行宮「お宮参り」
を経て筑波交差点まで

▶曳っ合せ叩き合い…20時20分頃
巡行祭からそのまま国道17号を西に進行、八木橋百貨
店前（鎌倉町交差点）にて集合、実施

21日
（月・祝）

行事日程

行事日程
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3
日
間
に
わ
た
る
熊
谷
う
ち
わ
祭

は
、
早
朝
の
「
渡と

御ぎ
ょ

祭さ
い

」
か
ら
始
ま

り
ま
す
。
夜
が
明
け
き
ら
ぬ
う
ち
に

各
町
区
の
山
車
・
屋
台
が
動
き
出
し
、

「
迎む

か

え
太だ

い

鼓こ

」
が
響
く
中
、
祭
り
が

厳
か
に
幕
を
開
け
ま
す
。

　

初
日
の
見
ど
こ
ろ
は
、
大
き
く
二

つ
。「
渡
御
祭
」
と
「
初
叩
き
合
い
」

で
す
。

　
「
渡
御
祭
」
は
、
八
坂
神
社
か
ら

御み

霊た
ま

を
お
祭
り
広
場
に
設
け
ら
れ
た

行あ
ん

宮ぐ
う

へ
と
遷う

つ

す
神
事
。
約
６
㎞
、
3

時
間
に
お
よ
ぶ
行
列
が
市
内
を
巡
り
、

町
を
清
め
て
歩
き
ま
す
。
か
つ
て
は

お
祭
り
の
中
心
と
さ
れ
て
い
た
、
重

要
な
神
事
の
ひ
と
つ
で
す
。

　

夜
に
は
、
熊
谷
駅
前
に
山
車
・
屋

台
が
勢
ぞ
ろ
い
し
、
お
囃
子
の
響
き

が
ぶ
つ
か
り
合
う
「
初
叩
き
合
い
」

が
行
わ
れ
ま
す
。
12
台
が
熊
谷
駅
を

バ
ッ
ク
に
一
列
に
並
ぶ
光
景
は
圧
巻

で
、
う
ち
わ
祭
の
〝
熱
〞
を
体
感
で

き
る
必
見
の
シ
ー
ン
。
駅
前
な
の
で

ア
ク
セ
ス
も
よ
く
、
初
め
て
の
方
に

も
お
す
す
め
で
す
。

　

そ
し
て
、
も
う
ひ
と
つ
の
密
か
な

楽
し
み
が
「
町
内
巡
行
」
で
す
。
昼

す
ぎ
か
ら
夕
方
に
か
け
て
、
各
町
区

が
自
分
た
ち
の
地
元
を
巡
り
、「
疫

病
退
散
」「
五
穀
豊
穣
」「
商
売
繁
盛
」

を
祈
願
し
ま
す
。
夜
の
賑
わ
い
と
は

違
っ
た
、
ど
こ
か
穏
や
か
な
〝
静
〞

の
ひ
と
と
き
。
地
域
の
空
気
を
感
じ

な
が
ら
、
デ
ィ
ー
プ
に
う
ち
わ
祭
を

楽
し
み
た
い
方
に
ぴ
っ
た
り
で
す
。

〝
推
し
町
区
〞
を
決
め
て
、
そ
の
町

区
を
中
心
に
３
日
間
の
お
祭
り
を
巡

っ
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

　

熊
谷
う
ち
わ
祭
、
2
日
目
の
メ
イ

ン
イ
ベ
ン
ト
は
「
巡じ

ゅ
ん

行こ
う

祭さ
い

」。
各
町

区
の
山
車
・
屋
台
が
国
道
17
号
に
整

列
し
、
一
斉
に
巡
行
す
る
壮
大
な
パ

レ
ー
ド
で
す
。
例
年
13
時
か
ら
で
し

た
が
、
近
年
の
猛
暑
対
策
と
し
て
夕

方
ス
タ
ー
ト
に
変
更
さ
れ
て
い
る
の

で
ご
注
意
を
。

　

各
町
区
は
、
17
時
に
八
木
橋
百
貨

店
前
の
交
差
点
に
集
結
。
神
事
を
経

て
、
17
時
30
分
ご
ろ
か
ら
整
列
巡
行

が
始
ま
り
ま
す
。
12
台
の
山
車
・
屋

台
が
目
の
前
を
次
々
と
通
り
過
ぎ
る

様
子
は
圧
巻
。
彫
刻
や
刺
繍
幕
な
ど
、

細
部
ま
で
贅
を
尽
く
し
た
〝
動
く
芸

術
〞
を
、
じ
っ
く
り
と
ご
堪
能
く
だ

さ
い
。

　

そ
し
て
、
2
日
目
の
夜
は
特
に
お

す
す
め
で
す
。

　

こ
の
夜
だ
け
は
、
年
番
町
区
（
祭

り
の
主
幹
町
）
が
定
め
る
公
式
行
事

か
ら
離
れ
、
各
町
区
の
組
頭
を
中
心

に
、
山
車
・
屋
台
が
よ
り
自
由
に
動

き
出
し
ま
す
。
お
祭
り
関
係
者
の
熱

量
が
最
高
潮
に
達
す
る
時
間
帯
で
す
。

　

巡
行
祭
を
終
え
た
山
車
・
屋
台
は

再
び
西
へ
と
向
か
い
、
20
時
頃
に
は

再
び
八
木
橋
百
貨
店
前
の
交
差
点
に

集
結
。
そ
の
後
、
鎌
倉
町
通
り
や
星

川
通
り
、
細
い
路
地
へ
と
入
り
込
み
、

辻
々
で
「
叩
き
合
い
」
が
繰
り
広
げ

ら
れ
ま
す
。
熱
と
音
と
光
が
交
錯
す

る
、
う
ち
わ
祭
屈
指
の
見
ど
こ
ろ
で

す
。
お
見
逃
し
な
く
。

　

前
夜
の
熱
気
が
ま
だ
冷
め
き
ら
ぬ

中
、
最
終
日
の
昼
間
に
は
再
び
「
町

内
巡
行
」
が
行
わ
れ
ま
す
。
手
に
マ

メ
を
つ
く
り
な
が
ら
も
、
残
り
わ
ず

か
な
時
間
を
惜
し
む
よ
う
に
お
囃
子

を
叩
く
子
ど
も
た
ち
の
姿
に
、
ぜ
ひ

声
援
を
送
っ
て
く
だ
さ
い
。

　

そ
し
て
、
３
日
間
の
熱
が
最
高
潮

に
達
す
る
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
―
―
そ

れ
が
夜
に
行
わ
れ
る
「
曳ひ

っ
合か

わ

せ
叩

き
合
い
」
で
す
。
熊
谷
の
町
が
一
年

で
最
も
熱
く
な
る
瞬
間
、
大
人
も
童

心
に
か
え
り
、
最
後
の
叩
き
合
い
を

全
力
で
楽
し
み
ま
す
。
ま
さ
に
、
う

ち
わ
祭
の
真
骨
頂
。
圧
巻
の
夜
を
、

全
身
で
ご
堪
能
く
だ
さ
い
。

　

叩
き
合
い
の
後
に
は
、
祭
り
の
重

要
な
行
事
「
年
番
送
り
」
が
執
り
行

わ
れ
ま
す
。
熊
谷
う
ち
わ
祭
で
は
、

毎
年
異
な
る
町
区
が
「
年
番
町
」
と

し
て
祭
り
全
体
の
運
営
を
担
っ
て
お

り
、
そ
の
大
役
を
次
の
年
番
町
へ
と

正
式
に
引
き
継
ぐ
の
が
こ
の
「
年
番

送
り
」
で
す
。
20
時
30
分
ご
ろ
か
ら

始
ま
り
、
観
客
も
見
守
る
中
で
厳
か

に
重
責
の
バ
ト
ン
が
渡
さ
れ
ま
す
。

そ
し
て
フ
ィ
ナ
ー
レ
の
あ
と
も
、
祭

り
は
ま
だ
終
わ
り
ま
せ
ん
。

　

深
夜
24
時
、「
還か

ん

御ぎ
ょ

祭さ
い

」
が
始
ま

り
ま
す
。
渡
御
祭
で
遷
さ
れ
た
御
霊

を
、
再
び
八
坂
神
社
へ
と
お
戻
し
す

る
神
事
で
す
。
か
つ
て
〝
若わ

か

蓮れ
ん

〞
と

呼
ば
れ
た
祇
園
会
の
面
々
が
神
輿
を

勇
ま
し
く
担
ぎ
、
う
ち
わ
祭
の
夜
を

締
め
く
く
り
ま
す
。
神
社
に
到
着
す

る
の
は
深
夜
。
厳
か
な
空
気
に
包
ま

れ
た
〝
最
後
の
瞬
間
〞
ま
で
、
ど
う

ぞ
お
見
届
け
く
だ
さ
い
。

静と熱が交差する、始まりの日　初日 7/20
sun.

昼の美、夜の熱気。「巡行祭」と叩き合い　中日 7/21
mon.

子どもも大人も、祭りの余韻を噛みしめるクライマックス　最終日 7/22
tue.

行 事 日 程
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│
│
令
和
七
年
は
、
熊
谷
う
ち
わ
祭
の

第
弍
本
町
区
の
山
車
人
形
「
手
力
男

命
」
の
作
者
が
判
明
し
、
ま
た
ひ
と
つ

熊
谷
う
ち
わ
祭
の
歴
史
が
動
き
ま
し
た
。

林
直
輝
さ
ん
（
以
下
、
林
） 

は
い
。
こ
の

人
形
は
長
ら
く
仲
秀
英
作
と
言
わ
れ
て

い
ま
し
た
が
、
江
戸
の
名
工
の
一
人
、

日
本
橋
の
人
形
師
・
松
雲
斎
徳
山
の
真

無
形
の
文
化
を
未
来
に
つ
な
ぐ
祭
礼
具

先
人
た
ち
に
思
い
を
馳
せ
る
、熊
谷
の
夏

令
和
七
年
、
熊
谷
う
ち
わ
祭
の
歴
史
が
動
い
た
。

専
門
家
の
鑑
定
に
よ
り
、
第
弍
本
町
区
の
山
車
人
形
の
作
者
が
判
明
。

江
戸
の
祭
り
文
化
を
今
な
お
受
け
継
ぐ
熊
谷
う
ち
わ
祭
の

新
た
な
発
見
は
、
先
人
た
ち
の
思
い
、
そ
し
て
地
域
の
深
い
絆
を

も
う
一
度
私
た
ち
に
伝
え
て
く
れ
る
。

i n t e r
v i e w

i n t e r v i e w

日
本
人
形
文
化
研
究
所 

所
長

林 

直
輝
氏

作
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

│
│
ど
の
よ
う
な
手
順
で
鑑
定
を
進
め

ら
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

林　
ま
ず
は
現
物
を
拝
見
し
ま
し
た
。

人
形
の
お
顔
や
手
足
な
ど
組
み
上
げ
る

前
の
パ
ー
ツ
の
一
つ
ひ
と
つ
を
詳
細
に

検
分
し
、
そ
れ
ぞ
れ
を
間
近
で
見
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
部

品
の
作
り
に
は
、
作
者
の
特
徴
が
現
れ

ま
す
の
で
、
比
較
対
象
と
し
て
は
栃
木

市
に
あ
る
静
御
前
の
人
形
な
ど
を
参
考

に
し
ま
し
た
。

　

第
弐
本
町
区
の
山
車
は
、
明
治
24
年

に
熊
谷
市
の
中
家
堂
の
当
主
ら
が
購
入

年番の年（8年に一度）だ
けお披露目されるオリジ
ナルの人形に大注目！
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形
や
山
車
な
の
で
す
。

│
│
一
方
で
、
各
地
の
お
祭
り
で
は
そ

う
い
っ
た
文
化
財
的
価
値
の
高
い
も
の

に
は
、
老
朽
化
に
よ
る
修
繕
費
の
問
題

や
お
祭
り
自
体
を
担
う
た
め
の
人
手
不

足
な
ど
、
守
っ
て
い
く
た
め
に
も
大
き

な
課
題
が
立
ち
は
だ
か
り
ま
す
。

林　
特
に
現
在
の
祭
礼
用
具
は
、
平
穏

な
時
代
が
続
き
江
戸
文
化
が
花
開
い
た

江
戸
後
期
か
ら
、
経
済
的
に
目
覚
ま
し

い
発
展
を
遂
げ
た
明
治
時
代
に
作
ら
れ

た
も
の
が
多
く
、
一
斉
に
老
朽
化
し
て

き
て
い
る
の
が
現
状
で
す
。
１
０
０
年

以
上
の
時
を
経
れ
ば
修
理
や
修
復
を
す

る
必
要
が
出
て
き
ま
す
。
た
だ
し
、
見

た
目
だ
け
を
き
れ
い
に
し
て
も
元
の
日

本
の
工
芸
的
価
値
を
次
の
世
代
に
遺
せ

る
か
、
と
い
う
と
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ

し
た
も
の
で
、
人
形
自
体
に
は
仲
秀
英

の
銘
が
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が

20
年
ほ
ど
前
に
神
田
祭
の
山
車
を
描
い

た
こ
の
掛
軸
（
写
真
１
）
を
偶
然
古
美
術

商
で
発
見
し
、
そ
こ
に
描
か
れ
た
人
形

と
記
銘
を
見
て
、
松
雲
斎
徳
山
の
作
品

で
は
な
い
か
と
疑
問
を
持
ち
ま
し
た
。

徳
山
は
江
戸
時
代
後
期
の
人
形
師
で
あ

り
絵
師
で
も
あ
っ
た
人
物
で
す
が
、
そ

の
来
歴
は
ま
だ
多
く
の
謎
に
包
ま
れ
て

い
ま
す
。
現
存
し
真
作
と
わ
か
っ
て
い

る
静
御
前
の
人
形
も
、
江
戸
か
ら
栃
木

市
に
移
さ
れ
た
も
の
。
比
較
し
た
結
果
、

細
部
の
特
徴
が
こ
と
ご
と
く
一
致
し
て

お
り
、
今
回
の
鑑
定
結
果
に
至
り
ま
し

た
。

│
│
祭
礼
用
具
と
し
て
、
民
俗
文
化
財

的
価
値
が
非
常
に
高
い
こ
と
が
よ
く
わ

か
り
ま
す
。

林　
お
祭
り
は
日
本
人
の
文
化
そ
の
も

の
と
い
え
ま
す
。
行
事
と
し
て
は
無
形

の
も
の
で
す
が
、
そ
こ
で
得
ら
れ
る
感

動
や
共
有
さ
れ
る
思
い
出
は
、
先
人
か

ら
受
け
継
が
れ
、
今
に
至
り
、
そ
し
て

次
の
世
代
へ
と
引
き
継
が
れ
ま
す
。
し

か
し
思
い
出
や
そ
の
時
の
共
有
感
は
今

生
き
て
い
る
人
た
ち
の
中
で
は
共
に
感

じ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
そ
の
時
を

共
有
し
て
い
た
人
た
ち
が
い
な
く
な
れ

ば
、
消
え
て
し
ま
う
も
の
。
そ
う
い
っ

た
意
味
で
も
私
は
「
モ
ノ
こ
そ
重
要
」

と
考
え
て
い
ま
す
。
お
祭
り
で
感
じ
た

感
動
を
、
時
代
を
超
え
て
伝
え
る
た
め

の
モ
ノ
こ
そ
が
受
け
継
が
れ
て
き
た
人

日本人形文化研究所
所長 林直輝
1979（昭和54）年、静岡県富士市
生まれ。目白大学人文学部地域
文化学科卒業後、吉德資料室の
室長を務め、2018（平成30）年に
日本人形文化研究所を設立。経
済産業大臣指定伝統的工芸品産
地委員などを務めるほか、「開運！
なんでも鑑定団」（テレビ東京系）
の日本人形鑑定士としても活躍。

p r o f i l e

ん
。
当
時
の
素
材
や
技
術
は
す
で
に
私

た
ち
の
身
近
に
は
な
く
、
莫
大
な
費
用

が
か
か
る
こ
と
は
確
か
で
す
。
し
か
し
、

町
や
行
政
が
協
力
し
、
素
材
や
技
法
も

な
る
べ
く
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
ま
ま
残
し
て

い
く
こ
と
が
、
日
本
の
祭
り
の
美
意
識

を
伝
え
て
い
く
こ
と
に
も
つ
な
が
る
と

思
っ
て
い
ま
す
。
江
戸
時
代
の
人
々
が

ど
の
よ
う
な
意
識
を
持
っ
て
祭
礼
を
行

っ
て
い
た
の
か
、
守
っ
て
き
た
の
か
。

そ
の
思
い
を
受
け
継
ぎ
な
が
ら
、
改
悪

に
な
ら
な
い
よ
う
に
文
化
財
を
守
っ
て

い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

│
│
今
年
も
熊
谷
う
ち
わ
祭
が
行
わ
れ

ま
す
。
林
先
生
も
ご
参
加
さ
れ
た
こ
と

が
あ
る
と
伺
い
ま
し
た
。

林　
は
い
、
熊
谷
う
ち
わ
祭
の
盛
り
上

が
り
は
大
変
な
も
の
が
あ
り
ま
す
。
各

町
区
が
自
分
た
ち
が
担
う
お
祭
り
な
ん

だ
、
と
い
う
意
識
を
し
っ
か
り
お
持
ち

で
す
の
で
、
他
所
か
ら
観
に
来
る
人
も

そ
の
熱
意
に
一
緒
に
な
っ
て
感
動
で
き

ま
す
。
お
祭
り
は
市
民
全
体
の
共
有
財

産
と
も
言
え
ま
す
し
、
国
外
の
方
も
こ

の
非
日
常
の
日
本
な
ら
で
は
の
風
景
を

見
れ
ば
、
き
っ
と
心
を
動
か
さ
れ
る
と

思
い
ま
す
。

│
│
本
日
は
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し

た
。

i n t e r v i e w ［写真1］
人形と山車の完成予
想図と思われる掛軸。
松雲斎徳山の記銘が
ある（個人蔵）
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こ
こ
が
み
ど
こ
ろ

Q1

Q2
熊谷うちわ祭をもっ と熱く楽しみたい！

誰でも参加できる伝統行 事に触れてみませんか？
 3日間の盛りだ く さんなみどころを

ご紹介し ます！　

戸時代中期、熊谷では地域ご
とに祭りが行われていました

が、やがて町全体でひとつの大きな
祭りとして統一され、これが現在の
「うちわ祭」の原型となりました｡
　天保年間(1830年代)は祭りの中
興の時代といわれ、重さ200貫
(975kg)にもなる神輿が新しく作ら
れ、全町合同の「神

み

輿
こし

渡
と

御
ぎょ

」が始ま
ります｡ さらにこの頃、町の商店が
祭り期間中に買い物客へ赤飯をふる
まい、「熊谷の赤飯ふるまい」とし
て名物となりました｡
　「うちわ祭」という名前の由来は、
明治35年ごろ、料亭「泉州楼」の
主人が祭りでうちわを配ったことに
始まります｡ 東京で修行中に見た
「天王祭」に影響を受け、老舗「伊
場仙」から渋うちわを取り寄せ、熊
谷で配布したところ大変好評に｡ そ
の後、ほかの商店でもそれぞれの屋
号入りのうちわを配るようになり、
「買い物はうちわ祭の日に」といわ
れるほど定着していきました｡

を同じくして、絹産業などの
発展により熊谷の町は大いに

にぎわいを見せていました。明治
24年（1891年）、第弐本町区が江戸・
神田の紺屋が所有していた山車を
買い受けたことをきっかけに、各
町が競い合って山車や屋台を製作・
購入するようになります。こうし
て神輿渡御に山車・屋
台の巡行が加わり、現
在の「うちわ祭」の
かたちが整い、今も
受け継がれています。

　贅を尽くした彫刻や刺繍幕で飾ら
れた山車や屋台は、まさに豪華絢爛。
その中でも注目すべきは、熊谷独自
の「三輪式」構造です。狭い道でも
小回りがきき、素早く方向転換でき
るのが特徴で、うちわ祭の見せ場「叩
き合い」では、その巧みな舵さばき
が大きな見どころとなります。まる
で歌舞伎の“見

み

得
え

”を切るように、
山車や屋台が勢いよく叩き合いの輪
に飛び込む迫力の瞬間を、ぜひお楽
しみください。

山
車
と
屋
台
の

　
　

見
ど
こ
ろ
！

な
ぜ
、う
ち
わ
な
の
？

江

時

行宮を参拝するともらえ
るこのうちわ、純国産の

「丸亀うちわ」なんです！
ここにもうちわ祭のプラ
イドが見てとれます。

うち わ 祭
熊 谷
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谷うちわ祭のもうひとつの魅
力は、誰でも参加できること

です。その方法は、なんと「山車を
引く」こと。山車や屋台から伸びる
太い引き綱は50メートル近くにも
なり、祭り関係者だけでなく、観光
客や地域の方も一緒に引くことがで
きます。
　特におすすめなのが、初日の昼間
に行われる「町内巡行」。各町区が
地元をくまなく回り、夜の熱気とは
対照的に、どこか落ち着いた“静”
の雰囲気が楽しめます。巡行中は祭
り関係者と話ができたり、休憩中に

飲み物やアイスの差し入れをもらえ
ることも。
　まずは町内巡行に参加して、お気
に入りの町区——“推し町”を見つ
けるのも楽しい過ごし方。そこを中
心に、3日間のお祭りを巡ってみて
はいかがでしょうか。
　なお、夜の巡行中に短くて細い引
き綱が出ているときは、「叩き合い」
が始まる合図です。その際は山車を
引くことはできませんので、安全な
場所から迫力の競演をご覧ください。

Q4

Q5

誰
で
も
参
加
で
き
る
！

　
　

う
ち
わ
祭

こ
こ
が
み
ど
こ
ろ

うちわ祭
熊谷

ちわ祭を初めて目にする人が
驚くのは、なんといってもそ

の「音」ではないでしょうか。直径
30〜45cmにもなる「擦り鉦（すり
がね）」が響かせる音は、遠く離れ
ていても山車が近づいてくるのがわ
かるほどの大音量です。
　そして山車や屋台が辻々で出会う
とくるりと向かい合って始まるのが、
「叩き合い」。お囃子のリズムや叩き
方がガラリと変わるのも見どころの
ひとつです。他の町区のお囃子に釣
られてリズムが崩れると「負け」と
言われることもありますが、長年培
われた自分たちのリズムは簡単には
崩れません。今ではある程度の時間

で区切って「お開き」にするのが通
例です。
　お囃子は町区ごとに少しずつ違い
があり、バチさばきや掛け声、リズ
ムにも個性があります。じっくり聞
き比べるのも楽しみ方のひとつです
が、叩き合いの最中に聴き分けるの
は至難の業。ひとつの町区をじーっ
と見つめていると、ふと、自分の耳
にだけ届くような瞬間があるかも。
『チャンチキチ　チキチ　チキチキチ』
その音が、熊谷の夏を告げます。

谷の人々にとって、「うちわ祭」
は一年の中心にある特別な存

在です。その熱意は、街のあちこち
に表れています。たとえば、山車や
屋台がスムーズに通れるように、お
祭り広場周辺の信号機は跳ね上がる
構造になっており、中央分離帯もく
るりとひっくり返すとフラットにな
る特別仕様。年に一度の祭りのため
に、街のインフラまでが祭り仕様に
設計されているのです。

Q3

町
中
が
お
祭
り
仕
様

熊

う

熊

道路もお祭り仕様に！

門
外
不
出
!? 

　

 

爆
音
お
囃
子
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第
壱
本
町
区

伊
勢
町
区

第
弐
本
町
区

鎌
倉
区

筑
波
区

仲
町
区

銀
座
区

櫻
町
区

彌
生
町
区

本
石
区

荒
川
区

石
原
区

※各町の山車・屋台に関する情報は特設HPをご覧ください。

熊谷うちわ祭の原型とされる祭事は室町時代から続いてきたもので
す。現在の山車、屋台は、明治24年、第弍本町区の菓子店、中家
堂の初代が、神田にあった山車を買い受けたことが始まりです。の
ちに第壱本町区、筑波区、鎌倉区、仲町区も相次いで山車、屋台を
製作しました。

豪華絢爛な様式に圧倒！

熊谷うちわ祭 山車・屋台

あなたの推しは

どこの町区!?
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Official Sponsors

Access

Information

■電車利用の場合
●東京駅から上越新幹線で40分／新宿駅から湘南新宿ラインで
70分／東京駅から上野東京ラインで80分

●高崎駅から上越新幹線で19分　●秩父駅から秩父鉄道で52分
●羽生駅から秩父鉄道で20分

熊谷うちわ祭　公式ガイド2025
TEL:090-8685-4233
詳細はHPをご覧ください。

※祭期間中は混雑が予想され
ます。公共交通機関をご利
用ください。

※交通規制については別紙の
マップをご確認ください。

熊
谷
う
ち
わ
祭 

公
式
パン
フ
レッ
ト 

２
０
２
５

令
和
七
年 

年
番
町 

第
弍
本
町
区

２
０
２
５
年
7
月

非
売
品

一般社団法人
熊谷市医師会

一般社団法人
熊谷薬剤師会

熊谷グル
メ

熊谷うちわ
祭期間中に

営業してい
るお店をご

紹介！


