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「
平
方
の
ど
ろ
い
ん
き
ょ
」は
、
大

か
み
じ
ゅ
く

字
平
方
上
宿
地
区
に
鎮
座
す
る
八
枝

神
社（
写
真
１
）の
夏
祭
り
・
祇
園
祭いん

で
行
わ
れ
る
民
俗
行
事
で
あ
る
。「
隠

き
ょ
み
こ
し

居
神
輿
」と
呼
ば
れ
る
白
木
の
神
輿

み

き

を
、
あ
ら
か
じ
め
水
を
張
っ
た
神
酒

所
の
庭
な
ど
で
、
地
面
に
転
が
し
叩

き
つ
け
、
担
ぎ
手
も
神
輿
も
泥
だ
ら

け
に
な
り
な
が
ら
悪
疫
退
散
を
願

う
。
こ
こ
で
い
う
神
酒
所
と
は
、
神

と
ぎ
ょ

輿
の
渡
御
の
途
中
に
立
ち
寄
っ
て
休

憩
し
、
お
神
酒
な
ど
を
若
衆
や
観
客

に
提
供
す
る
場
で
あ
り
、
地
区
の
近

隣
組
織
で
あ
る
班
を
単
位
と
し
て
設

置
さ
れ
る（
写
真
２
）。

明
治
時
代
、
八
枝
神
社
の
祇
園
祭

は
、
現
在
の
大
字
平
方
を
構
成
す
る

し
も
じ
ゅ
く

四
つ
の
地
区
、
南
・
下
宿
・
上
宿
・

し
ん
で
ん

新
田
の
合
同
で
行
わ
れ
て
き
た
。
し

か
し
、
関
東
大
震
災
が
起
こ
っ
た
大

正
１２（
１
９
２
３
）年
以
降
、
ど
ろ
い

ん
き
ょ
を
含
む
神
輿
渡
御
は
、
４
地

区
合
同
で
は
な
く
各
地
区
そ
れ
ぞ
れ

で
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
ど
ろ
い

ん
き
ょ
も
各
地
区
で
小
規
模
に
行
わ

れ
る
程
度
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な

中
、
昭
和
４８（
１
９
７
３
）年
、
上
宿

地
区
で
祇
園
祭
の
中
で
の
ど
ろ
い
ん

き
ょ
が
本
格
的
に
復
活
し
、
平
成
２３

（
２
０
１
１
）年
に
は「
平
方
祇
園
祭

の
ど
ろ
い
ん
き
ょ
行
事
」と
し
て
、県

指
定
無
形
民
俗
文
化
財
に
指
定
さ
れ

た
。神

輿
を
泥
ま
み
れ
に
し
、
荒
々
し

く
扱
う
祭
り
と
し
て
有
名
で
は
あ
る

が
、
平
方
上
宿
地
区
約
１５０
戸
と
い
う

小
さ
な
集
落
の
協
力
の
上
で
開
催
し

て
い
る
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
。
ど
ろ

い
ん
き
ょ
を
含
む
現
在
の
祭
り
は
、

上
宿
地
区
全
体
の
祭
り
と
し
て
、
区

の
役
員
や
地
区
の
各
種
団
体
の
役
員

が
中
心
と
な
る
実
行
委
員
会
が
主
催

し
て
い
る
。
実
際
に
祭
り
の
中
心
に

わ
か
し
ゅ
う
が
し
ら

な
っ
て
運
営
す
る
の
は
、若
衆
頭（
写

真
３
）で
あ
り
、
ど
ろ
い
ん
き
ょ
当

日
ま
で
の
関
連
行
事
の
進
行
や
あ
い

さ
つ
回
り
な
ど
多
岐
に
及
ぶ
仕
事
を

行
う
。
ま
た
、
年
間
行
事
や
神
事
に

関
わ
る
世
話
を
す
る
役
員
を
当
番
と

い
い
、
若
衆
頭
と
共
に
祭
り
の
準
備

を
行
う
。

地
区
の
各
種
団
体
に
は
、
前
述
の

「
班
」の
他
、「
子
ど
も
の
会
」「
愛
育

は
や
し

班
」な
ど
が
あ
る
。
中
で
も
、「
囃
子

連
」の
演
奏
す
る
お
囃
子
は
、
ど
ろ

い
ん
き
ょ
の
開
始
の
合
図
で
も
あ

り
、
神
輿
と
共
に
神
酒
所
を
移
動
し

な
が
ら
囃
子
の
演
奏
を
行
い
、
祭
り

に
は
必
要
不
可
欠
な
存
在
と
な
っ
て

い
る
。

こ
の
よ
う
に
祭
り
に
向
け
て
の
準

備
や
行
事
は
、
祭
り
の
４
カ
月
以
上

前
か
ら
始
ま
り
、
幾
度
も
練
習
や
打

ち
合
わ
せ
を
重
ね
、
準
備
を
続
け
て

初
め
て
本
番
を
迎
え
て
い
る
。
上
尾

市
が
誇
る
夏
の
伝
統
行
事「
平
方
の

ど
ろ
い
ん
き
ょ
」は
、
平
方
上
宿
の

人
々
の
努
力
に
よ
っ
て
継
承
さ
れ
て

い
る
。

（
上
尾
市
生
涯
学
習
課
）

京都、八坂神社の祭りに起源を持つ祇園祭は、夏祭
てんのう

りや天王様と呼ばれ、現在も市域の各地区でも行われ
さいじん ご ず

ている。天王様とは、八坂神社の祭神がかつて牛頭天
王であったことに由来する。
この祭りは本来、神輿の渡御が中心で、天狗、獅子、神
輿、祭り囃子が地区を回りながら悪疫退散をするもの
である。そうした中、市域に伝わる天王様は、各地区
で形を変えて継承されている。

かみぐみ きたなか じ

菅谷地区では、地区を構成する上組区、北中地区、
しもぐみ しんでん

下組区、新田区の四つの地区を、獅子頭（写真４）や神
輿などをリレー形式で受け渡す、比較的古い形の天王

様・夏祭りを続けてい
る。

ちん

当日の朝、菅谷の鎮
じゅ

守である氷川神社に若
い衆が集まり、地区を
はらって回る天王様が
始まる。「ワッショイ」
ひょう し ぎ

と拍子木に合わせて、天狗、獅子頭、神輿などが地区
の家々をくまなく回り、お囃子が後を追う。いくつか
の地区では、今でも走って移動しているが、かつては
全行程を走っていたという。

平
方
の
ど
ろ
い
ん
き
ょ

〜
歴
史
と
支
え
る
人
々
〜

写真４ 獅子頭（菅谷地区）

上尾の天王様

写真１ 八枝神社

写真３ 祭りでの若衆頭
（右）

写真２ 神酒所での接待
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