
楽
し
む
こ
と
で

次
の
世
代
に
残
し
て
い
く

　

練
習
場
に
は
、
小
学
４
年
生
か
ら
８０

歳
ま
で
幅
広
い
層
の
人
が
集
ま
り
、
鈴

木
ば
や
し
を
習
っ
て
い
ま
す
。
習
い
た

い
人
は
、
小
学
生
以
上
で
あ
れ
ば
居
住

地
な
ど
は
問
わ
ず
、
誰
で
も
参
加
で
き

ま
す
。
孫
と
一
緒
に
練
習
す
る
人
や
、

子
ど
も
が
習
っ
て
い
て
自
分
も
参
加
す

る
よ
う
に
な
っ
た
親
御
さ
ん
、
祭
礼
で

見
て
憧
れ
て
始
め
た
人
な
ど
、
さ
ま
ざ

ま
な
人
が
練
習
に
励
み
、
本
番
に
向
け

て
準
備
し
て
い
ま
す
。

　

練
習
で
は
、
楽
器
や
舞
な
ど
自
分
が

や
り
た
い
こ
と
に
挑
戦
で
き
ま
す
。

　

「
み
ん
な
で
楽
し
ん
で
演
奏
し
て
祭

礼
の
舞
台
で
披
露
し
て
ほ
し
い
」
と
話

す
の
は
、
鈴
木
ば
や
し
連
中
会
長
の
石

井
寛
治
さ
ん
。
鈴
木
ば
や
し
に
関
わ
っ

て
４０
年
以
上
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
、

鈴
木
ば
や
し
へ
の
思
い
と
し
て
「
楽
し

　

木
曜
日
の
夕
方
、
青
梅
街
道
沿
い
花
小
金
井
武
道
館
の

近
く
か
ら
お
囃
子
の
音
が
聞
こ
え
て
き
ま
す
。

　

花
小
金
井
武
道
館
の
西
隣
に
は
鈴
木
ば
や
し
連
中
の
練

習
場
が
あ
り
、
太
鼓
や
舞
の
練
習
を
し
て
い
ま
す
。

伝
統
を
次
の
世
代
へ

鈴木ばやし連中の皆さん

手づくりの太鼓の楽譜
「鈴木ばやしのお手本」

む
こ
と
が
一
番
」
と
言
い
ま
す
。「
面

白
い
か
ら
演
奏
す
る
の
で
あ
っ
て
、
演

奏
を
楽
し
む
と
同
時
に
、
そ
の
技
を
将

来
に
わ
た
っ
て
残
し
て
い
っ
て
ほ
し
い

で
す
ね
」
と
笑
顔
で
話
し
ま
し
た
。

　

鈴
木
ば
や
し
は
、
江
戸
時
代
か
ら
口

頭
や
練
習
で
技
が
伝
授
さ
れ
て
き
ま
し

た
。
現
在
、
太
鼓
が
う
ま
く
叩
け
な
く

て
も
仲
間
と
一
緒
に
ゆ
っ
く
り
と
で
き

る
ま
で
練
習
し
、
そ
れ
が
で
き
た
と
き

に
お
互
い
喜
び
笑
う
声
が
、
練
習
場
に

響
い
て
い
ま
し
た
。

３０歳のころに家族との付き合いがきっかけで鈴木ば
やしを始めました。現在、後輩たちに技を伝えながら
現役で太鼓をたたいてお囃子を楽しんでいます。

鈴木ばやし連中
会長　石井寛治さん

鈴木ばやしの練習

お囃子全体のまとまりを大切に
お囃子は、個々の演奏ではなく、５人の音が
合うことが大切です。笛では、みんなが合わ
せて演奏しやすいように、全体を見て、音の
強弱やペースなどに気を付けています。松澤当さん

見る人が楽しい気分になるように
５４歳から始めて約２０年関わっています。
道化やたぬきの踊りでは、お客さんと握手
したり、子どもたちが笑ってくれるよう、
自分自身も楽しみながら踊っています。 小畑正子さん

憧れて始めた鈴木ばやし
４歳のころに見た鈴木ばやしがかっこよく
て憧れて始めました。見ている人がはっき
りと動作がわかるように、かっこよく踊り
たいです。 島崎彰太郎さん

練習には、小学生やその保護者、社
会人などさまざまな人が参加してい
ます。年齢に関係なく教え合いなが
ら太鼓や舞を練習し、演奏する音が
練習場の外まで響いていました。
鈴木ばやしを始めたい、体験したい
など興味のある方は見学できます。
詳しくは、お問い合わせください。
と　き　木曜日　午後５時３０分から
※大人の部は午後７時３０分から。
ところ　花小金井武道館の西隣（花小金井８−２６−１８）
問合せ　鈴木ばやし連中・石井☎０４２（４６３）６２４２

令和２（２０２０）.3.２０ ４


