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中
世
か
ら
の
記
録
を
残
す
伝
統
芸
能

　　

比
婆
荒
神
神
楽
は
、
西
城
・
東
城
の

一
帯
で
継
承
さ
れ
て
き
た
民
俗
芸
能
。

そ
の
中
で
も
発
祥
地
と
い
わ
れ
る
東
城

町
竹
森
・
田
森
地
区
が
中
心
と
な
り
、

こ
の
伝
統
文
化
を
大
切
に
継
承
し
て
き

た
。
出
雲
流
採
物
神
楽
の
一
種
と
い
わ

れ
、
神
が
か
り
の
神
事
（
※
１
）、
荒

神
信
仰
の
芸
能
要
素
を
含
ん
だ
神
楽
で

あ
る
。
式
年
と
呼
ば
れ
る
年
に
、
古
く

は
四
日
四
晩
（
現
在
は
二
日
一
晩
）
に

わ
た
っ
て
、
比
婆
荒
神
神
楽
社
と
神
職

と
共
同
で
奉
納
さ
れ
て
き
た
。

　

こ
の
神
楽
の
本
舞
で
あ
る
能
舞
は
、

「
岩い
わ
と
び
ら
き

戸
開
」「
大た
い
し
ゃ社

」
な
ど
の
ほ
か
、
こ

の
地
独
特
の
「
吉き
び
つ
ひ
こ

備
津
彦
」「
大だ
い
せ
ん
の
う

仙
能
」

な
ど
合
わ
せ
て
十
数
曲
を
持
つ
。
ま
た

最
終
日
夜
の
灰は
い

神
楽
（
へ
っ
つ
い
遊

び
）
で
は
、「
手た
く
さ草
の
舞
」
に
続
い
て

「
土ろ
っ
く
う
さ
い
も
ん

公
祭
文
」「
宝
た
か
ら
ま
わ廻
し
」「
内
輪
納
め
」

「
餅
取
り
」「
恵
比
須
の
船
遊
び
」
の
五

段
が
演
じ
ら
れ
る
。
特
に
灰
神
楽
な
ど

の
特
殊
次
第
を
持
つ
点
が
、
芸
能
史
的

に
も
貴
重
と
さ
れ
て
い
る
。

　

比
婆
荒
神
神
楽
の
記
録
は
、
杤と
ち
ぎ木

家

（
東
城
町
戸
宇
）
に
伝
え
ら
れ
る
江
戸

時
代
の
文
書
に
記
さ
れ
て
お
り
、
荒
神

の
祭
り
と
し
て
神
楽
が
舞
わ
れ
て
い
た

こ
と
、
病
に
侵
さ
れ
た
人
を
治
療
す
る

祈き
と
う祷
が
神
楽
と
結
び
つ
い
て
い
た
こ
と

も
、
文
献
か
ら
う
か
が
う
こ
と
が
で
き

る
。
こ
う
し
た
記
録
が
残
っ
て
い
る
こ

と
も
そ
の
価
値
を
高
め
て
い
る
。
昭
和

54
年
２
月
３
日
に
国
の
無
形
民
俗
文
化

財
に
指
定
さ
れ
、
以
降
、
比
婆
荒
神
神

楽
保
存
会
（
※
２
）
に
よ
っ
て
守
ら
れ

て
き
て
い
る
。

※
１　

神
が
か
り
神
事
を
伝
え
る
の

は
、
比
婆
荒
神
神
楽
と
同
時
期
に
指
定

さ
れ
た
備
中
神
楽
（
岡
山
県
高
梁
市
）

と
大
元
神
楽
（
島
根
県
江
津
市
）
も
共

通
し
て
い
る
。

※
２　

比
婆
荒
神
神
楽
保
存
会

　

比
婆
荒
神
神
楽
の
保
存
母
体
。
比
婆

荒
神
神
楽
社
、
神
職
部
会
、
学
識
経
験

者
な
ど
で
構
成
。
比
婆
荒
神
神
楽
社
は

比
婆
荒
神
神
楽
の
舞
手
組
織
。

「
比
婆
荒
神
神
楽
」

～
地
域
が
紡
ぎ
続
け
る
伝
統
芸
能
～

古
か
ら
脈
々
と
継
承
さ
れ
て
き
た
「
神
楽
」。

日
本
古
来
の
伝
統
文
化
で
あ
り
、
全
国
に
は
い
く
つ
も
の
神
楽
が
さ

ま
ざ
ま
な
形
で
継
承
さ
れ
、
存
在
し
て
い
ま
す
。

な
ぜ
、
人
は
神
楽
を
舞
い
続
け
て
き
た
の
か
―
。

そ
れ
は
、
無
形
民
俗
文
化
財
と
し
て
県
内
で
唯
一
国
の
指
定
を
受
け

た
神
楽
、「
比
婆
荒
神
神
楽
」
の
継
承
と
そ
れ
に
か
か
わ
る
人
々
の
営

み
を
知
る
こ
と
で
見
え
て
き
ま
す
。

農
村
の
心

特集

市内には比婆荒神神楽のほか、神官が舞う神
楽として、「比婆斎庭神楽（比和町・高野町）」
「三上神楽（庄原地区一円）」がある。いずれ
も県の無形民俗文化財に指定されている。

比
婆
荒
神
神
楽
を
紐ひ

も

解
く

比婆斎
さにわ

庭神楽

三
みかみ

上神楽

比
婆
荒
神
神
楽
の
あ
ら
ま
し

湯ゆ

た立
て
神
事

荒
神
迎
え

七し
ち
ざ
し
ん
じ

座
神
事
・
打う
っ
た
て立

当屋の庭に湯釜を据え、神職が当屋の建
物を背にして座り、湯立て歌を歌いなが
ら湯笹で当屋内外を清める。

神職と氏子が名内（みょうない）の本山
三宝荒神社に出向き、ご神体を白木綿で
包み宮司が抱きかかえて当屋に向かう。

太鼓・笛・手打鉦を用い、楽合わせをす
る

い
に
し
え

写真提供：東城写遊会　近藤芳弘さん
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　比婆荒神神楽の特徴は、何と言っても神がかり
行事が残っている点です。芸能としての神楽は、
神と人間の両方を相手に行う神楽と言われ、比婆
荒神神楽もこれに当たります。現在は比婆荒神神
楽社と私たち神職が一緒に舞を行っています。
　特徴的な灰神楽の中の「内輪納め」は、もとも
とは嫁と姑のけんかを面白おかしく演じるもの
で、「嫁が遅くまで寝て仕事をしない」「姑はご飯
を食べさせてくれない」といったやり取りを漫才
のように演じ、この２人を仲裁するというもので
した。大神楽が終わってから行われる神楽で、打
ち上げや残念会という意味合いがあります。そこ
にも神がいて、「笑い」を捧げて一緒にかけあい
を楽しむのです。
　比婆荒神神楽は、餓

がしん

死神楽と豊年芝居と言って
いました。これは、飢饉など何かしら災いがあっ
た特別な年に神のたたりを恐れて、神楽を舞って
いたといいます。式年神楽は、13 年、33 年など
節目の年に行われていますが、小集落の「名

みょう

」ご
とで行われる神楽が同年に行われるのはそういっ
たことが関連しているとも思われます。
　そうしたこともあり奴可神社では、宮を建てた
のを機に、地区の各名の荒神を一同に集め、その
年から毎年神楽を行っています。

古
い
形
式
を
残
す
芸
能
神
楽

　　

昨
今
の
神
楽
ブ
ー
ム
も
あ
り
、
神
楽

イ
ベ
ン
ト
を
目
に
す
る
こ
と
も
多
い
。

地
域
起
こ
し
で
神
楽
を
し
て
い
る
地
域

も
増
え
て
い
る
。
日
本
神
話
に
由
来
す

る
物
語
と
、そ
の
き
ら
び
や
か
な
衣
装
、

華
麗
な
舞
い
は
多
く
の
人
に
受
け
入
れ

ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
神
楽

は
も
と
も
と
観
客
相
手
に
舞
う
も
の
で

は
な
く
、
神
に
対
し
て
奉
納
す
る
神
事

と
し
て
厳
粛
に
行
わ
れ
て
い
た
と
い

う
。

名
の
守
り
神
「
荒
神
」

　

東
城
・
西
城
地
域
に
は
、
数
戸
か
ら

十
数
戸
を
一
つ
の
範
囲
で
く
く
っ
た
中

世
か
ら
伝
わ
る
「
名
み
ょ
う
」
と
い
う
形
が
残

る
。

　

名
と
は
、
中
世
の
国こ
く
が
り
ょ
う

衙
領
や
荘
園
で

徴
税
の
た
め
に
設
け
ら
れ
た
単
位
と
い

わ
れ
て
お
り
、
こ
の
地
域
で
は
一
つ
の

小
集
落
を
指
す
。
古
い
時
代
の
営
農
集

団
の
よ
う
な
も
の
で
、
同
じ
水
路
を
使

い
、
税
金
も
共
同
で
納
め
、
お
互
い
助

け
合
っ
て
生
計
を
営
ん
で
い
る
「
生
活

共
同
体
」
と
い
う
表
現
も
さ
れ
る
。

　

そ
れ
ぞ
れ
の
名
に
荒
神
が
存
在
し
、

昔
は
１
つ
の
名
で
１
つ
の
神
楽
が
舞
わ

れ
て
い
た
が
、
現
在
は
氏
子
の
減
少
に

よ
り
複
数
の
名
が
一
緒
に
な
っ
て
神
楽

を
行
っ
て
い
る
。

　

こ
の
名
の
信
仰
の
中
心
に
本
山
三
宝

荒
神
が
存
在
す
る
。名
全
体
の
祖
霊
神
・

守
護
神
に
対
す
る
信
仰
神
楽
と
し
て
比

婆
荒
神
神
楽
が
行
わ
れ
て
い
る
。
毎
年

奉
納
す
る
小こ
か
ぐ
ら

神
楽
と
、
最
も
盛
大
に
厳

粛
に
行
わ
れ
る
式
年
大
神
楽
が
あ
る
。

式
年
大
神
楽
は
、
前
の
式
年
か
ら
数
え

て
７
年
、
９
年
、
13
年
、
33
年
目
に
行

わ
れ
、
何
年
目
に
行
わ
れ
る
か
は
、
そ

れ
ぞ
れ
の
名
の
習
慣
で
古
く
か
ら
決
め

ら
れ
て
い
る
。

　

神
楽
は
、
準
備
や
そ
れ
に
か
か
わ
る

人
手
を
考
え
る
と
30
戸
以
上
な
い
と
で

き
な
い
。
大
神
楽
に
至
っ
て
は
、
小
神

楽
の
３
倍
も
の
経
費
と
労
力
が
か
か
る

と
い
わ
れ
、
人
々
と
神
楽
の
結
び
付
き

の
強
さ
を
感
じ
る
。

　

式
年
神
楽
は
、
古
く
は
荒
神
社
付
近

の
田
畑
に
神
楽
を
舞
う
た
め
だ
け
の
神

殿
を
新
築
し
て
行
っ
て
い
た
が
、
近
年

は
名
内
の
民
家
で
行
わ
れ
て
い
る
。
こ

れ
を
当と
う
や屋
と
呼
び
、
大
当
屋
と
小
当
屋

が
設
け
ら
れ
る
。
小
当
屋
で
は
神
楽
の

準
備
、
荒
神
迎
え
や
七
座
神
事
な
ど
、

土ろ
っ
く
う
じ
ん

公
神
遊
び
ま
で
が
行
わ
れ
、
そ
の
後

大
当
屋
に
移
動
（
神こ
う
ど
の殿

移
り
）
し
、
そ

れ
以
降
の
舞
は
大
当
屋
で
執
り
行
わ
れ

る
。

神
楽
に
は
住
民
を
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
一
つ
に
す
る
力
が
あ
っ
た

　

そ
の
昔
、
人
々
は
生
活
に
か
か
わ
る

多
く
の
作
業
を
共
同
で
行
っ
て
き
た
。

日
々
付
き
合
い
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
け

ん
か
に
な
る
こ
と
も
よ
く
あ
っ
た
。
そ

れ
で
も
小
さ
い
集
落
で
人
間
関
係
が
保

た
れ
て
き
た
背
景
に
は
、
神
楽
の
存
在

が
大
き
い
と
い
う
。「
神
楽
を
一
緒
に

行
う
こ
と
で
、
名
内
で
人
と
の
絆
が
強

ま
り
、
協
力
体
制
が
築
け
た
。
神
事
と

い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
日
頃
の
わ
だ
か

ま
り
も
、
仲
直
り
の
き
っ
か
け
に
も

な
っ
た
。
集
落
の
維
持
に
神
楽
が
大
き

く
か
か
わ
っ
て
い
た
」
と
中
島
さ
ん
は

振
り
返
る
。

　

地
元
を
離
れ
て
い
て
も
、
神
楽
が
あ

る
と
聞
け
ば
そ
の
た
め
だ
け
に
帰
り
、

み
ん
な
で
声
を
掛
け
合
う
。
名
内
の
ほ

と
ん
ど
の
家
の
家
族
全
員
が
当
屋
へ
集

ま
る
。
こ
れ
を
機
会
に
住
民
同
士
が
つ

な
が
り
合
い
、
結
束
力
が
強
く
な
っ
た

と
い
う
。

　

中
に
は
「
式
年
神
楽
は
地
域
の
法
事

み
た
い
な
も
の
。
こ
れ
を
し
て
い
な
い

と
気
持
ち
悪
い
」
と
い
う
人
も
い
る
。

皆
で
祭
事
を
つ
く
り
上
げ
て
い
く
こ
と

に
よ
っ
て
、
地
域
が
一
つ
に
な
り
ま
と

ま
る
。
こ
う
し
た
比
婆
荒
神
神
楽
は
地

域
に
な
く
て
は
な
ら
な
い
唯
一
無
二
の

存
在
と
し
て
、
そ
の
伝
統
が
息
づ
い
て

い
る
の
で
あ
る
。

　

そ
う
し
た
な
か
現
代
神
楽
は
、
神
に

対
し
て
舞
う
『
神か
み
ご
と事
』、
神
と
人
の
両

方
に
対
し
て
舞
う
『
芸
能
』、
人
に
対

し
て
舞
う
『
演
劇
』、
と
大
き
く
分
け

て
３
つ
に
分
類
さ
れ
る
と
い
わ
れ
、
比

婆
荒
神
神
楽
は
、古
い
神
楽
の
か
た
ち
、

神
が
か
り
の
神
事
を
伝
え
る
鎮
魂
の
要

素
を
色
濃
く
残
し
て
い
る
の
が
大
き
な

特
徴
で
『
芸
能
』
に
分
類
さ
れ
る
神
楽

で
あ
る
。
西
城･

東
城
の
一
帯
に
伝

わ
っ
て
い
る
比
婆
荒
神
神
楽
で
も
、
特

に
東
城
町
竹
森
・
田
森
地
区
に
こ
う
し

た
形
式
が
残
っ
て
い
る
。

　

比
婆
荒
神
神
楽
保
存
会
会
長
の
横
山

邦
和
さ
ん
は
「
神
楽
と
は
神
前
で
奏
す

る
舞
楽
で
あ
り
、
神
様
を
崇あ
が

め
る
と
い

う
こ
と
が
本
来
の
姿
。
比
婆
荒
神
神
楽

は
神
に
対
す
る
信
仰
と
と
も
に
、
地
域

の
共
同
体
の
ひ
と
つ
と
し
て
結
び
つ
き

を
つ
く
る
行
事
で
も
あ
る
。
見
栄
え
の

い
い
派
手
な
神
楽
と
は
そ
こ
に
違
い
が

あ
る
」
と
継
承
者
と
し
て
の
自
負
を
の

ぞ
か
せ
る
。

　

こ
の
特
徴
は
全
国
で
も
ま
れ
で
あ

り
、
国
の
無
形
民
俗
文
化
財
に
指
定
さ

れ
た
大
き
な
要
因
と
い
わ
れ
て
い
る
。

受
け
継
が
れ
る
「
名

み
ょ
う

」
と
式
年
神
楽

曲
き
ょ
く
ま
い舞

指さ
し
か
み紙

扇と幣を持ち、神楽の基本舞当日の舞い手の役割を指定した紙を竹串
に挟んで舞う神事舞

七座神事　打立・曲舞・指紙・榊舞・茣蓙舞・猿田彦の舞・神迎えの舞の７つで構成される。写真提供：東城写遊会　近藤芳弘さん

榊
さ
か
き
ま
い舞

榊と鈴を持ち、神座と参集者を清める舞

奴
ぬ か

可神社宮司　中
なかしま

島　好
よしあき

昭さん

神がかりの神事が特徴の神楽

神
迎
え

猿さ
る
だ
ひ
こ
ま
い

田
彦
舞

茣ご
ざ
ま
い

蓙
舞

神職が行う神事舞で非常に荘厳な舞 案人（あど）が猿田彦の神徳を述べて舞っ
た後、猿田彦が扇と太刀を持って悪魔祓
いの舞を行う

鈴・扇・ござを持って舞、最後にござ跳
びをして座を清める
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継
承
へ
の
課
題

　

神
楽
を
行
う
ま
で
に
は
、
祭
壇
を
組

み
、
宮
の
清
掃
や
参
道
の
草
刈
り
、
供

え
物
の
準
備
、
し
め
縄
の
作
成
、
当
屋

の
神
棚
飾
り
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
準
備

を
行
う
。
当
日
に
は
神
職
や
舞
手
な
ど

関
係
者
全
員
の
食
事
を
こ
し
ら
え
る
。

こ
れ
ら
は
全
て
当
屋
が
行
っ
て
い
た

が
、
現
在
は
当
屋
と
な
る
家
族
人
数
が

少
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
名
内

の
各
家
が
協
力
し
て
行
っ
て
い
る
。

　

東
城
町
竹
森
地
区
に
は
16
名
57
戸
あ

る
。
そ
の
中
の
一
つ
、
岡お
か
だ
み
ょ
う

田
名
は
一
昨

伝
統
芸
能
継
承
の
難
し
さ

　

名
の
維
持
と
同
様
に
、
比
婆
荒
神
神

楽
を
舞
う
人
が
い
な
け
れ
ば
継
承
は
ま

ま
な
ら
な
い
。

　

正
統
な
比
婆
荒
神
神
楽
を
舞
う
こ
と

の
で
き
る
比
婆
荒
神
神
楽
社
が
、
名
で

行
わ
れ
る
全
て
の
祭
り
に
呼
ば
れ
、
神

楽
を
舞
う
。
メ
ン
バ
ー
は
、
太
鼓
、
笛
、

鉦か
ね

、
舞
な
ど
の
役
を
入
れ
替
わ
り
な
が

ら
全
て
こ
な
し
て
い
る
。
年
を
追
う
ご

と
に
メ
ン
バ
ー
も
入
れ
替
わ
っ
て
い
く

が
、
現
在
は
８
人
。
竹
森
地
区
の
人
だ

け
で
続
け
て
き
た
も
の
の
、
近
年
は
難

し
く
な
っ
た
た
め
、
今
は
神
石
高
原
町

や
岡
山
県
新
見
市
な
ど
か
ら
も
人
を
受

け
入
れ
、
そ
の
舞
を
教
え
な
が
ら
運
営

を
続
け
て
い
る
。

　

し
か
し
、
人
前
で
舞
う
に
は
10
年
は

か
か
る
と
い
わ
れ
る
比
婆
荒
神
神
楽
。

「
神
楽
は
観
る
と
簡
単
に
で
き
そ
う
に

思
え
る
が
、
実
際
に
や
っ
て
み
る
と
難

し
い
。
昔
か
ら
身
近
に
神
楽
が
あ
れ
ば

違
う
が
、
荒
神
祭
り
と
い
う
雰
囲
気
を

知
ら
な
い
者
で
あ
れ
ば
、
習
得
に
は
相

当
の
時
間
が
か
か
る
」。
横
山
さ
ん
は

継
承
の
難
し
さ
を
口
に
す
る
。

　

メ
ン
バ
ー
の
入
れ
替
わ
り
は
、
そ
れ

ま
で
培
っ
た
技
術･

ノ
ウ
ハ
ウ
の
継
承

が
途
切
れ
て
し
ま
う
懸
念
が
あ
る
。「
比

婆
荒
神
神
楽
は
単
に
神
楽
を
舞
う
だ
け

で
は
駄
目
。
舞
う
こ
と
も
で
き
な
け
れ

ば
い
け
な
い
が
、
実
は
太
鼓
が
大
事
。

太
鼓
に
は
楽
譜
が
な
く
、
五
感
を
使
い

体
で
覚
え
る
ほ
か
な
い
。
こ
れ
を
一
緒

に
で
き
る
の
は
神
楽
社
の
中
で
も
ご
く

わ
ず
か
。
そ
し
て
、
神
事
を
覚
え
な
け

れ
ば
人
前
に
は
出
せ
な
い
」。
そ
れ
が

文
化
財
と
し
て
継
承
し
て
い
く
こ
と
の

難
し
さ
で
も
あ
る
。

年
の
式
年
大
神
楽
に
続
い
て
今
年
12

月
、33
年
ぶ
り
に
御み

と戸
開
き
神
楽
（
※
）

を
行
う
。
岡
田
名
式
年
大
神
楽
実
行
委

員
会
委
員
長
の
大
西
清
さ
ん
は
「
隣
近

所
の
つ
な
が
り
が
あ
っ
て
神
楽
が
で
き

て
き
た
。
昔
は
神
楽
が
あ
る
と
き
は
、

遠
く
に
出
て
い
て
も
帰
っ
て
き
て
い
た

が
、
今
は
帰
ら
せ
な
い
と
人
手
が
足
り

な
く
な
っ
て
い
る
。
家
の
裏
方
と
し
て

台
所
の
こ
と
や
片
付
け
や
準
備
で
人
手

が
必
要
で
、
高
齢
者
ば
か
り
の
家
だ
と

そ
れ
は
難
し
い
」
と
現
状
を
明
か
す
。

　

ま
た
、
神
楽
を
舞
う
に
は
、
ふ
す
ま

や
障
子
で
仕
切
ら
れ
て
い
る
田
の
字
型

の
家
で
な
け
れ
ば
難
し
く
、
近
年
は
壁

で
仕
切
ら
れ
て
い
る
家
が
多
く
な
り
、

神
楽
が
舞
え
る
よ
う
な
空
間
が
あ
る
家

が
少
な
く
な
っ
て
い
る
た
め
、
昔
の
よ

う
な
神
楽
殿
を
求
め
る
声
も
出
始
め
て

い
る
。

　

ほ
と
ん
ど
の
名
で
こ
う
し
た
課
題
を

抱
え
な
が
ら
、
継
承
へ
の
道
を
探
り
続

け
て
い
る
。

　昔、神楽は民衆にとって唯一と言っていいほ
どの娯楽でした。神楽をすれば地域の人がみん
な当屋に集まり、子どももお年寄りも、その家
のどこに何があるというのが分かっていて、菓
子がある場所には子どもが群がる光景がありま
した。そうやって地域に育ててもらい、荒神に
対する思いや先祖を敬うことも自然と身に付い
ていました。
　近代になりテレビなどが普及し始めたこと
で、神楽への興味が薄れ、神楽をするところが
減りました。そうした影響からか、今ではそう
いう心の部分が薄れてきていると感じていま
す。
　神楽を行うことは生きていくうえでの希望で
あり、誇りうる文化です。その自覚を持つ人が
いなくなれば、この先神楽も地域も残っていき
ません。この地域で息づいてきた「先祖を敬う
心」「感謝の心」を、次の世代に伝えていくこ
とが私たちの責任だと思っています。それが神
楽であり、集落を守っていくことにつながると
思っています。

※
御
戸
開
き
神
楽
…
式
年
大
神
楽
を
行
っ

た
あ
と
３
年
目
に
行
う
神
楽
。
式
年
大
神

楽
か
ら
御
戸
開
き
ま
で
の
間
、
荒
神
は
扉

の
奥
に
姿
を
隠
し
て
い
て
、
そ
の
扉
を
開

け
て
再
び
迎
え
る
た
め
の
神
楽
。

比婆荒神神楽保存会　会長

　横
よこやま

山　邦
くにかず

和　さん

次
世
代
に
つ
な
ぐ
た
め
に

土ろ
っ
く
う
じ
ん

公
神
遊
び

舞
納
め
・
荒
神
送
り

能の
う
ま
い舞

灰
神
楽
（
竃
へ
っ
つ
い遊
び
）

竜
押
し

各戸の土公神の降臨を仰ぎ、それぞれの
吉凶禍福を占い、その家の当主に告げる
神事

竜押し後、当屋に運び神前の舞台の対角
線上の柱に腰高にくくり付けた後、「神
がかり神事」を行う。その後、荒神を元
の社に送り、竜を社の近くに巻きつける。

神話に基づいて創られた物語風な舞。岩
戸の能・国譲りの能・八重垣の能がある

大当屋の囲炉裏を中心にして演出する。 八重垣の能大当屋の近くの神殿田に向かって威勢よ
く竜を担いで行き、竜を押し合う。

岡田名式年大神楽
実行委員会委員長 大

おおにし

西　 清
きよし

　さん

誇りうる文化を次世代に残す
それが継承した私たちの責任

覚えることが多く継承の難しい神楽
だからこそ継承に携わっていることに
大きな誇りを感じている

写真提供：東城写遊会　近藤芳弘さん
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子
ど
も
神
楽
塾

　　
「
郷
土
の
誇
り
比
婆
荒
神
神
楽
を
継

承
し
続
け
た
い
」。
田
森
地
区
で
は
、

比
婆
荒
神
神
楽
継
承
へ
の
危
機
感
か

ら
、
継
承
を
目
的
に
「
比
婆
荒
神
神
楽

田
森
後
援
会
（
現
、
比
婆
荒
神
神
楽
東

城
後
援
会
）」
を
設
立
。
そ
こ
が
母
体

と
な
り
平
成
13
年
、
比
婆
荒
神
神
楽
子

ど
も
神
楽
塾
を
発
足
さ
せ
た
。

　

当
初
、
子
ど
も
が
な
か
な
か
集
ら
な

か
っ
た
が
、
地
道
な
活
動
で
少
し
ず
つ

塾
生
を
確
保
。
神
楽
を
や
り
た
い
と
い

う
子
ど
も
が
増
え
、
現
在
は
小
学
生
を

中
心
に
15
人
が
神
楽
を
学
ん
で
い
る
。

田
森
自
治
振
興
セ
ン
タ
ー
を
会
場
に
毎

月
２
回
（
第
２
・
４
土
曜
夜
７
時
か
ら

２
時
間
）、
比
婆
荒
神
神
楽
社
の
指
導

を
受
け
な
が
ら
、
伝
統
芸
能
の
習
得
に

汗
を
流
し
て
い
る
。

　

指
導
に
も
携
わ
っ
て
い
る
横
山
さ
ん

は
「
神
楽
は
舞
え
る
と
い
う
だ
け
で
は

い
け
な
い
。
笛
を
吹
き
、鉦
を
鳴
ら
し
、

太
鼓
も
た
た
く
。
そ
こ
で
神
楽
の
心
が

育
ま
れ
る
。
歩
き
方
や
姿
勢
、
あ
い
さ

つ
な
ど
の
礼
儀
が
き
ち
ん
と
で
き
る
こ

と
。
そ
れ
が
全
て
舞
台
に
出
る
。
そ
う

で
な
け
れ
ば
観
る
人
に
は
伝
わ
ら
な

い
」
と
語
る
。
舞
よ
り
も
心
に
重
き
を

置
い
た
指
導
を
行
っ
て
い
る
。

大
舞
台
で
大
き
く
成
長

　

そ
う
し
た
熱
心
な
指
導
も
あ
り
昨
年

８
月
、
第
14
回
全
国
こ
ど
も
民
俗
芸
能

大
会
に
中
四
国
ブ
ロ
ッ
ク
の
代
表
と
し

て
選
ば
れ
、
初
の
大
舞
台
を
踏
ん
だ
。

そ
の
演
舞
は
高
い
評
価
を
受
け
、
子
ど

も
た
ち
も
自
信
を
深
め
た
。
こ
の
成
功

体
験
か
ら
子
ど
も
た
ち
の
神
楽
に
対
す

る
姿
勢
が
変
わ
り
、
よ
り
練
習
に
打
ち

込
む
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。「
今
は

上
級
生
が
率
先
し
て
下
級
生
に
教
え
て

く
れ
る
。
６
年
生
が
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ

を
と
っ
て
く
れ
て
い
る
の
で
、
私
た
ち

が
何
も
言
わ
な
く
て
も
で
き
る
よ
う
に

な
っ
て
い
る
」。
横
山
さ
ん
は
こ
れ
ま

で
言
い
続
け
て
き
た
こ
と
が
、
子
ど
も

た
ち
に
伝
わ
っ
て
い
る
こ
と
に
喜
び
を

感
じ
て
い
る
。

　
「
大
き
な
ス
テ
ー
ジ
に
な
る
ほ
ど
注

目
さ
れ
る
し
、
緊
張
す
る
の
は
当
た
り

前
。
だ
か
ら
こ
そ
い
い
舞
台
を
務
め
上

げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
に
は
練
習

の
積
み
重
ね
し
か
な
く
、
誰
に
も
頼
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
恐
怖
心
に
打

ち
勝
つ
こ
と
、
そ
れ
は
人
生
そ
の
も
の

だ
と
思
う
。
子
ど
も
た
ち
に
は
自
分
自

身
で
目
標
を
決
め
て
、
自
分
で
努
力
し

て
進
ん
で
ほ
し
い
」。

　

比
婆
荒
神
神
楽
の
継
承
は
、
子
ど
も

た
ち
に
託
さ
れ
る
。

神楽を見た子どもが、僕もやりたいと言い始め
たことがきっかけで、こども神楽塾に通わせ始
めました。練習では神楽の基本を学ぶと同時に、
あいさつの仕方や生活態度なども学ばせても
らっています。厳しく指導いただいていますが、
一度もやめたいと言ったことがありません。昨
年、東京の公演など大きな舞台を踏ませていた
だいたことで、大きく成長していると感じてい
ます。子どもにとって神楽は大きな財産になっ
ています。

保育所の年中のときから神楽を学んでいます。
厳しく叱られるときもありますが、神楽を舞う
のはすごく楽しいです。今年から猿田彦の舞を
することになり、もっと神楽が楽しくなりまし
た。早くマスターできるよう頑張りたいです。
将来は東城に残り、神楽を続けていきたいです。

岩
い わ た

田　尚
しょうこ

子さん
（東城町川東）

岩
い わ た

田　知
と も や

弥くん
（東城小６年）

神
楽
を
舞
う

中
世
か
ら
受
け
継
い
で
き
た
伝
統
は

現
代
に
生
き
る
私
た
ち
が
失
い
つ
つ
あ
る
農
村
の
心

そ
れ
は
私
た
ち
が
住
ん
で
い
る
地
域
の
祭
り
に
も
通
じ
て
い
る

何
気
な
く
参
加
し
て
い
る
地
元
の
祭
り
を
懐
古
し
て
み
る
の
は
ど
う
だ
ろ
う

名
の
人
々
が
受
け
継
い
で
き
た
姿
を
　

自
分
た
ち
の
地
域
に
重
ね
合
わ
せ
て
み
た
と
き

そ
こ
に
き
っ
と
懐
か
し
さ
を
感
じ
る
は
ず

残
し
た
い
　
後
世
に
伝
え
た
い

比
婆
荒
神
神
楽
は
そ
の
心
と
と
も
に
こ
れ
か
ら
も
継
承
さ
れ
て
い
く

と
も
り
始
め
た
継
承
へ
の
光

interview

猿田彦舞を
頑張る！

子どもの成長を
感じています

写真提供：東城写遊会　近藤芳弘さん

左）毎年実施される夏
合宿の様子。異学年が
一緒に学び合い、連帯
感を深めている。
下）太鼓奏者林英哲さ
んも絶賛する太鼓に合
わせ、榊舞を舞う神楽
塾のメンバー。

竹森地区で一昨年に行われた式年大神楽での竜押しの様子


