
　

か
つ
て
は「
夢
に
で
も
見

よ
―
―
」
な
ど
と
言
わ
れ
た

「
春
神
楽
」。
私
た
ち
の
暮
ら

し
に
根
付
き
、
多
く
の
人
に

愛
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

　

し
か
し
現
在
、
内
子
町
を

拠
点
に
活
動
す
る
の
は「
立

川
神
楽
保
存
会
」の
み
―
―
。

人
か
ら
人
へ
の
伝
承
の
も

ろ
さ
を
感
じ
る
と
と
も
に
、

「
立
川
神
楽
を
つ
な
ぐ
」
と

覚
悟
を
決
め
た
人
々
の
、
強

い
思
い
が
伝
わ
り
ま
す
。

　

遠
い
遠
い
昔
か
ら
、
数
え

切
れ
な
い
ほ
ど
の
人
た
ち

が
、
大
切
に
つ
な
い
で
き
た

立
川
神
楽
。
初
め
て
神
楽
を

見
る
人
に
と
っ
て
、
そ
れ
は

深
い
歴
史
と
の
出
会
い
で
も

あ
り
、
時
を
つ
な
い
で
き
た

神
楽
人
た
ち
と
の
出
会
い
で

も
あ
る
の
で
す
―
―
。

神
楽
人
に
出
会
う
春

数
百
年
の
時
を
つ
な
ぐ
―
―
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内子町で唯一残る立川神楽は、とても貴重な存在。数百年も変わらず伝え
られてきた神楽は、人々が生きた証でもあります。この春もまた、神楽人
たちが時代を超える「舞」に魂を吹き込みます――。

時をつなぎ、神と人をつなぐ「舞」
「春神楽」――。その日、ふるさとに神々が舞い降りる

　「
ド
ン
、
チ
ャ
カ
チ
ャ
カ
チ
ャ
カ
、
ド

ン
、
チ
ャ
カ
―
―
」。
春
風
に
乗
っ
て
太

鼓
や
手
拍
子
の
音
が
里
に
響
く
と
、
氏

神
を
ま
つ
る
神
社
に
た
く
さ
ん
の
人
が

集
ま
っ
て
来
ま
し
た
。
こ
の
日
は
五
穀

豊
穣
を
祈
る
祈
年
祭
。
そ
れ
に
合
わ
せ

て
神
楽
は
奉
納
さ
れ
ま
す
。

　
神
楽
の
原
点
は
、
舞
う
こ
と
で
神
々

を
招
き
入
れ
る
こ
と
―
―
。
磐い

わ
と戸

の
物

語
で
、
天あ

ま
て
ら
す
お
お
か
み

照
大
神
を
迎
え
出
す
き
っ
か

け
に
な
っ
た
の
が
天あ

め
の
う
ず
め
の
み
こ
と

鈿
女
命
の
踊
っ
た

舞
で
、
そ
れ
が
神
楽
の
祖
と
い
わ
れ
ま

す
。
神
楽
人
は
面
と
衣
装
を
つ
け
る
こ

と
で
神
に
な
り
、
鬼
に
な
り
、
奏
で
舞

う
こ
と
で
地
域
の
人
々
と
神
々
と
を
結

び
つ
け
る
の
で
す
。

　「
立
川
神
楽
」は
、
立
川
地
区
の
一
宮

三
島
神
社
の
神
職
に
よ
り
何
百
年
も
前

か
ら
舞
い
継
が
れ
て
き
ま
し
た
。
明
治

中
期
頃
か
ら
は
神
楽
部
員
に
よ
っ
て
行

わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
今
は
立
川
神
楽

保
存
会
に
よ
っ
て
守
ら
れ
て
い
ま
す
。

　「
舞
」
も「
音
楽
」
も
口
伝
え
。
神
楽

の
伝
承
は
、
神
楽
人
の
目
と
耳
と
体
が

頼
り
で
す
。
何
度
も
練
習
と
公
演
を
重

ね
て
体
に
染
み
込
ま
せ
、
次
の
世
代
に

つ
な
ぎ
ま
す
。「
昔
か
ら
の
舞
を
で
き

る
限
り
そ
の
ま
ま
継
承
し
た
い
」と
話

す
同
保
存
会
の
皆
さ
ん
。
そ
の
舞
は
先

人
た
ち
が
生
き
て
き
た
こ
と
、
そ
の
思

い
や
願
い
が
私
た
ち
の
今
と
つ
な
が
っ

て
い
る
こ
と
を
教
え
て
く
れ
ま
す
。

【老
お き な

翁】
神が子どもに神楽を教
える舞。真似て覚えよう
とする、ちぐはぐな動き
に注目。舞を覚えた子ど
もが、一人で舞い始める
「戸

と び い で

引出」に続きます。

【恵
え び す

比寿大
だいこく

黒の舞】
恵比寿さんと大黒さんが
魚釣りの舞で、タイや剣
などを釣り上げて奉納し
ます。２人の漫才のよう
な会話が楽しく、人気の
演目です。

【磐
い わ と

戸】
天
あまてらすおおかみ

照大神が岩戸に入り世
の中が真っ暗になってし
まったため、八

やお よ ろ ず の か み

百萬神が
迎え出すという舞です。
この話が神楽の起源に
なったともいわれます。

【大
お ろ ち

蛇退治の舞】
須
す さ の お の み こ と

佐之男命と大蛇の舞。
大蛇が酒を飲んで酔った
ところを退治される話で
す。客席に入り込み、お
客さんに酒を飲まされる
大蛇の姿も見どころ。

【四
し て ん

殿】
大魔王と称する赤鬼（大

だい

婆
ば

）が四方の神官と力比
べ、知恵比べをする舞で
す。観客を巻き込んで大
暴れする大婆に、会場が
沸きます。

【矛の舞】
長刀で四方を切る舞で、
岩戸を切り開くほどの神
の力を示します。鋭く美
しい刀さばきで厄払いを
して、神楽を締めくくり
ます。

【舞の口】
神楽を始める舞です。四
方の神を呼び出し、あい
さつをします。扇と榊

さかき

を
手に持って奏で舞い、神
楽の舞台となる「舞

ぶ で ん

殿」
を清めます。

1_大蛇の登場にこわばる子どもた
ち。触ってもらうと厄除けになると
いわれる　2_「神

かみむかい

請」の舞で四方の
神々を招き入れる。舞人は最年少の
神岡史

し ろ う

郎さん（28）　3_「御
おんさき

幸」。鏡づ
くりの舞ともいい、鏡のように美し
い心を持てば豊かに栄えるという舞
4_「山

さんおう

王」。谷・山を登りながら悪魔
を流して産子を守ろうとする舞

１

２３

４

立
川
神
楽
の
演
目
紹
介

 T
atsukaw

a K
agura's collection of plays 

立
川
神
楽
に
伝
わ
る
の
は
18
の
演
目
。
日
に
よ
り

上
演
す
る
内
容
や
順
番
が
異
な
り
ま
す
が
、
こ
こ

で
は
主
な
演
目
と
流
れ
を
紹
介
し
ま
す
。
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２
０
０
年
以
上
も
舞
い
継
が

れ
て
き
た「
立
川
神
楽
」
で
す

が
、
一
時
期
は
団
員
が
６
人
と

な
り
存
続
が
危
ぶ
ま
れ
た
こ
と

も
あ
り
ま
す
。
会
長
の
高
本
久

人
さ
ん
が
立
川
神
楽
保
存
会
に

入
っ
た
の
は
約
30
年
前
。「
相

当
の
覚
悟
が
必
要
だ
っ
た
け
れ

ど
、
幼
い
頃
か
ら
見
て
い
た
神

楽
を
無
く
し
た
く
な
か
っ
た
」

と
、
当
時
の
思
い
を
語
っ
て
く

れ
ま
し
た
。

　

現
在
、
会
員
は
10
人
。
神
楽

を
す
る
の
に
は
最
低
で
も
７
人

必
要
で
、
１
回
４
時
間
・
年
間

30
日
以
上
す
る
公
演
を
回
す

の
は
大
変
で
す
。
高
本
さ
ん
は

「
数
種
類
の
演
目
は
み
ん
な
舞

え
る
の
で
、
や
れ
て
い
る
。
楽

し
み
に
し
て
く
れ
る
人
が
い
る

か
ら
頑
張
れ
る
」と
話
し
ま
す
。

　

神
楽
の
い
い
と
こ
ろ
は
、
地

域
の
人
た
ち
と
溶
け
込
ん
で
一

緒
に
酒
を
飲
ん
で
笑
え
る
こ

と
。
大
婆
役
で
会
場
を
沸
か
す

高
本
さ
ん
は「
絡
ん
で
く
る
観

客
が
多
い
ほ
ど
面
白
く
な
る
。

一
緒
に
盛
り
上
が
っ
て
、
舞
台

を
つ
く
る
一
体
感
が
い
い
」と

笑
顔
を
見
せ
ま
す
。

　
「
少
子
高
齢
化
の
影
響
も
あ

り
、
公
演
が
減
っ
て
き
て
い
る

け
れ
ど
、
毎
年
奉
納
さ
せ
て
い

た
だ
く
地
域
が
多
く
、
あ
り
が

立
川
神
楽
の
魅
力
は
、
観
客
と
の
一
体
感
―
―

た
く
さ
ん
の
人
々
と
一
緒
に
作
り
あ
げ
る
舞
台
は

笑
顔
と
地
域
へ
の
願
い
が
あ
ふ
れ
て
い
ま
す
。

笑顔の奥にある神楽への思い
昔も今も、観客も神楽人も、願いはずっと同じだった――

た
い
」と
感
謝
の
気
持
ち
を
口

に
し
ま
す
。
地
域
の
大
切
な
祭

り
に
参
加
で
き
る
喜
び
を
か
み

し
め
て
い
る
そ
う
で
す
。

　
「
天
下
泰
平
や
五
穀
豊
穣
を

願
う
人
々
の
思
い
は
無
く
な
ら

な
い
。
大
切
な
の
は
神
楽
と
い

う
形
で
残
せ
る
か
ど
う
か
。
伝

統
芸
能
は
一
度
途
絶
え
る
と
復

活
が
難
し
い
か
ら
、
廃
れ
さ
せ

て
は
な
ら
な
い
」と
力
を
込
め

る
高
本
さ
ん
。「
子
ど
も
の
頃

の
経
験
が
大
切
な
の
で
、
小
学

校
な
ど
で
も
舞
っ
て
み
た
い
。

伝
え
残
そ
う
と
し
て
い
る
私
た

ち
の
姿
を
、
ぜ
ひ
一
度
、
見
て

ほ
し
い
」と
呼
び
掛
け
ま
し
た
。【今後の公演予定】

４月４日（水）山本神社＝内子13＝
　   ８日（日）天満神社＝岡町＝
      14日（土）三島神社＝大瀬＝
      15日（日）八尺神社＝伊方町＝
      17日（火）八坂神社＝保内町＝
      21日（土）植松天神社＝植松＝
      29日（日）弓削神社＝石畳＝

立川神楽保存会
会長　高本　久

ひ さ と

人さん
＝中山町＝

恵比寿役は、お客さんとのやりとり
がアドリブなので、なかなか難しい
です。冗談は言うけれど、精神的に
は神事。演じることで気持ちが落ち
着くのがいいです。大変なのは、仕
事との両立―。出張が多い仕事なの
で、なんとか調整して参加していま
す。皆さんの笑顔で、そんな苦労は
忘れるので、ぜひ見に来てください。

神楽の舞は人によって変わるのが魅
力の一つ。私は古老の役をよくしま
すが、年寄りのように舞うのは、年
を取っていても難しいです。ちょっ
とした仕草で、見え方が全然違うの
で奥が深いです。どういうふうに見
えるか観客にアドバイスを求めるこ
ともあります。体が動く間は、完璧
な舞を目指して頑張りたいです。

立川神楽に入ったのは３年前。実
家が神楽の世話役をしていたの
で、興味を持つように―。継承者
の少なさや神楽のすごさを知り、
やることを決心しました。覚える
ことはたくさんありますが、皆さ
んに褒めてもらうことを励みに頑
張っています。格好よく舞って神
楽の魅力を伝えたいです。

宮内　慎
し ん じ

二さん
＝中山町＝

徳山　鶴
つ る お

雄さん
＝川中２＝

山本　明
あきら

さん
＝福岡＝

神楽を舞うことへの誇りを感じながらお客さんの反応が楽しみ奥の深い神楽舞を極めたい

▲観客の笑顔、笑顔、笑
顔。立川神楽は神事でも
あり、人々を笑顔にする
娯楽でもある。人々を幸
せにする地域の宝――

▶「盆の舞」は観客も参
加。６歳の梶野晴ちゃん
の舞のかわいらしさが、
会場をさらに和ませた

▲突然飛びかかってくる大蛇に驚き
　ながらも、やっぱりうれしそう

▲「ほほほほほ」と笑う恵比寿さん。
愉快で滑稽な舞は大人気

▲（左）公演の３時間以上前に来て、準備をする皆さん
（右）普段は優しい高本さんも大婆になると大暴れ

▲落としてはいけない「盆の舞」
失敗しそうになり、この表情
◀大婆に抱かれた赤子は元気に
育つといわれる

神
楽
人
の
声
を
聞
く

Ｉ
ｎ
ｔ
ｅ
ｒ
ｖ
ｉ
ｅ
ｗ

＼まだまだ見られる春神楽／

立川神楽保存会の皆さん

インタビュー
会場で聞きました

「盆の舞」や餅まきが娘のお気に
入りです。今年も「盆の舞」に挑
戦させてもらい、２回成功しまし
た。「落とさず回せて楽しかった」
といい思い出になったようです。
４月から娘が小学生になるため、
平日の参加はできませんが、応援
しているので、いつまでも続けて
ほしいです。

梶
野　

幸み
ゆ
き

さ
ん

　
　
　

晴は
る

ち
ゃ
ん

＝川中２＝

一宮三島神社の神楽が大好き

神楽が好きで、いろんな神楽を見
ています。立川神楽は伝統を守
り、基本がしっかりしている印象。
でもアドリブや笑える場面が多
く、毎回飽きずに見られます。特
に大婆さんが面白く、この辺りの
神楽で１番好きです。貴重な文化
なので、もっと多くの人に知って
もらえたら、うれしいです。

岡
田　

文ふ
み
お夫

さ
ん

　
　
　

雅ま
さ
み美

さ
ん

＝松山市＝

魅力がいっぱいの立川神楽
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