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躍
動
す
る
津
軽
の
夏
祭
り

高
橋
秀
雄ゴ

北
国
の
沌
韓
で
も
、
真
夏
の
太
陽
は
ギ
ラ
ギ
ラ
と
照
り
輝
き
、
樹
陰
に
い
て
も
汗
が
頬
を
伝
う
こ
と
力

あ
る
。
け
だ
る
い
午
後
が
過
ぎ
、
よ
う
や
く
に
し
て
陽
が
沈
む
。
一
陣
の
風
が
頬
を
撫
で
る
。
涼
し
さ
が

人
を
甦
ら
せ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
涼
風
に
乗
っ
て
、
か
す
か
に
節
や
太
鼓
の
音
が
運
ば
れ
て
く
る
。
夏
祭

は
や
し

り
の
お
雌
ｆ
で
あ
る
。
そ
の
響
き
に
魅
せ
ら
れ
て
、
人
の
心
が
再
び
生
き
返
る
。

た
ま

奥
祭
り
は
Ⅱ
本
人
の
心
の
ふ
る
さ
と
で
あ
る
。
魂
祭
り
で
も
あ
る
姑
の
季
節
を
中
心
と
し
て
、
今
川
派
々

浦
々
で
さ
ま
ざ
ま
な
夏
祭
り
が
繰
り
広
げ
ら
れ
る
。
そ
の
奥
祭
り
の
代
表
的
な
も
の
の
一
つ
が
沌
椛
の
「
ね

ぶ
た
祭
り
」
で
あ
る
。

こ
の
祭
り
は
、
趾
硲
学
的
に
は
「
ね
む
り
流
し
」
と
か
「
ね
ぶ
た
流
し
」
と
呼
ば
れ
る
素
朴
な
謝
僻
行
蛎
が

弘
、
Ｊ
ゆ
３

胤
流
化
し
た
も
の
と
み
ら
れ
て
い
る
。
山
形
・
福
島
・
埼
玉
な
ど
に
も
、
ナ
ヌ
カ
ビ
（
旧
暦
七
月
七
Ⅱ
）
に
は
、

ネ
ム
の
小
枝
や
大
豆
の
葉
で
眼
を
こ
す
っ
て
川
に
流
す
と
、
眠
気
が
さ
め
た
り
、
早
起
き
が
で
き
る
と
し

て
、
こ
の
素
朴
な
行
事
が
伝
え
ら
れ
て
き
た
。
こ
の
時
の
鴫
え
こ
と
ば
が
、
〃
ね
ぶ
た
つ
こ
流
れ
ろ
、
豆
の

葉
っ
こ
と
ど
ま
れ
“
で
あ
っ
た
。
ね
ぶ
た
は
眠
気
で
あ
り
、
豆
の
柴
は
〃
ま
め
に
働
く
″
に
か
け
た
も
の

で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
ネ
ム
の
小
枝
と
い
う
の
も
眠
気
に
か
か
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

は
ら

け
が
か
た
し
ろ

こ
の
「
ね
む
り
流
し
」
は
、
祓
え
の
た
め
に
磯
れ
を
形
代
に
つ
け
て
流
す
神
送
り
の
行
掘
が
、
奥
の
脈
魔

を
追
い
払
う
行
撫
と
し
て
定
杵
し
、
こ
れ
に
姑
付
ｆ
や
神
祭
り
の
火
の
砧
仰
が
稗
介
し
、
祓
え
に
よ
る
「
生

き
よ

ま
れ
浄
ま
り
」
の
祭
り
と
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

略
夜
に
極
彩
色
の
ね
ぶ
た
が
浮
か
び
あ
が
り
、
筋
・
太
鼓
の
職
ｆ
に
合
わ
せ
て
街
中
を
練
る
。
ね
ぶ
た
の

行
列
は
次
ぎ
か
ら
次
ぎ
へ
と
通
り
過
ぎ
る
。
壮
観
で
あ
る
。
隊
森
の
ね
ぶ
た
で
は
、
ハ
ネ
ト
の
群
れ
が
跳

ね
踊
る
。

雌
終
日
に
は
、
ね
ぶ
た
が
海
に
流
さ
れ
る
。
青
森
の
ね
ぶ
た
で
は
、
打
ち
上
げ
ら
れ
る
花
火
の
下
で
、

ね
ぶ
た
の
海
上
運
行
が
あ
る
。
遠
ざ
か
る
ね
ぶ
た
の
船
の
上
で
は
、
ね
ぶ
た
衆
が
提
灯
を
振
り
、
聯
参
十
が

別
れ
を
惜
し
む
か
の
よ
う
に
海
上
を
わ
た
る
。
感
動
と
い
う
こ
と
ば
を
実
感
す
る
瞬
間
で
あ
る
。

た

奥
が
閑
け
て
秋
…
…
そ
し
て
津
軽
の
冬
…
…
。
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●取材協力

ねぶた|1IIj･穐元鴻唯

千菜作能ほか

ねぶたの唄・沢UHZI!『郎

肖森県立郷l:館

弘前IIj立|#物館

棟方板llfil美術節

青森'ljの特さん

弘前巾･五所川原'ij･

J,1.軒了巾の皆さん

枇手市･湯沢市の特さん

鹿角IIj･能代'ijの帯さん

0－解説

l l本の北｢Fl･束北を代表する夏祭り｢ねぶた祭り」

は､青森の｢ねぶた｣と弘前の｢ねぶた｣が有名だが、

その他にも津軽地ﾉﾉを'l!心に、今もたくさんのね

ぶた祭り力罫行われている。その華やかな祭りの陰

で、ねぶたが冬の間に早くも専門のねぶた師によ

って作り始められていることは、あまり知られて

いない。

映画は、青森ねぶたを中心に、ふだん見られな

いねぶた制作の様子を紹介しながら、その準備か

ら祭りの当日まで､ほぼ一年をかけて追っていく。

東北地方に残る様々なねぶたを重ね合わせて見

ていくと､その歴史的変遷を窺うことができよう。

そこに｢祭')」に込められてきた日本人の心の源流

が浮かび|力苛ってくる。

長く厳しい冬を耐え抜いてきた津軽の人びとに

とって､年に一度のエネルギーの爆発ともいえる、

夏のねぶた祭')。作凸凸は、北国の民衆の!|!で連綿

と受け継がれてきた、この祭りの起源と民俗のこ

ころを探っていく。

…華、

[製作スタッフ］

製作＝村山禾Ⅱ雄

脚本･演出＝村111正爽

撮影＝村lllfⅡ雄

l l｣屋忠!『l

木村光男

照明＝本橘俊ﾘ）

録音＝堀内城論

編集＝沼崎梅子

選曲=lll崎宏

語り＝米倉斉力ll年

②

●

噂

融

C 青森ねぶたの制作過程

一月、ねぶた師の家ではねぶたの制作が始まり

ます。構想と題材が決まると、まず下絵が描かれ ④

ます(⑪)｡顔や手足などの細かい部分は､あらかじ

め針金をたこ糸で縛って作っておきます。

五月､青森港の－画に大きなねぶた小屋が立ち、

本格的な制作が始まります。まず骨組みを作り、

それが終わると電気の配線糸眼占りは女たちの仕

事です(②)。

六月に入ると､ねぶた師によって墨書き(⑬)、ロ

ウ書き、色づけと作業が続きます｡昔のねぶたは、

浮世絵師が作った絵本を手本にして、津軽の凧絵

師が描いていました。

完成したねぶたが小屋から運び出され台に乗り

ます(⑥)。

祭りの初日を待つばかりです。

●

④

’<民俗芸能の心>シリーズ 企画(財)ポーラ伝統文化振興財'11/製作:(株)桜映脚社/監修:[I本伝統芸能研究所長｡高橘秀雄

秩父の夜祭リー山波の音ｶゴ聞こえる
16ﾐﾘ．カラー･34分/210,000111 (消費税別）

舞うがごとく翔ぶがごとく 奥三和Iのｲﾋ祭-
16ﾐﾘ.カラー･34分/210,000111 (消費税別）

天龍川の1-.流・愛慨Ⅱ県奥三和I地

ﾉﾉに､村人の平安と繁栄を|細って

伝承されてきた｢花祭｣を,肥録し

た。夜を徹して、神々とともに舞

い掘る人々の熱奴と興奮を伝え、

大l'l然の眩きに耳を傾けてきたH

本人の心を怖く。

近代化の波と風化をまい力ざれて、

秩父盆地の村々に残されてきた

多くの祭りや1j半を紹介する。そ

して一年の集大成ともいうべき

｢秩父夜祭｣を通して、人々の/|；

柄に根づいた祭りの持つ怠味をザ

える。

桜映画社潮｡瀞繍傭煎瀧謝繍”
株式

、製作 会社


