
浄土教的色彩の濃い衣}||村の川西念仏剣舞

東
北
地
方
の
岩
手
・
宮
城
両
県
下
に
、
「
け

ん
ば
い
」
と
呼
ば
れ
る
踊
り
が
か
な
り
ひ
ろ

く
行
な
わ
れ
て
い
ま
す
。
念
仏
け
ん
ば
い
、

鬼
け
ん
ば
い
、
雛
こ
け
ん
ぱ
い
な
ど
。
け
ん

ぱ
い
は
、
剣
を
と
っ
て
の
へ
ん
ぱ
い
と
い
う

こ
と
ら
し
く
、
へ
ん
ぱ
い
（
反
閑
）
は
中
国
の

三
塁
不
で
、
悪
魔
を
踏
み
鎮
め
る
一
種
の
足
踏

み
券
意
味
し
た
よ
う
で
す
。
そ
し
て
今
「
け
ん

ば
い
」
と
云
え
ば
、
そ
れ
は
念
仏
拍
子
で
踊
る

踊
り
と
い
う
意
に
用
い
ら
れ
て
い
ま
す
。

大
念
仏
け
ん
ぱ
い
に
は
、
多
く
直
径
六
尺

も
あ
る
大
き
な
笠
に
、
三
重
や
五
重
の
塔
を

中
心
に
、
四
門
・
花
な
ど
を
飾
っ
て
冠
り
、

こ
れ
を
く
る
く
る
と
廻
し
な
が
ら
踊
る
笠
振

り
が
出
た
り
、
鬼
け
ん
ぱ
い
に
は
阿
賑
の
面

を
つ
け
た
鬼
た
ち
が
出
て
、
太
刀
く
ぐ
り
な

ど
が
あ
っ
て
踊
り
ま
す
．
雛
こ
け
ん
ぱ
い
に

は
剣
の
か
わ
り
に
、
つ
ぼ
け
と
呼
ば
れ
る
花

し
や
く
じ
ょ
罰

錫
杖
を
持
っ
た
稚
児
た
ち
が
出
ま
す
。
こ
の

度
は
こ
れ
ら
の
う
ち
、
鬼
け
ん
ぱ
い
が
主
と

し
て
と
り
上
げ
ら
れ
ま
し
た
。

平
和
な
、
美
し
い
岩
手
の
里
に
、
盆
に
な
る

と
こ
の
鬼
け
ん
ぱ
い
の
一
団
が
家
々
を
訪

美しい岩手の里に

れ
、
父
祖
た
ち
の
霊
を
な
ぐ
さ
め
て
踊
り
ま

す
。
こ
の
鬼
と
い
う
の
は
、
伝
説
に
よ
る
と
、

た
か
だ
て
も
つ
げ

二
局
館
物
怪
」
と
も
称
し
、
そ
の
昔
、
高
館
で

亡
び
た
義
経
主
従
の
亡
霊
（
後
三
年
の
役
の

亡
霊
と
も
）
が
夜
な
夜
な
現
わ
れ
、
高
館
御

所
・
伽
羅
の
御
所
・
柳
の
御
所
と
荒
れ
ま
わ

り
、
人
々
恐
れ
お
の
の
き
、
肝
玉
も
抜
か
れ
る

騒
ぎ
に
、
清
衡
公
も
捨
て
て
は
お
け
ず
、
中

尊
寺
一
山
三
百
揮
坊
の
僧
達
に
命
じ
て
、
七

日
七
夜
が
間
、
山
王
山
に
こ
も
っ
て
祈
念
せ

し
め
た
。
と
こ
ろ
が
何
処
よ
り
と
も
な
く
猿

猴
現
わ
れ
来
り
、
や
が
て
亡
魂
に
交
っ
て
、

拍
子
面
白
く
阿
修
羅
踊
り
を
踊
り
つ
れ
、
次

第
に
猫
間
が
淵
へ
と
退
散
し
、
以
後
は
絶
え

て
姿
を
現
わ
す
こ
と
は
な
か
っ
た
。
け
ん
ぱ

い
は
こ
の
阿
修
羅
踊
り
に
形
ど
っ
た
も
の
と

云
い
ま
す
。

こ
の
け
ん
ぱ
い
も
、
所
に
よ
り
伝
承
に
若

干
ず
つ
の
相
違
が
あ
り
ま
す
が
、
も
っ
と
も

古
風
と
云
わ
れ
る
胆
沢
郡
衣
川
村
川
西
の
も

の
に
は
、
武
者
十
人
の
ほ
か
に
、
若
二
、
や
え

ん
一
、
道
化
面
の
座
敷
も
ち
一
な
ど
が
出
ま

す
。
武
者
は
頭
に
羽
ざ
い
を
つ
け
、
笛
、
太
鼓

に
合
わ
せ
て
き
び
き
び
と
踊
り
ま
す
。
そ
し

て
念
仏
け
ん
ぱ
い
と
称
し
て
い
ま
す
が
、
け

ん
ば
い
、
お
っ
こ
み
、
お
っ
こ
み
く
ず
し
、

魔
王
、
式
け
ん
ぱ
い
、
い
か
も
の
な
ど
の
曲

を
伝
え
て
い
ま
す
。
ま
た
、
和
皆
部
岩
崎
の

鬼
け
ん
ぱ
い
で
は
、
八
人
の
阿
眠
面
の
も
の

が
出
ま
す
が
、
毛
ざ
い
を
振
り
振
り
楓
爽

と
、
一
番
庭
、
引
き
念
仏
、
せ
ん
や
念
仏
、
狂

い
、
二
番
庭
、
三
番
庭
な
ど
を
踊
り
ま
す
。
大

人
、
少
年
た
ち
の
稽
古
風
景
ど
も
ど
も
、
こ
れ

ら
の
踊
り
が
魁
平
和
な
環
境
に
よ
く
合
っ
て
、

ま
こ
と
に
美
し
く
写
し
出
さ
れ
て
い
ま
す
。
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＊取材協力

岩手県衣川村

衣jll村教育委員会

岩手県教育委員会

盛岡市教育委員会

北上市教育委員会

衣川川西大念仏剣舞保存会

岩崎鬼剣舞保存会

上鹿妻念仏剣舞連中

盛岡市都南歴史民俗資料館

中尊寺

北上市立鬼の館

平泉文化史館

関根太鼓店

今製作スタッフ

製作＝村山和雄

脚本・演出＝村山正実

撮影＝村山和雄

狩寸光男

山屋恵司

照明＝水村富雄

編集＝吉田栄子

ネガ編集＝守随房子

音楽＝山崎宏

語り＝加賀美幸子
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みちのくの鬼たち－鬼剣舞の里一

岩手県北上市和賀町岩崎、滑田、胆沢郡胆

沢町朴ノ木沢、衣川の四つの地域の鬼剣舞

は、平成五年、国の重要無形文化財に指定さ

れました。

衣川村川西の佐藤家は、昔から農業を営む

傍ら、剣舞の芸能一団を率いるI莚元（一座の

座元）を代々継いでいます。鬼剣舞は、約五

百年も前から口伝により伝承されてきたとい

いますが、大正時代には先代が文字で詳しく

書き記しました。それは、地元の歴史を絶や

したくないとの思いからです。いま、川西の

剣舞のメンバーは十四人、職業は様々です。

衣jll村にある衣里/｣辿学校では、地元に伝わ

るこの念仏剣舞を後世に伝えようと、七年前

から伝承活動に取り組んでいます。保存会の

人たちが交替で、太鼓の拍子を口ずさみなが

ら、口伝えで子供たちに踊りを教えます。昔

のまま伝承してきた剣舞を自分たちの代で絶

やしたくないと、気持ちに－層力が入りま

す。また子供たちに剣舞の歴史と先祖の心を

知ってもらいたいと、剣舞ゆかりの地を歩く

史跡の見学も始まりました。

十一月三日、中尊寺の秋の藤原祭りの日。

この日寺の宿坊では、初めて剣舞の衣装を身

に着ける子供たちの緊張した顔がありまし

た。子供たちは新しい鬼の面を付け、庭元の

力強い太鼓と掛け声とともに、元気いっぱい

踊りだします。

みちの<の四季を通して、大切に伝えられ

てきた鬼剣舞を記録すると共に､地域と子供た

ちを繋ぐ民俗芸能の姿を生き生きと描きます。

＝一

放課後、保存会の大人たちに踊りを

教わる子供たち

|<民俗芸能の心>ｼﾘｰｽﾞ＜民俗芸 ’ 各巻カラー34分企画：(財)ボーラ伝統文化振興財団監修：日本伝統芸能研究所長高橋秀雄
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ねぶた祭り 津軽びとの夏
販売価格 16ミリ/210,000円

(消費税別) VHS/25,000円

50,000円(FL価格）

胄森をはじめ、弘前や東北各地には今もさ

まざまなねぶた行事が残されている。ふだ

んみられないねぶた師によるねぶた制作の

様子も紹介しながら、津軽の夏、ねぶた祭り

で一気に爆発する人々のエネルギーを描く。

舞うがごとく翔ぶがごとく一奥三河の花祭
販売価格 16ミリ／210,000円

(消費税別) VHS/25,000円

50,000円(FL価格）

天竜川の上流・愛知県奥三河地方に、村人

の平安と繁栄を願って伝承されてきた「花

祭」を記録した。夜を撤して、神々とともに

舞い踊る人々の熱気と興奮を伝え、大自然

の眩きに耳を傾けてきた日本人の心を描く。

秩父の夜祭り一山波の音が聞こえる
販売価格 16ミリ／210,000円

(消費税別) VHS/50,000円

近代化の波と風化をまぬがれて、埼玉県秩

父盆地の村々に残されてきた多くの祭りや

行事を紹介する。そして一年の集大成とも

いうべき「秩父夜祭」を通して、人々の生

活に根づいた祭りの持つ意味を考える。
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