
    

  

  

令 和 ２ 年 度   ⽂ 化 庁   ⼤ 学 に お け る ⽂ 化 芸 術 推 進 事 業   
⽇ 本 と ア ジ ア の 伝 統 ⾳ 楽・ 芸 能 の た め の アー ト マ ネ ジ メ ン ト ⼈ 材 育 成   

〜 「伝 統 × 伝 統」、 「伝 統 × 現 代」、 「伝 統 × 地 域」 の ク ロ ス オー バー に よ る 新 た な 価 値 の 創 出 を ⽬ 指 し て〜   

  

  

三 匹 が ⾏ く     
 〜   ⾦ 津 流 ⽯ 関 獅 ⼦ 躍 の ⽣ ま れ た と こ ろ と   

                            今、 躍 る こ と〜   
  

Following   the   Footprints   of   Shishi   
  The   birthplace   of   Kanatsu-Ryu   Ishizeki   Shishi-Odori   and   what   it   means   to   perform   it   now.   
                                         

  

  

  

岩 ⼿ 県 奥 州 市 江 刺 ⽯ 関・ 熊 野 神 社 例 ⼤ 祭   ⾦ 津 流 ⽯ 関 獅 ⼦ 躍 奉 納   

  撮 影   千 ⽥ 祥 ⼦   (2015 年 4 ⽉ 29 ⽇)   

  

  

  

  

  



  

  

  

  

現 在 の 宮 城 県 と 岩 ⼿ 県 の 県 境 と   

             江 ⼾ 時 代 の 仙 台 藩 の 盛 岡 藩 の 藩 境   
  

  

  

中 央 部 に あ る 富 ⾕ 丘 陵・ 松 島 丘 陵 を 境 に   

東 北 最 ⼤ の 平 野 で あ る 仙 台 平 野 は   

南 北 に 分 か れ る   

  

そ れ ら の 丘 陵 と 七 北 ⽥ 丘 陵 の 間 を 縫っ て   

流 れ る 七 北 ⽥ 川 の 河 岸 に “松 森” は あ る   

  

古 代 か ら、 そ こ は 北 上 に 連 な る 丘 陵 地 帯 と   

南 部 へ と 開 け た 平 野 地 帯 と の 境 界 で あっ た   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

安 部 靖 ⽒ の 伝 書 の 読 解 に よ り、 そ れ ま で 宮 城 県 旧 松 ⼭ 町 と ⾔ わ れ て き た ⾦ 津 流 獅 ⼦ 躍 の 発 祥 が、 ⽯ 関 に 関 し 

て は 松 ⼭ で は な く、 宮 城 郡 國 分 松 森 村 （現 在 の 仙 台 市 泉 区 松 森） で あ る と 判 明 し た。   

  

  



は じ め に   

  
  

  こ れ は、 オ ン ラ イ ン 芸 能 村 の 村 ⼈ 3 ⼈ が、 2020 年 11 ⽉ か ら 2021 年 2 ⽉ に か け て 取 り 組 ん だ 「⾦ 津 流 獅 ⼦ 

躍」 (か な つ りゅ う・ し し お ど り) と、 そ の 発 祥 の 地 「松 森」 に つ い て の、 オ ン ラ イ ン 勉 強 会 の 記 録 で す。   

  ⾦ 津 流 ⽯ 関 獅 ⼦ 躍 第 14 代 中 ⽴ を 務 め、 現 在 は ⾦ 津 流 獅 ⼦ 躍 師 匠 と し て 後 進 の 指 導 に 当 た る 安 部 靖 さ ん 

と、 ⾏ ⼭ 流 舞 川 ⿅ ⼦ 躍 （ぎょ う ざ ん りゅ う・ ま い か わ し し お ど り） 伝 承 者・ 東 京 ⿅ 踊 代 表 の ⼩ 岩 秀 太 郎 さ ん 

に、 2020 年 12 ⽉ 26 ⽇ に お 話 し を 伺っ た 中 か ら、 特 に 印 象 に 残っ た 点 に つ い て 調 査・ 編 集 を 加 え、 ま と め ま 

し た。   

  

＊   

  

  ⾦ 津 流 ⽯ 関 獅 ⼦ 躍 は、 安 永 8 年   (1779)   7 ⽉ に、 旧 仙 台 藩 江 刺 郡 ⽯ 関 村   (現 在 の 岩 ⼿ 県 奥 州 市 江 刺 稲 瀬)   に   

伝 え ら れ た 郷 ⼟ 芸 能 で す。 本 物 の ⿅ の ツ ノ を 頭 （か し ら） に つ け、 背 中 に は ３ ｍ ほ ど の ⽵ に 和 紙 を 貼 付 け た 

“サ サ ラ” と 呼 ば れ る も の を 背 負 い ま す。 同 時 に、 腰 に 下 げ た 太 ⿎ を 踊 り ⼿ ⾃ ら が 叩 き、 歌 い、 踊 り ま す。   

こ の 芸 態 は 「太 ⿎ 踊 り 系 ⿅ 踊 り」 と 呼 ば れ、 旧 仙 台 藩 領 各 地 に 伝 わ り ま し た。   

  

  「シ シ」 と は 古 い ⾔ 葉 で 「野 獣 の ⾁」 の こ と を ⾔ い ま す。 ⼈ 間 が、 ⾷ 物 と し て そ の 命 を い た だ く シ シ へ 

の、 供 養 の 意 味 が 込 め ら れ た 踊 り、 と も ⾔ わ れ ま す。   

  

  ま た 「シ シ」 は 神 仏 を 守 護 す る 存 在 で も あ り、 神 の 使 い の 「⿅」 の こ と で も あ り ま す。 神 や 仏 の 化 ⾝ と し 

て 踊 ら れ る ⿅ 踊 り に、 ⼈々 は 五 穀 豊 穣・ 国 家 安 穏・ 悪 魔 退 散 と いっ た 祈 り を 託 し て き ま し た。   

  

  お 盆 に は、 新 盆 を 迎 え た 家々 や お 墓 を 廻 り 「墓 回 向」 （は か え こ う） と ⾔ わ れ る 追 善 供 養 を ⾏ う な ど、   

地 域 に よっ て は 今 も 暮 ら し の 中 に 根 付 い た 踊 り と ⾔ え ま す。   

  

  そ の ⿅ 踊 り の 中 で も、 ⾦ 津 流 と い う 流 派 の 発 祥 が、 現 在 の 宮 城 県 仙 台 市 北 部 に 位 置 す る 泉 区 の 松 森 地 区 と 

⾔ わ れ て い ま す。 こ の こ と は、 前 述 の 安 部 靖 さ ん が 独 学 で ⽯ 関 に 残 る ⿅ 踊 り の 伝 授 書 を 読 み 解 き、 2004 年 

頃 に 初 め て 明 ら か に な り ま し た。 と は い え、 供 養 碑 や 伝 書 な ど、 ⿅ 踊 り が 踊 ら れ て い た 事 実 を ⽰ す 資 料 は、 

現 地 で は 全 く ⾒ つ かっ て お ら ず、 安 部 さ ん が 引 き 続 き 研 究 を 続 け て い らっ しゃ る 最 中 で す。   

  

  そ の 上 で、 ⿅ 踊 り と い う 芸 能 を タ イ ム カ プ セ ル に ⾒ ⽴ て、 現 在 の 踊 り ⼿ と 交 流 し、 互 い に 対 話 を 重 ね る こ 

と で、 松 森 の 地 や 東 北 と 出 会 い 直 し て み た い。 ま た、 ⿅ 踊 り を 様々 な 切 り ⼝ か ら、 知 り・ 楽 し み・ 探 求 す 

る、 そ の 可 能 性 を 広 げ る こ と が、 企 画 の ね ら い で す。 同 時 に、 郷 ⼟ 芸 能 が 好 き な 仲 間 が 増 え る きっ か け の ⼀ 

つ に な れ ば、 と 願っ て い ま す。   

  

オ ン ラ イ ン 芸 能 村 村 ⼈   千 ⽥ 祥 ⼦・ 及 川 ひ ろ か・ 曽 和 聖 ⼤ 郎   

  

  

  

  

  

  

  

            

  

  岩 ⼿ 県 奥 州 市 江 刺 ⽯ 関・ 熊 野 神 社 例 ⼤ 祭   

  ⾦ 津 流 ⽯ 関 獅 ⼦ 躍 奉 納   

  撮 影 ： 千 ⽥ 祥 ⼦   ( 2017 年 4 ⽉ 29 ⽇)   

  

  



  

《   講     師   》   

  

安 部   靖 （あ べ・ や す し）   

⾦ 津 流 獅 ⼦ 躍 師 匠・ ⾦ 津 流 ⽯ 関 獅 ⼦ 躍 第 14 代 中 ⽴   

  

岩 ⼿ 県 奥 州 市 （旧 江 刺 市) 稲 瀬 ⽣ ま れ、 奥 州 市 江 刺 在 住。 旧 江 刺 市 役 所 ⼊ 職 後、 ⿅ 踊 り 

の 踊 り 組 (サー ク ル) を ⽴ ち 上 げ た 上 司 に 誘 わ れ、 初 め て ⿅ 踊 り を 知 る。 当 初 は 乗 り 気 

が し な かっ た が い ざ 始 め て み る と 「こ れ は 結 構 お も し ろ い」 「ずっ と 続 け て み た い」 

と 思 う よ う に。 ちょ う ど そ の 頃、 地 元 稲 瀬 で ⿅ 踊 り を 復 活 さ せ る 動 き が あ り、 2001 

年、 第 14 代 と し て ⾦ 津 流 ⽯ 関 獅 ⼦ 躍 を 復 活 さ せ た ⽴ 役 者 の ⼀ ⼈ と なっ た。 ⾃ 分 の やっ 

て い る 芸 能 は いっ た い ど う い う も の な の か、 と 興 味 が 湧 き、 ⽯ 関 に 伝 わ る 巻 物 (伝 書) 

を 3 年 か け、 独 学 で 訳 し た。 2011 年 5 ⽉、 ⾦ 津 流 獅 ⼦ 躍 の 発 祥 と わ かっ た 松 森 を 初 訪 

問。 そ の 後、 ⾃ ら も 踊 り 続 け な が ら、 宮 城 県 の 郷 ⼟ 芸 能 研 究 の 第 ⼀ ⼈ 者、 故・ 千 葉 雄 

市 先 ⽣ や ⼩ 岩 秀 太 郎 ⽒ 共 に、 太 ⿎ 踊 り 系 ⿅ 踊 り の 調 査・ 研 究 に 取 り 組 み、 現 在 に ⾄ 

る。   
  (C) 佐々 ⽊ 隆 ⼆   

  

  

⼩ 岩 秀 太 郎 （こ い わ・ しゅ う た ろ う）   

⾏ ⼭ 流 舞 川 ⿅ ⼦ 躍 伝 承 者・ 東 京 ⿅ 踊 代 表   

( 公 社） 全 ⽇ 本 郷 ⼟ 芸 能 協 会 理 事・ 縦 ⽷ 横 ⽷ 合 同 会 社 代 表   

  

岩 ⼿ 県 ⼀ 関 市 舞 川 ⽣ ま れ、 東 京 と 東 北 の 2 拠 点 で 活 動。 舞 川 に 伝 わ る ⾏ ⼭ 流 の ⿅ 踊 り 

を、 ⼩ 学 校 の 頃 か ら 始 め る。 全 ⽇ 本 郷 ⼟ 芸 能 協 会 は、 全 国 の 郷 ⼟ 芸 能 継 承 団 体 が 加 盟 

す る 社 団 法 ⼈。 縦 ⽷ 横 ⽷ 合 同 会 社 は、 震 災 に お け る 東 北 地 域 ⽂ 化 か ら の 気 づ き や、 先 

⼈ の 経 験 や 教 え を、 現 代 で 再 編 集 し、 未 来 に 伝 え て い く た め に 設 ⽴。 東 北 出 ⾝ で あ る 

こ と、 郷 ⼟ の 芸 能 を 伝 え て き た こ と を 常 に 活 動 の 根 元 と し て い る。 安 部 靖 ⽒ と は 2004 

年 頃、 ⾦ 津 流 ⽯ 関 獅 ⼦ 躍 ホー ム ペー ジ の 掲 ⽰ 板 で の や り と り を 通 し て 出 会っ た。   

                                                         

(c)Mayumi   Hirata   

  

《   村     ⼈   》   

  
千 ⽥ 祥 ⼦ （ち だ・ しょ う こ）   

（公 財） ⾳ 楽 の ⼒ に よ る 復 興 セ ン ター・ 東 北   コー ディ ネー ター ／ コー ヒー と 旅 と 本   主 宰 ／ ⾳ 楽 家   

仙 台 市 出 ⾝・ 在 住。 宮 城 県 第 ⼀ ⼥ ⼦ ⾼ 等 学 校 (現  宮 城 第 ⼀ ⾼ 等 学 校)、 ⼭ 形 ⼤ 学 教 育 学 部 総 合 教 育 課 程 ⾳ 楽 ⽂ 化 コー ス ⾳  

楽 学 専 攻 卒 業。 2012 年 ⼀ 関・ ⾏ ⼭ 流 舞 川 ⿅ ⼦ 躍 の 練 習 を ⾒ 学、 ⿅ 踊 り を 初 め て 知 る。 そ の 後、 こ の ⿅ 踊 り が 仙 台 藩 発 祥 

で あ り、 地 元 に 近 い 仙 台 市 ⻘ 葉 区 ⼋ 幡 に あ る ⿓ 寶 寺 が、 実 は ⿅ 踊 り と 縁 が 深 い こ と を 知 り、 ⼀ 層 ⿅ 踊 り に 興 味 を 持 つ よ 

う に なっ た。 現 在 は ⾳ 楽 と 交 流 に よ る 復 興 ⽀ 援 活 動 の コー ディ ネー ター と し て、 岩 ⼿・ 宮 城・ 福 島 を ⾏ き 来 し て い る。   

  

  

及 川 ひ ろ か （お い か わ・ ひ ろ か）     

（公 財） ⽇ 本 フィ ル ハー モ ニー 交 響 楽 団   企 画 制 作 部   

仙 台 市 出 ⾝。 松 森 ⼩ 学 校 卒 業。 宮 城 県 第 ⼆ ⼥ ⼦ ⾼ 等 学 校 （現  宮 城 県 仙 台 ⼆ 華 ⾼ 等 学 校） 卒 業 後、 京 都 市 ⽴ 芸 術 ⼤ 学 ⾳ 楽  

学 部 を 経 て、 東 京 藝 術 ⼤ 学 ⼤ 学 院 ⾳ 楽 ⽂ 化 学 専 攻 （アー ト マ ネ ジ メ ン ト） 修 了。 現 在 は オー ケ ス ト ラ に て 教 育 活 動 や 地 

域 連 携、 東 北 へ の ⽀ 援 事 業 を 担 当 す る。 東 北 の 地 域 ⽂ 化 と オー ケ ス ト ラ の 交 流 を 模 索 し て い た 際、 岩 ⼿ 県 の ⼤ 船 渡 で 江 

⼾ 時 代 か ら 伝 わ る ⾚ 澤 鎧 剣 舞 を 受 け 継 ぐ ⼩ 中 学 ⽣ と 出 会 い、 そ の 堂々 と し た 踊 り に 魅 了 さ れ、 芸 能 に 関 ⼼ を 持 つ よ う に 

な る。 社 会 と ⾳ 楽 と の 繋 ぎ ⼿ と し て、 ⼈ と ⼈ が 関 わ り 合 う コ ミュ ニ ケー ショ ン の 場 作 り を ⾏ う。   

  
  
曽 和 聖 ⼤ 郎 （そ わ・ しょ う た ろ う）   
映 画 作 家   
和 歌 ⼭ 県 出 ⾝、 横 浜 市 在 住。   
2018 年 に、 か つ て 仙 台 市 泉 区 の 松 森 で 踊 ら れ て い た と い う 今 は 無 き ⿅ 踊 に 関 す る リ サー チ を ⾏ い、 現 地 の フィー ル ド 
ワー ク 及 び、 ワー ク ショッ プ の 企 画 制 作 を ⾏っ た。 現 在、 腎 不 全 の ⽼ ⽝ （ 16 歳） を 介 護 中。   

  



理 解 を 深 め る た め の ⽤ 語 メ モ   
  
  

  
◆ ⿅ 踊 り の 流 派   
  

現 代 に お い て い わ ゆ る 「⿅ 踊 り」 と ⾔ わ れ て い る 芸 能 は、 ⼤ き く 「太 ⿎ 踊 り 系 ⿅ 踊 り」 と 「幕 踊 り 系 ⿅ 踊 り」 に 分 け ら 
れ、 太 ⿎ 踊 り 系 ⿅ 踊 り に は、 ⾏ ⼭ 流、 ⾦ 津 流、 春 ⽇ 流 と い う ⼤ き く 三 つ の 流 派 が 存 在 す る。   
  
  
◆ ⾦ 津 流 ⽯ 関 獅 ⼦ 躍 （か な つ りゅ う い し ぜ き し し お ど り）   
  
⾦ 津 流 ⽯ 関 獅 ⼦ 躍 は 安 永 8 年   (1779)   7 ⽉ に、 旧 仙 台 領 江 刺 郡 ⽯ 関 村   (現 岩 ⼿ 県 奥 州 市 江 刺 稲 瀬)   に 伝 え ら れ た 郷 ⼟ 芸 能 
で、 岩 ⼿ 県 内 に あ る ⾦ 津 流 ⿅ 踊 り の 宗 家 で あ る。 昭 和 30 年 頃 に ⼀ 度 途 絶 え た が、 平 成 に ⼊ り 梁 川 ⾦ 津 流 ⿅ 踊   (現   ⾦ 津 流 
野 ⼿ 崎 獅 ⼦ 躍)   初 代” 菊 池 司” 等 を 師 匠 に 招 き 復 活 を 果 た し た。     
  
  
◆  ⾏ ⼭ 流 舞 川 ⿅ ⼦ 躍 （ぎょ う ざ ん りゅ う ま い か わ し し お ど り）  
  
岩 ⼿ 県 ⼀ 関 市 舞 川 に 伝 わ る ⾏ ⼭ 流 の ⿅ 踊 り。   宮 城 県 南 三 陸 町 発 祥 と さ れ る。     
  
  
◆ シ シ オ ド リ の 表 記   
  
踊 り 組 に よっ て 「⿅ 踊」 「⿅ ⼦ 躍」 「獅 ⼦ 躍」 な ど と 表 記 が 異 な る が、 全 て シ シ オ ド リ と 読 む。 ⾦ 津 流 で は 伝 書 に 「獅 
⼦ 躍」 と 書 か れ て お り、 こ れ を 正 式 と し て い る。 本 記 録 集 で は、 固 有 名 詞 以 外 は 「⿅ 踊 り」 で 統 ⼀ し た。   
  
  
◆ 伝 書   
  

ど の 団 体 に お い て も 由 来 が 記 さ れ た 伝 書   (伝 授 書・ 巻 物)   は、 代々 庭 元 （に わ も と） の 家 に 保 管 さ れ て い た。 た だ し ⽯ 関 
の 場 合 は、 庭 元 の 家 に 何 か あっ て は い け な い と、 全 て 原 本 の 他 に ⼆ 巻 ず つ 書 き 写 さ れ た。 ま た 最 近 に なっ て、 庭 元 で は 
な く 中 ⽴ の み が 伝 授 す る 伝 書 も ⾒ つ かっ た。 あ る 時 代 ま で は、 伝 書 の 有 無、 ま た そ の 内 容 で 踊 り 組 の 格 が 決 ま り、 上 下 
関 係 が あっ た と い う。   
  
  
◆ 中 ⽴ （な か だ ち）   
  
踊 り 組 の 中 で 中 ⼼ 的 な 役 割 を 担 い、 踊 り の 指 揮 を す る 踊 り ⼿。   
  
  
◆ 庭 元 （に わ も と）   
  
芸 の 家 元 に あ た る 存 在。 村 の 有 ⼒ 者 が 務 め る こ と が 多 かっ た。 ⿅ 踊 り を 踊 る た め の シ シ 頭・ 装 束・ 太 ⿎ な ど の 道 具 は 庭 
元 の 家 で 保 管・ 管 理 さ れ、 踊 り に か か る 費 ⽤ な ど も 庭 元 の 家 が ⽤ 意 し た と い う。   
た だ し、 ⽯ 関 の 場 合 は、 庭 元 の 家 に ⽕ 事 な ど の 有 事 が あっ た 際 の こ と を 考 え、 踊 り ⼿ 個々 に 道 具 等 を 保 管 さ せ て い た。 
そ れ で も、 ⽯ 関 が 平 成 に 復 活 す る 直 前 に、 庭 元 の 家 が ⽕ 災 に 遭 い、 そ の 後 庭 元 も 亡 く なっ た こ と で、 詳 細 を 辿 れ な く 
なっ た こ と も あ る と い う。 歴 史 が あ る 踊 り 組 で は、 庭 元 が 中 ⽴ を 務 め る 場 合 も 多 い。   
  
  
◆ 肝 ⼊ （き も い り）   
  
現 代 で い う 村 ⻑ に 近 い 存 在。 庄 屋、 世 話 役。 村 の 繁 栄 に か か る 農 作 物 の 栽 培 ⽅ 法 や、 新 し い 技 術 を 持っ て く る、 と い う 
こ と も ⾏ なっ て い た。 ⽯ 関 で は 肝 ⼊ が 庭 元 を 兼 ね て い た。   
  
  
◆ 庭 元 の 他 家 へ の 継 承   
  
庭 元 を 担っ て き た 家 が 傾 き そ う な 場 合 な ど に、 庭 元 を 他 家 に 譲 る こ と が あっ た。 ⽯ 関 で は 庭 元 が 何 度 か 変 わっ て い る。 
そ の 際、 伝 書 は 必 ず 原 本 で は な く、 写 し を 作 成 し て 渡 さ れ た。   
  
  
◆ 松 森 村   
  
現 在 の 仙 台 市 泉 区 松 森 に あっ た 村。 仙 台 平 野 北 部 に 流 れ る 七 北 ⽥ （な な き た） 川 流 域 に 位 置 し、 広 い 平 野 部 の ⽥ 圃 を 囲 
む よ う に、 北 側 東 ⻄ の 丘 陵 帯 に 住 宅 団 地 が 広 がっ て い る。 明 治 22 年 （ 1889 年） に 町 村 制 が 施 ⾏ さ れ る 以 前 は、 宮 城 郡 国 
分 （こ く ぶ ん） 32 村 1 浜 の 内 の ⼀ 村 で あ り、 国 分 ⽒ の 居 城 で あっ た 松 森 城 （鶴ヶ 城） 跡 が あ る。 ⾦ 津 流 獅 ⼦ 躍 発 祥 の 地 
で あ る と さ れ る が、 現 在 ⿅ 踊 り の 伝 承 は 途 絶 え て い る。   
  

  



  

〈エッ セ イ   １〉   

松 森 の 記 憶 と 今   

  

  

及 川 ひ ろ か   

  

  

  平 成 3 年 に、 松 森 に 隣 り 合 う 丘 の 上 に 位 置 す る 鶴 が 丘 に 移 り 

住 み、 18 歳 ま で 暮 ら し ま し た。 卒 業 し た 松 森 ⼩ 学 校 の 裏 ⼿ に は 

⼤ き な ⼭ が あ り、 ⾼ 学 年 の 時 に は ちょっ と し た 課 外 活 動 で 登っ 

た 記 憶 が あ り ま す。 そ れ が 鶴ヶ 城 跡 （松 森 城 跡） で す。 当 時 も 

既 に お 城 は あ り ま せ ん で し た が、 桜 が 咲 き 誇 り 広々 と し た ⾼ 台 

で 感 じ る ⾵ は 清々 し い も の で し た。 夏 に は 友 ⼈ た ち と、 松 森 に 

  あ る 熊 野 神 社 の お 祭 り に 出 か け ま し た。 し か し、 遠 ⾜ は、 隣 

の 利 府 町 に 続 く 「宮 城 県 ⺠ の 森」 へ 出 か け る こ と が 多 く、 年 ⽉ 

と と も に 鶴ヶ 城 跡 の こ と を 気 に か け る こ と は な く なっ て い き ま 

し た。   

                                                                                    鶴ヶ 城 跡 か ら 仙 台 港 を 臨 む   

                                                                                          撮 影: 千 ⽥ 祥 ⼦   (2020 年 12 ⽉ 29 ⽇)   

  

  そ の 後、 オー ケ ス ト ラ の 仕 事 を 通 し て、 剣 舞 （け ん ば い） や ⿅ 踊 り に 出 会 い、 「郷 ⼟ 芸 能」 を ほ と ん ど 知 ら な かっ た 

私 に とっ て、 装 束 を ま と い 堂々 と し た 踊 り に” ⽣” を 感 じ、 惹 か れ て い き ま し た。   

  こ の オ ン ラ イ ン 勉 強 会 を 通 し て、 岩 ⼿ で 踊 ら れ て い る ⾦ 津 流 の ⿅ 踊 り の 発 祥 が 松 森 で あ る と い う こ と を 知 り、 と て も 

驚 き ま し た。 そ れ ま で そ ん な 話 を 聞 い た こ と が な かっ た か ら で す。 そ れ も そ の は ず、 安 部 さ ん が 松 森 発 祥 だ と 突 き ⽌ め 

た の は 2004 年、 松 森 へ の 初 訪 問 は 2011 年 で す か ら、 私 の 上 京 前 に は 知 る 由 も あ り ま せ ん。 千 ⽥ さ ん・ 曽 和 さ ん と の 

ミー ティ ン グ を 重 ね、 松 森 の 歴 史 を 探っ て い く な か で、 荒 浜 の 漁 師 が 松 森 の 松 を ⽬ 印 に 漁 か ら 戻っ て い た と い う こ と 

や、 昔 は 鶴ヶ 城 跡 ⼀ 帯 で 軍 事 訓 練 が な さ れ て い た こ と な ど、 ⾃ 分 が 育っ た 地 元 を 学 び 直 す プ ロ セ ス を 通 し て、 驚 き と と 

も に 時 空 を 超 え て 歴 史   ロ マ ン が 広 がっ て い く よ う な、 不 思 議 

な 感 覚 に と ら わ れ ま し た。 今 の 松 森、 鶴 が 丘 か ら は と て も 想 像 

が つ か な い よ う な 地 域 だっ た の で は な い だ ろ う か と い う こ と 

に、 思 い を 馳 せ て い ま す。   

  安 部 さ ん や ⼩ 岩 さ ん の お 話 を 通 じ て、 「伝 承」、 形 な い も の 

を 伝 え て い く と は ど う い う こ と な の か、 もっ と 知 り た く な り ま 

し た。 そ し て、 松 森 で 踊 ら れ て い た と い う ⿅ 踊 り に つ い て、   

さ ら に わ かっ て き た 時、 今 の 松 森 ⼩ の ⼦ ど も た ち に 伝 え て い く 

お ⼿ 伝 い が で き た ら … そ ん な 夢 を ⾒ 始 め て い ま す。              

                                                          

                                                                            現 在 の 鶴 が 丘 団 地   (2021 年 1 ⽉)     

                                                                  

  

  

  
  
  

  



〈イ ン タ ビュー〉   

松 森 に あっ た シ シ オ ド リ   Shishi-Odori   that   existed   in   Matsumori   
  

松 森 に お い て ⾦ 津 流 獅 ⼦ 躍 が 発 祥 し た の は 間 違 い な い。  
い つ ま で 踊 ら れ て い た の だ ろ う か … ？   

  
Without   a   doubt,   Kanatsu-Ryu   Shishi-Odori   originated   in   Matsumori.   

Until   when   was   it   performed…?   
    
  
及 川    独 学 で 伝 書 を 解 読 し た ら、 ⾦ 津 流 の 発 祥 が そ れ ま で ⾔ わ れ て き た 松 ⼭ （旧 松 ⼭ 村・ 東 北 本 線 ⼩ ⽜ ⽥ 駅 の 1 駅 仙 台 

寄 り に あ る 松 ⼭ 町 駅 の 地 域） で は な く、 松 森 だ と わ かっ た と い う こ と で す ね。   

    

安 部    ⾦ 津 流 が 松 森 か ら 来 た こ と が わ かっ て、 震 災 の 年 に 松 森 の 市 ⺠ セ ン ター に ⾏ 

き ま し た。 そ の 時 の セ ン ター ⻑ に 巻 物 （伝 書） の 写 し を ⾒ せ て 話 を し た ら、 す ご く 

びっ く り さ れ て。 そ の 後、 「鶴 が 城 ⾃ 然 プ ラ ザ」 と い う 活 動 を さ れ て い る ⽅ 達 が す 

ご く 興 味 を もっ て、 昔 の 松 森 に つ い て 調 べ て く れ ま し た。 報 告 書 も い た だ い た ん で 

す け れ ど、 な か な か 何 も 残っ て い な い と い う。 そ の 後 も ずっ と 調 査 を し て た ん だ け れ 

ど、 松 森 に は あ る 年 か ら あ る 年 ま で の 資 料 が ⼀ 切 な い そ う な ん で す。 ⼈ が い な かっ た 

と い う 事 情 が わ かっ た。   

    

曽 和    そ れ は い つ 頃 の こ と な ん で しょ う か。  

  

安 部    私 も よ く わ か ら な い ん で す け れ ど、 松 森 の 地 で 開 拓 か 何 か が あっ た ら し 

く、 当 時 は 江 刺 か ら も ⼈ 出 が 出 て 松 森 で 何 か を し て い た と い う の が 残っ て い た そ 

う な ん で す。   

    

⼩ 岩    わ ざ わ ざ 開 墾 す る く ら い の 場 所 だっ た と い う こ と な の か な。 い く ら で も 住 む 所 は あ る だ ろ う に、 な ん で 松 森 だっ 

た ん だ ろ う。                                                                                   

                                                  

安 部    松 森 の 地 は ⼭ だっ た ら し く て、 狩 猟、 武 術 訓 練 の 野 初 (の そ め) を ⾏っ て い た 場 所 だっ た と い う 話 が 書 き 物 に 残っ 

て い ま す。 そ こ に は 獣 が い た の で は な い か な と。 今 の 町 か ら は まっ た く 想 像 も で き な い よ う な 環 境 の ⼟ 地 だっ た ん じゃ 

な い か と 勝 ⼿ に 想 像 し ま す。 松 森 の 神 社 や お 寺 を けっ こ う 歩 い て 回 り ま し た が、 今 で は 完 全 に 住 宅 地 と な り、 松 森 の 地 

は 歴 史 溢 れ る と い う よ り は、 近 代 化 が 進 ん で い る よ う に 感 じ ま し た。   

    

曽 和    及 川 さ ん の ⼩ 学 校 の 真 裏 が お 城 跡 だっ た と い い ま す が、 そ の 鶴ヶ 城 跡 （鶴ヶ 丘 公 園） に ⾏っ て み る と、 ま さ に ⼭ 

城 の 地 形 と い う 感 じ で し て。 元々 は 国 分 ⽒ の 居 城 で、 江 ⼾ 時 代 以 前 か ら の 城 が あっ た 場 所。 城 下 に も ⼈ が 住 ん で い た は 

ず な の で、 ⼀ つ の 集 落 と し て は 古 く か ら あ る 場 所 だ と 思 う ん で す。 七 北 ⽥ 川 ⾃ 体 が 仙 台 平 野 の 北 限 に あ た る の で、 そ れ 

以 北 の ⼭ 岳 部 と そ れ 以 南 の 平 野 部 を 分 け る 境 ⽬ に あ る 地 域 だっ た ん だ と 思 い ま す ね。   

    

及 川    松 森 ⼩ 学 校 の 他 に 鶴 が 丘 ⼩ 学 校 と い う の も あ る ん で す け れ ど も、 ど ち ら も 坂 の 頂 上 に あ る ん で す ね。 平 な 所 が な 

く て 全 部 坂 な の で、 た し か に、 昔 は あ の ⼀ 帯 が ⼭ だっ た ん だ ろ う な と 思 い ま す。   

    

安 部    松 森 に お い て ⾦ 津 流 獅 ⼦ 躍 が 発 祥 し た の は 間 違 い な い。 そ れ な ら、 い つ ま で 踊 ら れ て い た の だ ろ う か？ や は り 調 

査 が 必 要 に な り ま す ね。   

             仙 台 平 野 側 か ら と ら え た   鶴ヶ 城 跡   (2021 年 2 ⽉)                                         鶴ヶ 城 跡 看 板   (2020 年 12 ⽉ 29 ⽇)   
  

  



  

〈イ ン タ ビュー〉   

⼈ を 渡 り、 ⼭ 川 を 越 え る シ シ 達     
Shishi   that   migrate   from   person   to   person,   across   mountains   and   rivers   

  
こ ん な 踊 り は ど う やっ て ⽣ ま れ た の だ ろ う か？ 踊っ て る 最 中 で も 考 え る。   

芸 能 と は？ 信 仰 と は？ と か、 今 で も 考 え ま すー   
  

How   did   a   dance   like   this   come   about?   I   wonder   about   it   even   while   dancing.   
What   is   a   performing   art?   What   is   faith?   I   still   think   about   these   things.   

  
  
  
曽 和    ⾦ 津 流 の 祖 は ⽝ 飼 清 蔵 ⻑ 明 （な が あ き） さ ん と い う、 七 北 ⽥ 村 の 村 ⻑ で も あっ た ⽅ だ と い う こ と で す ね。   

  

安 部    私 の 調 査 で、 今 ま で ⽝ 飼 清 蔵 ⻑ 明 が ⾦ 津 流 の 祖 だ と ⾔ わ れ て き ま し た け ど、 実 際 に は そ の ⼆ 代 前 の ⽝ 飼 ⻑ 久 （な 

が ひ さ） と い う ⼈ が、 獅 ⼦ 神 楽 （し し か ぐ ら） に ⾦ 津 流 の 「 25 か 条 の 決 ま り （⾦ 津 流 獅 ⼦ 躍 伝 授 之 ⽬ 録）」 を 付 け て ⾦ 

津 流 獅 ⼦ 躍 に し た こ と が わ かっ て き ま し た。 そ の 前、 ⽝ 飼 清 蔵 成 久 （な り ひ さ） と い う ⼈ の 時 に、 ど う や ら 踊 り が 伝 承 

さ れ た み た い だ と い う こ と が わ かっ た。 こ れ、 な ぜ 芸 能 が 武 家 で 伝 承 さ れ た の か と い う の は ⼀ 種 の 謎 で す け ど、 で も た 

ぶ ん 今 う ち が やっ て る 形 態 を ⾒ る 限 り で は、 武 ⼠ の 余 技 (戦 の た め の 訓 練) で な かっ た の か、 と い う の が ⼀ 番 納 得 い く と 

こ ろ。 例 え ば 旗 差 し (甲 冑 の 背 中 に 着 け る 旗 の 指 物) が サ サ ラ に ⾒ え た り と か、 鎧 を 着 れ ば そ れ な り の 重 さ、 15kg く ら い 

に な る の で、 重 い ⾐ 装 を 着 て 訓 練 し て い た。 訓 練 と し て 芸 能 を 続 け た ん で は な い か、 と い う の が もっ と も ら し い 話 か 

なぁ と 思 い ま す。 そ れ が 後々、 武 ⼠ で な く 農 ⺠ に 伝 わっ て い き、 権 威 付 け と 箔 を 付 け る た め に 武 ⼠ の 名 前 を もっ て 伝 授 

書 な ん か を 貰っ た ん で は な い か と。   

    

⼩ 岩    ⽯ 関 は 藩 の 境 だっ た か ら、 な ん と な く、 武 ⼠ 

の も の を 取 り ⼊ れ た と か、 稽 古 す る た め に と い う の 

は、 今 の ⾦ 津 流 の 形 態、 ぴっ た り 揃っ た ⾜ さ ば き と 

か、 グ タッ と し な い と こ ろ と か、 型 が で き て る と い 

う の が わ か る ん だ け れ ど、 ⾏ ⼭ 流 は そ こ ま で 型 が 

しっ か り し て な い ん で す ね。 ⾏ ⼭ 流 は 流 派 と し て は 

古 い ん だ け れ ど、 そ れ ぞ れ の 踊 り が あっ て、 あ ま り 

型 が 決 まっ て い な い と い う の も あ る ん だ け れ ど … 、 

⾦ 津 流 が 松 森 で 武 ⼠ の 嗜 み と い う か、 稽 古 を す る た 

め に ⽣ ま れ て き た の か？ あ る い は 藩 境、 ⽯ 関 の ⽅ に 

⾏っ て か ら あ の 形 に なっ た の か が わ か ら な い。   

そ の 前 の ⽯ 関 を み て い る と、 そ こ ま で 武 ⼠ と い う の 

は、 しっ か り 獅 ⼦ 躍 り し な さ い よ、 と い う よ う な 感   

                江 刺 ⽯ 関・ 熊 野 神 社 例 ⼤ 祭   ( 2017 年 4 ⽉ 29 ⽇)     

  

じ で は な い よ う な 気 が す る の で。 ⼭ 伏 神 楽 も ⼊っ て る よ う な 気 が す る か ら、 そ こ ら へ ん は、 ⾏ ⼭ 流 か ら ⾦ 津 流 へ 変 異、 

変 わっ て いっ た り、 い ろ ん な も の が くっ つ い た り し て いっ た 中 で、 誰 が 何 を やっ て き た の か、 と い う の は あ る し、 仙 台 

か ら 北 に 上 がっ て ⾏っ た 時 に ど う なっ た の か な、 と い う の は 気 に な り ま す ね。   

  

安 部    そ う で す ね。 そ れ に し て も、 私 が 携 わ る 芸 能 が 200 年、 300 年 前 か ら の 伝 承 と い う の が や は り 不 思 議 に 思 い ま す。 

こ ん な 踊 り は ど う やっ て ⽣ ま れ た の だ ろ う か？ 踊っ て る 最 中 で も 考 え る。 昔 か ら そ う だっ た と ⾔ わ れ て も 恐 ら く そ う で 

は な い よ ね と か … 。 芸 能 と は？ 信 仰 と は？ と か、 今 で も 考 え ま す。   

  
  

  



調 べ れ ば 調 べ る ほ ど 謎 が 増 え て き ま す。 ま ん つ 不 思 議 な こ と だ ら け … 。   
あ ら ゆ る ⾓ 度 で み な い と 点 と 点 が 繋 が ら な い … 。     

  
                The   more   I   research,   the   more   mysteries   I   find.   Itʼs   full   of   inexplicable   things.   

We   have   to   look   at   it   from   every   possible   angle.   Otherwise,   we   cannot   connect   the   dots.   
  

  
千 ⽥    い つ の 頃 ま で が 武 家 へ の 伝 承 だっ た の で しょ う か、 ⾜ 軽 だ け で な く 農 ⺠ に も 踊 ら れ て い た の で す よ ね？   

    

安 部    清 蔵 と い う 名 は ⽝ 飼 家 で 代々 襲 名 さ れ て い る も の 

で、 最 初 に 出 て く る ⽝ 飼 清 蔵 重 久 （し げ ひ さ） が、 ⼤ 阪 

の 陣 で、 砲 術 を 使っ て ⼿ 柄 を とっ た よ う で す。 そ れ 以 

降、 ⽝ 飼 家 と い う の は 砲 術、 ⼸ 術 と か 武 道 を やっ て い 

た。 そ れ か ら 江 ⼾ 時 代 中 期 頃、 う ち の ⽯ 関 獅 ⼦ 躍 の 書 き 

物 に 出 て く る 代 の 清 蔵 さ ん （⽝ 飼 清 蔵 ⻑ 明） が、 武 術 と 

銃 術 と か の 他 に も 芸 能 を す ご く が ん ばっ た ⼈ で、 四 ⼗ 代 

後 半 く ら い か ら、 北 上 の 相 去 村 の 番 所、 い わ ゆ る 仙 台 藩 

と 盛 岡 藩 の 藩 境 へ ⾜ 軽 頭 と し て 赴 任 し た ら し い と い う こ 

と が わ かっ て い ま す。    

そ の 清 蔵 さ ん の 後 か ら、 すっ か り 武 ⼠ で な く 農 ⺠ に 踊 ら れ 

て い た と。 ⾦ 津 流 の 巻 物 に は、 清 蔵 さ ん の 弟 ⼦ で 嘉 左 衛 ⾨ （か ざ え も ん） と い う ⼈ が 出 て く る ん で す け れ ど、 嘉 左 衛 ⾨ 

は ど う や ら 武 ⼠ じゃ な かっ た。 そ の ⼈ に 「獅 ⼦ 躍 の ⼀ 切 を 伝 授 し ま し た よ。 何 か あっ た ら そ の ⼈ に 聞 い て く だ さ い よ」 

と う ち の 巻 物 （伝 書） に 書 い て あ り ま す。   

清 蔵 さ ん と い う ⼈ は、 な ん か ⼈ 柄 が 良 かっ た の か わ か ら な い で す け れ ど、 す ご い 弟 ⼦ の 数 が 多 かっ た。 弟 ⼦ も す ご く よ 

く 働 い た と。 い わ ゆ る カ リ ス マ 的 存 在 で 「⽝ 飼 清 蔵 は す ご かっ た ん だ」 と い う の が 昔 の ⽂ 献 に 書 い て あ る ん で す。   

    

⼩ 岩    う ち の ⾏ ⼭ 流 は、 あ ま り 武 ⼠ は 関 係 し て い な かっ た か な と 思 う ん で す。 舞 川 の 元 祖 は 吉 ⽥ 猪 太 郎 と い う ん で す け 

れ ど、 吉 ⽥ の 家 が 何 やっ て い た か わ かっ て い な い ん で す ね。 ⾺ 洗 渕 （ま ら い ぶ ち） と い う 地 名 な の で、 街 道 沿 い で そ こ 

で ⾺ 休 ま せ る 場 所 だっ た の か、 ⼭ 間 の 地 域 で、 川 に 沿っ て ちょ う ど ⼭ が 出 張っ て る と こ ろ か ら ⼭ 越 え し て、 次 の 町 に 向 

かっ て い く ちょ う ど 峠 の と こ ろ な ん で す よ ね。 何 か 商 売 系 を やっ て い た の か … 沿 岸 ま で 巻 物 もっ て いっ た り し て ま す か 

ら ね。 北 上 川 系 統 か ら ⾦ と か の 鉱 物 か 何 か 持っ て 上 がっ て いっ た の か。   

舞 川 辺 り で は 鉄 砲 打 ち （てっ ぽ う ぶ ち） が 結 構 多 かっ た の で、 ⽕ 薬 を 扱 え る の と か 狩 り を す る こ と と か に 関 係 す る ⼈ た 

ち の ネッ ト ワー ク が あっ た の で は な い か と い う 気 も し て る ん で す よ ね。   

    

安 部    実 際、 猟 師、 ⼭ ⽴ （や ま だ ち。 マ タ ギ の こ と を 仙 台 藩 で は ⼭ ⽴ 猟 師 と 呼 ん だ） の 繋 が り は か な り あっ た ん だ ろ う 

と 思 わ れ る し、 ⾦ ⼭ 繋 が り、 ⼭ の 出 稼 ぎ と い う の は 結 構 あっ て、 岩 ⼿ の 沿 岸 と 内 陸 部 も やっ ぱ ⼭ 関 係、 ⾦ ⼭ 関 係 で 出 稼 

ぎ に 来 て い て、 そ こ か ら ⿅ 踊 り を 教 わっ た と い う 団 体 も あ る の で は な い か と。 ⼭ ⽴ な ん か は、 ⼭ を 歩 い て、 ⼭ か ら ⼭ へ 

と 移 動 し て い く の で ね。   

    

⼩ 岩    ⽔ ⼾ 辺 （み と べ） や そ の 近 く の、 志 津 川 の ⼊ ⾕ （い り や） か ら 伝 わっ た と い う 話 が ⼤ 船 渡 は じ め 沿 岸 地 ⽅ の ⿅ 踊 

り の 伝 承 の ほ と ん ど な の で。 そ こ ら へ ん は 修 験 の ⼭ と か も 多 い し、 関 係 し て る ん で は な い か な と 思 い ま す け れ ど。 仙 台 

の 町 中 の 話 と、 ⾦ 津 流 と ⾏ ⼭ 流 の 話 と、 ど こ で ど う 接 点 が あっ て、 ど こ で 分 か れ た の か み た い な の は、 も う ちょっ と 今 

後 探っ て ⾏ け た ら と 思 い ま す ね。     

  

安 部    調 べ れ ば 調 べ る ほ ど 謎 が 増 え て き ま す。 ま ん つ 不 思 議 な こ と だ ら け … 。 調 査 す る 際、 ピ ン ポ イ ン ト で 調 べ て も 分 

か ら な い 事 が 多 い で す … 。 周 辺 や 時 代 状 況 と か あ ら ゆ る ⾓ 度 で み な い と 点 と 点 が 繋 が ら な い … 。   

  



  

〈イ ン タ ビュー〉   

神 様 を 宿 し て 踊 る、 祈 り の 踊 り   

A   dance   of   prayer,   performed   as   a   medium   for   the   gods  
  

頭 を 被 る 事 に よ り、 私 た ち は 「神 様 と ⼈ 間 の 間 に ⽴ つ」 と ⾔ わ れ ま す。   

シ シ 頭 の 幕 の 中 で、 ⾵ を 感 じ た 事 が 今 ま で 三 度 あ り ま す   
  

It   is   believed   that   wearing   the   headgear   places   us   between   gods   and   humans.   
Three   times   in   my   life,   I   have   felt   wind   while   performing,   dressed   as   a   shishi.   

  
  

  

及 川    以 前、 安 部 さ ん が、 ⼈ 間 で は な い も の に な る、 神 様 を 宿 す と お 話 さ れ て い る イ ン タ ビュー 映 像 を 拝 ⾒ し ま し た。 

ク ラ シッ ク ⾳ 楽 の 世 界 で は、 演 奏 者 が お 客 さ ん に 披 露 す る、 ま た お 客 さ ん と ⼀ 緒 に そ の 場 の 空 気 を 作っ て い く、 と い う 

こ と が あ り ま す。 ⼀ ⽅、 ⿅ 踊 り を 踊 る 際 に、 神 様 を 宿 し て ⼈ 間 で は な い も の に な る と い う の は、 ど う い う お 気 持 ち な の 

で しょ う か。 ま た、 ⾒ て い る ⼈ の こ と は ど の よ う に 感 じ ら れ て い る の で しょ う か。   

  

安 部    根 本 的 な 話 を す る と、 ま ず “芸 能 の 在 り ⽅” と い う の が あ る と 思 い ま す。 ⾦ 津 流 ⽯ 関 獅 ⼦ 躍 は、 基 本、 神 事 な の 

で、 あ く ま で 神 様 に 対 し て の 祈 り を 込 め た 踊 り で あ り、 ⾒ る ⼈ が い よ う が い ま い が 関 係 な い、 と い う の が 本 来 の 在 り ⽅ 

で す。 明 治 期 に な る と 娯 楽 の 役 割 も ⼊っ て き て、 ⼈ の 前 で 踊 る よ う に なっ た。 そ こ で、 形 態 や 踊 り ⽅ が 変 わっ て き て、 

観 客 に ⾒ せ る 踊 り を 作っ て、 今 に ⾄っ て い ま す。 そ れ が い い か ど う か は 別 と し て、 拍 ⼿ を も ら う と 踊 り ⼿ と し て は も ち 

ろ ん す ご く 嬉 し い わ け で。 で も、 本 来 あ る べ き 姿 を 踊 り ⼿ が 忘 れ て し まっ た の で は、 こ の 芸 能 は 何 の た め に あ る の で す 

か？ と い う 話 に な る。 今 年 は コ ロ ナ の 影 響 で 何 の た め の 芸 能 な ん だ と、 特 に ⾒ 直 す きっ か け に な り ま し た ね。   

  

千 ⽥    神 を 宿 す、 に つ い て で す が、 頭 （か し ら） を 被 り、 装 束 を つ け、 サ サ ラ を 背 負 う こ と で、 ご ⾃ ⾝ が “依 り 代 （よ り 

し ろ）” と な る よ う な 感 覚 も あっ た り す る の で しょ う か … ？   

  

安 部    頭 （か し ら） を 被 る 事 に よ り、 私 た ち は 「神 様 と ⼈ 間 の 間 に ⽴ つ」 と ⾔ わ れ ま す。 私 は … 信 じ る 信 じ な い は そ の 

⼈ 次 第 で す が … 、 ⾵ の な い ⽇ で、 シ シ 頭 の 幕 の 中 に も 関 わ ら ず、 ⾵ を 感 じ た 事 が 今 ま で 三 度 あ り ま す。 ⾦ 津 流 ⽯ 関 獅 ⼦ 

躍 を 復 活 し た 時 の 開 眼 供 養、 相 伝 式、 供 養 碑 建 ⽴ の 時 で す。 開 眼 供 養 で は も う 1 ⼈ も 感 じ た よ う で し た。 ま た あ る ⽇ は、 

太 腿 を ⾁ 離 れ し た 状 態 で 公 演 に ⽴ た ね ば な ら ず、 最 悪 動 か ず に、 歌 と 太 ⿎ だ け で と 考 え て い た ら、 始 ま る と 痛 み は 消 え 

て 踊 る 事 が で き ま し た。 まぁ、 こ れ は ア ド レ ナ リ ン の 影 響 か も し れ ま せ ん が ね。 道 具 を お ろ し た 途 端 に、 痛 み が 酷 かっ 

た で す。 各 団 体 に も、 ⾊ ん な 逸 話 や 不 思 議 話 が あ り ま す よ。 踊 る ⼈ に し か わ か ら な い 感 覚 な の か も し れ ま せ ん。   

  

  

  

     

⾦ 津 流 ⽯ 関 獅 ⼦ 躍 14 代 供 養 碑   
  

  

  

  

  

   

  

                       供 養 碑 建 ⽴ 之 儀 の 場 ⾯   (2011 年 9 ⽉ 25 ⽇)   

                                 写 真 提 供   ⾦ 津 流 ⽯ 関 獅 ⼦ 躍 保 存 会   
    

  



〈イ ン タ ビュー〉    

神 事 芸 能 と し て の 意 識   
Attitude   as   a   performing   art   dedicated   to   the   gods   

  
頭 と い う の は 神 様 仏 様 の 仮 の 姿、 頭 そ の も の が 神 様 だ か ら ちゃ ん と ⼤ 事 に し ま しょ う と。   

    
The   headgear   is   a   provisional   form   for   divine   entities.   The   headgear   itself   becomes   a   god.   

  Therefore,   letʼs   treat   it   with   respect.     
  

⼩ 岩    特 に ⿅ 踊 り の 中 で も ⾦ 津 流 さ ん は、 神 事 芸 能 と し て 踊 る と い う 意 識 を、 ちゃ ん と 段 取 り を 持っ て 踊 り ⼿ の 内 に 育 

て て い く。 そ れ を、 今 も 守っ て る ん で す よ ね。 も う ⼀ つ は、 シ シ 頭 を ⼤ 事 に し て い る。 「頭 と い う の は 神 様 仏 様 の 仮 の 

姿、 頭 そ の も の が 神 様 だ か ら、 ちゃ ん と ⼤ 事 に し ま しょ う」 と。 お 札 （ふ だ） み た い な も の で す ね。 そ う す る と 「パ 

フォー マ ン ス と し て 踊っ て も い い け れ ど、 少 な く と も シ シ 頭 は 神 様 だ か ら ⼤ 事 に し よ う ね」 と な る。 そ こ に 戻っ て く る 

意 識 が、 ちゃ ん と 踊 ら な い と い け な い な、 と い う 気 に さ せ て る ん だ ろ う な と 思 い ま す。 今 も、 靖 さ ん の 後 ろ に シ シ 頭 が 

あ る ん で す け ど、 そ れ は 縦 ⽷ 横 ⽷ 合 同 会 社 の 仙 台 の 事 務 所 に 舞 川 か ら 持 参 し た シ シ 頭 を 置 い て い て、 普 段 は ほ と ん ど 僕 

ら 事 務 所 に い な い は ず な の に、 そ ん な と こ ろ に 置 い て い て （苦 笑）。 神 様 仏 様 が そ こ に 込 め ら れ て る こ と を 考 え れ ば、 

適 当 に 扱 う こ と は で き な い は ず な の に。 そ こ が う ち （⾏ ⼭ 流 舞 川 ⿅ ⼦ 躍） や 多 く の ⿅ 踊 り 団 体 か ら は、 も う 抜 け て し 

まっ た と こ ろ で、 本 当 は そ こ に、 ⺠ 俗 芸 能 が つ な ぎ と め て い る “何 か” が あ る ん だ と 思 い ま す。   

  

千 ⽥    シ シ 頭 の 扱 い に つ い て 決 め ら れ て い る こ と は、 例 え ば ど ん な こ と で す か？   

  

安 部    基 本 的 に は 「シ シ 頭 を 跨 い で は い け な い」 と、 師 匠 に ⾔ わ れ ま し た ね。 あ く ま で 神 様 な ん で あ り 得 な い。 あ と は 

道 具 を 投 げ た り、 落 と し て は い け な い。 「跨 い だ ら、 お 前 は 踊 り ⼿ 失 格 だ」 と 指 導 さ れ ま し た。 う ち の 伝 書 の 中 に は、 

使 わ な い と き は 箱 に し ま い な さ い、 と 書 い て あ り ま す。   

  

千 ⽥    「踊 り 始 め」 と 「踊 り 納 め」 の 儀 式 は、 今 は ど の よ う に さ れ て い る ん で す か？   

  

安 部    私 た ち の 代 の 頃 は、 「踊 り 納 め」 は、 ま ず ⼀ 回 踊 り を す る ん で す よ。 そ れ か ら シ シ 頭 を 神 棚 に 奉っ て、 あ り が と 

う ご ざ い ま し た、 と い う 儀 式 を 歌 と 太 ⿎ で や り ま す。 「踊 り 始 め」 の 時 は、 最 初 に シ シ 頭 を 奉っ て、 こ れ か ら 踊 ら せ て 

い た だ き ま す よ と い う 儀 式 を し て か ら、 ま ず 最 初 の 踊 り を し て い た。 で も、 今 の 代 の 弟 ⼦ た ち は そ う い う ス ペー ス も な 

い と い う こ と も あ る け れ ど、 そ う いっ た 踊 り は し て い な い で す。   

  

⼩ 岩    舞 川 で は、 やっ て い ま せ ん。 庭 元 制 を 昭 和 の 30 年 代 で や め て し まっ て、 保 存 会 に 切 り 替 え た の で、 い わ ゆ る 儀 式 

的 な も の は や ら な く なっ た ん で す ね。 戦 後 は、 地 域 の た め に 頑 張 ら な い と い け な かっ た。 そ し て ⿅ 踊 り は 岩 ⼿ を 代 表 す 

る も の だ か ら、 観 光 PR に 活 か し て い き ま しょ う と、 県 外 で 披 露 す る 機 会 が 作 ら れ て いっ た。 そ の 中 で、 信 仰 や 神 事 の た 

め、 と いっ た 儀 式 は お ろ そ か に なっ て いっ た の だ と 思 い ま す。 ⾦ 津 流 や ⻤ 剣 舞 （お に け ん ば い） は、 観 光 的 な 視 点 で 舞 

台 に 出 る と い う こ と も ⼀ ⽣ 懸 命 に やっ て い る。 ⼀ ⽅ で、 ちゃ ん と お 盆 の 時 に は お 墓 で の 供 養 と か、 神 事 奉 納 も し て い 

る。 あ と 岩 ⼿ 県 北 上 市 の 「み ち の く 芸 能 祭 り」。 60 年 続 く 観 光 の 祭 り な ん だ け れ ど、 芸 能 の こ と を 広 く 皆 さ ん に 知っ て 

も ら う た め の 祭 り。 （受 け 継 が れ て き た） 意 識 は あ る。 儀 式 も ど ち ら も ちゃ ん と やっ て い き ま す、 と。 （舞 川 の あ る） 

⼀ 関 は そ の 辺 が、 やっ ぱ り 都 会 で あ る 仙 台 に 近 く て、 ⽬ ⽴ つ こ と や、 観 光 的 な こ と を や ろ う と い う 感 じ に ⾏っ た ん だ け 

れ ど、 少 な く と も 私 が 東 京 ⿅ 踊 を 作っ た り、 郷 ⼟ 芸 能 の 世 界 に ⾜ を 踏 み ⼊ れ た か ら に は、 そ う いっ た 儀 式 と か 歌 と か 

も、 ちゃ ん と やっ て い き た い の で、 知っ て い る な り の こ と を や ろ う ね と い う ⽅ 向 で、 こ こ 10 年 く ら い き ま し た。   

  

千 ⽥    年 の 始 め と 終 わ り に、 そ う い う 場 を 持 つ。 そ れ は、 ど う い う 必 要 性 を 感 じ て で しょ う ね。   

  

安 部    やっ ぱ り 神 事 か ら 娯 楽 芸 能 に 変 わ る あ た り に、 ちゃ ん と 儀 式 を 守 ろ う ね と い う 考 え ⽅ が あっ た ん だ と 思 う。   

  

⼩ 岩    あ と、 う る さ い ⼈ が い た わ け で す よ。 「ちゃ ん と や り な さ い よ」 と い う” う る さ い お じ い さ ん” （役） が い た ん で 

す よ。 だ か ら、 こ れ か ら は、 靖 さ ん が、 み ん な に とっ て そ う い う 存 在 に なっ て い く 必 要 が あ る わ け で す よ。   

  

⼀ 同    （笑）   

  

  

  

  

  

  

  



  

〈エッ セ イ   ２〉   

コ ロ ナ 禍 の 冬 に 考 え た こ と   
  

  

  

千 ⽥ 祥 ⼦   

  

  

  2020 年 は、 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 の 流 ⾏ に よ り、 ⼈ の 多 く 集 ま る イ ベ ン ト が 悉 く 中 ⽌ さ れ て いっ た ⼀ 年 で し た。 

こ こ 数 年、 季 節 ご と の 各 地 の 祭 り や、 郷 ⼟ 芸 能 奉 納 を 訪 ね、 友 ⼈ た ち と そ の ⼟ 地 の 旬 を い た だ く こ と が、 ⽣ 活 の ⼀ 部、 

⽇々 の 楽 し み と なっ て い た 私 に は、 本 当 に 寂 し く 物 ⾜ り な い ⼀ 年 で し た。   

  

  と は い え、 そ の 最 中 に も ⼯ 夫 を し な が ら、 お 祭 り を さ れ る 地 域 

も あ り ま し た。 そ の 様 ⼦ を 新 聞 や 友 ⼈ た ち の SNS で 知 り な が ら、 

祭 り や 稽 古 を 続 け て い く、 と い う こ と や、 こ れ ま で 遠 く か ら 訪 ね 

て い た 「観 光 客」 「ファ ン」 で あっ た ⾃ 分 ⾃ ⾝ に つ い て も、 改 め 

て 考 え る 時 間 が で き ま し た。   

  そ の 中 で こ の 「オ ン ラ イ ン 芸 能 村」 を 知 り、 仲 間 を 得 て、 こ れ 

ま で も 親 し く さ せ て い た だ い て い た 伝 承 者 の お ⼆ ⼈ に、 改 め て 

じっ く り お 話 を 伺 う 機 会 が 持 て ま し た。   

  ⽇ 本 全 国 に 共 通 し た ⼈ ⼝ 減 少、 ⾼ 齢 過 疎 化 の 流 れ。 10 年 前 の 東 

⽇ 本 ⼤ 震 災 に よっ て、 東 北 は よ り そ の ス ピー ド が 早 回 し に な り ま し 

た。 「郷 ⼟ 芸 能 を 今 の ま ま 残 し て い く こ と は 難 し い。 そ れ で も、 

意 識 は 残 し て い け る の で は。」 お ⼆ ⼈ の ⼝ を つ い て 出 た ⾔ 葉 は、 

⼼ に 重 く 響 き ま し た。 何 を 思 い、 何 を ⼤ 事 に し、 誰 に 向 かっ て 祈 

り 踊っ て き た の か。 継 承 す る と い う こ と、 そ れ は、 関 わ る 全 て の 

⼈ が、 そ の 芸 能 が こ こ ま で 伝 え ら れ て き た こ と、 全 て へ の 「感 

謝」 を、 こ の 先 も 忘 れ ず に い ら れ る か ど う か に、 か かっ て い る の 

で は な い で しょ う か。                                                                                  熊 野 神 社 参 道 ⼊ ⼝   (2015 年 4 ⽉ 29 ⽇)   

  

  

  ま た あ る 時、 4 歳 に な る 姪 が、 私 が 毎 ⽇ 体 温 を 記 録 す る、 表 紙 と 栞 つ き の き れ い な な メ モ ノー ト を 「こ れ、 聖 書 な 

の」 と ⼤ 事 そ う に、 に こ に こ ⼿ に 取 り ま し た (彼 ⼥ は ま だ、 字 が ちゃ ん と は 読 め ま せ ん)。 保 育 園 の 先 ⽣ た ち が、 ⼤ 切 に 

扱 う の を い つ も ⽬ に し て い る 聖 書。 き れ い な 表 紙 の ⼩ さ な 本 は、 彼 ⼥ に とっ て そ の 聖 書 と 同 じ に 「な に か ⼤ 事 な も の」 

と ⽬ に 映っ た よ う で す。 み ん な と 礼 拝 で 歌 う 短 い 讃 美 歌 を、 不 意 に ハ ナ ウ タ で 聴 か せ て く れ る こ と も あ り ま す。 暦 に 定 

め ら れ た 祝 祭 ⽇ の” 礼 拝 を 守 る こ と” を、 先 ⽣ ⽅ は 園 の ブ ロ グ に も よ く 報 告 さ れ て お り、 礼 拝 を” 守 る” と い う ⾔ い ⽅ を す 

る ん だ、 と 初 め て 知 り ま し た。 そ う し た 園 で の ⽇ 常 の 積 み 重 ね が、 彼 ⼥ の 中 に 信 仰 ⼼ を 育 ん で い く の だ な、 と 傍 で 興 味 

深 く ⾒ 守っ て い ま す。   

  祭 り を 守 る こ と、 郷 ⼟ 芸 能 を 継 承 し て い く こ と も、 ⽬ の 前 で そ の 祭 り・ 芸 能 へ の 思 い を ど う 顕 す か、 そ の 姿 や そ の 場 

の 空 気 を、 次 の 世 代 に ど う ⾒ せ、 伝 え て い く か、 そ し て そ れ を、 ど う 受 け 取 る か。 そ の ⼀ ⼈ ひ と り、 ⼀ 瞬 ⼀ 瞬 に か かっ 

て い る の だ ろ う な、 と、 お ⼆ ⼈ の 話 を 聞 き、 ⽬ の 前 の 姪 の 笑 顔 を ⾒ な が ら、 共 通 す る も の を 感 じ た 冬 で し た。   

  

  

  

  



  

〈イ ン タ ビュー〉   

伝 承 〜 郷 ⼟ 芸 能 を 残 し て い く と い う こ と     
Tradition̶passing   down   of   local   performing   arts   

  
パ フォー ミ ン グ アー ツ と し て で は な く、 意 識 を 残 す こ れ か ら の 芸 能   

  
Performing   arts   from   now   on̶passing   it   down   not   as   a   performing   art,   but   as   an   attitude   

  

  

及 川    ク ラ シッ ク ⾳ 楽 は 何 百 年 も 前 に 作 ら れ た 作 品 も 楽 譜 と い う ⽂ 献 を 通 し て 演 奏 し 続 け て い ま す が、 カ タ チ の な い   

芸 能 が 100 年 後 も 残 る た め に ⼼ が け て い る こ と な ど あ り ま す で しょ う か。   

    

安 部    す ご く 重 要 な 話 で す。 “芸 能 が 残っ て い く” と い う こ と は、 踊 り ⼿ だ け の 話 で は な い の で す。 地 域 の ⼈々 の 関 わ り 

⽅ が 芸 能 の 伝 承 に ⼤ き く 関 わっ て き ま す。 実 際、 ⺠ 俗 芸 能 は ⼀ 回 途 絶 え て か ら の 復 活 と い う の が 多 い の で、 伝 承 地 に い 

か に そ う い う 思 い が あ る か で し か な い ん で す よ ね。 現 代 に お い て 信 仰 ⼼ と い う の が か な り 薄 れ て き て い る 中 で、 芸 能 は 

残 る の か、 と。 100 年 後 に は な く なっ て る ん じゃ な い か と 思 う よ う な 今 の 状 態 で す。 そ れ か ら ⼤ 切 な の は、 私 か ら 次 の 

代 に しっ か り 譲 る、 伝 え る、 と い う こ と で す。 弟 ⼦ に は ちゃ ん と 指 導 す る、 そ れ し か な い。 今 で は 映 像 記 録 も 残 せ る の 

で、 記 録 保 存 も ちゃ ん と す る よ う に し て い ま す。   

    

⼩ 岩    こ う いっ た 芸 能 は 無 形 と ⾔ わ れ ま す ね。 と は い え、 シ シ 頭 と か 道 具 は 有 形 な の で、 形 と し て は 残 せ る け れ ど、 踊 

り は そ の 瞬 間 で し か な い の で、 踊 り ⾃ 体 は 残 せ な い で す よ ね。 あ と も う 20 年 く ら い す る と ⼦ 供 た ち も ほ と ん ど い な く 

なっ て 地 域 が 崩 壊 し て い く と い う こ と を 考 え 

る と、 伝 承 者 ⾃ 体 が 増 え る こ と は も う な く 

て、 芸 能 の 消 滅 は 間 違 い な く 起 こっ て い く と 

思 う ん で す ね。 完 全 な 形 で 同 じ よ う な こ と を 

伝 え て い く こ と は 絶 対 で き な い で す け れ ど 

も、 「靖 さ ん み た い な ⼈ が い た」 と か 「⿅ 踊 

り と い う の を 誰 か が 作っ た ら し い」 と い う こ 

と を、 ⾔ い 続 け る こ と は で き る ん じゃ な い か 

と。 誰 が 何 の た め に 作っ た ん だっ け と い う 話 

を、 こ う い う 場 所 で 話 し て い く こ と は ⼤ 事 だ 

し、 伝 承 地 だ け で は 語 り 継 げ な い こ と を 伝 え 

て いっ て も ら え た ら、 そ れ は 残っ て い く と 思 

う の で。 パ フォー ミ ン グ アー ツ と し て 残 し て 

い く の は 難 し い け れ ど、 “意 識” を 残 し て い く 

こ と は で き る。 そ れ が こ れ か ら の ⺠ 俗 芸 能 か 

な と 思 い ま す ね。                                                                           熊 野 神 社 参 道 ⾏ 列    (2015 年 4 ⽉ 29 ⽇)   

 

安 部    た だ ⾒ た だ け で な く、 こ う い う 芸 能 が こ こ に あっ た よ、 と 伝 え て も ら い た い。 そ れ だ け で ⼗ 分 価 値 は あ る ん じゃ 

な い か と 思 い ま す。 芸 能 を 伝 承 す る と い う こ と は 簡 単 な 事 で は あ り ま せ ん。 た だ 踊 る だ け で も ダ メ な ん で す。 何 を 想 

い、 何 を 感 じ、 何 を す る か。 そ こ に は 『志』 と 『覚 悟』 が 必 要 に な り ま す。 芸 能 を 伝 承 す る 為 に は ブ レ て は い け な い ん 

で す よ。 100 年 後 を 考 え ず に、 ま ず 次 の 代 に しっ か り 伝 承 す る 事 が ⼤ 事 だ と 思 い ま す。   

  
  

  
  

  



  

⾒ て い る ⼈ が、 踊 る 側 に ちょっ と 触 れ ら れ る、 そ の 感 覚 を ね   
  

The   audience   catches   a   glimpse   of   the   performing   side.   Itʼs   about   that   sensation.   
  
  

曽 和    無 形 で あ る と い う こ と で す が、 踊 り と い う か、 ⾝ 体 で や る こ と の ⾯ ⽩ さ と い う の は、 ⽂ 物 で 残っ て い る こ と で は 

な い ⾯ ⽩ さ、 重 要 性 と い う の が あ る と 思 う ん で す。 つ ま り 上 ⼿ く ⾔ 語 化 は で き な い け れ ど、 “⾝ 体 的 な 感 覚 と し て で し か 

残 せ な い も の” と い う の が、 踊 り の 中 に ⼊っ て い る と 思 う ん で す よ ね。 ⾝ 体 で や る こ と の ⾯ ⽩ さ と い う の は、 踊っ て い る 

⼈ 間 も、 ⾒ て い る ⼈ 間 も、 等 し く ⾝ 体 を 持っ て い る と い う こ と。 踊っ て い る ⼈ は、 訓 練 に よっ て 得 た ⾝ 体 的 技 法 を 持っ 

て い て、 あ る 特 別 な 所 作、 踊 り が で き る か も し れ な い け れ ど、 そ の 踊 り を ⾒ て い る ⼈ の ⾁ 体 や 知 覚 も 同 時 に 踊っ て る わ 

け で す よ ね。 感 覚 が 踊っ て い る。 そ の 時 に、 そ の 感 覚 が 伝 播 し て、 伝 承 さ れ て い る と い う こ と が、 ⾝ 体 表 現 の コ ア に 絶 

対 あ る は ず で す。 も ち ろ ん “型” は 器 と し て ⼤ 切 な ん で す が、 そ の 器 に ⼊っ て い る “感 覚 そ の も の” が 残っ て い く、 注 ぎ 注 

が れ て い く こ と が 本 当 に ⼤ 事 な こ と な の か も し れ な い なぁ と。 そ れ は 踊 り で し か で き な い こ と か も し れ な い で す よ ね。   

    

安 部    ま さ に そ の 通 り で、 も ち ろ ん ⾃ 分 で 歌っ て、 ⾃ 分 で 太 ⿎ を 叩 い て、 踊 る。 ⼀ ⼈ 三 役 や る わ け で、 やっ ぱ り やっ た 

⼈ に し か わ か ら な い 感 覚 と い う の は か な り 多 い。 そ の か わ り、 やっ た ⼈ に し か 感 じ ら れ な い 充 実 感 と い う の が あ る わ け 

で す よ ね。 そ れ は ⾒ て る ⼈ は わ か ら な い。 15kg の 道 具 を 付 け て 踊っ て ど う な の、 す ご い ね、 で だ い た い 終 わっ ちゃ う ん 

で す け ど、 そ れ じゃ、 そ れ を 体 験 し て み ま せ ん か、 と。 今、 ワー ク ショッ プ な ん か 流 ⾏っ て る ん で す け ど、 道 具 を 付 け 

さ せ て、 ちょっ と 踊っ て み よ う と い う、 そ う い う 経 験 を す る 機 会 を 設 け る と い う の も、 やっ ぱ り ⼤ 事 な の か な と 最 近 

思っ て る ん で す。 そ う す る と、 実 際 に は 基 本 的 に は ⾒ て い る ⼈ が、 踊 る 側 に ちょっ と 触 れ ら れ る、 そ の 感 覚 を ね。 今 

後、 ちょっ と そ う い う 機 会 を 設 け て い き た い と は 思っ て ま す ね。   

    

千 ⽥    ⼩ 岩 さ ん は、 東 京 で やっ て い て ど う で す か？   

    

⼩ 岩    東 京 で やっ て い て も 同 じ で す よ ね。 ⾃ 分 た ち で 体 験 し て み る と い う か、 そ う い う ⾝ 体 に なっ て み る、 なっ て み て 

“意 識 し て み る” と い う こ と に 繋 が る ん だ ろ う な と 思 う ん で す。 そ の 中 か ら、 踊 り そ の も の、 今 教 え て る 踊 り そ の も の を 

完 璧 に 取 り ⼊ れ る と い う 感 覚 で は な く て、 こ う い う も の は ど こ で ⽣ ま れ た ん だ ろ う な、 と い う 感 覚 を 持っ て も ら う と い 

う の が 必 要 と い う か、 芸 能 を 教 え た り 感 じ た り し た り す る と き に ⼤ 事 な 感 覚 な ん だ と 思 う ん で す ね。 こ れ は ⼭ の 端 で で 

き た ん だ ろ う な、 み た い な 意 識 を 持っ て 踊っ て い く こ と を 考 え ら れ る よ う な ワー ク ショッ プ、 や る ん だっ た ら、 そ う 

いっ た こ と も 含 め て 感 じ た り 考 え た り で き る も の を や り た い な と 思っ て い ま す。   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

東 京 ⿅ 踊   東 京 都 新 宿   ⻄ 向 天 神 社 例 祭 奉 納 に て   (2019 年 5 ⽉ 20 ⽇)          宮 本 卯 之 助 商 店 （東 京 浅 草） 外 国 ⼈ 向 け ⿅ 踊 WS   (2017 年)     

                 〈装 束 等 は ⾏ ⼭ 流 舞 川 ⿅ ⼦ 躍 の も の〉       

  

  

  

  



〈編 集 後 記〉   

  

  不 思 議 だ。 こ の ⿅ 踊 り を 巡 る オ ン ラ イ ン 勉 強 会 の 書 き 起 こ し に 出 て く る ⼀ ⼈ の 男、 ⽝ 飼 清 蔵 ⻑ 明。   

  280 年 ほ ど も 前 に、 七 北 ⽥ 川 の 辺 り に 住 ん だ と い う そ の 男 が、 安 部 靖 ⽒ の い る ⽯ 関 な ど 旧 仙 台 藩 領 北 部 に 拡 が る ⾦ 津 

流 獅 ⼦ 躍 を 伝 え た と い う。   

  ⽝ 飼 清 蔵 ⻑ 明 は、 寛 保 2 年 （ 1742 ） に ⼸ 術 や 砲 術 を 伝 え る ⾜ 軽 の 家 に ⽣ ま れ た。 ⼗ 代 の 半 ば に は、 東 北 を 襲っ た 宝 暦 

の ⼤ 飢 饉 （ 1755-1757 ） を 経 験 し て い る。 多 ⾬ と 冷 害 に よっ て 引 き 起 こ さ れ た と い う こ の ⼤ 凶 作 は、 東 北 ⼀ 帯 に 甚 ⼤ な 

被 害 を も た ら し、 約 ５ 万 ⼈ か ら ６ 万 ⼈ の 餓 死 者 が 出 た と さ れ る。 そ の 4 年 後、 ⻑ 明 の 兄 が 三 ⼗ 歳 で 亡 く なっ た。 ⻑ 明 ⼗ 

九 歳 の 時 の こ と で あ る。 ⻑ 明 は 後 に ⽝ 飼 家 で 代々 襲 名 さ れ て き た 「⽝ 飼 清 蔵」 と い う 名 を 継 ぐ こ と に な る が、 兄 が ⽣ き 

て い た な ら ば 兄 が そ の 名 跡 を 継 承 し て い た か も し れ な い。 ⽝ 飼 清 蔵 を 継 い だ ⻑ 明 は、 砲 術 等 の 武 術 に 加 え て、 ⾦ 津 流 の 

獅 ⼦ 躍 を 修 め、 寛 政 元 年 （ 1789 ） 四 七 歳 の 時、 仙 台 領 と 盛 岡 領 の 藩 境、 上 胆 沢 郡 相 去 村 の 番 所 へ ⾜ 軽 頭 と し て 赴 任 し 

た。 同 年 に ⽗ ⼀ ⻑ が 亡 く なっ て い る が、 こ の 直 前、 天 明 3 年 か ら 8 年 （ 1783-1788 ） に か け て、 再 び 東 北 を ⼤ 飢 饉 が 襲っ 

て い る。 こ の 天 命 の ⼤ 飢 饉 で は、 盛 岡 藩 は 藩 の 総 ⼈ ⼝ の 4 分 の 1 に 当 た る 75,000 ⼈ を 超 え る 死 者 を 出 し た と い う。   

  か よ う に ⽝ 飼 清 蔵 ⻑ 明 が ⿅ 踊 り を 踊っ た 時 代 の 東 北 は、 天 候 不 順 や 冷 害、 ま た ⽕ ⼭ の 噴 ⽕ に よ る ⽕ ⼭ 灰 な ど に よっ 

て、 ま さ に 飢 饉 ま た 飢 饉 の 連 続 で あ り、 農 ⺠ に とっ て は 実 に 過 酷 な 時 代 で あっ た と ⾔ わ ね ば な ら な い。   

  亡 く な る 直 前 ま で 藩 境 の 番 所 で 勤 め た ⽝ 飼 清 蔵 ⻑ 明 は、 そ の 地 で も ⿅ 踊 り を 伝 え た よ う で あ る。 ま た、 七 北 ⽥ 川 の 辺 

り に あ る 時 に は、 松 森 村 の 嘉 左 衛 ⾨ と い う 農 ⺠ に ⿅ 踊 り を 伝 承 し て い る。   

  ⽝ 飼 清 蔵 ⻑ 明 と は、 ⼀ 体 ど う いっ た ⼈ で あっ た の だ ろ う か。 ど う いっ た 思 い で シ シ 頭 を 被 り、 太 ⿎ を 打 ち、 地 を 踏 ん 

で い た の だ ろ う か。 松 森 で、 赴 任 し た 地 で、 ど の よ う に 弟 ⼦ に 向 か い 合っ て い た の だ ろ う か。   

  安 部 ⽒ ら が 伝 書 等 を 読 み 解 い た こ と で 浮 か び 上 がっ て き た こ の ⽝ 飼 清 蔵 ⻑ 明 と い う ⼀ ⼈ の 男 の ⼈ ⽣ が、 ⿅ 踊 り と い う 

鎮 魂 と 豊 穣 の 芸 能 に ⽣々 し い 陰 影 を 与 え て い る よ う に も 思 わ れ て く る。 今 回 「郷 ⼟ 芸 能 が 消 滅 し て い く 運 命 に あ る か も 

し れ な い」 「次 の 代 の 弟 ⼦ に 伝 え る と い う こ と 以 外 に な い」 と い う 話 も あっ た が、 こ れ は も し か し た ら ⽝ 飼 清 蔵 の 時 代 

も そ う だっ た か も し れ ず、 そ れ は む し ろ 芸 能 が ⽣ き て い る 証 な の か も し れ な い。   

  そ し て、 彼 が 松 森 や ⽯ 関 へ ⿅ 踊 り を 伝 え た こ と で、 250 年 以 上 経っ て、 我々 が コ ロ ナ 禍 の 時 代 に オ ン ラ イ ン で 語 り 

合っ て い る の だ。 い わ ば ⽝ 飼 清 蔵 が 繋 い だ 不 思 議 な 縁 で あ る。   

  

  改 め ま し て、 今 回、 惜 し げ も な く ご ⾃ ⾝ の 研 鑽 と 研 究 の 成 果 を もっ て、 様々 な 質 問 に 答 え て く だ さっ た 安 部 靖 ⽒ と ⼩ 

岩 秀 太 郎 ⽒ に 感 謝 申 し 上 げ ま す。 ま た、 こ の 冊 ⼦ を ⼿ に 取っ て く だ さっ た ⽅々 と の 縁 も ま た 拡 がっ て い く こ と を ⼼ か ら 

願っ て お り ま す。   

             曽 和 聖 ⼤ 郎   

  

2020 年 12 ⽉ 26 ⽇   オ ン ラ イ ン 勉 強 会   (zoom)    仙 台・ 東 京・ 横 浜   

  

【引 ⽤・ 参 考 ⽂ 献】   
  

・ ⾦ 津 流 ⽯ 関 獅 ⼦ 躍 ホー ム ペー ジ    http://ishizekishishi.flier.jp   

・ 書 籍 「百 ⿅ 繚 乱   え さ し ⿅ 踊 図 鑑」 (2013 年）   

  発 ⾏ 者 - ⾃ 律 的 ま ち づ く り モ デ ル 創 出 ⽀ 援 事 業 委 員 会 （事 務 局 ： 奥 州 商 ⼯ 会 議 所 江 刺 ⽀ 所）   

  監 修 - 江 刺 ⿅ 踊 保 存 会   

・ 第 ３ 回 国 連 防 災 世 界 会 議 仙 台 直 前 イ ベ ン ト 「ひ と の ち か ら」 来 場 者 配 布 資 料   

     (2015 年 2 ⽉ 1 ⽇ ， せ ん だ い メ ディ ア テー ク）   

  主 催 - 仙 台 市 ， 企 画 -( 公 財) ⾳ 楽 の ⼒ に よ る 復 興 セ ン ター・ 東 北 ， 出 演 - ⾦ 津 流 ⽯ 関 獅 ⼦ 躍 ほ か   

  

【資 料 提 供】   
  

・ 「獅 ⼦ 躍 本 体 之 巻」 「⾦ 津 流 ⽯ 関 獅 ⼦ 躍 傳 授 之 ⽬ 録」 (い ず れ も 写 し・ ⼀ 部）   ⾦ 津 流 獅 ⼦ 躍 師 匠   安 部 靖 ⽒   

  

発 ⾏ ⽇     2021 年 2 ⽉ 28 ⽇   

監 修       安 部 靖・ ⼩ 岩 秀 太 郎   

編 集       千 ⽥ 祥 ⼦・ 及 川 ひ ろ か・ 曽 和 聖 ⼤ 郎   

地 図 制 作   曽 和 聖 ⼤ 郎   
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