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楽
や
打
ち
ば
や
し

な
ど
が
共
演
す
る

子
ど
も
た
ち
の
発

表
会
が
客
席
を
魅
了
し
た
。

　

少
子
化
で
出
演
団
体
こ
そ

減
っ
て
い
る
が
、「
見
せ
方
」

を
工
夫
す
る
こ
と
で
質
の
高

い
舞
台
を
創
り
、
相
変
わ
ら

ず
の
人
気
を
維
持
し
て
い
る
。

　

発
表
会
は
30
年
以
上
続
く

恒
例
行
事
。
あ
ら
た
め
て
郷

土
芸
能
の
価
値
を
実
感
で
き

る
も
の
で
、
同
時
に
地
域
文

化
創
造
・
発
信
の
あ
り
方
や

新
し
い
可
能
性
を
も
示
し
た
。

　

旧
藤
沢
町
時
代
、
少
子
高

齢
化
が
進
む
中
山
間
地
の

魅
力
発
信
を
模
索
す
る
中

で
着
目
し
た
の
が
文
化
創
造

活
動
。
そ
の
拠
点
と
し
て
98

年
に
藤
沢
町
文
化
交
流
セ

ン
タ
ー
（
現
藤
沢
文
化
セ
ン

タ
ー
）
を
オ
ー
プ
ン
し
た
。
セ

ン
タ
ー
の
中
核
は「
縄
文
ホ
ー

ル
」。
こ
の
舞
台
か
ら
藤
沢
町

民
劇
場（
現
一
関
藤
沢
市
民

劇
場
）
を
は
じ
め
と
す
る「
藤

沢
な
ら
で
は
」
の
文
化
が
生

み
出
さ
れ
て
き
た
。

　

藤
沢
地
域
の
特
徴
は
、
古

里
へ
の
こ
だ
わ
り
と
市
民
の

手
づ
く
り
。
今
回
も
舞
台
に

立
つ
子
ど
も
た
ち
を
裏
方
で

支
え
た
の
は
地
元
の
子
ど
も

た
ち
だ
っ
た
。

　

縄
文
ホ
ー
ル
の
企
画
か
ら

運
営
ま
で
を
担
う
Ｊ
ス
タ
ッ

フ
協
議
会
の
及
川
隆
司
会
長

は「
こ
こ
で
は
文
化
は
自
分

た
ち
で
創
る
も
の
。
舞
台
は

多
く
の
人
の
手
に
よ
っ
て
創

ら
れ
る
。
心
が
宿
っ
て
い
る
か

ら
生
き
て
い
る
。
そ
こ
が
面

白
い
」
と
語
る
。

　

客
席
か
ら
見
守
っ
た
勝
部

修
市
長
は「
出
演
者
も
裏
方

も
市
民
。
他
の
地
域
に
も
藤

沢
方
式
を
広
げ
て
い
く
こ
と

で
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
文
化

を
振
興
で
き
る
の
で
は
な
い

か
」
と
可
能
性
を
探
る
。

子
ど
も
た
ち
の
晴
れ
舞
台
は
、

古
里
を
愛
す
る

多
く
の
人
の
手
に
よ
っ
て
紡
ぎ
出
さ
れ
る

文
化
と
は
、
こ
こ
で
は
自
ら
創
る
こ
と

　2000年シドニー五輪聖火リ

レーイベントへ参加するため渡豪。
世界最大のスポーツイベントで古
里の神楽を世界へと発信した。
　神楽との出合いは少年時代。
古里宮城県気仙沼市本吉町で下
大籠南部神楽の演舞を見て心を

打たれた。「かっこよかった。テ

レビのない時代、舞い手はスター

だった」　
　1951年に縁あって藤沢町大籠
へ。憧れだった同保存会に入会
し、「神楽三昧」の人生が始まっ

た。以来、今日まで 60年にわた

り、舞ってきた。

高橋義男さん
下大籠南部神楽保存会会長

一
人
で
も
多
く
の

後
継
者
を
育
て
る
こ
と
が

こ
れ
か
ら
の
仕
事　73年からは会長を務め、保存・

継承活動に力を注ぐ毎日。口承
だった神楽の口上を３冊の冊子
「南

なん

部
ぶ

神
か ぐ ら

楽詠
ろく

議
ぎ

本
ぼん

」にまとめるな

ど、神楽の伝承者としても重責を

果たす。08年には㈶伝統文化活
性化国民協会の地域伝統文化功
労者に選ばれた。
　３月で85歳。しかし、神楽衣
装に袖を通せば、背筋がすっと

伸びる。
　「伝統文化の神楽を守りたい。
一人でも多くの後継者を育てるこ

とがこれからの仕事」
　情熱は冷めない。

伝承者

及川忠さん
Jスタッフ協議会

裏方

や
か
な
衣
装
。
躍

動
感
あ
ふ
れ
る
舞

い
。
息
の
あ
っ
た

演
奏
な
ど
郷
土
芸
能
は
、
古

里
の
風
土
が
生
み
出
し
た
地

域
の
誇
る
べ
き
文
化
だ
。
長

い
年
月
を
か
け
、
古
里
に
伝

承
さ
れ
て
き
た
芸
能
を
守
り
、

育
て
、
次
代
へ
と
つ
な
い
で
い

く
こ
と
が
、
現
代
に
生
き
る

私
た
ち
の
使
命
で
も
あ
る
。

　

初
め
は
見
る
だ
け
で
い
い
、

聴
く
だ
け
で
い
い
。
ま
ず
触

れ
て
も
ら
い
、
興
味
が
沸
い

た
ら
参
加
す
る
。
こ
う
し
て

少
し
ず
つ
裾
野
を
広
げ
て
い

く
こ
と
が
大
事
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

　

大
地
の
恵
み
に
感
謝
す
る

こ
と
か
ら
始
ま
っ
た
神
楽
は
、

も
と
も
と
農
村
の
娯
楽
と
し

て
多
く
の
人
に
愛
さ
れ
て
き

た
。
本
来
は
、田
園
風
景
の
中

で
楽
し
む
も
の
で
あ
る
。
そ

れ
を
子
ど
も
た
ち
に
伝
え
、

舞
台
で
披
露
し
、
恒
例
行
事

に
定
着
さ
せ
て
し
ま
う
あ
た

り
が
藤
沢
流
。
い
に
し
え
か

ら
伝
わ
る
芸
能
の
中
に
、
未

来
へ
通
じ
る
生
命
力
を
感
じ

ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
お
そ

ら
く
、
舞
い
手
の
継
承
だ
け

で
な
く
、
そ
こ
に
裏
方
の
育

成
が
あ
る
か
ら
だ
ろ
う
。

　

正
月
返
上
で
、
毎
晩
遅
く

ま
で
稽
古
を
重
ね
て
き
た
の

は
子
ど
も
た
ち
だ
け
で
は
な

い
。
子
ど
も
た
ち
の
晴
れ
舞

台
は
、
家
で
、
地
域
で
、
子
ど

も
た
ち
を
支
え
続
け
た
父
母

や
指
導
者
の
努
力
な
く
し
て

は
語
れ
な
い
。

　

毎
晩
わ
が
子
の
稽
古
に
付

き
合
い
、
本
番
を
客
席
か
ら

見
守
っ
た
父
親
の
一
人
は「
よ

う
や
く
今
夜
か
ら
家
族
そ

ろ
っ
て
食
卓
を
囲
む
こ
と
が

で
き
る
。
晩
酌
の
時
間
も
早

く
な
る
よ
」
と
う
れ
し
そ
う

に
笑
っ
た
。

　

郷
土
芸
能
は
、
核
家
族
化

が
広
が
り
、
世
代
間
分
離
が

進
む
中
山
間
地
域
の「
絆
」再

生
に
も
大
き
な
役
割
を
果
た

し
て
い
る
。
誇
り
と
活
気
を

生
み
出
す
そ
の
取
り
組
み
こ

そ
地
域
の「
宝
」
で
あ
る
。

　97年から３年間、旧藤沢町が

実施した Jスタッフ養成講座を受
講。縄文ホールのオープン時か

ら裏方として活躍してきた。主に

照明や美術を担当、現在は Jス

タッフ協議会企画広報部長とし

て地域文化の創造発信を担う。
　「客席を魅了する表舞台がある

一方で、もう一つのドラマが繰り

広げられる舞台裏。「光」と「音」
を巧みに操り、舞台を彩る裏方
は舞台裏の主役。そのだいご味
を子どもたちにも知ってほしい」
と子ども郷土芸能発表会にJキッ

ズ養成講座をタイアップさせる企

画を立案。表も裏も市民が主役
の藤沢方式を「これが地域文化」
と胸を張る。
　仕事が終わると一目散にホー

ルへ向かう。毎晩遅くまで舞台づ

くりに打ち込む情熱と使命感は、
もはや趣味やボランティアの域を

超える。
　「裏方は、お客さんと顔を合わ

せることはないが、拍手喝采を浴
びた時は本当にうれしい。やって

よかったと思う瞬間」とにっこり。
　「演じる喜びがあれば、支える

喜びもある」
　根っからのボランティアだ。

1_ 養成講座で照明の操作を学ぶ J
キッズ／ 2_ 今年は５人の子供たち
が受講。修了証を手に指導したJス
タッフと共に／ 3_トップを飾った

「藤沢ばやし保存会」を紹介する近
江翔君（藤沢小６年）／ 4_あいさ
つする勝部市長。「郷土芸能の灯を
絶やさないよう伝承活動に力を入れ
てほしい」と述べた
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演
じ
る
喜
び
が

あ
る
よ
う
に

支
え
る
喜
び
が
あ
る

神

華

Ｊ
キ
ッ
ズ
養
成
講
座
で
受

講
者
に
照
明
の
仕
込
み
を

指
導
す
る
及
川
忠
さ
ん
㊧

発
表
会
で
子
ど
も
た
ち
と

舞
台
に
上
が
り
、
鉦か

ね

を
担

当
し
た
高
橋
義
男
さ
ん
㊧


