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剣
舞
は
、
岩
手
県
か
ら
宮
城
県

を
中
心
に
分
布
す
る
東
北
地
方
の

代
表
的
な
民
俗
芸
能
の
一
つ
で
す
。

さ
ま
ざ
ま
な
形
態
が
あ
り
ま
す
が
、

憤
怒
の
面
を
つ
け
て
激
し
く
踊
る

剣
舞
は
、「
鬼
剣
舞
」
と
い
う
名
前

で
広
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

最
近
で
は
、
祭
り
や
イ
ベ
ン
ト

な
ど
で
見
る
こ
と
が
多
く
な
り
ま

し
た
が
、
本
来
は
先
祖
の
霊
を
慰

め
る
の
が
主
な
目
的
で
し
た
。
お

盆
の
時
期
な
ど
に
、
初
盆
を
迎
え

る
家
や
墓
地
、
寺
な
ど
で
踊
ら
れ

て
き
た
の
で
す
。
悪
霊
退
散
や
衆し

ゅ

生
済
度
（
生
き
物
を
救
済
し
、
悟

じ
ょ
う
さ
い

ど

り
に
導
く
こ
と
）
な
ど
の
意
味
も

持
つ
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
何

よ
り
昔
の
人
々
に
と
っ
て
は
身
近

な
娯
楽
で
も
あ
り
ま
し
た
。

鬼
剣
舞
の
勇
壮
で
力
強
い
踊
り

は
、
代
表
的
な
民
俗
芸
能
と
し
て

評
価
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
芸
能

の
変
遷
の
過
程
や
、
地
域
的
な
特

色
を
示
す
無
形
文
化
財
と
し
て
も

重
要
視
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
う
し

た
こ
と
が
評
価
さ
れ
、
北
上
市
２

団
体
（
岩
崎
鬼
剣
舞
保
存
会
、

滑
田
鬼
剣
舞
保
存
会
）
と
奥
州
市

な
め
し
だ

２
団
体
（
朴
ノ
木
沢
念
仏
剣
舞
保

存
会
、
川
西
大
念
仏
剣
舞
保
存

会
）
は
「
鬼
剣
舞
連
合
保
存
会
」

と
し
て
、
平
成
５
年
に
国
の
重
要

無
形
民
俗
文
化
財
に
指
定
さ
れ
ま

し
た
。
長
年
地
域
で
受
け
継
が
れ
、

生
活
と
密
接
に
関
わ
っ
て
き
た
鬼

剣
舞
は
、
こ
う
し
て
地
域
の
宝
か

ら
、
国
の
宝
へ
と
な
っ
た
の
で
す
。

ᎉ
ᱷ
を
目
ന
す
綾
子
踊

あ
や

こ

お
ど
り

鬼
剣
舞
が
ユ
ネ
ス
コ
無
形
文
化

遺
産
を
目
指
す
こ
と
に
な
っ
た
の

は
、
香
川
県
ま
ん
の
う
町
の
佐
文

さ

ぶ
み

綾
子
踊
保
存
会
の
活
動
が
き
っ
か

け
で
し
た
。
綾
子
踊
は
、
水
不
足

に
悩
ま
さ
れ
て
き
た
こ
の
地
域
で
、

雨
乞
い
の
た
め
に
踊
ら
れ
て
き
た

民
俗
芸
能
で
す
。
女
装
し
た
男
性

が
優
雅
に
踊
る
様
子
は
、
初
期
の

歌
舞
伎
の
面
影
を
残
し
て
い
る
と

も
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
昭
和

年
、

51

国
は
初
め
て
と
な
る
重
要
無
形
民

俗
文
化
財
に

件
を
指
定
し
ま
し

30

た
が
、
そ
の
中
に
は
綾
子
踊
も
含

ま
れ
て
い
ま
し
た
。

そ
の
後
時
は
流
れ
、
社
会
変
化

で
消
え
ゆ
く
無
形
文
化
遺
産
を
国

際
的
に
保
護
し
よ
う
と
い
う
機
運

が
高
ま
り
ま
す
。
ユ
ネ
ス
コ
は

「
無
形
文
化
遺
産
の
保
護
に
関
す

る
条
約
」
を
平
成

年
に
採
択
し
、

15

年
に
発
効
し
ま
し
た
。
有
形
の

18

文
化
遺
産
を
対
象
と
し
た
「
世
界

遺
産
」
に
加
え
、
無
形
文
化
遺
産

も
国
際
的
に
保
護
を
し
て
い
く
枠

組
み
が
整
っ
た
の
で
す
。

日
本
は
、
重
要
無
形
民
俗
文
化

財
な
ど
を
順
次
提
案
し
、
ユ
ネ
ス

コ
登
録
を
目
指
し
て
い
き
ま
す
。

そ
の
中
に
は
、
早
い
時
期
に
国
指

定
を
受
け
た
綾
子
踊
も
含
ま
れ
て

い
ま
し
た
。
日
本
は
順
調
に
登
録

数
を
増
や
し
て
い
き
ま
し
た
が
、

各
国
か
ら
審
査
依
頼
が
殺
到
し
た

結
果
、
日
本
の
よ
う
に
登
録
が
多

い
国
は
審
査
が
制
限
さ
れ
る
よ
う

に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
か
つ
て
登

録
さ
れ
た
文
化
遺
産
と
の
類
似
性

を
指
摘
さ
れ
、
登
録
に
至
ら
な
い

ケ
ー
ス
が
生
じ
る
な
ど
、
同
種
の

文
化
遺
産
を
単
独
で
提
案
す
る
の

は
難
し
く
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。

朴ノ木沢念仏剣舞
（伝承地：胆沢小山）

平泉の高舘で無念の最期を遂げた源義経主従。その亡霊を鎮め

るためにつくられた「高舘
たか だて

物怪」を継承しているといわれています。
もっ け

1494（明応３）年に高舘剣舞から胆沢の都鳥に伝授され、1863

（文久３）年になって朴ノ木沢の惣五郎に受け継がれました。本

剣舞では、踊り手、カッカタ（仏の化身の猿）のほか、少女の胴

取り二人によってストーリーが展開されます。

優
雅
に
踊
ら
れ
る
綾
子
踊
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⟫
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⟬
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合
会
の
᧕
ጅ

こ
の
よ
う
な
状
況
か
ら
、
綾
子

踊
は
方
針
転
換
を
余
儀
な
く
さ
れ

ま
し
た
。「
風
流
」
と
い
う
く
く
り

で
連
合
会
を
結
成
し
、
登
録
を
目

指
す
方
向
に
か
じ
を
切
り
ま
す
。

「
風
流
」
と
は
、
中
世
芸
能
の
風

流
踊
が
基
と
な
っ
た
民
俗
芸
能
で
、

華
や
か
な
衣
装
を
着
飾
り
、
鉦
や

か
ね

太
鼓
、
笛
な
ど
で
は
や
し
、
歌
い
、

主
に
集
団
で
踊
る
も
の
で
す
。
念

仏
踊
や
盆
踊
り
な
ど
多
く
の
民
俗

芸
能
・
行
事
が
含
ま
れ
、
剣
舞
や

鹿
踊
な
ど
も
こ
れ
に
該
当
し
ま
す
。

し
し
お
ど
り平

成

年
、
綾
子
踊
の
地
元
ま

29

ん
の
う
町
は
、
風
流
に
分
類
さ
れ

る
国
指
定
団
体
が
あ
る
自
治
体
に

向
け
て
、
共
に
登
録
を
目
指
そ
う

と
呼
び
掛
け
を
行
い
ま
し
た
。
連

川西大念仏剣舞
（伝承地：衣川衣里）

北上和賀地方の鬼剣舞に比べ、念仏による衆生済度の意識がよ

り強く、お盆や中尊寺の施餓鬼法会などで精霊供養として踊られ
せ が き ほう え

てきました。伝承によると、安部一族の亡魂が夜ごと現れたので、

藤原清衡が亡魂済度の祈祷をしたところ１匹の猿が現れ、念仏踊

りを舞いながら亡霊を成仏させたことに始まる―といわれて

います。

絡
を
受
け
た
北
上
市
と
奥
州
市
は
、

鬼
剣
舞
４
団
体
の
代
表
を
集
め
、

話
し
合
い
を
行
い
ま
す
。
突
然
の

提
案
で
し
た
が
、
鬼
剣
舞
を
世
界

へ
Ｐ
Ｒ
で
き
る
絶
好
の
機
会
で
あ

る
こ
と
な
ど
か
ら
、
各
団
体
は
参

加
を
決
意
し
ま
し
た
。
最
終
的
に

は
全
国
の

団
体
が
賛
同
し
、

33

30

市
町
村
、

都
府
県
の
自
治
体
が

18

特
別
会
員
と
し
て
参
加
す
る
こ
と

に
な
っ
た
の
で
す
。

そ
し
て
今
年
２
月
１
日
、
全
国

民
俗
芸
能
「
風
流
」
保
存
・
振
興

連
合
会
の
設
立
総
会
が
東
京
で
開

か
れ
ま
し
た
。
東
京
へ
向
か
っ
た

朴
ノ
木
沢
念
仏
剣
舞
保
存
会
の
三

田
一
男
会
長
と
両
市
の
担
当
者
は
、

全
国
か
ら
集
ま
っ
た
団
体
と
合
流

し
、
国
会
議
員
へ
の
陳
情
や
設
立

総
会
に
臨
ん
だ
の
で
す
。
総
会
で

は
、
団
体
同
士
の
交
流
や
、
継
承

の
た
め
の
調
査
研
究
、
ユ
ネ
ス
コ

登
録
へ
向
け
た
取
り
組
み
な
ど
の

活
動
方
針
が
示
さ
れ
、
承
認
さ
れ

ま
し
た
。
こ
う
し
て
風
流
に
よ
る

活
動
は
、
初
め
の
一
歩
を
踏
み
出

し
た
の
で
す
。

鬼剣舞を

世界の宝へ
特集

２
月
に
開
か
れ
た
設
立
総
会
。
風
流

の
団
体
が
一
堂
に
会
し
ま
し
た

ユネスコに登録された

日本の無形文化遺産

・能楽（平成20年）

・人形浄瑠璃文楽（平成20年）

・歌舞伎（伝統的な演技演出様式で上

演される歌舞伎）（平成20年）

・雅楽（平成21年）

・小千谷縮・越後上布（平成21年）
お ぢ や ちぢみ

・奥能登のあえのこと（平成21年）

・早池峰神楽（平成21年）

・秋保の田植踊（平成21年）
あき う

・チャッキラコ（平成21年）

・大日堂舞楽（平成21年）

・題目立（平成21年）
だい もく たて

・アイヌ古式舞踊（平成21年）

・組踊（平成22年）

・結城紬（平成22年）
つむぎ

・壬生の花田植（平成23年）
み ぶ

・佐陀神能（平成23年）
さ だ しん のう

・那智の田楽（平成24年）

・和食「日本人の伝統的な食文化」

（平成25年）

・和紙「日本の手漉和紙技術（構成：
すき

石州半紙，本美濃紙，細川紙）」（平
せき しゅう

成26年）

・山・鉾・屋台行事（平成28年）
ほこ

・来訪神「仮面・仮装の神々」（平成30

年）

※かっこ内は登録年
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