
高宮神楽まつりで披露した「神儀舞 御
ご

座
ざ

」。東
西南北中央の神々をこの御座に招請し、五方
を拝し手に持つ茣

ご

蓙
ざ

を清めて神前に供する。

古い神楽を守る
安芸高田神楽を担う人々　―その４―

広島県を中心に巻き起こっている神楽ブーム。神楽公演が各地で催され、他の神楽団の神楽を目に
する機会が多くなり、それに影響され、各神楽団の舞い方や奏楽、演出方法に変化が出てきています。
そのような中、先人から受け継いだ舞の伝承に力を注いでいる梶矢神楽団。安芸高田市の神楽文化
の元祖として、古典演目の伝承を重視し活動を続けています。

古
い
神
楽
を
大
切
に

し
て
き
た
か
ら
こ
そ
、
今
の

梶
矢
神
楽
団
が
あ
り
ま
す

梶矢神楽団　団長

長
なが

尾
お

 良
よし

文
ふみ

さん（58 歳）

　
寛
政
12
（
１
８
０
０
）
年
に
は
す
で
に

神
楽
団
の
活
動
が
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る

梶
矢
神
楽
団
。
安
芸
高
田
市
の
神
楽
文
化

の
元
祖
と
し
て
、
梶
矢
に
伝
わ
る
舞
を
大

切
に
し
て
い
ま
す
。「
古
く
か
ら
伝
わ
る

舞
や
歌
を
、
私
た
ち
の
代
で
だ
め
に
す
る

と
い
う
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
古
い
神
楽

を
大
切
に
し
て
き
た
か
ら
こ
そ
、
今
の
梶

矢
神
楽
団
が
あ
り
ま
す
」
と
語
る
の
は
梶

矢
神
楽
団
団
長
の
長
尾 

良
文
さ
ん
。「
広

島
の
中
心
部
で
も
東
京
で
も
、
梶
矢
の
舞

を
見
せ
て
い
け
ば
い
い
」
と
言
う
長
尾
さ

ん
は
、
安
芸
高
田
市
内
の
神
楽
団
の
多
く

が
新
作
高
田
舞
に
重
点
を
置
い
て
練
習
を

積
む
中
、〝
梶
矢
に
伝
わ
っ
た
舞
〟
を
伝

え
て
い
く
た
め
、
旧
来
か
ら
あ
る
演
目
の

保
持
に
努
力
を
重
ね
て
い
ま
す
。

　
現
在
、
安
芸
高
田
市
の
神
楽
は
、
競
演

大
会
で
優
勝
し
た
団
の
神
楽
に
強
く
影
響

さ
れ
る
傾
向
が
あ
り
、
そ
う
す
る
と
一
つ

ひ
と
つ
の
神
楽
団
の
個
性
が
薄
く
な
っ
て

し
ま
い
ま
す
。「
お
客
さ
ん
を
喜
ば
せ
る

神
楽
も
魅
力
は
あ
り
ま
す
が
、
本
来
は

〝
神
様
に
捧
げ
る
舞
〟と
い
う
信
念
を
持
っ

て
舞
う
べ
き
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。
体
育

館
や
イ
ベ
ン
ト
会
場
で
舞
う
神
楽
も
い
い

の
で
す
が
、
神
様
が
お
ら
れ
る
天
蓋
の
あ

る
舞
殿
で
、
神
様
に
見
て
い
た
だ
く
神
楽

を
舞
う
こ
と
が
本
来
の
神
楽
だ
と
思
い
ま

す
」
と
長
尾
さ
ん
は
〝
神
様
に
捧
げ
る
た

め
の
神
楽
〟
が
変
わ
っ
て
い
っ
て
し
ま
う

こ
と
に
警
鐘
を
鳴
ら
し
て
い
ま
す
。

　
次
男
で
あ
る
長
尾
さ
ん
は
、
長
男
が
家

を
継
ぐ
か
ら
い
つ
か
は
川
根
地
域
か
ら
出

て
行
っ
て
し
ま
う
、
と
神
楽
団
の
人
か
ら

言
わ
れ
た
と
き
に
は
、「
私
は
川
根
に
骨

を
埋
め
ま
す
」
と
き
っ
ぱ
り
言
い
切
っ
た

そ
う
で
す
。
そ
の
決
意
か
ら
、
川
根
へ
の

愛
の
強
さ
が
伺
え
ま
す
。

　「
神
楽
は
時
代
遅
れ
で
な
け
れ
ば
い
け

な
い
」
と
言
う
長
尾
さ
ん
。「
鬼
な
ど
の

悪
役
が
出
た
と
き
は
、
今
で
は
ド
ラ
イ
ア

イ
ス
の
演
出
が
多
い
で
す
が
、
う
ち
は
煙

幕
筒
を
使
い
ま
す
」
と
、
小
道
具
も
旧
来

か
ら
の
形
を
守
り
ま
す
。

　「
安
芸
高
田
神
楽
の
元
祖
と
言
わ
れ
た

梶
矢
神
楽
団
は
、
重
圧
が
あ
っ
て
こ
そ
」。

誇
り
と
責
任
を
持
ち
、
舞
い
続
け
る
神
楽

が
、
梶
矢
に
は
あ
り
ま
す
。

広島県無形文化財に指定された「鍾
しょう

馗
き

」。

練習に取り組む団員たち。演目は「塵
じん

輪
りん

」。
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神楽を始めたきっかけは、神楽を終わりにしたら
いけないという使命感からでした

（写真左）

本番さながらの迫力で練習に取り組む団
員たち。練習を積み重ね、舞と楽の息を
揃えます。

神
楽
の
存
続
の
た
め
に

安
芸
高
田
神
楽
を
担
う
人
々
　
―
そ
の
５
―

神
楽
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
伝
わ
る
伝
統
文
化
。

ど
ん
な
に
素
晴
ら
し
い
文
化
で
も
、
伝
え
、
そ
れ
を
受
け
継
ぐ
人
が
い
な
け
れ
ば
、
そ
の
文
化
は
廃
れ
て
い
っ

て
し
ま
い
ま
す
。

若
い
人
の
力
を
引
き
出
し
な
が
ら
、
神
楽
を
次
世
代
へ
伝
え
る
。
そ
れ
を
実
践
し
て
い
る
人
が
い
ま
す
。

　
今
年
で
横
田
神
楽
団
団
長
49
年
目
の
久

保 

良
雄
さ
ん
。
久
保
さ
ん
が
神
楽
を
始

め
た
き
っ
か
け
は
、
昭
和
39
年
頃
、
団
員

不
足
か
ら
神
楽
団
の
活
動
が
中
断
し
、
そ

の
と
き
に
感
じ
た
神
楽
を
廃
れ
さ
せ
て
は

い
け
な
い
と
い
う
使
命
感
か
ら
で
し
た
。

「
農
繁
期
で
も
神
楽
団
員
は
練
習
や
神
楽

奉
納
に
出
か
け
な
く
て
は
い
け
な
い
し
、

団
員
の
中
で
も
次
男
三
男
は
家
か
ら
出
て

行
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
た
め
、
団
員
が

減
り
、
神
楽
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
い

ま
し
た
。
神
楽
に
は
ま
っ
た
と
い
う
こ
と

で
は
な
く
、
神
楽
を
終
わ
り
に
し
た
ら
い

け
な
い
と
い
う
思
い
で
し
た
。
た
だ
、
や

る
な
ら
恥
を
か
い
た
ら
い
け
な
い
、
活
気

あ
る
団
と
し
て
次
の
世
代
に
引
き
継
が
な

け
れ
ば
と
、
練
習
に
励
ん
で
き
ま
し
た
」。

　
ま
た
、
後
継
者
の
育
成
の
た
め
、
昭
和

58
年
頃
か
ら
は
横
田
の
子
ど
も
た
ち
に
神

楽
を
教
え
始
め
ま
し
た
。「
神
楽
を
好
き

な
子
ど
も
た
ち
が
団
に
入
っ
て
、
今
で
は

中
堅
と
し
て
活
躍
す
る
団
員
も
い
ま
す
。

神
楽
を
守
る
活
動
を
し
て
い
た
ら
、
多
く

の
若
者
が
集
ま
っ
て
く
れ
て
い
ま
し
た
」。

　
横
田
の
こ
だ
わ
り
は
、
引
き
継
い
で
か

ら
今
日
ま
で
、
基
本
的
に
は
変
え
て
い
な

い
〝
神
楽
の
構
成
〟。
ス
ト
ー
リ
ー
が
盛

り
上
が
る
見
せ
場
の
み
に
時
間
を
割
く
の

で
は
な
く
、
全
体
の
バ
ラ
ン
ス
が
取
れ
た

構
成
を
崩
し
て
い
ま
せ
ん
。

　
現
在
、
神
楽
は
舞
い
方
や
奏
楽
が
少
し

ず
つ
変
わ
る
傾
向
が
あ
り
ま
す
。し
か
し
、

そ
も
そ
も
神
楽
は
口
伝
で
伝
え
ら
れ
い
る

た
め
、
江
戸
時
代
後
期
に
伝
わ
っ
た
神
楽

を
現
在
も
行
っ
て
い
る
神
楽
団
は
あ
り
ま

せ
ん
。「
守
ら
な
い
と
い
け
な
い
と
こ
ろ

は
変
え
て
は
い
け
ま
せ
ん
が
、
若
い
者
の

意
見
を
頭
ご
な
し
に
否
定
せ
ず
、
お
互
い

が
納
得
で
き
る
点
を
探
ら
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。
ま
た
、
若
い
者
に
舞
台
に
挑
戦

さ
せ
て
、
経
験
を
積
ま
せ
る
こ
と
も
大
事

な
こ
と
で
す
。
私
に
は
、
次
に
つ
な
ぐ
責

任
が
あ
り
ま
す
」
と
、
今
後
の
神
楽
を
見

据
え
て
言
い
ま
す
。

　
若
い
人
の
力
を
引
き
出
し
な
が
ら
、
神

楽
を
次
世
代
に
伝
え
る
こ
と
。
そ
れ
が
、

神
楽
の
伝
統
を
守
っ
て
い
く
た
め
に
必
要

な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

安芸高田神楽協議会　会長
横田神楽団　団長

久
く

保
ぼ

 良
よし

雄
お

さん（75 歳）

横田八幡神社での奉納神楽。迫力の
ある舞は、市内外から訪れたファン
を魅了します。

（写真右）

練舞場に置いてある
鬼 の 面。 職 人 の 魂 が
面一つひとつに込め
られています。
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