
神
楽
と
は
？

　

神
楽
は
自
然
へ
の
感
謝
を
表

現
し
、
神
様
へ
と
奉
納
さ
れ
る

芸
能
で
す
。
そ
の
始
ま
り
は
、

『
古
事
記
』
や
『
日
本
書
記
』

に
記
さ
れ
る
神
話
に
あ
る
と
言

わ
れ
て
い
ま
す
。

　

昔
、
天あ

ま
て
ら
す
お
お
み
か
み

照
大
神
が
、
弟
・

素す
さ
の
お
の
み
こ
と

盞
鳴
尊
の
乱
暴
な
振
る
舞
い

に
怒
り
、
天
の
岩
戸
に
隠
れ
て

し
ま
い
ま
し
た
。
世
の
中
は

真
っ
暗
闇
に
な
り
、
恐
ろ
し
い

こ
と
や
悲
し
い
こ
と
が
次
々
に

起
こ
り
ま
し
た
。
困
っ
た
神
々

が
集
ま
っ
て
相
談
し
、
岩
戸
の

前
で
天

あ
め
の
う
ず
め
の
み
こ
と

鈿
女
命
が
舞
を
舞
っ

て
、
天
照
大
神
を
誘
い
出
し
ま

し
た
。
そ
の
舞
が
、
神
楽
の
始

ま
り
だ
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま

す
。
そ
の
よ
う
な
歴
史
あ
る
神

楽
は
、
人
か
ら
人
へ
と
現
代
ま

で
つ
な
が
れ
て
い
ま
す
。

本
庄
市
の
神
楽

　

市
内
に
は
、
金
鑽
神
楽
杉
田

組
・
宮
﨑
組
・
本
庄
組
・
根
岸

組
・
太
駄
組
が
あ
り
、
市
の
無

形
民
俗
文
化
財
と
し
て
指
定
さ

れ
て
い
ま
す
。
ど
の
組
も
神
川

町
二
宮
の
金
鑽
神
社
を
核
と
し

て
形
成
さ
れ
た
神
楽
組
で
、
杉

田
組
・
宮
﨑
組
・
本
庄
組
が
明

治
15
年
に
、
根
岸
組
が
明
治
18

年
に
、
太
駄
組
が
明
治
26
年
に

組
織
さ
れ
、
金
鑽
神
社
周
辺
に

計
13
組
が
金
鑽
神
楽
と
し
て
組

織
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

金
鑽
神
楽

　

金
鑽
神
楽
は
、
宝
暦
年
間

（1
7
5
1

～1
7
6
4

年
）
に
金
鑽

神
社
に
古
く
か
ら
伝
わ
る
神
楽

と
、
大
宮
住
吉
神
社
（
坂
戸
市
）

に
伝
わ
る
神
楽
を
融
合
し
、
改

良
を
加
え
て
演
目
を
定
め
、
よ

り
優
雅
に
壮
厳
に
し
た
と
言
わ

れ
て
い
ま
す
。

　

統
一
演
目
が
25
座
（
下
表
参

照
）
定
め
ら
れ
て
お
り
、
基
本

的
に
は
こ
の
25
種
類
の
舞
が
伝

承
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
現
在

で
は
す
べ
て
を
伝
承
す
る
組
は

な
く
、
こ
の
う
ち
か
ら
い
く
つ

か
を
選
ん
で
舞
わ
れ
て
い
ま

す
。
ま
た
、
統
一
演
目
以
外
の

独
自
の
舞
が
あ
る
組
も
あ
り
ま

す
。

金鑽神楽 統一演目
番号 座　名（通称） 番号 座　名（通称）

１ 岩
いわとびらき

戸開（岩戸） 13 御
みほのさき

穂崎（鯛つり）

２ 氷
ひ の か わ

の川（大蛇退治） 14 諏
すわのうみ

訪海

３ 向
むかいび

火 15 伊
い ふ や ざ か

賦夜坂（替面）

４ 禊
みそぎ

（翁） 16 御
みさちかえ

幸易

５ 相
あいおい

生 17 満
まんかんじゅ

乾珠（玉取）

６ 御
おんうけい

誓盟（誓約） 18 久
く す し

寿師（医者）

７ 御
ごこうりん

降臨（天狗） 19 無
となしむろ

戸室（産舎）

８ 鍛
か じ

冶 20 五
ごぎょう

行

９ 御
み あ ら か

殿舎 21 竈
かまど

10 種
たねまき

蒔（天狐） 22 御
み い

井（井戸掘り）

11 養
ようさん

蚕 23 男
おとこやま

山

12 天
あめのながた

長田（豊作）
24 湯

くがたち

探（湯行事）

25 三
さんかんせいばつ

韓征伐 神 楽 KA
GU

RA

「
神

楽
っ
て
な
に
？
」「
本
庄
で
も
や
っ
て
い
る
の
？
」「
聞

い
た
こ
と
は
あ
る
け
ど
、
よ
く
わ
か
ら
な
い
」
。
そ
う

思
っ
た
み
な
さ
ん
、
ぜ
ひ
、
今
月
の
特
集
を
読
ん
で

く
だ
さ
い
。

　

１
０
０
年
以
上
前
か
ら
続
く
伝
統
芸
能
「
神
楽
」
。
時
代
の
流
れ

に
よ
り
、
生
活
か
ら
遠
ざ
か
り
始
め
、
そ
の
存
在
す
ら
知
ら
な
い
人

が
増
え
て
き
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
伝
統
を
知
ら
な
い
ま
ま
で

良
い
の
で
し
ょ
う
か
。
神
楽
に
込
め
ら
れ
た
想
い
や
歴
史
、
神
楽
の

こ
と
を
知
れ
ば
知
る
ほ
ど
、
そ
の
伝
統
に
胸
を
打
た
れ
る
は
ず
―
。

　

今
月
の
特
集
は
、
そ
の
神
楽
の
魅
力
を
伝
え
る
と
と
も
に
、
市
内

で
そ
の
伝
統
を
伝
承
し
続
け
よ
う
と
す
る
団
体
を
紹
介
し
て
い
き
ま

す
。
神
楽
を
知
っ
て
い
る
人
も
知
ら
な
い
人
も
、
ま
ず
読
ん
で
、
ぜ

ひ
、
そ
の
魅
力
に
触
れ
て
く
だ
さ
い
。

伝　統
×

伝　承

KAGURA'S

History

◎�「禊」･･･舞台を祓
はら

い清めることを目的

とした舞。初座として初めに演じられる

ことが多い。翁の別称を持つことも多く、

能の翁を採り入れ、能の神事性をそのま

ま引継ぐ。多くの場合は、太刀や幣を持っ

て翁面をつけての一人舞となる。

◎�「相生」･･･夫婦仲良く連れ添って長生

きするという意味を持ち、夫婦の契りを

かわす舞。オノロコ島（後の日本）にイ

ザナギとイザナミが降り、夫婦の契りを

なし、八十島、八十万の神を生んだとす

る神話を題材にしている。

◎�「岩戸開」･･･神楽の起源とされる物語

の舞。欠くことのできない座として位置

づけられる地域が多く、多くの神々が登

場し、劇仕立ての演出が多い。

◎�「種蒔」･･･稲作の豊穣祈願の座であり、

道化が活躍し餅撒きが行われることから

人気が高く、終曲の座とされることが多

い。

Commentary
一
般
的
に
こ
の
順
序
で
行
わ
れ
る
こ
と
が
多
い

Photo：金鑽神楽本庄組（相生）

金鑽神社（神川町二宮）

--- 禊 ---

--- 岩戸開 ---

--- 種蒔 ---

神楽解説：金鑽神楽の統一演目のうち、一般的に演じられることの多い４座を解説します


