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記録と記憶に残したい
青島盆踊り保存会  会長 紙本英則さん

「将来的には今までと同じように盆踊りを披露するこ
とは難しいかもしれない。だからしっかりと記録を残し
たい」と紙本会長は話す

幻想的な時代絵巻が魅了
山
やま

鳥
と

坂
さか

鎮縄神楽保存会  会長 城戸寿
す が み

賀 さん

保存会の会員は春先、みっちりと稽古をして１年間、
あちこちで神楽舞を披露する。「見物客の喜びが演
じ手の喜び」と話す城戸会長

槍
、
那
須
与
一
な
ど
を
踊
る
様
は
圧
巻
。

貴
重
な
文
化
遺
産
と
し
て
注
目
を
集
め
て

き
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
近
年
は
島
民
の
高

齢
化
や
減
少
に
よ
り
、平
成
22
年
度
は
試

験
的
に
1
日
だ
け
開
催
し
ま
し
た
。
保
存

会
で
は
、長
浜
自
治
会
・
長
浜
中
学
校
の

み
な
さ
ん
と
一
緒
に
な
っ
て
、地
域
全
体
で

こ
の
盆
踊
り
を
継
承
し
て
い
け
る
よ
う
に

取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　
長
浜
の
沖
合
13
・
5
キ
ロ
に
浮
か
ぶ
青

島
は
、江
戸
時
代
初
期
に
、播ば

ん
し
ゅ
う
さ
こ
し

州
坂
越
村

（
現
在
の
兵
庫
県
赤
穂
市
）の
与よ

し
ち
ろ
う

七
郎
が

16
戸
を
率
い
て
移
り
住
む
ま
で
無
人
島
で

し
た
。
こ
の
先
人
た
ち
が
故
郷
を
懐
か
し

み
、無ぶ

り
ょ
う聊
の
日
々
を
慰
め
る
た
め
に
始
め
た

の
が
、昭
和
40
年
に
愛
媛
県
無
形
民
俗
文

化
財
に
指
定
さ
れ
た
青
島
盆
踊
り
で
す
。

当
初
、盆
踊
り
は
２
日
間
に
渡
っ
て
開
催

さ
れ
て
お
り
、８
月
14
日
は
亡
く
な
っ
た

方
々
を
供
養
す
る
亡
者
踊
り
、翌
15
日
に

は
大
漁
祈
願
の
大
漁
踊
り
を
、氏
神
様
の

前
で
踊
り
明
か
し
て
い
ま
し
た
。
櫓や

ぐ
ら
だ
い
こ

太
鼓

を
中
心
に
、口
説
き（
歌
詞
）に
合
わ
せ
て

勇
壮
優
美
な
装
束
を
身
に
ま
と
っ
た
島
民

た
ち
が
、赤
穂
四
十
七
士
や
賤し

ず
が
た
け

ヶ
岳
七
本

　
神
楽
の
演
じ
手
で
あ
る
保
存
会
に
は
、

11
名
が
所
属
し
て
い
ま
す
。
中
に
は
30
代

の
若
手
も
い
る
の
で
心
強
い
限
り
で
す
。
ま

た
、市
内
の
小
学
校
に
出
向
い
て
、日
本
の

神
話
に
基
づ
い
た
演
目
の
上
演
も
行
っ
て
い

ま
す
。
こ
う
し
た
活
動
に
よ
り
、幅
広
い
世

代
に
興
味
を
持
っ
て
も
ら
い
た
い
で
す
ね
。

　
お
よ
そ
５
０
０
年
前
に
始
ま
っ
た
と
さ
れ

る
山
鳥
坂
鎮
縄
神
楽
は
、昭
和
45
年
に
愛

媛
県
の
無
形
民
俗
文
化
財
に
指
定
さ
れ

ま
し
た
。
代
々
、肱
川
の
支
流
の
河
辺
川

右
岸
に
住
む
住
民
が
天
満
神
社
や
三
島
神

社
に
奉
納
し
て
き
た
も
の
で
、現
在
で
は

地
元
だ
け
で
は
な
く
市
外
で
も
上
演
を
し

て
お
り
、そ
の
数
は
年
間
で
40
回
を
数
え

て
い
ま
す
。
最
も
大
勢
の
見
物
客
で
賑
わ

う
の
は
、旧
暦
10
月
の
最
後
の
亥
の
日
に
、

松
島
神
社
の
例
祭（
乙
亥
ま
つ
り
）で
行

わ
れ
る
奉
納
神
楽
。
か
が
り
火
の
幻
想
的

な
明
か
り
の
も
と
で
行
わ
れ
る
剣
の
舞
や

八や
ま
た
の
お
ろ
ち
た
い
じ

岐
大
蛇
退
治
な
ど
の
演
目
は
、今
も
昔

も
里
山
に
住
む
人
々
に
と
っ
て
大
変
な
楽

し
み
と
な
っ
て
い
ま
す
。
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ふるさと大洲への
ラブレター
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藩政時代からの宝を未来へ
大洲神伝流保存会  会長 今井 要さん

大洲神伝流は合戦用の泳ぎであるため、正式には前を向いて敵と向かい合って泳ぐのが特徴。そのため「あおり足」という独特の
足の使い方をする。「浮力の小さい川で、およそ7キロもある甲冑や鎧を身にまとって泳ぐのは決して容易いことではない」と今井会長

ま
す
が
、そ
れ
だ
け
で
は
不
十
分
。そ
こ
で
、

八
幡
神
社
の
お
練
り
に
甲
冑
を
身
に
つ
け
、

幟
を
持
っ
て
参
加
す
る
な
ど
、地
元
向
け

の
Ｐ
Ｒ
活
動
を
始
め
ま
し
た
。
ま
た
夏
期

水
泳
学
校
や
水
泳
教
室
の
開
催
に
よ
り
、

後
継
者
の
育
成
に
も
力
を
注
い
で
い
ま
す
。

　
全
国
に
残
る
日
本
泳
法
で
も
、川
で
水

泳
学
校
を
開
く
の
は
こ
こ
大
洲
だ
け
。
神

伝
流
は
肱
川
で
生
ま
れ
、愛
媛
県
の
無
形

民
俗
文
化
財
の
指
定
も
受
け
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
大
洲
神
伝
流
を
、わ
た
し
た

ち
は
大
洲
の
大
切
な
宝
と
し
て
受
け
継
い

で
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
大
洲
神
伝
流
は
元
和
３
年（
１
６
１
７
）、

大
洲
藩
初
代
藩
主
加
藤
貞
泰
公
の
従
兄

弟
で
あ
る
加
藤
主し

ゅ
め馬

光み
つ
な
お尚

が
創
設
し
ま
し

た
。当
初
は
創
設
者
の
名
に
ち
な
み
、神
伝

主
馬
流
と
呼
ば
れ
、武
術
の
一つ
と
し
て
武

士
た
ち
は
肱
川
で
修
練
を
重
ね
ま
し
た
。

現
在
、日
本
泳
法
は
12
の
流
派
が
公
認
さ

れ
て
い
ま
す
が
、神
伝
流
は
そ
の
中
で
も
３

本
の
指
に
入
る
普
及
率
を
誇
っ
て
い
ま
す
。

ま
ず
大
洲
藩
か
ら
松
山
藩
に
渡
り
、『
坂
の

上
の
雲
』に
登
場
す
る
松
山
藩
の
水
練
場・

お
囲
い
池
で
盛
ん
に
練
習
が
行
わ
れ
た
そ

う
で
す
。
そ
れ
が
全
国
に
広
が
っ
て
い
き
、

現
在
は
新
潟
、東
京
、神
戸
、津
山
、広
島
、

九
州
な
ど
各
地
で
神
伝
流
が
受
け
継
が
れ

て
い
ま
す
。
こ
れ
ほ
ど
歴
史
の
あ
る
大
洲

神
伝
流
で
す
が
、地
元
の
人
が
そ
の
大
切

さ
を
忘
れ
て
い
る
の
は
残
念
な
こ
と
で
す
。

こ
の
泳
法
を
受
け
継
ぐ
者
は
30
名
足
ら
ず

で
、成
人
の
日
の
寒
中
水
泳
で
披
露
し
て
い
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