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●
（
公
開
講
演
１
）　

演
じ
ら
れ
て
い
る
伝
説

盛
岡
大
学
准
教
授
・
総
研
大
修
了
生�

　
佐
藤
　
優

初
め
ま
し
て
、
盛
岡
大
学
文
学
部
日
本
文
学
科
に
所
属
し
て
い
る
佐
藤
優
と
申
し
ま
す
。
本
日
は
、
ど
う
ぞ
よ

ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

お
手
元
に
「
演
じ
ら
れ
て
い
る
伝
説
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
を
付
け
ま
し
た
今
日
お
話
す
る
講
演
の
流
れ
を
簡
単

に
示
し
た
レ
ジ
ュ
メ
を
お
持
ち
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
に
従
っ
て
ス
ラ
イ
ド
を
順
次
ご
覧
い
た
だ
き
な
が
ら
説
明

を
し
て
い
こ
う
と
思
い
ま
す
の
で
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

ま
ず
、
私
が
こ
れ
ま
で
お
こ
な
っ
て
き
た
研
究
と
今
日
お
話
す
る
講
演
の
問
題
意
識
に
つ
い
て
説
明
い
た
し
ま

す
。
私
が
総
研
大
を
修
了
に
す
る
と
き
に
提
出
し
た
博
士
論
文
は
、『
伝
説
と
縁
起
の
民
俗
学
的
研
究
』
と
い
う

タ
イ
ト
ル
で
、
東
北
地
方
に
お
け
る
源
義
経
の
家
来
と
彼
の
愛
妾
に
ま
つ
わ
る
伝
説
に
つ
い
て
論
じ
ま
し
た
。
具

体
的
に
は
、
義
経
の
家
来
と
し
て
武
蔵
坊
弁
慶
と
対
照
的
な
人
物
造
形
が
な
さ
れ
て
き
た
常
陸
坊
海
尊
の
長
寿
伝

説
を
テ
ー
マ
と
し
ま
し
た
。
も
う
一
つ
は
、
静
御
前
の
伝
説
と
も
非
常
に
類
型
性
を
持
っ
て
い
る
福
島
県
会
津
地
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●（公開講演１）　

方
の
皆
鶴
姫
伝
説
を
取
り
上
げ
ま
し
た
。

と
こ
ろ
で
、
講
演
全
体
の
タ
イ
ト
ル
は
「
伝
説
が
語
る
も
の
」
で
す
け
れ
ど
も
、
ま
ず
「
伝
説
」
と
い
う
こ
と

ば
が
、
民
俗
研
究
の
中
で
ど
う
認
識
さ
れ
て
き
た
の
か
に
つ
い
て
柳
田
國
男
の
考
え
を
簡
単
に
紹
介
し
た
い
と
思

い
ま
す
。
柳
田
が
示
し
た
伝
説
の
特
徴
で
す
け
れ
ど
も
、
伝
説
は
自
然
物
と
結
び
つ
き
、
信
じ
ら
れ
て
お
り
、
歴

史
に
な
り
た
が
る
傾
向
を
持
つ
と
説
い
た
わ
け
で
す
。
さ
ら
に
、
私
た
ち
の
く
ら
し
の
中
で
伝
説
は
、
物
語
と
し

て
受
け
と
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
の
で
す
が
、
伝
説
は
説
話
で
は
な
い
と
述
べ
て
い
ま
す
。

こ
う
い
っ
た
柳
田
の
考
え
に
対
し
て
、
海
尊
や
皆
鶴
姫
の
伝
説
は
、
寺
社
の
縁
起
や
由
来
書
、
あ
る
い
は
顕
彰

碑
文
な
ど
で
物
語
と
し
て
整
え
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
説
話
と
し
て
文
字
化
さ
れ
て
い
る
も
の
が
複
数
確
認
で

き
る
わ
け
で
す
。
そ
こ
で
、
こ
う
し
た
事
例
を
分
析
す
る
研
究
視
角
と
し
て
博
士
論
文
執
筆
の
際
重
視
し
た
の
は
、

口
頭
伝
承
と
文
字
文
化
、
つ
ま
り
、
こ
れ
ま
で
口
頭
伝
承
と
し
て
民
俗
研
究
の
中
で
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た
伝
説

が
、
文
字
化
さ
れ
て
い
く
歴
史
的
・
社
会
的
背
景
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
ま
し
た
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
伝
説
は
、

民
俗
信
仰
と
し
て
伝
承
さ
れ
て
い
る
側
面
も
あ
り
ま
す
の
で
、
そ
れ
に
つ
い
て
も
検
討
し
て
み
た
わ
け
で
す
。

さ
て
、
盛
岡
大
学
に
赴
任
し
て
気
づ
い
た
こ
と
で
す
け
れ
ど
も
、
岩
手
県
に
は
、
多
様
な
民
俗
芸
能
が
前
近
代

か
ら
現
在
ま
で
各
地
で
伝
承
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
図
１
で
示
し
た
よ
う
な
研
究
蓄
積
が
確
認
で

き
ま
す
。

と
り
わ
け
、
本
日
、
二
〇
二
四
年
度
日
本
歴
史
研
究
コ
ー
ス
の
案
内
が
書
か
れ
た
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
お
持
ち
だ

と
思
い
ま
す
が
、
そ
の
表
紙
と
裏
表
紙
で
示
さ
れ
て
い
る
神
楽
面
は
、
花
巻
市
大お

お

迫は
さ
ま

地
区
で
伝
承
さ
れ
て
い
る

早は
や

池ち

峰ね

神
楽
の
一
つ
岳た

け

神
楽
で
使
用
さ
れ
て
い
る
も
の
の
複
製
で
す
。
こ
の
神
楽
の
研
究
は
、
図
１
で
示
し
た
本
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田
安
次
の
研
究
か
ら
始
ま
り
、
民
俗
芸
能
の
研
究
史
全
体
を
通
し

て
見
て
も
多
く
の
研
究
蓄
積
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
さ
ら

に
、
早
池
峰
神
楽
は
、
一
九
七
六
年
に
国
の
重
要
無
形
民
俗
文
化

財
第
一
号
の
指
定
も
受
け
て
お
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
岩
手
県
内
に
は
、
多
く
の
神
楽
が
伝
え
ら
れ
て
い

る
わ
け
で
す
が
、
県
南
の
一
関
市
を
中
心
と
し
た
地
域
に
は
、
南

部
神
楽
が
伝
承
さ
れ
て
い
ま
す
。
早
池
峰
神
楽
や
宮
古
市
の
黒く

ろ

森も
り

神
楽
は
、
成
立
年
代
を
近
世
以
前
に
遡
れ
る
の
に
対
し
、
南
部
神

楽
は
成
立
し
た
年
代
が
江
戸
時
代
末
期
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
芸
能

の
古
い
形
態
を
と
ど
め
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
神
楽
が
、
こ
れ
ま

で
研
究
者
の
関
心
を
集
め
て
き
ま
し
た
。
南
部
神
楽
は
、
こ
う
し

た
研
究
の
動
向
か
ら
す
る
と
新
し
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ま
り
研
究

が
お
こ
な
わ
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、
近
年
、
図
１
で

示
し
た
よ
う
に
こ
の
神
楽
の
研
究
が
進
展
し
て
き
ま
し
た
。
ま
た
、

南
部
神
楽
の
演
目
に
は
、
奥
浄
瑠
璃
あ
る
い
は
地
域
の
伝
説
を
取

り
込
ん
だ
演
目
が
複
数
確
認
で
き
、
も
し
か
し
た
ら
伝
説
研
究
と

民
俗
芸
能
研
究
の
双
方
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
が
可
能
な
研
究
対
象
で

は
な
い
の
か
と
い
う
こ
と
を
学
生
の
卒
業
論
文
指
導
を
通
し
て
気

岩手県の民俗芸能を対象とした主な研究業績

南部神楽研究の近年における研究業績

・本田安次『陸前浜乃法印神楽』（自刊、１９３４年）

・本田安次『山伏神楽･番楽』（斎藤報恩会、１９４２年）

・大石泰夫『芸能の〈伝承現場〉論―若者たちの民俗的学びの共同体―』（ひつじ書房、２００７年）

・中嶋奈津子『早池峰神楽の継承と伝播』（佛教大学、２０１３年）

・平泉郷土館編『かぐらの「わ」』全９冊（平泉郷土館、１９９９年～２００２年）

・一関市教育委員会編『南部神楽調査報告書』（一関市教育委員会、２０１６年）

・一関市教育委員会編『一関市民俗芸能調査報告書』（一関市教育委員会、２０２０年)

図１
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●（公開講演１）　

づ
か
さ
れ
ま
し
た
。

さ
ら
に
は
、
先
程
ふ
れ
た
博
士
論
文
で
重
視
し
た
研
究
視
角
で
あ
る
口
頭
伝
承
と
文
字
文
化
だ
け
で
な
く
、
身

体
表
現
・
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
検
討
を
通
し
て
伝
説
の
伝
承
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
っ
た
、
こ
れ
ま
で
の
伝

説
研
究
で
は
あ
ま
り
指
摘
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
新
し
い
研
究
領
域
が
開
拓
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
わ
け

で
す
。

こ
う
し
た
経
緯
を
ふ
ま
え
、
今
回
の
講
演
は
、
南
部
神
楽
の
あ
る
演
目
の
形
成
過
程
を
通
し
て
伝
説
が
語
る
も

の
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
具
体
的
に
は
、
一
関
市
萩は

ぎ

荘し
ょ
う

地
区
の
南
部
神
楽
保

存
会
古ふ

る

内う
ち

神
楽
で
演
じ
ら
れ
て
い
る
「
小
松
の
柵
」
と
い
う
演
目
に
つ
い
て
、
こ
れ
が
ど
の
よ
う
に
創
出
さ
れ
て

い
っ
た
の
か
、
そ
れ
を
可
能
に
し
た
地
域
的
背
景
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
に
つ
い
て
資
料
を
提
示
し
な
が
ら

考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
こ
う
し
た
作
業
を
経
た
上
で
、
民
俗
学
が
、
地
域
史
研
究
に
ど
の
よ
う
な

形
で
寄
与
で
き
る
の
か
に
つ
い
て
も
少
し
考
え
て
み
た
い
と
思
う
わ
け
で
す
。
こ
の
視
点
は
、
私
が
総
研
大
の
日

本
歴
史
研
究
コ
ー
ス
で
展
開
さ
れ
て
い
る
授
業
「
地
域
研
究
の
方
法
」
で
学
ん
だ
経
験
と
深
く
関
わ
る
こ
と
で
も

あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
は
、
南
部
神
楽
と
は
ど
の
よ
う
な
神
楽
な
の
か
、
古
内
神
楽
が
南
部
神
楽
の
中
で
ど
う
位
置

づ
け
ら
れ
て
い
る
の
か
を
次
に
見
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

ま
ず
、
南
部
神
楽
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
け
れ
ど
も
、
山
伏
神
楽
、
法ほ

う

印い
ん

神
楽
、
こ

れ
は
修
験
、
山
伏
が
主
体
と
な
っ
て
演
じ
ら
れ
た
芸
能
で
す
が
、
こ
れ
を
源
と
し
て
江
戸
時
代
末
期
に
農
民
の
娯

楽
的
要
素
が
加
味
さ
れ
て
成
立
し
た
芸
能
が
南
部
神
楽
で
す
。
今
申
し
ま
し
た
よ
う
に
成
立
年
代
が
江
戸
時
代
末

期
で
す
。
広
ま
り
始
め
た
の
は
、
幕
末
期
か
ら
明
治
初
期
と
い
っ
て
よ
い
と
思
い
ま
す
。
岩
手
県
内
の
他
の
修
験
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系
神
楽
と
比
べ
た
ら
非
常
に
新
し
い
神
楽
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

次
に
伝
承
地
域
で
す
け
れ
ど
も
、
岩
手
県
南
部
や
宮
城
県
北
部
地
域
に
分
布
し
て
い
ま
す
。
後
半
で
映
像
を
ご

覧
い
た
だ
き
ま
す
が
、
舞
っ
て
い
る
人
自
身
が
セ
リ
フ
を
つ
け
て
物
語
を
語
る
の
で
セ
リ
フ
神
楽
と
呼
ば
れ
る
こ

と
も
あ
り
ま
す
。
お
囃
子
は
、
山
伏
神
楽
と
同
じ
く
太
鼓
、
笛
、
手て

平び
ら

鉦が
ね

で
演
奏
さ
れ
ま
す
。
演
目
は
、
修
験
系

神
楽
の
要
素
を
残
す
式
舞
が
ま
ず
舞
わ
れ
ま
す
。
式
舞
と
い
う
の
は
、「
鶏と

り

舞ま
い

」
や
「
三さ

ん

番ば

叟そ
う

」
と
い
っ
た
儀
礼

的
な
舞
で
す
。
そ
れ
が
舞
わ
れ
た
後
、
源
平
合
戦
の
物
語
や
地
方
の
伝
説
、
あ
る
い
は
、
東
北
地
方
の
語
り
物
芸

と
し
て
著
名
な
奥
浄
瑠
璃
な
ど
か
ら
題
材
を
取
っ
て
脚
色
し
た
劇
的
要
素
を
濃
く
し
た
演
目
が
演
じ
ら
れ
ま
す
。

伝
承
地
域
に
つ
い
て
よ
り
具
体
的
に
み
て
み
る
と
、
伝
承
地
の
北
限
は
岩
手
県
北
上
市
と
な
り
ま
す
。
北
上
市

は
、
江
戸
時
代
、
お
よ
そ
北
上
川
と
和
賀
川
が
合
流
す
る
地
点
か
ら
北
が
盛
岡
藩
、
南
は
仙
台
藩
と
な
っ
て
い
ま

し
た
。
よ
っ
て
、
南
部
神
楽
は
、
旧
仙
台
藩
領
内
で
演
じ
ら
れ
て
い
た
神
楽
と
い
う
こ
と
が
い
え
る
と
思
い
ま
す
。

次
に
近
年
の
南
部
神
楽
保
存
会
の
数
を
確
認
す
る
た
め
、
図
２
「
南
部
神
楽
伝
承
地
域
と
団
体
数
一
覧
表
」
を

作
成
し
て
み
ま
し
た
。
た
だ
、
二
〇
〇
一
年
の
刊
行
の
文
献
か
ら
得
た
デ
ー
タ
で
作
り
ま
し
た
の
で
、
現
在
は
少

し
変
動
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
こ
の
表
か
ら
は
、
岩
手
県
内
全
体
で
九
三
団
体
、
宮
城
県
内
全
体
で
九
四
団

体
、
合
わ
せ
て
一
八
七
団
体
が
確
認
で
き
ま
す
。
岩
手
県
内
で
は
、
一
関
市
が
五
三
団
体
と
最
も
多
い
地
域
に
な

り
ま
す
。
宮
城
県
で
は
、
一
関
市
に
隣
接
す
る
栗
原
市
が
三
五
団
体
と
最
も
多
い
地
域
と
な
り
ま
す
。
こ
の
表
か

ら
南
部
神
楽
は
、
一
関
市
と
栗
原
市
を
中
心
に
北
は
岩
手
県
北
上
市
、
南
は
宮
城
県
富と

み

谷や

市
や
東
松
島
市
に
わ
た

っ
て
伝
承
さ
れ
て
い
る
民
俗
芸
能
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
と
思
い
ま
す
。

南
部
神
楽
の
現
在
の
伝
承
様
態
に
つ
き
ま
し
て
は
、
図
３
で
示
し
た
三
つ
の
形
態
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
指
摘
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●（公開講演１）　

市町村数

1

2

3

4

5

6

7

8

※本表は、『かぐらの「わ」データ編』2（平泉郷土館、2001年、53～56頁）に基づき、市町村名と
　数字を現行市町村名に変換して作成した。

計：187団体

94

93

岩手県 宮城県

団体数

4

2

26

4

53

1

1

2

市町村名

北上市

胆沢郡金ケ崎町

奥州市

西磐井郡平泉町

一関市

大船渡市

陸前高田市

気仙郡住田町(けせんぐんすみたちょう)

市町村数

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

団体数

35

18

15

2

3

1

1

1

5

1

3

2

4

3

市町村名

栗原市

登米市(とめし)

大崎市

遠田郡美里町(とおだぐんみさとちょう)

加美郡(かみぐん)加美町(かみまち)

加美郡色麻町(しかまちょう)

黒川郡大衡村(おおひらむら)

黒川郡大郷町(おおさとちょう)

黒川郡大和町(たいわちょう)

富谷市(とみやし)

気仙沼市

本吉郡南三陸町

石巻市

東松島市

図２　南部神楽伝承地域と団体数一覧表
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さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
ず
、
①
の
よ
う
に
神
社
や
お
寺
の
祭
礼
な

ど
で
神
楽
が
演
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。
南
部
神
楽
は
、
農
民
の
娯

楽
的
な
要
素
が
強
い
神
楽
と
説
明
し
ま
し
た
が
、
地
域
の
信
仰

と
結
び
つ
い
た
事
例
も
現
在
確
認
で
き
る
わ
け
で
す
。

次
に
②
「
公
民
館
に
お
け
る
南
部
神
楽
」
で
す
が
、
神
楽
が

地
域
づ
く
り
の
資
源
と
し
て
使
わ
れ
、
公
民
館
は
交
流
事
業
や

神
楽
の
上
演
の
場
と
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。
農
民
の
娯
楽
的
要

素
が
発
展
し
、
現
在
で
は
地
域
の
交
流
、
あ
る
い
は
地
域
の

人
々
の
娯
楽
の
場
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
南
部
神
楽
が
演
じ
ら
れ

て
お
り
ま
す
。
こ
の
点
は
、
後
半
で
述
べ
る
こ
と
と
関
わ
る
重

要
な
視
点
だ
と
思
い
ま
す
。

③
「
小
中
学
校
に
お
け
る
南
部
神
楽
」
で
す
が
、
南
部
神
楽

が
、
学
習
指
導
要
領
で
示
さ
れ
て
い
る
「
伝
統
や
文
化
に
関
す

る
教
育
の
充
実
」
と
い
う
観
点
か
ら
教
材
と
し
て
取
り
込
ま
れ

て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
ま
す
。
ま
た
、
少
子
高
齢
化
が
進
ん

だ
現
在
、
芸
能
を
ど
う
や
っ
て
伝
承
し
て
い
く
か
と
い
う
の
は
、

全
国
の
民
俗
芸
能
保
存
会
が
抱
え
る
共
通
し
た
問
題
で
す
。
Ｂ

や
Ｃ
は
、
こ
の
課
題
を
乗
り
越
え
る
実
践
と
受
け
と
め
る
こ
と

①「社寺の祭礼における南部神楽」

　地元の神社や家の神などの祭礼に呼ばれて鶏舞などを奉納。

②「公民館における南部神楽」

　神楽が地域づくりの資源として使われ、公民館は交流事業や神楽の上演の場。

　地域の娯楽全体の中に南部神楽が位置づけられている。

③「小中学校における南部神楽」

　A：学校が地域学習の教材として運動会の演目などとして南部神楽に取り込む。

　B：保存会が、小中学生を保存会の後継者として位置づけ、学校内で指導にあたる。

　C：A・Bの混成体。学校自体が保存会の役割を担うような形態。

図３　南部神楽の伝承様態［橋本2016年：17～19頁］
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が
で
き
る
で
し
ょ
う
。
こ
こ
ま
で
南
部
神
楽
の
大
枠
に
つ
い
て
説

明
し
ま
し
た
。
次
に
今
回
の
本
論
部
分
に
あ
た
る
「
古
内
神
楽
と

創
作
神
楽
「
小
松
の
柵
」」
に
つ
い
て
説
明
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

ま
ず
、
今
日
の
調
査
地
に
つ
い
て
少
し
説
明
し
て
い
き
た
い
と

思
い
ま
す
。
図
４
の
地
図
を
ご
覧
下
さ
い
。
岩
手
県
一
関
市
で
す

け
れ
ど
も
、
ご
覧
の
通
り
岩
手
県
内
陸
部
の
最
南
端
に
位
置
し
て

お
り
、
宮
城
県
と
県
境
を
接
し
て
い
ま
す
。
現
在
は
、
合
併
で
市

域
が
拡
大
し
、
沿
岸
部
の
気
仙
沼
と
隣
接
す
る
室む

ろ

根ね

地
域
か
ら
秋

田
・
宮
城
県
境
の
栗
駒
山
付
近
も
一
関
市
と
な
っ
て
い
ま
す
。
今

日
は
、
一
関
市
萩
荘
地
区
の
古
内
神
楽
に
つ
い
て
説
明
い
た
し
ま

す
。地

図
の
右
側
に
示
し
た
も
の
を
ご
覧
下
さ
い
。
萩
荘
地
区
を
拡

大
し
た
も
の
が
こ
れ
で
す
。
実
は
萩
荘
地
区
は
、
南
部
神
楽
の
発

祥
の
地
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
江
戸
時
代
、
羽
黒
派
の
山
伏
で
あ
っ

た
自じ

鏡き
ょ
う

山ざ
ん

金こ
ん

剛ご
う

院い
ん

が
萩
荘
地
区
の
自
鏡
山
中
に
あ
り
、
そ
こ
に

山
伏
が
住
ん
で
宗
教
的
な
活
動
や
神
楽
を
演
じ
て
い
た
わ
け
で
す
。

南
部
神
楽
は
、
こ
の
神
楽
が
基
盤
と
な
っ
て
成
立
し
た
と
さ
れ
ま

す
。
右
側
の
地
図
に
は
、
今
回
の
調
査
地
で
あ
る
古ふ

る

内う
ち

地
区
と
谷や

一関市萩荘地区 萩荘谷起島地区
岩手県一関市

萩荘古内地区

近世期羽黒派修験自鏡山金剛院
があり、南部神楽発祥の地とさ
れる。

図４　調査地の位置
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起ぎ

島し
ま

地
区
の
位
置
も
示
し
て
お
り
ま
す
。
萩
荘
の
中
で

も
一
関
市
中
心
部
や
東
北
自
動
車
道
一
関
イ
ン
タ
ー
に

も
近
く
、
近
年
は
宅
地
化
が
進
む
地
域
で
す
。
こ
の
辺

り
で
伝
承
さ
れ
て
い
る
神
楽
に
つ
い
て
今
日
は
考
え
て

み
た
い
と
思
う
わ
け
で
す
。

谷
起
島
地
区
は
、
神
楽
の
演
目
名
と
な
っ
て
い
る

「
小
松
の
柵
」
が
あ
っ
た
と
さ
れ
、「
小
松
の
柵
擬
定

地
」
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
地
区
に
は
、
一
九
九
七
年
に

一
関
市
教
育
委
員
会
が
建
て
た
「
小
松
柵
擬
定
地
」
と

い
う
標
柱
が
建
て
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
は
「
一
関
市

萩
荘
字
谷
起
島
と
考
え
る
説
が
あ
る
」
と
記
さ
れ
て
い

ま
す
。

「
小
松
の
柵
」
は
、
ど
の
よ
う
な
目
的
で
作
ら
れ
た

の
で
し
ょ
う
か
。
図
５
を
ご
覧
下
さ
い
。
こ
の
案
内
板

に
よ
る
と
、
永
承
六
年
（
一
〇
五
一
）
か
ら
康
平
五
年

（
一
〇
六
二
）
か
け
て
こ
の
辺
り
は
前
九
年
合
戦
の
舞

台
で
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
地
方
は
安
倍
氏
が
統
治
し
て

い
ま
し
た
が
、
朝
廷
は
安
倍
氏
征
討
を
命
じ
、
源
頼
義

・
こ
の
場
所
へ
の
設
置
理
由
︵
二
〇
二
三
年
五
月
九
日
・
発
表
者
調
査
︶

・
話
者
＝
古
内
神
楽
保
存
会
会
員
の
方
︵
一
九
六
五
年
生
︶

地
域
の
中
学
生
に
こ
う
し
た
歴
史
が
あ
っ
た
こ

と
を
知
っ
て
欲
し
か
っ
た
た
め
︑
擬
定
地
で
は

な
く
萩
荘
中
学
校
の
校
門
前
に
作
っ
た
︒

図５　「小松の柵」の案内板（2023年05月07日発表者撮影）
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と
義
家
を
派
遣
し
ま
し
た
。
一
進
一
退
の
ま
ま
九
年
が
経
過
し
、
源
頼
義
は
、
こ
の
局
面
を
打
開
す
べ
く
出
羽
の

清
原
氏
と
連
合
軍
を
組
ん
で
こ
の
「
小
松
の
柵
」
に
攻
め
込
ん
で
き
ま
し
た
。
こ
の
柵
は
、
難
攻
不
落
と
言
わ
れ

て
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
結
局
の
と
こ
ろ
は
源
頼
義
、
義
家
軍
に
よ
っ
て
落
と
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
、
安
倍
氏

は
盛
岡
の
方
に
落
ち
延
び
、
最
終
的
に
厨

く
り
や

川が
わ

の
戦
い
で
安
倍
氏
が
滅
ん
だ
と
説
明
さ
れ
て
い
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
案
内
板
は
、
な
ぜ
谷
起
島
地
区
か
ら
離
れ
た
現
在
地
に
建
て
ら
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
聞
き

取
り
調
査
を
し
た
結
果
、
案
内
板
を
設
置
し
た
団
体
が
、
地
域
の
中
学
生
に
自
分
が
通
う
学
校
の
近
く
で
こ
う
い

っ
た
歴
史
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
て
ほ
し
か
っ
た
た
め
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
で
は
、
実
際
こ
の
柵
は
こ
の
地
域

に
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
総
研
大
の
日
本
歴
史
研
究
専
攻
を
修
了
さ
れ
た
考
古
学
を
専
門
と
す
る
先
生
が
調
査

を
し
た
と
こ
ろ
、『
陸む

奥つ

話わ

記き

』
と
い
う
軍
記
物
語
に
は
、
安
倍
氏
が
築
い
た
柵
が
一
二
登
場
す
る
わ
け
で
す
け

れ
ど
も
、
考
古
学
的
に
裏
づ
け
ら
れ
る
の
は
鳥と

の

海み
の

柵さ
く

の
み
。
そ
の
鳥
海
柵
も
考
古
学
的
に
説
明
で
き
る
の
は
一
部

だ
け
で
、
他
の
一
一
の
柵
に
つ
い
て
は
、
そ
の
所
在
地
さ
え
あ
や
ふ
や
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

と
い
う
こ
と
で
、
谷
起
島
地
区
が
「
小
松
柵
擬
定
地
」
で
あ
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
か
と
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
、

考
古
学
・
歴
史
学
的
に
裏
づ
け
は
取
れ
な
い
が
、
そ
う
い
っ
た
柵
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
地
域
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

言
い
換
え
れ
ば
、
谷
起
島
地
区
は
「
小
松
の
柵
」
が
あ
っ
た
と
い
う
言
い
伝
え
、
す
な
わ
ち
伝
説
が
伝
わ
る
地
と

い
え
る
で
し
ょ
う
。

さ
て
、
古
内
神
楽
で
す
け
れ
ど
も
、
南
部
神
楽
の
成
立
は
江
戸
末
期
と
先
程
申
し
上
げ
ま
し
た
が
、
古
内
神
楽

は
そ
の
中
で
も
比
較
的
早
い
段
階
の
成
立
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
江
戸
末
期
、
弘
化
年
間
ご
ろ
下し

も

黒く
ろ

沢さ
わ

神
楽
か
ら
南

部
神
楽
を
伝
授
し
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
上
演
可
能
な
演
目
は
、
儀
礼
的
な
式
舞
の
ほ
か
、
物
語
性
豊
か
な
源
平
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の
合
戦
の
物
語
な
ど
が
劇
舞
と
し
て
上
演
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

上
演
団
体
は
会
員
の
子
ど
も
た
ち
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
上
演
時
期
は
、
萩
荘
ま
つ
り
や
地
域
の
公
民
館
で
定

期
的
に
演
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
一
年
間
の
集
大
成
と
い
う
こ
と
で
毎
年
三
月
に
行
わ
れ
る
一
関
市
民
俗
芸

能
祭
で
も
上
演
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
昭
和
五
十
年
（
一
九
七
五
）
ご
ろ
ま
で
は
、
地
元
の
氏
神
様
で
あ
る
春
日
神

社
に
奉
納
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
二
〇
二
〇
年
刊
行
の
報
告
書
か
ら
確
認
で
き
ま
す
。
さ
ら
に
、
江
戸
時
代
末

期
に
成
立
し
て
い
ま
す
の
で
、
比
較
的
古
い
神
楽
面
が
現
存
し
て
お
り
、
こ
ち
ら
は
一
関
市
の
有
形
文
化
財
と
し

て
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
古
内
神
楽
は
、
南
部
神
楽
の
中
で
も
歴
史
の
あ
る
神
楽
団
体
と
い

え
る
で
し
ょ
う
。

で
は
、
コ
ロ
ナ
禍
に
お
け
る
保
存
会
の
活
動
実
態
な
ど
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
現
在

の
実
態
に
つ
い
て
聞
き
取
り
調
査
を
実
施
し
て
み
ま
し
た
。
す
る
と
古
内
神
楽
は
、
二
〇
二
三
年
四
月
現
在
、
会

員
が
一
一
名
で
、
男
性
が
一
〇
名
、
女
性
が
一
名
の
構
成
で
運
営
さ
れ
て
い
る
そ
う
で
す
。
ま
た
、
た
ま
に
高
校

生
が
一
名
参
加
す
る
こ
と
も
あ
る
そ
う
で
す
。

本
来
は
古
内
地
区
で
伝
承
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
少
子
高
齢
化
な
ど
の
影
響
か
ら
地
区
出
身
者
だ

け
で
保
存
会
を
運
営
す
る
こ
と
が
困
難
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
そ
こ
で
萩
荘
地
区
を
広
く
捉
え
、

古
内
地
区
出
身
の
方
と
古
内
地
区
以
外
だ
け
れ
ど
も
萩
荘
の
中
に
入
っ
て
い
る
下
黒
沢
と
高た

か

梨な
し

地
区
の
方
で
現
在

は
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。

稽
古
の
日
で
す
が
、
コ
ロ
ナ
前
は
週
一
回
木
曜
日
に
稽
古
を
し
て
い
ま
し
た
が
、
コ
ロ
ナ
に
な
り
全
体
で
の
稽

古
は
な
か
な
か
お
こ
な
え
な
か
っ
た
そ
う
で
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
平
成
三
十
年
（
二
〇
一
八
）
に
保
存
会
に
入
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会
し
た
方
と
令
和
元
年
（
二
〇
一
九
）
に
入
っ
て
来
た
方
の

二
名
は
、
こ
の
三
年
間
自
分
の
体
調
な
ど
に
問
題
が
な
け
れ

ば
稽
古
を
続
け
た
と
い
う
こ
と
で
し
た
。

で
は
、「
小
松
の
柵
」
は
、
ど
の
よ
う
な
内
容
を
持
つ
演

目
な
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
か
ら
少
し
だ
け
で
す
が
「
小
松

の
柵
」
の
映
像
を
見
て
も
ら
お
う
と
思
い
ま
す
。
ポ
イ
ン
ト

は
、
セ
リ
フ
が
入
っ
て
い
ま
す
の
で
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
語

っ
て
い
る
か
を
聞
い
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
登
場

人
物
は
、
向
か
っ
て
左
側
の
二
人
が
安
倍
貞さ

だ

任と
う

と
宗む

ね

任と
う

、
同

じ
く
右
側
が
源
頼
義
、
義
家
、
清
原
氏
で
す
。
で
は
、
ご
覧

下
さ
い
。

い
か
が
で
し
た
で
し
ょ
う
か
。
ご
覧
い
た
だ
い
た
よ
う
に

わ
か
り
や
す
い
演
出
と
セ
リ
フ
回
し
で
構
成
さ
れ
た
演
目
に

仕
上
が
っ
て
い
た
と
思
い
ま
す
。

さ
て
、
こ
の
演
目
が
ど
の
よ
う
に
で
き
て
い
っ
た
の
か
。

そ
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、『
岩
手
日
日
新
聞
』
二
〇
二
三
年

三
月
七
日
の
紙
面
で
報
じ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
二
〇
二
二
年

に
萩
荘
地
区
ま
ち
づ
く
り
協
会
か
ら
『
萩
之
庄
（
萩
荘
）
の

写真　「小松の柵」の一場面
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伝
説　

昔
あ
っ
た
つ
も
な
』
が
出
版
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
中
に
「
小
松
の
柵
の
合
戦
」
と
い
う
物
語
が
収
録
さ
れ

て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
本
の
編
集
委
員
の
一
人
が
古
内
神
楽
保
存
会
の
方
で
も
あ
っ
た
わ
け
で
す
。
こ
の
方

が
、「
小
松
の
柵
の
合
戦
」
を
神
楽
の
演
目
と
し
て
表
現
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
、
再
話
し
た
方
に
許
可

を
取
っ
て
神
楽
台
本
に
仕
上
げ
、
二
〇
二
三
年
三
月
一
二
日
の
第
三
五
回
一
関
民
俗
芸
能
祭
で
演
目
と
し
て
初
め

て
演
じ
た
と
新
聞
は
報
じ
て
い
ま
し
た
。

私
は
、
こ
の
記
事
を
見
た
と
き
、
保
存
会
の
方
が
、
伝
説
集
を
読
ん
だ
結
果
、
な
ぜ
こ
れ
を
神
楽
と
し
て
表
現

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
と
思
っ
た
の
か
、
ど
う
い
う
思
い
で
こ
の
演
目
を
創
作
し
て
い
っ
た
の
か
と
い
う
こ

と
を
知
り
た
く
な
り
ま
し
た
の
で
、
そ
の
経
緯
を
聞
い
て
み
ま
し
た
。

こ
の
「
小
松
の
柵
」
の
演
目
を
創
作
し
た
方
は
、
現
在
市
民
セ
ン
タ
ー
に
お
勤
め
で
す
が
、
そ
れ
ま
で
歴
史
に

ほ
と
ん
ど
興
味
が
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
こ
こ
に
勤
め
始
め
て
セ
ン
タ
ー
で
開
催
さ
れ
て
い
る
郷
土
史

家
の
方
な
ど
の
講
演
を
聞
い
て
、
萩
荘
に
は
非
常
に
古
い
歴
史
が
あ
る
ん
だ
と
い
う
こ
と
に
改
め
て
気
づ
か
さ
れ

た
と
い
う
こ
と
で
し
た
。

市
民
セ
ン
タ
ー
に
お
勤
め
で
す
の
で
、
少
子
高
齢
化
が
急
速
に
進
ん
で
い
る
こ
と
や
農
地
の
宅
地
化
に
よ
っ
て

新
し
く
入
っ
て
来
た
方
々
も
多
く
な
り
、
住
民
が
地
域
の
歴
史
や
文
化
に
つ
い
て
あ
ま
り
関
心
を
示
さ
な
く
な
っ

て
い
る
こ
と
や
代
々
萩
荘
の
地
で
暮
ら
し
て
き
た
住
民
と
近
年
引
っ
越
し
て
き
た
新
し
い
住
民
と
の
交
流
が
少
な

い
こ
と
を
肌
で
感
じ
て
い
た
わ
け
で
す
。
そ
う
い
っ
た
こ
と
を
感
じ
始
め
た
と
き
に
先
に
取
り
上
げ
た
伝
説
集
が

刊
行
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
を
受
け
て
、
地
域
の
歴
史
や
文
化
を
テ
ー
マ
と
す
る
作
品
を
神
楽
で
演
じ
る
必
要
が
あ

る
の
で
は
な
い
か
。
五
条
の
橋
と
か
屋
島
合
戦
の
よ
う
に
誰
で
も
知
っ
て
い
る
物
語
だ
け
を
演
じ
る
の
で
は
な
く
、
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地
域
の
歴
史
や
文
化
を
題
材
と
す
る
演
目
を
演
じ
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
強
く
感
じ
た
と
い
う
こ
と
を

教
え
て
く
れ
ま
し
た
。

こ
こ
ま
で
の
内
容
を
ま
と
め
て
み
る
と
、
地
域
の
人
が
語
る
郷
土
史
の
講
座
、
地
域
の
人
に
よ
っ
て
編
ま
れ
た

伝
説
集
、
こ
う
い
っ
た
も
の
が
こ
れ
ま
で
伝
承
さ
れ
て
き
た
民
俗
芸
能
に
新
し
い
演
目
を
加
え
て
い
く
き
っ
か
け

と
な
っ
た
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
そ
こ
に
住
む
人
の
こ
と
ば
が
創
作
の
き
っ
か
け
と

な
っ
て
い
る
こ
と
で
す
。
大
学
の
先
生
な
ど
外
部
の
人
々
に
よ
っ
て
語
ら
れ
た
歴
史
を
創
作
の
き
っ
か
け
と
し
て

い
な
い
、
あ
く
ま
で
も
地
域
で
生
活
を
共
に
し
て
い
る
人
の
こ
と
ば
が
、
こ
の
演
目
の
誕
生
す
る
原
動
力
と
な
っ

た
こ
と
で
す
。
で
は
、
こ
う
し
た
意
識
は
、
た
ま
た
ま
生
み
出
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
を
生
み
出
す
地
域

的
背
景
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
以
下
で
は
「
演
じ
ら
れ
て
い
る
伝
説
」
を
創
作
で
き
た
地
域
に
お
け

る
歴
史
の
語
り
方
に
つ
い
て
考
察
を
進
め
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

萩
荘
地
区
で
編
ま
れ
た
民
俗
誌
や
昔
話
・
伝
説
集
を
図
６
と
し
て
列
挙
し
て
み
ま
し
た
。
①
『
ふ
る
さ
と
の
四

季
』
は
、
萩
荘
中
学
校
の
社
会
科
の
先
生
が
主
導
し
、
生
徒
に
よ
っ
て
調
査
が
お
こ
な
わ
れ
た
民
俗
誌
的
内
容
を

持
つ
も
の
で
す
。
本
を
編
む
前
に
昭
和
五
十
三
年
（
一
九
七
八
）
か
ら
翌
年
ま
で
『
岩
手
日
日
新
聞
』
で
「
ふ
る

さ
と
の
四
季
」
と
し
て
連
載
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、
一
九
七
〇
年
代
後
半
に
萩
荘
地
区
で
は
、
地
域
の

生
活
文
化
を
地
元
の
中
学
生
が
自
ら
調
査
し
、
こ
と
ば
と
し
て
紡
い
で
い
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
ま
す
。『
ふ
る

さ
と
の
四
季
』
に
は
昔
話
も
収
録
さ
れ
て
い
た
の
で
、
昔
話
だ
け
を
別
刷
り
と
し
て
出
し
た
の
が
、
②
『
萩
の
里　

昔
話
』
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
の
本
が
出
さ
れ
た
段
階
で
読
み
手
を
意
識
し
て
ス
ト
ー
リ
ー
を
整
え
、
注
釈
を
つ
け
て
読
み
や
す
く
す
る
必
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要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
地
域
の
読
者
か
ら

意
見
と
し
て
出
て
き
た
そ
う
で
す
。
つ
ま
り
、
②
は
、『
ふ

る
さ
と
の
四
季
』
で
得
ら
れ
た
調
査
デ
ー
タ
そ
の
も
の
を
そ

の
ま
ま
取
り
出
し
た
だ
け
な
の
で
物
語
と
し
て
整
合
性
が
取

れ
て
い
な
い
な
ど
読
み
手
が
理
解
し
づ
ら
い
も
の
に
な
っ
て

い
た
わ
け
で
す
。
そ
こ
で
、
こ
う
し
た
意
見
を
参
考
に
読
み

手
を
意
識
し
て
ス
ト
ー
リ
ー
を
整
え
た
も
の
を
刊
行
す
べ
き

と
の
声
を
受
け
て
出
版
さ
れ
た
の
が
③
の
『
萩
の
里
昔む

が
す

話ば
な
す』

で
し
た
。

さ
ら
に
は
、
二
〇
二
〇
年
に
④
の
『
萩
荘
史
跡
マ
ッ
プ
』

を
つ
く
り
ま
し
た
。
こ
れ
に
は
、
萩
荘
地
区
に
あ
る
史
跡
や

伝
説
の
伝
承
地
な
ど
が
地
図
上
で
可
視
化
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
れ
を
携
帯
し
な
が
ら
史
跡
や
伝
承
地
散
策
を
楽
し
む
た
め

に
作
ら
れ
た
そ
う
で
す
。
こ
の
作
成
過
程
で
こ
れ
ま
で
の
書

物
で
は
紹
介
さ
れ
て
い
な
い
話
も
多
く
確
認
さ
れ
た
の
で
、

こ
う
し
た
話
を
ま
と
め
て
改
め
て
上
梓
し
た
の
も
の
が
、
⑤

の
『
萩
之
庄
（
萩
荘
）
の
伝
説　

昔
あ
っ
た
つ
も
な
』
と
い

う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。

①『ふるさとの四季』（一関市立萩荘中学校、1980年）

 ※萩荘中学校の社会科教諭が主導し、同校生徒が萩荘地区で調査をおこなって記述された民俗誌。

 　本の一部は、昭和53年4月から昭和54年3月まで『岩手日日新聞』で「ふるさとの四季」して連載。

②『萩の里昔話』（萩荘文化財研究会、1999年）

 ※①書から昔話の部分を抜き出し再編したもの。

③『萩の里昔(むがす)話(ばなす)』（萩荘文化財研究会、2018年）

 ※読み手を意識し、ストーリーを整え、注釈をつけたりして読みやすくしたもの。

④『萩荘史跡マップ』1～ 3（萩荘まちづくり協議会、2020年）

 ※萩荘の史跡・伝説の地をマップ化したもの。

⑤『萩之荘（萩荘）の伝説　昔あったつもな』（萩荘地区まちづくり協議会、2022年）

 ※④書の作成で、上記書物に掲載した以外の話が多く確認できた。そうした史跡や伝説に基づく話16編と

 　創作昔話7編で構成。挿絵は「市民センターだより」の呼びかけに応じた地元の小中高生によるもの。

図６　萩荘地区で編まれた民俗誌と昔話･伝説集



23

●（公開講演１）　

こ
の
本
が
面
白
い
の
は
、
図
７
や
８
で
示
し
た
挿

絵
は
、
す
べ
て
市
民
だ
よ
り
で
呼
び
か
け
た
地
元
の

小
中
高
生
が
描
い
て
い
る
点
で
す
。
こ
う
し
た
試
み

は
、
先
に
示
し
た
案
内
板
と
同
様
の
目
的
が
あ
っ
た

こ
と
が
読
み
取
れ
る
で
し
ょ
う
。
つ
ま
り
、
地
元
の

小
中
高
生
に
自
分
た
ち
が
住
む
土
地
に
古
い
歴
史
や

伝
説
が
あ
っ
た
こ
と
を
再
確
認
し
て
も
ら
う
た
め
、

こ
う
い
っ
た
挿
絵
を
子
ど
も
た
ち
に
求
め
た
と
い
う

図７

図８
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こ
と
が
い
え
る
と
思
う
わ
け
で
す
。

次
に
、
こ
れ
ま
で
萩
荘
で
刊
行
さ
れ
た
郷
土
史
関
連
の
本
を

図
９
と
し
て
示
し
て
み
ま
し
た
。
①
の
『
萩
荘
村
史
』
は
、
萩

荘
村
が
一
関
市
に
合
併
さ
れ
る
と
き
の
記
念
と
し
て
萩
荘
村
役

場
の
職
員
で
歴
史
に
詳
し
い
お
二
方
が
編
者
と
な
り
出
版
さ
れ

ま
し
た
。
そ
の
後
、
①
よ
り
も
う
少
し
正
確
な
地
域
史
を
編
集

し
た
い
と
い
う
地
域
の
願
い
か
ら
、
先
に
図
５
と
し
て
示
し
た

案
内
板
を
制
作
し
た
萩
荘
文
化
協
会
が
、
①
書
を
編
み
直
し
て

上
梓
し
た
も
の
が
②
『
萩
荘
史
』
と
な
る
わ
け
で
す
。

そ
し
て
、
先
に
示
し
た
マ
ッ
プ
の
前
段
階
と
し
て
冊
子
体
の

史
跡
文
化
財
巡
り
マ
ッ
プ
で
あ
る
③
書
を
萩
荘
文
化
財
研
究
会

が
一
九
九
八
年
に
出
し
ま
し
た
。
こ
れ
を
出
す
き
っ
か
け
は
、

や
は
り
地
域
か
ら
萩
荘
史
記
載
の
史
跡
を
訪
ね
た
い
が
場
所
が

分
か
ら
な
い
な
ど
意
見
が
研
究
会
に
寄
せ
ら
れ
た
そ
う
で
す
。

こ
れ
を
受
け
て
携
帯
に
便
利
な
大
き
さ
の
冊
子
体
の
も
の
で
、

史
跡
巡
り
の
六
コ
ー
ス
を
提
示
し
て
出
版
さ
れ
ま
し
た
。
身
体

を
使
っ
て
歴
史
を
感
じ
て
も
ら
う
、
そ
う
し
た
体
験
を
準
備
す

る
本
が
、
一
九
九
〇
年
代
末
に
刊
行
さ
れ
て
い
た
の
で
し
た
。

①小岩孝一郎・千葉庄松『萩荘村史』（萩荘村役場、1955年）

 ※萩荘村が一関市に合併される際編まれた村史。小岩氏は村役場職員。千葉氏は農家。

②『萩荘史』（萩荘文化協会、1991年）

 ※①書は、記述内容が粗いのでもう少し精確な地域史を編集したいという思いから編まれた。

 　萩荘文化協会は1986年設立。上記千葉氏も設立メンバー。

③『史跡・文化財めぐりMap』（萩荘文化財研究会、1998年）

 ※『萩荘史』刊行以後、史跡などの位置が分からないという声が寄せられたので、｢前九年の役

 　コース」など6コースを提示し、コース内における史跡･文化財の位置を地図で示し、簡単な

 　案内文を載せたもの。

図９　萩荘で刊行された郷土史
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さ
て
、
だ
ん
だ
ん
ま
と
め
に
入
っ
て
い
く
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、「
小
松
の
柵
」
と
い
う
民
俗
芸
能
の
演
目
が

二
〇
二
三
年
に
創
出
さ
れ
た
わ
け
で
す
が
、
こ
れ
を
生
み
出
す
背
景
は
、
自
分
た
ち
の
地
域
の
歴
史
や
文
化
を
自

分
た
ち
の
こ
と
ば
で
語
っ
て
き
た
萩
荘
地
区
の
数
十
年
に
わ
た
る
試
み
の
存
在
が
指
摘
で
き
る
の
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。
そ
の
試
み
は
、
文
字
だ
け
で
な
く
歴
史
マ
ッ
プ
の
作
成
お
こ
な
っ
た
こ
と
で
身
体
感
覚
を
通
し
て
過
去

へ
迫
る
方
法
も
獲
得
し
得
た
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
こ
う
し
た
背
景
が
重
な
り
合
っ
た
結
果
、
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス

か
ら
地
域
の
歴
史
を
伝
え
る
方
法
、
つ
ま
り
神
楽
の
演
目
の
創
出
へ
と
つ
な
が
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
と

思
い
ま
す
。
さ
ら
に
は
、
先
行
文
献
や
芸
能
に
対
し
て
寄
せ
ら
れ
る
様
々
な
意
見
を
受
け
と
め
、
過
去
の
言
説
を

更
新
し
て
き
た
動
き
も
伝
統
的
な
演
目
以
外
に
新
し
い
演
目
を
創
り
出
す
原
動
力
と
み
な
す
こ
と
も
で
き
る
で
し

ょ
う
。

こ
う
し
た
こ
と
が
伝
説
を
芸
能
化
で
き
た
背
景
で
あ
り
、
先
程
指
摘
し
て
お
き
ま
し
た
少
子
高
齢
化
な
ど
今
地

域
が
抱
え
る
問
題
、
そ
う
し
た
現
代
的
課
題
も
意
識
化
さ
れ
て
い
た
土
地
だ
か
ら
こ
そ
「
小
松
の
柵
」
が
芸
能
と

し
て
創
出
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
と
理
解
で
き
る
の
で
す
。

そ
こ
で
、
今
日
の
結
論
で
す
け
れ
ど
も
、
萩
荘
地
区
に
お
け
る
「
伝
説
が
語
る
も
の
」
と
は
何
か
。
今
日
の
私

の
講
演
タ
イ
ト
ル
は
、「
演
じ
ら
れ
て
い
る
伝
説
」
と
い
う
こ
と
で
こ
れ
ま
で
話
を
進
め
て
き
た
わ
け
で
す
。
そ

の
結
果
、「
伝
説
が
語
る
も
の
」、
も
う
少
し
詳
し
く
述
べ
る
と
伝
説
を
調
査
・
分
析
し
て
理
解
で
き
る
も
の
は
何

か
。
そ
れ
は
、
伝
承
の
担
い
手
が
抱
く
地
域
へ
の
思
い
、
あ
る
い
は
、
地
域
に
対
す
る
葛
藤
、
こ
う
い
っ
た
も
の

が
、
伝
説
を
研
究
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
具
体
的
か
つ
鮮
明
に
理
解
で
き
る
と
い
う
の
が
今
日
の
講
演
の
結
論
と
な

り
ま
す
。
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つ
ま
り
、
少
子
高
齢
化
、
そ
し
て
、
他
地
域
か
ら

移
り
住
ん
で
き
た
人
達
が
次
第
に
増
え
、
だ
ん
だ
ん

地
域
の
歴
史
が
知
ら
れ
な
く
な
る
、
そ
う
い
っ
た
今

抱
え
る
地
域
の
問
題
が
意
識
化
さ
れ
て
ゆ
く
中
、
地

域
の
民
俗
芸
能
の
担
い
手
で
あ
る
自
分
自
身
が
地
域

の
人
々
の
こ
と
ば
に
よ
っ
て
、
少
し
ず
つ
郷
土
の
歴

史
を
再
認
識
し
て
い
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
有
名
な

物
語
だ
け
を
演
じ
る
の
で
は
な
く
、
地
域
の
歴
史
を

芸
能
と
し
て
、
地
域
の
人
々
に
向
か
っ
て
演
じ
る
必

要
が
あ
る
と
い
う
思
い
が
次
第
に
醸
成
さ
れ
た
。
そ

の
結
果
、
こ
の
演
目
の
創
作
が
お
こ
な
わ
れ
た
と
考

え
ら
れ
る
の
で
す
。

ち
な
み
に
「
小
松
の
柵
」
は
、
動
画
の
も
の
を
含

め
て
全
部
で
三
回
公
演
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
第
二
回

目
に
公
演
し
た
と
き
「
岩
手
県
な
の
に
な
ぜ
源
頼
義
、

義
家
を
メ
イ
ン
に
す
る
よ
う
な
内
容
に
な
る
の
だ
。

安
倍
氏
を
も
う
少
し
立
て
る
よ
う
な
演
出
を
し
た
ほ

う
が
良
い
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
地
域
か
ら
の
意

• 一関市教育委員会編『南部神楽調査報告書』（一関市教育委員会、２０１６年）

• 一関市教育委員会編『一関市民俗芸能調査報告書』（一関市教育委員会、２０２０年)

• 小池淳一「伝説の継承とその主体」（『地域史研究―尼崎市立地域研究史料館紀要―』第117号、
尼崎市立地域研究史料館、２０１７年、６４～６８頁）

• 小島美子ほか編『祭・芸能・行事大辞典』下（朝倉書店、２００９年、１３０３頁。
執筆者：西郷由布子）

• 笹原亮二編『口頭伝承と文字文化―文字の民俗学･声の歴史学―』（思文閣出版、２００９年）

• 佐藤優「民俗芸能として展開する伝説―伝説の研究史を意識しながら―」
（『東北文学の世界』第２９号、盛岡大学文学部日本文学会、２０２１年、４４～６４頁）

• 佐藤優「南部神楽研究の課題―付・南部神楽研究文献目録―」
（『東北文学の世界』第３１号、盛岡大学文学部日本文学会、２０２３年、２２～３５頁）

• 羽柴直人「安倍氏の「柵」の構造―「交通遮断施設」の視点から―」（岩手県教育委員会事務局
生涯学習文化課編『平泉文化研究年報』第４号、岩手県教育委員会、２００４年、１３～２６頁）

• 橋本裕之「地域社会に埋め込まれた南部神楽」（一関市教育委員会編『南部神楽調査報告書』
一関市教育委員会、２０１６年、１６～２３頁）

• 柳田國男「昔話と伝説と神話」（同氏『柳田國男全集』第１６巻、筑摩書房、１９９８年〈１９３５〉）

• 柳田國男『伝説』（同氏『柳田國男全集』第１１巻、筑摩書房、１９９９年〈１９４０〉）

〔付記〕本研究は令和5年度盛岡大学学術研究助成を受けたものです。

図10　参考文献一覧
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●（公開講演１）　

見
を
取
り
入
れ
、
動
画
の
演
目
は
安
倍
氏
を
敗
者
で
は
な
い
よ
う
な
内
容
に
つ
く
り
変
え
て
演
じ
た
と
い
う
こ
と

で
し
た
。

で
は
、
時
間
が
来
ま
し
た
の
で
、
私
の
講
演
は
こ
こ
ま
で
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
ご
清
聴
、
ど
う
も
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

〔
付
記
〕 

本
研
究
は
令
和
五
年
度
盛
岡
大
学
学
術
研
究
助
成
を
受
け
た
も
の
で
す
。
ま
た
、
本
稿
は
当
日
録
音
さ
れ
た
も
の
の
文

字
起
こ
し
を
基
本
と
し
な
が
ら
も
、
当
日
示
し
た
画
像
資
料
を
組
み
入
れ
て
読
み
や
す
い
よ
う
文
章
を
整
え
た
も
の
で

あ
る
こ
と
を
付
言
し
ま
す
。




