
こ こ にも 、 一つの物語。
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▲清沢神楽大祭（ 2 0 1 9 年 1 1 月３ 日～４ 日）
提供： 静岡市

清沢神楽保存会

会長 北
き た ざ わ

沢 勝
か つ ま

麿さ ん

【  清沢の神楽 】
◀  清沢の神楽は、 安倍川・ 大井川・ 瀬

戸川流域に広く 分布する 神楽のひと つ。

昭和５ ２ 年に清沢神楽保存会が結成さ

れてから は、 地区全体で神楽の保存に

努めており 、 保存会のメ ン バーが各集

落の祭礼で神楽を 奉納し ている 。

　 毎年、 １ ０ 月中旬から 下旬にかけて清

沢地区の各氏神社で執り 行われている 。

伝統芸能を 担い、 次代につなげる 人たちin terv iew

川根本町の伝統芸能。 私たち と っ て後世につないでいき たい大切な財産です。 し かし 、

人口の減少と と も にそ の継承は難し く な っ て いま す。 伝統芸能を 継承する た めに、

２ ０ ２ １ 年度に開催し た「 伝統文化交流会」。 その講師を 務めた清沢神楽保存会の北
き た ざ わ

沢

勝
か つ ま

麿さ んに話を聞きまし た。

伝統芸能の神髄を後世につなぎ
時代に合わせて柔軟に広げていく

｢

ユ
ネ
ス
コ
登
録
は
大
き
な
き
っ
か
け
。

こ
の
機
を
逃
さ
な
い
で
積
極
的
に
周
知
し
て
ほ
し
い｣

　
伝
統
芸
能
の
継
承
は
、
少
子
高
齢
化
が

進
む
私
た
ち
の
地
区
に
は
大
変
困
難
な
こ

と
で
し
た
。
清
沢
の
神
楽
は
、
今
か
ら
数

十
年
前
ま
で
、
地
区
ご
と
異
な
っ
た
神
楽

を
伝
承
し
て
い
ま
し
た
が
、
そ
の
保
存
・

継
承
が
難
し
く
な
り
、
昭
和
52
年
に
８
つ

の
神
社
で
合
同
の
保
存
会
を
設
立
し
現
在

の
形
に
な
り
ま
し
た
。
合
併
当
時
、
反
発

も
あ
り
ま
し
た
が
、
ど
の
神
社
も
同
じ
課

題
を
抱
え
て
い
た
の
で
、
徐
々
に
互
い
に

理
解
を
深
め
、
神
楽
を
現
在
ま
で
つ
な
げ

る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　　
川
根
本
町
は
、
神
楽
を
伝
承
し
て
い
る

地
区
が
そ
れ
ぞ
れ
大
き
く
、
神
楽
の
特
性

も
異
な
る
の
で
、
簡
単
に
合
併
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
と
思
い
ま
す
。
で
す
が
、
神

楽
の
継
承
に
他
地
区
や
町
外
者
、
移
住
者

な
ど
の
力
を
借
り
る
こ
と
は
間
違
っ
て
は

い
ま
せ
ん
。
た
だ
、
誰
で
も
良
い
か
と
い

う
わ
け
で
は
な
く
、
芸
能
の
歴
史
的
背
景

や
神
髄
を
積
極
的
に
理
解
し
、
関
わ
り
た

い
意
欲
が
あ
る
人
と
活
動
す
る
こ
と
が
大

切
で
す
。

　
私
た
ち
は
、
そ
の
よ
う
な
会
員
と
と
も
に

週
2
回
の
練
習
を
年
間
を
通
し
て
行
っ
て
い

ま
す
。
練
習
で
は
振
り
付
け
だ
け
で
な
く
、

神
具
や
舞
の
持
つ
意
味
を
根
本
か
ら
身
に

付
け
ま
す
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
小
学
校
な

ど
へ
の
出
前
授
業
の
際
に
も
、
楽
し
み
な
が

ら
か
つ
、
神
楽
の
根
本
的
な
意
味
を
教
え
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　　
一
方
で
、
イ
ベ
ン
ト
な
ど
で
披
露
す
る

神
楽
は
神
事
と
は
別
物
と
し
て
考
え
る
柔

軟
さ
も
重
要
で
す
。
主
催
者
な
ど
の
要
望

に
合
わ
せ
て
、
演
目
を
短
縮
す
る
な
ど
し

て
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
本
来
の
神
楽
で
は
な

く
な
り
ま
す
。
し
か
し
、
結
果
的
に
清
沢

の
神
楽
が
多
く
の
人
の
目
に
触
れ
る
機
会

が
増
え
、
新
し
い
伝
承
者
を
生
む
き
っ
か

け
に
な
り
ま
す
。
神
事
と
エ
ン
タ
ー
テ
イ

ン
メ
ン
ト
を
分
け
て
捉
え
、
裾
野
を
広
げ

る
挑
戦
は
必
要
な
こ
と
で
す
。

　

　
清
沢
の
神
楽
は
、
今
日
ま
で
に
一
部
失

わ
れ
た
演
目
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
ん
な
時
、

神
楽
の
流
れ
を
同
じ
く
す
る
川
根
本
町
の

梅
津
神
楽
や
田
代
神
楽
に
学
び
、
復
活
さ

せ
た
過
去
が
あ
り
ま
す
。
仮
に
そ
れ
ら
の

芸
能
が
廃
れ
る
危
機
に
陥
っ
た
時
、
ぜ
ひ

私
た
ち
を
頼
っ
て
ほ
し
い
。
伝
統
芸
能
を

広
く
静
岡
県
の
財
産
と
考
え
、
共
に
保
存
・

継
承
に
力
を
注
げ
れ
ば
と
考
え
て
い
ま
す
。

神
社
の
合
併
に
見
い
出
す
継
承
の
未
来

芸
能
の
基
礎
を
知
り
次
世
代
へ

時
代
に
合
わ
せ
た
柔
軟
性
も
必
要

　
伝
統
文
化
の
継
承
に
つ
い
て
学
ぶ
た

め
の

｢

伝
統
文
化
交
流
会｣

で
は
北
沢

会
長
が
話
す
よ
う
に
、
芸
能
の
継
承
の

た
め
に
は
、
先
人
の
教
え
は
確
実
に
受

け
継
ぎ
つ
つ
、
現
代
に
合
わ
せ
た
柔
軟

な
考
え
を
持
つ
こ
と
が
必
要
に
な
り
ま

す
。
徳
山
古
典
芸
能
保
存
会
は
、
学
生

な
ど
外
部
の
力
を
借
り
な
が
ら
新
し
い

挑
戦
を
始
め
て
い
ま
す
。

　
こ
こ
で
澤
本
等
さ
ん
の
言
葉
が
思
い
出

さ
れ
ま
す
。｢

伝
統
芸
能
と
祭
り
を
地
域

で
盛
り
上
げ
た
い
。
祭
り
は
人
と
人
の
絆

そ
の
も
の
。
芸
能
の
衰
退
は
地
域
の
つ
な

が
り
の
衰
退
。
そ
の
つ
な
が
り
を
も
う
一

度
、
つ
な
ぎ
た
い｣

。

　
各
地
域
に
、
今
も
伝
統
芸
能
が
残
っ
て

い
る
の
は
、
こ
れ
ま
で
に
携
わ
っ
た
人
た

ち
が
、
自
分
た
ち
が
生
き
て
き
た
地
域
の

伝
統
に
誇
り
を
持
ち
、
そ
の
歴
史
を
未
来

に
つ
な
ぎ
た
い
と
思
っ
た
か
ら
こ
そ
で
す
。

過
去
か
ら
現
代
ま
で
受
け
継
が
れ
た
思
い

や
大
切
に
守
っ
て
き
た
も
の
を
、
こ
れ
か

ら
は
地
域
や
子
ど
も
た
ち
、
若
い
世
代
な

ど
の
皆
さ
ん
に
も
触
れ
て
も
ら
い
た
い
。

そ
う
願
う
人
た
ち
の
思
い
に
触
れ
、
自
分

の
こ
と
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
、
伝
統
芸

能
を
継
承
・
保
存
し
て
い
く
こ
と
に
つ
な

が
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

【 徳山の盆踊・ ヒ ーヤイ 】

【 徳山の盆踊・ 鹿ん舞】

【 徳山の盆踊・ 狂言】

梅津神楽

徳山神楽

田
代
神
楽

徳
山
神
楽

梅
津
神
楽


