
1國分八幡宮の「桜まつり神楽祭」の様子　2お話を伺った森口さん。貴重
な資料を見ながら、里神楽の世界を紐解いてくれました　3お話を伺った
森口さんが所属する「阿野北条神楽組」の奉納神楽。現在は５人の宮司と神
社関係者を合わせて12～13人で活動しています（写真は城山神社で行われ
た神楽の様子）

限られた時間の中で人が
集まり、同じ時間を一緒
に楽しむ。それが「祭り」。
幼い頃から神楽の雰囲気を感じてきた私ですが、お祭り
の時期になるとワクワクします。最初、神楽と里海がど
うつながるのかわかりませんでした。森口さんの話を聞
き、神楽は神様に五穀豊穣を祈り、感謝すること。つまり
神楽に人が集まるということは、今年も山、里、海の恵み
を受けられたということだとわかりました。神楽は里海
と人々をつなぐ、一つの方法ではないかと思います。

　今回取材をさせていただいた森口美文さんは、高松市国分寺町の國
分八幡宮の宮司さんです。國分八幡宮をはじめ、神谷神社、城山神社、
春日神社、楠尾神社の5つの神社では、祭りのときに神楽を奉納する
「神楽組」というものがあり、森口さんも5歳の頃から神楽に携わってき
ました。実はインタビューを担当した福家さんのお父様はそのうちの
一つ、城山神社の宮司さん。子供の頃から神楽に親しんできた2人に
とって、神楽は人が自然とどのように関わってきたかを紐解く入り口
になったようです。森口さんは、神楽組の中では最年長者。時代ととも
に変わりゆく祭りの形を受け入れながらも、神楽に伝わる自然への感
謝の心を残そうと、日々尽力されています。
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森
口
さ
ん
か
ら
受
け
取
っ
た
言
葉

│
│
神
楽
は
い
つ
頃
か
ら
あ
る
ん
で
す
か
？

　「
里
神
楽
」
と
は
、
宮
中
で
行
わ
れ
る
御み

神か
ぐ

楽ら

に
対
し
て
、
里
の
人
た
ち
が
舞
う
も
の
を
言

い
ま
す
。
五
穀
豊
穣
や
無
病
息
災
を
願
っ
て
神

様
に
奉
納
す
る
も
の
。
香
川
県
の
場
合
は
、
書

物
が
残
っ
て
い
な
い
の
で
は
っ
き
り
と
し
た
時

期
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
江
戸
時
代
前
半
頃
に

は
じ
ま
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

│
│
神
社
の
宮
司
さ
ん
た
ち
が
舞
う
と
い
う
の

は
珍
し
い
で
す
ね
。

　
神
職
に
よ
る
神
楽
組
は
香
川
県
で
も
数
少
な

い
ん
で
す
よ
。
こ
の
辺
り
は
か
つ
て
国
府
が

あ
っ
た
場
所
な
の
で
、
そ
の
関
係
で
土
地
の
神

社
を
司
る
人
た
ち
が
担
い
手
に
な
っ
た
よ
う
で

す
。

　
一
番
大
き
な
奉
納
は
秋
祭
り
で
す
が
、
春
に

も
「
桜
ま
つ
り
神
楽
祭
」
と
い
う
の
が
あ
り
ま

す
。
古
く
か
ら
桜
が
散
る
頃
に
疫
病
な
ど
が
流

行
っ
た
の
で
、
無
病
息
災
を
祈
っ
て
舞
わ
れ
ま

や
他
の
道
具
も
、
み
な
自
然
界
か
ら
い
た
だ
い

た
も
の
。
そ
の
一
つ
ひ
と
つ
、
い
た
だ
い
た
魂

に
感
謝
し
て
舞
う
こ
と
が
と
て
も
大
事
な
ん
で

す
ね
。

　
そ
う
や
っ
て
自
然
へ
の
感
謝
を
捧
げ
て
、
神

様
を
も
て
な
し
楽
し
ん
で
い
た
だ
く
の
が
神
楽

の
意
味
。
そ
の
そ
ば
で
私
た
ち
も
神
様
と
一
緒

に
楽
し
ま
せ
て
い
た
だ
く
。
神
様
と
一
体
に
な

る
と
い
う
こ
と
が
祭
り
の
本
質
だ
と
思
う
ん
で

す
。
神
楽
で
舞
わ
れ
る
演
目
も
、
古
事
記
の
逸

話
な
ど
を
題
材
に
、
人
が
自
然
と
ど
う
関
わ
っ

て
生
き
て
き
た
か
を
教
え
て
く
れ
る
内
容
が
多

い
ん
で
す
よ
。

　
よ
く
皆
さ
ん
、
伝
統
と
い
う
こ
と
を
言
い
ま

す
が
、
伝
統
っ
て
い
う
の
は
形
を
変
え
て
で
も

残
し
て
い
く
も
の
な
ん
で
す
よ
。
で
も
伝
承

は
、
形
を
変
え
ず
に
残
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
里
神
楽
を
通
し
て
残
し
た
い
の
は
、

ま
さ
に
こ
の
祭
り
の
本
質
の
部
分
で
す
ね
。

し
た
。
他
に
も
、「
御お

日ひ

待ま
ち

神
事
」
と
い
っ
て
、

お
日
様
が
姿
を
表
す
の
を
待
っ
て
夜
通
し
行
う

も
の
も
あ
っ
た
り
、
自
然
へ
の
畏
敬
の
気
持
ち

が
色
濃
く
反
映
さ
れ
て
い
ま
す
。

│
│
神
楽
組
で
一
番
大
変
な
こ
と
は
？

　
や
っ
ぱ
り
、
担
い
手
が
減
っ
て
い
る
の
が
一

番
の
問
題
点
か
な
。
祭
り
に
奉
仕
す
る
人
っ
て

い
う
の
は
、
昔
か
ら
氏
子
さ
ん
や
自
治
会
な
ど

そ
の
地
域
に
暮
ら
す
人
が
中
心
に
な
ん
で
す

ね
。
で
も
今
は
高
齢
化
し
て
い
ま
す
し
、
最
近

は
マ
ン
シ
ョ
ン
暮
ら
し
が
増
え
て
地
域
に
関
わ

る
人
も
減
っ
て
い
ま
す
か
ら
。

│
│
昔
な
が
ら
の
祭
り
を
守
っ
て
い
く
の
が
、

難
し
く
な
っ
て
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す

か
？

　
昔
の
神
楽
は
夜
の
８
時
に
は
じ
ま
っ
て
、
終

わ
り
は
夜
中
の
０
時
を
過
ぎ
よ
っ
た
か
ら
ね
。

祭
り
は
地
元
の
人
た
ち
の
娯
楽
の
一
つ
で
も

あ
っ
た
か
ら
、
皆
が
寄
り
集
ま
っ
て
、
お
酒
や

お
い
し
い
も
の
を
食
べ
な
が
ら
過
ご
す
ん
で

す
。
今
み
た
い
に
終
わ
る
時
間
を
決
め
て
予
定

通
り
に
進
め
る
ん
じ
ゃ
な
く
て
、
も
っ
と
ゆ
っ

く
り
し
た
時
間
の
流
れ
の
中
で
神
事
が
行
わ
れ

て
い
た
ん
で
す
ね
。

　
祭
り
を
続
け
る
に
は
、
時
代
に
応
じ
て
変
え

る
べ
き
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
が
、
変
え
て
は
い

け
な
い
も
の
も
あ
る
と
思
う
ん
で
す
。
そ
れ
は

や
っ
ぱ
り
、
誰
の
た
め
に
や
る
の
か
、
と
い
う

こ
と
。
祭
り
は
神
様
に
見
て
い
た
だ
く
た
め
の

も
の
で
す
か
ら
。
神
楽
を
舞
う
と
き
も
、
そ
れ

は
い
つ
も
意
識
し
て
い
ま
す
よ
。
例
え
ば
、
お

面
一
つ
と
っ
て
も
、
も
と
は
生
木
、
生
き
て
い

る
木
を
伐
っ
て
つ
く
っ
た
も
の
で
す
。
生
き
た

も
の
に
は
魂
が
宿
り
ま
す
。
奉
納
す
る
サ
カ
キ

里神楽を舞い伝える人

里
神
楽
を
舞
い
伝
え
る
人
　
森
口
美
文
さ
ん（
高
松
市
）

森
もり

口
ぐち

美
よし

文
ふみ

さん
（昭和34年生まれ・56歳）

福
ふ

家
け

安
あ

祐
ゆ

美
み

さん
（香川県立丸亀高等学校２年生）

参 加 者 の 感 想

コーディネーターより

伝
統
は
、形
を
変
え
て
で
も
残
し
て
い
く
も
の
。

伝
承
は
、形
を
変
え
ず
に
残
し
て
い
く
も
の
。


