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白
い

布
を

舞
手
が
つ

か

み

登
り

降
り

す
る

（
周
南

市
大
字
夏
切）

。

そ
の

布
を

持
っ

て

舞
う
と

こ

ろ

も

あ
る

（
防
府
市
旦
）

。

【

事
例
四

】

「

川

名
津

神
楽
」

（

愛
媛
県
）

。

柱

松
の

て

っ

ぺ

ん

に

白
い

布

を

か

け、

ダ

イ
バ

（

鬼
）

が

そ

の

柱
松
に

登
っ

て

藁
人

形
と

白
い

布
を

落
と

し

て

燃
や
す

（

八

幡
浜
市
川
上

町
川

名
津）

。

ほ

か

に
、

備
中
荒

神
神

楽
（
岡

山
県）

の

布
舞、

大
元
神
楽
（
島
根
県）

の

御
綱
祭、

山

代
神

楽
（

山
口

県）

の

山
之

神、

周

防
神
舞
（

山
口

県）

の

芝
鬼
神
な

ど

で

白
い

布
が

使
わ

れ

る
。

こ

れ

ら

の

事

例
か

ら
、

白
い

布
は

荒

神
神
楽

祭
祀
で

の

み

使
わ

れ

る、

荒
神
を
迎
え
・

遊
び
・

送
る
と
き

使
わ

れ
る、

神
が

か

り
と

深
く
連

動
し

て

い

る
こ

と
が

わ
か

る
。

し
か

し

白
い

布
が

ど

ん
な

神
霊
と

関
わ

り、

何
故
神
が

か

り
と

連
動
し
て

い

る

か

は

不
明
で

あ
る

。

そ

れ

を

解
く

手
掛
か

り
は

中
国
と

韓
国
の

民
間

祭
祀
の

中
に

あ
る

と
思

う
。

　
三

、

中
韓
の

民

間
祭

祀
で

使
わ
れ
る

「

白
い

布
」

　
【

事
例
一
】

韓
国
の

民
間
祭
祀
で

白
い

布
が

頻
繁
に

使
用
さ

れ
て

い

る
。

そ
の

由
来
は

死
霊
祭

祀
（
チ

ノ

ギ
ク
ッ
、

シ

ッ

キ

ム

ク
ッ
、

オ

グ
ク

ッ
）

に

あ
る

。

白
い

布
を

裂
い

た

り
（
裂

布）
、

結
び

目
を

解
い

た

り
（
コ

プ

リ）

す

る
。

【

事
例

二
】

中
国

長
江
中
流

域
の

死
霊

祭
祀
で

白
い

布
が

使
わ

れ

て

い

る
。

「

除

霊
」

（
苗
族
）

や

「

打
繞
棺
」

（
土
家
族）

で

は

祭
場
正
面
に

白
い

布
を
張

り、

頭
に

白
い

布
を
か

む

っ

た
遺
族
た

ち
が

霊
屋
や

棺
桶
の

ま
わ

り
で

順

逆
の

歌
舞
を

繰
り
返
す

。

「

道
場
」

（
土

家
族）

で

は

祖
霊
迎
え
の

迎

真
、

死
霊
迎
え
の

地
獄
破
り、

死
霊
清
め
の

目
連
斎
で

白
い

布
が
使
わ

れ

る
。

変
死
霊

を
対
象
に

す
る

と

き

は
赤
い

布
を

使
う

。

尚、

楡
林
窟
（
甘
粛
省

安
西

県）

第
二

十
五

窟

南
壁
の

浄
土
図

「

観
無
量

寿
経
変

図
」

（
中
唐

期

作）

に

阿
弥
陀
仏
か

ら

諸
菩
薩
へ

伸
び
る

白
い

布
が

描
か

れ
て

い

る
。

敦

煌
莫
高
窟
に

こ

の

白
い

布
は

描
か

れ
て

い

な

い

の

で
、

白
い

布
は

東
ア

ジ

ア

共
通
の

伝
統
と

し
て

唐
代
以
前
か

ら

死
霊
祭

祀
に

使
用
さ

れ

て

い

た

と

考
え

ら
れ

る
。

　

四、

ま

と

め

　
中
韓
の

事
例
か

ら

白
い

布
は

も
っ

ぱ
ら
死
霊

祭
祀
で

使

わ
れ、

死
霊
や

祖
霊
を
迎
え
た

り
、

清
め

た
り、

送
っ

た

り
す
る

と

き

使

わ
れ

て

い

る
。

こ

の

こ

と

か

ら

白
い

布
を
使
う
荒

神
神
楽
祭
祀
も
死
霊

祭

肥
に

由

来
し、

荒
神
の

霊

格
は

死
霊
や

祖
霊
で

あ
る
と

考
え

ら

れ

る
。

ま

た

神
が

か

り
は

こ

の

死
霊
や

祖
霊
を

迎
え
た
り
送
っ

た
り
す
る

さ

い

発
生

す

る
。

し
た
が

っ

て

日
本
民

間
神
楽
は

タ
マ

シ

ズ

メ

と

タ
マ

フ

リ
の

両
要

素
が

複
合
し
て

い

る

と

考
え
た
ほ
う
が

よ

い
。

薪
能
の

興
行
形
式
に

み

る

宗
教
性

永

原

　
順

　
子

　
そ

も

そ
も
薪
能

（

薪
猿

楽
）

は
、

九

世
紀
頃、

大

和
春
日
大
社
の

神
事

も
し

く
は

、

興
福
寺
の

修
二

会
の

薪
宴
（
た

き
ぎ
の

え
ん）

11
修
二

会
に

使
う

薪
を
迎
え

る

儀
式
に

始
ま

る

と

い

わ
れ
る

。

　
一

方、

戦

後
か

ら
は

じ

ま
り、

い

ま

や

全
国
に

広
が

っ

て

い

る

「

薪

能
」

は

か

な

り

イ
ベ

ン

ト

性
の

高
い

も
の

と

な
っ

て

い

る
。

中
に

は、

能

そ
の

も
の

を
社
寺
に

奉
納
す

る

形
を
と

る
も
の

も

あ
る

が
、

そ

の

興
行
形

式
は

多
種
多
様
で

あ
る

。

　
先
行
す
る

研
究
は

あ
ま

り

多
く
な
い

。

あ
っ

て

も

能
評
や

イ
ベ

ン

ト

の

状
況

報
告、

薪
能
の

歴
史、

な
ど
に

集
申
し

て

お

り
、

包

括
的
な
も
の

が

見
ら
れ
な
い

。

数
が

多
か

っ

た
り、

不
定
期
な

も
の

が
あ
っ

た

り
と
、

全
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体

的
な
把

握
が

困
難
で

あ
る

と

い

う
こ

と

が

理
由
で

あ
ろ

う
。

　

表
題
に

掲
げ
た

宗
教
性
で

あ
る

が
、

能
自
身
の

宗
教

性
に

つ

い

て

は
、

死
生
観、

異
界
観

、

鎮
魂、

な
ど、

命
題
は

い

く
ら

で

も
立
て

ら

れ

る．

し

か

し

こ

の

発
表
で

は
、

能
の

内
容
に

は

触
れ

ず
、

薪
能
の

多

様
な

興
行

形
式
の

な
か

に、

ど

の

よ

う
な
宗

教
性、

さ

ら

に

い

う
と

宗
教

的
な
る

も

の

が
あ
る

の

か
、

に

着
目
す
る

。

　

薪
能
は

、

戦
後、

野

外
能
の

流
行
し

た
際
に

生
ま

れ
、

高
度
経
済

成
長

期
の

昭

和
四

十
年
代
に

ブ
ー

ム

を

迎
え
て
、

雑
誌
「

観
世
」

の

平
成
四

年

の

特
集
で

は、

全
国
で

百
七

十
カ

所
を

超
え
て

い

る
。

主

催
は
、

企

業、

地
方
自
治

体
、

宗
教
団

体
、

NPO

、

能
楽

師
自
身、

な
ど

い

ろ

い

ろ

で

あ
る

。

薪
能
の

見
方、

と
い

う
よ

う
な
マ

ニ

ュ

ア
ル

本
も

流
行
る

。

　

バ

ブ
ル

が

は
じ

け
た

後、

後
援
の

企

業
な

ど

が

減
少
し
た

り
、

地
方
自

治

体
も

手

を

引
い

た

り
と

、

薪
能
の

数
は

減
少

し
た
。

し

か

し

こ

こ

数

年、

少
し

ず
つ

増
加
し

て

い

る
。

最
近
の

傾
向
と

し

て、

社
寺

以
外
に

、

城
や
そ

の

物
語
の

舞
台
ほ

か
、

都
会
の

駅
や

広

場
な

ど、

多
様
な

場
所
で

の

開
催
が

増
え
て

き

て

い

る
。

仮
設
舞
台
の

技
術
が

進
ん

で、

手
軽
に

開

催
で

き
る

よ
う
に

な

っ

た

の

も
一

つ

の

要

因
で

あ
る

と

い

う
。

　

で

は、

な
ぜ

公
演
数
が

微
増
し

て

い

る
の

か
。

仮
説
舞
台
の

技
術
が

進

む

た

め

に

は、

そ
れ

な

り
の

需
要
が

必
要
で

あ
る

。

そ

の

需
要
が

起
こ

る

も
と

と

し

て

は、

能
楽
師
に

よ
る

能
楽
の

普
及
努
力、

自
治
体
の

町
お

こ

し
の
一

環、

伝
統
を

守
り
伝
え
よ
う
と

い

う
ボ

ラ
ン

テ

ィ

ア

の

努
力、

な

ど

が

あ
げ
ら

れ

る
。

　

公

演
増
加
の

理
由
と

し
て

は
、

次
に

あ

げ
る

「

興

行
形

式
に

み

ら

れ
る

宗
教
性
」

も

想
定
で

き
る

。

　

神
社
で

奉
納
の

か

た
ち
を
と

る
も
の

も

長
く

続
い

て

い

る

（

奉
納
靖
国

神

社
夜
桜
能、

生
國
魂
神

社
薪
能、

平
塚
八

幡
宮
神
事

能
、

な

ど
）

。

占

来
の

薪
能
と

ま

っ

た
く
同
じ
と
は

言
え
な
い

が
、

奉
納
す
る

と
い

う

点
は

同
じ
で

あ
り

、

そ

こ

で

の

宗
教

性
は
言
う
ま
で

も

な

い
。

し

か

し

こ

こ

で

注
目
し
た

い

の

は
、

そ
う
し
た

“

見
え

る

宗
教
性
”

で

は

な
い

。

　

ま
ず
は

薪
能
が

開
催
さ

れ

る
場
所
の

聖
地
性
が

あ
げ
ら

れ

る
。

築

城
○

○
周
年
に

そ
の

城
を
バ

ッ

ク

に
、

実
際
に

物
語
の

舞
台
で

あ
る
場
所
で、

な

ど
、

意
味
の

あ
る

地
点
で

行
わ
れ
て

い

る

も
の

が

多
い

。

も
っ

と

言
え

ぼ
、

都
会
の

駅
は

現
代
の

四

つ

辻
で
、

そ

こ

は

宗
教
の

場
で

も
あ
り
芸
能

の

場
で

も
あ
る

だ
ろ

う
。

　

ほ

か

に

は
、

町
お

こ

し、

ボ

ラ

ン

テ

ィ

ア

に

よ
る

伝

統
へ

の

こ

だ

わ

り
、

な

ど
、

あ
る

対
象
に

向
か

う
強
い

意
志
が

み

ら

れ

る
。

こ

れ
は、

宗

教
性
と

ま

で

は

い

か

な
い

が
、

信
仰
心、

崇
拝
心
と

似

通
っ

た
も
の

が
あ

る
。

　

野

外
能
の

流
行
と

先
述
し

た

が、

な

ぜ
昼
で

は

い

け
な
い

の

か
。

神
社

の

奉

納
は

昼
も

多
い

が、

い

わ

ゆ

る

イ
ベ

ン

ト

的
な

も
の

で

野
外
と

な
る

と、

そ

の

す
べ

て

が

薪
能
と

い

っ

て

も
過

言
で

は

な

い
。

そ
こ

に

は
、

篝

火
と

と

も
に

舞
台
が

闇
に

浮
か

ぶ

と

い

う

幻
想
的
な
演
出
効
果
が

あ
る

か

ら
だ

。

　

以
上
か

ら、

伝
統、

幽
玄、

世
界
遺
産
と
い

う
“

神
”

を
崇
拝
し

た

擬

似
的
祭

礼
と

し

て

の

薪
能
の

姿
が
そ

こ

に

見
出
せ

る
。
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