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物部いざなぎ流神楽保存会

６いざなぎ流 神秘の世界

伝
え
て
い
こ
う

祭りや祈祷の場がなくなっていく今、

保存会として神楽を伝え、残していきたい

設
立
は
昭
和
58
年
　

歴
史
あ
る
保
存
会

　

昭
和
55
年
に
、
い
ざ
な
ぎ
流
御

祈
祷
が
国
の
『
重
要
無
形
民
俗

文
化
財
』
に
認
定
さ
れ
、
そ
れ

を
受
け
て
、
い
ざ
な
ぎ
流
の
神

楽
を
残
し
伝
え
て
い
こ
う
と
い

う
機
運
が
高
ま
り
、
昭
和
58
年
、

い
ざ
な
ぎ
流
神
楽
伝
承
教
室
が
開
設
さ

れ
た
の
が
始
ま
り
で
す
。

　

私
は
元
々
、
物
部
町
別
府
の
出
身
。

子
ど
も
の
こ
ろ
は
集
落
に
太
夫
さ
ん
が

た
く
さ
ん
い
ま
し
た
。
い
ざ
な
ぎ
流
の

祭
り
も
日
常
的
に
行
わ
れ
、
生
活
に
溶

け
込
ん
だ
も
の
と
し
て
触
れ
て
き
た
よ

う
に
思
い
ま
す
。
伯
父
が
太
夫
を
や
っ

て
い
た
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
い
ざ

な
ぎ
流
の
祭
り
が
行
わ
れ
る
と
、
「
敏

張
、
太
鼓
を
た
た
け
」
と
声
が
か
か
り
、

子
ど
も
な
が
ら
に
作
法
を
覚
え
、
神
祭

り
な
ど
で
太
鼓
を
た
た
い
て
き
ま
し
た
。

　

物
部
い
ざ
な
ぎ
流
神
楽
保
存
会
で
は
、

現
在
、
市
内
外
で
年
間
10
回
以
上
の
公

演
を
行
っ
て
い
ま
す
。
地
元
の
イ
ベ
ン

ト
か
ら
依
頼
を
受
け
て
舞
を
舞
っ
た
り
、

地
域
の
敬
老
会
で
お
年
寄
り
に
披
露
し

た
り
。
ま
た
、
高
知
城
で
行
わ
れ
た

『
お
城
ま
つ
り
』
に
も
、
県
内
外
の
他

地
域
の
神
楽
と
と
も
に
出
演
し
、
い
ざ

な
ぎ
流
の
神
楽
を
多
く
の
方
に
見
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。
物
部
の
地
に
こ
ん
な

文
化
が
残
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
知

っ
て
も
ら
う
意
味
で
、
重
要
な
活
動
だ

と
考
え
て
い
ま
す
。

い
ざ
な
ぎ
流
神
楽
を
ど
う
残
す
か

　

い
ざ
な
ぎ
流
神
楽
の
本
質
は
、
人
の

力
が
及
ば
な
い
物
事
に
対
し
て
、
神
様

や
精
霊
の
力
を
頼
り
、
神
祭
り
や
祈
祷

を
行
う
こ
と
で
す
。
と
い
う
こ
と
は
、

家
庭
や
集
落
で
祭
り
を
し
た
り
、
病
人

祈
祷
や
雨
乞
い
の
祈
祷
を
す
る
こ
と
が

な
く
な
れ
ば
、
神
楽
の
本
質
を
体
現
す

る
場
が
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

時
代
の
変
化
に
よ
っ
て
、
こ
の
よ
う

な
場
は
急
速
に
失
わ
れ
つ
つ
あ
り
ま
す
。

太
夫
さ
ん
が
そ
の
弟
子
に
、
祭
り
の
場

を
通
じ
て
さ
ま
ざ
ま
な
作
法
を
伝
承
す

る
こ
と
で
現
在
ま
で
続
い
て
き
た
い
ざ

な
ぎ
流
で
す
が
、
そ
の
活
動
が
不
可
能

に
な
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

保
存
会
で
は
、
月
２
回
程
度
集
ま
っ

て
、
子
ど
も
も
大
人
も
一
緒
に
練
習
を

し
て
い
ま
す
。
そ
の
中
で
、
一
通
り
の

舞
い
方
と
と
も
に
、
太
鼓
の
打
ち
方
や

祭
具
の
使
い
方
、
神
祭
り
の
意
味
に
つ

い
て
も
教
え
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
そ
う
い
う
練
習
で
は
、
神
楽

の
本
質
は
伝
わ
っ
て
い
か
な
い
の
で
は

な
い
か
と
い
う
ジ
レ
ン
マ
が
あ
り
ま
す
。

　

た
だ
私
た
ち
は
、
自
分
た
ち
に
で
き

る
こ
と
を
や
ろ
う
と
考
え
て
い
ま
す
。

何
も
し
な
け
れ
ば
、
時
代
の
流
れ
の
中

で
全
て
失
わ
れ
て
し
ま
う
。
本
質
は
変

わ
っ
て
し
ま
う
の
か
も
し
れ
な
い
が
、

舞
神
楽
の
所
作
や
作
法
は
、
保
存
会
と

し
て
し
っ
か
り
守
っ
て
い
き
た
い
と
思

っ
て
い
ま
す
。

地
域
の
文
化
を
子
ど
も
た
ち
に
伝
え
る

　

保
存
会
で
は
、
現
在
11
人
の
子
ど
も

た
ち
が
活
動
し
て
い
ま
す
。
練
習
で
は

和
気
あ
い
あ
い
と
し
た
雰
囲
気
の
中
、

楽
し
ん
で
集
ま
っ
て
い
ま
す
。

　

大
栃
小
学
校
や
香
北
中
学
校
に
は
、

課
外
授
業
と
い
う
形
で
神
楽
を
教
え
に

行
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
し
た
活
動
を
通

じ
て
、
少
し
で
も
地
域

の
文
化
に
関
心
を
持
っ

て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

　

私
た
ち
の
知
識
を
若

い
人
た
ち
に
伝
え
、
引

き
継
い
で
い
き
た
い
。

興
味
の
あ
る
方
に
は
、

ぜ
ひ
参
加
し
て
も
ら
い

た
い
と
思
い
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

教
育
委
員
会
物
部
分
室

☎
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自分たちに
できることを、やる

物部いざなぎ流神楽保存会

▲奥物部ふれあいプラザでの練習風景

▲香美市合併１０周年記念事業オープニングセレモニーでの公演

▲敬老会でも神楽を披露


