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このニュースレターは、「文化財

ぶ ん か ざ い

に親
し た

しむ機
き

会
か い

の提供
ていきょう

に関
か ん

する事
じ

業
ぎょう

」の一
ひ と

つとして、身
み

近
ぢ か

な文
ぶ ん

化
か

財
ざ い

情報
じょうほ う

をはじめ、  
文化財
ぶ ん か ざ い

を活用
か つ よ う

した事
じ

業
ぎょう

などの紹介
しょうかい

を行
おこな

っています。ぜひ学校教育
がっこ う き ょ う い く

や生涯学習
しょうがいがくしゅう

の場
ば

で広
ひ ろ

くご活用
か つ よ う

ください。  
 

 

 

 

今年
こ と し

の３月
がつ

８日
か

、北
ほっ

海
かい

道
どう

内
ない

で大
たい

切
せつ

に伝
でん

承
しょう

（伝
つた

え受
う

け継
つ

ぐこと）されてきた民
みん

俗
ぞく

芸
げい

能
のう

の

「松前
まつまえ

神楽
か ぐ ら

」が国
くに

の「重
じゅう

要
よう

無
む

形
けい

民
みん

俗
ぞく

文
ぶん

化
か

財
ざい

」に指
し

定
てい

されました。 

 北
ほっ

海
かい

道
どう

内
ない

の 重
じゅう

要
よう

無
む

形
けい

民
みん

俗
ぞく

文
ぶん

化
か

財
ざい

は、これまで「アイヌ古
こ

式
しき

舞
ぶ

踊
よう

」（アイヌの人々
ひとびと

によっ

て伝
でん

承
しょう

されている歌
うた

と踊
おど

り）１件
けん

でしたが、今
こん

回
かい

の指
し

定
てい

で２件
けん

となりました。 

 

◆「民
みん

俗
ぞく

文
ぶん

化
か

財
ざい

」とは？ 

人々
ひとびと

の生活
せいかつ

の移
うつ

り変
か

わりを知
し

るために

必要
ひつよう

なもので、文化
ぶ ん か

によって生
う

み出
だ

された

財
ざい

産
さん

、言
い

わば“宝物
たからもの

”のことです。 

このうち、衣服
い ふ く

や道具
ど う ぐ

などの形
かたち

の有
あ

るも

のを「有
ゆう

形
けい

民
みん

俗
ぞく

文
ぶん

化
か

財
ざい

」、各地
か く ち

で伝
つた

えられて

いる伝
でん

統
とう

的
てき

なお祭
まつ

りや行事
ぎょうじ

、音楽
おんがく

・踊
おど

りと

いった民俗
みんぞく

芸
げい

能
のう

（ 郷
きょう

土
ど

芸
げい

能
のう

）などの形
かたち

の無
な

いものを「無
む

形
けい

民
みん

俗
ぞく

文
ぶん

化
か

財
ざい

」といいます。 

その中
なか

でも、我
わ

が国
くに

にとって、特
とく

に 重
じゅう

要
よう

なもの（特
とく

に大切
たいせつ

なもの）を、文
もん

部
ぶ

科
か

学
がく

大
だい

臣
じん

が「重
じゅう

要
よう

有
ゆう

形
けい

民
みん

俗
ぞく

文
ぶん

化
か

財
ざい

」又
また

は「重
じゅう

要
よう

無
む

形
けい

民
みん

俗
ぞく

文
ぶん

化
か

財
ざい

」に指
し

定
てい

しています。 

◆「神楽
か ぐ ら

」とは？ 

 「神楽
かぐ ら

」とは、神
かみ

様
さま

をお祭
まつ

りする時
とき

に行う、

「歌
か

舞
ぶ

」（楽
がっ

器
き

の伴
ばん

奏
そう

や歌
うた

に合
あ

わせて、舞
まい

をまう

もの。松
まつ

前
まえ

神楽
か ぐ ら

では「舞
ぶ

楽
がく

」と呼
よ

ばれる。）のこ

とです。 

「松前
まつまえ

神楽
か ぐ ら

」は、江
え

戸
ど

時
じ

代
だい

から主
おも

に道
どう

南
なん

で神
しん

職
しょく

（神
じん

社
じゃ

に仕
つか

えて神
かみ

様
さま

をお祭
まつ

りする儀
ぎ

式
しき

を行
おこな

う人
ひと

たち）が中心
ちゅうしん

となって伝承
でんしょう

されてきた

神楽
かぐ ら

であり、旧
きゅう

松
まつ

前
まえ

藩
はん

が、かつてお城
しろ

の中
なか

で行
おこな

わせたところから、「お城
しろ

神楽
か ぐ ら

」とも呼
よ

ばれて

います。 
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民
みん

俗
ぞく

文
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化
か

財
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「松前
まつまえ

神楽
かぐ ら

」 

「湯
ゆ

立
たて

神事
し ん じ

」 

手
て

に鈴
すず

などの道具
ど う ぐ

を持
も

って舞
ま

う「採
とり

物
もの

舞
まい

」 

（写真
しゃしん

は「榊
さかき

舞
まい

」） 



◆「松
まつ

前
まえ

神楽
か ぐ ら

」ではどんなことをするの？ 

「松前
まつまえ

神楽
か ぐ ら

」では、釜
かま

に入
はい

った熱
ねっ

湯
とう

を用
もち

いて神
かみ

様
さま

をお祭
まつ

りする儀
ぎ

式
しき

である「湯
ゆ

立
たて

神
しん

事
じ

」や、手
て

に鈴
すず

な

どの道
どう

具
ぐ

を持
も

って舞
ま

う「採
とり

物
もの

舞
まい

」、巫
み

女
こ

（神
かみ

様
さま

に仕
つか

え

る女
じょ

性
せい

）によって舞
ま

われる「巫女
み こ

舞
まい

」、獅
し

子
し

頭
がしら

をか

ぶって行
おこな

う「獅
し

子
し

舞
まい

」といった「舞
ぶ

楽
がく

」を行
おこな

いま

す。 

 また、「松前
まつまえ

神楽
か ぐ ら

」には、「釜
かま

清
きよ

め」「正
しょう

神
かぐ

楽
ら

」

「遊
ゆ

拍
びょう

子
し

」「湯
ゆ

立
た

て」「湯
ゆ

上
あ

げ」などの「湯
ゆ

立
たて

神
しん

事
じ

」

12事
じ

と、「榊
さかき

舞
まい

」「福
ふく

田
だ

舞
まい

」「鈴
すず

上
あげ

舞
まい

」「千
せん

歳
ざい

舞
まい

」

「翁
おきな

舞
まい

」「三
さん

番
ば

叟
そう

舞
まい

」などの「舞
ぶ

楽
がく

」21事
じ

の合
ごう

計
けい

33

事
じ

があります。 

 

◆「松
まつ

前
まえ

神楽
か ぐ ら

」が伝
でん

承
しょう

されている地
ち

域
いき

は？ 

旧
きゅう

松
まつ

前
まえ

藩
はん

領
りょう

であった松
まつ

前
まえ

町
ちょう

、福
ふく

島
しま

町
ちょう

、函
はこ

館
だて

市
し

など渡
お

島
しま

半
はん

島
とう

を中
ちゅう

心
しん

に、明
めい

治
じ

時
じ

代
だい

以
い

後
ご

に伝
つた

わっ

た小
お

樽
たる

市
し

とその周
しゅう

辺
へん

、さらに留
る

萌
もい

地
ち

方
ほう

の小
お

平
びら

町
ちょう

で伝
でん

承
しょう

されています。 

 

※ 伝
でん

承
しょう

地
ち

：例
れい

祭
さい

（毎
まい

年
とし

決
き

まった日
ひ

に行
おこな

うお祭
まつ

り）で松
まつ

前
まえ

神
かぐ

楽
ら

を行
おこな

っている神
じん

社
じゃ

のある、後志
しりべし

・渡
お

島
しま

・檜
ひ

山
やま

・留
る

萌
もい

各
かく

管
かん

内
ない

の合
ごう

計
けい

27市
し

町
ちょう

村
そん

 

 

 

「獅
し

 子
し

 舞
まい

」 

塗
ぬ

りつぶされた所
ところ

は、神
じん

社
じゃ

の例祭
れいさい

で松前
まつまえ

神楽
か ぐ ら

が行
おこな

われている地域
ち い き  
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〔お問
と

い合
あ

わせはこちらへ〕  電話
で ん わ

 011-231-4111（内線
ないせん

）35-620 メール kyoiku.bunka2@pref.hokkaido.lg.jp 

巫
み

女
こ

によって舞
ま

われる「巫
み

女
こ

舞
まい

」 

（写真
しゃしん

は「鈴
すず

上
あげ

舞
まい

」） 


