
 
 

民俗学 

９．おどる－民俗芸能－ 

菊地暁（folklore.lecture@gmail.com） 

①芸能 performing arts 原論 

「身体」を用いた芸術的表現、「観客」の存在 

「信仰起源説」というパラダイム：「芸術」「競技」「遊戯」など 

折口信夫（1887-1953）の「まれびと（来訪神）」論 

儀礼から芸能へ：目的の意識化⇔動作の改変、儀礼が批評・鑑賞・演出・訓練の対象に 

 

＊民俗芸能 folk performing arts 

民俗行事としておこなわれる芸能（類語「民間芸能」「郷土芸能」「民族芸能」…） 

民俗芸能の５Ｗ１Ｈ  いつ→定期的（盆と正月、春祭り、夏祭り、秋祭り…） 

どこで→祭場（仮設的） 

誰が→非専業者 

何を、どのように→いろいろ 

なんのために→儀礼的目的（五穀豊穣、豊漁、豊猟、健康・長寿祈願…） 

・本田安次（1906-2001）の民俗芸能５分類案 

 ①神楽：舞、湯立て、獅子舞などによる鎮魂、修祓の芸能 

 ②田楽：農耕儀礼における予祝の芸能 

 ③風流：雅やか、風情のあるつくりもの、仮装、群舞など → 信仰性の希薄化 

 ④祝福芸：祝福の詞をもたらす来訪者の芸能（ex.言霊信仰） 

 ⑤外来脈：海外から伝来した芸能 

・民俗芸能の「機能」もしくは「効果」：儀礼目的、娯楽、通過儀礼、男女交際、異人歓待… 

 

＊民俗芸能の近代／現在 

起源／構造／機能：「起源」はある芸能の「いま・ここ」を説明するものではない 

演技の身体的条件→身体技法（technique du corps）論↴  

演技の環境的条件→芸能の環境論（林屋 1947）→実践共同体（community of practice）論 

芸能の喜び＝承認欲求！？ 

 

＊文献 

折口信夫 1944『日本芸能史六講』三教書院（講談社学術文庫より再刊） 

林屋辰三郎 1947『日本演劇の環境』大八洲出版 

網野善彦他編 1990-93『大系日本歴史と芸能』全 15 巻 平凡社 

福島真人編 1995『身体の構築学―社会的学習課程としての身体技法―』ひつじ書房 

橋本裕之 2006『民俗芸能研究という神話』森話社 

三上敏視 2009『神楽と出会う本』アルテスパブリッシング 

神田より子・俵木悟編 2010『民俗小事典 神事と芸能』吉川弘文館 

盆おどる会 2014『盆おどる本 盆おどりをはじめよう！』青幻社 

川瀬滋 2018『ストリートの精霊たち』世界思想社 

俵木悟 2018『文化財／文化遺産としての民俗芸能：無形文化遺産時代の研究と展望』勉成出版 
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蕊
能
を
次
第
に
ま
と
め
、
つ
く
り
出
し
て
来
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

で
も
蕊
能
と
な
り
得
ぬ
●
も
の
は
な
い
、
と
い
ふ
こ
と
が
言
へ
る
わ
け
で
す
。
古
い
時
代
の
蕊
は
、
蕊
能
に
な
れ
る

や
う
な
も
の
だ
け
で
あ
っ
た
、
と
い
ふ
こ
と
な
の
で
す
。

そ
れ
だ
か
ら
文
畢
な
ど
Ｌ
い
っ
て
、
や
す
っ
ぽ
い
宗
教
丈
皐
が
行
は
れ
て
ゐ
た
と
い
ふ
こ
と
に
も
な
る
の
で
せ
う
。

つ
童
り
、
演
劇
・
歌
謡
・
曲
蕊
・
武
技
・
相
撲
等
と
い
ふ
や
う
な
も
の
が
、
す
べ
て
蕊
能
に
な
る
こ
と
が
出
来
る

．
も
の
を
も
っ
て
ゐ
ま
す
。
さ
う
い
ふ
も
の
が
ど
う
し
て
出
来
て
来
て
、
ど
う
し
て
別
☆
の
領
域
を
も
つ
や
う
に
な

っ
た
か
、
と
い
ふ
こ
と
を
申
上
げ
て
染
た
い
と
思
ひ
ま
す
。
共
が
此
話
の
目
的
で
す
。

、
、
や

も
、
、

前
に
申
し
述
べ
た
様
な
意
味
の
ま
つ
り
に
．
お
い
て
、
つ
ま
り
榊
様
が
出
て
宋
ら
れ
な
け
れ
ば
、
童
つ
り
に
は
な
ら

℃
、
、

ぬ
の
で
、
す
。
そ
の
職
激
育
を
受
け
た
も
の
が
一
番
不
幸
で
、
帥
様
の
現
賀
に
ゐ
ら
れ
ぬ
ま
つ
り
な
る
、
も
の
を
感
じ

、
、
℃

て
を
り
ま
す
が
、
か
へ
．
っ
て
敦
育
を
受
け
ぬ
人
に
は
、
ま
つ
り
に
は
帥
様
が
そ
こ
に
来
て
ゐ
ら
れ
る
と
い
ふ
こ
と

、
、
℃

が
信
じ
ら
れ
た
の
で
す
。
つ
き
↑
り
、
敦
菱
の
あ
る
者
は
、
空
っ
ぽ
の
童
つ
り
を
祭
り
だ
と
考
へ
て
ゐ
る
の
で
す
。

此
は
よ
く
な
い
こ
と
で
す
。

今
日
は
そ
れ
が
普
通
の
や
う
に
な
っ
て
末
て
ゐ
意
す
が
、
錘
に
は
こ
の
黙
に
つ
い
て
話
す
つ
も
り
で
は
な
い
の
だ

も
、
、

か
ら
、
略
し
て
お
き
ま
す
。
と
も
か
く
ま
つ
り
に
は
蛮
際
に
、
帥
様
が
来
ら
れ
る
も
の
と
信
じ
て
ゐ
た
時
代
の
謡

で
す
。
そ
れ
が
あ
る
一
つ
の
大
き
な
家
だ
と
い
ふ
こ
と
で
、
推
察
し
て
頂
き
た
い
。
そ
し
て
、
も
と
蕊
能
と
す
ら

も
感
じ
て
ゐ
な
か
っ
た
も
の
に
、
だ
ん
，
ｆ
～
一
つ
の
目
的
が
生
じ
て
来
ま
す
が
、
同
時
に
ま
た
、
そ
の
目
的
謡
が

極
り
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

だ
か
ら
こ
の
黙
涯
つ
い
て
は
、
ど
う
い
ふ
謹
含
に
蕊
能
が
生
れ
て
来
て
ゐ
る
か
と
い
ふ
こ
と
を
先
、
考
へ
て
染
る

こ
と
が
通
常
で
あ
ら
う
と
思
ひ
ま
す
。
さ
う
す
れ
ば
、
誕
能
の
最
初
の
目
的
も
、
お
の
づ
か
ら
訣
っ
て
来
る
か
、

と
老
へ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
り
童
す
。

平
た
く
申
し
童
す
と
、
蕊
能
は
お
ぼ
よ
そ
「
祭
り
」
か
ら
起
っ
て
ゐ
る
も
の
上
や
う
に
思
は
れ
ま
す
。
だ
が
、
こ

℃
、
、

の
ま
つ
り
と
い
ふ
語
自
身
が
、
起
原
を
古
く
別
に
も
っ
て
を
り
ま
す
の
で
、
或
は
康
い
意
味
に
於
て
、
饗
宴
に
起

‐
、
℃
ｂ

つ
た
と
い
、
ふ
方
が
、
迩
営
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
要
翁
の
形
に
お
い
て
、
堂
つ
り
が
行
は
れ
て
を
り
一
宗
し
た

、
ｂ
ｂ

、
℃
も

が
、
ま
つ
り
の
形
自
身
も
世
の
中
が
進
む
と
共
に
愛
っ
て
来
た
の
で
す
。
現
代
人
は
全
一
つ
り
と
い
へ
ぱ
、
杜
食
に

℃
も
も

、
ｂ
℃

行
は
れ
る
ま
つ
り
し
か
考
．
へ
う
か
べ
ぬ
様
に
さ
へ
な
っ
て
ゐ
ま
●
す
が
、
昔
の
ま
つ
り
は
、
も
つ
と
家
庭
の
や
う
な
、

雛
幽
窺
と
感
構
と
、
人
間
と
を
も
っ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
か
ら
出
来
て
く
る
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
始
経
森
閑
と
し
て

、
、
、

何
に
も
な
い
と
こ
ろ
に
ま
つ
り
が
行
は
れ
て
ゐ
た
と
い
ふ
、
天
狗
祭
り
の
●
様
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
り
ま

例
へ
ぱ
一
軒
の
家
の
中
渥
、
時
を
定
め
て
非
常
に
盛
ん
な
る
饗
宴
が
催
さ
れ
る
、
さ
う
い
ふ
時
に
、
銃
に
あ
る
形

に
達
し
た
蕊
能
が
興
っ
て
来
た
も
の
だ
、
と
い
っ
て
大
髄
差
支
へ
な
い
と
思
ひ
ま
す
。

前
に
蕊
能
と
い
ふ
も
の
は
、
漠
然
と
菰
蕊
式
な
も
の
、
と
い
ふ
風
に
限
っ
て
お
き
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
ど
ん
な
蕊

｜
・
・
０
，
．
．
，
．
．
．
．
．
．
．
．
今
．
・
・
’
１
，
１
．
．
．
・
・
・
・
‐
．
・
ロ
Ｕ
‐
Ｉ
Ｆ
ｇ
■
々
△
・
勺
；
了
．
，
‐
‐
川
Ｗ
１
把
珊
皿
亘
Ⅲ
利
口
厄
ロ
ゼ
１
‐
？
Ｇ
牢
Ｔ
鞭
少
湘
・
●
か
‐
“
雫
鞄
画
・
柏
訓
唖
，
》
■
冊
。
●
討
叫
‐
’
叩
刈
‐
・
１
０
劇
■
１
＃
ｌ
●
Ｏ
０
ｆ
Ｑ
１
４
‐
’
Ｄ
Ｄ
Ｉ
ｐ
８
ｏ
ｆ
勺
１
勺
１
１
咽
●
灯
１
０
口
１
口
旧
■
１
口
●
Ｉ
的
．

Ｊ
和
胃
偏
‐
一
一
，
へ
》
曙
８
太
一
雲
能
史
夫
謬
哀
書
碇
（
中
美
童
茎
象
脈
謹
騒
）

貞本袋龍史六脚

・に，例す
ら皇埠&一。
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ｂ

そ
こ
で
こ
れ
を
引
き
延
し
て
考
へ
て
見
ま
す
と
、
か
の
ま
つ
り
に
、
遠
い
所
か
ら
祁
諜
が
脳
て
お
い
で
に
な
る
。

更
に
い
へ
ぱ
、
あ
る
晩
を
期
し
、
い
つ
も
必
、
あ
る
大
き
な
家
へ
遠
来
の
跡
が
、
姿
を
表
さ
れ
る
、
と
い
ふ
こ
と

に
な
り
童
す
が
、
其
際
、
潔
山
の
伴
榊
を
連
れ
て
の
来
臨
の
場
合
が
多
い
の
で
す
。

そ
こ
で
そ
の
家
の
主
人
が
、
そ
の
来
臨
せ
ら
れ
た
榊
遼
を
饗
睡
す
る
こ
と
に
な
り
童
す
が
、
そ
の
主
と
な
る
瀞
が

、
℃
℃
℃

町
コ
ザ

ま
れ
ぴ
と
な
の
で
す
。
つ
ま
り
、
横
座
の
跡
で
あ
り
ま
す
。
横
座
と
い
ふ
の
は
、
左
右
の
座
に
謝
し
て
、
虞
中
の

座
に
な
る
が
、
左
右
の
方
か
ら
言
へ
ぱ
横
座
に
な
る
訣
で
、
そ
こ
に
坐
し
て
居
ら
れ
る
榊
な
の
で
す
。

そ
し
て
饗
宴
が
行
は
れ
る
訣
で
す
が
、
や
が
て
そ
の
榊
が
立
っ
て
、
め
い
、
／
、
、
‐
走
っ
た
だ
け
の
儀
式
的
な
舞
踊
の

や
う
な
も
の
を
行
は
せ
ま
す
。
と
同
時
に
、
こ
の
時
に
歌
謡
な
り
或
は
詞
章
を
唱
へ
る
と
い
ふ
こ
と
も
、
あ
っ
た

に
蓮
ひ
な
い
。
我
が
国
の
後
世
の
宴
愈
に
は
、
こ
の
形
が
よ
く
残
っ
て
ゐ
童
す
。
こ
の
来
臨
の
榊
の
行
動
と
共
に
、

主
人
側
か
ら
舞
を
ま
ひ
、
謡
ふ
も
の
が
出
て
来
る
と
い
ふ
順
序
に
な
っ
て
を
り
童
す
。
こ
れ
は
恐
ら
く
主
人
側
が

先
で
、
来
臨
の
帥
の
方
が
後
と
思
は
れ
る
が
、
こ
の
黙
は
ま
だ
、
は
っ
き
り
と
申
さ
れ
ま
せ
ん
。

こ
れ
は
饗
宴
に
現
れ
て
来
る
称
を
中
心
と
し
た
儀
式
の
輪
廓
の
想
定
で
す
が
、
そ
こ
へ
出
て
来
た
赫
々
が
、
謡
っ

た
り
舞
っ
た
り
す
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
簡
単
な
こ
と
で
は
な
い
の
で
、
根
本
に
は
必
、
指
導
者
が
居
て
敦
菱
を
臭

、
、
、
‐

へ
て
ゐ
る
に
蓮
ひ
あ
り
ま
せ
ん
。
さ
う
い
ふ
修
練
を
繰
り
返
し
た
一
二
つ
り
の
時
に
、
蛮
際
は
出
て
来
る
訣
で
す
。

そ
の
黙
も
つ
と
鐸
し
く
一
脚
様
の
姿
で
申
し
て
承
童
せ
う
。

そ
の
目
的
観
を
も
っ
て
来
る
動
機
か
ら
、
先
、
考
へ
て
ふ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
思
ひ
誉
す
。
い
っ
た
い
目
釣
を
生

め
つ

ず
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
そ
の
前
に
あ
る
動
作
が
固
定
し
て
来
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
つ
き
一
り
習
償
に
な
っ
て
末
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
ふ
こ
と
で
せ
う
。
．
そ
し
て
そ
の
習
横
を
繰
り
返
し
て
ゐ
る
う
ち
に
、
そ
れ
が
ど
う
い
ふ
訣

で
繰
返
さ
れ
て
ゐ
る
か
と
い
ふ
こ
と
で
、
そ
の
目
的
を
考
へ
て
来
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
。
さ
う
し
て
そ
の
目
的

ら
し
い
も
の
を
と
り
出
し
て
来
て
、
今
度
は
そ
の
目
的
に
合
っ
た
や
う
な
風
に
、
だ
ん
ノ
、
蕊
能
の
形
を
鍵
へ
て

来
ま
す
。
謂
は
苫
愛
改
さ
れ
て
行
く
訣
で
す
。
つ
童
り
、
ま
だ
蕊
能
と
い
ふ
こ
と
が
出
来
ぬ
時
代
で
す
が
、
そ
れ

が
形
式
化
し
固
定
し
、
儀
式
の
上
に
出
来
て
来
室
す
。
‐
１
１
儀
式
の
中
に
は
勿
論
、
蕊
能
化
せ
ぬ
も
の
も
あ
る
。

ｌ
儀
式
が
鍾
能
だ
と
い
ふ
こ
と
を
、
あ
や
し
く
お
感
じ
に
な
ら
れ
る
方
が
あ
る
か
も
知
れ
ぬ
が
、
書
為
の
も
っ

て
ゐ
る
蕊
能
は
、
皆
さ
う
い
ふ
と
こ
ろ
を
通
っ
て
、
今
日
に
至
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、

か
う
言
ふ
儀
式
を
繰
り
返
し
て
ゐ
る
間
に
、
熟
練
し
て
来
て
批
評
し
た
り
、
鑑
賞
し
た
り
す
る
自
由
が
生
じ
る
訣

で
す
。
そ
し
て
、
儀
式
を
ど
ん
な
に
巧
承
に
行
っ
た
か
、
否
か
、
と
い
ふ
こ
と
が
、
批
評
や
鐘
賞
を
生
承
出
す
根

本
に
な
り
寮
す
。

さ
う
い
ふ
風
に
な
る
と
、
儀
式
は
次
第
に
蕊
能
に
塗
っ
て
来
ま
す
。
つ
ま
り
儀
式
を
行
ふ
篇
に
、
練
習
と
い
ふ
よ

り
訓
練
を
叉
け
る
捜
含
が
多
く
な
り
、
更
に
蕊
能
腫
な
る
と
、
そ
れ
が
演
出
す
る
人
の
監
督
に
よ
っ
て
行
ば
れ
る
、

と
い
ふ
こ
と
に
な
っ
て
来
る
訣
な
の
で
せ
う
。
儀
式
の
時
代
に
は
修
練
を
指
導
す
る
人
は
必
要
で
あ
っ
た
が
、
演

出
す
る
と
い
ふ
こ
と
は
な
い
訣
で
す
。
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