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１
３
０
０
年
の
受
け
継
が
れ
て
き
た

神
へ
の
畏
敬
の
念
。

「大日堂舞楽」１月２日開催。８時～ 12 時。http://dainichido.p1.bindsite.jp/bugaku/

　正月２日。鹿角市八幡平にある「大
おおひるめむち

日霊貴神社」
には、地域の人はもちろん、全国各地から多くの
人が押し寄せていた。普段は人気の少ない境内に
これほどの人が押し寄せるのは「大日堂舞楽」が
行われるためだ。真冬の早朝から、舞をひと目見
ようと訪れた大勢の人たち。厳かな雰囲気と異様
な熱気が辺りを包んでいた。
　この祭りは国の重要無形民俗文化財であり、ユ
ネスコ無形民俗文化財でもある。八幡平にある４
つの集落（大里、小豆沢、谷内、長嶺）の能衆が
集結し、それぞれが受け継いできた舞を神様に奉
納するお祭りだ。
　８時。各集落が大日堂にて出会い、挨拶を交わ
す「修祓（しゅばつ）の儀」が行われる。いよい
よ、祭りが始まった。勢揃いした能衆が大日堂の
前で舞を披露する。観衆で溢れかえった本堂の中
では、小豆沢の青年などによる籾押しが始まった。
その勢いで、会場は一気に盛り上がる。各集落の
幡が堂内に担ぎ込まれ、幡上げされる。そして、
いよいよ本舞が始まる──。
　この祭りは 1,300 年以上の歴史を持つという。
これだけ長く受け継がれてきた理由はどこにある
のか。今回はその秘密を紐解いていこう。



　「だんぶり長者」という伝説がある。──昔、出羽国の独
とっ

鈷
こ

村に気立ての良い娘がいた。ある夜、娘の夢に老人が現れ
「川上に行けば夫となる男に出会うだろう」と告げた。娘は
川上の小豆沢（八幡平小豆沢）で１人の男に出会い夫婦となっ
た。貧しいながら仲睦まじく暮らしていたある年の正月、再
び老人が夢に現れ「もっと川上に住めば徳のある人になるだ
ろう」と告げられ、夫婦は川を遡り移り住んだという。ふた
りは働き者だった。ある日、夫が野良仕事に疲れてうとうと
していると、一匹のだんぶり（とんぼ）が飛んできて、口に
尻尾で２、３度触れた。目を覚ました夫は「不思議なうまい
酒を飲んだ」と話し、ふたりはだんぶりの後を追った。する
と、飲めばどんな病気も癒される酒が湧く泉を見つけ、これ
により夫婦の生活は豊かになり、ふたりは「だんぶり長者」
として慕われるようになったという。夫婦の一人娘・秀子は、
優しく美しい乙女に成長し、やがて継体天皇に仕えて「吉祥
姫」と呼ばれるようになった。両親が亡き後、吉祥姫はふた
りのために小豆沢の地に大日社を作った。
 「だんぶり長者」は、神を心から信じたふたりを称える、愛
の物語である。

“
だ
ん
ぶ
り
長
者
”
の
伝
説
は
、

大
日
霊
貴
神
社
の
成
り
立
ち
を
語
る
。
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大
日
堂
舞
楽

　

八
幡
平
小
豆
沢
地
区
。
こ
こ
に
「
大
日
霊
貴
神
社
（
お
お
ひ

る
め
む
ち
じ
ん
じ
ゃ
）」
が
あ
る
。
こ
の
神
社
は
、
だ
ん
ぶ
り

長
者
の
伝
説
に
あ
る
通
り
、
吉
祥
姫
が
両
親
を
祀
る
た
め
に

作
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
継
体
天
皇
の
時
代
に
建
立
さ
れ
、
そ

の
後
の
奈
良
時
代
、
元
正
天
皇
の
勅
命
を
受
け
た
名
僧
行
基
に

よ
っ
て
再
建
さ
れ
た
。な
ん
だ
か
気
が
遠
く
な
る
よ
う
な
話
だ
。

そ
れ
こ
そ
伝
説
と
か
、
神
話
み
た
い
。

　

そ
の
後
も
幾
度
か
焼
失
や
再
建
を
繰
り
返
し
、
現
在
の
拝
殿

は
昭
和
27
年
に
再
建
さ
れ
、
本
殿
は
昭
和
31
年
に
建
立
さ
れ
た

た
。
実
は
現
在
宮
司
を
務
め
て
い
る
安
倍
（
あ
ん
べ
）
良
行
さ

ん
の
祖
父
が
設
計
し
た
も
の
で
、
雪
に
よ
る
被
害
を
軽
減
す
る

た
め
洋
式
も
取
り
入
れ
た
屋
根
の
形
に
な
っ
た
の
だ
と
い
う
。

　

拝
殿
の
中
は
と
て
も
広
く
、
天
井
も
高
い
。
神
社
の
建
物
と

し
て
は
珍
し
い
造
り
だ
。
だ
が
、
中
は
薄
暗
く
、
見
上
げ
る
と

大
き
な
天
狗
の
面
が
飾
ら
れ
て
い
た
。
棟
上
げ
の
と
き
に
使
わ

れ
た
と
い
う
矢
も
巨
大
。
遠
目
に
見
て
も
随
所
に
細
か
い
意
匠

が
施
さ
れ
て
い
る
の
が
わ
か
る
。
拝
殿
の
中
央
に
は
、
二
間
四

方
の
舞
台
が
あ
る
。
そ
こ
だ
け
が
白
熱
電
球
で
照
ら
さ
れ
、
空

間
か
ら
浮
か
び
上
が
っ
て
い
た
。

「
こ
ん
な
造
り
は
、
他
の
神
社
に
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
宝
形

造
り
と
い
う
造
り
で
、
正
方
形
の
拝
殿
に
な
っ
て
い
ま
す
。
舞

台
が
中
央
に
据
え
ら
れ
て
い
る
の
も
珍
し
い
」
と
宮
司
の
安
倍

さ
ん
が
教
え
て
く
れ
た
。

「
こ
の
神
社
は
か
つ
て
は
も
っ
と
高
台
の
、
山
の
中
に
あ
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
書
物
な
ど
も
焼
失
し
て

し
ま
い
、
確
か
な
こ
と
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、
か
つ
て
こ

の
あ
た
り
は
沼
地
で
、
人
の
住
む
よ
う
な
場
所
で
は
な
か
っ
た

ん
で
す
。
人
々
は
狩
猟
生
活
を
し
て
い
て
、
水
や
食
料
を
求
め

て
も
っ
と
高
台
に
暮
ら
し
て
い
た
そ
う
で
す
」。

　

八
幡
平
地
区
の
ほ
と
ん
ど
は
標
高
が
高
く
豪
雪
地
帯
。
厳
し

い
自
然
の
中
で
暮
ら
し
て
い
た
人
々
が
、
自
然
へ
の
畏
敬
の
念

を
抱
き
な
が
ら
心
の
拠
り
所
と
し
て
い
た
の
が
、
こ
の
「
大
日

霊
貴
神
社
」
こ
と
「
大
日
堂
」
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
容

易
に
想
像
で
き
る
。
奈
良
時
代
の
行
基
が
訪
れ
た
際
、
同
行
し

た
楽
人
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
と
い
う
舞
。
そ
れ
は
、
神
様

へ
奉
納
す
る
舞
と
な
っ
た
。

　

大
日
堂
舞
楽
で
奉
納
さ
れ
る
舞
は
、
全
部
で
９
種
類
。
そ
の

う
ち
、
各
集
落
だ
け
が
担
当
す
る
も
の
が
７
種
類
あ
る
。
そ
の

舞
に
つ
い
て
は
、
他
の
集
落
の
も
の
が
踊
る
こ
と
は
な
い
。
そ

れ
ぞ
れ
に
意
味
が
あ
り
、
ず
っ
と
口
伝
だ
け
で
リ
ズ
ム
と
舞
が

伝
え
ら
れ
て
き
た
。

「
こ
こ
で
舞
を
奉
納
す
る
こ
と
は
、
神
様
へ
の
祈
り
を
捧
げ
る

こ
と
。
能
衆
（
舞
を
踊
る
人
た
ち
）
に
は
、
社
会
的
な
地
位
が

与
え
ら
れ
た
上
に
、
経
済
的
に
も
保
証
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ

う
す
る
こ
と
で
、
神
様
へ
奉
納
す
る
舞
を
大
切
に
し
て
き
た
。

祭
り
に
関
す
る
し
き
た
り
な
ど
は
集
落
に
よ
っ
て
も
異
な
り
ま

す
が
、
重
要
な
役
割
を
持
つ
と
こ
ろ
ほ
ど
世
襲
制
で
守
ら
れ
て

き
ま
し
た
。今
で
も
祭
礼
の
１
週
間
前
か
ら
肉
は
食
べ
な
い
し
、

盃
の
や
り
と
り
も
し
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
男
女
の
交
わ
り
も
禁

忌
で
す
。
い
わ
ゆ
る
『
忌
籠
る
（
い
み
ご
も
る
）
＝
け
が
れ
た

も
の
に
触
れ
な
い
よ
う
に
閉
じ
こ
も
る
』。
役
割
に
寄
っ
て
、

そ
の
期
間
は
異
な
り
ま
す
。
そ
の
儀
礼
を
通
し
て
身
を
清
め
て

か
ら
神
へ
奉
納
す
る
舞
に
臨
む
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
な
ん

で
す
ね
。
こ
の
地
域
に
住
む
者
に
と
っ
て
、
舞
を
踊
る
人
た
ち

は
神
に
近
い
存
在
だ
っ
た
。
だ
か
ら
、地
位
が
与
え
ら
れ
た
し
、

経
済
的
な
支
援
も
さ
れ
て
い
た
ん
で
す
」。

　

し
か
し
明
治
に
入
り
、
そ
の
経
済
的
な
支
援
制
度
が
な
く

な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。
そ
れ
に
よ
り
一
時
期
４
つ
の
集
落

が
揃
わ
な
い
と
い
う
こ
と
も
起
き
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
集
落
の
プ

ラ
イ
ド
が
ぶ
つ
か
り
合
い
、
集
落
同
士
で
の
い
ざ
こ
ざ
が
あ
っ

た
時
期
も
あ
る
と
い
う
。
時
代
が
変
わ
り
、
経
済
状
態
が
変
わ

れ
ば
、
人
の
心
も
変
わ
っ
て
し
ま
い
ま
す
か
ら
ね
、
と
安
倍
さ

ん
は
微
笑
む
。

「
そ
れ
で
も
、
受
け
継
い
で
い
か
な
き
ゃ
と
い
う
気
持
ち
が
途

絶
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
ん
で
す
。今
で
は
保
存
会
が
で
き
て
、

１
年
に
２
回
会
議
を
行
い
ま
す
。
だ
い
た
い
80
人
く
ら
い
が
所

属
し
て
お
り
、
実
際
の
祭
礼
を
行
う
と
き
は
、
倍
く
ら
い
の
人

手
が
サ
ポ
ー
ト
し
て
い
ま
す
。
今
は
時
代
的
に
も
、
世
襲
制
で

は
継
続
し
づ
ら
く
な
っ
て
き
ま
し
た
。
子
ど
も
の
数
も
減
っ
て

き
て
お
り
、
時
代
に
応
じ
て
柔
軟
に
変
化
し
て
い
か
な
い
と
続

け
る
こ
と
は
難
し
い
。
何
で
も
い
い
か
ら
続
け
て
い
く
、
と
い

う
こ
と
で
は
な
く
、
こ
の
お
祭
が
持
つ
意
味
、〈
そ
の
心
〉
を
、

受
け
継
い
で
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
」。

　

初
め
て
こ
こ
を
訪
れ
た
際
、
そ
れ
ま
で
天
気
が
良
か
っ
た
に

も
関
わ
ら
ず
、
唐
突
に
強
め
に
雨
が
降
り
出
し
た
。
早
足
で
雨

か
ら
逃
れ
る
よ
う
に
拝
殿
に
入
っ
た
そ
の
と
き
、
初
め
て
感
じ

る
感
覚
に
陥
っ
た
こ
と
が
忘
れ
ら
れ
な
い
。
こ
こ
に
は
、
何
か

が
あ
る
。
目
に
見
え
な
い
も
の
だ
け
ど
、
こ
こ
に
し
か
な
い
も

の
が
、
確
か
に
存
在
す

る
。
静
か
に
、
音
を
立

て
る
こ
と
は
な
く
、
そ

れ
で
も
揺
る
が
な
い
確

固
た
る
何
か
─
─
。

　

同
じ
鹿
角
の
お
祭
り

で
も
、「
花
輪
ば
や
し
」

は
商
人
の
お
祭
り
で
あ
り
、明
る
く
華
や
か
な
夏
の
お
祭
り
だ
。

一
方
、
大
日
堂
舞
楽
は
厳
か
で
あ
り
、
自
然
を
相
手
に
し
て
生

活
を
し
て
き
た
人
た
ち
の
祈
り
が
形
に
な
っ
た
も
の
。
今
思
え

ば
、
拝
殿
で
感
じ
た
の
は
1
3
0
0
年
と
い
う
時
を
経
て
、

今
な
お
受
け
継
が
れ
、そ
こ
に
在
り
続
け
る
、人
々
の
祈
り
だ
っ

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
自
然
を
尊
び
、
信
じ
て
祈
り
を
捧

げ
て
き
た
「
神
」
へ
の
思
い
が
、
大
日
堂
舞
楽
の
根
源
に
な
っ

て
い
る
。

舞
を
奉
納
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
た

全
国
的
に
も
珍
し
い
正
方
形
の
拝
殿
を
持
つ
神
社

受
け
継
ぐ
べ
き
は
、
祭
り
の
ス
タ
イ
ル
で
は
な
く

祭
り
の
持
つ
意
味
と
、
そ
の
心
。

大
日
堂
舞
楽

ユ
ネ
ス
コ
無
形
文
化
遺
産
・
重
要
無
形
民
族
文
化
財

全
国
各
地
に
さ
ま
ざ
ま
な
祭
礼
行
事
が
受
け
継
が
れ
、
今
も
な
お
大
切
に
さ
れ
て
い
る
。

だ
が
、
そ
の
中
で
も
こ
の
「
大
日
堂
舞
楽
」
は
１
３
０
０
年
も
の
長
い
歴
史
を
誇
る
祭
り
で
あ
る
。

年
に
一
度
の
こ
の
祭
り
を
大
切
に
受
け
継
い
で
き
た
そ
の
理
由
は
、
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

淡いエメラルドグリーンの屋根が印象的
な大日霊貴神社。ちなみに「大日霊貴」
とは、天照大御神のことを示す。

拝殿の中央に据え置かれた二間四
方の舞台。祭り当日はその周りを
ぐるりと観衆が取り囲み、熱気に
満ちた空間となる。まるでスポッ
トライトのような白熱電球の灯り
が舞台を照らし、年に１度、神に
捧げる舞が始まるその時を待つ。

拝殿内の高所へも駆けあがれる造
りになっており、見上げるとさま
ざまな装飾物と相まって迫力ある
空間を演出している。
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す
。
人
々
は
狩
猟
生
活
を
し
て
い
て
、
水
や
食
料
を
求
め

て
も
っ
と
高
台
に
暮
ら
し
て
い
た
そ
う
で
す
」。

　

八
幡
平
地
区
の
ほ
と
ん
ど
は
標
高
が
高
く
豪
雪
地
帯
。
厳
し

い
自
然
の
中
で
暮
ら
し
て
い
た
人
々
が
、
自
然
へ
の
畏
敬
の
念

を
抱
き
な
が
ら
心
の
拠
り
所
と
し
て
い
た
の
が
、
こ
の
「
大
日

霊
貴
神
社
」
こ
と
「
大
日
堂
」
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
容

易
に
想
像
で
き
る
。
奈
良
時
代
の
行
基
が
訪
れ
た
際
、
同
行
し

た
楽
人
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
と
い
う
舞
。
そ
れ
は
、
神
様

へ
奉
納
す
る
舞
と
な
っ
た
。

　

大
日
堂
舞
楽
で
奉
納
さ
れ
る
舞
は
、
全
部
で
９
種
類
。
そ
の

う
ち
、
各
集
落
だ
け
が
担
当
す
る
も
の
が
７
種
類
あ
る
。
そ
の

舞
に
つ
い
て
は
、
他
の
集
落
の
も
の
が
踊
る
こ
と
は
な
い
。
そ

れ
ぞ
れ
に
意
味
が
あ
り
、
ず
っ
と
口
伝
だ
け
で
リ
ズ
ム
と
舞
が

伝
え
ら
れ
て
き
た
。

「
こ
こ
で
舞
を
奉
納
す
る
こ
と
は
、
神
様
へ
の
祈
り
を
捧
げ
る

こ
と
。
能
衆
（
舞
を
踊
る
人
た
ち
）
に
は
、
社
会
的
な
地
位
が

与
え
ら
れ
た
上
に
、
経
済
的
に
も
保
証
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ

う
す
る
こ
と
で
、
神
様
へ
奉
納
す
る
舞
を
大
切
に
し
て
き
た
。

祭
り
に
関
す
る
し
き
た
り
な
ど
は
集
落
に
よ
っ
て
も
異
な
り
ま

す
が
、
重
要
な
役
割
を
持
つ
と
こ
ろ
ほ
ど
世
襲
制
で
守
ら
れ
て

き
ま
し
た
。今
で
も
祭
礼
の
１
週
間
前
か
ら
肉
は
食
べ
な
い
し
、

盃
の
や
り
と
り
も
し
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
男
女
の
交
わ
り
も
禁

忌
で
す
。
い
わ
ゆ
る
『
忌
籠
る
（
い
み
ご
も
る
）
＝
け
が
れ
た

も
の
に
触
れ
な
い
よ
う
に
閉
じ
こ
も
る
』。
役
割
に
寄
っ
て
、

そ
の
期
間
は
異
な
り
ま
す
。
そ
の
儀
礼
を
通
し
て
身
を
清
め
て

か
ら
神
へ
奉
納
す
る
舞
に
臨
む
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
な
ん

で
す
ね
。
こ
の
地
域
に
住
む
者
に
と
っ
て
、
舞
を
踊
る
人
た
ち

は
神
に
近
い
存
在
だ
っ
た
。
だ
か
ら
、地
位
が
与
え
ら
れ
た
し
、

経
済
的
な
支
援
も
さ
れ
て
い
た
ん
で
す
」。

　

し
か
し
明
治
に
入
り
、
そ
の
経
済
的
な
支
援
制
度
が
な
く

な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。
そ
れ
に
よ
り
一
時
期
４
つ
の
集
落

が
揃
わ
な
い
と
い
う
こ
と
も
起
き
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
集
落
の
プ

ラ
イ
ド
が
ぶ
つ
か
り
合
い
、
集
落
同
士
で
の
い
ざ
こ
ざ
が
あ
っ

た
時
期
も
あ
る
と
い
う
。
時
代
が
変
わ
り
、
経
済
状
態
が
変
わ

れ
ば
、
人
の
心
も
変
わ
っ
て
し
ま
い
ま
す
か
ら
ね
、
と
安
倍
さ

ん
は
微
笑
む
。

「
そ
れ
で
も
、
受
け
継
い
で
い
か
な
き
ゃ
と
い
う
気
持
ち
が
途

絶
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
ん
で
す
。今
で
は
保
存
会
が
で
き
て
、

１
年
に
２
回
会
議
を
行
い
ま
す
。
だ
い
た
い
80
人
く
ら
い
が
所

属
し
て
お
り
、
実
際
の
祭
礼
を
行
う
と
き
は
、
倍
く
ら
い
の
人

手
が
サ
ポ
ー
ト
し
て
い
ま
す
。
今
は
時
代
的
に
も
、
世
襲
制
で

は
継
続
し
づ
ら
く
な
っ
て
き
ま
し
た
。
子
ど
も
の
数
も
減
っ
て

き
て
お
り
、
時
代
に
応
じ
て
柔
軟
に
変
化
し
て
い
か
な
い
と
続

け
る
こ
と
は
難
し
い
。
何
で
も
い
い
か
ら
続
け
て
い
く
、
と
い

う
こ
と
で
は
な
く
、
こ
の
お
祭
が
持
つ
意
味
、〈
そ
の
心
〉
を
、

受
け
継
い
で
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
」。

　

初
め
て
こ
こ
を
訪
れ
た
際
、
そ
れ
ま
で
天
気
が
良
か
っ
た
に

も
関
わ
ら
ず
、
唐
突
に
強
め
に
雨
が
降
り
出
し
た
。
早
足
で
雨

か
ら
逃
れ
る
よ
う
に
拝
殿
に
入
っ
た
そ
の
と
き
、
初
め
て
感
じ

る
感
覚
に
陥
っ
た
こ
と
が
忘
れ
ら
れ
な
い
。
こ
こ
に
は
、
何
か

が
あ
る
。
目
に
見
え
な
い
も
の
だ
け
ど
、
こ
こ
に
し
か
な
い
も

の
が
、
確
か
に
存
在
す

る
。
静
か
に
、
音
を
立

て
る
こ
と
は
な
く
、
そ

れ
で
も
揺
る
が
な
い
確

固
た
る
何
か
─
─
。

　

同
じ
鹿
角
の
お
祭
り

で
も
、「
花
輪
ば
や
し
」

は
商
人
の
お
祭
り
で
あ
り
、明
る
く
華
や
か
な
夏
の
お
祭
り
だ
。

一
方
、
大
日
堂
舞
楽
は
厳
か
で
あ
り
、
自
然
を
相
手
に
し
て
生

活
を
し
て
き
た
人
た
ち
の
祈
り
が
形
に
な
っ
た
も
の
。
今
思
え

ば
、
拝
殿
で
感
じ
た
の
は
1
3
0
0
年
と
い
う
時
を
経
て
、

今
な
お
受
け
継
が
れ
、そ
こ
に
在
り
続
け
る
、人
々
の
祈
り
だ
っ

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
自
然
を
尊
び
、
信
じ
て
祈
り
を
捧

げ
て
き
た
「
神
」
へ
の
思
い
が
、
大
日
堂
舞
楽
の
根
源
に
な
っ

て
い
る
。

舞
を
継
承
す
る
も
の
は
優
遇
さ
れ
、
守
ら
れ
て
き
た
。

神
へ
の
信
仰
心
の
強
さ
が
生
み
出
し
た
シ
ス
テ
ム
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厳
し
い
自
然
と
共
に
生
き
る
こ
と
。

そ
れ
は
、
神
を
信
じ
、
神
に
祈
る
こ
と
。

四
つ
の
集
落
が
受
け
継
ぐ
、
七
つ
の
舞
。

保存会の会長として、大日霊貴神社の宮
司として、この祭りを守り続けている安
倍さん。続けていくことの難しさと大切
さを実感していると語ってくれた。

五ノ宮獄の隣にそびえる八森岳に出た龍を鎮めるため、神のお
告げにより、獅子頭を奉納したのが始まりとされている。

権現舞（小豆沢）

竹で繋ぎ合わせて馬をかたどった舞具を身に着け、駒頭を振りな
がら舞う。全国に伝承されている駒踊りの原型とも云われている。

駒舞（大里）

各人が頭に折烏帽子をかぶり、ホウ面を着けてビンゴのタナ（白
布）を垂らす。肩に打越をかけ、右手に太刀、左手にはシデを
持つ。

烏遍舞（長嶺）

だんぶり長者が飼育していた鳥の舞。３人の童子が雄鶏、雌鶏、
雛鳥を演じ、雄が右手に鈴、全員が日の丸扇子を持って舞う。

鳥舞（大里）

金剛界大日如来、胎蔵界大日寺如来がだんぶり長者に化身し、
それに四大明王が仕えた様を舞うもの。だんぶり長者の舞と呼
ばれる。

五大尊舞（谷内）

大日霊貴神の御神体を刻む様子を舞にしたもの。バチドウ舞と
も呼ばれている。非常に動作がゆっくりした舞。

工匠舞（大里）

だんぶり長者夫婦が農夫の耕作の労を慰めるために始められた
舞。日本各地に伝わる田楽舞の中で最古の形と云われている。

田楽舞（小豆沢）
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鹿角の企業と、そこで働く元気なワカモノたち。

大
日
霊
貴
神
社
か
ら
八
幡
平
の
山
の
方

へ
と
車
を
走
ら
せ
る
こ
と
約
20
分
。

少
し
ず
つ
標
高
が
あ
が
り
、
湯
瀬
渓
谷
に
差
し

掛
か
っ
た
。
紅
葉
シ
ー
ズ
ン
を
迎
え
、
色
づ
い

た
木
々
が
出
迎
え
て
く
れ
た
。

「
鹿
角
に
住
む
人
な
ら
、
一
度
は
訪
れ
た
こ
と

が
あ
る
場
所
で
す
」と
案
内
し
て
く
れ
た
の
は
、

湯
瀬
渓
谷
に
ほ
ど
近
い
場
所
に
あ
る
「
湯
瀬
ホ

テ
ル
」
で
予
約
受
付
の
担
当
を
行
っ
て
い
る
畠

山
伊
吹
さ
ん
。

「
一
度
は
東
京
に
出
た
ほ
う
が
良
い
と
い
う
両

親
の
勧
め
も
あ
っ
て
、
高
校
を
卒
業
後
、
東
京

で
医
療
事
務
の
仕
事
に
就
き
ま
し
た
。
２
年
ほ

ど
勤
め
て
い
ま
し
た
が
、
次
第
に
変
化
の
な
い

毎
日
に
疑
問
を
感
じ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

当
時
、
母
が
独
り
で
家
族
の
世
話
を
す
る
の
が

大
変
だ
と
い
う
こ
と
も
聞
い
て
い
た
の
で
、
思

い
切
っ
て
秋
田
に
戻
る
決
心
を
し
ま
し
た
」。

　

鹿
角
・
八
幡
平
出
身
で
あ
る
畠
山
さ
ん
。戻
っ

て
か
ら
本
格
的
に
職
探
し
を
ス
タ
ー
ト
し
た
と

こ
ろ
、
こ
の
ホ
テ
ル
の
求
人
を
見
つ
け
た
。

「
子
ど
も
の
頃
か
ら
馴
染
み
の
あ
る
ホ
テ
ル
だ

し
、
事
業
譲
渡
さ
れ
て
経
営
が
変
わ
っ
た
こ
と

も
知
っ
て
い
ま
し
た
。
ど
ん
な
ふ
う
に
な
っ
て

い
る
の
か
な
と
い
う
興
味
も
あ
っ
て
、
受
け
る

こ
と
に
し
た
ん
で
す
」。

　

畠
山
さ
ん
が
湯
瀬
ホ
テ
ル
に
入
社
し
て
、
間

も
な
く
３
年
。
現
在
は
電
話
で
の
予
約
受
付
だ

け
で
な
く
、
W
e
b
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
や
マ
ー

ケ
テ
ィ
ン
グ
、
さ
ら
に
は
館
内
案
内
や
改
装
の

デ
ザ
イ
ン
ま
で
担
当
し
て
い
る
と
い
う
。
さ
ま

ざ
ま
な
業
務
を
担
当
し
て
い
る
が
、
ど
ん
な
と

こ
ろ
に
や
り
が
い
を
感
じ
る
の
だ
ろ
う
か
。

「
わ
か
り
や
す
い
の
は
成
果
が
数
字
で
見
え
る

W
e
b
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
の
部
分
。
今
は
予
約

の
ほ
と
ん
ど
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
か
ら
な
の
で
、

予
約
に
直
結
す
る
業
務
に
と
て
も
や
り
が
い
を

感
じ
て
い
ま
す
す
。
と
は
い
え
、
ホ
テ
ル
と
し

て
お
客
様
に
満
足
し
て
い
た
だ
け
る
サ
ー
ビ
ス

を
提
供
す
る
た
め
に
は
、
枠
に
と
ら
わ
れ
ず
、

他
部
署
の
こ
と
も
知
ら
な
け
れ
ば
と
思
い
、
積

極
的
に
ホ
テ
ル
全
体
の
こ
と
を
勉
強
し
て
い
ま

す
」
と
意
気
込
み
を
聞
か
せ
て
く
れ
た
。

「
一
度
、
秋
田
を
出
た
こ
と
で
改
め
て
鹿
角
の

良
さ
に
気
づ
き
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
東
京
に

は
東
京
の
良
さ
が
あ
る
と
も
思
い
ま
す
。
せ
っ

か
く
鹿
角
で
仕
事
が
で
き
、
鹿
角
の
良
さ
を
発

信
で
き
る
環
境
に
居
ら
れ
る
の
で
、
も
っ
と
こ

こ
の
良
い
と
こ
ろ
を
明
確
に
お
客
様
に
伝
え
ら

れ
る
よ
う
に
な
り
た
い
。
そ
し
て
、
経
由
地
と

し
て
鹿
角
を
選
ぶ
の
で
は
な
く
、
鹿
角
を
目
的

地
と
し
て
来
て
い
た
だ
け
る
よ
う
発
信
し
て
い

き
た
い
で
す
」。

　

大
好
き
な
故
郷
を
盛
り
上
げ
た
い
と
い
う
一

心
で
、
彼
女
は
こ
れ
か
ら
も
湯
瀬
ホ
テ
ル
か
ら

鹿
角
の
魅
力
を
発
信
し
続
け
る
─
─
。

経由地として選ばれるのではなく

目的地として鹿角が選ばれるよう

魅力を発信していきたい。

畠山伊吹さん（22歳）

湯瀬ホテル（株式会社せせらぎ宿）

「私のオススメは十和田湖のヒ
メマス。お刺身が有名ですが、
なめろうにして食べるのが大好
き」と話す畠山さん。休日も釣
りに出かけたりとアクティブ。
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鹿角の魅力は尽きることがない。やっぱり鹿角いいね！

寿賀婆お手製の南蛮味噌。南蛮の辛さに、麹の甘さが見事に
マッチングしていて、辛いんだけど旨味と深みがある味わい。

「辛～っ！」といいつつ、すぐまた食べたくなる。作り方を
聞くと分量は豪快だが、作り方は繊細。そうそう、忘れがち
ですが、実は寿賀婆、とても女らしい人なんでした。そして
レシピ聞いて衝撃。味噌といいつつ、味噌入ってない。

たち夫婦が鹿角へ地域おこし協力隊とし
てやってきて、今年で３年目。生まれ故

郷である大阪で暮らしていましたが、職場と自
宅を往復するだけ、週末も打ち込めるものがな
い。そんな単調な毎日を過ごし、将来への漠然
とした不安を感じるようになっていた私たちが
辿り着いたのが、鹿角への移住でした。今は「移
住コンシェルジュ」として、移住を検討してい
る方のお手伝いや、首都圏での移
住フェアを開催し、鹿角の PR の
お手伝いをしています。
　鹿角に移住した当初、驚いたの
は、玄関の前に野菜が置かれてい
たこと。都会では、誰が置いたも
のかもわからない野菜は絶対に食

べないですし、正直最初は「怖い」とさえ感じ
ました。後々ご近所の方が分けてくださったも
のだと知り、鹿角の人の優しさとその環境に驚
きました。ここでは、地域のコミュニティーが
しっかりとできており、それによって自分たちが
安心して暮らせるようになっているんだなと実感
したできごとでしたし、皆さん、私たち移住者を
温かく迎え入れてくれました。移住する人にとっ

て、とても入りやすくてオー
プンな地域です。それと、鹿
角には良い温泉が身近にたく
さんあって、仕事帰りにでも
行けるのが嬉しい。露天風呂
から鹿角の大自然を眺めるの
が、本当に贅沢ですね。
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1933 年創業の「関小市商店」は
花輪アーケード商店街にある酒販
店。店内には全酒類を網羅してお
り、地元の酒販店として親しまれ
ている。５代目にあたる看板娘の
佐藤景子さんは、母である現社長
と二人三脚で経営。

鹿角市花輪字中花輪 132
☎ 0186-22-1255
営業時間　9:00 ～ 20:00
年中無休

十和田ワイン醸造場
マルコー食品工業㈱
〒 018-5201 
秋田県鹿角市花輪
新田町 37　

鹿角といえば
「十和田ワイン」！

お題

鹿角市花輪下中島 71
☎ 0186-23-3395
営業時間　11:30 ～ 14:00
　　　　　17:00 ～ 21:00

栗山飯店

◆
「
十
和
田
ワ
イ
ン
」
マ
ル
コ
ー
食
品
工
業

　

私
の
家
が
酒
屋
だ
か
ら
な
の
も
あ
り
ま
す
が
、

鹿
角
と
い
え
ば
「
十
和
田
ワ
イ
ン
」
が
当
た
り

前
で
し
た
。
市
内
は
も
と
よ
り
、
全
国
で
も
名

の
通
っ
て
い
る
ワ
イ
ン
で
す
。物
心
が
付
く
ず
っ

と
前
か
ら
店
内
に
並
び
、
ラ
ベ
ル
も
変
わ
ら
ず
、

い
つ
も
傍
で
そ
っ
と
佇
ん
で
い
る
、
そ
ん
な
ワ

イ
ン
で
す
。

　

鹿
角
の
あ
る
北
東
北
は
「
ニ
ホ
ン
ヤ
マ
ブ
ド

ウ
」
の
産
地
。
十
和
田
ワ
イ
ン
で
使
用
さ
れ
て

い
る
の
は
十
和
田
八
幡
平
を
中
心
と
し
た
土
地

で
自
生
、
栽
培
さ
れ
た
ヤ
マ
ブ
ド
ウ
を
ブ
レ
ン

ド
し
て
造
ら
れ
て
い
ま
す
。
ヤ
マ
ブ
ド
ウ
由
来

の
ほ
ん
の
り
と
し
た
甘
み
が
懐
か
し
さ
を
呼
び

起
こ
し
ま
す
。

　

数
年
前
に
は
長
期
熟
成
し
た
プ
レ
ミ
ア
ム
版

「
エ
ビ
カ
ヅ
ラ
」
が
復
刻
。

　

ま
た
紅
玉
な
ど
の
り
ん
ご
を
使
用
し
た
ア
ッ

プ
ル
ワ
イ
ン
や
、
甘
酒
の
素
「
あ
ま
ち
こ
」
も

根
強
い
人
気
。

　

ど
れ
も
保
存
料
や
酸
化
防
止
剤
は
無
添
加
で
す
。

◆
「
花
輪
の
醸
造
ス
ト
リ
ー
ト
」

　

花
輪
商
店
街
メ
イ
ン
ス
ト
リ
ー
ト
に
は
3

軒
の
醸
造
所
が
並
ん
で
い
ま
す
。

　

市
日
や
旧
家
、
商
店
街
を
散
歩
が
て
ら
覗
い

て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。
※
蔵
の
見
学

は
行
っ
て
お
り
ま
せ
ん
（
ワ
イ
ナ
リ
ー
こ
の
は

な
は
事
前
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
）。

りふった

関
小
市
商
店
・
美
人
唎
酒
師
に
聞
く

今
宵
の一

献

KAZUNO
愛されグルメ

栗山飯店の黒酢あんかけ焼きそば
（800円・税込）

［本日のレシピ］南蛮味噌

鹿角は人の温かさを

感じます !

地域おこし協力隊
松村託磨隊員＆菜摘隊員

私

ン
チ
タ
イ
ム
に
、
夕
食
ど
き
に
、

飲
ん
だ
後
の
締
め
に
。
さ
ま
ざ
ま

な
シ
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
で
鹿
角
市
民
の
胃

袋
に
長
年
寄
り
添
い
続
け
て
き
た
中
華
料

理
店
「
栗
山
飯
店
」。
気
が
つ
け
ば
ふ
と

足
を
運
び
た
く
な
る
よ
う
な
、
温
か
で
家

庭
的
な
雰
囲
気
の
あ
る
お
店
だ
。

　

こ
ち
ら
の
お
す
す
め
は
「
黒
酢
あ
ん
か

け
焼
き
そ
ば
」。
肉
と
野
菜
が
た
っ
ぷ
り

の
餡
か
ら
漂
っ
て
く
る
黒
酢
の
香
り
に
食

欲
が
そ
そ
ら
れ
る
。
ツ
ル
ツ
ル
と
し
た
コ

シ
の
あ
る
麺
に
は
餡
が
し
っ
か
り
と
絡

み
、
箸
の
進
み
も
早
く
な
る
。
ど
っ
し
り

と
し
た
ボ
リ
ュ
ー
ム
の
あ
る
一
皿
だ
が
、

黒
酢
が
効
い
て
い
る
お
か
げ
で
最
後
ま
で

さ
っ
ぱ
り
と
い
た
だ
け
る
、
お
す
す
め
に

ふ
さ
わ
し
い
一
品
だ
。

 

こ
の
他
に
も
定
番
の
中
華
丼
や
、
飲
ん

だ
後
に
締
め
に
食
べ
た
い
鶏
ラ
ー
メ
ン
、

ラ
ン
チ
タ
イ
ム
の
お
得
な
セ
ッ
ト
な
ど
メ

ニ
ュ
ー
の
豊
富
さ
も
魅
力
。「
今
日
は
ど

れ
に
し
よ
う
か
な
？
」
と
あ
れ
こ
れ
悩
み

な
が
ら
メ
ニ
ュ
ー
を
え
ら
ぶ
の
も
こ
の
店

の
楽
し
み
ひ
と
つ
だ
。

ラ

を
す が ば あ

寿賀婆
めざせ！

株式会社関
せ き こ い ち

小市商店

ピーマン　1kg、醤油　1 升、ざらめ　
1kg、青南蛮　10 本、麹　２kg

レシピ
ピーマンの種を取り、ざく切りにしてミキ
サーにかける。それを鍋に入れ、ザラメを加
えて青南蛮と醤油を加え、沸騰したら火を止
めて一晩置く。粗熱が取れたものに麹を入れ、
30 分～ 1 時間置く。最後はとろ火で 2 時間
練り続けて出来上がり。

十和田ワイン醸造場 
【十和田ワイン】

旧関善商店

かづの銘酒
【千歳盛】

旧公会堂

関小市商店

ワイナリーこのはな
【鴇（ときと）】

まちなかオフィス
文化の杜交流館
コモッセ

国道
282

県道
66

秋田
銀行

市日

J
R
鹿
角
花
輪
駅

※３と８のつく日開催

鹿角出身のフードプロデューサー林さんが手がけています。
旬の野菜をふんだんに使った美しい料理と厳選した日本ワイ
ンの数々。看板メニューのハヤシライスはランチで大人気。
限定 35 食なのでお早めに！

〒 104-0061 東京都中央区銀座３町目８番 13 号 KOSEI BLD.B1F　
銀座線、丸ノ内線、日比谷線　銀座駅 Ａ 12 出口から徒歩 2 分
電話 03-3535-2227（予約受付時間 17 時～ 19 時）
カウンター 10 席の小さなお店ですのでご予約をお願いします。

「ワイン懐石・銀座　囃 shiya（はやしや）」

花輪の醸造ストリート

場所は花輪・親不孝通り。御
年 80 歳を超えた寿賀婆（本
名：浅石シガさん）が織り成
す、めくるめく寿賀ワールド
へようこそ。
鹿角市花輪字堰向１１
☎ 0186-23-3192
営業時間　17:00 ～ 23:00
定休日　不定休

おふくろの味　寿賀
今
宵
の
一
軒　
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※便によっては運休期があります※最速の時間を表示（要時刻表参照）

※最速の時間を表示（要時刻表参照）

k o i s u r u - K A Z U N O - s h i n b u n

2 時間 11 分 2 時間

1 時間

1 時間 13 分

車で 60 分

車で 80 分

車で 60 分

相乗りタクシー（要予約）

リムジンバス
（大館まで）1 時間 33 分

1 時間 20 分

1 時間 31 分

1 時間 10 分

3 時間 45 分

8 時間 30 分

東北新幹線

ANA 65 分

花輪線

花輪線

奥羽本線

「みちのく号」

「あすなろ号」

奥羽本線

夜行バス「ジュピター号」

k a z u n o  i n f o r m a t i o n

A c c e s s

鹿角のおいしいもの、おもしろいもの。鹿角への思いを馳せるモノ。

安保金太郎商店
鹿角産あきたこまち・萌えみのり
つややかで美しい見た目とほぐれ具合が絶妙な食
べ応えのある鹿角市自慢のお米。寒暖差の激しい
鹿角ならではの環境で育ったお米が、いつもの料
理をより美味しく引き立てます。

12 月 1 日（金）～１月上旬　鹿角花輪駅前　巨大クリスマスツリー
開催場所：JR 鹿角花輪駅前ロータリー
開催時間：17:00 ～ 24 :00（ライト点灯時間）
問い合わせ先：花通り商店街振興組合
電話：0186-22-0383

12 月 3 日（日）鹿角市民俗芸能フェスティバル～秋田の獅子と駒踊～
【入場料：500 円（当日券 800 円）11/1 よりチケット発売中】※未就学児入場不可
開催場所：鹿角市文化の杜交流館コモッセ　文化ホール
開催時間：13:00 ～（開場 12:30 ～）
問い合わせ先：コモッセチケットダイヤル
電話：0186-30-1504

12 月 17 日（日）　「えのぐ箱」の美術館でクリスマスリースを作ろう！
【参加費：1,000 円～ 2,500 円、定員 10 名】
集合場所：民宿えのぐ箱別館　駐車場
開催時間：10:00 ～ 14 :00
問い合わせ先：自然公園財団八幡平支部
電話：0186-25-8846

12 月 23 日（土）　スノーシュー体験ツアー　ご隠居を訪ねて泥火山へ
【参加費：500 円～ 1,000 円、定員 12 名】
※スノーシュー無料レンタルあり、ウェア、長靴レンタルは有料
集合場所：秋田八幡平スキー場レストハウス　開催時間： 9:30 ～ 11:30
問い合わせ先：自然公園財団八幡平支部
電話：0186-25-8846

12 月 24 日（日）　スノーシュー体験ツアー　大沼雪原とブナの森を歩こう
【参加費：500 円～ 1,000 円、定員 12 名】
※スノーシュー無料レンタルあり、ウェア、長靴レンタルは有料
集合場所：八幡平大沼茶屋湖　駐車場　開催時間：9:30 ～ 11:30
問い合わせ先：自然公園財団八幡平支部
電話：0186-25-8846

１月２日（火）　大日堂舞楽
開催場所：大日霊貴神社　開催時間：8:00 ～ 12:00
問い合わせ先：秋田県鹿角市（観光担当）
電話：0186-30-0248

御菓子司 小田　だんぶり長者
大日堂舞楽をイメージしたパッケージの中身は、
鹿角市特産の果物「マルメロ」が入った餡を包み
込んだ焼き菓子。しっとりとした食感とマルメロ
の甘い香りはコーヒーやお茶との相性抜群。

お菓子のさこう けいらん
鹿角市に古くから伝わる懐石料理「けいらん」
に見立てて作った和菓子。くるみと胡椒が入っ
た餡を白玉で包んだ姿は鶏卵そっくり。甘さと
辛さの不思議なハーモニーを楽しんで。

浅利佐助商店
PREMIUM 比内地鶏鍋つゆ　醤油・塩
秋田県産比内地鶏の鶏ガラを贅沢に使用しただし
をベースに、秋田県産の大豆醤油と比内地鶏の鶏
脂を加え味を整えました。一人前が 6 袋入りで
小分けで使えるのが便利で嬉しい！

鹿角不思議研究所

超常現象

鹿角市役所（観光担当）
TEL.0186-30-0248
秋田県鹿角市花輪字荒田 4-1
http://www.city.kazuno.akita.jp/

（株）かづの観光物産公社
TEL.0186-22-0555
秋田県鹿角市花輪字新田町 11-4
http://www.ink.or.jp/~antler/

◇お問い合わせ先

列車を利用する場合

高速バスを利用する場合

航空機を利用する場合
東京 東京（羽田）

FDA 85 分名古屋（小牧）

秋田

青森

池袋

仙台

盛岡

小坂 青森

能代

大館

大館能代

青森

いわて

花巻

盛岡

鹿角
花輪

大館

鹿角
花輪

鹿角

JAL・ANA 50 分札幌（新千歳）

JAL 75 分東京（羽田） 

JAL 85 分名古屋（小牧）

JAL・ANA 95 分大阪（伊丹）

JAL 55 分札幌（新千歳）

JAL 90 分大阪（伊丹）

JAL 125 分福岡

56 分

56 分

2 時間 15 分

◆ 鹿角八幡平ICを利用した場合

◆ 十和田 IC を利用した場合

車を利用する場合

盛岡IC

◆ 国道7号または285号経由、103号を利用した場合

秋田市 鹿角市

八戸IC

大鰐弘前IC

青森IC

仙台宮城IC

浦和本線

鹿角
八幡平 IC

十和田 IC

1 時間

40 分

1 時間

1 時間

2 時間 30 分

3 時間

6 時間 30 分

きりたんぽが

　美味しい季節♡

上品な美味しさ

お土産としての

インパクト大！

KAZUNO EVENT スケジュール 12月〜 1月

冬の鍋料理には

コレ！お試しに最適

２合パック !

古
代
遺
跡

未確認生物

いよいよ雪の

シーズン到来！

鹿角きりたんぽ FM（79,1MHz）毎週月曜午後１時から放送
再放送：水曜午前 9 時～、木曜午後２時～、土曜夜７時～

番組 blog：http://fusigikenkyujyo.blog.jp/
facebook：https://www.facebook.com/kazunofusigi/

鹿角の元気にスイッチオン !

鹿角不思議研究所、放送のご案内

る 10 月 14 日、鹿角きりたんぽ FM 開局 4 周年記
念の特別番組が放送され、鹿角市内のミステリース

ポットからの中継を行ないました。ゲストには鹿角不思議
研究所でもお馴染みミステリー雑誌月刊「ムー」のメイン
ライターで超常現象研究家としても知られる並木伸一郎氏

（東京都在住）と、秋田奇々怪会会長・鈴木陽悦氏（秋田
市在住）のお二人をお招きし、県内外からも参加した皆さ
んと共にミステリースポット４カ所をご案内しました。今
回は、大湯環状列石と黒又山周辺、花輪スキー場周辺と最
後に史跡尾去沢鉱山のコースですが、これらは県内外のミ
ステリーファンには人気のミステリースポットとしても知
られる場所です。鹿角不思議研究所では、今後も番組を通
して鹿角のミステリアスなものを全国へ発信していきたい
と考えていますので、お楽しみに！
※「鹿角不思議研究所」は、鹿角きりたんぽ FM で放送している架空の
　研究所の番組です。

去

あ
ん
と
ら
あ

直
売
所
情
報

道
の
駅
鹿
角

道の駅かづの あんとらあ

国道 282号線沿い、十和田湖と
八幡平を結ぶ観光拠点「道の駅か
づの あんとらあ」。祭り展示館で
は、今回特集でご紹介した「花輪
ばやし」の豪華絢爛な屋台が勢ぞ
ろい。祭りの賑やかさがいつでも
体験できます。また、手作り体験
館では、きりたんぽや南部せんべ
い、組み木細工作りの体験ができ
ます。このあんとらあ内にある「観
光物産プラザ」の直売所でおすす
めの商品４アイテムをご紹介！


