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伝 統 文 化 の オ ー
ラ ル

・
ヒ ス トリーの 研 究

一八 重瀬町 友寄 の 獅子 舞 （地域行 事）を通 し て
一

　　　　　 　　　　　　　 　　　　　 神里 　直子
＊ 且

、齋藤 陽子
’2

　沖縄で は独 特の 獅子 舞が 行 われ 、悪 霊 を 祓 い 、弥 勒 世 （ミル ク世 ）を招 き、五 穀表情 ・

子孫繁栄、を願 い 、二線 や 太 鼓 の 演奏に 合わ せ て 舞 い
、 沖縄 の 各 地 で 受 け継 がれ て い る。

　獅子 舞の 型 や 体 の 特徴 は 沖縄県内 で も各 地域 に よ っ て 異 な り、約 180 の 獅 了
・舞 が ある

と い わ れ 、特に 本 島中南部や 八 重 山地 方 で 盛 ん に演 じ られ て い る 。 そ の
一

つ 、沖縄 県八

重瀬町 友寄に 伝わ る獅子 舞 も集落 の 守護神 と して 大 事 に 取 り扱 われ 、村 の 行 事 で は 主役

と し て 登 場 し 、全 国的 に は 伝統 芸能 の 後継者 不 足 に悩 む 地域 もあ るが 、友 寄 にお い て は

誇 りで ある獅子 舞や棒術の 型、技 もし っ か り受 け継 がれ て い る 。

　本研 究 で は 、 こ の 状 況を次 の 世代 に 伝え る 教材 と し て 開発 し た。

〈キ
ー

ワ
ー

ド〉伝 統文化 、獅 了
・
舞、友 寄、オ ーラ ル ・ヒ ス ト リー、社会、総合学習

1。研究 目的

　 沖 縄 県 内 で は獅 子 舞 は 地域 の 守 護 神 と し

て 大事 に され 、そ の 形や舞の 型に は独特の

特 徴 が あ る。獅子 舞 の 記 録が 先 の 大戦で 消

夫 し、型 の 継 承 な どは伝承 と し て伝 え られ

て い る地 域 も多 い 。友寄で も獅子 舞 に っ い

て の 資料は 少 な く 、 首 里 王 府 よ り御拝領 ＊
／’

きれ た獅 子頭 も大 戦 にお い て 消失 した。戦

後 は 獅 子 舞 も途 絶 えた が 、地域 の 人 々 の 願

い を うけ昭和 43 年 に友 寄 の 獅 子舞 は復 活

＿た 。

　本 研 究 で は 、こ の よ うな伝 統的 な行 事 を

今 の 子 ど も達 に 教 育的 に 伝 え て い くた め に、

獅 子 舞 を保 存 ・継承 す るた め に行 わ れ て い

る 活 動 を伝 え て い く、 とい う視 点 で 古 老 の

伝 承 記録 をオ
ー

ラ ル ・ヒ ス トリ
ー

と して 残

す こ と に した 。

　 また 、散在 し て い る 友 寄 の 獅 子 舞 に関 す

る 資料 を出来る 限 り集め 、歴 史的 ・社 会 的

な背 景 を紐 解 い て い くた め の 資料 と し て デ

ジ タ ル
・ア ーカ イ ブ を行 う。

　そ れ は単 な る地 域資料 と し て 残 す の で は

な く、踊 りの 動作や 意味な どを多様 な視 点

で 見 直 し た りす る な ど し て 、そ の 中か ら

人 々 の 心 に伝 え られ て きた審美性や伝 統 的

な 美観 を感 じ 取 り、伝統 ・文化の 心 を伝 え

る た め の 教材 と し て 、様 々 な 教科 に お い て

誰で も自由 に 利用 し や す い 形 で 教育的利 用

が 可 能な 素材 とな る よ う、そ の 保 管 方 法 も

研究を進 め る D
．醗 ， ロ 唄 ・励

・・、 1・日．／・、…’・ ・ … 11

2。友寄 の 獅子 舞に 関す る意識調査

　友寄在住 の 小
・中学生 と、友寄獅子舞保

存 会 の 方 々 に 「友寄 の 獅子 舞 に 関 す る意識

調 査 」 を行 っ た と こ ろ 、興 味深 い 結果が 浮

か ん で き た 。意識調 査 か ら は 友 寄 の 獅 子 舞

を ほ とん ど の 人 が知 っ て い る の に 対 し 、由

来 に つ い て は 「分 か ら な い 」 と答 えた 人 が

78。8％もい た 。獅子 舞保存会会員 の 、約 半

数 が 由来 に つ い て は 「分 か らない 」 と答 え

て い る。

　 こ の よ うな結果 か ら、友寄 の ほ とん ど の

人 は友寄 の 獅子舞 を知 っ て い る が 、実 は そ

の 奥 深 い 部分 ま で

は 中 々
、 地域 の 人 々

に 理 解 され て い な

い と い う実態 が み

え て きた 。

堀

愛

莞

隔
癌
其鑿

騰
図 1 御願 を うさ げ る

s’4

＊ laMIZATO
，
　naoko 豊見城小学校　

±2　SAITO，Yoko 岐阜女子大学

一 34 一

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Japan Society of Educational Information

NII-Electronic Library Service

Japan 　Sooiety 　of 　Eduoational 　工nformation

（課 題 研 究） 地 域教材 と学習利用

3。 研 究仮 説

　教 育基本 法 が 改訂 され 、前文 に伝統 ・文

化が 明示 され 、学習指導要領 の 主 な改善内

容 の 中に も位置づ け られ た 。

　そ こ で 沖縄 の 伝 統 ・文化 の
一

っ 、友 寄 に

伝わ る獅子舞 を教材 と して 、そ の 心 を学 こ

と で 、生 き る 力や生 き抜 い て い くカ を、実

感を伴 わ せ なが ら学ぶ こ とが で きない か と

考え た、

　獅 子舞 に は、舞の 前後 の 御願 の儀式や 、

獅子 を取 り扱 う作法、獅子 舞 を守 っ て い く

た め の 多 くの 定 めが ある。こ の よ うな こ と

が 何 故行 われ て い る の か を知 る こ とで 、地

域を 愛す る心 や 、獅
’
r・　fiを通 し地 域が 一体

とな る心 強 さ、地 域 の
一

員 で あ る と い う、

生 か され て い る こ と へ の 喜び を感 じ取る こ

とが で き る の で は な い か。

　そ の た め 、出来 る 限 り教材作成 の 素材 と

な る資料 を収 集 し、オ
ー

ラル ・ヒ ス トリ
ー

を主 と し て 、 文 字 や 音声情報 、 静止 画や 動

画 な ど、利用 者が 色 々 と付 け加 えなが ら、

メ デ ィ ア 利用 の 多様な 選択 で き る よ う、伝

統 ・文 化 が 多様 な教育的利用が 可能 な素材

とな る よ う総合的な 視点 で 検証 し、資料の

保存 ・利 用に 関す る 新 し い 教育 の
一

つ の 方

向性 を探 る研 究 を行 っ た。

4。友寄の 獅子 舞の オ ーラ ル ・ヒ ス ト 1丿一

（1 ） 友寄の 獅子舞に 関する意識調

　友寄の 獅子 舞 に 関 す る意識調 査 を行 っ た 。

　そ の 結果 か ら友寄地域で は 、大事に され

て い る獅子 舞は 、ほ と ん ど の 人 が 知 っ て い

たが 、そ の 由来や なぜ 演 じ られ て い る か な

ど、奥深 い 部分ま で 地域 の 人 々 に 理 解 され

て い な い と い う実態 が伺 え た。

　そ こ で 、学 校 教育にお い て も伝統 ・文化

の 心 の 継承 が重 要視 され て い る こ とか ら、

友 寄 の 獅 子 舞に 関す る資料 の デ ジ タ ル ・ア

ー
カ イ ブ を行 い 、人 々 の 思 い や 願 い を オ ー

プル
・ヒ ス トリ

ー
で保 存 し た。

（2 ） 対象候補者の 選定 と合意

　友 寄 の 獅 子 舞 の デ ジ タル ・ア
ー

カ イ ブに

あた り 、 聞 き取 りの 対象者を 、 昭和 11 年に

生 まれ 現在 ま で 友 寄 に居住 、戦 前戦 後 の こ

とを記憶 され 、沖縄 の 伝統 ・文化 に つ い て

もよ く勉 強 され て い る 金城勝 氏 と し た。金

城勝氏 は友寄の 区長職 を 6 年間務め 、近隣

の 学校に お い て 友 寄 の 獅 子 舞 に っ い て の 講

演や、獅子 舞や棒術 の 型の 指導 な どを続 け

て い る。金城勝 氏の 合意 を得 て 、オ ー
ラ ル ・

ヒ ス トリー作成 の た め の 聞取 りを行 っ た。

（3 ）事前準 備

　聞 き取 り調 査は 、あ らか じめ作成 した 質

問項 目に沿 っ て 行 な っ た こ と で 、「不 必要 な

質問等を し な い 」、「話者 の 意思に 反 し て 無

理 に質 問項 目の 通 りに進 行 しな い 」 な ど の

点 に 配慮で きた 。

（4 ） 撮影 概要

　撮影 に 際 し て は 、

「撮影 許 可 書 」 と

「肖像 権使 用 に っ

い て の 承諾書」で 撮

影の 承諾を得て 、八

重瀬 町 字友 寄 の 金

城 氏 の 自宅 で 行 っ

た 。

鯨
デ ゾ タ ル カ メ

．’

◎

図 2 　撮 影 機 器 設 置 状 況

　話 者 を撮影す る際、表 情か ら伝わ る情報

とあ わ せ て 、説 明す る 身振 りや手振 りも大

切 な情報源だ と考え 、デ ジ タ ル ビ デ オ カ メ

ラ を、三 脚で 固 定 し話者 の 上 半身が 映る よ

うに 設 置 し、撮影 の 様子 が わ か る よ う聞 き

手 の 後方 よ り デ ジ タ ル カ メ ラ で 撮影 を行 な

っ た （図 2）u

（5 ） テ ー プ起 こ し 、編集 ・訂正

　音 声 の 文字化 を行 い 、こ の 文章を元 に 伝

統 ・文化 の 学習教材 の 素材 と し て 、オー
ラ

ル ・ヒ ス トリーを作品化 し て い く。

　今 回 は 特 に 小
・
中 学生 が 、伝 統

・
文化 の
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心 を学ぶ 資料 と して 、教材 化 に適す る よ う

検 討 し整 理 した。小 ・申学 生 に は理 解 が難

し い 言 葉 や 方言 、分 か らな い 事 柄 に つ い て

は 自分た ち で 調 べ 、聞 き取 り調 査 す る こ と

k，
） 大 切な 学習 で あ る と考 え、な る べ く話 さ

れ た 状態 の オ
ー

ラ ル ・ヒ ス トリ
ー

を提 供 し

た 。 そ の 話 の 中か ら 「  友 寄 の 獅子 舞 の 由

来 に つ い て の 資料」「  友寄 の 獅 丁
一
舞 の 現状

ご 課題 に つ い て の 資料 」 と して 利 用 で き る

伝統 ・文化 の 資料 とし て 素材 を選 択 し た n

5
。 獅 子 舞の 教材開発

（1 ） マ ル チ メ デ ィ ア の 学 習 で の 活用

　一映像 、音声 、図 形 、文字 情報一

　 教 師 が 利 用 す る教 材 の 構 成 と して 、何 が

必 要 か 、 が 課題 で あ る 。 そ の 1 つ に 教 師 は

ど の よ うな メ デ ィ ア を 、教材 と し て 利 用 す

る か の 調査 結果 を次 に表で 示 す 。

長 1　 教師 の メ 7 イ ア 利 川 昂
「
望 調査　〔20121 　 Xi ト

’
情 料b，FFI　 V／　 ［12 ］

　 こ の よ う に 、社会科 の 資料 調 べ な ど で は 、

い ろ い ろ な メ デ ィ ア の 利用 が 希望 され て い

る た め 、本研 究で は オ ーラ ル ・ヒ ス ト リ
ー

、

獅子 舞 の 取 材
．
の 構成 と して 、映 像 、音 声、

文 字 （実物、文 化活動） を教材環境 と し て

構 成を行 っ た。

（2 ）獅子 舞に 関す る資料

  友寄の 豊年祭の オ
ー

ラ ル ・ヒ ス ト リ
ー

　　　　 　　 （動 画
・文字情報の 保存）

　聞取り期目　　平 成 24 年 11 月 18 日　（目〉

　場 所 人 重瀬 町字友寄

　話 　　者 　　金 城 　勝氏 　7了 歳

　 　 　 　 　 　 （区 長 在 職　 下 成 12 年
〜

平 成 18年 ）

　 聞取 り者 　 　神 里 　直 子

○金 城 氏 が 語 っ た話 の 主 な 内容

・友 寄 の 豊 年 祭 は 村 の 和 を作 り地 域 の 結 束

　を 固 め る 。また 琉球 工 よ り御 拝領 され た

　獅 子 を舞 台 で 舞 わせ 魔 除 け を行 う。 豊年

　祭 は 約 白二 十年位 前か ら行わ れ 、途 申戦

　争 で 途 絶え た時 期 もあ る。
・古典的 な要 素 の 強 い 友 寄 の 獅 了

．「舞」 を

　守 るた め 、型 を崩 さず継承 し て い る。地

　域 の 子 ども達 が 獅 子舞 を引 き 継 い で い く

　 こ とを嬉 し く思 う。 地 域 で 大 事 に し て い

　 る獅 子 舞 を主 体 に 、み な で 作 り ヒげ て い

　 る とい う点 で 、一
番 親 し み や す い の が 友

　寄 の 獅 子 舞。 こ れ か ら も朗 らか に 続 け て

　欲 し い
、

  第 8 代　友寄獅 子舞保存 会 会長

　　町 田 　学 氏 　イ ン タ ビ ュ
ー

記 録

　 　 　 　 　 　 （動 画 ・文字 情 報 の 保 存 ）

聞取り期 日　 　 平 成 24 年 10 月 7 日　（日 ）

場 所 八 重瀬 町 友 寄児 童 館

話 　 　者 　 　町 円 　 学 氏

聞取 り者 　 　神 里 　 直 子

撮 影 者 　 儀 間 盛顕

○ 町 田 氏が 語 っ た話 の 主 な 内容

・1828 年頃、琉球 土 よ り二味線 の 弾 き手 ・

　 玉 那 覇 の タ ン メ ー へ の 褒 美 と し て 獅 子 頭

　を御拝領 。首 里 の 汀 良 か ら舞 の 型 を習 い

　友 寄独 自 の 型 に な っ た 。 友 寄 の 豊年 祭 は

　獅 子加 那 志 の お 祝 い と い う点 は、他 地域

　 との 違 い
。

・獅 子 舞 の 舞手 にな るに は 、動 き が 完 全に

友 寄 の 獅 子 舞 　
ttt・t

で あ る こ と と、

先 輩 方 の 判 断

に よ る 。昔は 村 　 　　．
　 　 　 　 　 　 　 　．．．．．t．　

’
”

の 守 り 神 と　 臨 盛

い う こ と で 　 図 3 艾 蒜独 自 の 型 が 受 け 継 が れ る
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　字 外 に出せ な か っ たが 、今 は御願 し 獅 子

　頭 の レ プ リカ は持 ち 出 し可能 。

・友 寄 の 獅 子 舞 い は 「獅 子 『舞 い 』」 で 踊 り

　 の 1 つ 。何 回 も同 じ動作が繰 り返 され 、

　地 域 と の 違 い を ア ピー
ル し、獅子 舞 を 受

　 け継 ぎた い 。

  友寄 の 獅 子 舞に つ い て 西 門 小 の タ ン メ ー

（金城文 助 氏） の 口 述記 録

　　　　　　　　（文字情報 の デ ジ タ ル 化）

日

所

者

者

期

　

　

り

禦
語

鵬

　平成 6 年 5 月 7 日　（土）

　 那 覇 市 長 田 2 丁 目 の 8 号

　 金 城文助氏 　84 歳

金 城 孝 善 ．神 里松 吉 、町 田 光 信 ．知 念 昭 光 、

　 　 金 城 照 雄 ．金 城 紀 和 、知 念 恵 美 子

○金 城文助氏 が語 っ た 話 の 主な内容

・西 門小 の タ ン

　メ
ーが 誕 生

　 した 時 代 は 、

　今 か ら約 210

　年 〜220 年 位

　前。首 里城 に

　お い て 三 線

図　伝 続 を受 け継 い で い く

演奏者 とし て 仕 え 、 城 中にお け る同氏 の

名 称 は 玉 那 覇 の タ ン メ
ー。親雲 E の 位 を

さず か る 。

6 。 おわ りに

　本研 究で は 友寄 の 「獅子 舞」を取 りあげ、

学校 教 育 の 場 で 伝 統 ・文化 の 心 を伝 え る 教

育的利用 が可 能 な 素材 とな る よ う、主 に オ

ー
ラ ル

・
ヒ ス トリ

ー
を行 い 、資料 等 の デ ジ

タ ル ・ア ー
カ イ ブす る こ とが 目的 で あ っ た 。

　資料 の 保 存 ・利用 に 関 す る 新 し い 教 育 の

一
っ の 方 向性 を検証 し、人 々 の 思 い や願 い

が わ か る よ うな構成 で 研 究を 進 め る こ と が

で き、新 し い 教育資料 と し て 提供で きた の

で は な い カ 

　今 後、こ の よ うな オ
ー

ラ ル ・ヒ ス ト リ
ー

や デ ジ タル ・ア ーカ イ ブ され た資料が ど の

よ うに活 用 され て い くか は 、担 当す る教師

に 関わ る 問題 で あ り、慎 重な利用が 必 要 と

な っ て く る で あ ろ う。
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