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奄 美 民 謡 の 未 来

梁 川 英 俊

鹿 児 島 大 学 法 文 学 部

要 旨

奄 美 には 多 くの 民 謡 が あ る。 しか し、 そ の伝 承 に は さ ま ざ ま な 問題

が あ る。 奄 美 民 謡 の 代 表 とも い え るシ マ ウタ は 、 今 日島外 に も新 しい

聴 衆 を獲 得 して い る が 、 コ ン クー ル や 教 室 の影 響 で 昔 なが らの味 を失

っ て き て い る ともい われ る。 かつ て奄 美 諸 島 の 各集 落 で 盛 ん に唄 い踊

られ た 八 月 踊 りウ タ も 、生 活 環 境 の 変化 や過 疎 化 な どに よ り、 そ の伝

承 が危 ぶ ま れ て い る。 最 近 は 民謡 の伝 承 に お い て 、 シマ グチ の味 わ い

を 見 直 そ う とい う動 き も あ り、 それ が伝 承 に どの よ うな影 響 を与 え る

か が 注 目 され る。

         The Future of Amami Folk Songs 
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                         University 

                            Abstract 

    Amami Irlands have a lot of folk songs. But there are many problems 

in their transmission. The most popular folk songs of Amami Irlands called 

Shimauta are getting new audiences in all over Japan. On the other hand 

they are losing their originality under the influence of shimauta 

competitions and shimauta schools. The Hachigatsu-odori-uta, songs of 

ancestor worship, thanks and prayer for rich harvests, have quite a few 

difficulties in their transmission with recent social changes and progress of 

depopulation. Some attempts to revaluate the Amami dialect called 

Shimaguchi can produce good results for the future of Amami folk songs. 
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transmission, Shimaguchi

は じ め に

奄 美 に は 多 く の 民 謡 が あ る が 、 い ま な お 盛 ん に 唄 わ れ て い る の は 一

般 に シ マ ウ タ の 名 で 呼 ば れ る あ そ び 歌 と 、 旧 暦 八 月 に 唄 い 踊 られ る 八

.月踊 り ウ タ で あ ろ う。

こ の う ち 、 シ マ ウ タ を 取 り巻 く状 況 は 、 こ こ 数 年 大 き く変 化 し て い

る。 元 ち と せ を は じ め とす る 若 手 の 唄 者 た ち の 台 頭 、 さ ま ざ ま な レー

ベ ル か ら発 売 さ れ るCD 、 増 加 す る 本 土 で の コ ン サ ー トな ど 、 そ の 周

辺 は 年 々 賑 や か さ を 増 し て い る 。 ポ ッ プ 風 の ア レ ン ジ や 、 ピ ア ノ な ど

の 洋 楽 器 に よ る 伴 奏 も 盛 ん で あ る 。 が 、 そ の 一 方 で 、 ス テ ー ジ や 教 室

が 中 心 の シ マ ウ タ の 状 況 を 嘆 き 、 歌 掛 け や 歌 遊 び の 時 代 を 懐 か しむ 声

も少 な く な い 。 か つ て 集 落(シ マ)ご と に 異 な っ て い た シ マ ウ タ が 、

い ま で は た だ の 「島 唄 」 に な っ て し ま っ た と い う評 言 も あ る 。

一 方 、 奄 美 で 「み 八.月 」 と 呼 ば れ る 夏 正.月 に 各 集 落 で 唄 い 踊 られ る

八 月 踊 り ウ タ は 、 そ の 集 団 性 ゆ え に シ マ ウ タ の よ う な 均 質 化 を ま ぬ が

れ 、 い ま だ に 集 落 ご と の 独 自性 を 残 し て い る。 しか しそ の 伝 承 に は 、

シ マ ウ タ の 伝 承 と は ま た 違 っ た 意 味 で の さ ま ざ ま な 困 難 が あ る 。 奄 美

民 謡 は 今 日 どの よ う に 伝 承 され て い る の か 。 ま た 、 そ の 伝 承 の 課 題 と

は 何 な の か 。 シ マ ウ タ と 八 月 踊 りに つ い て 調 べ た 。

シ マ ウ タ の 伝 承

シ マ ウ タ の 伝 承 の 調 査 に 当 た っ て は 、 世 代 の 違 う4人 の 唄 者 に 、 数

度 に わ た っ て イ ン タ ビ ュ ー を 行 っ た 。70代 前 後 で ほ ぼ 同 世 代 のY氏 と

E氏 、40代 後 半 の1氏 、20代 前 半 のS氏 で あ る。 い ず れ も奄 美 や 鹿 児

島 を 中 心 に 幅 広 く 活 躍 し て い る 唄 者 で あ る。 質 問 で は 、 彼 ら が ど の よ

うに シ マ ウ タ を 修 得 し た の か 、 現 在 の シ マ ウ タ の 状 況 を ど う考 え る か

と い う点 が 中 心 に な っ た 。

唄 者 の 世 界 で は 大 御 所 と い うべ き 年 齢 のY氏 とE氏 は 、 い ず れ も40

歳 を 過 ぎ て か ら本 格 的 に シ マ ウ タ を 始 め た 。Y氏 は 人 に 請 わ れ て 出 場

し た コ ン ク ー ル で 優 勝 し た の が 、E氏 は 武 下 和 平 が 主 宰 す る シ マ ウ タ

同 好 会 に入 会 した こ と が 、 そ れ ぞ れ き っ か け に な っ た 。 両 氏 と も 幼 少

期 の シ マ ウ タ の 思 い 出 は 少 な く 、 父 親 や 祖 父 が 唄 っ て い た の を 覚 え て

い る程 度 で あ る 。 身 近 に 歌 掛 け や 歌 遊 び な ど が あ っ た 記 憶 も あ ま り な

い と い う。 若 いY氏 に と っ て シ マ ウ タ は 「難 し い 」 「と っ つ き に くい 」
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と い う印 象 が あ っ た 。 人 に よ っ て 歌 詞 が 変 わ る の も そ の 印 象 を 助 長 し

た 。 そ の た め 、 コ ン ク ー ル で 優 勝 し た と き も 、 「これ で い い の か 」 と い

う思 い だ っ た とい う。E氏 も ま た 若 い 頃 は 三 味 線 よ り も エ レ キ ギ タ ー

に 熱 中 し た 。 二 十 歳 前 後 に 島 を 出 て 大 阪 に 行 き 、 そ こ で 武 下 和 平 の レ

コ ー ドに 出 会 うま で 、 シ マ ウ タ に 対 す る 興 味 は ほ とん ど な か っ た と い

う。

そ の た め か 、 両 氏 は と も に 故 郷 の 集 落(シ マ)の ウ タ に 対 す る こ だ

わ りは な く 、 自分 の 好 き な ウ タ を 唄 うの が い ち ば ん とい う考 え の 持 ち

主 で あ る。 た と え ば 、Y氏 は コ ン ク ー ル に 優 勝 して か ら、 レパ ー ト リ

ー を 拡 げ る 必 要 に 迫 られ て
、 カ セ ッ ト レ コ ー ダ ー を 片 手 に 奄 美 大 島 各

地 で ウ タ を 録 音 して 歩 き 、 そ れ ら を 折 衷 させ て ヒ ギ ャ 唄 で も カ サ ン 唄

で も な い 独 特 の 節 回 し を つ く っ た 。E氏 も ま た 徳 之 島 の 出 身 で あ る が 、

徳 之 島 の 民 謡 は 長 く一 曲 も 知 らず 、 録 音 す る 必 要 に 迫 られ て は じ め て

勉 強 し て 覚 え た と い う。

両 氏 は ま た シ マ ウ タ の 変 化 に つ い て も寛 容 で 、 と く にY氏 は 「ウ タ

は 変 わ る か ら こ そ 長 生 き す る 」 と言 い 、 若 い 人 に も 「古 い ウ タ は 大 事

だ が 、 こ れ か ら は 新 しい こ と を や ら な い と進 歩 しな い 」 と言 い 続 け て

き た と語 る 。 しか し、 そ の 彼 ら で も最 近 の 状 況 に は と ま どい を 覚 え る

こ と が 少 な く な い と い う。 た と え ばE氏 は 若 い 女 性 唄 者 の 高 音 化 を 指

摘 し 、 合 わ せ に く く な っ た と 嘆 く。Y氏 も ま た 洋 楽 器 で 演 奏 す る の は

い い が 、 少 しや り過 ぎ で は な い か と危 惧 す る 。

4人 の 唄 者 中 も っ と も 若 いS氏 の 場 合 は ど うか 。 多 く の 若 手 の 唄 者

が そ うで あ る よ う に 、S氏 は い わ ゆ る 「教 室 世 代 」 で あ る 。 小 学 生 の

と き に 民 謡 教 室 の 発 表 会 を 見 て 感 激 し 、 シ マ ウ タ を 習 い 始 め た の だ と

い う。 当 時 は ま だ シ マ ウ タ を や る 子 供 は 珍 し く 、 教 室 の 人 数 も 少 な か

っ た 。 喜 界 島 の 出 身 で あ る が 、 教 室 以 外 で 生 の シ マ ウ タ に 触 れ る 機 会

は な く 、 も っ ぱ ら講 師 の ウ タ を 手 本 と し た 。 子 供 の 頃 か ら コ ン ク ー ル

に 出 場 し、 い ま で も 毎 年 の よ うに 出 場 し て い る 。 同 世 代 の 唄 者 に は メ

ジ ャ ー デ ビ ュ ー す る 者 も い る が 、S氏 自 身 に は そ う した 志 向 は な く 、

ポ ッ プ ス 路 線 も 面 白 い と は 思 うが 、 あ ま り関 心 は な い と語 る 。 好 み は

む し ろ 純 な シ マ ウ タ に あ り 、 そ れ を じ っ く り勉 強 して い き た い と考 え

て い る。

一 方
、40代 後 半 の1氏 は 、 大 御 所 の 世 代 と若 手 世 代 の い わ ば 狭 間 の

世 代 で あ る 。 同 世 代 で ウ タ を や る 人 も少 な い 。 子 供 の 頃 か ら親 子 ラ ジ

オ を 通 じ て シ マ ウ タ を 聴 い て は い た が 、 格 別 の 興 味 は な く 、 若 い と き
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は ギ タ ー や ド ラ ム を 演 奏 し て い た 。 シ マ ウ タ の 魅 力 に 目覚 め た の は40

歳 を 過 ぎ て か らで 、 父 親 の 法 事 で 島 に 帰 っ た の が き っ か け に な っ た と

い う。 現 在 は 武 下 和 平 の 同 好 会 で 研 鐙 を 積 ん で い る が 、 コ ン ク ー ル な

ど に は 参 加 して い な い 。 シ マ ウ タ の ポ ッ プ ス 風 の ア レ ン ジ に は 抵 抗 は

な い が 、 い ま は 伝 統 的 な シ マ ウ タ を き ち ん と勉 強 して 、 年 を 取 っ て か

ら 歌 遊 び を で き る よ うな 唄 者 に な りた い と語 る 。

し か し 、 若 い 世 代 が 伝 統 的 な シ マ ウ タ を 修 得 し よ う と す る と き に 立

ち は だ か る の が 、 シ マ グ チ の 壁 で あ る 。40代 後 半 のI氏 は 幼 少 期 に は

友 達 同 士 で シ マ グ チ を 話 し て い た が 、 学 校 で は 厳 し く 禁 止 され 、 い ま

で は 使 う習 慣 が な い 。 同 好 会 で も よ く シ マ グ チ の 発 音 が お か しい と指

摘 され る と い う。I氏 よ り も さ ら に 若 いS氏 の 場 合 は 、 も は や 自分 で

は シ マ グ チ が 話 せ ず 、 祖 父 母 の 使 うシ マ グ チ を な ん とか 理 解 で き る 程

度 で あ る。シ マ ウ タ 教 室 で も講 師 は 歌 詞 に つ い て は ほ と ん ど説 明 せ ず 、

詳 し い 内 容 は 書 物 を 手 掛 か り に 自分 で 調 べ な け れ ば な ら な か っ た と い

う。

シ マ グ チ に 関 して は ベ テ ラ ン 唄 者 か ら も 注 文 が 多 い 。Y氏 は い ま の

シ マ ウ タ が コ ン ク ー ル の 影 響 で 「旋 律 」 本 位 に な り過 ぎ て い る と指 摘

し 、 若 い 唄 者 が シ マ グ チ を 勉 強 す る こ と に よ っ て 、 い ま 一 度 こ と ば の

世 界 に 立 ち 返 る 必 要 が あ る と力 説 す る 。E氏 も ま た シ マ ウ タ の 歌 詞 の

素 晴 ら し さ を 「よ くぞ 作 っ た と思 う」 と 称 え 、 シ マ ウ タ の 歌 唱 に は シ

マ グ チ を 覚 え る こ と が 不 可 欠 で あ る と説 く。 ど うや ら、 ポ ッ プ ス 路 線

に 打 ち 興 じ る よ り は シ マ グ チ の 勉 強 を と い うの が 、 ベ テ ラ ン 唄 者 の 本

音 の よ うだ 。

八 月 踊 りの 伝 承

八 月 踊 りの 伝 承 に 関 し て は 、2005年9H14日 か ら16日 ま で(奄 美

で は ア ラセ ツ に 続 く シ バ サ シ と 呼 ば れ る 「み 八 月 」 の 後 半 の 期 間)、 笠

利 町 笠 利 集 落(大 笠 利 集 落)で 調 査 す る 機 会 を 得 た 。

大 笠 利 集 落 の 人 口 は 約 千 人 。 奄 美 大 島 の な か で も 人 口 の 多 い 集 落 で

あ る。 奄 美 の 集 落 は 多 く 山側 の 里(サ ト)、 海 側 の 金 久(カ ネ ク)の 二

区 か ら な る が 、 大 笠 利 集 落 は 例 外 的 に 城 前 田(一 区)、 里 前(二 区)、

金 久(三 区)の 三 区 か ら な る 。 八 月 踊 りは 地 区 ご と に 分 か れ て 踊 られ

る が 、 自 分 の 地 区 以 外 の 踊 り に 参 加 す る 人 は ほ と ん どお らず 、 各 地 区

は 暗 黙 の ラ イ バ ル 関 係 に あ る 。 そ の 結 果 、 各 地 区 の ウ タ や 踊 り に は そ

れ ぞ れ の 伝 統 に 基 づ く個 性 が 生 ま れ る 。た と え ば 大 笠 利 集 落 の 場 合 は 、
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一 区 の 唄 い 方 は 比 較 的 ゆ っ く り で
、テ ン ポ が 速 く な る とす ぐ に 止 め る 。

二 区 は 一 曲 の 時 間 が 長 く 、 ウ タ の 進 行 と と も に テ ン ポ も ど ん ど ん 速 く

な る。 三 区 は 全 区 中 で も っ と も 唄 い 方 が ゆ っ く りで あ る 。 そ の 他 、 各

区 で は 一 晩 に 訪 問 す る家 の 数 、 「六 調 」 の 唄 わ れ 方 、 祝 儀(ハ ナ)の 披

露 の 仕 方 な ど 、 細 か な 点 で の 相 違 も多 い 。

八 月 踊 りは も と も と家 祓 い の 儀 式 と し て 始 ま り、 集 落 内 の す べ て の

家 を 巡 る の を 習 慣 と し て い た 。 大 笠 利 集 落 で も20年 く ら い 前 ま で は 、

昼 の2時 か ら夜 中 の2時 ま で 全 戸 を 回 っ て い た と い う。 し か し 、 集 落

の 住 民 が す べ て 漁 業 や 農 業 に 従 事 し て い た 時 代 な らい ざ 知 らず 、 集 落

内 に 勤 め 人 が 多 く な る と 、 こ の 習 慣 は 時 代 に そ ぐ わ ぬ も の に な っ た 。

い ま で は 踊 りの 時 間 は 夜7時 半 か ら11時 ま で に 短 縮 され 、一 晩 に 訪 れ

る家 もせ い ぜ い3、4軒 で あ る。 こ う し た 動 き は 、1980年 前 後 を 境 に

し て 奄 美 大 島 全 体 で 始 ま っ た と い う。 こ の 一 事 か ら も 分 か る よ う に 、

現 在 の 八 月 踊 り に か つ て の 勢 い は な い 。 そ れ ど こ ろ か 、 大 笠 利 集 落 で

は 、 そ の 存 続 を 危 ぶ む 声 も あ る 。

理 由 の ひ とつ は 、 「打 ち 出 し」 の 高 齢 化 に あ る。 打 ち 出 し は ウ タ を 即

興 で つ な い で い く ウ タ の 先 導 役 で あ り、 打 ち 出 しが い な け れ ば 八 月 踊

りそ の も の が 始 ま ら な い 。 し た が っ て 、 八 月 踊 り に は 熟 練 し た 打 ち 出

し の 存 在 が 不 可 欠 で あ る が 、 そ の 後 継 者 が い な い 状 態 な の だ とい う。

た と え ば 、 一 区 に は 女 の 打 ち 出 し は 一 人 し か お ら ず 、 二 区 で も 男 の 打

ち 出 し は3人 だ け だ と い う。 熟 練 し た 打 ち 出 し を 養 成 す る た め に は 場

数 を 踏 ま せ る し か な い が 、踊 りの 機 会 そ の も の が 減 っ て き て い る い ま 、

そ れ も な か な か 難 し い と い う。

も ち ろ ん 、 踊 り を 保 存 す る た め の 努 力 も な さ れ て い る 。 た と え ば 、

一 区 で は 練 習 の た め に 過 去 の 八 月 踊 り ウ タ を 録 音 し たCDを 制 作 し た
。

二 区 で も 八 月 踊 り ウ タ の 歌 詞 集 を 作 成 し 、 月 二 回 、 第 二 ・第 四 火 曜 日

に 練 習 を して い る と い う。 三 区 で も 同 様 の 試 み が あ っ た が 、 集 ま り が

悪 く て 自 然 消 滅 した そ う だ 。 い ま で は 二 区 の 練 習 に 一 区 や 三 区 か ら も

人 が 来 る。 こ れ ま で 保 存 の 試 み は 区 ご と で 行 わ れ て い た が 、 も は や 競

い 合 うの で は な く 、互 い に 協 力 し合 わ な け れ ば な ら な い 状 態 だ と い う。

な お 、二 区 で は 毎 年 の 八 月 踊 りで こ の 歌 詞 集 に 収 録 され て い る26曲 を

す べ て 唄 い 切 る こ と を 目標 に し て お り、 係 り を 決 め て 唄 っ た 曲 を チ ェ

ッ ク し て い る とい う。 訪 れ る 家 ご と に 必 ず 唄 わ な け れ ば い け な い ウ タ

も あ り、 そ の た め 一 晩 に 回 る家 は3軒 と決 め て い る そ う だ 。

ま た 踊 りの 参 加 者 を 増 や す た め に 、 以 前 は 初 心 者 を 容 易 に 踊 り の 輪
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に 加 え な か っ た 地 区 で も 、 い ま で は 積 極 的 に 加 わ る よ う勧 め て い る 。

参 加 者 の 数 は 地 区 に よ っ て ま ち ま ち で あ り、 た と え ば 二 区 の よ う に 集

落 で も っ と も 人 口の 多 い 地 区 は 、 当 然 他 の 区 よ り参 加 者 が 多 く な る 。

年 齢 構 成 も そ れ ぞ れ 特 色 が あ る 。 た と え ば 、 一 区 は 比 較 的 高 齢 者 が 多

く 、 二 区 は 中 年 層 が 中 心 で 子 供 の 数 も 多 い 。 三 区 は 比 較 的 若 い 人 が 多

く 、 子 供 も 多 い 。

そ の な か で 各 区 に 共 通 し て 気 に な っ た の は 、 中 高 生 の 姿 の 乏 し さ で

あ っ た 。 も っ と も 、 こ の 大 笠 利 集 落 に は 「わ らべ 島 唄 ク ラ ブ 」 と い う、

子 供 た ち に シ マ ウ タ を 伝 承 す る こ と を 目 的 と して 結 成 さ れ た 組 織 が あ

り、小 学 生 か ら 高 校 生 ま で50名 近 い メ ン バ ー が い る 。奄 美 を 代 表 す る

若 手 唄 者 で あ る 中 村 瑞 希 氏 や 吉 原 ま りか 氏 を 育 て た こ とか ら も 分 か る

よ うに 、次 世 代 へ の シ マ ウ タ の 伝 承 に は 実 績 が あ る 。聞 く と こ ろ で は 、

こ の ク ラ ブ で も シ マ ウ タ の み な らず 八 月 踊 り ウ タ も 練 習 し て い る と い

う。こ う し た 地 道 な 努 力 が ど の よ うに 実 を 結 ぶ か 、今 後 を 期 待 し た い 。

お わ りに

以 上 、 ご く 簡 単 に シ マ ウ タ と八 月 踊 りの 伝 承 の 現 状 を 概 観 し た 。 そ

の うち シ マ ウ タ に 関 し て は 、 伝 承 そ の も の に 対 す る 不 安 は ま っ た く 聞

か れ ず 、 話 題 は 今 後 ど の よ う な ウ タ を 伝 承 す べ き か とい う こ と に 終 始

し た 。 イ ン タ ビ ュ ー を し て 意 外 だ っ た の は 、 ベ テ ラ ン の 唄 者 で さ え シ

マ ウ タ が 集 落(シ マ)の ウ タ で あ る と い う意 識 を あ ま り も た ず 、 彼 ら

自身 が す で に シ マ ウ タ か ら 「島 唄 」 へ と い う転 換 が 始 ま っ た 時 代 に ウ

タ を 始 め た こ とだ っ た 。 一 方 、 若 い 世 代 に つ い て は 、 少 な く と も 筆 者

が イ ン タ ビ ュ ー を し た 唄 者 に は 、 ポ ッ プ 志 向 な ど は な く 、 む し ろ 昔 な

が ら の シ マ ウ タ を 真 面 目 に 唄 っ て い き た い と い う声 が 聞 か れ た 。 ベ テ

ラ ン の 唄 者 か ら は コ ン ク ー ル 化 し た シ マ ウ タ に 対 す る 批 判 も 多 か っ た

が 、 そ れ は 必 ず し も そ う し た ウ タ の 否 定 で は な く 、 む し ろ シ マ ウ タ が

一 元 化 す る こ とへ の 危 惧 で あ る よ うに 思 え た
。 社 会 に お け る 認 知 度 が

格 段 に 上 が っ た い ま 、 シ マ ウ タ は 伝 統 と新 し さ の 間 で 揺 れ 動 い て い る

よ うに 思 え る 。

一 方
、 八 月 踊 りで は 、 シ マ ウ タ と違 っ て 、 そ の 伝 承 そ の も の を 危 ぶ

む 声 が 聞 か れ た 。 実 際 、 奄 美 の 集 落 の な か に は 、 も は や 住 民 が 八 月 踊

り ウ タ を 唄 う こ とが で き ず 、 録 音 され た ウ タ に 合 わ せ て た だ 踊 る だ け

と い う集 落 も少 な く な い 。一 般 に 伝 統 行 事 は 、社 会 構 造 が 変 化 し て 人 々

の 意 識 が 変 わ れ ば そ の 必 然 性 が 見 失 わ れ 、 そ の 存 続 に は 新 た な 意 味 の
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模 索 が 不 可 欠 に な る が 、八 月 踊 り も同様 だ ろ う。集 団 が 基 本 とな る八

月踊 りの 場 合 、 シマ ウ タ の よ うに個 人 の 自由 にま か せ るわ け に も い か

な い。 大 笠利 集 落 の 場 合 に も 、表 面 上 は 大 変 に活 気 が あ る よ うに見 え

た が 、 そ の 裏 に は踊 りの存 続 に 向 け た 多 くの 住 民 の 努 力 が あ っ た。 シ

マ ウタ に比 べ て は る か に 口承 性 が 強 い 八 月 踊 りウ タの 伝 承 に は 、楽 観

を許 さな い 要 素 が 多 くあ る。

最 後 にシ マ グチ につ い て触 れ た い。 す で に ベ テ ラ ン唄 者 の指 摘 に も

あ っ た よ うに、 シマ ウタ は い ま コン ク ール な どの 影 響 で 旋 律 本 位 の方

向 に 大 き く傾 斜 して い る。 そ うした な か で 、 シマ グチ の 重 要 性 を強 調

し、 ウ タ にお け る こ とば の魅 力 を 取 り戻 そ うとい う声 も大 き くな っ て

い る。 昔 な が らの 歌 掛 け を再 評 価 す べ く、 昨年 、 奄 美 で 発 足 した 「奄

美 歌 掛 け文 化 保 存 会 」 は こ の傾 向 を象 徴 す る もの だ と言 え る だ ろ う。

もち ろ ん 、 こ とばの 問題 は一 筋 縄 で は い か ず 、 こ う した 試 み もす ぐに

成 果 が 現 れ る もの とは思 え な い。 しか し、 ブ ー ム の なか で 等 閑視 され

て き た シ マ グチ に光 が 当 て られ た こ との 意 義 は 大 き く、 これ を機 に こ

れ ま で別 々 に考 え られ が ち で あ っ た シ マ ウタ と八 月 踊 りの 伝 承 が 、 シ

マ グチ とい う共 通 の 土 俵 の上 で見 直 され るか も しれ ない とい う期 待 も

抱 かせ る。 今 後 、 ウ タ の伝 承 が 島 口教 室 や 島 口大 会 との 関連 で語 られ

る こ と もあ り得 よ う。

音 楽 の魅 力 か らこ とば の魅 力 へ 、 これ が奄 美 民 謡 の 伝 承 の新 た な課

題 と言 え るか も しれ な い。


