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「八戸地方えんぶり」と「八戸三社大祭」01

大正７年（1918年）の取り決めに

より各えんぶりが八戸三社大祭の

際、長者山へ供奉人(行列のお供）

を３人提供することになった。



近代地方新聞に見る戦時下の
「八戸地方えんぶり」
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↑日中戦争のきっかけとなった盧溝橋事件





「新羅神社文書」に見る
戦時下の「八戸地方えんぶり」
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戦況の悪化と「八戸地方えんぶり」の危機04



戦後、復興する「八戸地方えんぶり」05
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「八戸地方えんぶり」を調査・研究をしてみて

①戦争中、豊作を祈る民族芸能のえんぶりが、

国威宣揚という戦争の手段に使われていた。

③えんぶりの歴史を図書館へ行って資料を見て

学び、自分たちで訳し、まとめた。

②「候」（そうろう）などの昔に使われていた文字
の一部を読み、資料を解析した。



ご清聴ありがとうございました



第二次世界大戦期
「八戸地方えんぶり」
調査・研究報告書

八戸工業大学第二高等学校 ２学年
赤坂智哉 大嶋莉央 砂場心遥 泉山鈴音 盛田琴羽

石橋怜 川﨑建 西川怜花 白坂香芙美


