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伝
え
た
い
、
伝
統
芸
能
の
心

　

村
山
か
ら
天
神
へ
向
か
い
、
猿
田
彦
神

を
右
手
に
見
る
。

　

そ
の
手
前
を
左
に
折
れ
る
と
、
含
蔵
寺

の
門
前
に
出
る
。

　

此
処
は
、
国
鉄
高
森
線
開
通
前
ま
で
は

本
線
道
路
で
あ
り
ま
し
た
。

　

当
時
の
高
森
は
、此
の
地
か
ら
見
る
に
、

山
村
酒
造
よ
り
左
手
に
家
々
も
集
中
し
、

賑
わ
い
を
み
せ
て
い
ま
し
た
。
役
場
か
ら

商
店
、
旅
館
、
そ
し
て
映
画
館
も
あ
り
ま

し
た
。

　

神
社
・
仏
閣
の
た
ぐ
い
も
多
く
、
山
手

に
か
け
て
は
、
古
来
よ
り
の
高
森
の
人
達

の
住
ま
い
が
あ
り
ま
し
た
。

　

此
処
か
ら
左
手
に
折
れ
る
の
は
、
往
時

の
賑
わ
い
の
証
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

　

大
分
圏
と
言
わ
れ
る
に
等
し
く
、
特
に

本
町
の
経
済
面
を
さ
さ
え
た
多
く
の
人
達

が
、
此
処
を
行
き
か
っ
て
お
り
ま
し
た
。

ま
だ
私
が
幼
い
頃
、
定
期
的
に
行
商
の
お

ば
ち
ゃ
ん
が
、
大
分
県
竹
田
か
ら
や
っ
て

来
て
い
ま
し
た
。
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祭
り
の
裏
方
を
取
り
仕
切
っ
て
い
た
の

は
、
大
分
か
ら
の
人
達
で
な
か
っ
た
か
と

思
い
ま
す
。

　

昭
和
三
十
年
後
半
よ
り
、
そ
の
大
分
か

ら
の
行
商
の
人
達
の
姿
を
見
る
事
も
な
く

な
り
ま
し
た
。

　

そ
れ
は
日
本
が
経
済
成
長
に
入
っ
た
時

期
で
し
た
し
、
熊
本
市
方
面
へ
行
く
道
路

網
の
整
備
が
始
ま
っ
た
頃
で
し
た
。

今
思
う
に
、
高
森
に
限
ら
ず
阿
蘇
の
住
民

に
と
っ
て
、
様
々
な
面
を
含
め
て
熊
本
県

人
に
な
っ
て
い
っ
た
、
そ
の
時
期
が
、
昭

和
三
十
年
代
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
思
い

ま
す
。

　

今
は
ほ
と
ん
ど
大
分
と
の
繋
が
り
を
失

く
し
た
、
高
森
町
。
本
町
の
礎
と
し
て
見

る
べ
き
で
し
ょ
う
。

　

含
蔵
寺
の
門
前
に
、
古
く
か
ら
居
を
構

え
る
三
森
家
。
高
森
伊
予
守
と
共
に
壮
絶

な
最
期
を
遂
げ
た
、
三
森
兵
庫
守
の
一
族

で
あ
り
ま
す
。

　

含
蔵
寺
は
、
本
町
で
は
最
も
古
く
か
ら

存
在
し
、
そ
の
眼
下
に
弥
生
時
代
に
栄
え

た
「
幅
・
津
留
」
遺
跡
が
あ
り
ま
す
。
そ

の
「
幅
・
津
留
」
遺
跡
は
、
弥
生
時
代
ま

で
の
形
を
残
し
、
次
の
時
代
の
「
古
墳
」

時
代
に
は
無
く
な
り
ま
す
。

　

佐
賀
県
に
あ
る
「
吉
野
ヶ
里
」
遺
跡
よ

り
規
模
か
ら
し
て
も
大
き
く
、
出
土
す
る

土
器
類
は
目
を
み
は
り
ま
す
。

　

こ
の
「
幅
・
津
留
」
遺
跡
は
、
無
く
な

る
の
で
は
な
く
、
発
展
し
場
所
を
変
え
て

い
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

　

含
蔵
寺
か
ら
右
手
別
所
の
堤
に
か
け

て
、
祭
司
の
場
所
で
あ
り
ま
し
た
。

　

旧
高
森
中
学
校
建
築
時
に
出
土
し
た
遺

物
は
、
時
の
多
大
な
指
導
者
の
持
ち
物
で

あ
り
ま
し
た
。

　

草
部
・
吉
見
神
社
周
辺
か
ら
の
出
土
品

と
の
関
連
は
、
や
が
て
阿
蘇
家
創
設
へ
と

つ
な
が
り
ま
す
。

　

そ
の
遺
品
は
今
、
含
蔵
寺
に
保
管
さ
れ

て
い
ま
す
。
昭
和
二
十
三
年
旧
高
森
中
学

校
建
築
時
に
発
見
さ
れ
た
、
古
墳
時
代
の

「
刀
・
剣
」
の
類
い
で
す
。

　
「
幅
・
津
留
」
よ
り
発
展
し
、
豪
族
と

し
て
指
導
者
と
し
て
高
森
人
の
基
礎
を
築

い
た
、
先
哲
の
遺
品
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

　

含
蔵
寺
の
周
辺
に
は
、
上
色
見
前
原
出

身
の
人
達
が
多
く
住
ん
で
い
ま
す
。

　

農
地
解
放
前
ま
で
は
、
広
域
な
畑
地
を

所
有
し
て
い
た
含
蔵
寺
は
、
裏
手
に
蔵
が

あ
り
、
収
穫
時
に
は
牛
馬
に
積
ん
だ
穀
物

が
お
さ
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

　

ひ
ど
い
「
ヨ
ナ
」
害
に
あ
え
ぐ
人
達
。

当
時
は
「
ヨ
ナ
逃
げ
」
と
言
っ
て
、
あ
ま

り
に
も
ひ
ど
い
「
ヨ
ナ
」
か
ら
逃
れ
る
た

め
に
、
含
蔵
寺
周
辺
に
移
り
住
む
の
で
し

た
。

▲含蔵寺（高森・上在）


