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伝
え
た
い
、
伝
統
芸
能
の
心

　

弥
生
時
代
中
期
か
ら
後
期
に
か
け
て
の

遺
跡
と
さ
れ
る
、
幅
・
津
留
。

　

そ
れ
は
石
器
か
ら
鉄
器
使
用
と
さ
れ
る

時
代
を
追
っ
て
の
遺
物
ば
か
り
か
、
子
供

達
の
墓
の
多
さ
か
ら
見
る
に
、
当
時
九
州

で
も
相
当
規
模
の
集
落
で
あ
っ
た
と
思
わ

れ
ま
す
。　

　

下
段
の
南
阿
蘇
村
側
か
ら
見
る
に
、
遺

跡
跡
か
ら
高
台
に
な
り
、
津
留
そ
し
て
南

在
へ
と
続
き
ま
す
。

　

こ
こ
に
あ
る
白
水
市
下
神
社
の
鳥
居

が
、
そ
の
遺
跡
群
に
目
を
や
る
よ
う
な
位

置
に
あ
り
、
津
留
よ
り
降
り
て
い
く
と
、

そ
れ
は
守
護
神
で
あ
っ
た
か
の
よ
う
に
映

り
ま
す
。

　

当
時
日
本
の
人
口
比
か
ら
、
こ
こ
に
は

都
市
を
も
思
わ
せ
る
大
規
模
な
集
落
が
存

在
し
て
い
ま
し
た
。

　

西
方
、
南
阿
蘇
村
側
よ
り
お
き
た
集
落

が
、
時
間
の
変
化
と
共
に
や
が
て
拡
大

し
、
そ
し
て
鉄
器
使
用
に
至
る
そ
の
順
序

を
追
っ
た
過
程
が
、
こ
の
遺
跡
の
特
徴
で

し
ょ
う
。

　

冬
野
川
が
流
れ
、
そ
し
て
池
も
あ
り
、

高
森
町
伝
統
芸
能
連
絡
協
議
会
会
長　

本
田　

研
一

古
代
よ
り
そ
の
人
口
を
ま
か
な
う
に
、
重

要
な
水
資
源
で
あ
り
ま
し
た
。
生
活
の
基

本
と
い
え
る
、
水
資
源
を
確
保
し
た
先
住

民
と
い
え
る
人
達
が
、
今
日
の
高
森
そ
し

て
南
阿
蘇
を
形
成
し
た
、
最
も
大
き
な
要

因
で
し
ょ
う
。

　

弥
生
時
代
の
後
期
、
日
本
列
島
の
何
処

に
居
た
の
か
諸
説
い
き
か
う
女
王
「
卑
弥

呼
」。

　

今
ま
で
は
「
豆
塚
」
の
存
在
を
単
な
る

象
徴
的
な
も
の
と
し
か
思
っ
て
い
な
か
っ

た
私
に
、
幅
・
津
留
遺
跡
の
発
見
は
と
て

も
驚
き
で
し
た
。

　

そ
れ
は
、
こ
の
遺
跡
の
周
辺
か
ら
ま
だ

現
れ
て
い
な
い
、
大
人
の
墳
墓
等
か
ら
思

う
に
、
豆
塚
等
が
突
然
現
れ
た
の
で
は
な

く
、
こ
の
遺
跡
と
の
関
連
が
よ
り
濃
い
も

の
だ
と
思
へ
ま
す
。

　

豆
塚
等
は
、
何
時
ご
ろ
造
ら
れ
た
の
か

ま
だ
解
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。

　

こ
の
塚
に
登
り
頂
上
か
ら
見
る
に
、
中

央
部
が
や
や
窪
ん
で
お
り
、
長
方
形
の
形

に
見
え
ま
す
。
川
を
隔
て
て
見
る
色
見
の

古
墳
は
円
墳
の
形
を
し
、
豆
塚
よ
り
大
き

く
見
え
ま
す
。
こ
の
二
基
の
古
墳
が
、
何

時
ご
ろ
の
も
の
か
ま
っ
た
く
手
が
け
ら
れ

て
お
ら
ず
、
そ
し
て
遺
品
等
の
発
見
も
聞

い
て
お
り
ま
せ
ん
。

　

や
さ
し
く
高
森
の
象
徴
的
な
存
在
で
あ

る
豆
塚
等
。
幅
・
津
留
遺
跡
指
導
者
の
墓

地
で
あ
る
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

　

現
在
遺
跡
関
連
の
事
務
所
上
手
は
、
歴

史
を
追
っ
て
ゆ
く
と
、
弥
生
時
代
か
ら
古

墳
時
代
へ
と
変
わ
っ
て
ゆ
く
過
程
を
現
わ

す
出
土
品
が
あ
り
ま
す
。

　

弥
生
時
代
を
も
っ
て
終
わ
っ
た
と
さ
れ

る
幅
・
津
留
遺
跡
。
そ
れ
は
や
が
て
来
る
、

新
し
い
歴
史
を
も
っ
て
、
津
留
、
南
在
、

上
在
そ
し
て
南
阿
蘇
各
地
へ
と
移
動
し
て

い
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

高
森
中
央
小
学
校
横
手
、
昭
和
二
十
三

年
高
森
中
学
校
新
設
工
事
中
に
、
横
穴
古

墳
が
発
見
さ
れ
ま
す
。
出
土
品
の
一
部
を

含
蔵
寺
で
見
る
事
が
出
来
る
の
で
す
が
、

そ
れ
は
相
当
な
権
力
者
で
あ
っ
た
こ
と
が

わ
か
り
ま
す
。
出
土
品
は
金
環
・
馬
具
・

鉄
刀
等
で
す
。

　

こ
こ
に
建
設
さ
れ
た
高
森
中
学
校
は
、

十
余
年
し
か
使
用
さ
れ
て
お
り
ま
せ
ん
。

多
分
に
そ
れ
は
、増
え
す
ぎ
た
生
徒
数
に
、

教
室
と
か
敷
地
が
足
り
な
く
な
っ
た
か
ら

で
し
ょ
う
。

　

し
か
し
記
憶
で
し
か
な
い
の
で
す
が
、

当
時
は
先
生
の
当
直
制
度
が
あ
り
、
毎
日

だ
れ
か
の
先
生
が
泊
ま
ら
れ
て
お
り
ま
し

た
。
そ
の
度
に
、
怖
い
出
来
事
と
遭
遇
し

た
話
を
聞
き
ま
し
た
。

　

そ
れ
が
理
由
で
現
在
地
に
移
転
し
た
と

は
、
思
い
た
く
な
い
の
で
す
が
。

　

さ
ま
ざ
ま
な
出
会
い
。
二
千
余
年
を
経

て
明
ら
か
に
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
幅
・

津
留
遺
跡
。

　

壮
大
な
夢
空
間
と
も
い
え
る
、
私
達
の

先
人
が
残
し
た
遺
跡
群
。
吉
野
ヶ
里
遺
跡

を
し
の
ぐ
規
模
だ
そ
う
で
す
。
ま
た
土
に

埋
め
る
の
か
、
こ
の
遺
跡
の
保
護
を
ど
う

し
た
ら
い
い
の
で
し
ょ
う
。

▲幅・津留遺跡（高森・津留）




