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伝
え
た
い
、
伝
統
芸
能
の
心

　

弥
生
時
代
中
期
か
ら
晩
期
に
か
け
て
の

集
落
群
で
あ
る
「
幅
・
津
留
遺
跡
」。
発

掘
に
入
り
七
年
経
つ
そ
う
で
す
。

　

建
設
予
定
道
路
面
積
部
分
の
発
掘
で
し

か
な
い
の
に
、
そ
の
出
土
品
の
多
さ
と
、

石
器
か
ら
鉄
器
に
至
る
と
い
う
時
代
を
映

す
か
の
よ
う
な
種
類
の
豊
富
さ
に
お
ど
ろ

か
さ
れ
ま
す
。

　

最
近
発
掘
さ
れ
た
墓
地
群
を
見
る
と
、

整
然
と
東
西
に
並
び
、
子
供
達
の
墓
地
で

あ
る
そ
う
で
す
。

　

古
代
の
人
々
の
、
東
よ
り
日
い
で
て
西

に
沈
む
太
陽
の
動
向
に
な
ぞ
ら
え
、
悲
し

み
の
中
に
東
西
に
墓
地
を
構
え
、
新
し
い

生
命
の
来
る
事
を
願
い
送
っ
た
で
あ
ろ

う
、
墓
地
跡
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

た
だ
た
だ
そ
の
数
の
多
さ
に
驚
く
一
方
、

副
葬
品
は
ほ
と
ん
ど
無
く
、
真
っ
赤
な
ベ

ン
ガ
ラ
を
用
い
て
い
ま
す
。

　

こ
の
墓
地
の
多
さ
か
ら
み
て
、
か
な
り

の
人
口
を
も
っ
た
集
落
が
あ
っ
た
と
予
想

さ
れ
、集
落
と
い
う
表
現
よ
り
「
大
都
市
」

の
方
が
的
確
な
表
現
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
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現
在
発
掘
過
程
で
の
注
目
点
は
、
中
国

の
書
「
三
国
志
」
の
な
か
の
「
魏
志
倭
人

伝
」
に
出
て
く
る
「
倭
」
の
国
に
対
し
て

の
表
現
が
、「
幅
・
津
留
遺
跡
」
の
出
土

品
と
似
て
お
り
、
そ
の
規
模
の
大
き
さ
か

ら
「
魏
志
倭
人
伝
」
に
出
て
く
る
「
ク
ニ
」

で
あ
る
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
ま
だ
発
掘

途
中
で
あ
り
、
鉄
を
鋳
る
釜
な
ど
大
型
の

も
の
は
発
見
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

　

し
か
し
東
西
の
ム
ラ
に
は
、
石
の
立
柱

が
根
子
岳
に
向
か
っ
て
立
っ
て
お
り
、
そ

れ
は
特
別
な
意
味
を
も
つ
も
の
と
さ
れ
て

い
ま
す
。
こ
の
立
柱
が
指
す
根
子
岳
の
前

面
に
、
大
型
の
釜
戸
跡
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
だ
調
査
は
さ
れ
ず
、
地
権
者
か
ら
の

連
絡
で
私
が
見
た
だ
け
に
す
ぎ
ず
、
現
在

は
そ
の
ま
ま
に
埋
め
戻
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
釜
戸
跡
と
思
わ
れ
る
地
点
か
ら
、
農

地
の
表
面
に
露
出
し
た
石
器
や
土
器
片
を

見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
以
前
書
い

た
「
上
色
見
年
の
祢
神
社
」
の
す
ぐ
上
の

畑
で
す
が
、
そ
の
付
近
か
ら
純
金
の
か
け

ら
も
出
土
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
幅
・
津
留
遺
跡
は
、
そ
の
面
積
、

規
模
か
ら
し
て
、
佐
賀
県
の
吉
野
ヶ
里
遺

跡
を
し
の
ぐ
も
の
だ
そ
う
で
す
。
こ
れ
だ

け
の
規
模
を
有
し
た
遺
跡
の
存
在
は
日
本

古
代
史
に
、
新
た
な
ペ
ー
ジ
を
書
き
添
え

る
も
の
な
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

　

幅
・
津
留
遺
跡
の
真
横
に
当
た
る
地

点
、
国
道
沿
い
に
「
豆
塚
」
と
言
わ
れ
る

古
墳
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
真
横
、
川
を
は

さ
み
色
見
に
も
一
基
あ
り
ま
す
。
ま
だ
調

査
は
さ
れ
て
お
ら
ず
、
町
指
定
の
文
化
財

に
な
っ
て
い
る
だ
け
で
す
が
、
こ
の
遺
跡

群
と
の
関
連
か
ら
考
え
る
と
、
お
も
し
ろ

い
結
果
を
導
き
出
す
も
の
だ
と
思
わ
れ
ま

す
。こ
の
塚
は
年
代
も
わ
か
っ
て
お
ら
ず
、

た
だ
豆
塚
と
呼
ば
れ
て
お
り
ま
し
た
。

　

先
に
子
供
の
墓
地
を
書
き
ま
し
た
が
、

そ
れ
は
集
合
墓
地
と
し
て
子
供
用
の
塚
し

か
ま
だ
出
て
き
て
い
な
い
か
ら
で
す
。
こ

の
ム
ラ
を
治
め
た
人
達
の
墓
地
は
ま
だ
発

見
さ
れ
て
お
ら
ず
、
周
辺
地
域
か
ら
そ
の

よ
う
な
塚
の
存
在
を
示
す
様
な
個
所
は
、

ま
だ
見
つ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。

　

私
達
が
親
し
み
を
込
め
て
呼
ん
で
い
た

豆
塚
が
、
こ
の
「
幅
・
津
留
遺
跡
」
の
象

徴
的
な
も
の
と
す
れ
ば
、
あ
の
位
置
に
存

在
す
る
事
も
う
な
ず
け
ま
す
。
ち
ょ
う
ど

時
代
的
に
「
女
王
卑
弥
呼
」
が
登
場
す
る

時
代
で
す
。

　

幅
・
津
留
遺
跡
は
、
弥
生
時
代
を
も
っ

て
終
わ
り
ま
す
。
そ
の
後
に
興
る
古
墳
時

代
の
遺
跡
。

　

高
森
中
央
小
学
校
か
ら
上
色
見
大
村
古

墳
、
そ
し
て
草
部
吉
見
神
社
周
辺
に
点
在

す
る
遺
跡
群
。
南
阿
蘇
村
一
帯
に
も
影
響

を
も
た
ら
し
た
、
幅
・
津
留
遺
跡
の
先
人

達
。
古
代
史
に
お
い
て
は
、
ど
こ
よ
り
こ

の
地
域
の
優
位
性
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、

新
し
い
歴
史
の
ペ
ー
ジ
を
開
く
の
か
も
知

れ
ま
せ
ん
。

▲幅・津留遺跡（高森・津留）


