
昭　　
和
40
年
代
、
古
来
よ
り
大
和
地

　
　
域
で
舞
っ
て
い
た
神
楽
の
保

存
と
継
承
を
目
的
に
、
大
草
神
楽
保

存
会
が
発
足
さ
れ
、
そ
れ
を
き
っ
か

け
に
大
和
町
内
に
９
つ
の
神
楽
保

存
会
が
立
ち
上
が
り
ま
し
た
。

　
平
成
元
年
、
お
互
い
が
連
携
し
、

技
術
の
錬
磨
と
文
化
の
継
承
の
た

め
、
大
草
︵
昭
和
40
年
設
立
︶・
和
木

︵
昭
和
42
年
設
立
︶・
上
徳
良
︵
昭
和

43
年
設
立
︶・
大
具
︵
昭
和
44
年
設

立
︶・
萩
原
︵
昭
和
47
年
設
立
︶・
福
田

︵
平
成
９
年
活
動
停
止
︶
の
６
神
楽

保
存
会
で
、
連
合
神
楽
保
存
会
を
設

立
し
ま
し
た
。
現
在
は
、
５
団
体
で

構
成
さ
れ
、
会
員
は
、
20
代
か
ら
80

代
の
約
35
人
。
主
な
活
動
と
し
て
、

毎
年
秋
に
開
催
さ
れ
る
研
修
会
と

だ
い
わ
元
気
ま
つ
り
に
出
演
し
て

い
ま
す
。

　
各
保
存
会
の
活
動
と
し
て
は
、
そ

れ
ぞ
れ
の
団
体
ご
と
に
練
習
し
、
市

内
外
の
神
社
の
例
祭
、
秋
祭
り
、
各

地
の
イ
ベ
ン
ト
な
ど
で
、
毎
年
約
15

回
、
神
楽
を
披
露
し
て
い
ま
す
。
練

習
は
、
主
に
地
区
の
神
社
や
公
民
館

で
仕
事
を
終
え
た
夜
間
に
行
わ
れ

ま
す
。

　
　
和
地
域
で
舞
う
備
後
神
楽
は
、

　
　
県
北
の
神
楽
と
違
い
、
化
粧
や

華
や
か
な
衣
装
は
あ
り
ま
せ
ん
。

﹁
御
神
祇
﹂﹁
能
舞
﹂﹁
五
行
祭
﹂
の
3

つ
の
パ
ー
ト
に
分
か
れ
る
、
ほ
か
に

な
い
独
特
の
演
目
で
構
成
さ
れ
ま

す
。

　
楽
屋
と
呼
ば
れ
る
太
鼓
・
す
り
が

ね
・
笛
で
舞
に
合
わ
せ
て
リ
ズ
ム
を

奏
で
、
太
夫
と
呼
ば
れ
る
舞
人
が
面

を
着
け
、
演
じ
ま
す
。
会
員
は
、
交
代

で
楽
屋
と
太
夫
を
こ
な
し
ま
す
。
侍

と
、
三
吉
と
呼
ば
れ
る
道
化
者
が
、

方
言
を
使
い
駄
洒
落
を
並
べ
、
面
白

お
か
し
く
や
り
取
り
す
る
能
舞
は
、

人
気
の
演
目
の
一
つ
で
す
。

　
　
　
ど
も
の
こ
ろ
か
ら
娯
楽
も

　
　
　
な
く
、
神
楽
が
楽
し
み
で
し

た
。
太
鼓
の
音
を
聞
く
と
自
然
と
体

が
リ
ズ
ム
に
合
わ
せ
て
動
き
、
ウ
キ

ウ
キ
し
ま
し
た
。
風
邪
を
引
い
て
い

て
も
神
楽
を
見
る
と
治
っ
て
い
た
﹂

と
第
５
代
大
和
町
連
合
神
楽
保
存

会
会
長
の
渡
部
陽
之
助
さ
ん
は
神

楽
の
魅
力
を
語
り
ま
す
。
ま
た
、﹁
備

後
神
楽
を
忘
れ
て
は
い
け
な
い
。
声

が
掛
か
れ
ば
、
ど
こ
へ
で
も
舞
い
に

行
き
ま
す
﹂
と
熱
い
思
い
を
に
じ
ま

せ
ま
す
。
し
か
し
、
ど
こ
の
保
存
会

も
後
継
者
不
足
が
悩
み
の
種
。
会
員

が
少
な
く
な
れ
ば
存
続
も
危
ぶ
ま

れ
る
な
ど
課
題
も
あ
り
ま
す
。
そ
の

中
で
、
後
継
者
の
育
成
と
郷
土
の
伝

統
芸
能
の
継
承
、
青
少
年
健
全
育
成

と
し
て
成
功
し
て
い
る
の
が
、
大
草

神
楽
子
供
研
究
ク
ラ
ブ
で
す
。

大
和
町
連
合
神
楽
保
存
会

大
和
町
連
合
神
楽
保
存
会

大

#
子

大
和
町
連
合
神
楽
保
存
会

大
和
町
連
合
神
楽
保
存
会

な
く
し
ち
/
0
い
け
ん
　
わ
し
ら
の
神
楽

な
く
し
ち
/
0
い
け
ん
　
わ
し
ら
の
神
楽

神
楽
を
知
れ
ば
、 

　
神
楽
が
も
っ
と
 

　
　
楽
し
く
な
る
！
 

 　
三
原
地
域
に
伝
わ
る
備
後
神
楽

は
、
大
別
し
て
、
御
神
祇
、
能
舞
、
五

行
祭
に
分
け
ら
れ
ま
す
。

御
神
祇

　
御
神
祇
と
は
、
神
を
迎
え
、
場
を

清
め
る
た
め
に
行
う
も
の
で
、﹁
清

女
の
舞
﹂﹁
四
神
舞
﹂﹁
中
央
﹂﹁
神

舞
﹂﹁
悪
魔
祓
﹂
の
５
つ
の
神
祇
が

あ
り
ま
す
。
そ
の
中
か
ら
﹁
清
女
の

舞
﹂
と
﹁
悪
魔
祓
﹂
だ
け
を
舞
う
こ

と
も
あ
り
ま
す
。

　
清
女
の
舞
　

　
　
狩
衣
で
烏
帽
子
を
被
り
、
手

　
に
鈴
と
幣
を
持
ち
舞
う
二
人
舞

　
四
神
舞

　
　
４
人
で
東
西
南
北
︵
木
・
金
・

　
火
・
水
︶の
神
を
迎
え
る
四
人
舞

　
中
央

　
　
四
神
舞
に
土
の
神
が
加
わ
る

　
五
人
舞

　
神
舞

　
　
座
清
女
と
呼
ば
れ
る
一
人
舞

　
悪
魔
祓

　
　
猿
田
彦
の
舞
と
も
い
わ
れ
、

　
手
に
扇
や
刀
を
持
ち
、
鼻
高
面

　
を
か
ぶ
り
舞
う
一
人
舞
　

だいわ元気まつりで演じられた能舞　笠松峠 鬼人お松

ざ

ぎ

よ

め

あ
く
ま
ば
ら
い

じ
ん
ま
い

し
じ
ん
ま
い

ち
ゅ
う
お
う

き
よ
め

ご

じ

ん

ぎ

2

だいわ元気まつりで演じられた能舞　笠松峠 鬼人お松

大
和
町
連
合
神
楽
保
存
会

な
く
し
ち
/
0
い
け
ん
　
わ
し
ら
の
神
楽



四神舞四神舞

大
草
神
楽
子
供
研
究
ク
ラ
ブ

能
舞

　
演
目
は
、
須
佐
之
男
命
が
大
蛇
を

退
治
す
る
八
重
垣
や
、
佐
々
木
厳
流
、

播
州
皿
屋
敷
な
ど
40
種
類
に
も
及
び

ま
す
。
神
話
や
民
話
を
も
と
に
作
ら

れ
た
演
目
も
多
く
あ
り
ま
す
。

　
侍
以
外
の
出
演
者
は
、
す
べ
て
面

を
つ
け
て
い
ま
す
。

　
舞
よ
り
も
、
語
り
を
中
心
と
し
て

お
り
、
方
言
を
使
っ
た
漫
才
の
よ
う

な
、
や
り
と
り
が
、
観
客
を
引
き
込

み
、
会
場
を
盛
り
上
げ
ま
す
。

五
行
祭

　
県
無
形
民
俗
文
化
財
に
指
定
さ
れ

て
い
る
、
５
人
の
王
子
を
中
心
と
し

た
物
語
。
備
後
神
楽
を
語
る
上
で
欠

か
せ
な
い
も
の
で
す
が
、
今
で
は
、
見

る
こ
と
が
難
し
く
な
っ
て
い
ま
す
。

　
　
域
の
伝
統
芸
能
で
あ
る
神
楽

　
　
を
通
じ
て
、
子
ど
も
た
ち
に
郷

土
愛
を
は
ぐ
く
ま
せ
た
い
。
そ
の
思

い
か
ら
昭
和
54
年
に
始
ま
っ
た
大

草
神
楽
子
供
研
究
ク
ラ
ブ
は
、
今
年

で
結
成
30
年
を
迎
え
ま
す
。
設
立
の

き
っ
か
け
は
、
当
時
の
大
草
小
学
校

の
児
童
が
郷
土
文
化
の
学
習
で
神

楽
を
題
材
に
取
り
上
げ
、
大
草
神
楽

保
存
会
が
そ
の
指
導
に
あ
た
っ
た

こ
と
。
以
来
、
同
保
存
会
が
子
供
研

究
ク
ラ
ブ
を
設
立
し
、
地
域
の
子
ど

も
た
ち
に
、
神
楽
の
伝
承
を
行
な
っ

て
い
ま
す
。

　
現
在
、
メ
ン
バ
ー
は
５
歳
か
ら
小

学
６
年
生
ま
で
の
14
人
。
年
間
10
〜

15
回
、
市
内
外
の
祭
り
や
神
社
の
例

祭
で
神
楽
を
奉
納
し
て
い
ま
す
。

　
　
供
神
楽
と
い
う
こ
と
で
、
神
楽

　
　
を
簡
略
す
る
こ
と
は
あ
り
ま

せ
ん
。
備
後
神
楽
の
形
式
を
き
ち
ん

と
受
け
継
ぎ
、
御
神
祇
か
ら
能
舞
ま

で
舞
い
ま
す
。
高
学
年
が
中
心
と
な

り
な
が
ら
、
学
年
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ

れ
が
で
き
る
パ
ー
ト
を
受
け
持
ち
、

メ
ン
バ
ー
全
員
で
一
つ
の
舞
台
を

完
成
さ
せ
ま
す
。
神
楽
に
欠
か
せ
な

い
太
鼓
や
笛
、
す
り
が
ね
の
演
奏
も

子
ど
も
た
ち
自
ら
で
行
い
ま
す
。

　
御
神
祇
で
、
低
学
年
の
小
さ
な
子

ど
も
が
か
わ
い
ら
し
い
舞
を
見
せ

る
と
、
観
客
の
表
情
に
は
皆
、
笑
み

が
浮
か
び
ま
す
。

　
続
い
て
能
舞
を
舞
う
の
は
高
学

年
。
演
目
は
﹁
八
重
垣
﹂
で
す
。
見
せ

場
で
は
、
舞
台
上
に
大
蛇
４
体
が
渦

を
巻
き
、
須
佐
之
男
命
と
格
闘
し
ま

す
。
全
長
約
８
ｍ
も
あ
る
大
蛇
を
一

人
ひ
と
り
が
堂
々
と
操
る
姿
は
圧

巻
で
す
。
大
人
顔
負
け
の
見
事
な
舞

に
、
客
席
か
ら
は
大
き
な
拍
手
が
わ

き
上
が
り
ま
す
。

　
舞
台
は
長
時
間
に
及
び
、
台
詞
は

長
く
、
昔
の
言
葉
。
し
か
し
、
子
ど
も

た
ち
は
自
分
の
パ
ー
ト
を
し
っ
か

り
と
覚
え
懸
命
に
演
じ
ま
す
。
そ
の

姿
に
、
観
客
は
魅
了
さ
れ
、
終
わ
り

に
は
惜
し
み
な
い
拍
手
が
送
ら
れ

ま
す
。

　
　
に
始
ま
り
、
礼
に
終
わ
る
︱
子

　
　
ど
も
た
ち
が
ク
ラ
ブ
で
大
切

に
し
て
い
る
教
え
で
す
。
神
楽
を
披

露
す
る
際
、
最
後
に
必
ず
全
員
で
客

席
に
あ
い
さ
つ
を
し
ま
す
。
週
１
回

の
練
習
で
は
、
神
楽
以
外
の
作
法
も

学
ぶ
子
ど
も
た
ち
。
一
年
間
ク
ラ
ブ

に
入
り
練
習
す
る
と
、
演
技
力
だ
け

で
な
く
、
人
間
的
に
も
大
き
く
成
長

す
る
と
い
い
ま
す
。

　
現
在
、
子
ど
も
た
ち
の
指
導
に
あ

た
る
保
存
会
の
メ
ン
バ
ー
は
、
発
足

当
初
の
子
供
研
究
ク
ラ
ブ
の
卒
業

生
が
中
心
で
す
。

　
　
　
い
循
環
が
生
ま
れ
て
い
ま

　
　
　
す
﹂
と
顔
を
ほ
こ
ろ
ば
せ
る

の
は
代
表
の
上
田
昭
未
さ
ん
。﹁
こ

の
巡
り
が
後
世
に
続
き
、
伝
統
芸
能

で
あ
る
神
楽
を
通
し
て
地
域
が
活

性
化
さ
れ
る
よ
う
、
イ
ベ
ン
ト
な
ど

に
も
勢
力
的
に
参
加
し
神
楽
を
広

め
て
い
き
た
い
で
す
。
神
楽
が
好
き

だ
か
ら
、
と
一
生
懸
命
に
頑
張
る
子

ど
も
た
ち
の
思
い
を
こ
れ
か
ら
も

大
切
に
し
て
い
き
た
い
﹂
と
笑
顔
で

展
望
を
語
る
上
田
さ
ん
の
表
情
に

は
、
郷
土
芸
能
に
対
す
る
誇
り
が
感

じ
ら
れ
ま
し
た
。

地

子

礼

$
良

す
　
さ
　
の

お
の
み
こ
と

の
う
ま
い

ご
ぎ
ょ
う
さ
い
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子
ど
も
た
ち
へ
 
つ
な
が
れ
る
　
伝
統
の
心
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秋 昭　　
和
17
年
に
再
結
成
し
、
旧
久
井

　
　
町
で
は
無
形
民
俗
文
化
財
に
指

定
さ
れ
て
い
た
久
井
神
楽
保
存
会
。

当
時
、
秋
祭
り
に
は
、
神
楽
が
必
ず
舞

わ
れ
、
生
活
の
中
に
神
楽
が
溶
け
込

ん
で
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
時
代
の
流

れ
の
中
で
、
地
域
に
愛
さ
れ
た
神
楽

を
舞
う
人
も
少
な
く
な
っ
て
い
ま
し

た
。
存
続
も
危
ぶ
ま
れ
た
こ
と
も
あ

り
ま
し
た
が
、
平
成
９
年
に
八
幡
町

の
有
志
が
加
わ
り
、
現
在
の
会
員
は

10
人
。
神
社
の
例
祭
や
敬
老
会
な
ど

で
、
年
間
約
７
回
の
神
楽
を
披
露
し

て
い
ま
す
。

　
秋
の
神
楽
シ
ー
ズ
ン
の
前
に
は
、

週
に
１
〜
２
回
の
練
習
を
行
い
、
本

番
に
備
え
ま
す
。60
代
が
中
心
と
な

る
メ
ン
バ
ー
は
、
和
気
あ
い
あ
い
と

し
た
活
動
の
中
に
も
、
人
前
で
演
じ

る
と
い
う
緊
張
感
を
持
っ
て
、
神
楽

に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　
　
に
は
本
郷
町
の
末
広
稲
荷
大
明

　
　
神
の
例
祭
で
毎
年
行
わ
れ
る
と

い
う
神
楽
の
奉
納
。
今
年
も
約
30
人

の
観
客
を
前
に
太
鼓
や
笛
、
す
り
が

ね
の
音
が
響
き
ま
し
た
。
御
神
祇
の

中
か
ら
清
女
の
舞
と
悪
魔
祓
が
舞
わ

れ
、
締
め
は
﹁
宮
本
左
門
之
助
義
明
﹂

と
い
う
演
目
の
能
舞
が
演
じ
ら
れ
ま

し
た
。
観
客
を
ま
き
込
ん
だ
や
り
と

り
や
芸
の
細
か
さ
は
見
る
人
を
惹

き
つ
け
、魅
了
し
ま
す
。

　
　
域
の
人
か
ら
人
へ
と
受
け
継

　
　
が
れ
て
き
た
神
楽
。
昔
は
先
生

と
弟
子
の
間
に
は
厳
し
い
師
弟
関

係
が
あ
り
ま
し
た
。
先
生
は
神
楽
に

つ
い
て
優
し
く
教
え
て
く
れ
る
こ

と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
手
書
き

の
台
本
を
自
分
で
作
り
、
見
よ
う
見

ま
ね
で
覚
え
て
い
く
し
か
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
。
時
代
の
流
れ
の
中

で
、
そ
う
い
う
厳
し
さ
は
な
く
な
り

ま
し
た
が
、
厳
し
い
時
代
が
あ
っ
た

か
ら
こ
そ
現
在
ま
で
神
楽
が
受
け

継
が
れ
て
き
た
こ
と
も
事
実
で
す
。

　
　
　
輩
た
ち
か
ら
受
け
継
が
れ
て

　
　
　
き
た
伝
統
芸
能
を
自
分
た
ち

の
代
で
終
わ
ら
せ
た
く
な
い
と
思

い
ま
す
。
信
頼
で
き
る
仲
間
と
一
緒

に
、
で
き
る
限
り
神
楽
を
続
け
て
い

き
、
一
人
で
も
多
く
の
人
に
神
楽
の

魅
力
を
伝
え
て
い
き
た
い
で
す
﹂
と

メ
ン
バ
ー
は
口
を
そ
ろ
え
て
、
笑
顔

で
語
り
ま
す
。

　
代
表
の
西
谷
繁
騎
さ
ん
は
後
継

者
不
足
と
い
う
課
題
を
踏
ま
え
﹁
自

分
た
ち
だ
け
で
神
楽
を
続
け
て
い

く
に
は
ど
う
し
て
も
限
界
が
あ
り

ま
す
。
地
域
に
根
づ
い
た
神
楽
の
魅

力
を
伝
え
て
い
く
こ
と
で
、
若
い
仲

間
が
増
え
、
地
域
で
守
っ
て
い
く
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が
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。
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ど
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﹂
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﹂
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と
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ど
、
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ま
く
で
き
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ど
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今
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々

今
で
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堂
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が
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き
る
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う
に
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演
技
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る
よ
う
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信
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自
信
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せ
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す

を
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来
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大
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将
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を

神
楽
を
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す
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け
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す
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仲
良
し
３
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の
夢
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３
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を
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神
楽
を
始
め
て
25
年
。
数
少
な
い

プ
ロ
の
神
楽
師
と
し
て
活
躍
す
る

金
川
顕
二
郎
さ
ん
は
、
９
歳
の
と

き
、
大
草
神
楽
子
供
研
究
ク
ラ
ブ
で

神
楽
を
始
め
ま
し
た
。﹁
好
き
で
好

き
で
、
神
楽
の
こ
と
が
頭
か
ら
離
れ

ま
せ
ん
で
し
た
﹂
と
当
時
を
振
り
返

る
金
川
さ
ん
。
そ
の
神
楽
へ
の
真
剣

で
熱
い
思
い
は
、
指
導
す
る
子
ど
も

た
ち
に
も
伝
わ
り
ま
す
。

　
﹁
神
楽
は
、
神
様
に
舞
を
お
供
え

す
る
厳
か
な
も
の
で
す
。
役
に
成
り

き
り
舞
う
す
が
す
が
し
さ
は
、
何
と

も
い
え
ま
せ
ん
﹂
と
神
楽
の
底
知
れ

ぬ
魅
力
を
語
り
ま
す
。﹁
神
楽
を
守

る
に
は
、
毎
年
休
ま
ず
続
け
る
こ
と

が
大
切
で
す
﹂
と
語
る
言
葉
に
は
、

プ
ロ
と
し
て
歴
史
を
つ
な
ぐ
強
い

決
意
が
感
じ
ら
れ
ま
し
た
。
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れ
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い
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ま
ち
、
大
和
町
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地
域
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守
り
、
地
域
の
人
に
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っ
て
、
伝
え
ら

れ
て
き
た
伝
統
芸
能
。
だ
い
わ
元
気
ま
つ
り
で
神
楽
の
上
演
を
見
た
と
き
に
、
会
場
全
体
で
、
神
楽
を
楽
し

む
姿
に
胸
を
打
た
れ
ま
し
た
。ス
テ
ー
ジ
で
演
じ
て
い
る
人
だ
け
が
主
役
で
は
な
く
、会
場
全
体
が
ス
テ
ー

ジ
と
な
り
、会
場
全
体
の
人
が
主
役
と
感
じ
ら
れ
る
も
の
が
そ
こ
に
あ
り
ま
し
た
。

　
三
原
に
は
、
神
楽
以
外
に
も
、
素
晴
ら
し
い
伝
統
芸
能
や
伝
統
文
化
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、

次
代
に
引
き
継
ぐ
べ
き
、
こ
の
地
域
文
化
は
今
、後
継
者
不
足
と
い
う
大
き
な
問
題
も
抱
え
て
い
ま
す
。

　
大
草
神
楽
子
供
研
究
ク
ラ
ブ
の
活
動
は
、
最
近
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
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地
域
の
大
人
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子
ど
も
の
つ
な
が

り
を
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強
め
る
も
の
と
な
っ
て
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ま
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。
さ
ら
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た
ち
に
と
っ
て
も
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周
り
で
支
え
る
人
た
ち
に

と
っ
て
も
、神
楽
の
大
切
さ
を
再
認
識
で
き
る
活
動
に
も
な
っ
て
い
ま
す
。
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身
近
に
あ
る
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統
芸
能
や
伝
統
文
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域
の
祭
り
に
つ
い
て
、
あ
ら
た
め
て

考
え
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れ
か
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り
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え
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い
く
手
掛
か
り
に
な
れ
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願
っ
て
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ま
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が
れ
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