
舞
う
こ
と
が
楽
し
い

備中神楽～受け継がれし伝統～

成
羽
備
中
神
楽
育
成
会　
川
面
小
２
年

丸ま
る
や
ま山 

拳け
ん
し
ろ
う

志
郎 

さ
ん（
高
倉
町
飯
部
）

　
小
さ
い
頃
か
ら
両
親
と
一
緒
に
備
中

神
楽
を
見
に
行
っ
て
い
ま
し
た
が
、
だ

ん
だ
ん
自
分
で
舞
い
た
く
な
り
、
３
歳

か
ら
習
い
始
め
ま
し
た
。現
在
は「
成
羽

備
中
神
楽
育
成
会
」に
所
属
し
て
お
り
、

毎
週
水
曜
日
に
成
羽
文
化
セ
ン
タ
ー
で

午
後
７
時
か
ら
練
習
し
て
い
ま
す
。

　
最
初
は
備
中
神
楽
独
特
の
動
き
や
言

い
た
て（
セ
リ
フ
）を
覚
え
る
こ
と
が
大

変
で
し
た
が
、
厳
し
く
、
そ
し
て
優
し

３
歳
で
舞
い
始
め
る

勇
気
を
出
し
て
迫
力
あ
る
舞
を

　
災
い
や
病
気
な
ど
を
引
き
起
こ
す
神

（
荒
神
）の
心
を
鎮
め
る
鎮
魂
行
事
と
し

て
演
じ
ら
れ
る
備
中
神
楽
で
す
。

　
１
年
に
１
度
特
定
の
日
に
行
わ
れ
る

例れ
い
大た
い
祭さ
い
や
、
７
年
も
し
く
は
13
年
に
１

度
行
わ
れ
る
式
年
祭
で
演
じ
ら
れ
て
い

ま
す
。
ま
た
、
9
月
か
ら
11
月
に
か
け

て
神
社
の
秋
祭
り
な
ど
で
奉
納
さ
れ
る

こ
と
も
あ
り
ま
す
。

荒
神
神
楽（
神
事
舞
）

「
役や
く
ざ
し指
」

　
祭さ
い
し
ゅ主
か
ら
当
日
の
祭
典
や
神
楽
、
そ

の
他
一
切
の
役
割
を
申
し
渡
す
た
め
の

舞
。（
写
真
①
）

「
榊さ
か
き
ま
い舞
」

　
鈴す
ず
の
舞
、
幣へ
い
の
舞
、
榊さ
か
きの
舞
を
順
次
１

人
で
舞
う
。
素す
め
ん面
で
巫み
こ
ま
い
女
舞
の
型
で
あ
り

古
く
か
ら
あ
っ
た
神
事
舞
。
神
楽
を
始
め

る
に
あ
た
っ
て
神
楽
場
、
奉
仕
者
な
ど
を

清
め
る
た
め
の
舞
。（
写
真
②
）

「
白び
ゃ
っ
か
い蓋

」

　
神こ
う
殿ど
の
、
奉
仕
者
、
氏
子
な
ど
を
清
め

た
あ
と
、
荒
神
を
は
じ
め
八や

お
よ
ろ
ず

百
万
の

神
々
を
勧か

ん
じ
ょ
う請し
鎮
座
を
願
う
神
事
。（
写

真
③
）

「
導
き
」

　
猿さ
る
た
ひ
こ
の
み
こ
と

田
彦
命
の
由
来
を
説
明
す
る
舞
。

神
楽
舞
の
基
本
と
な
っ
て
い
る「
曲き

ょ
く
ま
い舞」 

の
型
で
舞
う
。

猿
田
彦
命

　
天て

ん
そ
ん
こ
う
り
ん

孫
降
臨
の
際
に
天
の
浮う
き
は
し橋
に
立
っ

て
先
払
い
を
し
な
が
ら
、
瓊に

に
ぎ
の
み
こ
と

瓊
杵
尊
の

一
行
を
先
導
し
た
と
い
わ
れ
る
神
。

　
猿
田
彦
命
の
舞
は
２
人
、
４
人
、
５

人
舞
の
こ
と
も
あ
る
が
、
現
在
は
４
人

舞
が
定
着
し
て
い
る
。

「
五ご
ぎ
ょ
う行（

旗
分
け
）」

　
神
代
神
楽
創
作
以
前
よ
り
伝
え
ら
れ

る
神
楽
。
神
代
神
楽
が
入
っ
て
く
る
ま

で
は
五
行
神
楽
が
備
中
神
楽
の
主
要
部

分
で
あ
っ
た
。
演
舞
と
い
う
よ
り
語

り
中
心
の
も
の
で
あ
る
。
か
つ
て
は

五ご
ぎ
ょ
う
し
そ
う

行
思
想
の
天て
ん
ち地
万ば
ん
ぶ
つ物
の
相
生
を
神
職

た
ち
が
語
り
合
い
、
論
争
が
激
し
い
ほ

ど
荒
神
が
好
む
と
さ
れ
て
い
た
。（
写

真
④
）

い
指
導
者
の
皆
さ
ん
が
分
か
り
や
す
く

丁
寧
に
教
え
て
く
れ
る
の
で
、
楽
し
く

覚
え
る
こ
と
が
で
き
て
い
ま
す
。

　
福
祉
施
設
や
敬
老
会
、
地
域
の
お
祭

り
な
ど
で
備
中
神
楽
を
披
露
し
て
い
ま

す
。
多
く
の
皆
さ
ん
の
前
で
披
露
す
る

た
め
と
て
も
緊
張
し
ま
す
が
、
舞
い
終

わ
っ
た
と
き
や
ポ
ー
ズ
を
決
め
た
と
き

に
拍
手
が
聞
こ
え
て
く
る
と
う
れ
し

　

明
和
元
年（
１
７
６
４
年
）、
今
の
落

合
町
福
地
の
神
主
、
西に

し
ば
や
し
げ
ん
ば
た
だ
も
り

林
玄
蕃
忠
盛
の

次
男
と
し
て
生
ま
れ
ま
し
た
。

　
國
橋
は
青
年
期
に
神
道
や
国
学
を
学

ん
だ
後
、
京
都
へ
出
て
国
学
を
学
び
ま

し
た
。
文
化
元
年（
１
８
０
４
年
）に
帰

郷
し
た
後
、
母
の
生
家
で
あ
っ
た
日
名

村（
成
羽
町
上
日
名
）で
神
官
を
務
め
る

と
と
も
に
、
子
ど
も
た
ち
に
国
学
を
教

え
ま
し
た
。
國
橋
は
か
ね
て
か
ら
荒
神

神
楽
が
基
本
的
な
芸
能
要
素
だ
け
で
は

つ
ま
ら
な
い
と
感
じ
て
い
た
た
め
、「
古

事
記
」
や
「
日
本
書
紀
」
に
題
材
を
求

め
た
演
劇
風
の
神
話
劇
創
作
に
取
り
組

み
ま
し
た
。
そ
し
て
誕
生
し
た
の
が
、

「
大お

ろ
ち蛇

退た
い

治じ

」「
岩い
わ

戸と

開び
ら

き
」「
国く
に

譲ゆ
ず

り
」

の
三
編
で
構
成
し
た
神
代
神
楽
で
す
。

　
國
橋
が
基
礎
を
つ
く
っ
た
神
代
神
楽

は
、
神
楽
面
と
衣
装
の
華
や
か
さ
や
美

し
さ
を
競
う
よ
う
に
も
な
り
、
郷
土
芸

能
と
し
て
の
備
中
神
楽
を
代
表
す
る
も

の
と
な
り
ま
し
た
。

西
林
國
橋

く
、
備
中
神
楽
を
や
っ
て
良
か
っ
た
な

と
感
じ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

面
白
く
て
迫
力
あ
る
「
大お

ろ
ち蛇

退た
い
じ治

」

が
好
き
だ
っ
た
の
で
、
今
、
実
際
に
演

じ
る
こ
と
が
で
き
て
と
て
も
う
れ
し
い

で
す
。

　
備
中
神
楽
を
始
め
て
約
５
年
に
な
り

ま
す
が
、
こ
れ
か
ら
も
大
き
な
声
を
出

し
て
、
ま
た
人
前
で
舞
う
と
き
に
は
勇

気
を
出
し
て
頑
張
り
た
い
と
思
い
ま

す
。
大
人
に
な
っ
て
も
備
中
神
楽
を
続

け
て
、
い
つ
か
小
さ
な
子
ど
も
た
ち
に

教
え
て
あ
げ
た
い
で
す
。

顕彰碑（成羽町下日名）

猿田彦命

②

①③

④

Ｒ元 (2019) 11 月 45 Ｒ元 (2019) 11 月


