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これまでとこれから

市文化財保護審議会 委員
木村 康夫 氏 　民俗学専門

大田原市なす風土記の丘湯津上
資料館・大田原市歴史民俗資料
館　館長

継承の現場を通して見えてくるもの。民俗芸能の行く末を選択するのは、
地域の住民自身であること。必要と思わなければ消えてしまう。民俗学
の専門家である木村先生に民俗芸能のこれまでとこれからを伺った。

第四幕

　

民
俗
芸
能
は
時
代
の〝
流
行
〟や〝
ノ

リ
〟の
よ
う
な
も
の
か
ら
生
ま
れ
、
広

が
り
、
各
土
地
の
風
土
に
よ
っ
て
磨

か
れ
て
き
ま
し
た
。「
村
の
た
め
に
何

か
面
白
い
こ
と
始
め
る
か
」。
そ
ん
な

軽
い
き
っ
か
け
か
ら
始
ま
っ
た
も
の

も
多
く
あ
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
長
く
伝
承
さ
れ
て
い
る
も
の
で

も
、
型
を
維
持
し
て
い
る
も
の
は
珍
し

く
、
ア
レ
ン
ジ
な
ど
も
加
え
ら
れ
る

こ
と
で
、
独
自
の
文
化
と
し
て
定
着
し

た
の
で
す
。
そ
れ
を「
風ふ
り
ゅ
う流

」と
言
い
ま

す
。
そ
の
証
拠
に
、
那
須
地
域
に
伝
承

さ
れ
る
獅
子
舞
を
見
て
も
一
つ
と
し

て
同
じ
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

現
代
の「
一
発
芸
人
」と
呼
ば
れ
る

人
の
芸
風
は
、
爆
発
的
に
流
行
る
一

方
、
飽
き
ら
れ
る
の
も
早
い
で
す
よ

ね
。
今
の
流
行
は
凄
ま
じ
い
ス
ピ
ー
ド

で
広
が
り
ま
す
が
、
そ
の
一
方
で
飽
き

ら
れ
る
の
も
あ
っ
と
い
う
間
。
ど
れ
だ

け
の
年
月
を
か
け
て
人
々
の
心
や
生
活

に
浸
透
し
た
か
で
、
文
化
と
し
て
定
着

す
る
か
否
か
が
決
ま
る
と
分
析
し
て
い

ま
す
。
江
戸
時
代
ま
で
は
文
明
の
進
歩

が
緩
や
か
だ
っ
た
た
め
、
流
行
も
年
月

に
き
た
え
ら
れ
て
、
人
々
の
生
活
に
影

響
を
及
ぼ
し
て
い
た
で
し
ょ
う
。

　
成
り
立
ち
こ
そ
華
や
か
さ
の
な
い
神

事
で
し
た
が
、
そ
こ
に
見
世
物
と
し
て

の
要
素
が
加
わ
る
こ
と
で
、
色
鮮
や
か

に
彩
ら
れ
て
い
き
ま
し
た
。
華
や
か
な

夏
の
風
物
詩
で
有
名
な
京
都
の
祇
園
祭

も
、
室
町
時
代
後
期
に
一
気
に
華
や
か

に
な
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
民
俗
芸
能
を
地
域
内
で
実
施
・
継
承

し
て
い
く
に
は
、
時
間
も
手
間
も
か
か

る
の
で「
せ
っ
か
く
の
祭
り
な
ら
み
ん

な
で
楽
し
く
」と
い
う
考
え
が
働
く
の

は
当
然
の
こ
と
。
ま
た
、
昔
の
生
活
は

現
代
の
よ
う
に
多
様
で
は
な
く
、
娯
楽

も
充
実
し
て
い
な
か
っ
た
か
ら
こ
そ
、

祭
り
な
ど
の
祭
礼
が
人
々
の
心
の
よ
り

所
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。

　
食
に
関
し
て
も
、
庶
民
は
自
給
自
足

が
当
た
り
前
で
し
た
か
ら
、
作
物
の
収

穫
量
が
生
活
に
大
き
な
影
響
を
与
え
ま

し
た
。
だ
か
ら
こ
そ
五
穀
豊
穣
を
祈
っ

て
き
た
わ
け
で
す
。
そ
う
し
た
不
安
定

で
厳
し
い
生
活
の
中
、
共
同
作
業
で
役

割
を
決
め
、一
つ
の
こ
と
に
取
り
組
む
。

そ
の
過
程
が
地
域
の
結
束
を
強
め
、
娯

楽
で
あ
っ
て
も
、
生
活
の
糧
と
し
て
身

近
な
と
こ
ろ
に
存
在
し
た
と
言
え
ま
す
。

　
日
々
の
く
ら
し
に
密
接
に
関
わ
っ
て

き
た
も
の
な
の
で
、
価
値
感
の
変
容
と

と
も
に
変
化
を
迫
ら
れ
る
こ
と
は
仕
方

の
な
い
こ
と
。
し
か
し
、
大
切
な
の
は

「
な
ぜ
そ
の
文
化
が
必
要
だ
っ
た
の
か
」

「
な
ぜ
先
人
た
ち
が
伝
承
し
て
き
た
の

か
」
と
い
う
民
俗
芸
能
が
持
つ〝
意
義
〟

や〝
意
味
〟を
私
た
ち
が
知
る
こ
と
だ
と

思
っ
て
い
ま
す
。
民
俗
芸
能
を
今
後
ど

う
し
て
い
く
か
は
、
最
終
的
に
継
承

す
る
方
々
が
選
択
す
る
こ
と
だ
か
ら
で

す
。
も
ち
ろ
ん
、
民
俗
芸
能
は
、
生
活

の
営
み
や
信
仰
の
あ
り
方
な
ど
の
文
化

を
理
解
す
る
上
で
、
非
常
に
大
切
な
も

の
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
あ
り
ま
せ

ん
。
た
だ
、
伝
承
を
強
制
し
て
も
お
そ

ら
く
長
く
は
続
き
ま
せ
ん
よ
ね
。私
は
、

継
承
の
過
程
で
生
ま
れ
る〝
演
じ
る
こ

と
へ
の
誇
り
〟や〝
人
同
士
の
つ
な
が

り
〟こ
そ
に
価
値
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　
だ
か
ら
民
俗
芸
能
が
途
絶
え
た
と
し

て
も
、
時
代
の
風ふ

り
ゅ
う流

と
人
同
士
の
つ
な

が
り
に
よ
っ
て
形
を
変
え
、
い
ず
れ
ま

た
復
活
す
る
で
し
ょ
う
。
民
俗
芸
能
の

本
質
は
、
伝
統
と
創
造
を
重
ね
時
代
と

呼
吸
し
て
き
た
文
化
な
の
で
す
。

時
代
を
呼
吸
し
て
き
た
民
俗
芸
能

楽
し
む
た
め
に
華
や
か
に
彩
ら
れ
る

生
き
る
た
め
に
捧
げ
ら
れ
た
祈
り

民
俗
芸
能
の
こ
れ
か
ら
―
―

長
い
年
月
を
か
け
て
文
化
へ

皆
さ
ん
の
心
に
残
る
芸
能
は

必
ず
続
い
て
い
き
ま
す
。

〝
演
じ
る
誇
り
〟 〝
人
同
士
の
つ
な
が
り
〟

こ
そ
が
紡
ぎ
に
最
も
必
要
な
こ
と

これまで紡がれてきたもの
新しく紡がれていくもの
あなたの心に残る芸能はありますか？


