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大山に受け継がれる伝統
狂言や日本舞踊などの公演も

江
戸
時
代
か
ら
伝
わ
る
例
大
祭

神
様
に
無
事
終
わ
っ
た
夏
を
感
謝

　

伊
勢
原
市
に
あ
る
大
山
阿
夫
利

神
社
の
秋
季
例
大
祭
は
、
江
戸
時

代
か
ら
伝
わ
る
伝
統
行
事
で
、
無

事
に
夏
山
の
季
節
が
過
ぎ
た
こ
と

へ
の
感
謝
を
神
様
に
示
す
た
め

に
、
毎
年
８
月
27
日
か
ら
29
日
に

行
わ
れ
て
い
る
。

　

例
大
祭
は
、
27
日
に
大
山
阿
夫

利
神
社
上
社
の
祠
か
ら
ご
神
体
を

神
輿
に
乗
せ
て
下
ろ
す「
お
下
り
」

を
行
う
遷
幸
祭
で
始
ま
り
、
28
日

に
は
、
大
山
祗
大
神
や
高
お
か
み

神
な
ど
の
神
様
を
祀
っ
て
い
る
阿

夫
利
神
社
本
庁
に
あ
る
能
楽
殿
で

祭
典
が
開
催
さ
れ
、
倭
舞
・
巫
女

舞
や
能
・
狂
言
な
ど
が
奉
納
さ
れ

る
。
そ
の
ほ
か
、
地
元
６
地
区
が

そ
れ
ぞ
れ
各
地
域
ご
と
に
神
輿
が

会
場
な
ど
を
練
り
歩
く
神
輿
渡
御

な
ど
が
伝
統
と
し
て
詠
唱
さ
れ
て

き
た
。
最
終
日
の
29
日
に
は
、
再

び
ご
神
体
を
乗
せ
た
神
輿
を
担

ぎ
、上
社
の
祠
に
返
す
「
お
上
り
」

を
行
う
還
幸
祭
で
、
祭
り
は
終
了

す
る
。

　

こ
の
例
大
祭
の
日
に
は
、
商
店

街
が
祭
り
の
時
間
に
合
わ
せ
て
早

じ
ま
い
を
し
た
り
、
地
元
を
出
た

人
も
神
輿
を
担
ぐ
た
め
に
戻
っ
て

き
た
り
す
る
な
ど
、
地
域
住
民
に

と
っ
て
は
、
年
に
一
度
行
わ
れ
る

な
く
て
は
な
ら
な
い
祭
り
と
な
っ

て
い
る
。

厳かな雰囲気のなか能楽殿で行われた秋季例大祭の舞台

　

本
校
の
卒
業
生
で
、
大
山
阿
夫
利
神

社
の
宮
司
を
務
め
る
目
黒
久
仁
彦
さ
ん

は
、「
例
大
祭
は
神
輿
が
一
番
の
見
ど

こ
ろ
と
な
る
伝
統
的
な
祭
り
で
す
。
神

様
に
感
謝
を
示
す
大
事
な
行
事
で
、
例

大
祭
が
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
大

山
が
大
山
で
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま

す
」
と
秋
季
例
大
祭
の
存
在
意
義
を
話

神
輿
を
お
ろ
し
て
、
最
後
ま
で
人
力

で
送
り
届
け
る
こ
と
に
大
き
な
意
味

が
あ
り
ま
す
。
連
綿
と
続
く
「
大
山

詣
り
」
の
１
ペ
ー
ジ
と
し
て
、
今
後

も
伝
統
を
継
承
し
て
い
く
こ
と
で
、

多
く
の
人
に
知
っ
て
も
ら
い
た
い
と

思
い
ま
す
」と
力
強
く
話
し
て
い
た
。

　

私
が
阿
夫
利
神
社
能
楽
殿
前
の
会

場
を
訪
れ
た
の
は
午
後
５
時
を
回
っ

た
頃
。
雨
上
が
り
の
曇
り
空
だ
っ
た

こ
と
も
あ
り
、
暗
く
な
り
か
け
た
山

景
色
の
中
で
、
ひ
と
き
わ
明
る
い
照

明
に
真
新
し
く
見
え
る
能
楽
殿
が
浮

き
上
が
っ
て
い
た
。

　

ま
だ
木
の
香
り
の
残
る
能
楽
殿

は
、
舞
台
下
に
は
鯉
の
泳
ぐ
池
が
あ

り
、
日
没
と
共
に
幻
想
的
な
雰
囲
気

を
演
出
し
て
い
る
。

　

公
演
開
始
時
間
の
18
時
に
は
、
舞
台

前
に
設
置
さ
れ
た
客
席
は
、
多
く
の
人

で
埋
ま
り
、
始
ま
り
を
待
っ
て
い
た
。

今
年
の
公
演
は
、
文
化
庁
の
イ
ベ
ン
ト

と
の
コ
ラ
ボ
で
も
あ
り
、日
本
舞
踊
家
、

和
楽
器
奏
者
が
新
作
を
手
掛
け
、
大
山

詣
り
の
拠
点
と
し
て
親
し
ま
れ
て
き
た

大
山
阿
夫
利
神
社
を
舞
台
に
披
露
さ
れ

る
。
公
演
が
始
ま
る
と
、
狂
言
や
日
本

の
た
め
、
今
後
の
例
大
祭
で
の
神

輿
の
担
ぎ
手
に
つ
い
て
も
若
い
人

が
減
り
、
伝
統
の
継
承
の
難
し
さ

が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。

　

大
山
地
区
の
牧
英
慶
君
（
中
学

３
年
）
は
、「
小
学
生
の
頃
か
ら

神
輿
に
参
加
し
、
年
に
一
回
の
楽

し
み
で
、
毎
年
わ
く
わ
く
し
て
い

ま
す
。
中
学
生
か
ら
は
大
人
に
混

ざ
っ
て
神
輿
を
担
げ
る
の
で
、
大

人
の
仲
間
入
り
が
で
き
た
み
た
い

で
楽
し
い
で
す
。
そ
れ
だ
け
に
同

じ
年
頃
の
人
が
少
な
い
の
は
寂
し

い
で
す
」
と
話
し
て
い
た
。

　「日本遺産」とは、「地域の歴史
的魅力や特色を通じて日本の文
化・伝統を語るストーリー」に
ついて文化庁が 2015 年に創設し、
認定しているもの。
　世界遺産や指定文化財との違い
は、価値付けや保全のための新た
な規制を図る目的ではなく、地域
の活性化を図る目的で認定されて
いる点にある。現在までの認定数
は 67 件で、神奈川県内では「大
山詣り」と「いざ、鎌倉」の２件
が認定されている。
　「大山詣り」は、江戸時代に大
山信仰が広まり、江戸の人口が
100 万人だったのに対し、20 万人
が訪れたとされる歴史背景から、

「江戸庶民の信仰と行楽の地～巨
大な木太刀を担いで『大山詣り』」
をストーリーとして、2016 年 4
月に認定された。

て
い
る
の
で
す
が
、
日
本
遺
産
に

な
っ
た
こ
と
も
影
響
し
て
か
、
最

近
は
参
加
す
る
方
が
多
く
な
っ
て

き
て
い
る
と
感
じ
ま
す
。

　

夜
か
ら
行
わ
れ
る
お
祭
り
は
と

て
も
珍
し
く
、
魅
力
だ
と
思
い
ま

す
。
日
本
遺
産
に
な
っ
た
こ
と
を

き
っ
か
け
に
多
く
の
人
に
興
味
を

持
っ
て
も
ら
い
た
い
で
す
。

宮司 目黒久仁彦さん
続けたい大事な行事

神
輿
が
大
山
詣
り
の
最
大
の
見
ど
こ
ろ

感動を呼んだ能舞台

華麗に舞う倭舞「しろがねの曲」

「大山詣りの伝統を知っても
らいたい」と話す目黒さん

　

地
域
住
民
に
定
着
し
、
毎
年
賑

わ
っ
て
い
る
例
大
祭
だ
が
、
現
在

大
山
市
で
は
子
ど
も
が
２
～
３
人

し
か
い
な
い
な
ど
、
大
山
も
少
子

高
齢
化
が
進
ん
で
き
て
い
る
。
そ

イ
ベ
ン
ト
も
開
催
さ
れ

文化庁が認定「日本遺産」

　

本
校
の
あ
る
伊
勢
原
市
で
「
日
本
遺
産
」
に
認
定
さ
れ
て

い
る
「
大
山
詣
り
」。
そ
の
象
徴
と
も
言
え
る
大
山
阿
夫
利
神

社
の
秋
季
例
大
祭
に
合
わ
せ
て
、
文
化
庁
等
が
主
催
す
る
「
ニ

ッ
ポ
ン
た
か
ら
も
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
の
「
日
本
遺
産
と
Ｌ

ｉ
ｖ
ｅ 
Ａ
ｒ
ｔ
伊
勢
原
公
演
」
が
開
催
さ
れ
た
。
当
日
、
し

き
た
り
に
則
り
厳
か
な
雰
囲
気
の
も
と
大
祭
は
進
行
し
、
能

楽
殿
で
は
狂
言
や
日
本
舞
踊
、
長
唄
な
ど
が
公
演
さ
れ
、
地

元
の
人
た
ち
に
受
け
継
が
れ
て
き
た
伝
統
を
充
分
に
堪
能
で

き
る
イ
ベ
ン
ト
と
な
っ
た
。　
　
　
　
　
　
（
面
責
任
者　

星
）

特
集

県内では 2件ストーリー性重視

日本舞踊「春夏秋冬」を演じる藤間直三さん

会場を盛り上げた神輿担ぎ

舞
踊
な
ど
の
奉
納
が
行
わ
れ
、
多
く
の

人
が
そ
の
演
目
に
目
を
奪
わ
れ
感
嘆
の

声
を
上
げ
、
惜
し
み
な
い
拍
手
を
送
っ

て
い
た
。

　

そ
の
後
、
公
演
会
場
で
は
小
さ
な
子

ど
も
が
お
囃
子
の
太
鼓
を
叩
く
音
や
、

神
輿
を
担
い
で
い
る「
ど
っ
こ
い
、ど
っ

こ
い
」
の
掛
け
声
が
、
静
か
な
は
ず
の

山
々
に
い
つ
ま
で
も
響
き
渡
り
、
会
場

を
熱
気
で
包
ん
で
い
た
。（
星
）

小さな子も出演する能舞台

　

今
年
の
例
大
祭
に
合
わ
せ
て
行

わ
れ
た
「
日
本
遺
産
と
Ｌ
ｉ
ｖ
ｅ  

Ａ
ｒ
ｔ
」
は
、
文
化
庁
と
公
益
社

団
法
人
日
本
芸
能
実
演
家
団
体
協

議
会
が
、
２
０
２
０
年
に
東
京
オ

リ
ン
ピ
ッ
ク
が
開
催
さ
れ
る
こ
と

か
ら「
日
本
を
再
発
見
し
よ
う
！
」

を
テ
ー
マ
に
発
足
し
た
「
ニ
ッ
ポ

ン
た
か
ら
も
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」

の
全
国
展
開
の
企
画
の
一
つ
と
し

て
行
わ
れ
た
。「
日
本
遺
産
」
と

「
Ｌ
ｉ
ｖ
ｅ 

Ａ
ｒ
ｔ
」
を
掛
け
合

わ
せ
た
イ
ベ
ン
ト
だ
。

　

今
回
は
、
阿
夫
利
神
社
本
庁
に

あ
る
能
楽
殿
で
行
わ
れ
る
奉
納
芸

能
で
、
司
会
に
タ
レ
ン
ト
の
セ
イ

ン
・
カ
ミ
ュ
さ
ん
を
迎
え
、
有
名

な
山
岳
遍
路
家
で
あ
る
廣
田
勇
介

さ
ん
が
木
太
刀
を
持
っ
て
行
わ
れ

て
い
た
大
山
詣
り
を
解
説
。
さ
ら

に
、
日
本
舞
踊
家
の
藤
間
直
三
さ

ん
と
邦
楽
囃
子
の
望
月
秀
幸
さ
ん

な
ど
が
、「
春
夏
秋
冬
」
の
演
奏

と
舞
を
披
露
し
た
。

　

文
化
庁
文
化
部
芸
術
文
化
課
の

大
澤
亘
輝
さ
ん
は
、「
ま
だ
ま
だ

埋
も
れ
て
い
る
日
本
の
伝
統
、
文

化
を
広
く
ア
ピ
ー
ル
す
る
機
会
に

し
て
も
ら
え
た
ら
嬉
し
い
で
す
」

と
話
し
て
い
た
。

　

今
回
の
公
演
で
は
、
四
季
を
体

で
表
現
し
、
日
本
舞
踊
の
楽
し
さ

を
見
て
い
る
人
に
共
有
し
て
も
ら

い
た
い
と
い
う
気
持
ち
を
込
め
て

演
じ
ま
し
た
。

　

ま
た
、
伝
統
芸
能
と
し
て
昔
の

こ
と
を
掘
り
下
げ
な
が
ら
、
現
代

の
感
覚
で
、
多
く
の
人
に
発
信
し

て
い
き
た
い
で
す
。

　

四
季
に
よ
っ
て
地
域
で
見
え
る

景
色
が
違
う
こ
と
を
長
唄
で
表
現

し
、
お
客
さ
ん
が
楽
し
め
る
舞
台

に
な
る
よ
う
に
努
力
し
ま
し
た
。

　

地
元
に
根
付
く
こ
の
お
祭
り
を

き
っ
か
け
に
伝
統
芸
能
に
興
味
を

持
っ
て
も
ら
い
、
普
段
触
れ
合
う

こ
と
の
な
い
も
の
を
知
っ
て
も
ら

え
た
ら
い
い
な
と
思
い
ま
す
。

　

地
域
芸
能
が
楽
し
く
覚
え
ら
れ

勉
強
に
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
会

場
に
い
る
お
客
さ
ん
を
楽
し
く
盛

り
上
げ
よ
う
と
し
て
、
自
分
の
司

会
で
場
が
和
ん
で
く
れ
た
こ
と
が

嬉
し
か
っ
た
で
す
。

　

地
域
で
続
け
て
き
て
い
る
こ
の

伝
統
を
、
こ
の
ま
ま
受
け
継
い
で

い
っ
て
ほ
し
い
で
す
。　

し
た
。

　

例
大
祭
は
、
江
戸
時
代
か
ら

伝
わ
る
も
の
だ
が
、
現
在
の
よ

う
に
能
楽
殿
で
の
奉
納
芸
能
が

行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の

は
、
明
治
初
期
の
神
仏
分
離
に

よ
っ
て
阿
夫
利
神
社
が
改
め
て

神
社
と
区
分
さ
れ
て
か
ら
だ
。

　

目
黒
さ
ん
は
、「
命
が
け
で

「屋島」を演じる目黒さん

地
域
に
進
む
少
子
高
齢
化

継
承
の
難
し
さ
が
問
題
に
地
元
住
民
　
石
川
さ
ん

魅
力
を
感
じ
る
お
祭
り

日
本
舞
踊
家
　
藤
間
直
三
さ
ん

現
代
の
感
覚
で
発
信

邦
楽
囃
子
　
望
月
秀
幸
さ
ん

興
味
を
持
つ
き
っ
か
け
に

司
会
　
セ
イ
ン
・
カ
ミ
ュ
さ
ん

地
域
芸
能
の
楽
し
さ
を

能楽殿には幻想的な雰囲気が

TH
E

 V
O

IC
E

ルポ

　

物
心
つ
い
た
と
き
か
ら
、
秋
季

例
大
祭
は
地
元
に
無
く
て
は
な
ら

な
い
も
の
と
し
て
、
最
も
楽
し
み

な
イ
ベ
ン
ト
で
す
。

　

私
は
、
約
30
年
前
か
ら
参
加
し


