
嵯
峨
谷神
踊
り

の

嵯
峨
谷
の
神
踊
り
保
存
会

会
長　

辻つ
じ

本も
と

広ひ
ろ

一か
ず

さ
ん

嵯
峨
谷
の
神
踊
り
は
、
古
く
か
ら
続
く

伝
統
あ
る
文
化
で
す
。
現
存
す
る
資
料
に

は
、
不
明
な
点
も
多
く
、
会
員
で
も
知
ら

な
い
踊
り
も
記
録
さ
れ
て
い
ま
す
。

今
回
、
大
阪
芸
術
大
学
の
皆
さ
ん
の
ご

協
力
で
、
映
像
化
し
て
も
ら
え
る
と
い
う

こ
と
で
、
歌
や
太
鼓
、
踊
り
な
ど
を
正
確

に
継
承
し
て
い
け
る
と
思
い
ま
す
。

今
回
の
事
業
に
よ
っ
て
定
住
者
が
増
え

る
こ
と
を
期
待
し
、
踊
り
手
を
絶
や
す
こ

と
な
く
、
嵯
峨
谷
の
神
踊
り
を
後
世
に
伝

え
て
い
き
た
い
で
す
。

嵯
峨
谷
の
神
踊
り
は
、
毎
年
８
月
15
日
に
、

地
区
内
に
あ
る
若
宮
八
幡
宮
で
、
家
内
安

全
・
五
穀
豊
穣
・
地
区
の
平
和
な
ど
を
願
っ

て
催
さ
れ
ま
す
。
「
地じ

方か
た

」
と
い
わ
れ
る
歌

い
手
の
音
頭
に
合
わ
せ
て
、
大
太
鼓
、
小
太

鼓
を
打
ち
鳴
ら
し
な
が
ら
、
数
種
類
の
踊
り

を
奉
納
し
ま
す
。

そ
の
起
源
は
、
室
町
時
代
に
遡
る
と
い
わ

れ
ま
す
が
、
詳
し
い
文
献
は
残
っ
て
お
ら
ず
、

現
在
も
伝
え
ら
れ
て
い
る
歌
台
本
は
年
号
不

明
で
す
。
そ
し
て
、
女
性
は
一
切
関
与
で
き

ず
、
踊
り
に
参
加
で
き
る
の
は
地
区
内
在
住

の
15
歳
か
ら
25
歳
ま
で
の
未
婚
の
男
子
の
み

と
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

こ
れ
ら
の
条
件
は
時
代
の
流
れ
に
沿
っ
て

改
変
さ
れ
現
在
へ
と
引
き
継
が
れ
て
き
ま
し

た
が
、
今
後
も
後
世
に
嵯
峨
谷
の
神
踊
り
を

継
承
し
て
い
く
た
め
、
大
阪
芸
術
大
学
と
の

協
働
で
楽
譜
な
ど
の
デ
ー
タ
化
、
踊
り
の
映

像
化
を
行
い
ま
す
。

伝
統
文
化
を

継
承
し
た
い
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