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伝
え
た
い
、
伝
統
芸
能
の
心

　

清
栄
の
山
々
が
、
顔
面
を
覆
う
よ
う
に

迫
り
来
る
。 

　

こ
の
坂
道
を
登
り
つ
め
る
と
、
や
が

て
南
方
に
高
千
穂
の
峰
々
が
見
え
て
く

る
。 

　

巨
大
な
二
本
の
杉
が
、
こ
の
坂
道
よ
り

す
ぐ
の
所
に
あ
る
。

　

背
景
に
杉
木
立
が
あ
り
、
そ
れ
ら
が
と

り
囲
む
か
の
よ
う
に
見
え
て
も
、
和
傘
を

広
げ
た
格
好
の
杉
枝
が
、
そ
の
命
の
存
在

を
誇
示
し
て
い
る
。

　

ま
さ
に
そ
れ
は
、「
高
森
殿
の
杉
」。

　

幾
世
に
渡
り
、
窪
ん
だ
谷
間
如
き
に
有

り
、
そ
の
流
れ
を
せ
き
止
め
、
ゆ
る
や
か

に
時
が
刻
ん
だ
広
場
だ
と
知
る
事
が
で
き

る
。

　

数
百
年
を
生
き
、
そ
し
て
見
続
け
る
素

晴
ら
し
き
世
界
。

　

こ
の
道
は
今
で
こ
そ
舗
装
さ
れ
た
道
路

に
変
わ
っ
て
い
る
が
、
そ
の
行
程
に
は
ほ

と
ん
ど
変
化
は
な
く
、
道
路
改
修
前
は
た

だ
た
だ
大
き
な
石
が
多
か
っ
た
と
、
近
く

高
森
町
伝
統
芸
能
連
絡
協
議
会
会
長　

本
田　

研
一

の
五
十
代
の
人
が
言
っ
て
い
ま
し
た
。

　

子
供
の
頃
、
年
に
最
低
二
回
は
歩
い
て

高
森
の
町
へ
や
っ
て
来
ま
し
た
。
そ
れ
は

ま
だ
寒
く
時
に
は
雪
の
三
月
の
初
市
と
、

八
月
の
風
鎮
祭
で
し
た
。　

　

仲
間
と
連
れ
立
っ
て
何
十
円
か
を
持

ち
、
こ
の
峠
を
超
え
最
初
に
辿
り
着
い
た

の
が
、今
は
空
き
家
に
な
っ
て
い
る
商
店
。

そ
こ
で
は
粉
ジ
ュ
ー
ス
を
買
い
、歩
く
と
、

今
ま
で
と
は
違
っ
た
感
覚
と
い
え
る
、
祭

囃
子
が
聞
こ
え
て
き
ま
し
た
。

　

市
に
入
る
と
、
ま
ず
は
「
ゲ
ー
ゲ
」
と

音
を
た
て
る
も
の
、
パ
タ
パ
タ
と
鳴
る
沢

山
の
玩
具
が
出
迎
え
て
く
れ
ま
す
。
ど
れ

も
こ
れ
も
お
も
し
ろ
く
、
手
を
や
り
さ

わ
っ
て
は
次
の
店
へ
行
く
、
そ
の
度
に
店

主
か
ら
怒
ら
れ
る
、
を
繰
り
返
し
て
い
ま

し
た
。

　

雑
踏
の
中
、年
か
っ
こ
う
も
同
じ
位
の
、

眩
し
く
映
る
山
引
き
出
演
者
の
少
女
に
出

く
わ
し
ま
す
。凛
と
し
て
憧
れ
を
い
だ
き
、

今
思
え
ば
「
格
好
を
つ
け
る
」
そ
ん
な
感

じ
で
も
、
そ
れ
は
淡
く
胸
を
打
つ
一
年
に

一
度
の
出
会
い
で
し
た
。

　

や
が
て
夕
暮
れ
に
な
り
、
な
ご
り
惜
し

く
も
帰
ら
な
く
て
は
な
ら
ず
、
暗
く
な
ら

な
い
う
ち
に
帰
り
ま
す
。

　

夕
日
に
照
ら
さ
れ
な
が
ら
、
ま
だ
ま
だ

祭
囃
子
が
聞
こ
え
て
く
る
高
森
の
町
を
背

景
に
し
て
登
り
つ
め
た
峠
も
、
行
き
と
帰

り
と
で
は
風
景
が
変
わ
り
、
蘇
陽
か
ら
高

千
穂
の
峰
が
見
え
て
来
ま
す
。
そ
こ
か
ら

は
下
り
に
か
か
り
、
や
が
て
夕
闇
に
包
ま

れ
、
円
満
寺
に
至
る
頃
に
は
、
す
っ
か
り

暗
く
な
り
ま
す
。

　

円
満
寺
は
十
六
世
紀
に
建
立
さ
れ
、
清

栄
山
を
仰
ぎ
見
る
位
置
に
あ
り
ま
す
。

　

戦
後
に
道
路
改
修
も
始
ま
り
、
草
部
北

部
の
道
路
も
直
通
に
な
り
、
こ
の
円
満
寺

の
前
を
通
る
こ
と
は
少
な
く
な
り
ま
し
た

が
、
そ
れ
ま
で
は
草
部
の
南
北
を
結
ぶ
要

で
し
た
。

　

こ
の
寺
の
信
徒
は
、
地
元
か
ら
旧
蘇
陽

町
に
ま
で
至
り
、
そ
の
縁
の
広
が
り
を
婚

姻
な
ど
に
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
の

彫
刻
の
素
朴
な
素
晴
ら
し
さ
に
、
信
仰
の

厚
さ
を
感
じ
ま
す
。

　

や
が
て
お
寺
を
出
て
左
手
に
曲
が
る

と
、
壇
上
に
銀
杏
の
古
木
が
見
え
て
来
ま

す
。
当
時
の
子
ど
も
達
に
と
っ
て
は
、
最

大
の
遊
び
場
所
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
と
思
わ

れ
ま
す
し
、
楽
し
み
は
、
何
か
の
祭
り
で

配
ら
れ
た
、
袋
入
り
の
お
菓
子
で
し
た
。

　

円
満
寺
を
通
り
過
ぎ
、
旧
草
部
北
部
小

学
校
ま
で
三
十
分
位
か
か
り
行
く
と
、
こ

の
地
区
の
中
心
地
に
あ
た
る
赤
羽
根
に
着

き
ま
す
。
そ
こ
に
は
交
差
し
た
道
路
脇
に

広
場
が
あ
り
、
石
段
を
登
り
つ
め
た
所

に
、
矢
津
田
神
社
が
あ
り
ま
す
。
秋
に
な

る
と
願
の
相
撲
が
開
催
さ
れ
、
子
供
か
ら

大
人
ま
で
そ
し
て
地
区
対
抗
と
、
と
て
も

賑
わ
っ
て
い
ま
し
た
し
、
広
場
に
は
門
前

市
が
た
っ
て
い
ま
し
た
。

▲清栄山円満寺（矢津田・高尾野）


