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伝
え
た
い
、
伝
統
芸
能
の
心

　

清
栄
山
の
麓
、
そ
の
全
域
を
網
羅
す
る

か
の
村
山
。

　

や
や
高
台
に
あ
り
、
眼
下
に
南
阿
蘇
を

眺
め
る
そ
の
位
置
は
、
古
来
よ
り
要
塞
と

し
て
の
役
割
を
果
た
し
、山
城
村
山
城
は
、

南
郷
七
城
に
数
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

　

今
は
、
そ
の
位
置
す
ら
忘
れ
ら
れ
、
探

す
こ
と
が
困
難
な
村
山
城
は
、
最
も
山
城

高
森
町
伝
統
芸
能
連
絡
協
議
会
会
長　

本
田　

研
一

の
所
以
で
あ
る
造
り
に
特
徴
が
あ
り
ま
し

た
。

　

中
世
に
築
か
れ
た
城
の
多
く
が
、
山
の

中
腹
及
び
山
頂
に
あ
り
、
居
城
と
言
う
よ

り
、
事
あ
る
時
に
駆
け
つ
け
る
シ
ン
ボ
ル

的
な
も
の
で
あ
り
、
熊
本
城
に
見
ら
れ
る

よ
う
な
、
石
垣
そ
し
て
高
層
で
は
な
く
、

平
屋
に
し
て
展
望
が
き
く
間
取
り
だ
っ
た

の
で
し
ょ
う
。

　

し
か
し
南
郷
七
城
に
讃
え
ら
れ
る
ほ
ど

に
美
し
く
、
そ
し
て
逞
し
く
映
っ
て
い
た

こ
と
で
し
ょ
う
。

　

村
山
城
は
、
豊
後
大
友
氏
と
の
関
係
が

深
く
、
薩
摩
島
津
氏
と
の
抗
争
が
繰
り
返

さ
れ
た
高
森
城
と
距
離
的
に
近
い
ば
か
り

か
、
盟
友
と
し
て
ま
た
南
郷
の
祖
と
し
て

そ
の
役
割
は
大
き
い
も
の
で
し
た
。

　

豊
後
大
友
氏
と
の
関
係
は
、
竹
田
岡
藩

を
経
由
し
も
た
ら
さ
れ
、
当
時
の
高
森
町

人
は
肥
後
の
国
人
と
し
て
よ
り
、
む
し
ろ

豊
後
の
国
よ
り
守
ら
れ
て
い
た
と
言
え
る

ほ
ど
に
深
い
関
係
で
し
た
。

　

村
山
は
背
後
に
山
々
を
重
ね
も
ち
、
そ

の
山
々
を
越
え
、
高
千
穂
か
ら
日
向
に
至

る
ま
で
多
く
の
交
流
が
あ
り
ま
し
た
。
そ

の
峰
々
を
越
え
、
徒
歩
で
約
一
時
間
三
十

分
余
の
所
に
、
草
部
の
高
尾
野
が
あ
り
ま

す
。
そ
の
高
尾
野
に
は
、
古
刹
円
満
寺
が

あ
り
ま
す
。

　

高
尾
野
に
至
る
そ
の
途
、
外
輪
を
登
り

つ
め
た
周
辺
に
、
近
年
多
く
の
人
達
が
訪

ね
来
る
よ
う
に
な
っ
た
「
パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ

ト
」
が
あ
り
ま
す
。
現
在
村
山
を
語
る
に

は
欠
か
せ
ぬ
、「
高
森
殿
の
杉
」
で
す
。

　

阿
蘇
の
山
々
が
眼
前
に
広
が
り
、
多
く

の
人
達
を
魅
了
す
る
こ
の
地
。
パ
ワ
ー
ス

ポ
ッ
ト
の
存
在
。
う
な
ず
け
ま
す
。

　

村
山
は
広
く
、
清
栄
山
一
帯
か
ら
ラ
ク

ダ
山
を
越
え
、
休
暇
村
に
至
り
ま
す
。

　

村
中
を
横
に
貫
く
よ
う
に
石
垣
塀
が
続

き
ま
す
。
そ
れ
に
用
い
ら
れ
た
石
の
多
く

は
周
辺
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
し
ょ

う
が
、川
は
無
い
と
言
っ
て
い
い
ほ
ど
に
、

細
い
流
れ
が
白
川
上
流
へ
と
流
れ
こ
ん
で

い
き
ま
す
。
石
工
を
育
て
、
そ
し
て
災
害

よ
り
の
防
御
と
な
っ
た
こ
の
石
垣
。

　

石
垣
が
も
つ
そ
の
意
義
は
、
家
々
を
誇

示
す
る
ば
か
り
か
、
石
垣
に
よ
っ
て
整
理

整
頓
さ
れ
た
地
区
の
誇
り
と
、
防
災
害
に

大
き
な
力
と
な
り
、
過
去
の
歴
史
的
な
優

位
性
を
垣
間
見
る
事
が
出
来
ま
す
。
ま
だ

ほ
と
ん
ど
の
石
垣
内
に
は
家
が
残
り
、
曲

折
し
て
入
る
特
徴
が
あ
り
ま
す
。

　

自
然
石
の
ま
ま
築
か
れ
た
石
垣
に
登
り

見
渡
す
周
囲
か
ら
、往
時
が
偲
ば
れ
ま
す
。

　

高
千
穂
へ
と
結
ぶ
国
道
を
左
に
入
り
、

外
輪
山
を
越
え
る
そ
の
町
道
か
ら
、
展
望

が
き
く
場
所
に
至
る
と
、
右
手
前
方
に
見

え
て
き
ま
す
。
そ
れ
は
孤
立
し
て
あ
る
の

で
は
な
く
、後
方
の
杉
林
と
一
緒
に
な
り
、

た
だ
漠
然
と
し
て
現
れ
ま
す
。

　

町
道
か
ら
牧
場
の
扉
を
あ
け
、
五
分
も

歩
け
ば
「
高
森
殿
の
杉
」
に
辿
り
つ
く
こ

と
が
で
き
ま
す
。

　

春
夏
秋
冬
、ど
の
季
節
に
訪
ね
て
も「
高

森
殿
の
杉
」
の
姿
と
、
眼
下
に
見
下
ろ
す

南
阿
蘇
の
風
景
の
素
晴
ら
し
さ
に
、
し
ば

し
頭
を
た
れ
ま
す
。

　

野
の
花
が
咲
き
、
モ
ー
と
鳴
き
声
が
近

づ
き
何
頭
か
の
牛
と
た
わ
む
れ
る
。

　

樹
齢
数
百
年
、
壇
下
に
男
女
杉
二
本
が

現
れ
、
圧
倒
さ
れ
只
服
装
を
た
だ
す
。
厳

か
な
出
会
い
で
し
た
。

▲清栄山（高森・村山）


