
伝
え
た
い
、
伝
統
芸
能
の
心

高
森
町
伝
統
芸
能
連
絡
協
議
会
会
長　

本
田　

研
一

　

上
色
見
大
村
よ
り
流
れ
落
ち
る
塩

井
川
が
、洗
川
と
合
流
す
る
地
点
に
、

中
原
年
の
祢
社
が
あ
り
ま
す
。
此
処

に
は
、
古
来
よ
り
大
分
と
の
交
流
の

証
で
あ
っ
た
竹
田
往
還
が
は
し
り
、

そ
の
神
社
の
目
前
に
、
昭
和
四
十
年

代
頃
ま
で
、
宿
屋
が
あ
り
ま
し
た
。

　

そ
し
て
今
で
も
愛
称
と
し
て
、
茶

屋
と
呼
ば
れ
て
い
る
家
が
残
っ
て
い

ま
す
。

　

上
色
見
の
中
心
的
姓
で
あ
る
後

藤
・
佐
伯
姓
等
は
大
分
を
発
し
て
お

り
、
昭
和
三
十
年
代
ま
で
の
経
済
状

況
は
大
分
に
頼
ら
ざ
る
を
得
ま
せ
ん

で
し
た
。
私
が
子
供
の
頃
ま
で
行
商

で
お
見
え
に
な
る
方
は
、
荻
町
か
竹

田
か
ら
で
し
た
。
言
語
学
的
に
も
今

で
こ
そ
熊
本
の
地
方
弁
だ
と
言
わ
れ

る
私
た
ち
が
喋
っ
て
い
る
こ
の
言
葉

は
、
む
し
ろ
大
分
の
方
が
近
い
と
言

え
ま
す
。

　

こ
の
年
の
祢
社
境
内
に
は
、
年
代

不
詳
の
六
地
蔵
が
あ
り
ま
す
。
顔
形

と
て
見
分
け
が
つ
き
ぬ
ほ
ど
に
風
化

し
つ
つ
も
、
幾
多
の
風
雪
に
耐
え
抜

い
た
跡
が
み
う
け
ら
れ
ま
す
。
多
分

鎌
倉
時
代
の
作
と
思
わ
れ
ま
す
が
、

高
森
町
で
は
最
も
古
い
と
思
わ
れ

る
、素
朴
な
形
式
を
残
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
年
の
祢
社
の
も
う
一
つ
の
特

徴
は
、
晩
秋
の
頃
「
願
の
相
撲
」
と

呼
ば
れ
る
相
撲
大
会
が
あ
り
ま
す
。

収
穫
を
終
え
冬
を
迎
え
る
時
期
に
、

子
供
の
背
丈
程
に
盛
ら
れ
た
炭
が

赤
々
と
燃
え
、
そ
の
周
り
を
力
士
が

取
り
囲
ん
で
い
る
風
景
が
思
い
浮
か

び
ま
す
。
今
で
こ
そ
そ
の
賑
わ
い
を

失
く
し
た
こ
の
祭
り
は
、
戦
後
間
も

な
い
頃
ま
で
は
相
当
な
賑
わ
い
を
見

せ
て
い
ま
し
た
。

　

そ
れ
を
知
っ
て
い
る
人
達
は
も
う

八
十
歳
を
超
え
、
そ
れ
で
も
勢
い
よ

く
往
時
の
あ
り
さ
ま
を
語
っ
て
く
れ

ま
す
。
神
社
に
む
か
っ
て
左
手
土
手

は
、
応
援
席
と
し
て
早
朝
よ
り
多
く

の
人
達
が
集
ま
っ
て
き
ま
し
た
。
こ

の
道
を
通
る
と
肩
と
肩
が
す
れ
違

い
。
過
ぎ
た
日
の
想
い
に
も
似
て
哀

愁
を
感
じ
ま
し
た
。

　

力
士
は
阿
蘇
郡
内
は
も
と
よ
り
、

大
分
・
宮
崎
両
県
か
ら
も
参
加
し
、

今
で
言
う
民
宿
の
形
態
を
と
り
、
農

家
は
そ
の
受
け
入
れ
に
邁
進
し
ま
し

た
。

　

願
の
相
撲
が
開
催
さ
れ
る
境
内
周

辺
に
は
露
店
が
並
び
、
収
穫
祭
的
な

色
合
い
を
濃
く
し
、
子
供
た
ち
は
音

が
出
る
玩
具
を
吹
き
鳴
ら
し
、
遊
び

ま
し
た
。
今
で
も
高
森
町
内
か
ら

誰
々
さ
ん
の
店
が
来
て
い
た
と
聞
き

ま
す
。

　

上
色
見
小
学
校
に
は
、
最
近
ま
で

そ
の
時
に
使
用
し
た
「
ま
わ
し
」
が

保
管
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

年
の
祢
社
を
挟
ん
だ
前
後
の
土
地

は
、
高
台
に
な
っ
て
お
り
、
そ
の
双

方
か
ら
、
石
器
そ
し
て
縄
文
か
ら
弥

生
式
土
器
片
が
出
土
し
ま
す
。
小
さ

な
カ
ケ
ラ
状
の
土
器
片
に
混
じ
っ

て
、
は
っ
き
り
し
た
形
態
の
石
器
が

出
土
し
て
い
ま
す
。
た
ぶ
ん
に
此
処

は
、
こ
の
集
落
の
中
心
地
点
で
あ
っ

た
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

私
は
境
内
前
の
畑
か
ら
、
朽
ち
か

け
た
、
指
先
に
乗
る
ほ
ど
小
さ
い
純

金
を
発
見
し
ま
し
た
。
何
の
た
め
に

使
わ
れ
た
の
か
、
い
つ
の
時
代
の
物

か
は
あ
ま
り
に
も
小
さ
く
判
り
ま
せ

ん
。

　

境
内
後
方
の
畑
に
は
、
多
く
の
自

然
石
を
集
め
た
、
こ
ん
も
り
と
盛
ら

れ
た
釜
戸
跡
か
と
思
わ
れ
る
も
の
が

ま
だ
畑
の
中
に
眠
っ
て
い
ま
す
。
早

い
時
期
に
正
式
な
発
掘
調
査
を
終
え

た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

古
来
よ
り
こ
の
地
は
、
人
と
物
の

集
積
地
と
し
て
発
展
し
て
き
ま
し

た
。
大
村
よ
り
流
れ
落
ち
る
水
の
限

界
点
だ
と
思
わ
れ
る
こ
の
地
に
居
を

構
え
、
数
件
の
住
ま
い
が
あ
り
ま
し

た
。

　

大
分
と
の
交
流
の
方
が
深
か
っ
た

こ
の
地
域
の
人
々
に
と
っ
て
、
竹
田

往
還
と
呼
ば
れ
る
一
本
の
道
は
、
古

代
よ
り
人
と
物
と
夢
を
運
び
ま
し

た
。ど
こ
も
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、

す
た
れ
ゆ
く
こ
の
風
景
に
活
気
を
取

り
戻
す
。
も
う
一
度
祭
囃
子
の
あ
る

景
色
と
、
そ
こ
に
集
う
人
々
の
姿
を

描
き
ま
す
。

▲上色見中原年の祢神社
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