
地
域
が
誇
る
文
化
遺
産

曽
於
市
の
民
俗
芸
能

　

曽
於
市
に
は
多
く
の
民
俗
芸
能
が
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。こ
れ
ら
は
、地
域
の
人
々

の
風
俗
や
習
慣
、
信
仰
に
根
ざ
し
な
が
ら
、
そ
の
土
地
特
有
の
芸
能
と
し
て
伝
え
ら

れ
て
き
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
市
内
の
民
俗
芸
能
が
一
同
に
集
ま
る
「
曽
於
市
民
俗

芸
能
祭
り
」
が
、
３
月
23
日
（
日
）
に
開
催
さ
れ
ま
す
（
詳
し
く
は
26
ペ
ー
ジ
を
ご

覧
く
だ
さ
い
）。
今
号
で
は
、
芸
能
祭
り
に
出
演
す
る
民
俗
芸
能
を
紹
介
し
ま
す
。

民
俗
芸
能
と
は

民
俗
芸
能
と
は

　

市
内
で
は
、
多
く
の
郷
土
芸
能
が

各
地
区
で
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
は
、
地
域
の
人
々
の
風
俗

や
習
慣
、
信
仰
に
根
ざ
し
な
が
ら
、

伝
え
ら
れ
て
き
た
そ
の
土
地
特
有
の

芸
能
で
す
。
そ
こ
に
は
、
無
病
息
災

や
五
穀
豊
穣
を
願
う
人
々
の
思
い
が

込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

市
内
の
民
俗
芸
能

市
内
の
民
俗
芸
能

　

文
化
財
保
護
法
で
は
、
こ
れ
ら
の

芸
能
を
「
無
形
民
俗
文
化
財
」
と
し

て
位
置
づ
け
、
保
護
の
対
象
と
し
て

い
ま
す
。

　

市
内
で
は
「
川
内
の
俵
踊
り
」
や

「
野
町
そ
ば
切
り
踊
り
」、「
神か
み

牟む

れ礼

太
鼓
踊
り
」
な
ど
複
数
の
民
俗
芸
能

が
市
の
無
形
民
俗
文
化
財
に
指
定
さ

れ
て
い
ま
す
。
ま
た
他
に
も
、
多
く

の
民
俗
芸
能
が
各
地
域
で
受
け
継
が

れ
て
い
ま
す
。

民
俗
芸
能
の
こ
れ
か
ら

民
俗
芸
能
の
こ
れ
か
ら

　

近
年
、
人
口
の
減
少
、
少
子
高
齢

化
に
よ
り
、
民
俗
芸
能
は
後
継
者
不

足
に
悩
ま
さ
れ
て
い
ま
す
。中
に
は
、

廃
絶
し
た
も
の
も
多
く
あ
り
ま
す
。

　

伝
統
文
化
・
芸
能
は
一
度
途
切
れ

る
と
復
活
は
容
易
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
先
人
た
ち
が
そ
の
土
地
の
風
土

の
中
で
育
ん
で
き
た
伝
統
文
化
は
、

地
域
の
人
々
が
主
体
と
な
っ
て
継

承
・
発
展
さ
せ
、「
地
域
の
宝
」
と

し
て
、
次
の
世
代
へ
伝
え
る
役
割
が

求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

川
内
の
俵
踊
り

（
市
指
定
無
形
民
俗
文
化
財
）

「
川
内
の
俵
踊
り
」
と
は

　

財
部
町
川
内
の
俵
踊
り
は
、
戦
後

間
も
な
い
昭
和
22
年
に
始
ま
り
ま
し

た
。
人
々
の
生
活
や
心
に
少
し
で
も

元
気
が
出
る
よ
う
に
す
る
こ
と
や
、

食
料
を
少
し
で
も
多
く
作
っ
て
い
こ

う
と
す
る
気
持
ち
を
高
め
よ
う
と
、

川
内
集
落
の
有
志
が
青
年
た
ち
に
呼

び
か
け
踊
ら
せ
た
こ
と
に
始
ま
り
ま

す
。

　

そ
の
後
、
時
は
移
り
変
わ
り
、
現

在
で
は
、
集
落
の
婦
人
を
中
心
に
受

け
継
が
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
財
部

小
学
校
が
、
郷
土
の
伝
統
芸
能
を
継

承
し
よ
う
と

10
年
ほ
ど
前

か
ら
、
運
動

会
で
５
年
生

全
員
で
踊
っ

て
い
ま
す
。

俵
踊
り
の
由
来

　

俵
踊
り
は
、
江
戸
時
代
に
農
家

二に

せ歳
衆
の
身
心
強
化
、
団
結
、
親
和

を
図
る
と
と
も
に
、
農
作
物
を
神
に

奉
納
し
た
こ
と
か
ら
始
ま
っ
た
と
い

い
ま
す
。 か

わ
ち
の
た
わ
ら
お
ど
り

伝
え
る
人

（
川
内
俵
踊
り
保
存
会

亀か
め
も
と元
光み
つ

夫お

さ
ん
）

　

俵
踊
り
を
始
め
た
の
は
16
歳
の
時

で
し
た
。
当
時
は
、
芸
能
と
い
っ
た

ら
郷
土
芸
能
く
ら
い
で
、
子
ど
も
の

頃
か
ら
歌
と
踊
り
が
好
き
だ
っ
た
私

が
、
俵
踊
り
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た

の
は
当
然
の
こ
と
で
し
た
。
ま
た
、

「
川
内
の
青
年
は
俵
踊
り
を
す
る
」

こ
と
が
当
た
り
前
の
時
代
で
し
た
か

ら
ね
。

　

私
は
、
歌
や
踊
り
な
ど
様
々
な
芸

能
に
挑
戦
し
て
き
ま
し
た
が
、
全
て

の
原
点
は
俵
踊
り
で
す
。
会
社
員
の

頃
は
、
出
演
依
頼
が
あ
る
と
、
仕
事

を
休
ん
で
、
踊
り
や
指
導
を
し
て
い

ま
し
た
。
お
か
げ
さ
ま
で
、
テ
レ
ビ

等
に
も
出
演
す
る
こ
と
が
で
き
て
、

本
当
に
良
い
経
験
が
で
き
ま
し
た
。

　

現
在
は
、
財
部
小
の
児
童
が
運
動

会
で
踊
っ
て
く
れ
て
い
ま
す
。
子
ど

も
た
ち
が
郷
土
芸
能
を
踊
っ
て
い
る

姿
を
見
る
の
は
、
本
当
に
う
れ
し
い

で
す
。

　
「
川
内
の
俵
踊
り
」
は
、
昔
な
が

ら
の
踊
り
で
す
。
人
々
が
豊
作
を
願

う
気
持
ち
を
純
粋
に
表
現
し
て
い
ま

す
。
変
わ
ら
な

い
芸
能
の
良
さ

を
皆
さ
ん
に
伝

え
た
い
で
す
。
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■
末す

え
よ
し吉

鬼き

神じ
ん

太だ
い

鼓こ

（
市
指
定
無
形
民
俗
文
化
財
）

　

昭
和
55
年
、
文
化
の
か
お
り
高
い

ま
ち
づ
く
り
に
ふ
さ
わ
し
い
郷
土
芸

能
と
し
て
、
創
設
さ
れ
ま
し
た
。
こ

れ
ま
で
に
２
回
の
香
港
公
演
や
国
民

文
化
祭
の
出
演
な
ど
、
国
内
外
で
幅

広
く
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。ま
た
、

毎
年
１
月
７
日
の
「
鬼
追
い
」
で
は
、

熊
野
神
社
境
内
で

奉
納
演
奏
を
行
っ

て
お
り
、
そ
の
幻

想
的
な
演
奏
は
見

る
者
を
強
く
引
き

付
け
ま
す
。

■
末
吉
俵た
わ
らお
ど
り

　
「
末
吉
俵
お
ど
り
保
存
会
」
は
平

成
２
年
に
結
成
さ
れ
ま
し
た
。
元
々

は
、
志
布
志
か
ら
伝
わ
っ
た
太
鼓
踊

り
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

末
吉
町
在
住
の
女
性
で
活
動
し
、

郷
土
芸
能
の
継
承
に
取
り
組
ん
で
い

ま
す
。

　

末
吉
で
は
他
に
、

南
之
郷
柿か
き
の
き木
で
踊

ら
れ
た
記
録
が
あ

り
ま
す
が
、
現
在

で
は
踊
っ
て
い
な

い
よ
う
で
す
。

■
青あ
お
ま
つ
だ
ん

松
段
の
剣け
ん

舞ぶ

　

昭
和
60
年
頃
、
月
野
の
青
松
段
集

落
の
上
野
藤
吉
が
太
陽
の
子
保
育
園

に
継
承
し
た
こ
と
か
ら
始
ま
り
ま

す
。
剣
舞
の
内
容
は
、「
曽そ

が我
兄
弟

の
仇あ
だ

討う

ち
」
で
、
幼
い
と
き
に
父
を

殺
さ
れ
た
曽
我
十
郎
五
郎
兄
弟
が
、

工く

藤ど
う

祐す
け
つ
ね経
を
討
ち
取

る
話
し
で
す
。

　

能
や
浄じ
ょ
う
る
り

瑠
璃
の
題

材
と
し
て
有
名
な
演

目
を
園
児
た
ち
が
勇

壮
に
舞
い
ま
す
。

■
大お
お

路じ

角す

も

と
力
取
り
節ぶ
し

　

角
力
取
り
節
は
、
昭
和
初
期
ま
で

は
各
地
で
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
が
、

い
つ
し
か
途
絶
え
て
し
ま
い
ま
し

た
。
大
隅
の
大
路
角
力
取
り
節
は
、

昭
和
49
年
に
婦
人
部
の
活
動
と
し
て

復
活
さ
れ
た
も
の
で
す
。
ス
テ
テ
コ

姿
に
座
布
団
で
腹
づ
く
り
を
し
て
、

身
体
を
左
右
に
ゆ
ら
し
踊
る
姿
が
、

と
て
も
ユ
ニ
ー
ク
で

す
。
テ
レ
ビ
な
ど
で

は
、
大
隅
名
物
と
し

て
紹
介
さ
れ
て
い
ま

す
。

伝
え
る
人

（
野
町
民
芸
保
存
会西に

し

京き
ょ
う
こ子
さ
ん
）

　

20
代
の
頃
に
、
野
町
へ
戻
っ
て
き

て
「
そ
ば
切
り
踊
り
」
を
始
め
ま
し

た
。
母
が
保
存
会
の
役
員
を
し
て
い

た
こ
と
や
、
踊
り
手
に
高
齢
者
が
多

か
っ
た
こ
と
が
き
っ
か
け
で
し
た
。

そ
の
後
、子
育
て
等
が
忙
し
く
な
り
、

し
ば
ら
く
踊
り
か
ら
離
れ
て
い
ま
し

た
が
、
10
年
ほ
ど
前
に
、
郷
土
の
大

切
な
芸
能
を
残
し
て
い
き
た
い
と
思

い
、
踊
り
を
再
開
し
ま
し
た
。

　

現
在
、
野
町
は
高
齢
化
が
進
ん
で

い
ま
す
。
踊
り
を
保
存
・
継
承
す
る

た
め
に
、
野
町
だ
け
で
は
な
く
、
恒

吉
地
区
に
範
囲
を
広
げ
、
三
味
線
を

弾
け
る
人
、
太
鼓
を
叩
け
る
人
を
集

め
て
活
動
を
し
て
い
ま
す
（
現
在
の

会
員
は
13
名
）。
子
ど
も
の
頃
か
ら

慣
れ
親
し
ん
だ
踊
り
を
絶
や
し
た
く

な
い
で
す
ね
。

　
「
野
町
そ
ば
切
り
踊
り
」
は
、
昔

な
が
ら
の
手
法
で
そ
ば
を
打
っ
て
切

る
ま
で
の
動
作
を
ユ
ニ
ー
ク
に
表
現

し
ま
す
。
一
人
ひ
と
り
の
動
き
を
楽

し
ん
で
欲
し
い
で

す
ね
。
ま
た
、
こ

の
機
会
に
多
く
の

民
俗
芸
能
に
触
れ

て
欲
し
い
で
す
。

野
町
そ
ば
切
り
踊
り

（
市
指
定
無
形
民
俗
文
化
財
）

「
野
町
の
そ
ば
切
り
踊
り
」
と
は

　

大
隅
町
恒
吉
の
野
町
に
伝
わ
る
踊

り
で
す
。
７
〜
８
人
で
唄
い
な
が
ら

踊
り
ま
す
。
そ
の
格
好
は
、
か
す

り
の
着
物
、
た
す
き
、
白
の
前
掛

け
、
赤
の
腰
巻
姿
で
す
。
演
奏
は
、

三し
ゃ
み
せ
ん

味
線
と
太
鼓
を
使
い
ま
す
。

　

踊
り
は
労
働
作
業
の
踊
り
に
分
類

さ
れ
、
ソ
バ
を
つ
く
る
と
こ
ろ
か
ら

売
り
歩
く
と
こ
ろ
、
売
上
を
計
算
す

る
と
こ
ろ
ま
で
を
、
し
ぐ
さ
唄
ご

と
に
入
れ
替

わ
っ
て
ユ
ー

モ
ラ
ス
に
踊

り
ま
す
。

そ
ば
切
り
踊
り
の
由
来

　

慶
け
い
ち
ょ
う長

四
（
一
五
九
九
）
年
の
庄
内

の
乱
の
時
、
敵
兵
に
そ
ば
を
提
供
し

命
乞
い
を
し
た
と
い
う
逸
話
が
残
っ

て
い
ま
す
。
ま
た
、
西せ

い
な
ん南

戦
争
の
時

に
も
踊
ら
れ
た
と
い
い
ま
す
。
第
二

次
世
界
大
戦
前
は
、
お
諏
訪
さ
あ
、

投な
げ
た
に谷
八
幡
宮
で
定
期
的
に
踊
ら
れ
て

い
た
よ
う
で
す
。

の
ま
ち
そ
ば
き
り
お
ど
り
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