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市
民
が
生
活
し
て
い
く
中
で
生

ま
れ
た
伝
統
・
芸
能
を
将
来
に
わ

た
っ
て
継
承
し
、
後
世
に
伝
え
て

い
き
た
い
│
│
そ
の
よ
う
な
思
い

を
込
め
、
市
で
は
六
月
議
会
に
お

い
て
、『
伝
統
文
化
継
承
条
例
』

を
全
国
に
先
駆
け
て
制
定
し
ま
し

た
。市

に
は
、
数
多
く
の
伝
統
芸
能

が
存
在
し
語
り
継
が
れ
て
い
ま
す

が
、
時
の
流
れ
の
中
、
こ
れ
を
受

け
継
ぐ
人
が
居
な
い
、
音
楽
や
踊

り
を
覚
え
て
い
る
人
が
居
な
い
な

ど
の
理
由
で
、
郷
土
の
伝
統
芸
能

が
惜
し
く
も
消
え
去
ろ
う
と
し
て

い
ま
す
。

そ
の
よ
う
な
中
、
現
在
継
承
さ

れ
て
い
る
も
の
だ
け
で
も
後
世
に

伝
え
、
日
本
民
族
の
昔
か
ら
伝
え

ら
れ
き
た
文
化
・
芸
能
と
い
う
も

の
が
永
遠
に
続
き
、
親
か
ら
子
へ
、

子
か
ら
孫
へ
と
伝
わ
る
こ
と
で
、

心
豊
か
に
、
郷
土
の
誇
り
を
持
っ

て
過
ご
し
て
い
け
る
よ
う
に
、
今

回
、
宇
城
市
伝
統
文
化
芸
能
ま
つ

り
を
開
催
し
ま
し
た
。

団
体
に
よ
る
華
麗
な
、
そ
し

て
勇
壮
な
演
舞
・
演
奏
の

数
々
を
写
真
で
再
現
し
ま
す
。

（
順
不
同
）

10
月
30
日
に
松
橋
町
の
ウ
イ
ン

グ
ま
つ
ば
せ
（
文
化
ホ
ー
ル
）
で

開
催
さ
れ
た
、
宇
城
市
伝
統
文
化

芸
能
ま
つ
り
。
当
日
の
会
場
は
満

員
で
立
ち
見
も
出
る
ほ
ど
の
盛
会

で
し
た
。

オ
ー
プ
ニ
ン
グ
で
は
、
全
国
高

等
学
校
総
合
文
化
祭
で
郷
土
芸
能

部
門
最
優
秀
賞
を
受
賞
し
た
秀
岳

館
高
校
雅
太
鼓
部
が
、
特
別
出
演

し
、
素
晴
ら
し
い
演
奏
を
披
露
。

そ
の
後
、
市
内
各
地
に
伝
わ
る
郷

土
芸
能
を
18
団
体
が
、
伝
承
さ
れ

る
逸
話
を
紹
介
し
な
が
ら
披
露
し

ま
し
た
。

失
わ
れ
た
技
術
を
掘
り
起
こ
し
、

現
代
風
を
取
り
入
れ
な
が
ら
一
生

懸
命
に
練
習
を
重
ね
、
厳
正
な
中

に
ユ
ー
モ
ア
を
含
ま
せ
た
演
技
に
、

観
客
席
か
ら
は
惜
し
み
な
い
拍

手
・
喝
采
が
す
べ
て
の
団
体
に
送

ら
れ
ま
し
た
。

市
で
は
、
こ
の
伝
統
芸
能
を
守

り
引
き
継
い
で
い
た
だ
く
方
々
の

努
力
に
感
謝
し
、
器
材
に
対
す
る

支
援
な
ど
を
行
な
い
、
地
域
に
残

る
伝
統
芸
能
を
守
り
続
け
て
い
き

た
い
と
思
い
ま
す
。

演
舞
に
沸
き
立
つ

超
満
員
の
会
場

〜
地
域
に
生
ま
れ
、
地
域
で
育
ち
、
受
け
継
が
れ
る
心
〜↑松合雅楽保存会（不知火町）

↑北小野おろろんべ（小川町） ↑松崎おろろんべ（不知火町）

↓

小
川
阿
蘇
神
社
と
こ
せ
い
　
　
　

（
小
川
町
）

↓

内
潟
龍
神
太
鼓
（
三
角
町
）

↓

仲
町
の
茶
わ
ん
鉢
（
松
橋
町
）

↓

豊
年
も
ち
つ
き
踊
り
（
松
橋
町
）

↓

本
村
雨
乞
い
太
鼓
（
三
角
町
）

→
栄
町
の
獅
子
舞
と
牡
丹
引
き

（
松
橋
町
）

→
下
本
庄
雨
乞
踊
保
存
会

（
三
角
町
）

→
永
尾
ち
ょ
ぼ
く
れ
（
不
知
火
町
）

↑小川阿蘇神社獅子舞（小川町）

↑豊野神楽保存会（豊野町）

↓船津潟切保存会（三角町）

↑宮川虎舞保存会（豊野町）

↑古保山稚児神楽保存会（松橋町）

←三番叟（三角町）

→
東
松
崎
底
井
樋
太
鼓
踊
り
保
存
会

（
松
橋
町
）


