
Smiling  Faces  of  Miyakonojo

日
本
の
伝
統
芸
能
が
一
堂
に
会
す

る
「
第
14
回
地
域
伝
統
芸
能
ま

つ
り
」（
２
月
22
日
・
23
日
開
催
、
東

京
都
）
に
出
演
し
た
、
県
の
無
形
民
俗

文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
熊
襲
踊
保

存
会
。
同
会
の
会
長
を
務
め
る
の
が
、

大
川
原
紀
美
生
さ
ん
（
庄
内
町
・
68

歳
）
で
す
。
熊
襲
踊
は
、
庄
内
町
に
伝

わ
る
民
俗
芸
能
で
、
か
つ
て
南
九
州
を

支
配
し
て
い
た
熊
襲
族
の
長
熊く

ま
そ
た
け
る

襲
武
を

日や
ま
と
た
け
る
の
み
こ
と

本
武
尊
が
討
ち
取
り
喜
ぶ
踊
り
と

も
、
討
ち
取
ら
れ
た
熊
襲
族
の
霊
を
鎮

め
る
踊
り
と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
「
子
ど
も
の
頃
、
言
う
こ
と
を
聞
か

な
い
と
熊
襲
が
来
る
ぞ
と
、
怒
ら
れ
て

い
た
の
を
覚
え
て
い
ま
す
」
と
、
昔
を

懐
か
し
む
大
川
原
さ
ん
。
し
ば
ら
く
は

熊
襲
踊
を
写
真
に
収
め
る
な
ど
記
録
に

携
わ
っ
て
い
ま
し
た
。
熊
襲
踊
を
踊
り

初
め
た
の
は
40
代
の
頃
と
、
少
し
遅
い

ス
タ
ー
ト
で
し
た
。「
初
め
て
の
舞
台

で
は
、
み
ん
な
と
違
う
方
向
に
回
り
、

少
し
慌
て
た
の
を
覚
え
て
い
ま
す
」と
、

初
舞
台
に
は
、
少
し
苦
い
思
い
出
が
あ

る
と
話
し
ま
す
。

　

地
域
で
大
切
に
受
け
継
が
れ
て
き
た

熊
襲
踊
。
長
男
し
か
踊
る
こ
と
が
で
き

な
か
っ
た
時
代
も
あ
り
ま
し
た
が
、
今

で
は
、
地
域
の
人
な
ら
誰
で
も
踊
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
「
少
子
高
齢
化
も
進
み
、
継
承
す
る

難
し
さ
も
あ
り
ま
す
が
、
現
在
は
、
父

か
ら
子
へ
、
子
か
ら
孫
へ
と
引
き
継
が

れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
地
域
の
子
ど
も

た
ち
と
交
流
す
る
こ
と
で
、
ま
ち
づ
く

り
に
も
つ
な
が
る
」
と
地
域
貢
献
に
も

役
立
っ
て
い
る
と
話
し
ま
す
。

　

今
回
、
出
演
す
る
「
地
域
伝
統
芸
能

ま
つ
り
」
は
、
東
日
本
大
震
災
で
被
害

を
受
け
た
地
域
が
復
興
す
る
こ
と
へ
の

願
い
が
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。「
被
災

地
に
行
く
こ
と
は
難
し
い
。代
わ
り
に
、

ス
テ
ー
ジ
か
ら
東
北
に
元
気
を
送
り
た

い
」
と
言
っ
て
く
れ
た
保
存
会
の
メ
ン

バ
ー
の
思
い
や
り
の
気
持
ち
が
、
う
れ

し
か
っ
た
と
話
す
大
川
原
さ
ん
。「
民

俗
芸
能
は
、
継
承
し
て
い
く
こ
と
で
、

人
と
人
と
の
絆
を
深
め
る
こ
と
が
で
き

る
地
域
の
宝
物
で
す
」
と
思
い
を
話
し

て
い
ま
し
た
。
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