
　

三
隅
の
滝
坂
地
区
に
伝
わ
る
滝
坂
神
楽
舞
が
毎
年
11
月
２
日
の

夜
に
地
区
の
氏
神
・
黄
幡
社
で
奉
納
さ
れ
る
。
こ
の
神
楽
舞
は
、

昨
年
３
月
に
文
化
庁
か
ら
「
記
録
作
成
等
の
措
置
を
講
ず
べ
き
無

形
の
民
俗
文
化
財
（
選
択
無
形
民
俗
文
化
財
）」
に
指
定
さ
れ
た
。

そ
の
勇
壮
な
舞
を
カ
メ
ラ
で
追
っ
て
み
た
。

　

三
隅
・
滝
坂
の
黄
幡
社
は
、
寛

永
14
年
（
一
六
三
六
年
）
に
勧
請
さ

れ
た
と
い
う
こ
と
で
、
明
和
元
年

（
一
七
六
四
）
社
殿
建
立
の
棟
札
が
現

存
し
て
い
る
。
黄
幡
社
は
中
国
地
方

の
山
間
部
に
多
く
分
布
し
て
お
り
、

五
穀
豊
穣
・
牛
馬
安
全
の
守
護
神
と

し
て
崇
め
ら
れ
て
き
た
。
こ
こ
滝
坂

で
は
、
そ
の
建
立
当
時
、
村
が
3
年

続
き
の
大
飢
饉
に
襲
わ
れ
、
牛
馬
が

病
気
に
倒
れ
た
た
め
、
氏
子
が
話
し

合
い
厄
払
い
の
祈
願
と
し
て
神
楽
を

奉
納
し
難
を
逃
れ
た
と
伝
え
ら
れ
て

お
り
、
こ
れ
が
滝
坂
神
楽
舞
の
始
ま

り
と
さ
れ
て
い
る
。

　

明
治
以
前
は
、
阿
武
・
大
津
郡
一

帯
で
神
主
に
よ
る
岩
戸
神
楽
が
行
わ

れ
て
お
り
、
滝
坂
神
楽
も
そ
の
一
つ

だ
っ
た
が
、
明
治
に
入
る
と
社
人
神

楽
が
禁
止
さ
れ
た
た
め
、
し
だ
い
に

農
民
の
手
に
移
り
、
以
後
神
楽
は
農

家
の
長
男
に
よ
っ
て
演
じ
ら
れ
る
な

ら
わ
し
と
な
っ
て
今
日
ま
で
営
々
と

受
け
継
が
れ
て
き
た
。
現
在
は
、
滝

坂
神
楽
舞
保
存
会（
粟
畑
一
雄
会
長
）

の
皆
さ
ん
に
よ
り
保
存
活
動
が
行
わ

れ
て
い
る
。

　

現
在
、
神
楽
舞
は
毎
年
11
月
3
日

の
例
祭
の
前
日
に
奉
納
さ
れ
て
い

る
。
午
後
8
時
頃
か
ら
次
の
日
の
未

明
ま
で
夜
を
徹
し
て
行
わ
れ
る
舞

は
、「
足
あ
し
な
ら
し
ま
い

均
舞
」
か
ら
始
ま
り
20
演
目
。

神
楽
の
流
れ
は
、
神
を
迎
え
る
場
所

を
清
め
る
「
所
と
こ
ろ
な
ら
し
ま
い

均
舞
」
か
ら
始
ま
り
、

神
の
降
臨
の
舞
へ
移
る
。
そ
し
て
、

岩
戸
開
き
の
舞
で
あ
る
「
手た
ぢ
か
ら
お

力
男
の

舞
」
か
ら
五
行
の
舞
で
あ
る
「
せ
り

ふ
の
舞
」
で
神
を
慰
め
、
刀
を
使
っ

た
ス
リ
ル
に
満
ち
た
も
の
や
観
衆
を

会
話
で
楽
し
ま
せ
る
舞
へ
と
進
む
。

そ
し
て
幸
運
招
へ
い
の
舞
へ
と
続
き

最
後
に
舞
い
納
め
と
な
る
。

　

滝
坂
神
楽
の
特
徴
は
、
装
飾
が
簡

伝
承
の
舞
・
滝
坂
神
楽

選
択
無
形
民
俗
文
化
財
指
定
記
念
特
集

上／参舞
下／手力男の舞

子ども（髙村浩己君と
髙村颯斗君）による綱
の舞
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神
楽
伝
承
に
思
う
こ
と

　
　

滝
坂
神
楽
舞
保
存
会
会
長

　
　
　
　
　
　

粟 

畑 

一 

雄 

さ
ん

　

国
か
ら
選
択
書
を
い
た
だ
き
大
変

う
れ
し
く
思
っ
て
い
ま
す
。
伝
統
を

継
承
し
て
い
く
こ
と
が
大
切
な
こ
と

で
す
が
、
そ
れ
自
体
が
難
し
い
こ
と

で
も
あ
り
ま
す
。
滝
坂
に
は
五
つ
の

班
が
あ
り
、
そ
の
う
ち
の
二
つ
の
班

で
や
っ
て
い
ま
し
た
が
、
子
ど
も
も

少
な
く
な
り
、
範
囲
を
広
げ
て
氏
子

で
や
ろ
う
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
、

呼
び
か
け
た
ら
、
中
学
生
以
下
の
子

ど
も
た
ち
も
、
そ
の
父
兄
も
協
力
し

て
く
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

子
ど
も
た
ち
の
練
習
は
、
主
に
夏

休
み
に
や
っ
て
い
ま
す
。
7
人
や
8

人
で
演
じ
る
曲
目
も
あ
り
ま
す
が
、

全
員
そ
ろ
う
こ
と
が
な
か
な
か
難
し

い
の
で
、
練
習
が
必
ず
し
も
十
分
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
神
楽
の
練
習
を
通

し
て
、
厳
し
い
世
の
中
に
対
応
で
き

る
よ
う
精
神
的
な
鍛
錬
を
し
、
立
派

な
人
間
に
な
る
こ
と
を
め
ざ
す
と
と

も
に
、
地
域
の
活
性
化
に
も
つ
な
げ
、

誇
り
の
も
て
る
地
域
づ
く
り
に
貢
献

で
き
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま
す
。

素
で
あ
る
こ
と
と
、
観
客
と
の
距
離

が
な
く
、
舞
の
雰
囲
気
が
手
に
取
る

よ
う
に
伝
わ
っ
て
く
る
と
こ
ろ
に
あ

る
と
い
う
。
こ
の
滝
坂
神
楽
は
、
昭

和
50
年
に
旧
三
隅
町
の
無
形
民
俗
文

化
財
に
指
定
、
昭
和
51
年
に
県
の
無

形
民
俗
文
化
財
に
指
定
、
平
成
21
年

3
月
に
文
化
庁
か
ら
記
録
作
成
等
の

措
置
を
講
ず
べ
き
無
形
の
民
俗
文
化

財
と
し
て
選
択
を
受
け
た
。
な
お
、

同
じ
三
隅
地
区
兎と

ど

ろ

く

渡
谷
に
も
神
楽
舞

が
保
存
継
承
さ
れ
て
い
る
。

▲黄幡社

▼所均舞

▼神楽舞の全景（太鼓、笛、鉦の囃子で舞う）


