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８月１３日、市内各地で伝統芸能が披露されました

　
前
山
郷
土
芸
能
の
由
来
は
、

今
か
ら
約
２
５
０
年
前
に
先
祖

の
供
養
、
豊
年
満
作
と
厄
除
け

を
祈
願
す
る
た
め
、
雷
皇
神
社

に
奉
納
し
た
の
が
、
そ
の
起
源

で
あ
る
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

鷹
巣
地
区
の
民
俗
芸
能
は
獅
子

踊
り
と
奴
踊
り
が
基
本
形
で
す

が
、
こ
の
芸
能
に
は
獅
子
踊
り

が
伝
承
さ
れ
て
お
ら
ず
、
釣
り

の
好
き
な
兄
弟
の
し
ぐ
さ
を

こ
っ
け
い
に
演
じ
る
「
雑
魚

（
じ
ゃ
こ
）
釣
り
舞
」
と
い
う

ユ
ニ
ー
ク
な
演
目
が
あ
り
、
貴

重
な
文
化
財
と
し
て
今
年
の
６

月
に
市
の
無
形
民
俗
文
化
財
に

指
定
さ
れ
ま
し
た
。

　
川
井
駒
踊
り
・
奴
踊
り
の
由
来
は

慶
長
の
初
期
関
ヶ
原
戦
後
に
遡
り
ま

す
。
秋
田
藩
主
佐
竹
義
宣
公
が
秋
田

へ
転
封
の
際
に
失
意
の
旅
情
を
慰
め

士
気
を
鼓
舞
す
る
た
め
、
随
従
者
で

行
わ
れ
た
武
士
の
道
中
芸
が
能
代
市

道
地
村
藤
原
家
の
祖
先
よ
り
米
代
川

舟
運
で
の
停
泊
時
に
伝
授
さ
れ
、
藩

主
の
巡
業
を
は
じ
め
各
地
域
の
豊
作

祈
願
、
敬
神
崇
祖
の
伝
統
芸
能
と
し

て
伝
承
さ
れ
て
お
り
、
お
盆
や
祭
な

ど
の
際
に
披
露
さ
れ
て
い
ま
す
。（
市

指
定
無
形
民
俗
文
化
財
）

　
荒
瀬
獅
子
踊
に
つ
い
て
は
、

１
５
０
年
ほ
ど
前
に
集
落
が
大

火
に
遭
い
、
そ
の
当
時
の
資
料

を
全
部
焼
い
て
し
ま
っ
た
の
で

定
か
な
も
の
は
残
っ
て
い
ま
せ

ん
が
、
秋
田
佐
竹
の
殿
様
の
参

勤
交
代
の
道
中
に
踊
っ
た
も
の

で
、
サ
シ
モ
ノ
は
参
勤
交
代
の

大
名
行
列
を
模
し
た
も
の
で
あ

る
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。（
市

指
定
無
形
民
俗
文
化
財
）

　
本
城
獅
子
踊
り
は
、
獅
子
踊
り
と
駒
踊
り
が
伝
承
さ
れ
て
お
ら
ず
、

現
在
は
奴
踊
り
と
棒
術
が
披
露
さ
れ
て
い
ま
す
。
１
５
０
年
ほ
ど
前
に

大
館
地
区
か
ら
伝
わ
っ
た「
當
田
流
棒
術（
市
指
定
無
形
民
俗
文
化
財
）」

の
流
れ
を
く
ん
で
お
り
、
か
つ
て
は
棒
だ
け
で
な
く
鎌
や
太
刀
の
演
舞

が
あ
り
ま
し
た
が
、
現
在
は
行
わ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
町
内
を
移
動
す
る

際
は
、
大
名
行
例
の
よ
う
に
仕
立
て
ら
れ
て
い
ま
す
。

と
う
だ
り
ゅ
う
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