
文化庁月報

10砂喜忍

陶。虚⑰忍

【表紙〗

重要文化財

ガラス小玉
国（文化庁保管）

解説は30ページ

題デザイン・桑山弥三郎

カット・林美紀子

もくじ
I外からみた伝統芸能

河 竹 登 志 夫 4

△園恩

伝統芸能のあり方

戸板康二 8

統芸能について

宮本又次 10
`—~ j--・で＜二文

地域文化活動紹介シリーズ⑰烏取県淀江町 13 

こ；並：介シリニ竺二ニ］
三浦文化庁長官訪欧 18 

民俗芸能の伝統を青少年に 20 

宣化鱈愈闘。纏償

嗜叡筐もとめてパ汀讐菫羞撃甕 22 

昭和59年度文化庁日誌 24 

口三塁贔こ麿恕思I国会」に出席して一」

△囮墨舎

昭和60年度京都国立近代美術館特別展

現代デザインの展望
ーボストモタンの地平から一・

京都市美術館、東京国立近代美術館 27 

文｛じ阿：：：ユース＝

昭和60年度国語問題研究協議会の開涯
ー静岡票と奈良卿こて開催ー 28 

中国少数民族歌舞団来庁

ー各人自慢の歌や踊りを披露ー 28 

昭和60年度文化庁発掘調査研究騎員の試験

（国家公務員採用 1種試験柑当）行う 29 

文化庁行事報告及び行事予定 30 

関 宮 ⑲ ⑮二品＝哀 9月舞踊公演 31 



日
本
の
伝
統
芸
が
広
い
観
客
あ
る
い
は
聴
衆
を
持

つ
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
そ
ん
な
に
古
い
こ
と
で
は

あ
る
ま
い
。

歌
舞
伎
は
大
衆
の
支
持
を
得
て
来
た
演
劇
だ
か
ら
、

徳
川
時
代
か
ら
町
家
の
富
裕
な
旦
那
か
ら
、
長
屋
の

職
人
ま
で
が
親
し
ん
で
見
た
わ
け
だ
が
、
結
果
は
原

則
と
し
て
、
貴
族
階
級
を
対
象
に
し
て
い
た
の
で
、

私
の
少
年
時
代
に
親
に
つ
れ
ら
れ
て
行
っ
た
観
世
の

舞
台
の
見
所
に
い
た
の
は
、
華
族
、
大
実
業
家
と
い

っ
た
人
た
ち
、
そ
し
て
演
者
に
謡
曲
を
習
っ
て
い
る

弟
子
が
大
部
分
だ
っ
た
。
演
奏
の
時
、
多
く
の
人
は

小
型
の
謡
本
を
あ
け
て
r

読
み
な
が
ら
聴
い
て
い
た
。

そ
し
て
お
ど
ろ
く
べ
き
こ
と
は
、
狂
言
か
は
じ
ま

る
と
、
多
ぐ
の
入
た
ち
が
、
廊
下
に
出
て
喫
煙
し
た

り
し
て
い
た
。

こ
う
い
う
ふ
し
ぎ
な
こ
と
か
な
く
な
り
、
狂
言
は

み
ん
な
の
楽
し
む
芸
に
な
り
、
狂
言
だ
け
の
会
か
、

さ
か
ん
に
催
さ
れ
る
。

文
楽
で
も
寄
靡
の
芸
で
も
、
そ
れ
を
せ
っ
せ
と
見

3

、
(
'
し

え
し
ガ

あ
り
、
そ
れ
を
反
映
し
た
舞
台
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

「
勧
進
帳
」
を
こ
し
ら
え
た
七
代
目
は
、
い
え
の
芸
を

整
理
し
て
後
代
に
伝
え
よ
う
と
す
る
大
事
業
を
、
み

ご
と
に
成
功
さ
せ
た
]
方
‘
古
典
を
新
し
い
演
出
で

見
せ
た
り
、
新
し
い
脚
本
で
、
い
ろ
い
ろ
な
役
柄
を

開
拓
し
た
。
そ
の
子
で
明
治
を
代
表
す
る
名
優
の
九

代
目
は
、
「
活
歴
」
と
よ
ば
れ
る
史
劇
を
得
意
と
し
、

実
物
の
よ
う
な
リ
ア
リ
テ
ィ
で
、
家
康
や
清
正
や
大

石
内
蔵
助
を
演
じ
た
の
だ
っ
た
。

こ
ん
ど
の
三
か
月
の
間
に
、
十
八
番
を
演
じ
る
の

は
襲
名
し
た
以
上
、
当
然
課
せ
ら
れ
る
至
上
命
令
だ

が
、
じ
つ
は
十
一
代
目
の
初
演
し
た
「
若
き
日
の
信

長
」
か
、
親
ゆ
ず
り
の
役
で
、
十
二
代
目
と
し
て
は
、

い
ち
ば
ん
楽
し
そ
う
に
、
好
演
を
見
せ
て
い
た
の
だ
c

こ
れ
を
見
て
も
、
十
二
代
目
は
、
よ
き
作
家
の
よ

き
作
品
を
求
め
、
自
分
な
り
の
新
し
い
歌
舞
伎
を
創

造
し
よ
う
と
す
る
べ
き
だ
ろ
う
。
大
正
か
ら
昭
和
に

か
け
て
三
十
年
間
二
代
目
左
団
次
が
、
岡
本
綺
堂
、

岡
鬼
太
郎
、
真
山
青
果
の
た
め
に
、
じ
つ
に
多
く
の

名
演
技
を
示
し
た
こ
と
を
、
現
代
の
俳
優
そ
し
て
、

松
竹
の
興
行
者
は
、
ぜ
ひ
確
認
し
て
も
ら
い
た
い
。

そ
の
時
代
そ
の
時
代
の
観
客
は
、
つ
ね
に
性
格
や

好
み
か
ち
が
っ
て
い
る
。
そ
う
い
う
フ
ァ
ン
を
満
足

さ
せ
る
に
は
、
新
歌
舞
伎
の
代
表
作
は
む
ろ
ん
演
じ

る
以
外
に
現
代
人
か
喜
び
、
し
か
も
歌
舞
伎
独
特
の

手
法
を
活
用
し
た
新
し
い
脚
本
の
生
ま
れ
る
の
を
、

切
に
望
む
の
で
あ
る
。
劇
作
家
も
大
劇
場
の
女
優
主

な
者
が
生
涯
、
そ
れ
ら
の
楽
し
み
を
知
ら
ず
に
お
わ

っ
て
し
ま
う
と
い
っ
た
こ
と
も
、
そ
ん
な
に
遠
い
昔

の
話
で
は
な
か
っ
た
よ
う
だ
。

落
語
の
プ
ー
ム
は
、
戦
後
に
勃
興
し
た
ま
ま
、
す

っ
と
続
き
、
各
大
学
に
オ
チ
研
（
落
語
研
究
会
）
が

で
き
、
ま
だ
若
い
は
な
し
家
が
司
会
を
し
た
り
、
役

者
に
な
っ
た
り
も
し
て
、
若
い
女
性
の
人
気
者
に
な

っ
て
も
い
る
。

こ
れ
は
、
ラ
ジ
オ
、
そ
し
て
テ
レ
ビ
に
よ
る
普
及

で
あ
る
。
文
楽
に
し
て
も
、
実
際
の
公
演
に
劇
場
ま

で
ゆ
く
人
数
は
多
く
な
い
と
は
い
え
、
電
波
を
通
じ

て
義
太
夫
を
聴
い
た
り
、
人
形
を
見
た
り
し
な
い
者

は
い
な
い
だ
ろ
う
。

一
方
で
は
、
伝
統
芸
の
能
楽
、
歌
舞
伎
、
邦
楽
邦

舞
の
一
流
は

r

人
間
国
宝
と
俗
称
さ
れ
る
無
形
文
化

財
に
推
挙
さ
れ
、
芸
術
祭
、
芸
術
院
、
文
部
大
臣
か

ら
え
ら
ば
汎
て
受
賞
も
し
、
芸
術
院
賞
あ
る
い
は
文

化
功
労
者
に
な
る
人
さ
え
出
て
き
た
e

i
l
し
し
る
い
ろ
経
済
的
な

事
情
が
か
ら
む
の
は
わ
か
っ
て
い
る
が
、
で
き
な
い

相
談
で
は
な
い
。

猿
之
助
の
よ
う
に
、
積
柩
的
に
自
分
で
古
典
の
復

活
と
フ
ァ
ン
ヘ
の
サ
ー
ビ
ス
を
絶
え
ず
考
え
、
外
国

に
ま
で
単
身
の
一
座
で
出
張
す
る
姿
勢
も
、
高
く
評

価
で
き
る
が
、
租
父
猿
翁
以
来
の
こ
う
し
た
「
新
人
」

に
く
ら
べ
て
、
日
向
ぼ
っ
こ
を
し
て
い
る
よ
う
な
の

ん
き
な
役
者
も
い
る
。
老
年
期
の
大
幹
部
も
、
そ
の

親
た
ち
に
く
ら
べ
る
と
、
出
演
の
数
を
少
な
く
し
た

が
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
の
で
あ
る
。

こ
の
六
月
の
末
に
、
四
国
琴
平
に
復
元
さ
れ
、
文

化
財
と
し
て
指
定
さ
れ
て
い
る
金
丸
座
か
、
文
化
庁

の
格
別
の
配
慮
で
、
実
際
に
歌
舞
伎
を
上
演
し
て
見

せ
て
く
れ
た
の
は
、
近
来
の
快
挙
だ
っ
た
。

平
土
間
や
慶
島
に
す
わ
っ
て
見
る
の
は
、
椅
子
に

馴
れ
た
者
に
は
、
い
さ
さ
か
苦
痛
と
い
え
な
い
こ
と

も
な
か
っ
た
か
、
建
造
物
が
本
来
の
目
的
、
正
し
い

意
味
を
も
っ
て
、
た
っ
た
三
日
で
も
蘇
生
し
、
脈
を

打
ち
、
呼
吸
し
た
わ
け
だ
。

そ
れ
に
う
れ
し
い
の
は
、
吉
右
衛
門
が
、
こ
の
「
小

屋
」
に
ふ
さ
わ
し
い
桜
姫
清
玄
の
台
本
を
ア
レ
ン
ジ

し
た
こ
と
で
‘
猿
之
助
と
同
じ
よ
う
な
、
軒
昂
た
る

意
気
に
拍
手
を
送
り
た
い
と
思
っ
た
。

犬
山
の
明
治
村
に
も
、

1

知
即
座
と
い
う
昔
の
劇
場

か
移
築
さ
れ
て
い
る
か
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
保
存
さ

---9---

戸

板

康

二

（
演
劇
評
輪
家
）

芸

能

の

あ

り

方

99"‘ 

ー
⑰
い
岳
◎

璽
lL
劇
場
、
国
是
胆
楽
堂
、
国
立
文
楽
劇
場
か
建

っ
た
こ
と
と
と
も
に
、
戦
前
に
く
ら
べ
て
、
た
し
か

に
国
家
か
ら
認
め
ら
れ
る
存
在
に
な
っ
た
古
典
芸
が

蒙
っ
て
い
る
待
遇
は
、
そ
の
道
の
人
々
に
は
、
う
れ

し
い
に
ち
が
い
な
い
。

し
か
し
、
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
ひ
と

ロ
に
古
典
と
い
う
が
、
い
ま
博
物
館
の
ガ
ラ
ス
棚
に

守
ら
れ
て
い
る
美
術
品
と
同
じ
よ
う
に
、
原
形
を
大

切
に
保
存
す
る
だ
け
で
は
、
結
局
、
そ
れ
ら
の
芸
が

完
全
に
生
き
て
い
る
と
は
い
え
な
い
と
い
う
問
題
が

あ

る

。

．

私
の
知
っ
て
い
る
名
人
で
も
、
能
の
桜
間
弓
川
、

文
楽
の
山
城
少
橡
、
歌
舞
伎
の
六
代
目
菊
五
郎
と
い

う
人
々
は
、
先
入
に
敦
わ
っ
た
古
典
を
、
自
分
な
り

に
咀
哨
し
消
化
し
て
、
べ
つ
の
芸
の
よ
う
に
仕
上
げ

こ。
キ
ー

そ
う
い
う
名
人
に
対
し
て
、
決
し
て
新
し
い
こ
と

を
し
な
い
頑
固
な
名
人
も
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
二

つ
が
車
の
両
輪
の
よ
う
に
、
芸
の
世
界
を
ゆ
た
か
に

し
て
い
た
の
だ
。

落
語
に
し
て
も
、
八
方
破
れ
の
志
ん
生
に
対
し
、

演
目
の
時
間
が
三
十
秒
も
狂
わ
な
い
と
い
わ
れ
た
桂

文
楽
が
い
て
、
こ
の
二
人
が
同
じ
日
の
落
語
会
に
揃

っ
て
出
演
し
た
時
な
ど
、
わ
く
わ
く
し
た
も
の
で
あ

っ
た
。

盛
大
な
披
霧
興
行
を
催
し
、
十
二
代
目

う
名
前
が
で
き
た
c

＿
二
か
月
の
あ
い
だ

劇
場
が
生
き
た
姿
で
見
ら
れ
た
の
は
、
じ
つ
に
珍

ら
し
く
、
た
の
し
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
こ

の
催
し
は
町
を
挙
げ
て
の
大
イ
ベ
ン
ト
と
な
り
、
町

の
若
い
女
性
が
、
奉
仕
的
に
赤
い
前
垂
れ
を
か
け
た

「
お
茶
子
」
と
し
て
、
観
客
接
待
を
し
た
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
‘
琴
平
と
い
う
門
前
町
の
祭
典
に
な
っ
た・

の
で
、
そ
う
い
う
あ
り
方
で
祇
園
祭
と
同
じ
よ
う
こ
、

す
べ
て
の
人
々
が
熱
心
に
協
力
し
て
い
る
。

も
っ
と
も
、
い
ま
全
国
の
祭
礼
、
年
中
行
事
、
郷

土
芸
能
は
、
テ
レ
ビ
や
文
化
映
画
、
そ
の
他
の
情
報

の
媒
体
を
通
じ
周
知
さ
れ
、
し
か
も
そ
れ
は
観
光
客

誘
致
の
た
め
に
、
平
均
的
日
本
人
の
好
む
よ
う
な
形

式
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
神
の
降
臨
て
あ
る
以
上
、
日

を
変
更
で
き
な
い
は
ず
の
祭
礼
か
日
曜
日
と
い
う
こ

と
に
な
っ
た
り
、
素
朴
な
芸
能
の
衣
装
が
カ
ラ
ー
テ

レ
ビ
の
う
つ
り
の
い
い
よ
う
に
改
め
ら
れ
た
り
、
そ

う
い
う
異
変
も
時
世
と
し
て
や
む
を
得
な
い
か
も
知

れ
な
い
が
、
そ
ん
な
こ
と
は
ど
う
で
も
い
い
と
い
っ

て
は
な
ら
な
い
も
の
だ
と
だ
け
は
、
基
本
的
に
、
知

っ
て
い
て
も
ら
い
た
い
。

一
般
の
伝
統
芸
に
お
い
て
も
、
こ
れ
ら
と
似
た
よ

う
な
疑
問
が
存
在
す
る
が
、
す
べ
て
深
く
考
え
、
真
贋

に
つ
い
て
の
見
分
け
だ
け
は
、
忘
れ
て
は
な
る
ま
い
。

戸
板
康
二
（
と
い
た
・
や
す
し
）
大
正
4
年
1
2
月
1
4
日
、
束
京
生
ま
れ

C

晨
義
塾
大
学
国
文
科
卒
業
。
日
本
演
劇
協
会
常
任
理
事
。
昭
和
2
8
年
、

文
部
大
臣
賞
、
同
3
4
年
、
「
固
十
郎
切
腹
事
件
」
に
て
直
木
貸
受
賞
、
同
5
1

年
菊
池
究
賞
、
同
5
2
年
芸
術
院
夏
責
喜
に
「
ち
ょ
っ
と
い
い
話
」

（
文
芸
春
秋
）
、
「
歌
舞
伎
輪
諮
」
（
小
学
館
）
等
が
あ
る
。
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定

価

年
間
購
読
料

し
か
っ
た
今
年
の
夏
も
よ
う
や
く
終
わ

ろ
う
と
し
て
＇
い
ま
す
が
、
皆
様
は
い
か
が
お

過
し
で
し
ょ
う
か
。

0
今
月
は
、
我
が
国
の
伝
統
芸
能
に
つ
い
て
、

外
国
か
ら
ど
の
よ
う
に
み
ら
れ
て
い
る
か
、

ま
た
、
そ
の
保
存
継
承
に
つ
い
て
ど
の
よ
う

に
考
え
る
ぺ
き
か
と
い
う
異
な
る
二
つ
の
視

点
か
ら
、
河
竹
、
戸
板
、
宮
本
三
先
生
の
玉

稿
を
頂
き
ま
し
た
。

河
竹
先
生
か
薔
い
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
、

最
近
の
外
国
に
お
け
る
日
本
文
化
、
と
り
わ

け
伝
統
芸
能
に
対
す
る
「
知
識
‘
理
解
度
の

深
ま
り
と
知
的
欲
求
の
大
き
さ
」
に
は
顕
著

な
も
の
か
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
際
心
せ
ね
ば

な
ら
な
い
こ
と
は
、
戸
板
先
生
の
論
考
に
あ

り
ま
す
よ
う
に
、
「
伝
統
芸
一
般
に
つ
い
て
i
深

く
考
え
、
真
贋
に
つ
い
て
の
見
分
け
だ
け
は
、

忘
れ
て
は
な
る
ま
い
」
こ
と
で
は
な
い
か
と

思
わ
れ
ま
す
。

L

(

S

)
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