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もっと小美玉を語りたくなるマガジン



お祭りが大好きな虹明くんは

お気に入りの獅子頭も一緒に

持ってきてくれました。

今月の表紙

小川坂下青年會の會長である

藤﨑洋介さんと次男の虹明く

ん。二人のような後ろ姿がまち

にあふれる日が、早く来ること

を願います。

祭りの様子が見られます！

第１９６号

もっと小美玉を語りたくなるマガジン

　
７
月
に
入
る
と
、
お
囃
子
や
太
鼓
の

音
が
鳴
り
出
し
、
夏
祭
り
の
季
節
が

来
た
と
感
じ
ま
す
。
そ
ん
な
毎
年
の

風
景
が
コ
ロ
ナ
禍
で
一
変
し
ま
し
た
。

私
た
ち
の
暮
ら
し
は
大
き
く
変
わ

り
、
特
に
、
人
が
集
ま
る
行
事
は
中
止

や
規
模
の
縮
小
を
余
儀
な
く
さ
れ
ま

し
た
。
地
域
の
祭
り
や
伝
統
行
事
な

ど
の
年
中
行
事
も
そ
の
影
響
を
受
け

て
い
ま
す
。

コ
ロ
ナ
禍
の
年
中
行
事

　
全
国
的
に
も
祭
り
や
年
中
行
事
は

後
継
者
不
足
に
悩
み
な
が
ら
、
伝
統

を
絶
や
さ
ぬ
た
め
に
地
域
や
団
体
が

努
力
を
重
ね
て
い
ま
す
。
今
回
は
小

美
玉
に
あ
る
二
つ
の
祇
園
祭
と
創
作

太
鼓
団
体
に
焦
点
を
当
て
、
コ
ロ
ナ
禍

の
中
で
奮
闘
す
る
若
者
を
取
材
し
ま

し
た
。

次
の
世
代
に
つ
な
ぐ他にも

いろんな

動画を

公開中！

写真・紹介文：「小美玉市体験型観光PR動画DISCOVER OMITAMA夏祭り編」より

江戸時代前期に園部川上流で伝染病が流行し、原因だと噂された牛

頭天王の御神体の金幣が園部川に流され、竹原村に流れ着き祠を建

てて祀りました。御神体が寒さで「アワアワ」と震えていたとの言い伝

えから「アワアワ祇園」と名づけられました。

小川の祇園祭は1530年頃に園部城主によって

始められたと伝えられています。神輿渡御、山

車や獅子の巡行があり、賑やかなお囃子も響

き渡ります。當家祭などの神事は小美玉市無

形民俗文化財に指定されています。

こうめい

ず てんのう

ご

ぎおんさい

みこし    とぎょ

はやし

とうやさい

だ

し

ごしんたい きんぺい ほこら

かい
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「
小
川
の
祇
園
」
は
毎
年
７
月
の
中
旬
に

開
催
さ
れ
る
素
鵞
神
社
の
祭
礼
と
し
て
多

く
の
人
に
親
し
ま
れ
て
い
ま
す
。
小
学
生

の
頃
は
夏
休
み
が
始
ま
っ
た
そ
の
日
が
小

川
の
祇
園
。
２
歳
の
頃
か
ら
祭
り
に
参
加

し
て
、
太
鼓
を
叩
き
た
い
、
笛
を
吹
き
た
い
、

獅
子
を
振
っ
て
み
た
い
と
い
う
想
い
を
持

ち
な
が
ら
、
実
の
兄
や
近
所
の
お
兄
さ
ん

た
ち
に
太
鼓
を
教
え
て
も
ら
い
ま
し
た
。

練
習
が
進
む
に
つ
れ
、
祇
園
祭
へ
の
気
持

ち
が
盛
り
上
が
っ
て
い
っ
た
こ
と
を
覚
え

て
い
ま
す
。

　
２２
歳
の
時
に
、
憧
れ
て
い
た
東
京
に
引
っ

越
し
ま
し
た
が
、
離
れ
て
い
る
間
も
と
き

お
り
地
元
や
祭
り
に
顔
を
出
し
て
い
ま
し

た
。
１０
年
前
に
地
元
に
帰
っ
て
き
て
、
最
初

は
祇
園
祭
へ
の
参
加
に
不
安
も
あ
り
ま
し

た
が
、
昔
か
ら
の
仲
間
や
先
輩
た
ち
が
温

か
く
迎
え
て
く
れ
ま
し
た
。
改
め
て
地
元

の
良
さ
、祇
園
祭
の
良
さ
を
再
確
認
で
き

ま
し
た
。

夏
の
合
図

　
大
学
進
学
と
と
も
に
地
元
を
離
れ
、
２８

歳
の
時
に
家
業
の
仕
事
を
継
ぐ
た
め
に
地

元
へ
戻
り
、
上
町
青
年
部
に
加
入
し
ま
し

た
。
久
し
ぶ
り
の
祭
り
は
自
分
が
子
ど
も

の
頃
に
体
験
し
た
祭
り
と
違
っ
て
い
て
驚

き
ま
し
た
。
御
神
輿
を
担
ぐ
人
や
子
ど
も

が
少
な
か
っ
た
か
ら
で
す
。
上
町
の
子
ど

も
会
だ
け
で
は
子
ど
も
獅
子
が
行
う
こ
と

が
で
き
ず
、
他
の
町
内
に
声
を
か
け
て
子

ど
も
会
に
入
っ
て
も
ら
い
ま
し
た
。
ま
た
、

子
ど
も
獅
子
を
動
か
す
時
も
上
町
青
年

部
が
協
力
し
て
く
れ
て
い
ま
す
。
こ
う
し

た
現
状
に
、
祭
り
を
続
け
ら
れ
る
の
か
と

い
う
危
機
感
を
感
じ
て
い
ま
す
。

ふ
る
さ
と
を
離
れ
て
知
っ
た
現
状

　
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
り
、
祭
り
が
開
催
で
き
て

い
な
い
状
況
は
、
子
ど
も
た
ち
の
中
で
祭

り
を
体
験
で
き
な
い
空
白
の
期
間
が
で
き

て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
。
祭
り
は
夏
の
風

物
詩
で
す
。
現
代
の
子
ど
も
た
ち
に
は
遊

色
褪
せ
な
い
体
験

　
竹
原
ア
ワ
ア
ワ
祇
園
で
は
、
５
町
｟
上

町
・
横
町
・
仲
町
・
裏
町
・
坂
下
｠
で
御
神
輿

を
回
し
、
上
町
と
坂
下
の
子
ど
も
会
が

「
子
ど
も
獅
子
」
を
行
っ
て
い
ま
す
。
自
分

自
身
も
小
学
１
年
生
の
頃
に
初
め
て
参
加

し
て
、
小
さ
な
太
鼓
か
ら
始
ま
り
高
学
年

に
な
る
と
大
き
な
太
鼓
を
叩
い
て
い
ま
し

た
。
当
時
は
子
ど
も
が
た
く
さ
ん
い
て
活

気
が
あ
り
ま
し
た
。
６
月
に
入
る
と
練
習

が
始
ま
り
、
地
域
の
大
人
に
教
え
て
も
ら

い
、
練
習
を
通
し
て
大
人
た
ち
と
顔
見
知

り
に
な
っ
て
い
っ
た
の
を
よ
く
覚
え
て
い
ま

す
。

祇
園
を
通
し
て
大
人
を
知
る

　
神
様
を
暖
め
る
た
め
に
各
家
の
前
に
あ

る
麦
藁
を
燃
や
す
の
が
竹
原
ア
ワ
ア
ワ
祇

園
の
特
徴
で
す
。早
す
ぎ
ず
、遅
す
ぎ
ず
に

燃
や
す
タ
イ
ミ
ン
グ
が
大
切
。藁
が
燃
え

さ
か
る
中
を
御
神
輿
が
通
る
様
子
は
非
日

常
感
に
あ
ふ
れ
て
い
て
好
き
な
場
面
で
す
。

麦
の
わ
ら
を
燃
や
す
、
非
日
常
感

　
令
和
２
年
に
は
自
分
が
青
年
會
の
會
長

を
務
め
て
い
た
坂
下
町
が
年
番
町
に
な
り
、

九
町
の
青
年
會
で
組
織
す
る
「大
獅
子
會
」

の
代
表
に
な
り
ま
し
た
。
例
年
、
大
獅
子
會

の
会
合
は
祇
園
祭
中
に
行
わ
れ
る
「
大
獅

子
パ
レ
ー
ド
」
の
打
ち
合
わ
せ
の
み
で
し
た
。

で
も
、
コ
ロ
ナ
の
影
響
で
祇
園
祭
の
規
模
が

縮
小
さ
れ
る
中
、
代
表
と
し
て
素
鵞
神
社

を
盛
り
上
げ
た
い
と
い
う
想
い
が
募
り
、
初

め
て
九
町
の
代
表
を
集
め
て
パ
レ
ー
ド
以

外
の
会
合
を
持
ち
ま
し
た
。
そ
の
中
で
九

町
の
代
表
た
ち
も
自
分
と
同
じ
想
い
を

持
っ
て
い
る
こ
と
を
知
り
ま
し
た
。

　
コ
ロ
ナ
禍
で
も
素
鵞
神
社
で
の
神
事
は
行

わ
れ
て
い
た
の
で
、
そ
の
際
に
九
町
の
獅
子

頭
を
展
示
す
る
こ
と
を
決
め
ま
し
た
。
素

鵞
神
社
の
宮
司
さ
ん
と
総
代
長
に
大
獅
子

會
と
し
て
展
示
を
行
い
た
い
こ
と
を
相
談

す
る
と
「
ぜ
ひ
、
や
ろ
う
」
と
背
中
を
押
し

て
く
れ
ま
し
た
。
代
表
を
務
め
る
不
安
が

あ
る
中
で
本
当
に
う
れ
し
か
っ
た
で
す
。

初
め
て
の
試
み

　
息
子
は
１
歳
の
頃
か
ら
ベ
ビ
ー
カ
ー
に

乗
っ
て
祇
園
祭
に
参
加
し
て
い
ま
す
。
獅

子
が
通
る
場
所
を
散
歩
す
る
と
祭
り
を

思
い
出
し
て
「
こ
こ
に
獅
子
が
あ
る
よ
」
と

話
し
て
き
ま
す
。
息
子
の
た
め
に
も
、
祇

園
祭
を
や
り
た
い
と
い
う
気
持
ち
は
大
き

い
で
す
。
自
分
が
子
ど
も
の
頃
に
感
じ
た

こ
と
や
教
え
て
も
ら
っ
た
こ
と
を
次
の
世

代
に
伝
え
た
い
で
す
。

受
け
継
ぐ
思
い
を
次
の
世
代
へ

　
小川坂下青年會會長 ・ 大獅子會代表

藤﨑 洋介 さん （39 歳）

ふじさき　　ようすけ

　

ぶ
ツ
ー
ル
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
し
か

し
、
汗
を
か
い
て
練
習
し
て
、
当
日
に
向
け

た
高
揚
感
は
祭
り
で
し
か
味
わ
え
な
い
体

験
で
す
。
地
元
に
祭
り
が
あ
る
こ
と
を
体

験
し
て
も
ら
う
こ
と
が
、
地
域
の
伝
統
を

次
の
世
代
に
つ
な
い
で
い
く
た
め
に
大
切

だ
と
思
い
ま
す
。
子
ど
も
が
少
な
い
状
況

を
変
え
る
の
は
難
し
い
で
す
が
、
だ
か
ら

こ
そ
、
い
つ
で
も
始
め
ら
れ
る
よ
う
な
体

制
に
し
て
お
く
こ
と
、
そ
れ
が
今
の
自
分

の
目
標
で
す
。

祇園祭の写真を見ながら伝統への想いを語ってくれました。（左：平成15年、右：令和元年）

令和３年に初めて行った獅子頭の展示

上：父と子の祭りの支度

下：取材協力：Ｄｉｎｓ．Ｃ（ﾃﾞｨﾝｽﾞｶﾌｪ）田木谷259-3

竹原上町青年部役員 ・ 子ども会会長

新堀 一彦さん （40 歳）

にいぼり　　かづひこ

お
み
こ
し

む
ぎ
わ
ら

か
い

子ども獅子で太鼓を叩く長男の日々樹くん（右）長男の日々樹くん（右）と次男の佳生くん（左） 燃やした藁の上を歩く御神輿
ひびき かい
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た
ち
に
は
遊

色
褪
せ
な
い
体
験

　
竹
原
ア
ワ
ア
ワ
祇
園
で
は
、
５
町
｟
上

町
・
横
町
・
仲
町
・
裏
町
・
坂
下
｠
で
御
神
輿

を
回
し
、
上
町
と
坂
下
の
子
ど
も
会
が

「
子
ど
も
獅
子
」
を
行
っ
て
い
ま
す
。
自
分

自
身
も
小
学
１
年
生
の
頃
に
初
め
て
参
加

し
て
、
小
さ
な
太
鼓
か
ら
始
ま
り
高
学
年

に
な
る
と
大
き
な
太
鼓
を
叩
い
て
い
ま
し

た
。
当
時
は
子
ど
も
が
た
く
さ
ん
い
て
活

気
が
あ
り
ま
し
た
。
６
月
に
入
る
と
練
習

が
始
ま
り
、
地
域
の
大
人
に
教
え
て
も
ら

い
、
練
習
を
通
し
て
大
人
た
ち
と
顔
見
知

り
に
な
っ
て
い
っ
た
の
を
よ
く
覚
え
て
い
ま

す
。

祇
園
を
通
し
て
大
人
を
知
る

　
神
様
を
暖
め
る
た
め
に
各
家
の
前
に
あ

る
麦
藁
を
燃
や
す
の
が
竹
原
ア
ワ
ア
ワ
祇

園
の
特
徴
で
す
。早
す
ぎ
ず
、遅
す
ぎ
ず
に

燃
や
す
タ
イ
ミ
ン
グ
が
大
切
。藁
が
燃
え

さ
か
る
中
を
御
神
輿
が
通
る
様
子
は
非
日

常
感
に
あ
ふ
れ
て
い
て
好
き
な
場
面
で
す
。

麦
の
わ
ら
を
燃
や
す
、
非
日
常
感

　
令
和
２
年
に
は
自
分
が
青
年
會
の
會
長

を
務
め
て
い
た
坂
下
町
が
年
番
町
に
な
り
、

九
町
の
青
年
會
で
組
織
す
る
「大
獅
子
會
」

の
代
表
に
な
り
ま
し
た
。
例
年
、
大
獅
子
會

の
会
合
は
祇
園
祭
中
に
行
わ
れ
る
「
大
獅

子
パ
レ
ー
ド
」
の
打
ち
合
わ
せ
の
み
で
し
た
。

で
も
、
コ
ロ
ナ
の
影
響
で
祇
園
祭
の
規
模
が

縮
小
さ
れ
る
中
、
代
表
と
し
て
素
鵞
神
社

を
盛
り
上
げ
た
い
と
い
う
想
い
が
募
り
、
初

め
て
九
町
の
代
表
を
集
め
て
パ
レ
ー
ド
以

外
の
会
合
を
持
ち
ま
し
た
。
そ
の
中
で
九

町
の
代
表
た
ち
も
自
分
と
同
じ
想
い
を

持
っ
て
い
る
こ
と
を
知
り
ま
し
た
。

　
コ
ロ
ナ
禍
で
も
素
鵞
神
社
で
の
神
事
は
行

わ
れ
て
い
た
の
で
、
そ
の
際
に
九
町
の
獅
子

頭
を
展
示
す
る
こ
と
を
決
め
ま
し
た
。
素

鵞
神
社
の
宮
司
さ
ん
と
総
代
長
に
大
獅
子

會
と
し
て
展
示
を
行
い
た
い
こ
と
を
相
談

す
る
と
「
ぜ
ひ
、
や
ろ
う
」
と
背
中
を
押
し

て
く
れ
ま
し
た
。
代
表
を
務
め
る
不
安
が

あ
る
中
で
本
当
に
う
れ
し
か
っ
た
で
す
。

初
め
て
の
試
み

　
息
子
は
１
歳
の
頃
か
ら
ベ
ビ
ー
カ
ー
に

乗
っ
て
祇
園
祭
に
参
加
し
て
い
ま
す
。
獅

子
が
通
る
場
所
を
散
歩
す
る
と
祭
り
を

思
い
出
し
て
「
こ
こ
に
獅
子
が
あ
る
よ
」
と

話
し
て
き
ま
す
。
息
子
の
た
め
に
も
、
祇

園
祭
を
や
り
た
い
と
い
う
気
持
ち
は
大
き

い
で
す
。
自
分
が
子
ど
も
の
頃
に
感
じ
た

こ
と
や
教
え
て
も
ら
っ
た
こ
と
を
次
の
世

代
に
伝
え
た
い
で
す
。

受
け
継
ぐ
思
い
を
次
の
世
代
へ

　
小川坂下青年會會長 ・ 大獅子會代表

藤﨑 洋介 さん （39 歳）

ふじさき　　ようすけ

　

ぶ
ツ
ー
ル
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
し
か

し
、
汗
を
か
い
て
練
習
し
て
、
当
日
に
向
け

た
高
揚
感
は
祭
り
で
し
か
味
わ
え
な
い
体

験
で
す
。
地
元
に
祭
り
が
あ
る
こ
と
を
体

験
し
て
も
ら
う
こ
と
が
、
地
域
の
伝
統
を

次
の
世
代
に
つ
な
い
で
い
く
た
め
に
大
切

だ
と
思
い
ま
す
。
子
ど
も
が
少
な
い
状
況

を
変
え
る
の
は
難
し
い
で
す
が
、
だ
か
ら

こ
そ
、
い
つ
で
も
始
め
ら
れ
る
よ
う
な
体

制
に
し
て
お
く
こ
と
、
そ
れ
が
今
の
自
分

の
目
標
で
す
。

祇園祭の写真を見ながら伝統への想いを語ってくれました。（左：平成15年、右：令和元年）

令和３年に初めて行った獅子頭の展示

上：父と子の祭りの支度

下：取材協力：Ｄｉｎｓ．Ｃ（ﾃﾞｨﾝｽﾞｶﾌｪ）田木谷259-3

竹原上町青年部役員 ・ 子ども会会長

新堀 一彦さん （40 歳）

にいぼり　　かづひこ

お
み
こ
し

む
ぎ
わ
ら

か
い

子ども獅子で太鼓を叩く長男の日々樹くん（右）長男の日々樹くん（右）と次男の佳生くん（左） 燃やした藁の上を歩く御神輿
ひびき かい
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生涯学習課で文化財係を担当する本田信之

日本の伝統楽器「和太鼓」。その歴史は古く、日本を代表する伝統楽器と言われています。

小美玉市には「創作太鼓」という形で和太鼓に情熱を傾ける

「創作和太鼓集団みのり太鼓」「小川太鼓」「玉里創作太鼓」という３つの太鼓団体があります。

今回、コロナ禍の中で「小川太鼓」と「玉里創作太鼓」の有志による

「響鳴太鼓まつり実行委員会」が立ち上がり、

６月５日（日）に「響鳴太鼓まつり～銀河の向日へ～」が開催されました。

その委員会の中心を担う、「玉里創作太鼓」の若き太鼓打ちに伝統楽器である「和太鼓」への思い、

そして次の世代への想いを聞きました。

写真提供：響鳴太鼓まつり実行委員会

響鳴太鼓まつり実行委員 ・ 玉里創作太鼓会員

児玉 将彦さん （３０歳）

こだま　　  まさひこ

広報おみたま「小美玉市の歴史を知ろう」のコーナーで小美玉の歴史を伝えている

市職員の学芸員に市内の伝統行事の継承について聞いてみました。

　
小
美
玉
市
の
下
馬
場
区
に
あ
る
鹿
嶋
神
社

や
小
川
の
祇
園
祭
で
使
用
さ
れ
る
御
神
輿

や
踊
屋
台
な
ど
、
神
社
や
祭
礼
に
関
係
す
る

建
築
を
手
が
け
た
大
工
棟
梁
の
「雨
个
谷
八

十
吉
」。
今
年
生
誕
１
５
０
年
に
あ
た
り
、
そ

の
節
目
に
八
十
吉
が
手
掛
け
た
神
社
と
祭

礼
の
建
築
に
焦
点
を
あ
て
た
参
考
展
が
、
小

川
資
料
館
で
開
催
さ
れ
ま
す
。

生
誕
１
５
０
周
年

上馬場区で行われている盆綱。地域の大人が作製し、子どもたちが墓地まで運ぶ。

こうした伝統行事もコロナ禍で開催見送りや規模縮小の状況が続いている。

入場無料

会期中に素鵞神社祇園祭のＤＶＤを上映します。

７月１６日（土）、２４日（日）

８月　７日（日）、２７日（土）

各日とも１１時と１４時

に上映します。

会

場

小美玉市小川資料館 展示室 （小川図書館２階）

休館日は月曜日（７月１８日は開館）と７月１９、２９日

小美玉市小川１６６４－２　☎０２９９－５８－５８２８

開
催
期
間 開館時間は９：３０から１８：00まで

※７月１８日、８月１１、１３、１４日は17：00まで

7月9日　 ー8月28日土 日

令和4年

　歴
史
だ
け
で
な
く
、
そ
こ
に
関
わ
っ

た
人
た
ち
の
想
い
が
あ
る
か
ら
こ
そ

伝
統
が
つ
な
が
っ
て
い
る
と
思
い
ま

す
。
会
期
中
は
１０
年
ほ
ど
前
に
撮
影

さ
れ
た
素
鵞
神
社
祇
園
祭
の
Ｄ
Ｖ
Ｄ

を
上
映
し
ま
す
。
コ
ロ
ナ
禍
で
祭
礼

の
規
模
は
縮
小
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

足
を
運
ん
で
、
伝
統
の
一
端
を
感
じ

て
み
て
く
だ
さ
い
。

小川資料館職員の和久法子さん

　
私
た
ち
の
身
近
に
あ
る
伝
統
文

化
は
、さ
ま
ざ
ま
な
時
代
背
景
や

人
と
人
の
関
わ
り
の
中
で
生
み
出

さ
れ
、今
ま
で
伝
え
守
ら
れ
て
き
た

「み
ん
な
の
財
産
」と
言
っ
て
い
い
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。し
か
し
、近
年
、少

子
高
齢
化
や
生
活
ス
タ
イ
ル
の
変

化
に
よ
り
、次
の
世
代
に
伝
え
る
こ

と
が
難
し
く
な
っ
て
い
ま
す
。
さ
ら

に
昨
今
の
コ
ロ
ナ
禍
は
そ
れ
に
拍

車
を
か
け
て
い
ま
す
。

　
市
内
で
は
特
色
の
あ
る
盆
行
事

と
し
て
「
盆
綱
」
が
い
く
つ
か
の
地

区
で
行
わ
れ
て
い
ま
す
。茨
城
県
内

で
は
、霞
ケ
浦
と
北
浦
周
辺
、涸
沼

と
涸
沼
川
流
域
、牛
久
沼
や
小
貝

川
流
域
な
ど
に
限
ら
れ
、小
美
玉

市
で
は
他
の
市
町
村
よ
り
も
多
く

の
地
区
で
行
わ
れ
て
い
ま
す
。盆
綱

は
子
ど
も
た
ち
が
藁
で
作
っ
た
綱

を
引
い
て
墓
地
と
家
々
と
の
間
を

歩
き
、お
盆
に
ご
先
祖
様
の
霊
を
送

迎
す
る
も
の
で
、担
い
手
は
「子
ど

も
た
ち
」で
す
。こ
う
し
た
伝
統
文

化
を
伝
え
る
こ
と
は
、子
ど
も
た
ち

を
中
心
と
し
た
世
代
間
の
交
流
が

盛
ん
に
な
り
、地
域
づ
く
り
に
も
役

立
つ
側
面
も
あ
り
ま
す
。そ
う
し
た

意
味
で
も
次
の
世
代
に
伝
統
を
伝

え
る
こ
と
は
大
切
だ
と
思
い
ま
す
。

ぼ
ん
づ
な

子
ど
も
た
ち
の
成
長
の
場
を
つ
く
る

　
小
学
５
年
生
の
時
に
玉
里
創
作

太
鼓
が
学
校
に
演
奏
に
来
て
、
体

育
館
に
響
き
渡
っ
た
和
太
鼓
の
音

に
惚
れ
て
入
団
を
決
意
し
ま
し
た
。

平
成
16
年
に
入
団
し
て
か
ら
こ
れ

ま
で
、
周
り
の
大
人
た
ち
か
ら
学

び
、
時
に
は
助
け
て
も
ら
い
な
が

ら
こ
こ
ま
で
や
っ
て
き
ま
し
た
。

　
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
り
公
演
の
自
粛
が

続
く
中
で
、
新
し
い
和
太
鼓
の
祭

り
を
作
り
た
い
と
い
う
想
い
が
募

り
ま
し
た
。
公
演
は
一
人
で
は
で

き
ま
せ
ん
。
大
変
な
の
は
承
知
で

し
た
が
、「小
川
太
鼓
」の
浅
野
彩
夏

さ
ん
と
一
緒
に
そ
れ
ぞ
れ
の
団
体

の
ま
と
め
役
の
人
た
ち
に
相
談
し

な
が
ら
、
有
志
に
よ
る
実
行
委
員

会
を
立
ち
上
げ
ま
し
た
。
公
演
後
、

お
客
様
か
ら
「今
後
も
や
っ
て
ほ
し

い
」と
い
う
声
を
い
た
だ
き
、
開
催

し
て
本
当
に
良
か
っ
た
と
感
じ
ま

し
た
。
今
回
の
公
演
で
自
分
の

テ
ー
マ
は
運
営
側
を
頑
張
り
な
が

ら
、子
ど
も
た
ち
の
成
長
の
場
を
つ

く
る
こ
と
で
し
た
。和
太
鼓
は
人
を

育
て
ま
す
。
子
ど
も
た
ち
に
太
鼓

の
楽
し
さ
、
和
太
鼓
の
良
さ
、
曲
の

良
さ
を
伝
え
る
こ
と
が
次
の
世
代

に
つ
な
げ
る
た
め
に
大
切
だ
と

思
っ
て
い
ま
す
。
受
験
な
ど
の
理
由

で
太
鼓
か
ら
離
れ
た
子
が
ま
た

戻
っ
て
き
て
く
れ
る
こ
と
が
何
よ

り
う
れ
し
く
、
想
い
を
伝
え
た
結

果
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

担当
してます

あ
や
か

伝
統
の
継
承
が
地
域
づ
く
り
の
一
助
に

さん
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は
、さ
ま
ざ
ま
な
時
代
背
景
や

人
と
人
の
関
わ
り
の
中
で
生
み
出

さ
れ
、今
ま
で
伝
え
守
ら
れ
て
き
た

「み
ん
な
の
財
産
」と
言
っ
て
い
い
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。し
か
し
、近
年
、少

子
高
齢
化
や
生
活
ス
タ
イ
ル
の
変

化
に
よ
り
、次
の
世
代
に
伝
え
る
こ

と
が
難
し
く
な
っ
て
い
ま
す
。
さ
ら

に
昨
今
の
コ
ロ
ナ
禍
は
そ
れ
に
拍

車
を
か
け
て
い
ま
す
。

　
市
内
で
は
特
色
の
あ
る
盆
行
事

と
し
て
「
盆
綱
」
が
い
く
つ
か
の
地

区
で
行
わ
れ
て
い
ま
す
。茨
城
県
内

で
は
、霞
ケ
浦
と
北
浦
周
辺
、涸
沼

と
涸
沼
川
流
域
、牛
久
沼
や
小
貝

川
流
域
な
ど
に
限
ら
れ
、小
美
玉

市
で
は
他
の
市
町
村
よ
り
も
多
く

の
地
区
で
行
わ
れ
て
い
ま
す
。盆
綱

は
子
ど
も
た
ち
が
藁
で
作
っ
た
綱

を
引
い
て
墓
地
と
家
々
と
の
間
を

歩
き
、お
盆
に
ご
先
祖
様
の
霊
を
送

迎
す
る
も
の
で
、担
い
手
は
「子
ど

も
た
ち
」で
す
。こ
う
し
た
伝
統
文

化
を
伝
え
る
こ
と
は
、子
ど
も
た
ち

を
中
心
と
し
た
世
代
間
の
交
流
が

盛
ん
に
な
り
、地
域
づ
く
り
に
も
役

立
つ
側
面
も
あ
り
ま
す
。そ
う
し
た

意
味
で
も
次
の
世
代
に
伝
統
を
伝

え
る
こ
と
は
大
切
だ
と
思
い
ま
す
。

ぼ
ん
づ
な

子
ど
も
た
ち
の
成
長
の
場
を
つ
く
る

　
小
学
５
年
生
の
時
に
玉
里
創
作

太
鼓
が
学
校
に
演
奏
に
来
て
、
体

育
館
に
響
き
渡
っ
た
和
太
鼓
の
音

に
惚
れ
て
入
団
を
決
意
し
ま
し
た
。

平
成
16
年
に
入
団
し
て
か
ら
こ
れ

ま
で
、
周
り
の
大
人
た
ち
か
ら
学

び
、
時
に
は
助
け
て
も
ら
い
な
が

ら
こ
こ
ま
で
や
っ
て
き
ま
し
た
。

　
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
り
公
演
の
自
粛
が

続
く
中
で
、
新
し
い
和
太
鼓
の
祭

り
を
作
り
た
い
と
い
う
想
い
が
募

り
ま
し
た
。
公
演
は
一
人
で
は
で

き
ま
せ
ん
。
大
変
な
の
は
承
知
で

し
た
が
、「小
川
太
鼓
」の
浅
野
彩
夏

さ
ん
と
一
緒
に
そ
れ
ぞ
れ
の
団
体

の
ま
と
め
役
の
人
た
ち
に
相
談
し

な
が
ら
、
有
志
に
よ
る
実
行
委
員

会
を
立
ち
上
げ
ま
し
た
。
公
演
後
、

お
客
様
か
ら
「今
後
も
や
っ
て
ほ
し

い
」と
い
う
声
を
い
た
だ
き
、
開
催

し
て
本
当
に
良
か
っ
た
と
感
じ
ま

し
た
。
今
回
の
公
演
で
自
分
の

テ
ー
マ
は
運
営
側
を
頑
張
り
な
が

ら
、子
ど
も
た
ち
の
成
長
の
場
を
つ

く
る
こ
と
で
し
た
。和
太
鼓
は
人
を

育
て
ま
す
。
子
ど
も
た
ち
に
太
鼓

の
楽
し
さ
、
和
太
鼓
の
良
さ
、
曲
の

良
さ
を
伝
え
る
こ
と
が
次
の
世
代

に
つ
な
げ
る
た
め
に
大
切
だ
と

思
っ
て
い
ま
す
。
受
験
な
ど
の
理
由

で
太
鼓
か
ら
離
れ
た
子
が
ま
た

戻
っ
て
き
て
く
れ
る
こ
と
が
何
よ

り
う
れ
し
く
、
想
い
を
伝
え
た
結

果
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

担当
してます

あ
や
か

伝
統
の
継
承
が
地
域
づ
く
り
の
一
助
に

さん
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