
ク
サ
ビ
締
め
太
鼓
の
分
布
と
民
俗
文
化
の
地
域
性

小
　
島
　
美
　
子

　
は

じ
め
に

一　
日
本
の
ク
サ
ビ
締
め
太
鼓
の
構
造
と
分
布

二
　

日
本
以
外
の
ク
サ
ビ
締
め
太
鼓
の
構
造
と
分
布

　
お

わ

り
に

クサビ締め太鼓の分布と民俗文化の地域性

論
文
要
旨

　

日
本
の
民
俗
文
化
の
地
域
性
に
つ
い
て
考
え
る
場
合
、
大
き
く
は
ま
ず
西
日
本
と
東
日
本

と
い
う
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
る
考
え
方
が
一
般
的
で
あ
る
。
し
か
し
日
本
民
謡
の
音
階

分
析
の
結
果
、
西
日
本
と
東
日
本
の
差
よ
り
も
、
日
本
列
島
を
中
央
の
山
脈
で
縦
に
分
け
た

太
平
洋
側
と
日
本
海
側
と
い
う
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
の
違
い
の
方
が
、
む
し
ろ
強
く
現
わ
れ
る

傾
向
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
そ
の
た
め
本
稿
で
は
ク
サ
ビ
締
め
太
鼓
の
分
布
を
、
日
本

と
海
外
の
諸
民
族
に
つ
い
て
調
べ
、
そ
の
分
布
か
ら
日
本
の
民
俗
文
化
の
地
域
性
に
つ
い

て
、
や
は
り
同
じ
傾
向
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
示
し
、
日
本
文
化
の
形
成
の
問
題
に
も
少
し
ふ

れ
た
。

　

日
本
の
太
鼓
は
基
本
的
に
二
面
相
似
の
太
鼓
で
あ
る
が
、
皮
の
張
り
方
、
締
め
方
、
胴
の

形
な
ど
で
分
類
さ
れ
る
。
ク
サ
ビ
締
め
太
鼓
は
枠
の
な
い
締
め
太
鼓
で
、
締
め
ひ
も
の
間
に

ク
サ
ビ
を
入
れ
て
ひ
も
を
締
め
皮
を
強
く
張
る
タ
イ
プ
の
太
鼓
で
あ
る
。
こ
の
種
の
太
鼓
は

奄
美
諸
島
北
部
で
現
在
も
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
古
く
は
沖
縄
文
化
圏
全
体
に

広
が

っ

て

い
た

よ
う
で
、
現
在
で
も
与
論
島
、
波
照
間
島
な
ど
で
使
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の

中
で
奄
美
諸
島
北
部
で
と
く
に
様
式
化
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
ま
た
千
葉
県
千
倉
町
白
間
津
や
山
梨
県
秋
山
村
無
生
野
の
芸
能
で
も
、
大
型
の
ク
サ
ビ
締

め
太
鼓
が

使
わ
れ
て

い

る
。
さ
ら
に
韓
国
の
済
州
島
や
、
中
国
と
タ
イ
の
ヤ
オ
族
、
タ
イ
の

ア

カ
族
、
イ
ン
ド
な
ど
で
も
使
わ
れ
て
い
る
。
と
く
に
ヤ
オ
族
や
ア
カ
族
の
も
の
は
、
ク
サ

ビ

を
盛
大
に
使
っ
て
お
り
、
基
本
的
な
構
造
が
白
間
津
の
太
鼓
と
共
通
で
あ
る
。
こ
の
照
葉

樹
林
文
化
の

故
郷
の
よ
う
な
と
こ
ろ
は
、
一
大
楽
器
製
作
セ
ン
タ
ー
で
も
あ
り
、
こ
の
ク
サ

ビ

締
め
太
鼓
も
こ
こ
が
オ
リ
ジ
ン
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
そ

れ
が

お
そ

ら
く
民
間
レ
ベ
ル
の
ル
ー
ト
で
日
本
に
伝
え
ら
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
本
土
と
南
島
と
の
先
後
関
係
は
不
明
だ
が
、
こ
の
太
鼓
は
照
葉
樹
林
文
化
と
日
本
文
化

を
結
び
つ
け
る
一
つ
の
キ
イ
ワ
ー
ド
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
西
日
本
で
は
な
く
、
東
日
本

の

太
平
洋
側
に
堂
々
と
残
っ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
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は

じ
め
に

　

日
本
の
民
俗
文
化
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
地
域
差
、
あ
る
い
は
地
域
性
が
あ
る
と

考

え
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
共
同
研
究
は
そ
れ
を
前
提
と
し
て
始
め
ら
れ
た
も
の

だ

が
、
こ
の
地
域
差
、
あ
る
い
は
地
域
性
を
ど
の
レ
ベ
ル
で
捉
え
る
か
に
つ
い
て
は
、

多

く
の
議
論
が
分
か
れ
た
ま
ま
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ま
で
よ
り
も
集
中
的
な
調
査
研
究

を

つ
み
重
ね

な
け
れ
ば
、
そ
れ
ら
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
難
し
い
と
い
う
考
え
方

も
少
な
く
な
か
っ
た
が
、
私
自
身
は
こ
れ
ま
で
の
民
俗
音
楽
の
調
査
研
究
の
結
果
に
、

今
回
の
共
同
研
究
の
結
果
を
加
え
る
こ
と
に
よ
り
、
民
俗
音
楽
の
地
域
差
に
つ
い
て
、

全

国
的
な
レ
ベ
ル
で
の
一
定
の
地
域
的
な
グ
ル
ー
ピ
ン
グ
が
可
能
で
は
な
い
か
と
考

え
て
い
た
。
民
俗
音
楽
研
究
は
ま
だ
歴
史
が
浅
く
、
民
俗
音
楽
の
地
域
性
に
つ
い
て

本
格
的
に
研
究
に
取
組
ん
だ
研
究
は
き
わ
め
て
少
な
く
、
一
般
に
は
東
日
本
と
西
日

本
の
民
謡
の
違
い
が
漠
然
と
認
識
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
状
態
で
あ
っ
た
か
ら
、

少
な
く
と
も
そ
の
確
認
の
作
業
は
行
い
た
い
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
そ
の

場
合
、
私
は
日
本
文
化
の
基
本
的
性
格
や
日
本
人
と
日
本
文
化
の
起
源
の
問

題

に
、
で
き
る
限
り
効
果
的
に
近
寄
る
道
を
考
え
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
音
楽
と
い

う
き
わ
め
て
う
つ
ろ
い
易
い
文
化
を
対
象
と
し
な
が
ら
、
そ
の
中
で
変
化
が
比
較
的

遅

く
、
ま
た
変
化
の
過
程
や
要
因
が
比
較
的
捉
え
易
い
要
素
を
求
め
、
音
階
の
要
素

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

を

選

び
、
分
析
を
重
ね
て
き
た
。
た
と
え
ぽ
個
々
の
民
謡
の
ル
ー
ツ
や
伝
播
の
状
況

な
ど
は
、
変
化
が
き
わ
め
て
早
く
、
ま
た
変
化
の
要
因
が
き
わ
め
て
複
雑
で
、
偶
然

的

な
要
因
も
入
り
込
み
易
く
、
大
量
の
情
報
を
集
め
て
分
析
し
て
も
、
歴
史
的
に
は

近
世
以
前

ま
で
さ
か
の
ぼ
る
た
め
に
は
、
き
わ
め
て
多
く
の
困
難
が
あ
る
と
考
え
ら

れ

る
。
江
差
追
分
の
ル
ー
ツ
を
信
州
の
馬
子
歌
か
ら
、
さ
ら
に
モ
ン
ゴ
ル
の
オ
ル
テ

ィ
ン
ド
ー
へ
と
結
び
つ
け
る
議
論
は
い
ま
ひ
じ
ょ
う
に
盛
ん
だ
が
、
現
在
歌
わ
れ
て

い

る
歌
の
形
の
類
似
だ
け
で
類
推
し
て
い
く
の
は
、
き
わ
め
て
疑
問
で
あ
る
。
し
た

が

っ

て

個
々
の
民
謡
の
分
布
や
伝
播
の
状
況
な
ど
よ
り
も
、
音
楽
要
素
の
分
析
と
そ

の

種
類
の

分
布
の
状
況
と
、
そ
れ
が
意
味
す
る
問
題
に
、
私
の
関
心
は
向
い
て
き
た
。

　
そ

の

た
め

こ
の
共
同
研
究
で
は
、
先
に
報
告
し
た
青
森
県
東
津
軽
郡
平
館
村
の
調

（
2
）

査

と
平
行
し
て
、
日
本
民
謡
の
音
階
分
析
と
そ
の
分
布
状
況
の
検
討
を
行
っ
て
き
た
。

そ

の

結
果
、
こ
れ
ま
で
は
民
謡
音
階
が
全
国
的
に
優
勢
で
あ
り
、
西
日
本
に
律
音
階

と
そ
の
変
種
が
や
や
多
い
の
で
は
な
い
か
と
漠
然
と
想
像
さ
れ
て
き
た
の
に
対
し
て
、

実
は
律
音
階
と
そ
の
変
種
は
全
国
的
に
見
て
も
意
外
に
多
く
分
布
し
て
い
る
ら
し
い

こ
と
、
そ
れ
も
西
日
本
と
い
う
よ
り
は
太
平
洋
側
に
多
い
ら
し
い
と
い
う
こ
と
が
わ

か
っ

て

き
た
。
つ
ま
り
生
態
系
の
相
異
を
ベ
ー
ス
と
し
た
東
日
本
と
西
日
本
と
い
う

民
俗
文
化
の
グ
ル
ー
ピ
ン
グ
と
は
別
に
、
日
本
海
側
と
太
平
洋
側
と
い
う
日
本
列
島

を

山
脈
の
背
骨
で
左
右
に
分
け
た
線
を
軸
と
し
て
、
民
俗
音
楽
の
地
域
性
を
検
討
す

る
必
要
が
で
て
き
た
の
で
あ
る
。

　
そ
の
た
め
民
俗
音
楽
の
音
階
以
外
の
要
素
に
つ
い
て
も
、
同
じ
傾
向
が
見
ら
れ
る

か

ど
う
か
調
査
分
析
の
必
要
を
感
じ
て
い
た
の
だ
が
、
た
ま
た
ま
民
俗
楽
器
の
分
布

と
い
う
新
し
い
問
題
に
当
面
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
楽
器
に
つ
い
て
は
か
つ
て
利
根

川
流
域
の
三
匹
シ
シ
舞
を
調
査
し
た
際
、
こ
の
シ
シ
舞
の
中
心
的
な
楽
器
で
あ
る
太

鼓

に
、
意
外
に
こ
れ
ま
で
の
日
本
音
楽
史
研
究
に
は
現
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
プ
リ
ミ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

テ

ィ
ヴ
な
太
鼓
が
広
く
使
わ
れ
て
い
る
の
に
驚
い
た
こ
と
が
あ
る
。
ま
た
コ
ト
や
笛
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な
ど
に
つ
い
て
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
例
が
あ
り
、
意
外
に
歴
史
的
に
は
古
く
ま
で
さ
か

の

ぼ

れ

る
可
能
性
が
あ
る
。
さ
ら
に
音
楽
の
要
素
と
違
っ
て
楽
器
は
形
が
あ
り
、
実

態
を
実
際
に
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
楽
器
に
は
音
楽
要
素
と
異
な

る
研
究
対
象
と
し
て
の
利
点
が
あ
る
た
め
、
こ
の
稿
で
は
楽
器
を
と
り
上
げ
る
こ
と

に
し
た
。

　
一
九
九
二
年
秋
十
月
十
日
か
ら
十
一
月
二
十
九
日
ま
で
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館

　
　
　
　
　
　
　
　
だ
ん
　
　
す
い
　
　
　
だ

で

は
、
企
画
展
示
「
弾
・
吹
・
打
－
日
本
の
楽
器
と
そ
の
系
譜
i
」
を
行
な
っ

た
。
そ
の
担
当
者
と
し
て
種
々
の
楽
器
を
調
べ
る
う
ち
に
、
思
い
が
け
ず
多
く
の
発

の見
を

し
た
の
だ
が
、
そ
の
う
ち
の
一
つ
に
ク
サ
ビ
締
め
の
太
鼓
の
問
題
が
あ
っ
た
。

こ
の
種
の
太
鼓
に
つ
い
て
は
、
奄
美
諸
島
で
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
南
島
の
民
俗

音
楽
の
調
査
者
た
ち
に
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
が
南
島
の
他
地
域
や
本
土

に

も
あ
る
こ
と
や
、
海
外
に
も
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な

か
っ

た
。
こ
の
稿
で
は
そ
れ
ら
の
点
を
く
わ
し
く
検
証
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
地
域

性
を

め
ぐ
る
意
味
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

一　

日
本
の
ク
サ
ビ
締
め
太
鼓
の
構
造
と
分
布

O
　
日
本
の
太
鼓
の
基
本
構
造
と
種
類

　

日
本
の
太
鼓
の
構
造
上
の
基
本
的
な
特
徴
は
、
皮
面
が
向
い
あ
う
形
で
二
つ
あ
り
、

そ

の

二
つ
が
ほ

と
ん
ど
同
じ
形
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
一
枚
皮
の
太
鼓
は
、
ま
さ
に

う
ち
わ

団
扇
の
よ
う
な
形
の
日
蓮
宗
の
団
扇
太
鼓
と
、
や
は
り
胴
が
ほ
と
ん
ど
な
く
皮
面
だ

け

と
い
っ
て
よ
い
よ
う
な
ア
イ
ヌ
族
や
ギ
リ
ヤ
ー
ク
族
な
ど
少
数
民
族
が
用
い
る
シ

ヤ

マ

ニ

ズ

ム

の

太
鼓
だ

け

で

あ
る
。
団
扇
太
鼓
は
も
と
も
と
団
扇
を
た
た
い
て
い
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

の

が
、
後
に
皮
を
張
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
ま
た
ア
イ
ヌ
族
な
ど
の
太
鼓
は
、

和
人
の

世
界
に
は
現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
ま
っ
た
く
見
ら
れ
ず
、
む
し
ろ
北
方
民
族
に

盛
ん

な
シ
ャ
マ
ニ
ズ
ム
で
広
く
用
い
ら
れ
て
い
る
太
鼓
と
構
造
上
共
通
で
、
こ
の
北

方
シ
ヤ
マ
ニ
ズ
ム
の
系
譜
と
結
び
付
け
て
考
え
る
方
が
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。
そ
し
て

こ
の
こ
と
も
、
日
本
文
化
の
起
源
の
問
題
を
考
え
る
上
で
は
、
決
し
て
見
落
す
こ
と

の

で

き
な
い
き
わ
め
て
重
要
な
問
題
で
あ
る
。
た
だ
こ
の
稿
で
当
面
問
題
に
し
て
い

る
和
人
の
世
界
で
は
、
太
鼓
は
民
俗
音
楽
、
芸
術
音
楽
を
問
わ
ず
、
基
本
的
に
両
面

相
似
の
二
枚
皮
の
太
鼓
で
あ
る
。
つ
ま
り
世
界
各
地
に
広
く
見
ら
れ
る
よ
う
な
鍋
型

と
か
ワ
イ
ン
グ
ラ
ス
型
な
ど
の
一
枚
皮
の
太
鼓
は
、
日
本
に
は
な
い
の
で
あ
る
。
た

だ

も
し
縄
文
期
の
土
器
と
し
て
考
古
学
界
で
注
目
さ
れ
て
い
る
有
孔
鍔
付
土
器
が
、

太
鼓

と
し
て
用
い
ら
れ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
唯
一
の
例
外
に
な
り
、
そ
の
系
譜
が

何
故
断
絶
し
た
か
の
説
明
も
必
要
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
日
本
の
太
鼓
は
も
っ
と
も
基
本
的
な
構
造
が
き
ま
っ
て
い
る
の
で
、

そ
の
種
類
を
分
け
る
の
に
の
皮
の
張
り
方
で
分
類
し
て
き
た
。
つ
ま
り
締
め
太
鼓
と

鋲
留
め
太
鼓
で
あ
る
。
締
め
太
鼓
は
皮
の
縁
に
ひ
も
を
つ
け
て
、
そ
れ
を
胴
に
沿
っ

て

締
め
あ
げ
る
こ
と
で
皮
を
ピ
ン
と
張
っ
た
太
鼓
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
鋲
留
め

太
鼓
は
皮
を
ピ
ン
と
張
っ
て
、
そ
の
縁
を
胴
に
鋲
で
留
め
て
し
ま
っ
た
太
鼓
で
あ
る
。

こ
の
両
方
の
種
類
と
も
、
胴
の
長
さ
と
皮
面
の
直
径
の
長
さ
の
バ
ラ
ン
ス
、
全
体
の

大

き
さ
な
ど
、
き
わ
め
て
多
く
の
種
類
が
あ
る
。
た
だ
鋲
留
め
太
鼓
が
日
本
で
広
く

使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
締
め
太
鼓
よ
り
は
や
は
り
遅
い
よ
う
だ
。
正
倉
院

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
6
9

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2

に

も
実
物
は
も
ち
ろ
ん
な
く
、
た
く
さ
ん
の
太
鼓
が
描
か
れ
て
い
る
弾
弓
の
散
楽
図
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に

も
、
鋲
留
め
太
鼓
は
現
わ
れ
て
い
な
い
。

　

こ
の
鋲
留
め
太
鼓
の
場
合
は
、
胴
の
形
は
大
体
に
お
い
て
ビ
ヤ
樽
型
に
ふ
く
ら
み

を
も
っ
た
形
で
あ
る
。
ひ
じ
ょ
う
に
胴
の
短
い
、
い
わ
ぽ
平
た
い
太
鼓
で
も
や
や
ふ

く
ら
み
を
帯
び
て
い
る
か
、
ま
っ
す
ぐ
か
で
あ
っ
て
、
胴
の
形
は
あ
ま
り
変
化
が
な

い
。

　

こ
れ
に
対
し
て
締
め
太
鼓
の
方
は
、
ひ
も
の
締
め
方
に
も
胴
の
形
に
も
変
化
が
あ

る
。
ま
ず
皮
の
締
め
方
か
ら
い
う
と
、
枠
付
き
締
め
太
鼓
と
枠
な
し
締
め
太
鼓
に
分

か
れ

る
。
枠
付
き
締
め
太
鼓
は
、
二
枚
の
皮
を
そ
れ
ぞ
れ
丸
い
鉄
の
枠
に
い
っ
た
ん

張

り
、
そ
れ
を
胴
の
両
側
の
切
り
口
に
そ
れ
ぞ
れ
押
し
当
て
、
そ
の
枠
に
ひ
も
を
通

し
、
そ
の
ひ
も
が
両
面
を
交
互
に
往
き
通
う
形
で
締
め
あ
げ
ら
れ
て
皮
を
ピ
ン
と
張

る
形
で
あ
る
。
そ
の
ひ
も
の
ま
ん
中
あ
た
り
を
別
の
ひ
も
で
き
つ
く
締
め
あ
げ
る
形

も
多
く
使
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
枠
な
し
締
め
太
鼓
は
、
枠
を
使
わ
ず
、
二

枚
の

皮
を

そ

れ
ぞ

れ
直
接
に
胴
の

切

り
口
に
あ
て
、
そ
の
皮
の
縁
に
ひ
も
を
通
し
、

両
面
を

や
は

り
往
き
通
う
形
で
締
め
あ
げ
て
皮
を
張
る
形
で
あ
る
。
枠
な
し
締
め
太

鼓
は
こ

の

よ
う
に
構
造
が
プ
リ
ミ
テ
ィ
ヴ
で
、
ど
う
し
て
も
皮
を
ピ
ン
と
張
る
の
が

難

し
く
、
ボ
テ
ボ
テ
し
た
音
に
な
り
勝
ち
で
あ
る
。
今
回
こ
の
稿
で
と
り
あ
げ
る
ク

サ
ビ

締
め
太
鼓
は
、
こ
の
枠
な
し
締
め
太
鼓
の
ひ
も
の
間
に
ク
サ
ビ
を
入
れ
て
ひ
も

を
締
め
あ
げ
る
形
で
あ
る
。

　

ま
た
胴
の
形
は
胴
の
長
さ
に
関
わ
ら
ず
、
皮
を
張
っ
た
枠
よ
り
も
あ
る
程
度
細
く
、

ほ
ぼ
真
直

ぐ
の
筒
型
か
、
や
や
ふ
く
ら
み
を
帯
び
た
形
、
あ
る
い
は
鼓
の
よ
う
に
胴

の

ま
ん
中
が
く
び
れ
た
形
で
あ
る
。
大
小
の
鼓
、
あ
る
い
は
三
ノ
鼓
は
胴
の
形
の
上

か

ら
、
鼓
型
と
し
て
太
鼓
類
と
区
別
す
る
人
も
い
る
が
、
楽
器
の
構
造
か
ら
も
性
格

か

ら
も
、
太
鼓
の
一
種
と
考
え
て
、
ま
っ
た
く
問
題
が
な
い
。
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今
回
、
先
述
の
企
画
展
示
の
た
め
に
、
こ
れ
ら
の
太
鼓
と
同
じ
構
造
を
も
っ
た
諸
　
2

民
族
の
太
鼓
を
調
べ
た
と
こ
ろ
、
意
外
な
事
実
を
い
ろ
い
ろ
発
見
し
た
。
た
と
え
ば

二
枚
皮
の
枠
付
き
締
め
太
鼓
は
、
す
で
に
正
倉
院
の
弾
弓
に
描
か
れ
た
散
楽
図
に
各

種
の
も
の
が
描
か
れ
て
お
り
、
日
本
で
は
芸
術
音
楽
で
も
民
俗
音
楽
で
も
中
心
的
な

太
鼓

と
し
て
大
変
に
発
達
し
、
ま
た
洗
練
も
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
お
そ
ら
く
そ
れ
ら

を

も
と
も
と
伝
え
た
と
考
え
ら
れ
る
中
国
の
漢
民
族
の
音
楽
で
は
、
現
在
で
は
二
枚

皮
の
枠
付
き
締
め
太
鼓
は
ま
っ
た
く
見
当
た
ら
な
い
の
で
あ
る
。
写
真
で
見
る
限
り

中
国
の
少
数
民
族
に
は
少
し
あ
る
よ
う
だ
。
今
回
こ
の
種
の
太
鼓
で
集
め
る
こ
と
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
や
ん
ご

で

き
た
の
は
、
韓
国
朝
鮮
の
代
表
的
な
太
鼓
で
あ
る
杖
鼓
と
、
ス
リ
ラ
ン
カ
と
ア
フ

リ
カ
の
ブ
ル
キ
ナ
　
フ
ァ
ソ
と
ガ
テ
マ
ラ
の
三
例
に
過
ぎ
な
い
。
そ
れ
も
あ
と
の
二

例
は
枠
と
胴
の
両
端
の
大
き
さ
が
余
り
変
わ
ら
ず
、
枠
付
き
か
ど
う
か
見
え
に
く
い

程
で

あ
る
。
ま
た
二
枚
皮
の
枠
な
し
締
め
太
鼓
も
タ
ン
ザ
ニ
ア
の
太
鼓
と
ア
メ
リ
カ

の

イ
ン
デ
ィ
ア
ン
ド
ラ
ム
の
二
例
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
種
の
太
鼓
も
中
国
少

数
民
族
に

は
、
写
真
で
見
る
限
り
多
少
あ
る
。
こ
れ
ら
の
状
況
を
み
る
と
、
今
回
私

が
確
認
で

き
な
か
っ
た
例
が
ま
だ
あ
る
と
し
て
も
、
少
な
く
と
も
次
の
二
つ
の
こ
と

は

い

え
そ
う
で
あ
る
。
ま
ず
第
一
に
二
枚
皮
の
枠
付
き
締
め
太
鼓
が
も
っ
と
も
大
々

的
に
発
展
し
、
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
日
本
で
あ
る
。
第
二
に
、
た
と
え
ぽ
ア

フ

リ
カ
起
源
の
太
鼓
が
日
本
に
も
た
ら
さ
れ
た
な
ど
と
考
え
る
よ
り
は
、
か
つ
て
人

類
の

文
化

を
ひ
じ
ょ
う
に
早
い
時
代
に
発
展
さ
せ
た
現
在
の
中
近
東
地
域
は
、
や
は

り
楽
器
製
作
に
つ
い
て
も
一
大
セ
ン
タ
ー
で
あ
り
、
こ
の
種
の
太
鼓
も
そ
の
あ
た
り

に
オ

リ
ジ
ン
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
東
西
に
広
が
り
、
い
わ
ば
そ
の
周
辺
地
域
に
現
在
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も
残
っ
て
い
る
と
考
え
る
方
が
、
妥
当
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

⇔
　
日
本
の
ク
サ
ビ
締
め
太
鼓
の
構
造
と
分
布

　

日
本
の
太
鼓
に
ク
サ
ビ
締
め
の
太
鼓
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
私
が
知
っ
た
の
は
、

一
九
七
五
年
に
九
学
会
連
合
の

奄
美
総
合
調
査
を

行

な
っ
た
際
で
あ
る
。
そ
れ
以
前

に
は
音
楽
学
関
係
の
ど
ん
な
文
献
に
も
報
告
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ご
く
一
部
の
奄
美
諸

島
の
民
俗
音
楽
な
ど
の
調
査
者
た
ち
が
気
が
付
い
て
い
た
だ
け
で
あ
っ
た
。
現
在
の

日
本
で
ク
サ
ビ
締
め
太
鼓
が
集
中
的
に
多
く
使
わ
れ
て
い
る
の
は
、
そ
の
奄
美
諸
島
、

そ

れ

も
奄
美
大
島
か
ら
徳
之
島
に
か
け
て
の
地
域
だ
け
で
あ
る
。
そ
の
た
め
こ
の
地

域
の

太
鼓
か
ら
述
べ
る
。

　
奄
美
諸
島
北
部
の
チ
ヂ
ン

　
写
真
1
は
徳
之
島
の
ク
サ
ビ
締
め
太
鼓
で
あ
る
が
、
こ
の
形
は
奄
美
諸
島
の
徳
之

島
以
北
の
島
々
で
使
わ
れ
て
い
る
太
鼓
に
共
通
で
あ
る
。
こ
の
太
鼓
は
大
体
皮
面
の

響

写真1　徳之島のチヂン　勝田徹撮影

直
径
二
十
五
～
三
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
程
度
の
大
き
さ
で
、
皮
は
な
め
し
て
い
な
い

こ
と
が
多
い
。
枠
は
な
く
皮
を
直
接
胴
に
当
て
、
そ
の
縁
に
ひ
も
を
通
し
、
そ
の
ひ

も
を
両
面
の
皮
の
間
を
往
復
さ
せ
て
固
定
す
る
。
胴
の
ま
ん
中
に
横
に
細
い
ミ
ゾ
を

く
っ
て
あ
り
、
そ
こ
に
三
角
の
ク
サ
ビ
を
き
れ
い
に
並
べ
て
あ
る
。
使
う
前
に
檸
で

ク
サ
ビ
を
一
つ
ず
つ
打
っ
て
、
ひ
も
を
締
め
皮
を
強
く
張
る
。

　

こ
の
ク
サ
ビ
締
め
太
鼓
を
奄
美
で
は
チ
ヂ
ソ
と
呼
ん
で
い
る
。
こ
の
チ
ヂ
ン
と
い

う
こ
と
ぽ
は
、
沖
縄
で
は
す
で
に
『
お
も
ろ
さ
う
し
』
に
登
場
し
て
い
る
古
い
こ
と

ば

で

あ
る
。
お
そ
ら
く
本
土
の
ツ
ヅ
ミ
と
通
じ
る
こ
と
ば
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い

る
が
、
ツ
ヅ
ミ
が
チ
ヂ
ン
に
沖
縄
方
言
化
し
た
の
か
、
あ
る
い
は
ツ
ヅ
ミ
の
語
源
に

な
っ
た
語
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
近
い
こ
と
ば
か
ら
チ
ヂ
ン
の
語
が
生
れ
た
か
は
、
こ

れ
か

ら
検
討
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
『
中
国
少
数
民
族
楽
器

（
5
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
う
ち
や

志
』
に
よ
る
と
、
中
国
湖
北
省
に
住
む
土
家
族
が
使
っ
て
い
る
太
鼓
は
、
棋
子
鼓

（⇔
芯
蒔
☆
）
と
呼
ぼ
れ
て
い
る
と
い
う
。
直
径
二
十
七
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
胴
長
十

五
セ

ン

チ

メ
ー
ト
ル
の
片
面
鼓
で
あ
る
。
ま
た
両
面
に
皮
を
張
っ
た
直
径
三
十
五
セ

ン

チ

メ
ー
ト
ル
、
胴
長
十
八
セ
ソ
チ
メ
ー
ト
ル
の
太
鼓
は
双
面
棋
子
鼓
（
C
力
庁
已
き
σ
q
－

日
訂
ロ
ミ
ぱ
⑯
⇔
と
呼
ば
れ
て
い
る
と
い
う
。
中
国
の
漢
族
、
少
数
民
族
の
古
代
の

こ
と
ば
の
発
音
が
わ
か
れ
ば
、
さ
ら
に
近
い
も
の
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。

　
沖
縄
の
チ
ヂ
ン
は
、
現
在
皮
面
直
径
三
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
前
後
、
胴
長
十
～
十

五
セ

ン

チ

メ
ー
ト
ル
位
の
両
面
の
鋲
留
め
太
鼓
が
多
い
が
、
古
く
は
締
め
太
鼓
だ
っ

た

よ
う
で
、
現
在
で
も
締
め
太
鼓
を
使
っ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
た
だ
し
ク
サ
ビ

は

使
っ
て
い
な
い
。
ノ
ロ
と
か
ツ
カ
サ
が
祭
り
で
神
歌
を
歌
う
と
き
と
か
、
女
性
の

美
し
い
集
団
の
民
俗
舞
踊
で
あ
る
ウ
シ
デ
ー
ク
な
ど
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
普
通
は

271
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左
手
に
支
え
て
も
つ
か
、
短
い
ひ
も
で
吊
し
て
も
ち
、
右
手
の
檸
で
打
つ
。

　

こ
れ
に
対
し
て
奄
美
の
チ
ヂ
ン
も
、
ノ
ロ
や
民
間
の
巫
女
で
あ
る
ユ
タ
も
神
歌
を

歌

う
と
き
な
ど
に
使
い
、
ま
た
奄
美
諸
島
北
部
で
は
最
大
の
民
俗
芸
能
で
あ
る
八
月

踊

り
（
七
月
踊
り
な
ど
と
い
う
と
こ
ろ
も
あ
る
）
で
中
心
的
に
使
わ
れ
て
い
る
。
八

月
踊
り
は
男
女
が
掛
け
合
い
で
歌
い
つ
つ
踊
る
集
団
の
舞
踊
で
あ
る
が
、
こ
の
チ
ヂ

ン

を

や
は

り
左
手
に
支
え
も
っ
て
打
つ
こ
と
が
多
い
。
そ
の
場
合
、
踊
り
手
は
男
女

と
も
い
る
の
に
、
チ
ヂ
ン
を
女
だ
け
が
も
っ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
っ
て
、
ウ
シ
デ
ー

ク
と
の
関
係
を
、
以
前
か
ら
私
は
注
目
し
て
き
た
。
ウ
シ
デ
ー
ク
は
沖
縄
本
島
の
芸

能
の
中
で
も
歴
史
的
に
古
く
、
宗
教
性
も
強
い
芸
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
チ
ヂ
ン
と
い

う
こ
と
ば
、
ま
た
そ
の
使
い
方
の
共
通
性
な
ど
、
や
は
り
今
後
の
検
討
が
必
要
だ
。

　

こ
の
ク
サ
ビ
締
め
の
チ
ヂ
ン
の
形
は
、
古
く
か
ら
こ
の
よ
う
に
整
然
と
洗
練
さ
れ

た

形
で
あ
る
か
と
思
わ
れ
て
い
た
が
、
東
京
浅
草
の
太
鼓
館
に
、
こ
の
チ
ヂ
ン
の
も

っ

と
ラ
ン
ダ
ム
に
ク
サ
ビ
を
入
れ
た
形
が
展
示
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
現
在
の
太
鼓

館
の
所
有
者
で
あ
る
宮
本
卯
之
助
商
店
（
太
鼓
や
祭
礼
具
な
ど
の
製
作
、
販
売
を
行

な

っ

て

い

る
）
の
先
代
社
長
、
宮
本
堅
二
氏
（
一
九
〇
九
－
七
五
）
の
収
集
品
の
一

つ

ら
し
い
が
、
堅
二
氏
は
全
国
を
相
当
歩
い
て
、
各
種
の
も
の
を
収
集
さ
れ
た
方
だ

と
い
う
。
そ
の
チ
ヂ
ソ
は
、
現
在
の
チ
ヂ
ン
の
よ
う
に
、
き
れ
い
に
ク
サ
ピ
を
並
べ

た

も
の
で
は
な
く
、
次
に
述
べ
る
与
論
島
や
波
照
間
島
の
ク
サ
ビ
締
め
太
鼓
と
同
様

に
、
大
き
な
ク
サ
ビ
を
ひ
も
の
間
に
適
当
に
入
れ
た
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、

古

く
は
こ
の
形
だ
っ
た
も
の
を
、
奄
美
大
島
か
徳
之
島
あ
た
り
で
、
今
の
形
の
よ
う

に
洗
練

し
た
形
を
編
み
出
し
、
そ
れ
が
か
な
り
短
期
間
に
普
及
し
た
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

　
奄
美
総
合
調
査
の
際
、
奄
美

在
住
の
ひ
じ
ょ
う
に
す
ぐ
れ
た

民
俗
学
者
で
あ
っ
た
恵
原
義
盛

氏
（
一
九
〇
五
ー
八
八
）
に
こ

の

チ

ヂ
ン

に

つ
い
て

伺
っ
て
み

た
。
そ
れ
に
よ
る
と
奄
美
で
は

長
い
間
釘
は
使
わ
れ
て

お
ら
ず
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ク
ギ

何
に

で
も
ク
サ
ビ
を
使
っ
て
い
　
　
　
〆

た
。
そ
し
て
ク
サ
ビ
を
ク
ギ
と

呼
ん

で
い

た
。
し
た
が
っ
て
こ

の

チ

ヂ
ン

も
、
そ
の
一
環
と
し

図1奄美大島のチヂン恵原義盛
　　　『奄美生活誌』より

て

考
え
て

よ
い
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
恵
原
氏
は
『
奄
美
生
活
誌
』

と
い
う
自
筆
の
ス
ケ
ッ
チ
入
り
の
ひ
じ
ょ
う
に
す
ぐ
れ
た
民
俗
誌
を
書
い
て
お
ら
れ

る
。
こ
の
書
の
中
の
八
月
踊
り
の
項
に
は
チ
ヂ
ン
の
構
造
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

べ
ら
れ
、
図
1
の
絵
を
画
い
て
お
ら
れ
る
。
　
“
太
鼓
は
本
土
に
お
け
る
盆
踊
り
な
ど

で
み

る
櫓
太
鼓
は
用
い
ず
、
専
ら
奄
美
特
有
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
も
の
で
す
。

（中
略
）
太
鼓
は
筒
と
皮
と
喫
と
紐
か
ら
成
立
ち
ま
す
。
筒
を
チ
ガ
と
い
い
、
喫
を

ク
ギ
と
い
い
ま
す
。
チ
ガ
の
周
囲
中
央
に
溝
が
あ
り
、
両
側
の
皮
の
縁
同
志
を
紐
で

連
ね
、
そ
の
紐
の
下
に
喫
を
差
し
て
溝
に
填
め
て
あ
る
の
で
、
音
が
鈍
る
と
ク
ギ
の

頭
を
叩
く
こ
と
に
よ
っ
て
調
節
が
と
れ
る
よ
う
な
仕
掛
け
で
す
。
”

　
恵
原

氏
は
歌
や
踊
り
に
深
い
関
心
を
も
っ
て
お
ら
れ
た
方
な
の
で
、
も
し
も
恵
原

氏
が
、
チ
ヂ
ン
の
構
造
が
変
わ
っ
た
と
き
を
知
っ
て
お
ら
れ
れ
ば
、
必
ず
そ
れ
に
触
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れ

ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
の
だ
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
ま
っ
た
く
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。

そ

れ
を

考

え
れ
ば
、
こ
の
変
化
の
時
期
は
、
明
治
期
か
そ
れ
以
前
と
い
う
こ
と
に
な

る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
私
た
ち
も
当
時
は
恵
原
氏
の
説
に
し
た
が
っ
て
、
こ
の
ク
サ
ビ

締
め
の
チ
ヂ
ン
は
、
　
“
奄
美
特
有
”
の
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
た
。
そ
の
上

で
釘
を
使
わ
ず

ク
サ
ビ
を
使
う
ク
サ
ビ
文
化
圏
と
い
う
も
の
も
設
定
し
得
る
か
と
さ

え
考
え
て
い
た
。

　
与
論
島
と
波
照
間
島
の
ク
サ
ビ
締
め
太
鼓

　
与
論
島
の
最
大
の
祭
り
で
あ
る
十
五
夜
踊
り
で
は
、
や
は
り
ク
サ
ビ
締
め
太
鼓
が

使
わ
れ
て
い
る
（
写
真
2
）
。
踊
り
や
行
列
の
離
子
の
楽
器
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
の

だ

が
、
と
く
に
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
こ
の
太
鼓
が
ご
神
体
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
十
五
夜
踊
り
は
本
土
の
狂
言
を
多
く
と
り
入
れ
た
狂

言
を

演

じ
る
一
番
組
と
、
沖
縄
風
の
踊
り
を
踊
る
二
番
組
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
る
が
、

写真2　与論島の十五夜踊りの太鼓

　　　　小島美子撮影

そ
の
二
番
組
の
座
元
の
家
の
棚
に
、
い
つ
も
祀
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
祭
り
に
な
る

と
こ
れ
を
拝
ん
で
と
り
出
し
、
酒
を
か
け
て
清
め
祀
っ
て
か
ら
使
う
の
で
あ
る
。
与

論
島
の
方
々
に
問
い
た
だ
し
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
こ
の
祭
り
の
準
備
か
ら
の
進
行

を

見
て

い

る
と
、
祭
り
の
中
心
は
二
番
組
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
こ
の
太
鼓
は
何
か

特
別
の

意
味
を

も
っ
て
い
る
と
、
与
論
の
人
々
は
感
じ
て
い
る
ら
し
い
。
こ
の
十
五

夜
踊

り
は
天
正
十
九
年
（
一
五
九
一
）
、
ま
た
は
永
禄
四
年
（
一
五
六
一
）
か
ら
始
ま

っ

た

と
い
う
伝
承
が
あ
る
。
こ
の
十
五
夜
踊
り
に
と
ら
れ
た
本
土
の
狂
言
の
形
か
ら

も
、
こ
の
頃
に
成
立
し
始
め
、
時
代
的
に
は
重
層
的
に
各
種
の
要
素
を
加
え
た
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

は

な
い
か
と
岸
辺
成
雄
氏
は
推
論
し
て
お
ら
れ
る
。
も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ぽ
、
こ
の

ク
サ
ビ
締
め
太
鼓
が
そ
の
時
期
ま
で
さ
か
の
ぼ
れ
る
可
能
性
も
な
く
は
な
い
。

　

こ
の
太
鼓
の
構
造
は
先
に
も
ふ
れ
た
よ
う
に
、
枠
の
な
い
締
め
太
鼓
の
、
ひ
も
の

間
に
ラ
ン
ダ
ム
に
ク
サ
ビ
を
入
れ
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
胴
は
奄
美
の
チ
ヂ
ン
よ
り

は
深

く
丸
味
を
帯
び
、
少
し
ゆ
が
ん
で
い
る
。
い
か
に
も
古
そ
う
に
見
え
る
が
、
外

側

か

ら
は
時
代
を
特
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
皮
の
張
り
か
え
の
時
に
、
何
か
書

い
て

な
い
か
胴
の
内
側
を
注
意
深
く
調
べ
る
必
要
が
あ
る
。
奄
美
総
合
調
査
の
際
、

こ
の
太
鼓
も
当
然
私
た
ち
は
見
た
の
だ
が
、
ご
神
体
の
よ
う
な
扱
わ
れ
方
と
、
奄
美

諸
島
北
部
の
チ
ヂ
ン
の
古
い
形
を
当
時
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
の
た
め
に
、
そ
の
両
方

を

結
び

つ
け
て

考

え
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
に
、
私
も
含
め
て
誰
も
気
が
付
か
な
か

っ
た
。

　

と
こ
ろ
が
一
九
九
一
年
夏
、
沖
縄
県
八
重
山
諸
島
の
日
本
最
南
端
の
島
、
波
照
間

島
で
、
こ
の
与
論
島
の
太
鼓
と
同
じ
形
の
太
鼓
が
使
わ
れ
て
い
る
の
を
見
た
。
ム
シ

ャ

ー
マ
と
い
う
こ
の
島
の
盆
行
事
と
祭
り
を
合
体
さ
せ
た
よ
う
な
最
大
の
祭
り
は
、
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フ

ク
ギ
ま
た
は
ス
ギ
の
板
を
ク
サ
ビ
に
使
う
と
い
う
。

ら
し
い
。
こ
こ
で
は
名
ま
え
は
チ
ヂ
ン
で
は
な
く
テ
ー
ク

こ
こ
で
の
使
い
方
は
、
明
ら
か
に
普
通
の
打
楽
器
と
し
て
で
あ
っ
て
、

に

さ
れ
て
い
る
と
い
う
空
気
は
な
か
っ
た
。

　
し
か
し
太
鼓
と
し
て
の
基
本
構
造
は
、
与
論
島
と
波
照
間
島
の
太
鼓
は
同
じ
で
、

単
純
な

ク
サ
ビ
締
め
太
鼓
で
あ
る
。
私
は
ま
だ
確
認
し
て
い
な
い
が
、
樋
口
昭
氏
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

よ
る
と
、
小
浜
島
に
も
ク
サ
ビ
締
め
太
鼓
が
あ
る
と
い
う
。

　

こ
れ
ら
の
こ
と
を
総
合
し
て
考
え
る
と
、
奄
美
諸
島
に
お
け
る
文
化
の
中
心
地
で

あ
る
奄
美
大
島
か
ら
も
っ
と
も
遠
い
与
論
島
と
、
沖
縄
文
化
圏
の
最
南
端
の
波
照
間

島
に
、
単
純
な
形
の
ク
サ
ビ
締
め
太
鼓
が
伝
え
ら
れ
、
奄
美
諸
島
北
部
に
一
種
様
式

化

し
た
洗
練
さ
れ
た
形
が
あ
る
わ
け
で
、
こ
の
ク
サ
ビ
締
め
太
鼓
は
奄
美
特
有
の
工

夫
で
は
な

く
、
か
つ
て
奄
美
諸
島
を
含
む
沖
縄
文
化
圏
全
体
で
使
わ
れ
て
い
た
可
能

東
組

と
西
組
か
ら
踊
り
が
登
場
す
る
が
、
そ

の

西
組
が
四

個
の
ク
サ
ビ
締
め
太
鼓
を
使
っ

て

い

た
。
手
作
り
の
た
め
大
き
さ
が
か
な
り

違

う
が
、
皮
面
の
直
径
が
大
体
二
十
五
セ
ン

チ

メ
ー
ト
ル
前
後
、
胴
の
長
さ
が
二
十
セ
ン

チ

メ
ー
ト
ル
前
後
で
、
与
論
島
の
太
鼓
ほ
ど

胴
の

ま
ん
中
が
ふ
く
ら
ん
で
い
な
い
し
、
ゆ

が

ん

で

も
い
な
い
（
写
真
3
）
。
こ
の
胴
は

ク
バ
の
木
を
く
り
抜
い
て
作
り
、
牛
か
馬
の

皮
を

張

り
、
シ
ュ
ロ
の
繊
維
で
ひ
も
を
作
り
、

　
　
　
　
　
　
現
在
で
も
作
れ
る
人
が
い
る

　
　
　
　
　
　
　

（太
鼓
）
と
呼
ん
で
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

特
別
に
大
切

性
が

あ
る
と
考
え
た
方
が
い
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
与
論
島
の
場
合
、

十
五
夜

踊
り
の
成
立
伝
承
は
初
代
、
ま
た
は
第
二
代
か
第
三
代
の
与
論
主
と
深
く
関

わ
っ

て

い

る
が
、
こ
の
初
代
与
論
主
は
琉
球
の
尚
真
王
の
第
二
子
と
伝
え
ら
れ
て
お

り
、
首
里
と
の
関
係
は
き
わ
め
て
深
い
。
も
し
こ
れ
ら
の
伝
承
が
正
し
け
れ
ぽ
、
与

論
島
の
ク
サ
ビ
締
め
太
鼓
は
、
沖
縄
か
ら
伝
え
ら
れ
た
可
能
性
も
あ
り
得
る
。
首
里

を

中
心
と
し
た
沖
縄
は
、
海
外
と
の
交
流
の
多
か
っ
た
と
こ
ろ
な
の
で
、
こ
の
ク
サ

ビ

締
め
太
鼓
は
そ
の
後
本
土
流
の
枠
付
き
締
め
太
鼓
に
変
わ
り
、
さ
ら
に
中
国
漢
族

文
化
の

影
響
を

受

け
て
鋲
留
め
太
鼓
に
変
わ
っ
た
と
い
う
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
だ

ろ

う
。
そ
し
て
海
外
と
の
交
流
が
き
わ
め
て
少
な
か
っ
た
奄
美
諸
島
北
部
で
は
、
単

純

な
ク
サ
ビ
締
め
太
鼓
を
洗
練
し
て
、
今
の
形
を
作
り
あ
げ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。　

た
だ
そ

れ
で
は
そ

の

ク
サ
ビ
締
め
太
鼓
の
チ
ヂ
ソ
は
、
果
し
て
ど
こ
か
ら
き
た

か
？
後
述
の
よ
う
に
、
こ
の
ク
サ
ビ
締
め
太
鼓
の
オ
リ
ジ
ン
は
、
中
国
南
部
か
ら
東

南
ア
ジ
ア
北
部
に
か
け
て
の
少
数
民
族
の
世
界
で
あ
ろ
う
と
私
は
考
え
る
の
だ
が
、

そ
れ
が

沖

縄
へ
は
直
接
伝
わ
っ
た
の
か
、
中
国
、
ま
た
は
本
土
経
由
で
伝
わ
っ
た
の

か
、
そ
こ
が
一
つ
の
大
き
な
問
題
で
あ
り
、
先
に
チ
ヂ
ン
の
名
の
語
源
に
こ
だ
わ
っ

た

の

も
、
そ
の
故
で
あ
る
。

　

日
本
本
土
の
ク
サ
ビ
締
め
太
鼓

　

こ
れ
ま
で
日
本
本
土
に
も
ク
サ
ビ
締
め
太
鼓
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
音
楽
学
な

ど
で
は
誰
も
意
識
し
て
い
な
か
っ
た
。
た
だ
一
九
五
五
年
に
出
版
さ
れ
た
『
音
楽
事

典
』
（
平
几
社
）
の
第
三
巻
の
郷
土
芸
能
の
項
の
グ
ラ
ビ
ア
頁
に
、
千
葉
県
安
房
郡
千

倉
町
白
間
津
の
五
年
目
祭
り
が
紹
介
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
中
に
大
き
な
ク
サ
ビ
締
め
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太
鼓
の

写
真
が
あ
っ
た
。
そ
れ
が
以
前
か
ら
気
に
な
っ
て
い
て
、
調
べ
て
み
る
必
要

を

感
じ
て
い
た
。
こ
の
五
年
目
祭
り
を
一
九
九
一
年
に
調
査
さ
れ
た
文
化
庁
文
化
財

調
査
官
の
大
島
暁
雄
氏
に
よ
る
と
、
確
か
に
そ
う
い
う
太
鼓
が
あ
り
、
音
は
よ
く
鳴

る
が
、
た
い
へ
ん
重
く
、
持
ち
運
び
に
不
便
な
の
で
、
現
在
は
鋲
留
め
太
鼓
を
使
っ

て

い

る
と
い
う
話
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
今
回
の
歴
博
の
企
画
展
示
に
当
た
っ
て
、

こ
れ
を
拝
借
し
展
示
す
る
こ
と
が
で
き
た
（
写
真
4
）
。

　

こ
の
太
鼓
は
ひ
じ
ょ
う
に
大
き
く
、
皮
面
直
径
三
十
八
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
胴
長

八
十
四

セ

ン

チ

メ
ー
ト
ル
に
及
び
、
ケ
ヤ
キ
製
の
胴
は
ビ
ヤ
樽
型
に
大
き
く
ふ
く
ら

ん

で
い

る
。
太
鼓
製
作
者
の
宮
本
芳
宏
氏
の
ご
教
示
に
よ
る
と
、
太
鼓
は
皮
面
の
径

で
大
き
さ
を
き
め
る
の
で
、
胴
の
ま
ん
中
を
ふ
く
ら
ま
す
と
、
木
材
の
使
い
方
と
し

て

は
経
済
効

率
が
悪
い
の
で
、
胴
は
時
代
が
下
る
と
と
も
に
ふ
く
ら
み
を
少
な
く
す

る
傾
向
が
強
い
と
い
う
。
そ
の
意
味
で
は
、
こ
の
太
鼓
は
古
い
形
と
思
わ
れ
、
堂
々

㌘
・
・

写真4　千倉町白間津の太鼓　勝田徹撮影

た

る
風
格
を
も
っ
て
い
る
。
た
だ
現
在
使
わ
れ
て
い
な
い
た
め
、
展
示
で
は
ク
サ
ビ

は
四
個

し
か
な
か
っ
た
が
、
本
来
は
も
っ
と
多
く
、
地
元
の
日
枝
神
社
に
他
に
も
あ

る
と
い
う
白
間
津
地
区
の
方
々
の
話
で
あ
っ
た
。
こ
の
太
鼓
の
名
称
は
、
最
初
に
得

た
情
報
で

は
ツ

ヅ

ミ
太
鼓
で
あ
っ
た
が
、
普
通
は
締
め
太
鼓
と
呼
ん
で
い
る
と
い
う
。

　
注
目
す
べ
き
こ
と
は
皮
の
つ
け
方
で
あ
る
。
小
さ
い
細
い
棒
を
た
く
さ
ん
用
意
し

て

お

き
、
皮
の
縁
で
そ
の
棒
を
少
し
ず
つ
外
側
に
向
け
て
巻
い
て
い
く
。
そ
の
皮
で

巻
か
れ
た
棒
の
ま
ん
中
あ
た
り
が
、
皮
ひ
も
で
と
め
ら
れ
る
。
そ
の
皮
ひ
も
は
皮
の

裏
側
を
通
り
、
そ
の
棒
の
ラ
イ
ン
よ
り
は
少
し
内
側
に
い
っ
た
ん
顔
を
出
し
、
大
き

な
一
針
で
前
に
進
ん
で
は
、
ま
た
皮
の
裏
側
を
通
っ
て
、
次
の
小
さ
な
棒
の
ま
ん
中

に
顔
を

出
し
、
そ
れ
を
と
め
て
は
ま
た
皮
の
裏
側
を
通
っ
て
、
ま
た
そ
の
内
側
の
ラ

イ
ン
の
と
こ
ろ
に
顔
を
出
す
と
い
う
こ
と
を
く
り
返
し
て
、
皮
の
端
を
整
え
る
。
こ

う
し
て
小
さ
な
多
く
の
棒
を
縁
に
巻
き
つ
け
た
皮
二
枚
を
、
胴
の
両
側
に
そ
れ
ぞ
れ

当
て
る
。
そ
の
皮
の
端
の
小
さ
い
棒
に
太
い
ひ
も
を
か
け
、
次
に
そ
の
ひ
も
の
先
を

向
い
側
の
皮
面
の
端
の
小
さ
い
棒
に
か
け
る
と
い
う
動
き
を
く
り
返
し
て
、
胴
に
皮

を

締
め

つ
け
て

い

く
。
そ
の
ひ
も
の
締
め
方
は
多
少
複
雑
だ
が
、
こ
れ
で
あ
る
程
度

皮
が

胴
に
締
め

ら
れ
た
と
こ
ろ
で
、
ひ
も
の
間
に
ク
サ
ビ
（
白
間
津
で
は
ヤ
と
い

う
）
を
入
れ
て
さ
ら
に
締
め
あ
げ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
ま
か
い
技
法
は
別
と
し
て
、
皮
を
張
る
の
に
、
縁
を
小
さ
い
多
数
の
棒
で
巻
く

こ
と
、
そ
の
棒
を
利
用
し
て
ひ
も
を
か
け
渡
し
て
い
く
こ
と
、
そ
の
ひ
も
の
間
に
ク

サ
ビ

を

入
れ
て

ひ

も
を
締
め
あ
げ
る
こ
と
な
ど
の
技
法
は
、
き
わ
め
て
特
徴
的
で
あ

る
。
実
は
そ
れ
が
こ
の
ク
サ
ビ
締
め
太
鼓
の
系
譜
を
知
る
上
で
も
、
ま
た
日
本
に
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
認

け

る
そ
の
後
の
展
開
を
知
る
た
め
に
も
、
キ
イ
ワ
ー
ド
と
い
っ
て
も
よ
い
程
の
大
き
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い
意
味
を
も
つ
こ
と
が
、
後
述
の
よ
う
に
わ
か
っ
た
。

　
白
間
津
地
区
の
新
藤
衛
区
長
の
話
に
よ
る
と
、
こ
れ
だ
け
大
き
い
締
め
太
鼓
は
、

素
人
の
手
で
は
と
て
も
締
め
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
ヤ
を
入
れ
て
締
め
た

の

で
は

な
い
か
と
い
う
。
確
か
に
実
際
上
の
問
題
と
し
て
は
そ
う
い
う
こ
と
だ
ろ
う

が
、
し
か
し
こ
の
大
き
な
ク
サ
ビ
締
め
太
鼓
が
古
い
歴
史
を
も
っ
た
も
の
と
し
て
も

不
思
議
で
は
な
い
よ
う
な
条
件
が
、
こ
の
白
間
津
地
区
と
五
年
目
祭
り
に
は
あ
る
。

　

こ
の
五
年
目
祭
り
と
か
白
間
津
祭
り
と
か
い
わ
れ
る
祭
り
は
、
実
際
に
は
四
年
に

一
度
行

わ
れ

る
ひ
じ
ょ
う
に
伝
承
の
厳
し
い
古
い
要
素
を
残
す
盛
大
な
祭
り
で
あ
り
、

本
来

海
の
祭
り
ら
し
い
。
新
藤
区
長
の
話
に
よ
る
と
、
戦
後
一
時
期
、
突
き
ん
棒
漁

で

カ
ジ
キ
マ
グ
ロ
が
た
く
さ
ん
捕
れ
た
こ
と
が
あ
り
、
そ
の
時
船
主
た
ち
が
新
し
い

鋲
ど
め
太
鼓
二
個
を
寄
付
し
た
と
い
う
。
白
間
津
は
漁
業
、
そ
れ
も
も
と
は
磯
漁
が

盛
ん

な
地
区
で
、
農
業
は
女
た
ち
の
仕
事
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

　
以

下
大
島
暁
雄
氏
の
報
告
に
よ
っ
て
祭
り
の
概
要
を
抜
き
書
き
す
る
。
白
間
津
祭

り
は
地
域
の
氏
神
で
あ
る
日
枝
神
社
の
お
浜
下
り
を
中
心
と
す
る
祭
礼
と
、
大
幟
を

曳
く
ナ
オ
ナ
ワ
タ
シ
と
呼
ば
れ
る
行
事
の
二
つ
か
ら
成
り
立
ち
、
こ
の
太
鼓
は
そ
の

前
者
で
行
な
わ
れ
る
踊
り
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
祭
り
で
は
ナ
カ
ダ
チ
と
い
わ

れ

る
二
人
の
少
年
が
、
祭
り
の
期
間
中
〃
神
に
擬
し
た
扱
い
を
受
け
る
”
が
、
そ
の

選
び
方

も
以
前
は
ク
神
の
啓
示
”
に
よ
っ
た
と
い
う
。
こ
の
二
人
は
現
在
で
も
祭
り

の

前
に
五
十

日
間
に
及
ぶ
別
火
の
生
活
を
過
ご
し
、
毎
朝
裸
足
で
海
岸
に
行
き
、
潮

水
の

か
か

る
と
こ
ろ
の
砂
を
手
で
採
っ
て
一
つ
か
み
ず
つ
神
社
の
拝
殿
に
供
え
る
と

い

う
程
厳
し
い
生
活
を
お
く
る
の
で
あ
る
。
踊
り
に
参
加
す
る
女
の
子
た
ち
も
か
つ

て

は

小
学
生
以
下
、
二
、
三
歳
の
幼
女
ま
で
で
あ
っ
た
。
私
も
一
九
九
二
年
秋
の
全

国
民
俗
芸
能
大
会
に
出
演
さ
れ
た
白
間
津
踊
り
を
拝
見
し
た
が
、
小
さ
な
女
の
子
た

ち

ま
で
が
実
に
よ
く
訓
練
さ
れ
て
い
た
。
祭
り
の
全
ぼ
う
は
と
て
も
簡
単
に
記
せ
な

い

が
、
少
な
く
と
も
海
と
深
い
関
わ
り
を
も
つ
厳
し
く
伝
承
さ
れ
た
祭
り
で
あ
る
こ

と
は
、
以
上
に
記
し
た
部
分
だ
け
で
も
想
像
で
き
よ
う
。
千
倉
町
白
間
津
は
房
総
半

島
の
東
南
端
に
近
く
、
海
上
交
通
に
頼
っ
た
時
代
を
別
と
す
れ
ば
、
き
わ
め
て
交
通

不
便
の

地
で
あ
る
。
か
つ
て
九
学
会
連
合
で
利
根
川
流
域
の
調
査
を
行
な
っ
た
際
、

先
に
も
ふ
れ
た
よ
う
に
、
プ
リ
ミ
テ
ィ
ヴ
な
枠
な
し
締
め
太
鼓
が
、
関
東
地
方
の
大

体
東
半
分
の

三
匹
シ

シ

舞
で
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
り
、
驚
い
た
こ
と
が
あ
る
。

そ

し
て
そ
の
際
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
は
、
文
化
の
流
れ
は
や
は
り
街
道
沿
い
に
西

か

ら
入
っ
て
き
て
お
り
、
と
く
に
房
総
半
島
の
よ
う
に
、
い
わ
ば
行
き
止
り
の
所
は

文
化
の

流
れ
か

ら
離
れ
、
東
京
と
い
う
文
化
の
中
心
か
ら
直
距
離
で
は
遠
く
な
く
て

も
、
古
い
も
の
を
残
す
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
は
こ
の
千
倉
町
に
古

い
様
式
を

も
つ
太
鼓
が
伝
え
ら
れ
て
い
て
も
不
思
議
で
は
な
い
し
、
祭
り
の
様
式
や

性
格
か

ら
考
え
て
も
、
当
然
あ
り
得
る
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
種
の
太
鼓
に
つ
い
て
他
に
例
が
な
い
か
を
、
全
国
か
ら
太
鼓
の
修
理
を
持
込

ま
れ
て
い
る
宮
本
卯
之
助
商
店
の
先
に
も
ふ
れ
た
宮
本
芳
宏
氏
に
伺
っ
た
と
こ
ろ
、

ひ

じ
ょ
う
に
稀
だ
が
、
三
年
に
一
度
位
修
理
に
持
込
ま
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
と
く
に

山

梨
県
に
そ
の

例
が

あ
っ
た
よ
う
に
思
う
と
い
う
答
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
ま
さ
に
山

梨
県
に

そ
の
例
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
こ
れ
は
文
化
庁
文
化
財
調
査
官
斉
藤
裕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
し
よ
う
の

嗣
氏
の

ご
教
示
に
よ
る
も
の
で
、
山
梨
県
南
都
留
郡
秋
山
村
無
生
野
で
行
な
わ
れ
て

い

る
大
念
仏
で
使
わ
れ
て
い
る
太
鼓
で
あ
る
。
こ
れ
は
皮
面
の
直
径
は
か
な
り
大
き

い

が
、
胴
の
長
さ
は
白
間
津
の
よ
り
は
短
い
よ
う
だ
（
写
真
5
）
。
こ
こ
で
は
両
面
か
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ら
打
っ
て
お
り
、
は
げ
し
く
打
つ
場
面
も
あ
る
ら
し
い
。
い
か
に
も
念
仏
躍
ら
し
く
、

跳
躍
的
な

踊

り
も
あ
り
、
本
来
の
跳
躍
性
を
失
っ
た
念
仏
躍
が
多
い
中
で
、
こ
の
無

生

野
の
大
念
仏
は
古
い
芸
風
を
伝
え
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
古
い
形
の
太
鼓
を
伝
え

て

い

る
の
も
、
不
思
議
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
な
お
こ
の
秋
山
村
は
山
梨
県
の
東

端
、
南
寄
り
の
山
村
で
、
そ
の
東
側
に
丹
沢
山
地
が
控
え
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
現
在
本
土
で
存
在
を
確
認
で
き
た
ク
サ
ビ
締
め
太
鼓
は
、
以
上
二
件
に
過
ぎ
な
い

が
、
宮
本
氏
の
こ
と
ぼ
か
ら
考
え
て
も
そ
の
数
が
増
え
る
可
能
性
は
充
分
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。
た
だ
こ
れ
ま
で
さ
ま
ざ
ま
な
調
査
結
果
や
報
告
な
ど
を
か
な
り
注
意
し

て

見
て
き
た
限
り
で
は
他
に
は
現
わ
れ
て
い
な
い
の
で
、
大
量
に
集
中
的
に
現
わ
れ

写真5　秋山村無生野の太鼓　斉藤裕嗣撮影

る
可
能
性
は
ひ
じ
ょ
う
に
少
な
く
、
お
そ
ら
く
現
わ
れ
て
も
散
発
的
な
も
の
で
は
な

い

か

と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
が
今
後
ど
の
地
方
か
ら
発
見
さ
れ
る
か
、
ま
っ
た
く
予
測

は

で

き
な
い
。
し
か
し
い
ま
確
認
さ
れ
た
と
こ
ろ
が
千
倉
町
と
秋
山
村
で
あ
る
こ
と

は
、
二
件
だ
け
と
は
い
え
、
偶
然
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
最
初
に
述
べ
た
よ

う
な
日
本
列
島
を
中
央
の
山
脈
の
背
骨
で
左
右
に
縦
割
り
に
す
る
考
え
方
を
適
用
す

れ

ば
、
両
方
と
も
太
平
洋
側
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

⇔
　
ク
サ
ビ
締
め
太
鼓
か
ら
鋲
留
め
太
鼓
へ
の
展
開

　

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
現
在
日
本
本
土
で
ク
サ
ビ
締
め
太
鼓
の
存
在
が

確
認

さ
れ
た
の
は
二
か
所
だ
け
で
あ
る
が
、
ひ
じ
ょ
う
に
古
く
は
広
範
囲
に
使
わ
れ

て

い

た
可
能
性
も
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
白
間
津
の
太
鼓
の
項
で
述
べ
た
よ
う
に
、

こ
の
種
の
太
鼓
は
皮
を
張
る
の
に
、
皮
の
縁
に
小
さ
い
棒
を
多
数
巻
き
つ
け
、
そ
の

棒
を

利

用
し
て
ひ
も
を
か
け
渡
し
て
い
き
、
そ
の
ひ
も
の
間
に
ク
サ
ビ
を
入
れ
て
ひ

も
を
締
め
あ
げ
て
い
く
が
、
実
は
こ
れ
は
そ
の
ま
ま
鋲
留
め
太
鼓
の
製
作
に
用
い
ら

れ
て

い

る
の
で
あ
る
。
鋲
留
め
太
鼓
は
、
そ
の
ク
サ
ビ
で
ひ
も
を
強
烈
に
締
め
、
皮

を

張

り
あ
げ
た
と
こ
ろ
で
、
皮
の
縁
に
鋲
を
打
ち
込
ん
で
、
皮
を
胴
に
固
定
す
る
の

で
あ
る
。

　

こ
れ
ま
で
私
が
調
査
し
た
神
楽
の
中
で
、
古
く
は
胴
の
長
い
枠
付
き
の
大
型
の
締

め
太
鼓
を

使
っ
て
い
た
が
、
最
近
は
鋲
留
め
太
鼓
を
使
っ
て
い
る
と
い
う
例
が
、
各

地
に

あ
っ
た
。
そ
の
逆
の
ケ
ー
ス
に
は
一
度
も
あ
っ
た
こ
と
は
な
く
、
胴
の
長
い
締

め
太
鼓
か

ら
鋲
留
め
太
鼓
へ
と
い
う
変
化
の
流
れ
が
あ
る
と
私
は
考
え
て
き
た
。
た

だ

形
の

上
か

ら
見
る
と
、
こ
の
二
つ
の
太
鼓
に
は
大
き
な
違
い
が
あ
る
の
で
、
こ
の
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流
れ
に
幾
分
疑
問

も
も
っ
て
い
た
。
し
か
し
ク
サ
ビ
締
め
太
鼓
か
ら
鋲
留
め
太
鼓
へ

の

変
化
な
ら
ば
、
き
わ
め
て
自
然
で
あ
る
。

　
鋲
留
め
太
鼓
が
日
本
で
は
歴
史
的
に
比
較
的
新
し
い
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
は
、

す
で

に
ふ
れ
た

が
、
こ
の
鋲
留
め
太
鼓
を
最
初
に
作
り
始
め
た
の
は
中
国
の
漢
族
で

は
な

い

か

と
思
わ
れ
る
。
す
で
に
紀
元
前
五
世
紀
に
作
ら
れ
た
と
い
わ
れ
る
曽
侯
乙

墓
に
は
建
鼓

と
そ
れ
を
立
て
る
座
が
あ
り
、
そ
の
建
鼓
は
復
元
写
真
で
見
る
限
り
鋲

留
め

太
鼓
で

あ
る
。
た
だ
こ
の
建
鼓
は
現
在
の
資
料
に
あ
る
鋲
留
め
太
鼓
に
よ
っ
た

可
能
性

も
あ
る
と
は
思
う
が
、
そ
の
他
に
も
資
料
は
い
ろ
い
ろ
あ
り
、
中
国
の
鋲
留

め

太
鼓
の

歴
史

は

き
わ
め
て
古
い
。
し
か
し
今
回
企
画
展
示
の
た
め
に
調
査
し
た
と

こ

ろ
、
今
の
と
こ
ろ
鋲
留
め
太
鼓
が
あ
る
の
は
中
国
、
韓
国
、
日
本
に
と
ど
ま
っ
て

い

る
。
た
だ
鋲
が
突
き
出
た
ま
ま
の
素
朴
な
形
の
鋲
留
め
太
鼓
が
、
タ
イ
族
、
ラ
ン

ナ

族

な
ど
、
中
国
か
ら
タ
イ
に
か
け
て
の
少
数
民
族
で
使
わ
れ
て
い
る
の
が
目
立
つ

程
度
で

あ
る
。
ま
た
朝
鮮
の
古
い
太
鼓
に
も
あ
る
よ
う
だ
。
そ
し
て
中
国
の
鋲
留
め

太
鼓
が

何
時
頃

日
本
に
伝
え
ら
れ
た
か
、
ま
た
そ
の
太
鼓
の
製
作
法
も
伝
え
ら
れ
た

の

か
な

ど
と
い
う
こ
と
は
、
　
一
切
わ
か
っ
て
い
な
い
。
た
だ
日
本
で
は
現
在
ク
サ
ビ

締
め
太
鼓
の
形
を
利
用
し
て
鋲
留
め
太
鼓
を
作
っ
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
、
ま
た
胴

の

形
の

類
似
か

ら
も
、
ク
サ
ビ
締
め
太
鼓
か
ら
鋲
留
め
太
鼓
へ
展
開
し
た
可
能
性
が

強
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
現
在
鋲
留
め
太
鼓
は
全
国
的
に
き
わ
め
て
広

く
用
い
ら
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
現
在
の
鋲
留
め
太
鼓
が
全
部
直
接
に
ク
サ
ビ
締
め

太
鼓
か

ら
変
わ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
鋲
留
め
太
鼓
の
様
式
が
で
き
上
っ
て
か
ら
、

枠
付
き
締
め
太
鼓
か
ら
鋲
留
め
太
鼓
に
変
わ
っ
た
ケ
ー
ス
が
多
い
と
は
思
わ
れ
る
が
、

し
か
し
、
か
つ
て
ク
サ
ビ
締
め
太
鼓
は
あ
る
程
度
広
範
囲
で
使
わ
れ
て
い
た
可
能
性

も
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

二
　

日
本
以
外
の
ク
サ
ビ
締
め
太
鼓
の
構
造
と
分
布

　

こ
の
ク
サ
ビ
締
め
太
鼓
は
日
本
特
有
の
も
の
か
、
日
本
周
辺
、
あ
る
い
は
日
本
と

民
族
的
文
化
的
に
関
係
の
深
い
地
域
に
も
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
調
べ
て
み
た
と
こ
ろ
、

少
な
く
と
も
韓
国
、
中
国
と
タ
イ
の
ヤ
オ
族
、
タ
イ
の
ア
カ
族
、
マ
レ
ー
シ
ア
の
サ

ラ
ワ
ク
、
イ
ン
ド
、
　
エ
ク
ア
ド
ル
に
実
物
ま
た
は
写
真
で
、
ク
サ
ビ
締
め
太
鼓
の
存

在
を

確
認
す

る
こ
と
が
で
き
た
。

O
　
韓

国
の
ク
サ
ビ
締
め
太
鼓

　
今
回
確
認
で
き
た
韓
国
の
ク
サ
ビ
締
め
太
鼓
は
二
種
類
で
あ
る
。
　
一
つ
は
太
鼓
館

が
所
蔵

し
て
い
た
も
の
で
、
農
楽
で
使
っ
て
い
る
プ
ク
で
あ
る
（
写
真
6
）
。
皮
面

の

直
径
が

四

十
ニ
セ

ン

チ

メ
ー
ト
ル
で
、

胴
長
は
比
較
的
短
い
。

こ
の
ク
サ
ビ
締
め
も

様
式
化
し
て
お
り
、

胴
の

ま
ん
中
に
長
さ

十
三
セ

ン

チ

メ
ー
ト

ル
位
の
細
い
、
や
や

湾
曲
し
た
ク
サ
ビ
を
、

写真6　韓国農楽のプク　勝田徹撮影
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い

く
つ
も
横
一
列
に
ひ
も
の
間
に
入
れ
た
形
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
皮
の
縁
に
近

い

と
こ
ろ
に
穴
を
い
く
つ
も
あ
け
、
そ
こ
に
ひ
も
を
直
接
通
し
て
ひ
も
を
締
め
て
い

く
形
は
、
奄
美
の
チ
ヂ
ン
と
同
じ
で
あ
る
。
た
だ
残
念
な
が
ら
、
こ
の
プ
ク
の
使
わ

れ
て

い

る
地
域
は
確
認
で
き
て
い
な
い
。

　
こ

れ
に

対

し
て
韓
国
音
楽
を
研
究
し
て
い
る
植
村
幸
生
氏
が
教
示
さ
れ
た
済
州
島

の

ク
サ
ビ
締
め
太
鼓
は
、
ま
こ
と
に
注
目
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
植
村
氏
が
撮
影
さ

れ
た
写
真

7
に
よ
る
と
、
台
の
代
り
か
、
共
鳴
を
考
え
て
使
っ
て
い
る
の
か
不
明
だ

が
、
籠
の
上
に
ク
サ
ビ
締
め
太
鼓
が
置
か
れ
て
い
る
。
中
型
で
胴
は
短
か
め
で
、
ク

サ
ビ

が

与
論
島
の
太
鼓
の
よ
う
に
ラ
ン
ダ
ム
に
入
っ
て
い
る
。
そ
し
て
皮
の
縁
に
や

は

り
多
数
の
短
い
棒
を
巻
き
つ
け
て
い
る
。
こ
の
一
つ
一
つ
の
棒
は
か
な
り
細
く
、

や
や
長
め

で
、
そ
の
巻
い
た
と
こ
ろ
を
大
き
な
針
目
で
縫
い
と
め
て
あ
る
。
た
だ
白

間
津
の
よ
う
に
そ
の
ク
サ
ビ
の
上
か
ら
ひ
も
を
か
け
る
の
で
は
な
く
、
棒
の
き
れ
め

の

穴
か

ら
ひ
も
を
通
し
て
締
め
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

写真7　韓国済州島のプク

　　　　植村幸生撮影

　
た

だ

植
村

氏
が
撮
影
さ
れ
た
済
州
島
の
他
の
太
鼓
（
写
真
8
）
は
、
皮
の
縁
に
棒

で
は
な

く
細
い
ひ
も
を
通
し
て
締
め
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
そ
し
て
そ
の
内
側
に

あ
け
た
穴
に
、
少
し
太
め
の
ひ
も
を
通
し
、
両
方
の
皮
面
を
交
互
に
往
復
さ
せ
て
締

め
、
そ
こ
に
ク
サ
ビ
を
や
は
り
ラ
ン
ダ
ム
に
入
れ
て
い
る
。

　
こ

の

済
州
島
の
太
鼓
も
、
や
は
り
プ
ク
と
い
い
、
両
方
と
も
シ
ャ
マ
ン
で
あ
る
ム

ー
ダ
ン
（
済
州
島
の
場
合
は
シ
ン
バ
ン
と
い
う
）
が
使
っ
て
い
る
も
の
で
、
前
者
は

郷
土
祝
祭
の
中
で
行
な
わ
れ
た
ヨ
ン
ド
ゥ
ン
ク
ッ
の
一
場
面
の
「
供
宴
」
と
い
う
節

次

で

用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
ヨ
ン
ド
ゥ
ン
ク
ッ
は
玄
容
駿
氏
の
『
済
州
島
巫
俗
の

（1
0
）

研
究
』
に
よ
る
と
、
堂
祭
（
村
落
祭
）
の
一
つ
で
、
　
〃
海
の
彼
方
の
国
か
ら
”
島
を

訪
れ

て
、
農
・
漁
業
の
豊
饒
を
与
え
る
来
訪
神
で
あ
る
ヨ
ン
ド
ン
神
を
祀
る
祭
り
で

あ
る
。
最
近
で
は
海
村
に
の
み
残
っ
て
い
て
、
海
女
た
ち
の
豊
饒
を
祈
る
行
事
と
漁

夫
の
海
上
安
全
を
祈
る
行
事
が
中
心
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
。
済
州
島
の
文
化
が
日

本
文
化
と
多
く
の
点
で
深

い

関
係
が
あ
る
こ
と
は
周

知
の

こ
と
で
は
あ
る
が
、

こ
の
ク
ッ
が
海
か
ら
の
来

訪
神
を

祀

る
行
事
で
あ
る

こ
と
は
、
こ
の
ク
サ
ビ
締

め

太
鼓
の

系
譜
を
知
る
上

で

も
、
注
目
し
て
お
き
た

い
と
思
う
。

　
た
だ

玄
容
駿
氏

に

よ
る

写真8　韓国済州島のプク　植村幸生撮影
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と
、
こ
の
プ
ク
は
こ
の
ヨ
ソ
ド
ゥ
ン
ク
ッ
だ
け
に
使
わ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
巫
儀

の

い

ろ
い
ろ
な
場
面
で
使
わ
れ
て
い
る
。
　
“
ど
の
場
合
も
、
巫
歌
を
歌
い
な
が
ら
司

　
　
　
ス
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

祭
す

る
首
シ
ン
バ
ン
の
ぞ
ぽ
に
小
巫
が
坐
っ
て
打
鳴
ら
す
”
と
い
う
。
玄
容
駿
氏
は
、

そ
の

打
ち
方
が
両
手
に
も
っ
た
竹
の
俘
で
右
の
鼓
面
だ
け
を
打
つ
と
い
う
こ
と
で
、

日
本
の
壱
岐
・
対
馬
で
神
官
が
同
じ
よ
う
な
打
ち
方
を
す
る
こ
と
に
注
目
し
て
お
ら

れ

る
。
こ
れ
は
韓
国
で
は
巫
儀
や
農
楽
や
芸
術
的
な
音
楽
な
ど
で
広
く
使
わ
れ
て
い

　
ち
や
ん
ぐ

る
杖
鼓
が
、
普
通
は
右
手
に
檸
を
も
っ
て
右
面
を
、
左
手
は
素
手
で
左
面
を
打
っ
て

い

る
の
を
、
玄
容
駿
氏
が
見
な
れ
て
お
ら
れ
る
の
で
、
と
く
に
奇
異
に
感
じ
ら
れ
た

の

で

は

な
い
か
と
思
う
。
確
か
に
壱
岐
・
対
馬
に
限
ら
ず
、
日
本
の
神
楽
の
中
に
は

右
の

鼓
面
だ

け
を
打
つ
も
の
が
少
な
か
ら
ず
あ
り
、
こ
れ
は
注
目
し
た
方
が
い
い
と

私

も
思
う
。
と
い
う
の
は
、
神
楽
の
オ
リ
ジ
ン
は
、
私
の
考
え
で
は
巫
女
神
楽
か
ら

シ

ャ

マ

ニ

ズ

ム

に

ま
で
辿
り
つ
く
は
ず
で
あ
り
、
そ
の
シ
ャ
マ
ニ
ズ
ム
は
ま
た
、
ム

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

ー
ダ
ン
の
オ
リ
ジ
ン
と
も
共
通
の
も
の
で
あ
る
。
ム
ー
ダ
ン
と
日
本
の
神
楽
に
は
類

似
す
る
点
が
い
ろ
い
ろ
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
太
鼓
の
打
ち
方
に
共
通
点
が
あ
っ
て

も
お
か
し
く
は
な
い
。
た
だ
写
真
7
で
は
プ
ク
の
両
面
を
両
俘
で
打
っ
て
い
る
よ
う

に
見

え
る
が
、
ム
ー
ダ
ン
に
よ
っ
て
打
ち
方
に
相
異
が
あ
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

　
な

お
プ

ク
に
つ
い
て
張
師
動
氏
著
の
『
韓
国
楽
器
大
観
』
を
調
べ
て
み
た
が
、
太

鼓
類

は
杖
鼓
を

は

じ
め
小
鼓
に
至
る
ま
で
十
五
種
も
挙
げ
て
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

プ

ク
に
つ
い
て
は
ま
っ
た
く
ふ
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
た
だ
グ
ラ
ビ
ヤ
頁
に
図
2
の
よ

う
な
崔
命
竜
（
石
渓
）
と
い
う
人
が
画
い
た
「
仙
人
舞
楽
図
」
が
か
か
げ
ら
れ
て
い

る
。
こ
こ
に
画
か
れ
た
プ
ク
は
奄
美
の
チ
ヂ
ン
と
よ
く
似
た
構
造
、
演
奏
法
で
あ
る
。

た
だ

時
代
と
場
所
の
デ
ー
タ
は
な
い
。
や
は
り
プ
ク
は
中
国
の
音
楽
芸
能
と
と
も
に

ゴ’　　　　・

】煕・　、． ≡
図2　朝鮮のプク　仙人舞楽図

　　　　張師助『韓国楽器大観』より
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支
配
層
に
入
っ
て
き
た
楽
器
で
は
な
く
、
も
っ
と
民
間
の
ル
ー
ト
で
入
っ
て
き
た
民

俗
楽
器
な
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
で
念
の
た
め
『
中
国
少
数
民
族
楽
器
志
』
の
朝
鮮
族
の

太
鼓
類
を

見
た

と
こ
ろ
、
プ
ク
と
い
う
発
音
の
太
鼓
は
や
は
り
な
い
。
全
体
の
形
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
あ
ん
ぐ
　
　
じ
あ
ぐ
　
　

た

い

ぐ
　
　

み

ん

ぐ

似
て

い

る
も
の
と
し
て
は
圓
鼓
（
架
鼓
、
拾
鼓
、
民
鼓
と
も
い
う
）
が
あ
り
、
満
族

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

も
使
い
、
シ
ャ
マ
ン
が
使
う
と
記
し
て
い
る
。
こ
れ
は
直
径
三
十
七
・
五
セ
ン
チ
メ

ー
ト
ル
の
平
た
い
枠
つ
き
締
太
鼓
で
ク
サ
ビ
は
入
っ
て
い
な
い
。
一
九
九
一
年
二
月

に
私
が
北
京
で
見
た

「
瓜
ホ
佳
薩
満
祭
祀
」
（
中
国
民
俗
学
会
蔵
）
と
い
う
ビ
デ
オ
は
、

吉
林
省
に
住
む
満
族
の
シ
ャ
マ
ン
の
巫
儀
を
撮
っ
た
も
の
だ
が
、
そ
の
中
で
は
お
そ

ら
く
こ
の
種
の
太
鼓
と
思
わ
れ
る
も
の
を
、
木
製
の
枠
に
の
せ
て
打
っ
て
い
た
。
た

だ

中
心
的
な
シ
ャ
マ
ン
は
や
は
り
一
枚
皮
の
大
き
い
太
鼓
を
手
に
も
っ
て
打
つ
の
で
、

こ
の
種
の
太
鼓
は
補
助
的
に
使
わ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。

　

中
国
領
に
住
む
朝
鮮
族
の
人
々
は
、
主
と
し
て
朝
鮮
半
島
北
部
に
住
む
人
々
と
関
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係
の
深
い
人
々
で
あ
ろ
う
か
ら
、
ク
サ
ビ
締
め
太
鼓
が
済
州
島
で
は
使
わ
れ
て
い
て
、

中
国
の
吉
林
省
や
黒
竜
江
省
な
ど
で
は
使
わ
れ
て
い
な
く
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。

む

し
ろ
ク
サ
ビ
締
め
太
鼓
が
北
の
方
に
は
つ
な
が
ら
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
こ

れ
は
表
わ

し
て
い
る
と
も
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
な

お
プ

ク
は
韓
国
で
は
シ
ャ
マ
ン
の
他
パ
ン
ソ
リ
な
ど
に
も
使
っ
て
い
る
が
、
こ

れ

ま
で
私
が
見
た
プ
ク
に
は
鋲
留
め
の
太
鼓
が
多
か
っ
た
。
韓
国
朝
鮮
に
お
け
る
プ

ク
の
構
造
の
地
域
差
に
つ
い
て
は
、
今
後
調
査
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
が
、
済
州
島

の

地
理
的
位
置
や
文
化
の

性
格
か

ら
考
え
て
、
南
へ
の
つ
な
が
り
は
充
分
考
え
ら
れ

る
こ
と
で
あ
る
。

　
⇔

　
中
国
と
タ
イ
の
ヤ
オ
族
、
タ
イ
の
ア
カ
族
の
ク
サ
ビ
締
め
太
鼓

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

ク
サ
ビ
締
め
太
鼓
の
系
譜
を
調
べ
て
い
て
、
タ
イ
の
ア
カ
族
の
太
鼓
の
写
真
（
写

写真9　タイ・アカ族の太鼓　勝田徹撮影

真

9
と
同
種
）
を
見
た
時
に
は
、
驚
き
が
と
ま
ら
な
か
っ
た
。
多
数
の
ク
サ
ビ
が
三

列

に
び

っ

し
り
と
並
ん
で
胴
面
全
体
を
お
お
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
タ
イ
の

ヤ

オ

族
の

太

鼓
も
ア
カ
族
の
太
鼓
ほ
ど
多
く
は
な
い
が
、
か
な
り
多
数
の
ク
サ
ビ
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

入
れ
た
太
鼓
で
あ
る
こ
と
を
、
内
田
る
り
子
氏
の
報
告
で
知
っ
た
（
写
真
1
0
と
同
種
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
お
ず
ほ
う
ぐ

ま
た
『
中
国
少
数
民
族
楽
器
志
』
は
、
中
国
の
ヤ
オ
族
の
太
鼓
と
し
て
揺
族
猴
鼓
と

る
ど
ん
ぐ
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

如
吹
を
載
せ
て
い
る
が
、
前
者
は
や
や
胴
長
で
形
は
違
う
も
の
の
、
や
は
り
両
方
と

も
ク
サ
ビ
で
締
め
て
い
る
。

　
こ

れ

ら
を
も
う
少
し
詳
細
に
見
て
み
る
と
、
ア
カ
族
と
タ
イ
の
ヤ
オ
族
の
太
鼓
は
、

基
本

的
に
構
造
が
同
じ
で
あ
る
。
ま
ず
皮
は
な
め
し
て
お
ら
ず
、
そ
の
点
奄
美
の
多

く
の
チ
ヂ
ン
と
同
じ
で
あ
る
。
そ
し
て
両
側
の
皮
の
端
は
、
白
間
津
や
済
州
島
の
と

同
じ
く
た
く
さ
ん
の
小
さ
い
細
い
棒
に
巻
き
つ
け
て
あ
る
。
た
だ
ア
カ
族
の
は
、
さ

写真10　タイ・ヤオ族の太鼓　小島美子撮影
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ら
に
そ
れ
を
ひ
も
で
締
め
て
い
る
ら
し
い
。
そ
の
小
さ
い
棒
の
上
か
ら
ひ
も
を
か
け

渡
し
、
そ
の
ひ
も
の
間
に
ク
サ
ビ
を
入
れ
て
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
ア
カ
族
や
タ
イ

の

ヤ

オ

族
の

太
鼓
は

ま
っ
た
く
同
じ
で
あ
り
、
白
間
津
の
太
鼓
と
も
共
通
で
あ
る
。

　
中

国
の
ヤ
オ
族
の
猴
鼓
の
皮
の
張
り
方
は
変
わ
っ
て
い
て
、
皮
の
端
に
多
数
の
環

の

よ
う
な
も
の
を
つ
け
、
そ
の
環
の
中
に
細
い
小
さ
い
棒
を
入
れ
、
そ
こ
に
ひ
も
を

か
け
て

い

る
。
た
だ
そ
の
ひ
も
を
ね
じ
る
よ
う
に
し
て
、
ク
サ
ビ
が
入
れ
て
あ
る
。

ま
た
如
吹
、
は
広
西
壮
族
自
治
区
の
防
城
各
族
自
治
県
で
使
わ
れ
て
い
る
も
の
で
、
ヤ

オ

語
で
は

小
鼓
の
意
味
で
あ
る
。
写
真
で
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
、
枠
付
き
締
め
太

鼓
に
小
さ
な
ク
サ
ビ
を
入
れ
た
形
で
あ
る
。
こ
れ
も
や
は
り
ク
サ
ビ
締
め
太
鼓
の
一

種

と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
胴
長
十
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
皮
面
直
径
二
十
七
セ
ン

チ

メ
ー
ト
ル
の
薄
い
太
鼓
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
こ
の
中
国
南
部
か
ら
東
南
ア
ジ
ア
北
部
に
か
け
て
の

山

岳
地
帯
、
つ
ま
り
照
葉
樹
林
文
化
の
故
郷
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
住
む
ヤ
オ
族
や
ア

カ
族
た
ち
は
、
い
ず
れ
も
太
鼓
の
皮
を
締
め
る
の
に
細
く
小
さ
い
棒
を
用
い
、
そ
れ

を

利
用

し
て
ひ
も
を
か
け
渡
し
、
そ
の
ひ
も
の
間
に
ク
サ
ビ
を
入
れ
て
ひ
も
を
締
め
、

皮
を

強
く
張
る
と
い
う
意
味
で
、
白
間
津
の
太
鼓
と
基
本
的
に
共
通
の
構
造
を
も
っ

て

い

る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
白
間
津
の
太
鼓
は
、
白
間
津
の
地
理
的
位
置
か
ら

も
五
年
目
祭
の
性
格
か
ら
も
、
日
本
本
土
の
ク
サ
ビ
締
め
太
鼓
の
古
い
様
式
を
伝
え

て

い

る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
日
本
本
土
と
こ
の
少
数
民
族
の
地
域
は
、

距
離
的
に
離
れ
て

お

り
、
　
一
見
太
鼓
の
構
造
も
そ
れ
程
似
て
い
る
よ
う
に
は
見
え
な

い

に

も
か
か
わ
ら
ず
、
実
は
基
本
的
に
同
じ
発
想
で
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
共
通

の

根
を

も
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
意
味
で
ア
カ
族
や
ヤ
オ
族
の
太
鼓
と
日

本
本
土
の

ク
サ
ピ
締
め
太
鼓
が
、
ま
っ
た
く
無
関
係
に
作
ら
れ
た
と
は
、
き
わ
め
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
8
2

考

え
に
く
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2

　
そ

れ
で
は

も
し
関
係
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
ど
ち
ら
が
先
に
作
り
、
ど
ん
な
ル
ー
ト

で
伝

え
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
日
本
で
作
り
、
日
本
か
ら
伝
え
た
可
能
性
は
、
き
わ

め
て

少
な
い
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
。
文
化
全
体
の
流
れ
も
、
音
楽
芸
能
全

体
の
流
れ
も
、
大
陸
側
か
ら
日
本
へ
の
流
れ
を
示
し
て
い
て
、
そ
の
中
で
こ
の
種
の

太
鼓
だ
け
が
逆
流
す
る
と
は
、
ち
ょ
っ
と
考
え
ら
れ
な
い
。
や
は
り
こ
れ
も
大
陸
側

か

ら
日
本
に
も
た
ら
さ
れ
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。

　
そ
の

場
合
、
日
本
に
多
く
の
楽
器
を
伝
え
た
の
は
、
漢
族
で
あ
る
が
、
こ
の
種
の

太
鼓
も
漢
族
が
伝
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
今
の
と
こ
ろ
少
な
く
と
も
日
本
音
楽
史
関

係
の
資
料
の
中
に
は
、
そ
れ
を
示
す
も
の
を
私
は
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
日

本
音
楽
史
関
係
の
資
料
で
は
、
こ
の
ク
サ
ビ
締
め
太
鼓
の
存
在
さ
え
知
ら
れ
て
い
な

か
っ

た
の

だ

か

ら
、
そ
れ
は
当
然
で
あ
る
。
ま
た
中
国
側
資
料
に
つ
い
て
も
、
歴
史

的

な
楽
器
や
少
数
民
族
の
楽
器
な
ど
も
き
わ
め
て
網
羅
的
に
述
べ
て
い
る
醇
宗
明
氏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

著
の
『
中
国
音
楽
史
楽
器
篇
』
を
調
べ
て
み
た
が
、
こ
こ
に
も
ク
サ
ビ
締
め
太
鼓
自

体
が
や
は
り
登
場
し
て
い
な
い
。
こ
の
段
階
で
結
論
を
出
す
の
は
早
過
ぎ
る
か
も
知

れ

な
い
が
、
少
な
く
と
も
中
国
の
支
配
層
か
ら
日
本
の
支
配
層
へ
と
い
う
音
楽
芸
能

伝
播
の
メ
イ
ン
ル
ー
ト
で
、
こ
の
ク
サ
ビ
締
め
太
鼓
が
日
本
に
伝
え
ら
れ
た
可
能
性

は

き
わ
め
て
少
な
い
と
考
え
た
方
が
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
メ
イ
ン
ル
ー

ト
と
は
違
っ
た
、
よ
り
民
間
レ
ベ
ル
の
動
き
を
想
定
し
て
み
る
必
要
が
あ
り
そ
う
で

あ
る
。

　

ま
だ
確
実
な
こ
と
は
い
え
な
い
が
、
た
と
え
ぽ
一
九
九
〇
年
に
天
理
市
の
星
塚
一
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（
1
9
）

号
噴
で
出
土
し
た
松
の
木
製
の
笛
状
の
も
の
は
、
ほ
ぼ
中
央
に
吹
口
と
思
わ
れ
る
丸

い
穴
が

あ
り
、
そ
れ
と
少
し
ず
れ
た
位
置
に
や
や
四
角
の
指
孔
と
思
わ
れ
る
も
の
が

あ
っ
て
話
題
に
な
っ
た
が
、
実
は
こ
の
種
の
笛
は
中
国
南
部
の
少
数
民
族
や
台
湾
の

漢
族
で
は

か
な

り
使
わ
れ
て
い
る
。
私
も
一
九
九
二
年
十
二
月
三
十
一
日
に
南
寧
の

広
西
南
寧
民
族
師
範
学
校
で
、
苗
族
の
学
生
が
こ
れ
を
吹
く
の
を
聞
い
た
。
こ
れ
は

ぎ
や
ん
ぶ
ら
い

苗

笛
と
呼
ん
で
お
り
、
手
は
両
手
と
も
笛
の
手
前
か
ら
指
孔
に
あ
て
る
の
で
は
な

く
、
外
側
か
ら
あ
て
、
笛
の
両
端
は
開
い
て
い
て
、
そ
れ
も
両
手
の
親
指
を
使
っ
て

音
程
を
作

る
の
に
使
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
天
理
の
笛
と
同
系
と
見
ら
れ
る

が
、
こ
の
種
の
笛
の
存
在
も
、
こ
れ
ま
で
は
日
本
音
楽
史
関
係
の
資
料
に
は
登
場
し

て

い
な

か
っ

た
。
こ
の
笛
も
や
は
り
大
陸
か
ら
の
文
化
運
搬
の
メ
イ
ソ
ル
ー
ト
で
は

な
く
、
民
間
レ
ベ
ル
の
ル
ー
ト
で
伝
え
ら
れ
た
可
能
性
が
強
い
の
で
あ
る
。

　
た
だ

も
う
一
つ
の
問
題
は
、
先
に
も
ふ
れ
た
が
、
こ
の
ル
ー
ト
が
あ
っ
た
と
し
て
、

そ

れ
が

日
本
本
土
に
直
行
し
て
南
島
に
伝
え
ら
れ
た
の
か
、
ま
ず
南
島
に
伝
え
ら
れ
、

そ
れ
が

本
土
に
伝
え

ら
れ
た
の
か
、
あ
る
い
は
そ
の
両
方
に
別
々
に
伝
え
ら
れ
た
の

か

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
残
念
な
が
ら
こ
れ
に
つ
い
て
は
ま
だ
何
も
い
え
な
い
が
、

た
だ

稲
作
が

日
本
に
伝
え
ら
れ
た
ル
ー
ト
と
、
関
係
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
と
い
う

こ
と
は
、
一
応
考
え
て
お
き
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

　
今
回
企
画
展
示
『
弾
・
吹
・
打
　
　
日
本
の
楽
器
と
そ
の
系
譜
　
　
』
を
担
当
し

て

わ
か
っ

た

こ
と
の
一
つ
は
、
楽
器
の
大
き
な
故
郷
は
現
在
の
中
近
東
地
域
で
あ
り
、

こ
れ
ま
で
考
え
ら
れ
て
い
た
よ
り
も
は
る
か
に
多
く
の
楽
器
が
、
こ
の
辺
り
か
ら
世

界
に
広
が
っ
て
い
っ
て
お
り
、
そ
の
東
端
が
日
本
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ

っ

た
。
そ
し
て
そ
の
次
に
楽
器
の
故
郷
と
い
う
べ
き
と
こ
ろ
は
、
実
は
こ
の
中
国
南

部
か
ら
東
南
ア
ジ
ア
北
部
に
か
け
て
の
山
岳
地
帯
の
少
数
民
族
の
世
界
で
あ
る
と
い

う
こ
と
も
知
っ
た
。
青
銅
の
楽
器
類
や
先
述
の
横
笛
類
、
ま
た
笙
類
も
、
ま
さ
に
こ

の

地
域
が

生
ん

だ

も
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
こ
の
地
域
は
創
造
力
ゆ
た
か
な
一
大

楽
器
セ
ン
タ
ー
で
あ
る
だ
け
に
、
こ
の
地
域
が
こ
の
種
の
太
鼓
の
オ
リ
ジ
ン
で
あ
り
、

そ

れ
が

日
本
に
伝
え
ら
れ
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ

る
。

⇔
　
イ
ン
ド
の
ク
サ
ビ
締
め
太
鼓

　
イ
ン
ド
に
は
ひ
じ
ょ
う
に
多
く
の
太
鼓
が
あ
る
が
、
北
イ
ソ
ド
の
も
っ
と
も
代
表

的
な

タ
ブ
ラ
ー
（
写
真
1
1
）
や
パ
ッ
カ
ワ
ー
ジ
（
写
真
1
2
）
も
一
種
の
ク
サ
ビ
締
め

太
鼓

と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
タ
ブ
ラ
ー
は
一
枚
皮
の
太
鼓
で
、
バ
ヤ
と
対
に
な

っ

て

お

り
、
皮
面
に
練
り
物
も
つ
い
て
い
て
、
一
見
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
太
鼓
と

写真11インドのタブラー　勝田徹撮影
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無

関
係
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
勝

ち
で
あ
る
。
し
か
し
よ
く
見
る

と
、
皮
は
い
っ
た
ん
枠
に
張
ら

れ
て

太
い

ひ

も
で
締
め
ら
れ
て

い

る
が
、
さ
ら
に
そ
の
ひ
も
の

間
に
糸
巻
の
よ
う
に
太
く
丸
い

一
種
の
ク
サ
ビ
を
た
く
さ
ん
入

れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
皮
の
張
り

を

調
節

し
て
い
る
。
イ
ン
ド
音

楽
で
は
太
鼓
も
音
高
を
主
奏
楽

器
の

音
高

に
厳
密
に
合
わ
せ
て

演
奏
す
る
の
で
、
ク
サ
ビ
を
使

う
と
デ
リ
ケ
ー
ト
に
音
高
が
調

節
で

き
て
、
大
変
具
合
が
よ
さ

そ

う
で
あ
る
。
ま
た
パ
ッ
カ
ワ

ー
ジ
は
横
長
の
二
枚
皮
の
太
鼓

で

あ
る
が
、
こ
れ
も
同
じ
よ
う

に
丸
い
大
き
い
ク
サ
ビ
を
、
ひ

も
の
間
に
入
れ
て
締
め
て
い
る
。

　

ま
た
タ
ン
サ
と
呼
ば
れ
る
胴

の

短
い

薄
い
一
枚
皮
の
太
鼓

（写
真

1
3
）
は
、
や
は
り
枠
付

き
締
め
太
鼓
で
あ
る
が
、
ひ
も
で
は
な
く
籐
の
よ
う
な
も
の
で
締
め
て
い
る
。
そ
れ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
84

が

皮
面
の

枠
の
内
側
に
い
っ
た
ん
顔
を
出
し
て
は
、
ま
た
皮
面
の
中
に
入
り
、
胴
の
　
2

外
側
に

出
て
胴
面
に
沿
っ
て
胴
の
下
の
方
に
い
き
、
そ
の
下
の
方
で
木
の
枠
（
外
側

に

は

ブ
リ
キ
が
張
っ
て
あ
る
）
で
と
め
ら
れ
、
ま
た
上
の
皮
面
に
向
か
っ
て
い
く
と

い

う
形
を
く
り
返
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
ま
ん
中
に
木
の
枝
か
竹
ひ
も
で
で
き
た

輪
が
通
っ
て
い
て
、
そ
れ
が
ク
サ
ビ
の
役
を
し
て
い
る
。

　

イ
ン
ド
の
場
合
、
枠
付
き
締
め
太
鼓
と
い
っ
て
も
、
そ
の
枠
は
胴
の
直
径
と
ほ
と

ん

ど
変
わ
ら
ず
、
ま
た
ク
サ
ビ
自
体
が
音
高
調
節
の
厳
密
さ
と
関
係
し
て
、
独
特
の

様
式
化
を

と
げ
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
た
だ
こ
の
イ
ン
ド
の
太
鼓
類
と
、

ヤ

オ

族
や
ア

カ
族
の
ク
サ
ビ
締
め
太
鼓
の
関
係
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
宗
教

の

影
響
な

ど
を
見
て
も
、
ヤ
オ
族
や
ア
カ
族
の
文
化
が
、
イ
ン
ド
文
化
の
影
響
を
受

け
た
と
は
、
い
さ
さ
か
考
え
に
く
い
。
ま
た
そ
の
逆
の
関
係
も
今
の
と
こ
ろ
立
証
の

資
料
が
な
い
。

四
　
マ
レ
ー
シ
ア
と
エ
ク
ア
ド
ル
の
ク
サ
ビ
締
め
太
鼓

　

マ
レ

ー
シ
ア
の
サ
ラ
ワ
ク
で
使
わ
れ
て
い
る
グ
ン
ダ
ン
・
ブ
ル
と
い
う
太
鼓
（
写

真
1
4
）
と
エ
ク
ア
ド
ル
の
ア
タ
パ
ー
キ
と
い
う
太
鼓
（
写
真
1
5
）
は
基
本
的
に
同
じ

構
造
を

も
っ
て
い
る
。
両
方
と
も
縦
長
の
一
枚
皮
の
太
鼓
で
あ
る
。
た
だ
胴
は
グ
ン

ダ

ソ

・

ブ

ル

は
竹
で
あ
り
、
ア
タ
バ
ー
キ
は
木
で
あ
る
。
グ
ン
ダ
ン
・
ブ
ル
は
皮
の

端
を

竹
ひ

も
で
少
し
抑
え
て
は
そ
の
ひ
も
を
下
に
の
ば
す
。
ち
ょ
う
ど
胴
の
長
さ
の

中
間
位
の
と
こ
ろ
に
竹
ひ
も
で
で
き
た
輪
が
あ
っ
て
、
そ
れ
に
上
か
ら
き
た
ひ
も
が

結
び

つ
け

ら
れ
、
そ
れ
を
何
回
か
く
り
返
す
。
そ
の
ま
ん
中
の
輪
の
と
こ
ろ
に
ク
サ
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ビ

が
入
れ

ら
れ
て
皮
を
締
め
る
。
ア
タ
バ
ー
キ
は
皮
の
端
を
鉢
巻
の
よ
う
な
も
の
で

抑

え
、
そ
れ
を
通
す
よ
う
な
形
で
ひ
も
が
か
け
ら
れ
、
ま
ん
中
辺
り
の
籐
製
の
輪
と

の

間
を
往
復
し
て
い
く
。
上
の
鉢
巻
は
お
そ
ら
く
針
金
の
よ
う
な
も
の
で
、
皮
の
端

で
そ

れ
を
お

お

っ

て

い

る
。
そ
し
て
や
は
り
ま
ん
中
の
輪
に
ク
サ
ビ
を
入
れ
て
締
め

て
あ
る
。

　

こ
ま
か
い
技
法
は
異
な
る
も
の
の
、
基
本
的
な
形
が
こ
れ
だ
け
似
て
い
る
も
の
が
、

果

し
て
別
々
の
発
想
で
生
ま
れ
る
も
の
だ
ろ
う
か
。
ブ
ラ
ジ
ル
に
も
こ
の
ア
タ
バ
ー

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
・
影

　，

醐
欝

ぺ

写真14 マレーシ

フノレ

［
難
　
翻
雨
◎
評
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キ

に
似
た

も
の
が
あ
る
の
だ
が
、
こ
れ
だ
け
似
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
む
し
ろ
伝

え
ら
れ
た
歴
史
の
新
し
さ
を
物
語
っ
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
そ
れ
に
し
て
も

縦
長
の

一
枚
皮
の
太
鼓
は
、
日
本
の
太
鼓
と
は
ひ
じ
ょ
う
に
遠
い
形
で
あ
る
。

お

わ

り
に

　
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
や
は
り
中
国
南
部
か
ら
東
南
ア
ジ
ア
北
部
に
か
け
て

の

山
岳
地
帯
に
住
む
少
数
民
族
た
ち
の
楽
器
製
作
セ
ン
タ
ー
に
、
こ
の
ク
サ
ビ
締
め

太
鼓
の
オ
リ
ジ
ソ
が
あ
る
と
考
え
る
の
が
自
然
で
は
な
い
か
と
思
え
る
。
そ
し
て
そ

れ

と
も
っ
と
も
近
い
形
を
基
本
的
な
部
分
で
と
ど
め
て
い
る
の
が
千
葉
県
千
倉
町
白

間
津
の
太
鼓
で
あ
る
。
地
理
的
に
も
文
化
的
に
も
比
較
的
孤
立
し
、
ま
た
古
い
芸
能

を

厳
格
に
継
承

し
て
き
た
気
風
か
ら
も
、
こ
こ
で
は
古
い
形
を
伝
え
つ
つ
、
し
か
し

部
分
的
に
は
洗
練
し
て
堂
々
た
る
風
格
の
太
鼓
を
作
り
上
げ
て
き
た
の
だ
ろ
う
。
た

だ
こ

の

白
間
津
が
も
と
も
と
黒
潮
の
恵
み
に
た
よ
る
漁
業
の
集
落
で
あ
っ
た
こ
と
は
、

や
は

り
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
。
そ
し
て
済
州
島
も
黒
潮
の
分
流
が
届
い
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
太
鼓
類
が
日
本
海
側
の
文
化
で
は
な
く
、
黒
潮
の
文
化
の

流
れ
を

示
す
一
つ
の
例
で
あ
る
こ
と
は
、
や
は
り
ま
ぎ
れ
も
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
南
島
に
は
古
く
ク
サ
ビ
締
め
の
チ
ヂ
ン
が
伝
え
ら
れ
、
そ
れ
が
全
域
に
広
ま

り
、
そ
の
後
沖
縄
本
島
に
は
本
土
か
ら
枠
付
き
締
め
太
鼓
が
、
ま
た
中
国
か
ら
は
鋲

留
め
太
鼓
が
伝
わ
り
、
首
里
王
朝
の
影
響
の
及
ぶ
範
囲
に
従
っ
て
、
そ
れ
が
広
が
っ

て

い
っ

た

が
、
奄
美
諸
島
北
部
に
は
及
ぼ
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
奄
美
諸
島
北
部
で
　
8
5

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2

は
こ

の

チ
ヂ

ン

を

独
自
に
様
式
化
し
た
と
考
え
る
と
、
一
応
筋
が
通
る
。
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そ

し
て
本
土
と
南
島
の
ク
サ
ビ
締
め
太
鼓
の
先
後
関
係
は
不
明
だ
が
、
少
な
く
と

も
こ
の
ク
サ
ビ
締
め
太
鼓
は
日
本
文
化
と
照
葉
樹
林
文
化
を
結
び
つ
け
る
一
つ
の
キ

イ
ワ
ー
ド
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
西
日
本
で
は
な
く
て
東
日
本

の

太
平
洋
側
に
堂
々
と
残
っ
て
い
る
こ
と
が
注
目
に
値
す
る
の
で
あ
る
。
や
は
り
こ

れ
か
ら
し
ば
ら
く
の
間
、
私
は
日
本
列
島
を
大
き
く
山
脈
の
背
骨
で
太
平
洋
側
と
日

本
海
側

に
分
け

る
考
え
方
で
、
日
本
の
民
俗
文
化
の
地
域
性
の
問
題
を
考
え
て
み
た

い
と
思
う
。

〔追
記
〕
　
太
鼓
館
所
蔵
の
奄
美
諸
島
北
部
の
チ
ヂ
ン
に
つ
い
て
太
鼓
館
に
再
調
査
を
お
願
い

　
し
た
と
こ
ろ
、
そ
の
後
胴
の
ま
ん
中
に
は
浅
い
な
が
ら
ミ
ゾ
が
あ
っ
て
、
ク
サ
ビ
も
現
在

　
の
形
の
よ
う
に
並
べ
ら
れ
る
程
の
数
が
揃
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
し
か
し
私
の
こ

　
の
部
分
の
構
想
に
つ
い
て
は
訂
正
の
要
は
な
い
と
考
え
る
。
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Distrlbution　of　Wedge・Tightened　Drums

　　　　and　Regionality　in　Folk　Culture

KOJIMA　Tomiko

When　considerlng　the　regionality　of　Japanese　folk　culture，　the　culture　is　generally

divided　into　two　large　groups，　of　Western　Japan　and　Eastern　Japan．　However，　analysis

of　Japanese　folk・song　scales　show　that　the　difference　between　the　Paci丘c　Ocean　side

and　the　Japall　Sea　side，　the　two　sides　of　the　Japanese　Archipelago　separated　lengthwise

by　the　central　mountains，　tends　to　be　more　marked　than　the　di任erence　between

Western　and　Eastern　Japan．　This　being　the　case，　the　author　investigated　the　distribution

of　wedge．tightened　drulns　of　Japan　and　various　peoples　outside　Japan．　Distribution

shows　that　the　same　trend　call　be　seen　in　the　regionality　of　Japanese　folk　culture，

and　the　author　touches　upon　some　questions　regarding　the　establishment　of　Japanese

culture．

　　Japanese　drulns　are　basically　double・faced　drums，　but　can　be　classi丘ed　according　to

how　the　drumhead　is　stretched，　how　the　cords　are　tightened，　the　shape　of　the　body，

etc．　A　wedge．tightened　drum　is　frameless　tightened　druln．　A　wedge　is　inserted　between

the　cords　to　tighten　them，　and　to　stretch　the　drumhead．　This　type　of　drum　is　still　used

in　the　northem　part　of　the　Amami　Islands．　It　was　probably　once　spread　a110ver　the

Okinawa　cultural　zone．　Nowadays，　they　are　used　on　Yoron　Island，　Hateruma　Island，　etc．

and　it　is　considered　that　they　became　particularly　stylized　in　the　northern　part　of　the

Amami　Islands．　Large　wedge・tightelled　drums　are　also　used　in　folk　arts　at　Shiramatsu，

Chikuτa　Town　in　Chiba　Prefecture，　and　Mush6no，　Akiyama　Village　in　Yalnanashi

Prefecture．　They　are　also　used　on　Cheju　Islalld，　Korea；by　the　Yao　tribes　of　China　and

Thailand；by　the　Aka　tr三be　of　Thailand，　and　in　India．　The　Yao　alld　Aka　tribes　in

particular　use　wedges　to　a　great　extent；the　hasic　structure　of　their　drums　is　the　same

as　that　of　the　drums　used　in　Shiramatsu．　This　area，　which　is，　as　it　were，　the　home　of

the　Laurel　Forest　Culture，　is　a　malor　production　center　for　musical　instruments．　It　is

supposed　that　the　wedge・tightened　drums　originally　calne　from　this　area．

　　This　type　of　drum　was　possibly　introduced　to　Japan　through　a　civil　route．　It　is　not

known　whether　they　arrived丘rst　on　the　Japanese　main　land　or　the　southern　islands；

but，　this　type　of　drum　is　one　of　the　keywords　linking　the　Laurel　Forest　Culture　and

Japanese　Culture．　We　must　note　the　fact　that　it　remains　extensively　not　in　Western

Japan，　but　on　the　Paci丘c　Ocean　s三de　of　Eastern　Japan．
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