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ら
も
週
２
回
の
練
習
を
こ
な
し
、
本
番
を

迎
え
る
と
い
う
ハ
ー
ド
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
。

　
「
大
変
さ
は
あ
り
ま
す
が
、
郷
土
芸
能

の
発
展
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
誇
り
を
持
っ

て
い
る
の
で
楽
し
ん
で
や
っ
て
い
ま
す
。
そ

れ
に
、
大
勢
が一
丸
と
な
れ
る
こ
と
が
あ
る

の
は
自
分
に
と
っ
て
本
当
に
よ
い
こ
と
。
普

段
の
生
活
で
は
な
か
な
か
味
わ
え
ま
せ
ん
」

と
、
陣
太
鼓
の
魅
力
を
語
っ
て
く
れ
た
。

　

日
本
文
化
に
携

た
ず
さ
わ
り
、
そ
れ
を
若
者
が

中
心
で
盛
り
上
げ
て
い
く
こ
と
に
充
実
を

感
じ
て
い
る
長
谷
波
さ
ん
。
平
成
26
年
に

迎
え
る
「
夢
但
馬
２
０
１
４
」
で
は
、
よ
り

完
成
さ
れ
た
演
奏
で
ス
テ
ー
ジ
を
盛
り
上

げ
て
く
れ
る
だ
ろ
う
。

在
住
の
長は

せ
ば
だ
い
い
ち

谷
波
大
一
さ
ん
も
、
陣
太
鼓
の

魅
力
に
惹
か
れ
て
入
団
し
た
ひ
と
り
だ
。

　

長
谷
波
さ
ん
は
、
５
年
前
に
虎
臥
の
メ

ン
バ
ー
に
誘
わ
れ
て
陣
太
鼓
を
始
め
た
。

竹
田
城
を
テ
ー
マ
と
し
た
メ
イ
ン
曲
『
合

戦
』の
迫
力
に
魅
せ
ら
れ
て
入
団
を
決
断

し
た
そ
う
だ
が
、
楽
器
の
経
験
が
全
く
な

い
長
谷
波
さ
ん
に
と
っ
て
、
特
有
の
リ
ズ
ム

感
と
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
が
必
要
な
陣
太
鼓
は

決
し
て
簡
単
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

　

し
か
し
、
持
ち
前
の
根
気
強
さ
と
努
力

の
甲
斐
も
あ
り
、
今
で
は
、「
尺
六
太
鼓
」

の
叩
き
手
を
務
め
る
ま
で
に
な
っ
た
。

　

活
動
す
る
メ
ン
バ
ー
は
約
20
名
。
そ
の
大

半
が
30
代
ま
で
の
若
い
女
性
で
構
成
さ
れ
、

中
に
は
外
国
人
の
叩
き
手
も
含
ま
れ
る
。

　
「
女
性
が
中
心
に
な
っ
て
表
現
す
る
勇
ま

し
さ
や
力
強
さ
が
、
今
の
虎
臥
陣
太
鼓
の

特
徴
だ
と
思
い
ま
す
。
男
ら
し
い“
和
”の

イ
メ
ー
ジ
を
、
女
性
や
外
国
人
が
支
え
て
い

る
意
外
性
に
面
白
さ
を
感
じ
て
い
ま
す
」

と
話
す
長
谷
波
さ
ん
。
男
も
負
け
て
は
い

ら
れ
な
い
と
、
仲
間
か
ら
良
い
刺
激
を
受

け
て
活
力
に
し
て
い
る
そ
う
だ
。

　

虎
臥
陣
太
鼓
は
、
主
に
但
馬
を
中
心
と

し
た
式
典
・
祭
事
の
場
に
出
演
す
る
。
多

い
月
に
は
、
毎
週
末
、
出
演
し
て
い
る
多
忙

ぶ
り
。
メ
ン
バ
ー
は
各
々
に
仕
事
を
し
な
が

　

平
成
６
年
「
但
馬
・
理
想
の
都
の
祭
典
」

の
開
催
を
契
機
に
新
し
い
郷
土
芸
能
と
し

て
結
成
さ
れ
た「
和わ

だ
や
ま
と
ら
ふ
す
じ
ん
だ
い
こ

田
山
虎
臥
陣
太
鼓
」。

　

日
本
屈
指
の
山
城
「
竹
田
城
（
虎
臥

城
）
」の
名
の
元
に
、
力
強
い
陣
太
鼓
の
演

奏
で
但
馬
に
活
力
を
与
え
、
最
近
で
は
俳

優
・
高
倉
健
主
演
の
映
画
『
あ
な
た
へ
』の

ワ
ン
シ
ー
ン
に
も
登
場
し
て
い
る
。

　

現
在
団
員
と
し
て
活
躍
す
る
朝
来
市

但
馬
郷
土
芸
能
を
先
導
す
る
若
き
力
「
和
田
山
虎
臥
陣
太
鼓
」

15はせば・だいいち さん
朝来市出身。
自営業の自動車修理工場に
勤務。5年前から和田山虎
臥陣太鼓に所属し、但馬を
中心としたイベントで演奏を
披露している。陣太鼓の他
にも、以前は「よさこい踊
り」、現在は「フラダンス」と、
好奇心旺盛に、地元郷土芸
能の発展に力を入れて活動
している。

和田山虎臥陣太鼓メンバー

朝来市  長谷波 大一さん （33）

次世代の但馬を担う

（上）映画「あなたへ」のロケ地にもなった竹田城跡での演奏。
（左）「尺四・尺六太鼓」や「沖縄太鼓」等、それぞれに個性的な
響きを出す太鼓。息の合った音色とそれに合わせたパフォーマ
ンスは迫力満点！
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弟
神
が
乙
女
の
前
に
出
る
と
、
着
て
い
た
衣

服
が
藤
の
花
に一
変
。
そ
し
て
つ
い
に
乙
女
の

心
を
射
止
め
る
こ
と
が
で
き
た
そ
う
だ
。

　

と
こ
ろ
が
兄
神
は
こ
れ
を
妬
み
、約
束
し

た
品
物
を
弟
神
に
贈
ら
な
い
。そ
れ
を
知
っ

た
母
神
は「
神
が
約
束
を
破
る
と
は
」
と

嘆
き
、夫
で
あ
る
祖お

や
が
み神

に
告
げ
た
。
祖
神
が

戒い
ま
しめ
の
た
め
呪
い
を
か
け
る
と
、や
せ
細
り
、

病
気
で
寝
込
ん
で
し
ま
っ
た
兄
神
。
８
年

後
、兄
神
が
心
に
明
る
さ
を
取
り
戻
す
と
、

呪
い
が
と
か
れ
、
元
の
立
派
な
若
者
に
戻
っ

た
。そ
の
後
は
神
一々家
そ
ま
ま
に
、平
穏
な

日
々
が
続
い
た
そ
う
だ
。

　

桐
野
に
あ
る「
御み

づ

し
出
石
神
社
」に
は
、天

日
槍
命
と
出
石
乙
女
が
祀
ら
れ
て
い
る
。

兄
神
は
秋
、
弟
神
は
春
の
象
徴
と
さ
れ
て

い
る
。
平
和
や
五
穀
豊
穣
へ
の
願
い
が
込
め

ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
周
辺
は
広
大
な

鎮
守
の
森
が
広
が
り
、豊
か
な
自
然
と
の
ど

か
な
田
園
風
景
に
包
ま
れ
て
い
た
。

　

２
０
１
２
年
は
日
本
最
古
の
歴
史
書「
古

事
記
」が
編へ

ん
さ
ん纂
１
３
０
０
年
を
迎
え
た
記

念
す
べ
き
年
。
但
馬
に
も
古
事
記
に
ま
つ
わ

る
場
所
が
点
在
し
て
お
り
、
豊
岡
市
出
石

町
宮
内
の「
出
石
神
社
」は
、
但
馬
開
発
の

祖
・
天

あ
め
の
ひ
ぼ
こ
の
み
こ
と

日
槍
命
が
祀
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
有

名
な
神
社
だ
。
今
回
は
そ
の
娘「
出
石
乙
女

（
伊い

づ
し
を
と
め
の
か
み

豆
志
袁
登
売
神
）」の
伝
説
を
ご
紹
介
。

　

出
石
乙
女
は
美
し
く
て
心
の
優
し
い
女

神
だ
っ
た
。
誰
も
が
心
ひ
か
れ
、
秋
の
神
・

秋あ
き
や
ま
の
し
た
ひ
お
と
こ

山
之
下
氷
壮
夫
も
そ
の
１
人
だ
っ
た
。

彼
は
結
婚
を
申
し
込
む
が
断
ら
れ
て
し
ま

う
。
そ
し
て
そ
の
弟
・
春は

る
や
ま
の
か
す
み
お
と
こ

山
之
霞
壮
夫
に

兄
神
は「
お
前
が
出
石
乙
女
と
結
婚
で
き
た

ら
、私
の
背
と
同
じ
高
さ
の
瓶か

め
に一杯
の
酒
と
、

山
海
の
珍
味
を
や
ろ
う
」と
約
束
を
し
た
。

　

弟
は
そ
の
こ
と
を
母
神
に
相
談
す
る
。

母
神
は
山
か
ら
と
っ
て
き
た
藤
の
葛

か
ず
ら
を
使

い
、衣
服
を
織
り
上
げ
て
弟
神
に
着
せ
、求

婚
に
行
か
せ
た
。
す
る
と
不
思
議
な
こ
と
に

「
出
石
乙
女
」
を
祀
る
御み

づ

し

出
石
神
社

美
し
き
乙
女
を
め
ぐ
る
兄
弟
神
の
伝
説

出
石
乙
女 

［
豊
岡
市
出
石
町
］

伝
承
の
地
を
訪
ね
て

第3回

御出石神社
本殿は豊岡市文化財。毎年10月
の第 2 土曜日には神社の秋祭りが
開催される。江戸時代は「加茂神
社」を名乗っていたため、地元では

「加茂さん」の名で親しまれている。
◆豊岡市出石町桐野

参考文献：『兵庫の伝説 第二集』


