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夢
郷

　

平
成
２
年
、
旧
大
越
町
の
ふ

る
さ
と
創
生
事
業
の
一
つ
と
し

て
、
創
作
太
鼓
を
始
め
ま
し
た
。

地
域
づ
く
り
は
人
づ
く
り
と
言

わ
れ
て
い
る
と
お
り
、
人
と
人

と
の
触
れ
合
い
に
よ
る
融
和
・

協
調
・
連
帯
を
最
も
大
切
に
す

る
心
を
つ
く
ろ
う
と
考
え
た
の

で
す
。
会
の
名
前
は
、
大
越
町

に
残
る
鬼
五
郎
・
幡
五
郎
兄
弟

の
伝
説
に
ち
な
ん
で
「
大
越
町

鬼
五
郎
幡
五
郎
和
太
鼓
保
存
会
」

と
命
名
し
ま
し
た
。
勇
壮
な
太

鼓
は
、
過
疎
化
か
ら
脱
却
す
る

た
め
の
起
爆
剤
と
し
て
、
地
域

活
性
化
の
原
動
力
に
な
る
と
期

待
さ
れ
、
活
動
が
ス
タ
ー
ト
し

ま
し
た
。

地
域
活
性
化
の
原
動
力
に
な
る

た
む
ら人

ス
ト
ー
リ
ー

シ
リ
ー
ズ

大越町鬼五郎幡五郎和太鼓保存会の皆さん
前列中央が会長の湯佐清光さん（大越町上大越）

　
こ
の
コ
ー
ナ
ー
で
は
、
ま
ち
づ
く
り
な
ど
の
活
動
に
取

り
組
ん
で
い
る
市
民
の
方
や
グ
ル
ー
プ
に
お
話
を
伺
い
、

活
動
内
容
や
活
動
に
か
け
る
思
い
を
シ
リ
ー
ズ
で
紹
介
し

ま
す
。

　
和
太
鼓
演
奏
で
多
く
の
人
々
の
胸
に
感
動
を
刻
み
続
け

て
い
る
「
大
越
町
鬼
五
郎
幡
五
郎
和
太
鼓
保
存
会
」。
平
成

２
年
に
発
足
し
て
以
来
、
奥
州
猿さ

羽ば

根ね

流
の
伝
承
に
研
鑚

を
重
ね
な
が
ら
、
和
太
鼓
全
国
大
会
や
市
内
外
の
イ
ベ
ン

ト
な
ど
で
の
演
奏
活
動
に
熱
心
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

の
中
心
と
な
っ
て
活
躍
さ
れ
て
い
る
会
長
の
湯
佐
清
光
さ

ん
に
、
活
動
へ
の
思
い
を
伺
い
ま
し
た
。

テ
ー
マ
は
“
夢む

心し
ん

”

　

初
期
の
メ
ン
バ
ー
は
19
人
で
、

全
員
が
太
鼓
を
叩
い
た
こ
と
が

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

そ
こ
で
、
山
形
県
の
奥
州
羽

根
流
の
龍
連
山
先
生
に
指
導
い

た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

月
２
回
、
先
生
に
指
導
い
た
だ

き
な
が
ら
、
先
生
創
作
の
「
祭

り
太
鼓
」「
鳴
神
太
鼓
」「
鬼
面

太
鼓
」
の
３
曲
を
、
週
３
回
、

大
越
町
武
道
館
（
旧
娯
楽
場
）

で
本
格
的
に
練
習
し
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
ス
ム
ー
ズ
に
進
ん

だ
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
勇

壮
な
太
鼓
に
仕
上
げ
る
た
め
、

し
ば
し
ば
編
曲
が
あ
り
ま
し
た
。

太
鼓
の
音
が
う
る
さ
い
と
苦
情

を
言
わ
れ
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　

平
成
23
年
の
東
日
本
大
震
災

で
は
活
動
を
自
粛
し
ま
し
た
が
、

被
災
者
を
励
ま
し
た
い
思
い
か

ら
、
８
月
に
は
活
動
を
再
開
し

ま
し
た
。

　

和
太
鼓
の
歴
史
は
古
く
、
縄

文
時
代
に
は
す
で
に
、
情
報
伝

達
の
手
段
と
し
て
利
用
さ
れ
て

い
た
と
い
い
ま
す
。
今
日
で
は
、

雅
楽
や
歌
舞
伎
で
重
要
な
役
割

を
果
た
し
て
い
る
ほ
か
、
日
々

の
暮
ら
し
の
中
に
身
近
な
も
の

と
し
て
溶
け
込
ん
で
い
ま
す
。

　

ま
た
、
最
近
で
は
、
和
太
鼓

を
演
奏
す
る
と
脳
が
活
性
化
す

る
と
の
研
究
結
果
も
あ
る
そ
う

で
す
。

　

心
を
無
に
し
て
、
ひ
た
す
ら

和
太
鼓
を
叩
く
練
習
風
景
。
会

員
が
振
る
う
バ
チ
に
は
、
彼
ら

の
汗
や
血
が
絆
と
な
っ
て
沁し

み

込
ん
で
い
る
よ
う
で
し
た
。

　

保
存
会
の
メ
ン
バ
ー
は
現
在

18
人
で
、
発
足
時
か
ら
残
っ
て

い
る
の
は
湯
佐
さ
ん
を
含
め
て

３
人
。
多
い
時
は
30
人
ほ
ど
い

ま
し
た
が
、
田
村
市
が
誕
生
す

る
直
前
に
は
５
人
ま
で
減
っ
た

そ
う
で
す
。
今
で
は
、
大
越
町

は
も
ち
ろ
ん
、
船
引
町
や
都
路

町
、
さ
ら
に
は
小
野
町
の
会
員

取
材
を
終
え
て

（
協
働
ま
ち
づ
く
り
課
）

　

そ
れ
で
も
私
た
ち
は
、
練
習

に
明
け
暮
れ
ま
し
た
。
太
鼓
を

演
奏
す
る
テ
ー
マ
が
明
確
に
な

り
、
迷
い
が
吹
っ
切
れ
た
か
ら

で
す
。

　

そ
の
テ
ー
マ
は
“
夢
心
”、
つ

ま
り
夢
を
伝
え
る
こ
と
で
す
。

　

そ
し
て
平
成
３
年
７
月
、「
鬼

の
里
納
涼
夏
ま
つ
り
」
で
、
初

め
て
町
民
の
皆
さ
ん
に
演
奏
を

披
露
し
ま
し
た
。
観
賞
し
た
人

か
ら
「
勇
壮
な
リ
ズ
ム
と
バ
チ

さ
ば
き
に
驚
い
た
」「
鬼
伝
説
の

里 

お
お
ご
え
の
太
鼓
と
し
て
自

慢
で
き
る
」
と
好
評
を
い
た
だ

き
、
深
く
感
動
し
た
の
を
覚
え

て
い
ま
す
。

　

　

活
動
を
始
め
て
か
ら
今
年
で

25
年
―
―
私
た
ち
保
存
会
は
、

地
元
の
田
村
市
は
も
と
よ
り
、

市
内
外
の
イ
ベ
ン
ト
や
太
鼓

フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
な
ど
に
も
参

加
し
て
き
ま
し
た
。
和
太
鼓
の

響
き
が
こ
れ
ま
で
以
上
に
感
動

や
感
激
を
与
え
、
脳
だ
け
で
は

な
く
地
域
も
活
性
化
す
る
よ
う
、

こ
れ
か
ら
も
太
鼓
を
叩
き
続
け

て
い
き
た
い
で
す
ね
。
私
た
ち

が
叩
く
和
太
鼓
の
響
き
が
復
興

に
寄
与
す
れ
ば
、
こ
れ
ほ
ど
う

れ
し
い
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

も
い
る
そ
う
で
す
。
20
代
か
ら

30
代
の
メ
ン
バ
ー
が
主
力
と
な

り
、
若
い
人
が
引
き
継
い
で
く

れ
て
う
れ
し
い
と
湯
佐
さ
ん
は

話
し
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
は
若

い
世
代
が
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
指

導
で
き
る
体
制
を
整
え
、“
夢
心
”

の
ロ
マ
ン
と
心
を
伝
え
る
保
存

会
に
し
た
い
と
の
こ
と
。
湯
佐

さ
ん
は
笑
顔
で
和
太
鼓
の
未
来

を
見
つ
め
て
い
ま
し
た
。

大越町鬼五郎幡五郎和太鼓保存会…平成 2 年、旧大越町のふるさと創生事業として始まった和太鼓演奏のグループ。
名前は坂上田村麻呂に対抗した兄弟の名にちなむ。奥州猿羽根流（下参照）の龍

りゅう
連
れん

山
ざん

氏に師事。曲目は「祭り太鼓」「鳴
神太鼓」「鬼面太鼓」のほか、平成 21 年に田村市の自然をイメージして作曲した「田村颪

おろし
」がある。市内外のイベ

ントに積極的に出演し、地域づくりだけでなく市のアピールにも寄与。大太鼓には保存会のテーマ“夢心”が刻ま
れている。
奥州猿羽根流…水

すい
舞
ぶ

流（福井県）と助六流（東京都）を修めた宗家・龍連山が独自の大太鼓奏法をアレンジして興
した和太鼓流派。観

み
せて聞かせ、聞かせて観

み
せる打芸の太鼓は、外務省の要請で海外公演をするほど世界的に評価

を得ている。

Vol.7

復
興
の
響
き
に

▲あぶくま洞秋まつりのステージに出演

▲活動を始めたころ、大越町武道館で

▲法螺貝を吹く湯佐会長


