
 

    

―
練
習
内
容
に
つ
い
て
教
え
て
下
さ
い
。 

（
横
井
代
表
）
準
備
体
操
を
行
っ
た
後
、
基
礎
練
と
し
て

打
ち
込
み
（
テ
ン
ポ
に
あ
わ
せ
て
太
鼓
を
規
則
的
に
叩
く
）

を
５
分
間
３
セ
ッ
ト
行
い
ま
す
。
テ
ン
ポ
は
セ
ッ
ト
を
重

ね
る
ご
と
に
速
め
て
、
み
っ
ち
り
と
体
に
打
ち
方
を
染
み

付
か
せ
ま
す
。
基
礎
練
習
の
後
は
、
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
や
休

憩
を
は
さ
み
つ
つ
、
イ
ベ
ン
ト
参
加
予
定
の
な
い
今
の
時
期

は
チ
ー
ム
で
決
め
た
１
曲
を
丹
念
に
練
習
し
ま
す
。 

 

―
演
奏
披
露
等
の
活
動
に
つ
い
て
教
え
て
下
さ
い
。 

谷
保
天
満
宮
の
行
事
（
２
月
の
梅
祭
り
と
９
月
の
天

満
宮
ま
つ
り
）
を
は
じ
め
、
谷
保
第
三
公
園
の
ど
ん
ど
焼

き
や
青
柳
稲
荷
神
社
の
お
祭
り
、
市
内
の
夏
祭
り
、
国

立
ま
と
火
等
で
演
奏
を
行
わ
せ
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。  

 

演
奏
活
動
以
外
で
は
、
国
立
第
一
小
学
校
の
４
年
生

を
対
象
に
、
伝
統
芸
能
体
験
事
業
と
し
て
、
毎
年
１
月

頃
に
天
神
太
鼓
の
指
導
を
行
っ
て
い
ま
す
。 

 

―
加
入
条
件
等
が
あ
れ
ば
教
え
て
下
さ
い
。 

太
鼓
が
好
き
、
太
鼓
を
叩
き
た
い
と
い
う
気
持
ち
が

あ
れ
ば
、
老
若
男
女
ど
な
た
で
も
参
加
可
能
で
す
。
募

集
に
つ
い
て
大
々
的
な
告
知
等
は
し
て
い
ま
せ
ん
が
、
演

奏
を
見
て
興
味
を
持
っ
た
方
が
い
た
と
き
は
個
別
に
お
誘

い
し
て
い
ま
す
。
子
ど
も
が
太
鼓
を
や
っ
て
み
た
い
と
言
っ

た
の
で
、
引
率
と
し
て
付
い
て
き
た
親
御
さ
ん
が
子
ど
も

と
一
緒
に
太
鼓
を
は
じ
め
、
子
ど
も
よ
り
真
剣
に
な
る

ケ
ー
ス
が
多
い
で
す
。 

メ
ン
バ
ー
構
成
は
時
に
よ
っ
て
異
な
り
、
年
齢
層
や

技
術
が
定
ま
ら
な
い
た
め
、
そ
の
時
に
し
か
で
き
な
い

事
、
今
の
メ
ン
バ
ー
だ
か
ら
で
き
る
こ
と
を
常
に
考
え
て

練
習
し
て
い
ま
す
。 

 

―
太
鼓
と
い
う
楽
器
の
魅
力
と
は
何
で
し
ょ
う
か
。 

太
鼓
の
音
を
耳
で
聞
き
、
体
で
味
わ
い
、
振
動
を
感

じ
、
そ
れ
が
リ
ズ
ム
に
な
り
、
曲
に
な
る
こ
と
の
面
白
さ

で
す
。
一
度
打
つ
と
、
無
条
件
に
も
っ
と
打
ち
た
く
な

る
の
で
す
。
太
鼓
を
打
つ
、
と
い
う
行
為
に
、
嫌
な
要

素
が
一
つ
も
な
い
の
で
す
。 

ア
ド
リ
ブ
演
奏
が
し
や
す
い
こ
と
も
狭
義
の
魅
力
と

し
て
あ
り
ま
す
。
私
た
ち
は
プ
ロ
集
団
で
は
な
い
の
で
、

舞
台
で
ミ
ス
を
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
で
も
太
鼓
と

い
う
楽
器
だ
か
ら
、
私
た
ち
で
も
そ
の
ミ
ス
を
工
夫
し

て
打
て
ば
、
活
か
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。 

 

―
チ
ー
ム
に
お
け
る
今
の
課
題
と
は
何
で
し
ょ
う
か
。 

チ
ー
ム
全
体
の
技
量
の
向
上
が
課
題
で
す
。
こ
れ
ま

で
は
「太
鼓
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
の
み
で
メ
ン
バ
ー
が
つ

な
が
っ
た
状
態
で
、
メ
ン
バ
ー
個
々
人
の
練
習
ス
タ
イ
ル

や
参
加
状
況
な
ど
に
つ
い
て
、
会
が
制
限
や
強
制
は
せ

ず
に
活
動
し
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
現
時
点
の
構
成

メ
ン
バ
ー
の
多
く
は
活
動
歴
の
長
い
者
が
揃
っ
て
い
ま

す
。
こ
の
機
会
に
、
プ
ロ
レ
ベ
ル
を
目
指
す
と
は
言
わ
な

い
ま
で
も
、
全
体
的
に
レ
ベ
ル
ア
ッ
プ
を
す
る
段
階
に
移

り
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。 

そ
の
た
め
、
具
体
的
に
持
ち
曲
数
を
増
や
す
こ

と
ば
か
り
で
は
な
く
、
今
あ
る
持
ち
曲
の
質
を
高

め
、
よ
り
観
客
を
魅
了
で
き
る
よ
う
に
個
々
の
パ
フ

ォ
ー
マ
ン
ス
力
を
鍛
え
る
事
を
考
え
て
い
ま
す
。
み

ん
な
で
楽
し
く
叩
く
太
鼓
か
ら
、
魅
せ
る
太
鼓
へ
。

そ
の
方
が
練
習
も
楽
し
く
な
る
と
思
う
の
で
す
。 

ま
た
、
「
太
鼓
」
と
い
う
楽
器
の
歴
史
や
知
識
に

つ
い
て
、
よ
り
深
く
理
解
す
る
事
も
必
要
だ
と
考

え
て
い
ま
す
。
昔
の
人
の
打
ち
方
を
研
究
し
て
披

露
で
き
る
よ
う
に
す
る
と
か
、
太
鼓
の
作
り
方
に
つ

い
て
よ
り
深
く
理
解
す
る
と
か
、
ま
だ
ま
だ
工
夫

や
探
求
で
き
る
こ
と
が
沢
山
あ
る
と
思
っ
て
い
ま

す
。 

 

―
活
動
を
通
じ
て
嬉
し
い
瞬
間
と
は
ど
ん
な
時
で

す
か
。 

メ
ン
バ
ー
の
成
長
を
感
じ
た
時
で
す
。
保
育
園

か
ら
太
鼓
を
打
ち
始
め
た
子
が
、
小
学
生
に
な
っ

て
舞
台
に
立
っ
た
と
き
の
姿
を
見
て
、
チ
ー
ム
に
入

っ
て
間
も
な
い
頃
よ
り
一
段
と
た
く
ま
し
く
成
長

し
た
様
子
を
感
じ
て
本
当
に
感
動
し
ま
し
た
。 

 

―
最
後
に
一
言
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

私
に
と
っ
て
一
番
嫌
な
こ
と
は
、
こ
の
チ
ー
ム
が

な
く
な
る
こ
と
で
す
。
「
や
ぼ
天
神
太
鼓
」
と
い
う

チ
ー
ム
が
未
来
永
劫
続
く
も
の
に
な
っ
て
ほ
し
い
と

強
く
願
い
、
ど
ん
な
形
で
も
よ
い
の
で
会
に
携
わ
っ

て
「天
神
太
鼓
」
の
伝
統
を
皆
と
後
世
に
引
き
継
い

で
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。 

※本記事は、平成 29年 3月 11日に取材した内容について掲載しております。 

平
成 

 

年
３
月 

 

日
（
土
）
に
国
立
市
郷
土
文
化
館

に
て
、
や
ぼ
天
神
太
鼓
の
定
期
練
習
が
開
催
さ
れ

た
。
老
若
男
女
が
集
う
防
音
室
へ
取
材
に
伺
っ
た
。 
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昭和 52年から 

40年近くに亘り、地域で 

天神太鼓の演奏活動を行って 

いる団体。市内各地で開催されるお

祭り等のイベントにボランティアで出演

されているほか、市立小学校にて太鼓 

の打ち方の指導等も行うなど、天神

太鼓という伝 統芸術文化の継承 

・振興に貢献している。 

 


