
過
渡
期
の
鼓
胴
そ
の
後

高

桑

い

づ

み

は
じ
め
に

平
安
時
代
末
か
ら
室
町
時
代
初
め
に
描
か
れ
た
絵
巻
に
は
、
遊
女
や
白
拍
子
達
が
鼓

を
膝
の
前
に
置
い
て
打
ち
な
が
ら
謡
う
姿
が
と
き
お
り
描
か
れ
て
い
る
。『

法
然
上
人

絵
伝』

で
は
上
人
が
流
さ
れ
る
途
中
、
室
津
の
遊
女
を
教
化
し
た
、
と
い
う
有
名
な
エ

ピ
ソ
ー
ド
を
描
い
た
場
面
で
、
小
舟
に
の
り
、
大
き
な
黒
塗
り
の
鼓
を
左
脇
に
抱
え
た

遊
女
の
姿
が
見
え
る
し
、『

鶴
岡
放
生
会
職
人
絵
巻』

に
も
黒
塗
り
の
鼓
を
膝
の
う
え

に
置
い
て
打
つ
遊
女
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。『

一
遍
聖
絵』
で
も
武
士
の
館
の
宴
会

で
同
じ
よ
う
な
鼓
を
身
体
の
前
に
置
い
て
打
つ
遊
女
の
姿
が
見
え
る
。
絵
巻
に
描
か
れ

た
鼓
の
胴
は
い
づ
れ
も
黒
塗
り
で
お
お
ぶ
り
だ
が
、
黒
漆
を
施
し
た
だ
け
の
簡
素
な
作

り
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

平
成
六
年
、
芸
能
部

(

当
時
、
現
在
で
は
無
形
文
化
遺
産
部)

で
は
雅
楽
器
の
調
査

の
た
め
に
各
地
の
寺
社
へ
所
蔵
楽
器
の
ア
ン
ケ
ー
ト
を
お
願
い
し
た
の
だ
が
、
奈
良
県

石
上
神
宮
と
香
川
県
神
谷
神
社
か
ら
送
ら
れ
て
き
た
写
真
に
し
ば
し
息
を
の
ん
だ
。
そ

こ
に
写
っ
て
い
た
の
は
絵
巻
に
描
か
れ
た
黒
い
鼓
胴
だ
っ
た
の
で
あ
る

(

写
真
1
・
2)

。

し
か
も
た
だ
黒
い
だ
け
で
は
な
く
、
胴
の
ふ
く
ら
ん
だ
部
分

(

乳
袋)

に
何
本
も
筋
が

彫
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、
こ
れ
と
同
じ
よ
う
な
鼓
胴
が
岐
阜
県
荒
城
神
社
に
二
点
あ

る
と
宮
内
庁
楽
部
の
多
忠
輝
氏
を
通
じ
て
教
え
て
い
た
だ
い
た
。
荒
城
郷
は
、
鎌
倉
時

代
に
忠
輝
氏
の
祖
先
、
多
好
方
が
頼
朝
か
ら
所
領
と
し
て
安
堵
さ
れ
た
地
で
あ
る
。
ま

た
、
民
俗
芸
能
研
究
家
の
樋
口
昭
氏
か
ら
ご
教
示
い
た
だ
い
て
京
都
府
多
治
神
社
の
鼓

胴
も
四
点
調
査
し
た
。
こ
う
し
た
線
刻
鼓
胴
を
、
私
は
雅
楽
か
ら
能
楽
へ
至
る
過
渡
期

の
鼓
胴
と
位
置
づ
け
、
報
告
書
を
作
成
し
た

(

１)

(

以
下
前
考
と
称
す)

が
、
そ
の
後
、
大

阪
学
院
大
学
助
教
授
の
宮
本
圭
造
氏
か
ら
滋
賀
県
の
飯
開
神
社
に
も
同
様
の
鼓
胴
が
残

さ
れ
て
い
る
と
い
う
情
報
を
い
た
だ
い
た
。
東
京
在
住
の
楽
器
コ
レ
ク
タ
ー
が
同
じ
様

な
鼓
胴
を
所
持
し
て
い
る
こ
と
も
確
認
し
た
し
、
京
都
在
住
の
能
楽
師
が
特
筆
す
べ
き

鼓
胴
を
所
有
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
お
知
ら
せ
い
た
だ
い
た
。
鼓
胴
の
変
遷
に
つ
い
て
は

お
り
に
ふ
れ
発
表
し
て
き
た
か
ら
重
複
す
る
記
述
が
少
な
く
な
い
し
、
同
じ
様
な
鼓
胴

の
存
在
を
確
認
し
た
、
と
い
う
報
告
に
多
少
考
察
を
加
え
た
論
考
に
過
ぎ
な
い
の
だ
が
、

事
例
が
多
く
な
る
ほ
ど
こ
う
し
た
線
刻
鼓
胴
の
普
及
率
が
高
か
っ
た
証
明
と
な
り
、
楽

器
史
上
で
の
存
在
も
大
き
く
な
る
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
意
図
か
ら
、
未
報
告
の
鼓
胴
に

つ
い
て
ま
と
め
て
お
く
。

一

線
刻
鼓
胴
の
あ
ら
ま
し

鼓
と
い
え
ば
能
や
歌
舞
伎
の
楽
器
、
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
が
、
能
以
前
の
芸
能

で
も
、
さ
か
ん
に
用
い
て
い
る
。
た
と
え
ば
雅
楽
で
は
壱
鼓
、
二
ノ
鼓
、
三
ノ
鼓
と
い

う
大
き
さ
の
異
な
る
鼓
を
用
い
て
き
た
が
、
雅
楽
鼓
胴
は
朱
や
緑
青
、
群
青
な
ど
色
と

り
ど
り
の
胡
粉
で
表
面
に
宝
相
華
や
剣
先
紋
を
描
い
た
も
の
が
多
く
、
同
じ
砂
時
計
型

の
胴
を
し
て
い
て
も
、
黒
漆
を
塗
布
し
た
胴
全
体
を
キ
ャ
ン
バ
ス
に
見
立
て
て
蒔
絵
を
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施
し
た
能
の
鼓
と
は
印
象
が
随
分
異
な
る
。
雅
楽
鼓
胴
で
は
乳
袋
の
表
面
に
突
起
を
設

け
、
そ
こ
を
境
に
彩
色
や
意
匠
を
変
え
る
こ
と
が
多
い
。
過
渡
期
、
と
位
置
づ
け
た
鼓

胴
に
刻
ま
れ
た
線
は
、
雅
楽
鼓
胴
の
突
起
に
替
わ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
彩
色
を
し
な
い

黒
漆
鼓
胴
に
境
界
線
は
必
要
な
い
の
だ
が
、
長
年
見
慣
れ
た
形
態
を
変
え
る
こ
と
に
抵

抗
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

法
量
表
に
ま
と
め
て
お
い
た
が
、
線
刻
鼓
胴
の
全
高
は
三
一
〜
三
四
セ
ン
チ
、
乳
袋

開
口
部
の
径
は
一
四
セ
ン
チ
前
後
で
あ
る
。
少
し
お
お
ぶ
り
な
荒
城
神
社
の
一
筒
と
、

小
ぶ
り
な
沼
名
前
神
社
の
一
筒
を
の
ぞ
く
と
ほ
ぼ
同
じ
サ
イ
ズ
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。

雅
楽
の
鼓
胴
に
規
格
が
な
い
こ
と
を
考
え
る
と
こ
れ
は
驚
く
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
雅
楽

鼓
胴
が
壱
鼓
、
二
ノ
鼓
、
三
ノ
鼓
と
命
名
し
て
い
る
の
は
サ
イ
ズ
が
異
な
る
か
ら
だ
が
、

手
先
の
器
用
な
寺
僧
や
仏
師
が
必
要
に
応
じ
て
製
作
し
て
い
た
た
め
か
、
壱
鼓
や
三
ノ

鼓
の
標
準
サ
イ
ズ
が
定
ま
っ
て
い
る
わ
け
で
な
い
。
過
渡
期
の
段
階
で
規
格
が
整
っ
た

以
上
、
専
門
の
鼓
工
房
が
出
現
し
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
が
、
乳
袋
内
部

(

ウ
ケ)

は
ま
だ
手
彫
り
で
、
く
り
方
に
は
差
異
が
あ
る
。
た
と
え
ば
石
上
神
宮
に
は
四
筒
所
蔵

さ
れ
て
い
る
が
、
乳
袋
の
形
状
ひ
と
つ
を
と
っ
て
も
四
筒
に
は
微
妙
な
違
い
が
あ
り
、

一
筒
だ
け
筋
に
朱
を
塗
る
な
ど

(

写
真
1

左
か
ら
二
番
目
の
筒)
外
形
の
点
で
も
差

異
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
あ
た
り
は
慎
重
に
考
え
た
い
。

規
格
の
一
定
化
は
、
音
色
の
問
題
に
関
わ
っ
て
く
る
。
求
め
る
音
色
が
定
ま
れ
ば
、

そ
の
音
色
を
作
り
出
す
た
め
に
規
格
が
定
ま
っ
て
く
る
わ
け
だ
が
、
規
格
、
す
な
わ
ち

全
高
と
開
口
部
の
径
以
上
に
鼓
胴
の
音
色
を
左
右
す
る
の
が
棹
の
内
部

(

巣)

の
く
り

方
と
ウ
ケ
の
カ
ー
ブ
、
乳
袋
と
棹
の
接
合
部
分

(

風
切)

の
形
状
な
ど
で
あ
る
。
現
行

の
能
の
鼓
胴
で
は
、
巣
の
中
央
付
近
を
音
越
と
呼
ん
で
そ
こ
が
少
し
狭
ま
る
よ
う
刳
っ

て
い
る
が
、
驚
く
こ
と
に
、
石
上
神
宮
の
鼓
胴
に
も
音
越
が
確
認
で
き
た
。
四
筒
と
も

ウ
ケ
は
ま
だ
荒
け
ず
り
で
、
中
に
は
カ
ン
ナ
目
と
い
う
よ
り
ノ
ミ
跡
と
い
う
方
が
ふ
さ

わ
し
い
胴
や
、
風
切
自
体
は
っ
き
り
形
成
さ
れ
て
い
な
い
胴
も
あ
る

(

写
真
3)

。
ウ

ケ
の
形
状
や
風
切
は
音
色
に
と
っ
て
重
要
な
フ
ァ
ク
タ
ー
で
あ
り
、
音
越
部
分
だ
け
狭

く
し
た
か
ら
と
い
っ
て
よ
い
音
色
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
石
上
神
宮
の
鼓
胴
は
偶
然

｢

音
越｣

風
に
巣
の
中
央
を
細
く
刳
っ
た
だ
け
な
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
雅
楽
の
鼓
胴

は
大
多
数
が
轆
轤
で
挽
い
た
だ
け
で
棹
の
内
部
は
ほ
ぼ
寸
胴
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る

と
、
こ
れ
は
特
記
し
て
お
き
た
い
事
項
で
あ
る
。
鼓
胴
は
ま
ず

｢

音
越｣

部
分
か
ら
能

に
向
け
て
一
歩
前
進
し
た
、
と
言
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

神
谷
神
社
に
は
舞
楽
面

(

抜
頭)

が
残
さ
れ
て
い
た
か
ら
当
地
の
鼓
胴
は
雅
楽
で
用

い
た
の
だ
ろ
う
が
、
鼓
胴
内
部
に
は
細
か
く
ノ
ミ
で
削
っ
た
跡
が
認
め
ら
れ
た
し
、
削

り
す
ぎ
て
棹
と
乳
袋
の
付
け
根
に
穴
を
あ
け
て
い
た

(

写
真
4
・
11)

。
音
色
を
調
節

す
る
た
め
に
内
部
を
細
工
し
た
の
だ
ろ
う
。
雅
楽
の
鼓
胴
は
革
に
呉
粉
を
塗
っ
て
し
ま

う
し
、
バ
チ
を
用
い
る
の
で
響
き
を
重
視
す
る
と
は
考
え
に
く
い
。
白
拍
子
を
始
め
と

す
る
中
世
芸
能
は
、
能
と
同
様
、
素
手
で
打
つ
か
ら
音
色
の
調
節
は
可
能
で
あ
る
。
こ

う
し
た
線
刻
鼓
胴
は
、
能
楽

(

猿
楽)

専
用
と
な
る
以
前
に
雅
楽
以
外
の
中
世
芸
能
で

も
用
い
た
の
だ
ろ
う
。

以
上
が
、
前
考
に
基
づ
く
線
刻
鼓
胴
の
概
要
で
あ
る
。
詳
細
に
つ
い
て
、
前
考
を
参

照
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

二

飯
開
神
社
の
鼓
胴

滋
賀
県
東
浅
井
郡
湖
北
町
、
琵
琶
湖
の
北
岸
に
位
置
す
る
飯
開
神
社
は
承
和
元
年

(

八
三
四)

ま
た
大
治
元
年

(

一
一
二
六)

の
勧
請
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
に

天
正
元
年

(

一
五
七
〇)

正
月
、
浅
井
長
政
と
母
君
の
祈
願
に
よ
っ
て
御
刀
と
共
に
奉

納
寄
進
さ
れ
た
、
と
伝
え
の
あ
る
鼓
胴
が
残
さ
れ
て
い
る

(

２)

。
地
元
で
は

｢

躑
躅
胴
鼓｣

と
呼
ん
で
お
り
、
か
な
り
破
損
が
進
ん
で
い
る
が
県
の
登
録
文
化
財
と
な
っ
て
い
る
。

乳
袋
の
両
端
が
朽
ち
て
い
る
が
、
乳
袋
上
の
線
刻
は
は
っ
き
り
残
っ
て
い
た

(

写
真
5)

。

お
よ
そ
の
全
長
は
三
五
セ
ン
チ
。
開
口
部
の
径
は
一
四
・
五
セ
ン
チ
。
全
長
が
他
よ
り

若
干
長
い
の
は
、
棹
の
分
で
あ
る

(

乳
袋
の
大
き
さ
は

｢

座
迄
の
高
さ｣

で
表
さ
れ
る
。
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全
長
に
比
べ
る
と
座
ま
で
の
高
さ
は
低
い)

。
他
の
線
刻
鼓
胴
と
比
較
す
る
と
棹
中
央

に
か
け
て
の
ふ
く
ら
み
が
少
な
く
、
乳
袋
の
開
き
具
合
も
少
な
い
。
雅
楽
鼓
胴
の
乳
袋

は
か
な
り
開
口
部
が
開
い
た
形
状
を
し
て
お
り
、
そ
の
面
影
を
強
く
残
す
の
が
石
上
神

宮
の
鼓
胴
だ
が
、
そ
れ
よ
り
は
能
の
鼓
胴
に
近
い
段
階
、
と
言
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

乳
袋
内
は
轆
轤
で
挽
い
た
上
に
細
か
い
筋
が
刻
ま
れ
て
い
た

(

写
真
6)

が
、
こ
う
し

た
筋
が
音
色
の
調
節
の
た
め
に
刻
ま
れ
た
か
ど
う
か
不
明
で
あ
る
。

天
正
と
い
え
ば
、
世
阿
弥
が
能
を
大
成
し
て
か
ら
一
世
紀
以
上
た
ち
、
能
の
鼓
胴
も

現
行
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
ぬ
形
態
に
な
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
浅
井
長
政
の
奉
納
と

い
う
の
は
、
土
地
ゆ
か
り
の
著
名
人
に
仮
託
し
た
伝
承
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
長
政

自
身
、
古
色
が
珍
し
く
て
奉
納
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
第
五
節
で
紹
介
す
る
鼓
胴
と
比
較

す
る
と
、
躑
躅
胴
鼓
が
天
正
時
代
に
現
役
だ
っ
た
と
は
考
え
に
く
い

(

３)

。

神
社
に
残
さ
れ
た

『

飯
開
神
社
・
白
髭
神
社
取
調
帳』

(

明
治
七
年
筆)

に
よ
る
と
、

琵
琶
湖
の
水
が
境
内
ま
で
浸
水
し
て
社
殿
が
大
破
す
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
り
、
天
正

六
年
に
は
織
田
信
長
に
よ
る
御
改
も
あ
っ
て
、
現
存
す
る
社
殿
は
宝
永
三
年
に
普
請
さ

れ
た
と
い
う
。
そ
の
よ
う
な
情
況
下
で
古
い
時
代
の
遺
品
が
大
過
な
く
保
管
さ
れ
て
い

た
の
は
奇
跡
に
近
い
こ
と
で
あ
る
。
文
献
資
料
等
が
確
認
で
き
な
い
の
で
製
作
年
代
や

用
途
は
不
明
な
ま
ま
だ
が
、
現
時
点
で
確
認
で
き
た
と
こ
ろ
を
報
告
し
て
お
く
。

ち
な
み
に
同
社
に
は
応
永
十
一
年

(

一
四
〇
四)

の
銘
の
あ
る
神
輿
も
残
さ
れ
て
お

り
、
こ
ち
ら
は
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。

三

遍
明
院
の
鼓
胴

先
述
し
た
よ
う
に
、
荒
城
神
社
に
は
大
小
二
筒
の
線
刻
鼓
胴
が
残
さ
れ
て
い
る
。

『

東
鑑』

に
よ
る
と
、
建
久
四
年

(

一
一
九
三)

、
頼
朝
が
多
氏
を
荒
城
郷
の
地
頭
に
任

じ
た
、
と
記
し
て
い
る
が
、
好
方
以
後
も
好
節
・
好
氏
・
好
久
と
地
頭
職
を
嗣
い
で
弘

安
五
年

(

一
二
八
三)

、
好
久
が
没
す
る
ま
で
所
領
と
し
て
い
た
。
鼓
胴
に
サ
イ
ズ
の

差
が
あ
る
の
は
、
雅
楽
の
壱
鼓
と
三
ノ
鼓
の
つ
も
り
で
あ
ろ
う
か
ら
、
当
地
の
鼓
胴
が

鎌
倉
時
代
の
作
で
雅
楽
に
用
い
ら
れ
た
可
能
性
は
大
き
い
の
だ
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で

も
推
測
の
域
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
。

と
こ
ろ
が
昨
夏
、
製
作
時
期
を
か
な
り
限
定
で
き
る
鼓
胴
を
、
瀬
戸
内
市
内
の
弘
法

寺
遍
明
院
で
発
見
し
た

(

写
真
7)

。
乳
袋
の
上
に

｢

千
手
山

奉
施
入
阿
卩

(

部)

重
行

永
仁
四

七

十
三｣

と
彫
り
込
ま
れ
た
鼓
胴

(

写
真
8)

で
、
旧
牛
窓
町
の

文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。
弘
法
寺
文
書
に
よ
る
と
、
同
寺
は
古
く
か
ら

｢

千
手
寺｣

な
い
し

｢

千
手
山
弘
法
寺｣

と
称
さ
れ
て
き
た
が
、
こ
れ
は
本
尊
で
あ
っ
た
千
手
観
音

に
ち
な
ん
だ
も
の
ら
し
い

(

４)

。
天
智
天
皇
の
勅
願
寺
と
し
て
報
恩
大
師
が
造
立
し
、
そ
の

後
弘
法
大
師
が
再
興
し
た
、
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、
同
じ
く
報
恩
大
師
開
創
と
伝
え

る
岡
山
市
の
金
山
寺
に
は
仁
安
三
年

(

一
一
六
八)

の
記
録
が
残
さ
れ
て
い
る
か
ら
、

弘
法
寺
の
歴
史
も
そ
の
時
期
あ
た
り
ま
で
遡
っ
て
よ
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
建
長
三
年

(

一
二
五
一)

に
は
地
域
の
御
願
寺
と
し
て
郷
民
が
支
え
て
い
た
と
い
う
記
録
が
あ
る

し
、
正
安
二
年

(

一
三
〇
〇)

十
一
月
に
行
わ
れ
た
本
堂
供
養
に
は
、
法
会
の
中
心
的

役
割
を
担
う
講
師
と
呪
願
師
を
比
叡
山
か
ら
、
唄
師
を
西
大
寺
か
ら
招
い
て
い
る
。
牛

窓
地
域
は
瀬
戸
内
交
通
の
要
所
で
も
あ
っ
た
か
ら
、
中
央
と
の
交
流
も
さ
か
ん
に
行
わ

れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
弘
安
八
年

(

一
二
八
五)

と
陰
刻
さ
れ
た
磬
、
迎
講
で
使
用

す
る
行
道
面
、
踟
供
養

(

ね
り
く
よ
う)

で
用
い
た
大
き
な
被
り
仏
も
残
さ
れ
て
い
る
。

鼓
胴
に
彫
ら
れ
た
年
号
は
施
入
の
際
の
刻
銘
と
考
え
ら
れ
る
が
、
永
仁
四
年

(

一
二
九

六)

と
い
え
ば
ま
さ
に
鎌
倉
時
代
後
期
で
あ
る
。
被
り
仏
や
行
道
面
は
鎌
倉
時
代
の
作

と
比
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
の
鼓
胴
を
そ
う
し
た
行
事
に
用
い
た
可
能
性
も
考
え
ら

れ
よ
う
。
阿
部
重
行
が
い
か
な
る
人
物
な
の
か
、
現
時
点
で
不
明
な
の
が
残
念
だ
が
、

全
高
三
三
セ
ン
チ
、
開
口
部
の
径
は
一
五
セ
ン
チ
。
標
準
的
な
法
量
の
線
刻
鼓
胴
が
、

ま
さ
に
鎌
倉
時
代
に
使
用
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
乳
袋
の
内
部
は
か
な
り
細
か
く
調

整
さ
れ
た
跡
が
あ
り
、
そ
の
様
子
は
神
谷
神
社
の
鼓
胴
に
酷
似
し
て
い
る

(

写
真
9)

。

乳
袋
と
棹
の
境
に
穴
が
あ
い
て
い
る
の
は
、
削
り
す
ぎ
た
た
め
で
あ
ろ
う

(

写
真
10)

。

過渡期の鼓胴その後
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神
谷
神
社
の
鼓
胴
に
も
同
じ
様
な
位
置
に
穴
が
あ
い
て
い
た

(

写
真
11)

が
、
現
行
の

鼓
で
も
こ
の
箇
所
は
数
ミ
リ
と
い
う
薄
さ
で
あ
る
。
雅
楽
鼓
胴
で
は
、
こ
こ
ま
で
こ
の

部
分
を
薄
く
成
形
し
な
い
。
過
渡
期
の
段
階
で
能
の
鼓
胴
と
同
じ
様
な
構
造
、
細
工
の

し
ど
こ
ろ
が
う
か
が
え
る
の
は
興
味
深
い
こ
と
で
あ
る
。

不
思
議
な
こ
と
だ
が
、
遍
明
院
の
鼓
胴
は
、
片
方
の
革
口
部
分
が
部
分
的
に
切
断
さ

れ
て
い
た

(

写
真
12)
。
切
断
し
て
し
ま
え
ば
鼓
胴
と
し
て
使
用
は
で
き
な
く
な
る
。

ど
の
よ
う
な
目
的
が
あ
っ
た
の
か
推
測
し
か
ね
る
が
、
現
状
を
報
告
を
し
て
お
く
。

四

未
調
査
の
鼓
胴

東
京
在
住
の
楽
器
コ
レ
ク
タ
ー
が
同
じ
よ
う
な
線
刻
鼓
胴
を
所
有
し
て
い
る
こ
と
も
、

確
認
し
て
い
る
。
調
査
を
許
可
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
計
測
は
し
て
い
な
い
が
、
大
鼓
と

並
べ
て
展
示
さ
れ
て
お
り
、
全
長
は
そ
れ
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
っ
た
。
乳
袋
の
口
が
、
石

上
神
宮
蔵
鼓
胴
の
写
真
左
端

(

写
真
1)

程
度
に
か
な
り
開
い
た
形
状
だ
が
、
特
異
な

こ
と
に
線
刻
が
少
な
い
。
こ
れ
ま
で
の
線
刻
鼓
胴
で
は
三
本
づ
つ
ま
と
ま
っ
た
線
刻
が

二
カ
所
、
各
乳
袋
に
認
め
ら
れ
た
が
、
こ
の
鼓
胴
で
は
そ
れ
が
一
カ
所
、
乳
袋
の
中
央

に
集
中
し
て
い
た
。
線
刻
が
少
な
い
分
、
能
の
鼓
胴
に
近
づ
い
た
こ
と
を
思
わ
せ
る
が
、

乳
袋
の
開
き
具
合
が
著
し
い
の
で
そ
う
と
は
言
い
切
れ
な
い
。
線
刻
鼓
胴
の
外
形
は
ほ

ぼ
同
じ
、
と
こ
れ
ま
で
報
告
し
て
き
た
が

(

４)

、
多
少
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
存
在
し
た

こ
と
に
な
る
。

五

能
の
鼓
胴
へ

さ
て
、
こ
う
し
た
線
刻
鼓
胴
は
そ
の
後
線
刻
を
廃
し
、
蒔
絵
を
施
し
て
能
の
鼓
に
転

身
し
た
、
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
線
刻
を
残
し
た
ま
ま
蒔
絵
を
施
し

た
鼓
胴
が
、
広
島
県
福
山
市
鞆
浦
の
沼
名
前
神
社
に
所
蔵
さ
れ
て
い
た

(

写
真
13)

。

そ
れ
に
つ
い
て
は
平
成
十
一
年
に
調
査
を
行
っ
て
既
に
前
考
で
紹
介
し
た
の
で
、
概
要

を
述
べ
る
だ
け
と
し
た
い
。

ウ
ケ
に
は
朱
で

｢

奉
寄
附
備
後
国
沼
隈
郡
鞆
津
祇
園
社
牛
頭
天
王
御
宝
殿
神
楽
筒
千

種
作｣
｢

同
国
太
守
源
朝
臣
水
野
氏
日
向
勝
貞
万
治
三
年
庚
子
年
四
月
吉
辰｣

と
書
か

れ
て
い
た

(

写
真
14)

。
藩
主
水
野
勝
貞
が
万
治
三
年

(

一
六
六
〇)

に
奉
納
し
た
由

が
明
ら
か
で
あ
る
。
沼
名
前
神
社
の
境
内
に
は
重
要
文
化
財
の
能
舞
台
が
建
っ
て
い
る
。

豊
臣
秀
吉
が
伏
見
城
に
設
け
た
組
み
立
て
式
の
舞
台
、
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
、

同
じ
時
期
に
舞
台
と
鼓
胴
が
沼
名
前
神
社
に
奉
納
さ
れ
た
ら
し
い
。
鼓
胴
に
は
平
蒔
絵

で
鳳
凰
が
描
か
れ
て
お
り
、
蒔
絵
粉
は
刻
ま
れ
た
線
の
上
に
も
及
ん
で
い
た
。
つ
ま
り
、

線
刻
し
た
上
に
蒔
絵
を
施
し
た
わ
け
で
あ
る
。
蒔
絵
以
上
に
驚
か
さ
れ
た
の
は
そ
の
サ

イ
ズ
で
あ
っ
た
。
沼
名
前
神
社
の
鼓
胴
は
全
高
二
五
・
三
セ
ン
チ
、
開
口
部
の
径
が
十

一
セ
ン
チ
弱
。
ま
さ
に
小
鼓
の
サ
イ
ズ
で
あ
る
。

大
鼓
と
小
鼓
は
と
も
に
砂
時
計
型
の
胴
を
も
ち
、
お
お
よ
そ
の
形
態
は
一
致
し
て
い

る
が
、
二
つ
の
乳
袋
を
つ
な
ぐ
棹
の
中
央
に
節
が
あ
る
の
が
大
鼓
、
節
が
な
く
つ
る
り

と
し
て
い
る
の
が
小
鼓
と
い
う
区
別
が
あ
る
。
し
か
し
こ
の
鼓
胴
の
出
現
で
、
大
鼓
と

小
鼓
が
も
と
も
と
同
じ
形
態
で
あ
っ
た
可
能
性
が
で
て
き
た
。
世
阿
弥
の
著
し
た

『

習

道
書』

に
は

｢

鼓
の
役
人
の
心
得
べ
き
事｣

が
書
か
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
大
鼓
と

小
鼓
を
区
別
し
て
い
な
い
。
現
在
の
よ
う
に
分
業
せ
ず
、
大
小
を
兼
ね
る
こ
と
が
多
か
っ

た
か
ら
、
と
従
来
解
釈
し
て
き
た
が
、
数
セ
ン
チ
程
度
の
差
異
の
み
で
楽
器
の
形
態
が

変
わ
ら
な
か
っ
た
と
し
た
ら
、
し
い
て
大
小
を
区
別
す
る
必
要
は
あ
る
ま
い
。
室
町
中

期
の
こ
と
だ
が
、『

四
座
役
者
目
録』

に
は
、
大
鼓
胴
の
両
端
を
切
っ
て
小
鼓
に
作
り

替
え
た
話
も
載
っ
て
い
る
。
調
べ
の
中
に
手
を
入
れ
て
調
節
し
な
が
ら
打
つ
小
鼓
に
は
、

棹
の
途
中
の
節
が
邪
魔
に
な
る
。
一
筒
し
か
見
つ
か
っ
て
い
な
い
の
で
断
定
は
出
来
な

い
が
、
小
鼓
の
技
法
が
発
達
し
て
複
雑
な
リ
ズ
ム
を
打
つ
よ
う
に
な
っ
た
と
き
、
節
を

と
っ
て
し
ま
っ
た
可
能
性
は
十
分
考
え
ら
れ
る
の
だ
。
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前
考
で
こ
こ
ま
で
報
告
し
た
と
こ
ろ
、
京
都
府
在
住
の
能
楽
師
が
同
じ
様
な
鼓
胴
を

所
蔵
さ
れ
て
い
る
、
と
の
情
報
を
い
た
だ
い
た
。
郷
里
の
山
形
で
入
手
し
た
と
言
わ
れ

る
鼓
胴
は
美
し
く
五
弁
の
花
の
蒔
絵
が
施
さ
れ
て
い
た
が
、
乳
袋
に
は
く
っ
き
り
線
が

刻
ま
れ
て
い
た

(

写
真
15)

。
沼
名
前
神
社
の
鼓
胴
同
様
、
線
の
内
部
に
ま
で
蒔
絵
粉

が
蒔
か
れ
て
い
た
か
ら
、
蒔
絵
の
後
に
線
を
刻
ん
だ
の
で
は
な
く
、
線
刻
の
上
に
蒔
絵

を
施
し
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る

(

写
真
17)

。
全
高
二
七
・
八
セ
ン
チ
、
開
口
部
の

径
は
一
二
・
四
セ
ン
チ
。
現
行
の
大
鼓
の
平
均
的
な
全
長
は
二
八
・
六
セ
ン
チ
、
開
口

部
の
径
は
十
一
・
五
セ
ン
チ
で
あ
る
か
ら
、
平
均
的
な
線
刻
鼓
胴
よ
り
小
ぶ
り
な
だ
け

で
な
く
、
現
行
の
大
鼓
よ
り
さ
ら
に
小
ぶ
り
で
あ
る
。

し
か
し
、
棹
の
中
央
に
設
け
た
節
や
棹
と
乳
袋
の
付
け
根
に
設
け
た
座
の
形
状
は
、

現
行
の
大
鼓
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
り
が
な
い
。
乳
袋
に
し
て
も
、
線
こ
そ
刻
ま
れ
て
い
る

が
、
乳
袋
の
開
い
た
過
渡
期
の
鼓
胴
と
は
異
な
り
、
す
っ
き
り
引
き
締
ま
っ
た
姿
、
厚

み
を
有
す
る
革
口

(

写
真
16)

は
能
の
大
鼓
そ
の
も
の
と
い
っ
て
よ
い
。
同
じ
よ
う
に

平
蒔
絵
が
施
さ
れ
て
い
て
も
、
沼
名
前
神
社
の
鼓
胴
の
乳
袋
は
口
の
開
い
た
過
渡
期
の

形
状
を
残
し
て
い
る
か
ら
、
線
刻
が
あ
り
な
が
ら
こ
こ
ま
で
現
行
の
姿
に
酷
似
し
た
鼓

胴
の
発
見
は
特
筆
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
実
際
に
革
を
あ
て
て
舞
台
で
演
奏
さ
れ
た
が
、

見
所
で
聞
く
限
り
ま
っ
た
く
遜
色
の
な
い
音
色
で
あ
っ
た
し
、
演
奏
し
た
大
鼓
奏
者
も
、

若
干
音
が
高
め
で
は
あ
る
が
違
和
感
は
感
じ
な
い
と
の
感
想
を
寄
せ
ら
れ
た
。
漆
芸
作

家
の
田
口
善
明
氏
に
見
て
い
た
だ
い
た
と
こ
ろ
、
金
粉
と
金
平
目
粉
を
用
い
た
平
蒔
絵

で
桃
山
時
代
の
作
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
見
解
で
あ
る
。
か
な
り
使
用
し
た
ら
し
く
棹
部

分
の
蒔
絵
は
か
な
り
剥
落
し
て
い
た
が
、
剥
落
部
分
に
、
桃
山
時
代
の
蒔
絵
の
特
徴
で

あ
る
赤
置
き
目
が
う
っ
す
ら
み
ら
れ
た

(

写
真
18)

。

こ
こ
で
こ
の
鼓
胴
を
、M

IH
O

M
U

S
E

U
M

が
所
蔵
す
る
雷
雲
蒔
絵
鼓
胴
と
比
較

し
て
み
た
い
。
雷
雲
蒔
絵
鼓
胴
は
ウ
ケ
に

｢

奉
寄
進

竹
生
嶋
御
宝
前

永
享
二
年
六

月
廿
一
日

源
左
京
大
夫
持
信｣

と
朱
書
き
が
あ
る
よ
う
に
、
永
享
二
年

(

一
四
三
〇)

に
竹
生
島
へ
奉
納
さ
れ
た
鼓
胴
で
あ
る
。
全
高
二
七
・
五
セ
ン
チ
、
開
口
部
の
径
は
一

二
・
三
セ
ン
チ
。
数
字
だ
け
で
は
さ
き
に
紹
介
し
た
線
刻
鼓
胴
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な

い
が
、
乳
袋
の
形
状
が
全
く
異
な
っ
て
い
る
。
雷
雲
蒔
絵
鼓
胴
の
乳
袋
は
開
口
部
が
開

い
た
形
状
で
、
革
口
も
薄
く
、
過
渡
期
の
鼓
胴
の
面
影
を
濃
厚
に
残
し
て
い
る
。
乳
袋

上
の
線
を
埋
め
て
蒔
絵
を
施
し
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
ほ
ど
過
渡
期
の
形
状
そ
の
も

の
な
の
で
所
蔵
者
の
許
可
を
い
た
だ
い
て
Ｘ
線
撮
影
を
行
っ
て
み
た
が
、
線
の
跡
は
認

め
ら
れ
な
か
っ
た

(

写
真
21)

。
永
享
二
年
と
言
え
ば
世
阿
弥
の
存
命
中
だ
が
、
こ
の

時
代
、
線
刻
こ
そ
な
い
が
雅
楽
風
に
開
い
た
乳
袋
を
有
す
る
鼓
胴
は
現
役
だ
っ
た
の
で

あ
る
。

線
刻
は
あ
る
が
乳
袋
が
す
っ
き
り
引
き
締
ま
っ
た
鼓
胴
と
、
線
刻
は
な
い
が
口
の
開

い
た
乳
袋
を
有
す
る
鼓
胴
。
室
町
時
代
に
は
両
者
が
並
存
し
て
い
た
こ
と
に
な
っ
た
。

あ
る
も
の
は
乳
袋
の
開
き
具
合
を
狭
め
、
あ
る
も
の
は
線
を
刻
ま
ぬ
方
向
で
、
と
い
う

具
合
に
さ
ま
ざ
ま
な
方
向
か
ら
現
行
の
大
鼓
へ
と
形
状
が
変
化
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

過
渡
期
の
鼓
胴
か
ら
能
の
大
鼓
へ
の
道
筋
は
、
単
純
な
一
方
向
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が

改
め
て
確
認
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

偶
然
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
の
二
筒
は
現
行
の
大
鼓
よ
り
小
ぶ
り
で
あ
っ
た
。
沼
名

前
神
社
の
鼓
胴
も
加
え
る
と
、
こ
の
時
期
、
鼓
胴
は
い
っ
た
ん
小
型
化
し
た
と
も
考
え

ら
れ
る
。
そ
こ
で
思
い
浮
か
ぶ
の
が

『

四
座
役
者
目
録』

に
記
さ
れ
た
室
町
時
代
の
大

鼓
奏
者
高
安
道
善
の
記
述
で
あ
る
。
そ
こ
に
は

｢

大
鼓
ノ
筒
ヲ
、
大
ニ
好
ミ
初
メ
タ
ル

人
也｣

と
書
か
れ
て
い
る
。
過
渡
期
の
鼓
胴
は
現
行
の
大
鼓
よ
り
大
ぶ
り
で
あ
っ
た
か

ら
、
こ
の
記
事
の
言
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
が
今
ま
で
理
解
で
き
な
か
っ
た
の
だ
が
、
室

町
初
期
頃
、
い
っ
た
ん
小
型
化
し
て
い
た
と
す
れ
ば
う
な
づ
け
よ
う
。

小
型
化
し
た
中
か
ら
さ
ら
に
大
鼓
と
小
鼓
に
分
化
し
た
、
と
考
え
た
い
。

お
わ
り
に

あ
ら
た
に
四
筒
が
加
わ
り
、
線
刻
鼓
胴
の
総
数
は
十
五
と
な
っ
た
。
石
上
神
宮
の
古
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風
な
鼓
胴
か
ら
、
能
の
大
鼓
と
言
っ
て
も
よ
い
ほ
ど
形
態
の
整
っ
た
個
人
蔵
の
線
刻
鼓

胴
ま
で
、
形
態
も
使
用
時
期
も
当
初
想
像
し
て
い
た
以
上
に
幅
が
あ
り
、
ヴ
ァ
ラ
エ
テ
ィ

に
富
ん
で
い
た
こ
と
が
次
第
に
解
明
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
線
刻
鼓
胴
が
ど
の
よ
う
な
経
緯

で
い
つ
頃
山
形
に
伝
播
し
た
の
か
、
能
楽
の
鼓
胴
と
し
て
使
用
さ
れ
た
の
か
等
々
解
明

す
る
に
は
至
っ
て
い
な
い
が
、
こ
う
し
た
鼓
胴
は
西
日
本
に
限
ら
ず
、
日
本
全
国
津
々

浦
々
に
普
及
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
一
筒
発
見
さ
れ
る
た
び
に
新
た
な
事
実
が
浮
か
び

あ
が
る
さ
ま
は
考
古
学
に
近
く
、
そ
の
意
味
で
は
、
こ
の
論
考
も
次
の
一
筒
が

｢

発
掘｣

さ
れ
る
ま
で
の
中
間
報
告
に
過
ぎ
な
い
の
だ
が
、
新
た
な
発
掘
を
期
待
し
つ
つ
論
を
閉

じ
る
こ
と
に
す
る
。

末
筆
な
が
ら
、
調
査
に
ご
協
力
い
た
だ
い
た
所
蔵
者
、
関
係
諸
機
関
各
位
に
深
謝
申

し
上
げ
る
。

註

(

1)
｢

雅
楽
鼓
を
め
ぐ
る
一
考
察｣

科
学
研
究
費
報
告
書

『

雅
楽
古
楽
器
の
総
合
的
調
査
研

究』

研
究
代
表
者
蒲
生
郷
昭

平
成
七
年
三
月

｢

過
渡
期
の
鼓
胴
の
位
置｣

科
学
研
究
費
報
告
書

『

地
方
に
残
る
雅
楽
・
能
楽
の
古
楽

器
研
究』

研
究
代
表
者
高
桑
い
づ
み

平
成
十
二
年
三
月

｢

鼓
胴
の
形
態
変
化｣

東
洋
音
楽
学
会
機
関
誌

『

東
洋
音
楽
研
究』

六
五
号

平
成
十

三
年
八
月

(

2)
『

ふ
る
里
延
勝
寺
の
た
か
ら
と
歴
史』

私
家
版

平
成
九
年
十
二
月
発
行
に
よ
る

(

3)

京
都
府
多
治
神
社
で
は
、
現
在
で
も
線
刻
鼓
胴
を
民
俗
芸
能

｢

羯
鼓
す
り｣

に
用
い
て

い
る
。
こ
れ
は
室
町
時
代
に
さ
か
ん
に
な
っ
た
風
流
踊
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
に
な
ら
え
ば

天
正
当
時
に
躑
躅
胴
鼓
が
現
役
で
な
か
っ
た
と
は
断
定
で
き
な
い
。『

飯
開
神
社
・
白
髭

神
社
取
調
帳』

に
よ
る
と
、
同
神
社
で
は
毎
年
四
月
初
辰
日
に
祭
礼
が
執
り
行
わ
れ
、
神

輿
が
村
内
を
渡
御
し
た
よ
う
だ
。
か
つ
て
は
祭
礼
で
使
用
し
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
の

だ
が
、
現
在
の
破
損
状
態
は
か
な
り
著
し
い
。
破
損
状
態
か
ら
判
断
し
て
桃
山
時
代
に
使

用
し
て
い
た
と
は
考
え
に
く
い
。

(

4)
『

牛
窓
町
史』

牛
窓
町
史
編
纂
委
員
会
編

平
成
八
年
十
二
月
発
行

(

5)

荒
城
神
社
の
鼓
胴
の
う
ち
、
サ
イ
ズ
の
大
き
い
鼓
胴
は
、
棹
中
央
部
に
三
条
の
節
を
設

け
て
い
る
が
、
三
条
と
も
ほ
ぼ
同
じ
太
さ
で
あ
る
。
そ
の
点
で
雅
楽
鼓
胴
の
様
相
を
と
ど

め
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
過
渡
期
の
鼓
胴
に
は
、
従
来
こ
の
程
度
の
相
違
点
は
認
め
ら
れ

て
い
た
。
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過渡期の鼓胴法量表

名 称 石上神宮鼓胴 B 石上神宮鼓胴 C 石上神宮鼓胴 D 石上神宮鼓胴 E 神谷神社鼓胴 沼名前神社鼓胴

全 高 34.9 33.4 32.1～2 31.0 34.1～5 25.3～4

開 口 直 径 14.3～6 13.6(�) 14.5(�) 14.7(�) 14.2～3 14.0 10.8(�) 10.9(�)

開 口 内 径 12.4～6 11.9(�) 12.7(�) 12.5～8 11.0～2 12.6 8.7～9

座迄の高さ 10.2(�) 24.6(�) 9.2(�) 24.2(�) 9.5(�) 23.0(�) 8.6(�) 22.7(�) 10.0(�) 8.0(�) 18.4(�)

座 の 直 径 7.9 6.5(�) 6.4(�) 7.3 6.6(�) 6.3(�) 6.7 5.1

弧極迄の高さ
10.7(�シ) 11.5(�ウ)

23.6(�シ) 23.9(�ウ)

9.8(�シ) 10.3(�ウ)

23.3(�シ) 23.6(�ウ)

9.9(�シ) 10.3(�ウ)

22.0(�シ) 22.3(�ウ)

8.9(�シ) 9.3(�ウ)

21.9(�シ) 22.3(�ウ)

10.5(�シ) 10.9(�ウ)

10.5(�シ) 11.0(�ウ)
8.5(�) 18.2(�)

弧極の直径
5.4(�シ) 5.2(�ウ)

5.1(�シ) 5.3(�ウ)

5.1(�シ) 4.8(�ウ)

4.8(�シ) 5.1(�ウ)

4.6(�シ) 4.4(�ウ)

4.4(�シ) 4.6(�ウ)

5.3(�シ) 4.9(�ウ)

5.0(�シ) 5.3(�ウ)

5.2(�シ) 4.7(�ウ)

4.6(�シ) 5.1(�ウ)

3.8(�シ) 3.6(�ウ)

3.8(�シ) 3.6(�ウ)

風切迄深さ 7.6(�) 27.0(�) 7.3(�) 26.0(�) 5.5(�) 26.4(�) 5.6(�) 26.4(�) 6.1(�) 上カラ5.9(�) 5.6(�) 5.9(�)

風 切 内 径
4.2

音越内径 3.5

5.2(�) 5.0(�)

音越内径 3.9

4.6

音越内径 3.7

4.8(�) 5.0(�)

音越内径 3.6
4.9 3.1～3

節(中央帯)迄高 17.6 16.9 16.5 15.4 17.1 13.1

節(中央帯)の径 6.8 6.8 6.2 7.2 6.3 4.6

名 称 多治神社鼓胴 NO. 1 多治神社鼓胴 NO. 2 多治神社鼓胴 NO. 3 多治神社鼓胴 NO. 4 荒城神社鼓胴 NO. 1 荒城神社鼓胴 NO. 2

全 高 32.1 34.7 33.9 33.6～34.1 36.0～37.0 33.8～34.2

開 口 直 径 14.0(�) 13.9(�) 14.1(�) 13.9(�) 14.1(�) 13.8(�) 13.6(�) 14.0(�) 16.2～16.0 13.8(�) 14.1(�)

開 口 内 径 12.3 12.2～3 11.5(�) 11.7(�) 12.4(�) 12.7(�) 14.5(�) 14.4(�) 12.8(�) 12.9(�)

座迄の高さ 9.0(�) 23.3(�) 10.2(�シ) 24.2(�ウ) 9.2(�シ) 24.8(�ウ) 9.4(�シ) 24.5(�ウ) 10.2(�) 26.3(�) 9.6(�)

座 の 直 径 4.8(�) 4.9(�) 6.7(�シ) 6.7(�シ) 6.6(�ウ) 6.4(�シ) 6.4(�ウ) 7.5(�) 6.6(�) 6.4(�)

弧極迄の高さ 9.4(�ウ) 22.7(�シ)
10.4(�シ) 10.9(�ウ)

23.6(�シ) 23.9(�ウ)

9.6(�シ) 10.1(�)

23.9(�シ) 24.2(�ウ)

9.6(�シ) 10.3(�ウ)

24.1(�シ) 24.5(�ウ)

10.6(�シ) 11.7(�ウ)

24.8(�シ) 26.0(�ウ)

�測定不能

9.4(�)

弧極の直径
4.6(�ウ)

4.6(�シ)

5.4(�シ)

5.2(�ウ)

5.2(�シ) 5.0(�ウ)

4.9(�)

5.0(�シ)

4.9(�シ) 6.4(�ウ)

5.5(�シ) 5.3(�ウ)

5.0(�シ) 5.2(�ウ)

5.1(�シ) 4.9(�ウ)

4.9(�シ) 5.1(�ウ)

風切迄深さ 6.7(�) 7.0(�) 7.1(�) 7.0(�) 5.7(�) 6.2(�) 6.3(�) 7.7(�) 6.4(��)

風 切 内 径 4.4 4.5 4.5 4.5 4.9(�) 5.2(�) 5.0(�)

節(中央帯)迄高 16 17.4 16.9 17.1 18.5 17.2

節(中央帯)の径 6.9 6.8 6.4 7.1 6.3

名 称 遍明院鼓胴 飯開神社蔵鼓胴 個人蔵蒔絵鼓胴 雷雲蒔絵鼓胴(参考)
凡 例

① 数値は cmを単位とし､ 小数点第二

位以下は四捨五入した｡ 開口直径など

計測位置によって数値が異なる場合は

～でその範囲を示している｡

② 鼓胴の上下を仮に定め､ 高さに関し

ては鼓胴の下から計測した数値で示し

ている｡

③ 数値の後に記した (�) は上の乳袋､

(�) は下の乳袋を指す｡ 数値の後に

何も表記がない場合は､ 上下の乳袋で

数値が同じ事を意味する｡ 弧極や座の

数値でウとあるのはその部位の上の箇

所､ シとあるのはその部位の下の箇所

で計測したことを指す｡

④ 計測不能箇所などは空欄とした｡

全 高 33 35.1 27.8 27.5

開 口 直 径 15(�) 14.8(�) 14.5 12.4(�) 12.6(�) 12.3

開 口 内 径 13(�) 12.5(�) 11.7 8.95 10.1～5

座迄の高さ 9.3～9.6 8.6(�) 19.4(�) 8

座 の 直 径 8.5 6.9(�ノシ) 5.3

弧極迄の高さ 11(�) 11.2(�) 9.8 8.9(�) 18.5(�) 8.5

弧極の直径 4.5(�) 4.5(�) 6.5(�シ) 7.0(�ウ)
5.4(�シ) 5.3(�ウ)

5.3(�シ) 5.4(�ウ)
4.3

風切迄深さ 7.3(�) 7(�) 6.6(不成形) 6.9 5.8～6.0

風 切 内 径 3.8(�) 4(�) 4.1(音越内径 3.5) 3.1

節迄の高さ 17.0 13.9 14

節 の 直 径 7.0 6.6 5.4

切断されている方を上
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写真 3 石上神宮鼓胴内 写真 4 神谷神社鼓胴内 写真 6 飯開神社鼓胴内

写真 1 石上神宮鼓胴 写真 2 神谷神社鼓胴 写真 5 飯開神社鼓胴

写真 7 遍明院鼓胴 写真 8 銘

写真 9 遍明院鼓胴内 写真 11 神谷神社鼓胴の穴

写真 10 遍明院鼓胴の穴 写真 12 遍明院鼓胴・革口

過渡期の鼓胴その後 写真
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写真 18 棹部分 写真 21 雷雲蒔絵鼓胴 X線

写真 15 個人蔵鼓胴 写真 17 蒔 絵写真 13 沼名前神社鼓胴 写真 14 沼名前鼓胴内

写真 16 乳袋内

写真 19 雷雲蒔絵鼓胴 写真 20 鼓胴内部と銘

鼓胴部分名称

平凡社刊 『能狂言事典』 より転載
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[Summary]

Further Study on the Transitional Types of Tsuzumi Body

TAKAKUWA Izumi

Large tsuzumi bodies coated with black urushi appear in paintings of the Insei era to the

Kamakura period. In fact, tsuzumi bodies simply coated with black urushi have been transmitted

at Isonokami Shrine in Nara prefecture, Kandani Shrine in Kagawa prefecture and Araki Shrine

in Gifu prefecture. The design of these tsuzumi bodies is similar as are their size. The author

considers these tsuzumi bodies as those that appear in a period of transition from the colorful

gagaku tsuzumi that come in different sizes to the nohgaku tsuzumi coated with black urushi and

decorated with makie. This theory has been presented previously, but several more similar

tsuzumi bodies have been found. The more examples there are, the more certain that such

tsuzumi bodies of the period of transition were used widely.

One example is found at Henmyo-in Temple in Okayama prefecture. There is a carved in-

scription on the surface of the tsuzumi body that shows that the tsuzumi was donated in 1296. It

has already been reported that since Araki Shrine was in the domain of Ono, a gagaku musician,

in the Kamakura period, it is quite possible that the tsuzumi body found there was used during

that period. Thus, the appearance of the tsuzumi body at Henmyo-in Temple further confirms the

theory that this type of tsuzumi body was used during the Kamakura period. Tsuzumi bodies of

similar shape also exist at Ibiraki Shrine in Shiga prefecture and in a private collection in Tokyo.

Lines are incised on the bowl-shaped parts of the tsuzumi body of the period of transition. A

nohgaku player in Kyoto and Nunakuma Shrine in Hiroshima prefecture respectively own

tsuzumi bodies decorated with incised lines and makie. Since a report has already been made

about the tsuzumi body at Nunakuma Shrine, a comment will be made here about the one in the

private collection. Although tsuzumi body of the period of transition is slightly larger than that

of today’s larger nohgaku tsuzumi, this one is a bit smaller. Unlike tsuzumi body of the period of

transition that was hand carved, the inner side of its bowl-shaped part was formed on a turning

wheel. Moreover, although the mouth of the bowl-shaped part of the tsuzumi body of the period

of transition is widely open, that of this tsuzumi body is a little closed. In addition, not only the

shape of the bowl-shaped part but also that of the node in the middle of the waist is quite similar

to that of today’s larger nohgaku tsuzumi. The author heard the sound of this tsuzumi on stage,

and it was also very similar to that of today’s tsuzumi. According to TAGUCHI Yoshiaki, an

urushi artist, the decoration on this tsuzumi body is in hiramakie and is thought to have been

applied in the Momoyama period. However, since makie powder has been found in the incised

lines, it is certain that this tsuzumi body was made before the Momoyama period.

“Rai-un Makie Kodo” (tsuzumi body with a design of lightning and clouds) in the collection

of Miho Museum is an example from the early Muromachi period. There are no inscribed lines,

but the bowl-shaped part is open. In other words, the shape of the bowl-shaped part is that of the

tsuzumi body of the period of transition. This means that in the Muromachi period there were

two kinds of tsuzumi: bodies those with inscribed lines, even though other features are the same

as those found on today’s tsuzumi body, and those with no incised lines but with open bowl-

shaped part.

The path from tsuzumi body of the period of transition to that of the larger nohgaku tsuzumi

appears to be more complex than one would imagine.
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