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島
外
の
文
化
を

受
け
入
れ
た
島

　

ハ
ァ
ー　

佐
渡
へ　

佐
渡
へ
と

　

草
木
も
な
び
く
よ
♪

　

佐
渡
を
代
表
す
る
民
謡
と
し
て
全
国

に
知
ら
れ
る
「
佐
渡
お
け
さ
」。
実
は

元
々
佐
渡
で
生
ま
れ
た
も
の
で
は
な
く
、

は
る
か
熊
本
の
港
唄
「
は
ん
や
節
（
ハ

イ
ヤ
節
）」
が
そ
の
ル
ー
ツ
と
さ
れ
る
。

「
北
前
船
に
よ
っ
て
九
州
か
ら
佐
渡
に

も
た
ら
さ
れ
た
『
は
ん
や
節
』
が
、
小

木
の
港
町
か
ら
、
や
が
て
相
川
の
金
銀

山
ま
で
伝
わ
り
、『
選
鉱
場
お
け
さ
』
と

し
て
唄
い
継
が
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と

言
わ
れ
て
い
ま
す
。
佐
渡
の
芸
能
は
、

こ
の
よ
う
に
海
を
渡
っ
て
き
た
さ
ま
ざ

ま
な
文
化
を
取
り
入
れ
、
影
響
を
受
け

な
が
ら
、
独
自
の
発
展
を
し
て
き
た
も

の
が
多
い
の
で
す
」

　

そ
う
語
る
の
は
、
自
身
も
地
元
の

「
鬼お
に
だ
い
こ

太
鼓
」
で
鬼
の
舞
い
手
を
演
じ
て

い
る
と
い
う
、
佐
渡
市
教
育
委
員
会
の

野
口
敏
樹
さ
ん
だ
。

　

佐
渡
に
は
、「
貴
族
文
化
」「
武
家
文

化
」「
町
人
文
化
」
と
い
う
三
つ
の
文
化

の
影
響
が
色
濃
く
残
っ
て
い
る
。
中
世

に
は
、
佐
渡
は
流
刑
地
と
さ
れ
、
順
徳

上
皇
や
日
蓮
上
人
、
世ぜ

あ

み
阿
弥
な
ど
、
時

の
政
争
に
敗
れ
た
貴
族
や
文
化
人
が
流

人
と
し
て
渡
っ
て
き
た
。
彼
ら
が
も
た

ら
し
た
の
が
上
方
の
貴
族
文
化
だ
。

　

江
戸
時
代
に
入
る
と
、
今
度
は
金
山

開
発
の
た
め
幕
府
の
統
治
下
に
お
か
れ
、

武
家
文
化
が
広
ま
っ
た
。
さ
ら
に
、
西

廻
り
航
路
が
確
立
さ
れ
て
北
前
船
の
寄

港
地
に
な
る
と
、
商
人
や
船
乗
り
が
全

国
の
町
人
文
化
を
佐
渡
に
運
ん
で
き
た
。

　

離
島
で
あ
る
が
ゆ
え
、
一
度
入
っ
て

来
た
文
化
は
外
に
出
る
こ
と
な
く
蓄
積

さ
れ
、
そ
の
結
果
、
歌
舞
伎
や
人
形
芝

居
と
い
っ
た
娯
楽
か
ら
民
謡
、
能
楽
、

神
事
祭
礼
ま
で
、
ま
る
で
日
本
の
縮
図

の
よ
う
に
多
彩
な
芸
能
が
、
佐
渡
の
各

地
に
根
づ
い
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

集
落
ご
と
に
異
な
る

「
鬼
太
鼓
」の
多
様
性

　

佐
渡
の
芸
能
と
し
て
ま
ず
挙
げ
ら
れ

る
の
が
能
楽
だ
ろ
う
。
最
盛
期
に
は
２

０
０
近
い
能
舞
台
が
建
て
ら
れ
、
現
在

も
35
が
残
っ
て
い
る
。
能
の
大
成
者
、

「
芸
能
の
宝
庫
」
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
多

く
の
民
俗
芸
能
が
伝
承
さ
れ
て
い
る
佐

渡
。
流
罪
に
よ
っ
て
流
さ
れ
た
貴
族
や

知
識
人
た
ち
が
伝
え
た
「
貴
族
文
化
」
、

鉱
山
の
発
展
で
奉
行
や
役
人
た
ち
が
江

戸
か
ら
持
ち
込
ん
だ
「
武
家
文
化
」
、

北
前
船
で
商
人
や
船
乗
り
た
ち
が
運
ん

で
き
た
「
町
人
文
化
」
。
海
を
渡
っ
て

伝
え
ら
れ
た
も
の
が
融
合
し
た
佐
渡
の

伝
統
芸
能
の
概
略
を
紹
介
す
る
。

1島内に35ある能舞台の一つ「大膳神社能舞台」。1846年（弘化3）に再建されたもの 
2佐渡市教育委員会の野口敏樹さん。現在は西・北教育事務所長 3毎年6月、牛尾神
社で行なわれる例祭宵宮薪能 4熊本の港唄・はんや節がルーツとされる「佐渡おけさ」 （3、
4提供：野口敏樹さん） 518世紀後半に記された『佐渡年中行事図』には相川の祭りとし
て鬼太鼓の様子が描かれている（舟崎文庫蔵） 
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世
阿
弥
が
流
島
さ
れ
て
広
め
た
と
思
わ

れ
が
ち
だ
が
、
実
は
江
戸
時
代
初
頭
、

初
代
佐
渡
奉
行
と
し
て
派
遣
さ
れ
た
大

久
保
長
安
が
、
武
家
の
教
養
の
た
め
に

能
楽
を
持
ち
込
み
、
庶
民
ま
で
広
く
能

を
開
放
し
た
こ
と
が
大
き
い
ら
し
い
。

　

佐
渡
は
稲
作
が
盛
ん
な
た
め
、
五
穀

豊
穣
を
祈
る
祭
儀
礼
も
多
い
。
初
春
に

は
、
田
植
え
を
模
し
た
儀
式
で
豊
作
を

祈
願
す
る
「
田
遊
び
」、「
御
田
植
」
と

い
っ
た
神
事
が
い
く
つ
か
の
神
社
で
行

な
わ
れ
る
。
ま
た
、
天
文
年
間
（
１
５
３

２
¦

１
５
５
５
）
か
ら
続
く
と
さ
れ
る
城

じ
ょ
う
の
こ
し腰

の
「
花
笠
踊
」
は
京
風
の
雅
な
舞
い
だ

が
、
か
つ
て
新
田
開
発
の
際
に
ご
神
託

に
よ
り
水
田
に
水
が
出
た
こ
と
へ
の
感

謝
と
し
て
、
久く

じ知
八
幡
宮
例
大
祭
（
９

月
）
に
奉
納
さ
れ
る
。
同
じ
よ
う
な
花

笠
踊
は
、
山
を
越
え
た
赤
玉
集
落
や
、

島
の
北
側
の
相
川
地
区
の
北
田
野
浦
集

落
な
ど
に
も
伝
わ
る
。

　

そ
し
て
、
佐
渡
の
人
々
に
も
っ
と
も

親
し
ま
れ
て
い
る
伝
統
芸
能
が
「
鬼
太

鼓
」
だ
。「
お
ん
で
こ
」
と
も
呼
ば
れ
る

古
く
か
ら
伝
わ
る
芸
能
で
、
悪
魔
を
払

い
豊
年
を
祈
る
神
事
で
あ
る
。

　

野
口
さ
ん
は
「
佐
渡
に
は
約
２
６
０

の
集
落
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
う
ち
１

２
０
近
く
の
地
域
の
祭
り
に
、
鬼
太
鼓

が
登
場
し
ま
す
」
と
語
る
。

　

野
口
さ
ん
に
よ
る
と
、
佐
渡
の
鬼
太

鼓
は
三
つ
の
系
統
に
分
類
さ
れ
る
。

　

一
つ
は
、
国
中
平
野
か
ら
両
津
湾
沿

岸
に
広
が
る
「
国
中
系
」
で
、
能
楽
を

思
わ
せ
る
洗
練
さ
れ
た
太
鼓
と
鬼
の
舞

い
が
特
徴
だ
。
野
口
さ
ん
の
両
津
湊
地

区
を
含
め
、
佐
渡
の
鬼
太
鼓
の
約
７
割

は
こ
の
国
中
系
だ
。

　

二
つ
め
は
、
相
川
地
区
を
中
心
と
し

た
「
相
川
系
」。
豆
ま
き
系
と
も
呼
ば

れ
、
鬼
が
舞
う
代
わ
り
に
烏
帽
子
を
か

ぶ
っ
た
翁
が
豆
ま
き
風
に
踊
る
。
か
つ

て
相
川
金
銀
山
の
鉱
夫
が
鏨た
が
ねを

手
に
持

っ
て
舞
っ
た
も
の
が
始
ま
り
と
も
い
わ

れ
て
い
る
。

　

三
つ
め
が
、
新
潟
側
の
海
沿
い
に
見

ら
れ
る
「
前
浜
系
」
で
、
２
匹
の
鬼
が

対
に
な
り
、
太
鼓
と
笛
に
合
わ
せ
て
向

き
合
っ
て
踊
る
の
が
特
徴
だ
。

「
実
際
に
は
、
鬼
の
顔
も
舞
い
方
も
集

落
ご
と
に
個
性
が
あ
っ
て
、
一
つ
と
し

て
同
じ
鬼
太
鼓
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ

ぞ
れ
『
自
分
の
地
区
の
鬼
太
鼓
が
一

番
』
と
思
っ
て
い
ま
す
よ
」
と
野
口
さ

ん
は
言
う
。

次
世
代
に
つ
な
ぐ

佐
渡
の
伝
統
芸
能

　

多
彩
な
芸
能
が
今
も
息
づ
く
佐
渡
だ

が
、
高
齢
化
に
よ
る
芸
能
の
担
い
手
不

足
は
深
刻
だ
。
羽
黒
神
社
の
「
や
ぶ
さ

め
」
の
よ
う
に
、
伝
統
が
あ
り
な
が
ら

十
分
な
人
数
が
集
ま
ら
ず
休
止
を
余
儀

な
く
さ
れ
て
い
る
行
事
も
多
い
。
野
口

さ
ん
の
地
元
湊
町
も
、
40
年
ほ
ど
前
に

一
度
大
き
な
転
換
期
を
迎
え
た
と
い
う
。

「
か
つ
て
は
町
内
が
組
で
分
か
れ
、
鬼

太
鼓
や
神
輿
、
山
車
な
ど
を
各
組
が
専

ら
継
承
し
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ

れ
で
は
も
う
祭
り
が
成
り
立
た
な
く
な

っ
て
き
た
。
そ
こ
で
30
代
、
40
代
の
青

年
ら
が
立
ち
あ
が
っ
て
『
若
松
会
』
を

結
成
し
、
組
に
関
係
な
く
子
ど
も
た
ち

を
集
め
て
鬼
太
鼓
な
ど
の
芸
を
地
域
全

体
と
し
て
伝
承
す
る
こ
と
に
し
た
の
で

す
。
当
時
小
学
生
だ
っ
た
私
は
、
そ
の

初
期
の
メ
ン
バ
ー
で
す
」

　

一
方
、
島
外
か
ら
佐
渡
の
伝
統
芸
能

を
支
援
し
よ
う
と
す
る
動
き
も
少
し
ず

つ
出
て
き
て
い
る
。
例
え
ば
、
新
潟
大

学
の
学
生
が
鬼
太
鼓
を
習
い
覚
え
た
縁

で
、
卒
業
し
た
後
も
地
域
の
祭
礼
に
参

加
す
る
な
ど
、
関
係
人
口
（
注
）
も
増

え
つ
つ
あ
る
。

　

そ
し
て
今
、
地
域
全
体
で
力
を
入
れ

て
い
る
の
が
、
毎
年
５
月
末
に
開
催
さ

れ
る
「
佐
渡
國
鬼
太
鼓
ど
っ
と
こ
む
」

と
い
う
芸
能
祭
だ
。
鬼
太
鼓
を
は
じ
め

島
内
の
さ
ま
ざ
ま
な
伝
統
芸
能
が
集
結

す
る
一
大
イ
ベ
ン
ト
で
、
年
々
人
気
が

高
ま
っ
て
い
る
。

　

伝
統
を
守
る
の
は
た
や
す
い
こ
と
で

は
な
い
が
、
佐
渡
の
人
た
ち
は
次
世
代

へ
つ
な
ぐ
た
め
に
手
を
尽
く
す
。

（
２
０
１
８
年
11
月
30
日
取
材
）

【伝統芸能】

（注）関係人口
移住した「定住人口」でもなく、
観光目的で訪れた「交流人口」
でもなく、地域や住民と多様にか
かわる人々のことを指す。

能楽を思わせる洗練された太鼓と鬼の舞いが特徴
の「国中系」

鬼が舞う代わりに烏帽子をかぶった翁（おきな）が
豆まき風に踊る「相川系」

２匹の鬼が対になり、太鼓と笛に合わせて踊る
「前浜系」

「鬼太鼓」の三系統（提供：野口敏樹さん）

海を越え、育まれた芸能

Special Feature｜SADO｜


