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長
野
県
の
北
端
、
千
曲
川
を
は
さ
ん
で

飯
山
市
と
向
き
合
う
山
あ
い
に
木
島
平
と

い
う
村
が
あ
る
。
1
9
5
5
年
に
穂
高
村
、

往
郷
村
、
上
木
島
村
が
合
併
し
て
誕
生
し

た
当
時
、
木
島
平
村
の
人
口
は
8
2
0
6

人
だ
っ
た
。
そ
れ
が
い
ま
で
は
5
3
0
0

人
ほ
ど
に
減
っ
て
い
る
。
2
0
0
0
年
に

は
65
歳
以
上
の
お
年
寄
り
の
比
率
が
30
％

を
突
破
。
数
字
の
オ
モ
テ
面
か
ら
は
典
型

的
な
過
疎
の
村
に
し
か
見
え
な
い
が
、
こ

の
村
に
は
驚
く
ほ
ど
の
生
気
が
あ
る
。
た

し
か
に
出
生
数
よ
り
も
死
亡
数
が
多
い
た

め
に
村
の
人
口
は
自
然
減
が
続
い
て
い
る

が
、「
流
入
・
流
出
」
と
い
う
社
会
的
要
因

で
み
る
と
、
な
ん
と
木
島
平
村
は
入
超
だ
。

農
業
も
さ
び
れ
、
雇
用
の
場
も
な
く
、
若

者
が
都
市
へ
流
出
す
る
一
方
の
村
で
は
な

い
。
そ
の
原
動
力
が
芳
川
修
二
村
長
だ
。

村
長
は
「
人
に
人
格
が
あ
る
よ
う
に
、
村

に
は
村
格
が
あ
る
」
と
い
う
柳
田
國
男
の

言
葉
に
触
発
さ
れ
て
独
自
の
村
経
営
に
取

り
組
み
始
め
た
と
役
場
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

に
記
し
て
い
る
。

 

「
村
に
は
村
独
自
の
自
然
、
地
形
、
文
化
、

歴
史
、
人
々
の
暮
ら
し
が
あ
り
、
そ
れ
ら
す

べ
て
が
一
体
と
な
っ
て
村
格
を
織
り
な
し

て
い
ま
す
。『
農
を
基
軸
と
し
た
交
流
の
村
』

と
し
て
、
農
業
・
農
村
の
魅
力
を
高
め
、

交
流
を
活
発
に
す
る
。
農
業
農
村
の
魅
力
、

す
な
わ
ち
村
格
で
あ
る
」

　

内
陸
性
気
候
の
木
島
平
は
寒
暖
の
差
が

激
し
い
こ
と
に
く
わ
え
て
、
豊
か
な
ブ
ナ

林
が
清
々
と
し
た
水
を
た
た
え
て
い
る
。

と
に
か
く
水
が
美
味
い
。
だ
か
ら
、
い
い

米
が
で
き
る
。
日
本
一
美
味
い
米
づ
く
り

を
目
指
す
か
た
わ
ら
、
儲
か
る
米
農
家
育

成
の
た
め
に
村
長
自
ら
営
業
に
も
奔
走
す

る
。
最
近
は
、
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
農
村
文

化
・
文
明
論
の
視
座
か
ら
村
を
再
評
価
す

る
こ
と
を
通
じ
て
、
都
会
と
の
交
流
の
帯

域
拡
大
に
も
尽
力
し
て
い
る
。
そ
の
芳
川

村
長
に
口
説
か
れ
て
、
私
も
1
年
ほ
ど
前

か
ら
木
島
平
村
の
サ
ポ
ー
タ
ー
を
や
っ
て

い
る
。

　

こ
の
村
に
は

”
鬼
島
太
鼓

“
と
い
う
18

歳
以
下
の
女
の
子
だ
け
で
編
成
さ
れ
た
和

太
鼓
の
チ
ー
ム
が
あ
る
の
だ
が
、
こ
れ
が

イ
ケ
て
い
る
。
日
本
一
と
誰
も
が
認
め
る

佐
渡
の
和
太
鼓
集
団

”
鼓
童

“
の
女
の
子

版
と
言
っ
た
と
こ
ろ
だ
。
長
野
北
端
の
里

山
で
育
っ
た
女
の
子
た
ち
が
海
外
公
演
で

世
界
を
飛
び
回
っ
て
い
る
。
こ
の
里
山
は

日
本
国
内
の
都
市
は
お
ろ
か
遠
く
海
外
に

ま
で
通
じ
る
独
自
の
ア
ク
セ
ス
を
構
築
し

て
い
る
。

　

自
助
、
自
立
の
精
神
で
村
の
活
性
化
に

取
り
組
む
村
長
を
見
て
い
て
つ
く
づ
く
思

う
こ
と
が
あ
る
。

　

地
方
分
権
は
地
方
に
任
せ
ろ
、
と
い
う

こ
と
だ
。
そ
れ
も
末
端
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ

ど
よ
い
。「
道
州
制
」
や
「
地
方
主
権
」
な
ど
、

い
ま
や
地
方
分
権
が
一
種
の
ブ
ー
ム
に
な

っ
て
い
る
が
、
地
方
分
権
論
者
た
ち
の
顔

ぶ
れ
を
み
て
い
て
強
い
違
和
感
を
覚
え
る

こ
と
が
あ
る
。
都
道
府
県
の
首
長
た
ち
が

「
地
方
」
の
代
表
と
し
て
分
権
論
議
の
中
心

者
に
祭
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
だ
。
都

道
府
県
の
分
権
論
議
は
国
と
の
権
力
闘
争

の
域
を
で
な
い
。
芳
川
村
長
が
地
方
自
治

の
本
質
を
語
っ
て
い
る
。

 

「
魅
力
の
あ
る
村
と
は
何
か
を
考
え

る
と
、『
魅
力
の
あ
る
人
』
と
は
、
自
分
の
生

き
方
に
誇
り
を
持
っ
て
い
る
人
。
と
す
れ

ば
、『
魅
力
の
あ
る
村
』
と
は
、
何
よ
り
も

そ
こ
に
住
む
人
々
が
誇
り
を
持
っ
て
暮
ら

し
て
い
る
こ
と
が
、
大
前
提
で
あ
る
だ
ろ

う
。
村
の
こ
れ
ま
で
の
歴
史
を
大
切
に
し

な
が
ら
も
、
こ
れ
か
ら
の
歴
史
は
、
こ
の

村
に
住
む
私
た
ち
が
つ
く
っ
て
い
く
も
の

だ
。
村
格
を
高
め
る
と
い
う
こ
と
は
、
今

村
に
住
む
私
た
ち
一
人
ひ
と
り
の
暮
ら
す

姿
勢
に
か
か
っ
て
お
る
の
で
は
な
い
か
」

　

木
島
平
村
で
は
年
収
が
1
0
0
0
万
円

を
超
え
る
仕
事
に
あ
り
つ
け
た
ら
、
ち
ょ

っ
と
自
慢
に
な
る
ほ
ど
農
業
以
外
の
仕
事

が
な
い
。
し
か
し
村
長
の
自
慢
は
「
生
活

保
護
世
帯
が
非
常
に
少
な
い
」
こ
と
だ
。

「
孤
独
死
も
あ
り
え
な
い
」
と
い
う
。
都
市

の
常
識
と
は
ま
る
で
違
う
生
き
方
が
あ
る

こ
と
を
、
国
や
都
道
府
県
が
謙
虚
に
受
け

止
め
る
こ
と
こ
そ
、
地
方
再
生
の
第
一
歩

な
の
で
あ
る
。
戦
後
日
本
の
経
済
成
長
は

中
央
集
権
に
よ
る
全
国
一
律
、
ト
ッ
プ
ダ

ウ
ン
型
の
政
策
運
営
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ

て
き
た
。
だ
が
過
去
の
成
功
体
験
は
も
う

通
用
し
な
い
。
「
地
方
再
生
」
は
地
方
自
身

が
考
え
る
こ
と
か
ら
し
か
始
ま
ら
な
い
。

な
ぜ
な
ら
魅
力
あ
る
村
と
は
、
そ
の
村
に

暮
ら
す
人
々
の
生
き
方
そ
の
も
の
に
か
か

っ
て
い
る
、
か
ら
だ
。
ど
ん
な
生
き
方
を

選
択
す
る
の
か
。
村
の
人
々
の
強
い
意
思

が
な
け
れ
ば
何
も
決
ま
ら
な
い
。
そ
れ
が

な
い
ま
ま
、
い
く
ら
予
算
を
つ
け
て
も
、

一
時
し
の
ぎ
に
終
わ
っ
て
し
ま
う
。
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兵
庫
県
生
ま
れ
。
日
本
の
民
俗
学
を
打
ち
立
て
た
民
俗
学
者
。
詩
人
。
東
京

帝
国
大
学
法
科
卒
業
後
、
農
商
務
省
に
入
る
。
貴
族
院
書
記
官
長
を
経
て
、

朝
日
新
聞
の
客
員
と
な
り
、
解
説
委
員
な
ど
を
勤
め
た
。
辞
職
後
は
民
俗
学

に
専
念
。
民
間
伝
承
の
会
・
民
俗
学
研
究
所
を
設
立
し
た
。

村づくりのテーマは「自然劇場きじまだいら」。豊かな自
然と美しい田園風景に囲まれ、市場でも高評価の「木島平
米」の産地として、古くから稲作文化を育んできた。

奥山のブナ林で長い歳月をかけて蓄えられた雨水がゆっく
りと里へと流れ出る。清らかで美味しい水と寒暖の差が大
きい気候は、おいしい米づくりに欠かせない。

東京国際和太鼓コンテストで2回の優勝に輝
いている鬼島太鼓。音楽性、技術、そして、
圧倒的なステージパフォーマンスで高い評価
を得ており、アメリカやヨーロッパ各地から
も招待を受け演奏を行っている。


