
　
三
味
線
と
唄
を
中
心
に
、
民
謡
を

楽
し
む「
も
り
や
ま
ふ
る
さ
と
民
謡

会
」は
多た

だ田�

由ゆ

き

こ
喜
子
さ
ん
と
孫
の
智

大
さ
ん（
小
学
6
年
生
）＝
下
之
郷
町

＝
が
昨
年
1０
月
に
立
ち
上
げ
ま
し

た
。

　

由
喜
子
さ
ん
は「
智
大
か
ら
民
謡

の
会
を
作
り
た
い
と
相
談
を
受
け
て
、

同
じ
民
謡
を
愛
す
る
仲
間
と
し
て
、

ま
た
祖
母
と
し
て
や
り
た
い
事
を
で

き
る
限
り
や
ら
せ
て
あ
げ
よ
う
、
応

援
し
よ
う
と
思
い
ま
し
た
」と
話
し

て
い
ま
し
た
。

　
活
動
会
場
の
市
立
図
書
館
多
目
的

室
に
、
三
味
線
の
稽け
い
こ
ば

古
場
を
３
席
、

唄
の
練
習
席
と
テ
ー
ブ
ル
や
椅
子
を

配
置
。
民
謡
の
講
師
は
智
大
さ
ん
、

由
喜
子
さ
ん
、市い
ち
か
わ川�

照て
る
こ子
さ
ん
の
3

人
。
市
川
さ
ん
は
由
喜
子
さ
ん
の
民

謡
仲
間
で
お
友
達
。
子
ど
も
た
ち
に

民
謡
の
魅
力
を
広
め
た
い
と
い
う
趣

旨
に
賛
同
し
て
講
師
の
お
手
伝
い
に

来
て
く
れ
て
い
ま
す
。　

　
伝
統
文
化
の
世
界
で
は
高
齢
化
が

問
題
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
練
習
会

　

趣
味
の
民
謡
を
習
っ
て
い
た
お
ば

あ
ち
ゃ
ん
の
三
味
線
を
見
て
、当
時
小

学
校
1
年
生
だ
っ
た
智
大
さ
ん
は「
こ

れ
な
あ
に
」と
興
味
津
々
。
ち
ょ
う
ど

教
室
の
発
表
会
が
あ
っ
て
、智
大
さ
ん

を
連
れ
て
い
く
事
に
し
ま
し
た
。

　
出
演
者
の
皆
さ
ん
に
可
愛
が
っ
て

も
ら
っ
た
し
、
遊
び
な
が
ら
出
演
準

備
な
ど
を
手
伝
っ
て
く
れ
ま
し
た
が
、

由
喜
子
さ
ん
は
心
の
中
で「
途
中
で

飽
き
て
し
ま
う
か
な
」と
心
配
し
て

い
ま
し
た
。
結
果
は
由
喜
子
さ
ん
の

心
配
と
は
う
ら
は
ら
に
、
お
ば
あ

ち
ゃ
ん
と
一
緒
に
三
味
線
を
習
う
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。

　
民
謡
の
ど
こ
に
そ
れ
ほ
ど
魅
力
を

感
じ
た
の
か
智
大
さ
ん
に
尋
ね
る
と

「
分
か
り
ま
せ
ん
、何
も
考
え
ず
に
一

目
ぼ
れ
し
た
感
じ
で
し
た
」と
話
し

て
い
ま
し
た
。
由
喜
子
さ
ん
が
孫
と

一
緒
に
趣
味
の
民
謡
を
楽
し
め
る
、

と
喜
ん
だ
の
も
最
初
だ
け
。
み
る
み

る
上
達
し
て
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
を
飛
び

越
え
て
い
き
ま
し
た
。

　
由
喜
子
さ
ん
は
智
大
さ
ん
に
つ
い

て「
上
達
す
る
の
が
と
て
も
早
く
、本

当
に
民
謡
が
大
好
き
な
の
だ
な
と
い

う
の
は
分
か
り
ま
し
た
が
、
そ
ん
な

に
猛
練
習
を
し
て
い
る
と
い
う
印
象

は
あ
り
ま
せ
ん
」と
言
い
ま
す
。民
謡

に
打
ち
込
む
智
大
さ
ん
を
見
守
る
お

母
さ
ん
も「
学
校
の
勉
強
や
宿
題
な

ど
も
言
わ
れ
な
く
て
も
し
っ
か
り
し

て
い
る
の
で
、
や
る
べ
き
事
を
き

ち
ん
と
や
っ
た
う
え
で
好
き
な
事
も

徹
底
的
に
や
る
と
い
う
ス
タ
ン
ス
を

守
っ
て
い
る
子
で
す
」と
話
し
て
い

ま
し
た
。

　
智
大
さ
ん
が
好
き
だ
っ
た
の
は
三

味
線
。
唄
は
習
い
は
じ
め
た
こ
ろ
は

嫌
だ
っ
た
と
い
い
ま
す
。
で
も
、
先

生
に
言
わ
れ
て
仕
方
な
く
や
っ
て
い

る
う
ち
に
面
白
い
と
思
え
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。

　

お
ば
あ
ち
ゃ
ん
と
一
緒
に
習
っ
て

い
た
の
は「
西
も
の
」と
い
わ
れ
る
民

謡
が
中
心
で
し
た
が
、あ
る
舞
台
で
津

軽
三
味
線
の
演
奏
を
観
て
惹ひ

か
れ
、お

風
呂
場
に
カ
セ
ッ
ト
を
持
ち
込
ん
で

聴
い
た
り
唄
っ
た
り
。つ
い
に
津
軽
三

味
線
を
習
い
始
め
ま
し
た
。

　
借
り
て
い
た
専
用
の
三
味
線
の
皮

が
破
れ
て
し
ま
っ
た
時
、
お
母
さ
ん

が
新
し
い
三
味
線
を
買
っ
て
く
れ
ま

し
た
。安
い
も
の
で
は
な
い
か
ら「
こ

れ
は
ヤ
バ
い
ぞ
」と
思
っ
て
頑
張
る

よ
う
に
な
り
、
昨
年
の
コ
ン
ク
ー
ル

の
時
に
は
朝
早
く
起
き
て
練
習
し
て

い
た
と
い
い
ま
す
。
今
で
は
譜
面
さ

え
あ
れ
ば
1
5
0
曲
く
ら
い
は
演
奏

で
き
る
し
唄
え
る
よ
う
に
な
っ
た
そ

う
で
す
。
発
表
会
や
コ
ン
ク
ー
ル
な

ど
の
舞
台
で
ど
ん
ど
ん
実
績
を
作
っ

て
い
ま
す
。

　
智
大
さ
ん
は
現
在
、
２
つ
の
民
謡

教
室
に
通
い
、
ふ
る
さ
と
民
謡
会
を

立
ち
上
げ
、
さ
ら
に
小
学
校
に
伝
統

音
楽
ク
ラ
ブ
を
立
ち
上
げ
る
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。
中
学
生
に
な
っ
た
ら

伝
統
民
謡
部
を
創
部
し
た
い
と
考
え

て
い
ま
す
。
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
と
一
緒

に
市
内
外
の
敬
老
会
や
施
設
に
出
掛

け
て
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
演
奏
の
活
動
も

し
て
い
ま
す
。

　
三
味
線
と
民
謡
の
毎
日
を
過
ご
し

て
い
る
智
大
さ
ん
は
、こ
こ
ま
で
惚
れ

込
ん
だ
民
謡
の
魅
力
を「
民
謡
は
昔

か
ら
受
け
継
が
れ
て
き
た
も
の
で
節

回
し
な
ど
の
決
め
事
は
あ
る
が
自
由

な
世
界
。日
本
の
伝
統
に
ふ
れ
る
機
会

と
し
て
、
ふ
る
さ
と
民
謡
会
で
も
一
人

の
演
奏
家
と
し
て
も
大
事
に
し
て
い

き
た
い
」と
話
し
て
い
ま
し
た
。

響け 伝統民謡 魅惑の音色
祖母と孫が立ち上げたふるさと民謡会 
講師は小学6年生 多

た だ
田 智

ち ひ ろ
大さん

小
学
生
が
中
心
の
民
謡
会
が
誕
生

子
ど
も
た
ち
に
魅
力
を
広
げ
た
い

場
に
次
々
と
や
っ
て
き
た
の
は
6
人

の
子
ど
も
た
ち
で
す
。
民
謡
を
聴
い

た
事
も
な
い
同
級
生
が
智
大
さ
ん
に

誘
わ
れ
て
、
お
稽
古
に
使
う
三
味
線

も
借
り
て
参
加
す
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。

　

バ
チ
の
持
ち
方
、
弦げ
ん

の
抑
え
方
、

独
特
の
リ
ズ
ム
と
節
回
し
、
西
洋
音

楽
に
慣
れ
た
今
ど
き
の
子
ど
も
に
は

難
し
さ
と
新
鮮
さ
が
あ
り
ま
し
た
。

も
ち
ろ
ん
覚
え
や
す
い
も
の
か
ら
始

め
ま
す
が
、
サ
ク
ラ
サ
ク
ラ
し
か
弾

け
な
い
仲
間
に
も
容よ
う
し
ゃ赦
な
く
仲
間
内

で
三
味
線
と
唄
の
発
表
を
し
て
も
ら

う
と
ハ
ッ
パ
を
か
け
て
い
ま
し
た
。

　
民
謡
の
生
徒
に
な
っ
た
同
級
生
は

「
一
回
や
っ
て
み
た
ら
意
外
と
楽
し

い
。
内
緒
だ
け
ど
学
校
の
音
楽
よ
り

ダ
ン
ト
ツ
で
楽
し
い
」「
日
本
独
特

の
音
楽
だ
か
ら
か
な
、
な
ん
か
落
ち

着
く
の
か
な
、
何
で
か
分
か
ら
な
い

け
ど
や
っ
て
い
る
と
面
白
い
」と
民

謡
の
魅
力
が
し
っ
か
り
伝
わ
っ
て
い

る
よ
う
で
し
た
。

　
最
近
参
加
し
た
３
歳
の
男
の
子
も

三
味
線
や
鈴
な
ど
の
楽
器
に
ふ
れ
さ

せ
て
も
ら
っ
て
大
喜
び
し
て
い
ま
し

た
。

　

智
大
さ
ん
は「
大
人
と
子
ど
も
の

格
差
を
超
え
て
自
由
に
フ
ラ
ッ
ト
に

民
謡
を
楽
し
み
た
い
」と
し
て
、
会
の

運
営
も
中
心
と
な
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な

仕
事
を
し
て
い
ま
す
。「
お
ば
あ
ち
ゃ
ん

に
協
力
し
て
も
ら
っ
て
、
子
ど
も
や
同

世
代
の
民
謡
仲
間
を
ど
ん
ど
ん
増
や

し
た
い
」と
意
気
込
ん
で
い
ま
す
。　

初
め
て
ふ
れ
る
三
味
線
の
音
色

「
やっ
て
い
る
と
面
白
い
」と
手
応
え

①
～
⑧
ま
で
は
ふ
る
さ
と
民
謡
会

稽
古
の
様
子

⑨
敬
老
会
に
呼
ば
れ
て
の
演
奏
会

⑩
三
味
線
を
弾
く
多
田 

智
大
さ
ん

祖
母
の
趣
味
に
一
目
ぼ
れ

一
緒
に
三
味
線
を
弾
く
楽
し
さ

民
謡
と
三
味
線
の
毎
日

自
由
が
魅
力
の
伝
統
文
化
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