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短
報 

 
歌
の
場
と
し
て
の
民
俗
芸
能
と
そ
の
現
代
的
課
題 

―
長
野
隆
之
の
民
謡
分
類
と
熊
本
県
阿
蘇
郡
小
国
町
上
田
江
古
尾
の
「
お
座
敷
田
植
」
の
事
例
か
ら
― 

熊
本
県
教
育
庁
教
育
総
務
局
文
化
課 原

田 

信
敬 

 
 

第
一
章 

民
俗
芸
能
と
音
楽
の
関
係 

第
一
節 

音
楽
や
歌
を
伴
わ
な
い
民
俗
芸
能
は
存
在
す
る
か
？ 

多
く
の
民
俗
芸
能
に
は
音
楽
や
歌
が
伴
う
。
そ
れ
ら
は
民
俗
芸
能
を
成
立

さ
せ
る
た
め
に
不
可
欠
な
要
素
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、「
口
説
き
や
音
頭
が

一
切
な
い
盆
踊
り
が
存
在
／
成
立
す
る
か
？
」
あ
る
い
は
「
音
楽
・
歌
を
伴
わ

な
い
神
楽
は
存
在
／
成
立
す
る
か
？
」
な
ど
の
問
い
立
て
て
考
え
て
み
れ
ば
、

直
観
的
に
理
解
で
き
る
。 

文
化
財
行
政
の
現
場
レ
ベ
ル
で
も
、
演
奏
技
術
や
歌
の
習
得
が
課
題
で
あ

る
と
い
う
類
の
話
は
あ
り
ふ
れ
て
お
り
、
音
楽
・
歌
の
習
得
は
、
身
体
的
技
術

の
習
得
と
同
等
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
の
時
間
を
要
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が

窺
え
る
。 

 

第
二
節 

音
楽
と
民
俗
芸
能
の
関
係
に
注
目
し
た
先
行
研
究 

民
俗
芸
能
と
音
楽
・
歌
の
関
係
は
、
濃
淡
は
あ
る
も
の
の
日
本
の
民
俗
芸
能

全
般
に
見
出
す
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
そ
れ
自
体
、
民
俗
芸
能
研
究
に
お
け
る

重
要
な
研
究
課
題
で
あ
る
。こ
の
方
面
の
研
究
は
音
楽
学
の
研
究
者
を
中
心
に

進
め
ら
れ
て
き
た
⑴

が
、
採
譜
と
い
う
特
殊
な
技
術
を
必
要
と
す
る
こ
と
も
あ

り
、
民
俗
学
に
お
い
て
は
研
究
が
低
調
な
領
域
で
あ
る
。 

一
方
、
民
俗
学
的
な
手
法
を
有
効
に
用
い
て
、
民
俗
芸
能
と
音
楽
の
関
係
性

を
論
じ
る
研
究
も
い
く
つ
か
見
ら
れ
る
。 

例
え
ば
、
ジ
ェ
ラ
ル
ド
・
グ
ロ
ー
マ
―
に
よ
る
瞽
女
の
研
究(

二
〇
〇
七)

は

歴
史
学
的
手
法
と
音
楽
的
手
法
を
駆
使
し
な
が
ら
、歌
だ
け
で
は
な
く
瞽
女
集

団
の
実
態
に
迫
っ
て
い
る
。
ま
た
、
長
野
隆
之(

二
〇
〇
七)

は
そ
れ
ま
で
の
民

俗
学
に
お
け
る
民
謡
研
究
を
再
整
理
し
、
機
能
―
―
歌
が
ど
の
よ
う
な
「
場
」

で
歌
わ
れ
る
の
か
―
―
に
注
目
す
る
方
法
を
提
示
し
た
。民
謡
が
伝
承
さ
れ
て

い
る
「
歌
の
場
」
の
一
つ
と
し
て
民
俗
芸
能
を
挙
げ
て
い
る
。
ジ
ェ
ラ
ル
ド
・

グ
ロ
ー
マ
―
と
長
野
の
研
究
は
、
各
種
の
音
楽
の
中
で
も
歌
に
注
目
し
、
そ
れ

ら
が
歌
わ
れ
る
歴
史
的
文
脈
や
場
と
の
関
係
を
分
析
し
た
も
の
で
あ
り
、民
俗

音
楽
学
的
な
研
究
と
は
一
線
を
画
し
て
い
る
。 

 

第
三
節 

民
俗
芸
能
と
音
楽
・歌
の
相
互
作
用 

翻
っ
て
民
俗
芸
能
を
考
え
て
み
る
と
、
音
楽
・
歌
が
民
俗
芸
能
を
規
定
す
る

側
面
、
も
し
く
は
民
俗
芸
能
が
音
楽
・
歌
を
規
定
す
る
と
い
っ
た
、
相
互
作
用

が
少
な
か
ら
ず
存
在
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
多
く
の
場
合
、
そ
れ
ら
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は
音
楽
学
の
知
識
を
持
た
な
い
伝
承
者
が
主
体
的
に
選
択
し
構
築
し
て
き
た

も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
相
互
作
用
の
極
端
な
例
は
、「
歌
い
手
・
演
奏
者

が
絶
え
た
た
め
上
演
で
き
な
い
」
と
い
っ
た
類
の
語
り
に
表
れ
て
い
る
。 

 

第
四
節 

課
題
設
定
：民
俗
芸
能
と
歌
の
関
係
を
分
析
す
る 

民
俗
音
楽
ま
た
は
民
謡
研
究
に
お
い
て
、
音
楽
的
な
特
徴
を
ど
の
よ
う
に

分
析
す
る
か
と
い
う
問
題
は
恒
久
的
な
課
題
で
あ
る
。
一
方
、
ジ
ェ
ラ
ル
ド
・

グ
ロ
ー
マ
ー
と
長
野
が
試
み
た
、
音
楽
・
歌
と
そ
の
伝
承
主
体
・
母
体
と
の
関

係
を
分
析
す
る
方
法
は
民
俗
学
に
お
い
て
重
要
な
視
点
で
あ
り
、十
分
に
検
討

が
進
ん
で
い
な
い
領
域
の
一
つ
だ
と
考
え
る
。 

こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
の
も
と
に
、
本
稿
で
は
、
音
楽
、
特
に
歌
が
民
俗
芸

能
と
取
り
結
ぶ
関
係
性
に
つ
い
て
、
長
野
（
二
〇
〇
七
）
が
提
示
し
た
民
謡
分

類
と
「
歌
の
場
」
と
い
う
概
念
を
援
用
し
な
が
ら
、
熊
本
県
阿
蘇
郡
小
国
町
上

田
江
古
尾
の
「
お
座
敷
田
植
」
と
そ
の
中
で
歌
わ
れ
る
「
田
植
歌
」
の
関
係
に

つ
い
て
考
察
を
試
み
る
と
と
も
に
、そ
の
結
果
か
ら
見
出
せ
る
民
俗
芸
能
の
現

代
的
課
題
に
つ
い
て
あ
わ
せ
て
考
察
す
る
。 

 

第
二
章 

「歌
の
場
」と
し
て
の
民
俗
芸
能 

‐長
野
隆
之
の
議
論
を
手
掛
か
り

に
‐ 

第
一
節 

歌
の
場
と
長
野(

二
〇
〇
七)

の
民
謡
分
類 

民
俗
芸
能
と
音
楽
・
歌
と
の
関
係
は
先
に
述
べ
た
と
お
り
だ
が
、
民
俗
芸
能

の
構
成
要
素
と
し
て
と
ら
え
る
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
り
、音
楽
や
歌
の
形
態

や
特
徴
だ
け
で
は
な
く
民
俗
芸
能
の
中
で
音
楽
が
ど
の
よ
う
に
機
能
し
て
い

る
の
か
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。 

そ
し
て
、
民
俗
芸
能
と
音
楽
・
歌
の
関
係
を
考
え
る
う
え
で
、
長
野
が
提
示

し
た
民
謡
の
分
類
と
「
歌
の
場
」
と
い
う
概
念
は
、
非
常
に
有
効
な
ア
プ
ロ
ー

チ
で
あ
る
。
長
野
が
「
歌
の
場
」
と
い
う
概
念
を
民
謡
研
究
に
導
入
し
た
目
的

は
、
以
下
の
引
用
箇
所
に
端
的
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。 

 

(

前
略)

歌
謡
の
み
が
独
立
し
て
い
る
「
場
」
を
生
活
の
中
に
見
出
す
こ
と

は
で
き
な
い
。
民
謡
に
は
、
そ
れ
を
存
在
さ
せ
る
文
脈
と
し
て
の
「
場
」

が
必
要
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
民
俗
学
的
考
察
の
た
め
に
、

変
化
し
て
い
な
い
要
素
と
し
て
の
歌
う
と
い
う
行
為
を
有
し
、
し
か
も
、

そ
の
伝
承
が
、
確
認
さ
れ
る
「
場
」
に
着
目
し
た
の
で
あ
る
。
民
謡
を
、

カ
タ
で
あ
る
と
こ
ろ
の
特
定
の
歌
謡
（
詞
章
・
曲
節
）
で
あ
る
と
い
う
限

定
さ
れ
た
規
定
か
ら
解
放
す
る
た
め
の
ひ
と
つ
の
試
み
な
の
で
あ
る
。

（
長
野 

二
〇
〇
七 

三
三
一
） 

  

長
野
の
関
心
は
、
そ
れ
ま
で
の
「
民
謡
」
の
規
定
を
拡
張
す
る
こ
と
に
あ
っ

た
。同
書
で
は
そ
の
場
で
民
謡
が
ど
の
よ
う
な
機
能
を
有
し
て
い
る
の
か
を
分

析
す
る
手
法
を
採
用
し
、
図
１
の
よ
う
に
モ
デ
ル
化
し
て
い
る
。
⑵ 

 

第
二
節 

芸
能
歌
の
雑
多
性 

芸
能
歌
は
ど
の
よ
う
に
機
能
し
て
い
る
か
？ 

長
野
の
民
謡
分
類
に
お
い
て
民
俗
芸
能
の
歌
（
芸
能
歌
）
の
位
置
づ
け
は
、

儀
礼
・
娯
楽
・
実
利
と
い
う
三
つ
の
尺
度
の
中
間
に
位
置
し
、
非
常
に
あ
い
ま

い
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
実
際
、
民
俗
芸
能
に
伴
う
歌
は
雑
多
で
あ
り
、
一

意
的
に
芸
能
歌
が
何
た
る
か
を
説
明
す
る
の
は
難
し
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、

長
野
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。 

 
芸
能
に
は
儀
礼
的
芸
能
、
実
利
的
芸
能
、
娯
楽
的
芸
能
が
あ
り
、
ま
た
、

一
つ
の
芸
能
に
お
い
て
も
、
儀
礼
性
・
実
利
性
・
娯
楽
性
と
い
う
三
つ
の

性
格
を
持
っ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。（
中
略
）
し
た
が
っ
て
、
儀
礼
歌
・
仕
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事
歌
・
娯
楽
歌
と
は
別
の
レ
ベ
ル
に
芸
能
歌
を
位
置
付
け
た
。
そ
し
て
、

芸
能
の
歌
は
芸
能
歌
と
し
て
把
握
し
、
芸
能
の
属
性
と
し
て
儀
礼
性
・
実

利
性
・
娯
楽
性
を
と
ら
え
、
芸
能
そ
れ
ぞ
れ
に
お
け
る
分
析
時
に
参
照
す

べ
き
と
考
え
た
の
で
あ
る
。（
長
野 

二
〇
〇
七 

一
三
二
） 

 

長
野
は
芸
能
歌
を
一
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
分
析
す
る
こ
と
を
実
質
的

に
は
放
棄
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、こ
の
よ
う
な
態
度
は
既
存
の
民
謡
の

捉
え
方
に
対
す
る
対
抗
的
な
提
案
で
あ
る
。具
体
的
に
は
柳
田(

一
九
三
六)

が

示
し
、一
九
八
〇
年
代
後
半
の
民
謡
緊
急
調
査
ま
で
連
綿
と
引
き
継
が
れ
た
民

謡
分
類
⑶

が
念
頭
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
既
存
の
民
謡
分
類
は
、
厳
密
な
階

層
を
持
ち
、
各
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
排
他
性
を
前
提
に
設
計
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た

め
、
既
存
の
分
類
で
は
、
芸
能
の
歌
（
柳
田
の
分
類
で
は
遊
び
唄
、
緊
急
民
謡

調
査
で
は
踊
り
歌
・
舞
歌
）
は
、
ど
の
よ
う
な
機
能
を
持
っ
て
い
る
の
か
に
か

か
わ
ら
ず
、
一
義
的
に
「
芸
能
の
歌
」
と
し
て
し
か
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
。
こ
の
よ
う
な
分
類
の
設
計
で
は
、
実
際
の
民
俗
芸
能
が
さ
ま
ざ
ま
な
文
脈

の
中
で
演
じ
ら
れ
て
い
る
現
状
を
十
分
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

 

長
野
の
分
類
で
は
、
芸
能
歌
の
雑
多
性
を
現
実
と
し
て
引
き
受
け
、
民
俗
芸

能
を
「
歌
が
歌
わ
れ
る
一
つ
の
場
」
と
し
て
位
置
付
け
て
い
る
。
こ
の
操
作
に

よ
り
、芸
能
の
場
に
お
い
て
歌
が
ど
の
よ
う
に
機
能
し
て
い
る
の
か
を
三
つ
の

尺
度
（
儀
礼
・
実
利
・
娯
楽
）
を
用
い
て
分
析
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
て
い
る
。 

 

次
章
で
は
、
長
野
の
提
言
に
従
い
、
あ
る
熊
本
県
内
の
民
俗
芸
能
と
歌
の
関

係
に
つ
い
て
分
析
を
試
み
る
。
さ
ら
に
、
得
ら
れ
た
結
果
か
ら
民
俗
芸
能
の
現

代
的
な
課
題
を
抽
出
し
た
い
。 

   

 
図１ 長野(2007 p.133)の民謡分類案平面図 
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第
三
章 

熊
本
県
阿
蘇
郡
小
国
町
上
田
江
古
尾
の
「
お
座
敷
田
植
」と
田
植
歌

の
関
係 

第
一
節 
江
古
尾
の
「お
座
敷
田
植
」の
概
要 

熊
本
県
阿
蘇
郡
小
国
町
上
田
江
古
尾
で
は
、
集
落
全
戸
の
田
植
え
を
終
え

た
後
に
、
公
民
館
で
サ
ナ
ボ
リ
が
開
か
れ
て
い
た
。
こ
の
サ
ナ
ボ
リ
は
農
休
み

を
指
す
言
葉
で
は
な
く
、
当
地
で
は
慰
労
た
め
に
開
か
れ
る
行
事
（
宴
）
の
こ

と
で
あ
る
。原
田
が
聞
き
取
り
を
行
っ
た
二
〇
一
九
年
時
点
で
す
で
に
休
止
さ

れ
て
い
た
。
サ
ナ
ボ
リ
の
行
事
が
途
絶
し
た
正
確
な
年
は
不
明
で
あ
る
が
、
一

九
九
一
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
く
ま
も
と
の
民
俗
芸
能
』(

熊
本
県
教
育
委
員
会 

一
九
九
一)

に
は
、
休
止
中
の
記
載
は
な
い
た
め
、
一
九
九
一
年
以
後
に
廃
止

し
た
可
能
性
が
高
い
。 

サ
ナ
ボ
リ
は
江
古
尾
集
落
の
家
の
持
ち
回
り
で
行
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
年

の
当
番
の
家
で
開
か
れ
て
い
た
が
、途
中
か
ら
は
公
民
館
が
会
場
と
な
っ
た
と

聞
く
。
参
加
者
に
は
酒
と
食
事
が
ふ
る
ま
わ
れ
、
余
興
と
し
て
稲
作
の
過
程
を

模
擬
的
に
演
じ
る
「
お
座
敷
田
植
」
が
演
じ
ら
れ
る
。
そ
の
演
目
は
、
①
水
見

②
牛
の
入
場
③
荒
起
こ
し
④
代
堀
⑤
施
肥
⑥
鋤
代
⑦
田
植
⑧
こ
び(

三
時
の
お

や
つ)

と
な
っ
て
お
り
、
口
上
役
一
人
、
田
主
役
一
人
、
田
主
の
妻
役
一
人
、

牛
役
二
人
、
加
勢
多
数
、
唄
手
多
数
で
演
じ
ら
れ
た
。（
熊
本
県
教
育
員
会 

一

九
九
一 

一
六
九
） 

本
田
安
次
の
民
俗
芸
能
分
類
上
で
は
、
予
祝
の
田
遊
に
分
類
で
き
る
芸
能

で
、
県
内
に
類
似
の
行
事
・
芸
能
が
少
な
い
こ
と
も
あ
り
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
に

も
注
目
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。二
〇
一
九
年
の
聞
き
取
り
で
語
ら
れ
た
サ
ナ
ボ

リ
中
止
の
直
接
的
な
原
因
は
、マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
取
材
に
よ
り
繰
り
返
し
演
技

を
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
が
集
落
内
で
問
題
と
な
り
、
話
し
合
い
の
結
果
、
今
後
は

サ
ナ
ボ
リ
を
行
わ
な
い
と
決
め
ら
れ
た
と
い
う
内
容
で
あ
っ
た
。一
部
の
消
防

団
員
が
復
活
に
向
け
て
活
動
し
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、現
在
ま
で

休
止
が
続
い
て
い
る
。 

江
古
尾
で
の
お
座
敷
田
植
の
位
置
づ
け
は
、
宴
会
の
中
で
披
露
さ
れ
る
パ

ロ
デ
ィ
の
芸
（
余
興
）
で
あ
り
、
パ
ロ
デ
ィ
の
元
ネ
タ
は
、
先
日
ま
で
従
事
し

て
い
た
農
作
業
そ
の
も
の
で
あ
る
。荒
起
こ
し
で
は
牛
役
に
扮
し
た
青
年
が
代

掻
き
の
様
子
を
コ
ミ
カ
ル
に
演
じ
笑
い
が
起
こ
っ
た
。ま
た
田
植
の
場
面
で
は
、

若
い
男
女
入
り
混
じ
っ
て
座
敷
に
苗
を
植
え
て
い
く
。そ
の
様
子
を
年
長
者
た

ち
は
酒
を
飲
み
な
が
ら
観
覧
す
る
も
の
で
あ
っ
た
ら
し
い
。図
２
は
田
植
え
の

場
面
で
、二
人
の
青
年
が
持
つ
田
植
綱
を
目
印
に
苗
を
正
条
植
え
の
よ
う
に
規

則
正
し
く
植
え
て
い
く
。 

こ
の
よ
う
に
、
江
古
尾
の
お
座
敷
田
植
は
、
田
遊
に
分
類
で
き
る
民
俗
芸
能

だ
が
、
儀
礼
的
な
性
格
（
神
事
性
）
が
強
く
粛
々
と
進
め
ら
れ
る
芸
能
と
い
う

よ
り
は
、
む
し
ろ
娯
楽
的
性
格
が
強
い
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

長
野
の
三
つ
の
尺
度
を
用
い
れ
ば
、
江
古
尾
の
「
お
座
敷
田
植
」
は
娯
楽
性

に
主
軸
を
置
き
つ
つ
も
、副
次
的
に
儀
礼
性
を
保
持
し
て
い
る
芸
能
と
捉
え
る

こ
と
が
で
き
る
。 

 

第
二
節 

「お
座
敷
田
植
」の
民
俗
芸
能
と
し
て
の
性
格 

前
述
の
と
お
り
、
お
座
敷
田
植
は
余
興
と
し
て
演
じ
ら
れ
る
パ
ロ
デ
ィ
の

芸
と
し
て
の
性
格
が
強
い
。
パ
ロ
デ
ィ
の
対
象
は
、
演
者
・
観
客
が
先
日
ま
で

従
事
し
て
い
た
農
作
業
そ
の
も
の
で
あ
る
。 

江
古
尾
集
落
は
谷
川
の
両
岸
に
棚
田
が
展
開
す
る
集
落
で
あ
り
、
昭
和
五

〇
年
代
ま
で
は
ほ
と
ん
ど
の
家
が
水
稲
栽
培
を
主
業
と
し
て
い
た
。田
植
え
作

業
は
、
お
互
い
に
人
を
出
し
合
い
協
力
し
て
植
え
て
い
た
と
い
う
。
こ
の
よ
う

に
、お
座
敷
田
植
で
演
じ
ら
れ
る
農
作
業
は
、現
実
の
写
し
鏡
と
な
っ
て
お
り
、

図
２
の
写
真
に
お
い
て
田
植
綱
を
用
い
て
正
条
植
え
を
再
現
し
て
い
る
の
も
、

実
際
の
農
作
業
を
真
似
る
と
い
う
意
識
が
強
か
っ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。 
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こ
の
意
識
は
、
お
座
敷
田
植
で
歌
わ
れ
る
歌
詞
か
ら
も
読
み
取
る
こ
と
が
で

き
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
歌
は
芸
能
の
中
で
歌
わ
れ
て
お
り
、
芸
能
歌
と
捉
え
る

べ
き
歌
で
は
あ
る
が
、
共
通
す
る
詞
章
（
腰
の
痛
さ
よ 

こ
の
田
の
長
さ 

四

月
五
月
の
日
の
長
さ
）や
七
七
七
五
の
詩
形
を
基
本
と
す
る
こ
と
に
注
目
す
れ

ば
、熊
本
県
下
の
田
植
え
に
お
い
て
歌
わ
れ
て
い
た
歌
と
の
類
似
性
を
指
摘
で

き
る
。
あ
く
ま
で
推
測
で
は
あ
る
が
、
元
来
仕
事
用
の
歌
と
し
て
似
た
よ
う
な

歌
が
存
在
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

江
古
尾
の
お
座
敷
田
植
歌 

(

熊
本
県
教
育
委
員
会 

一
九
八
八 

三
六)  

※
当
地
に
は
別
バ
ー
ジ
ョ
ン
も
伝
わ
っ
て
い
る
が
同
じ
七
七
七
五
の
詩

型
で
あ
る
。 

 

〽 

ハ
ア
ー 

腰
の
痛
さ
よ 

こ
の
田
の
長
さ 

四
月
五
月
の 

日
の
長
さ 

〽 

田
植
小
咄
や
田
主
が
き
ら
う 

歌
っ
て
植
え
ま
し
ょ
う 

し
な
や
か
に 

〽 

ハ
ア
ー 

わ
し
が
こ
の
田
を 

植
え
お
く
ほ
ど
に 

あ
と
で
噂
を 

し
て
お
く
れ 

〽 

ハ
ア
ー 

庭
の
山
椒
の 

木
や
親
よ
り
も
大
事 

忍
び
男
の
影
か
く
す 

〽 

ハ
ア
ー 

様
が
死
ん
だ
と
て 

墓
場
に
ゃ
や
ら
ぬ 

焼
い
て
粉
に
し
て 

白
湯
で
飲
む 

〽 

ハ
ア
ー 

伊
勢
に
ゃ
七
度 

熊
野
三
度 

お
多
賀
さ
ま
に
は 

日
参
り 

〽 
ハ
ア
ー 

私
が
歌
う
た
ら 

誰
か
さ
ん
が
笑
う
た 

誰
か
さ
ん
の 

声
の
良
さ 

 
図２ 江古尾のさなぼり（お座敷田植）1973/6/12 白石巌撮影 

※熊本県博物館ネットワークセンター資料データベース（https://jmapps.ne.jp/kmnc/det.html?data_id=294890）より引用 

https://jmapps.ne.jp/kmnc/det.html?data_id=294890
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〽 

ハ
ア
ー 

わ
し
に
来
る
な
ら 

裏
か
ら
お
い
で 

前
は
車
戸
で 

音
が
す
る 

 
南
阿
蘇
村
中
松
御
寺
地
区
の
田
植
え
歌 

 

※
田
植
え
作
業
時
に
歌
わ
れ
て
い
た
も
の
。
二
〇
一
九
年 

原
田
採
集 

 

一. 

西
が
暗
い
が 
雨
で
は 

ア
ラ
ナ
ー 

な
い
か 

雨
じ
ゃ
ご
ざ
ら
ぬ 

ヨ
イ
ガ
セ 

よ
な
ぐ
も
り 

ナ
ー 

二. 

腰
の
痛
さ
よ 

こ
の
田
の 

ア
ラ
ナ
ー 

な
が
さ 

四
月
五
月
の 

ヨ
イ
ガ
セ 

日
の
長
さ 

ナ
ー 

三. 

四
月
五
月
の 

日
の 

ア
ラ
ナ
― 

長
さ 

さ
ぞ
や
妻
も
ち
ゃ 

ヨ
イ
ガ
セ 
ね
む
ご
ざ
ろ 

ナ
ー 

四. 

姉
が
さ
す
な
ら 

妹
も 

ア
ラ
ナ
ー 

さ
さ
じ
ゃ 

同
じ
蛇
の
目
の 

ヨ
イ
ガ
セ 

か
ら
傘
を 

ナ
ー 

五. 

今
日
の
田
植
え
は 

親
方 

ア
ラ
ナ
― 
な
し
で 

も
は
や
や
め
ご
ろ 

ヨ
イ
ガ
セ 

上
が
り
ご
ろ 

ナ
ー 

 

第
三
節 

江
古
尾
の
「お
座
敷
田
植
歌
」の
位
置
づ
け
と
機
能 

前
項
に
お
い
て
、
お
座
敷
田
植
と
そ
の
中
で
歌
わ
れ
る
田
植
歌
は
ど
の
よ

う
な
位
置
に
あ
り
、
ど
の
よ
う
に
機
能
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
？ 

お
座
敷
田
植
歌
は
、
農
作
業
で
歌
わ
れ
る
歌
と
よ
く
似
た
詞
章
を
持
っ
て

お
り
、
実
際
の
田
植
歌
と
同
一
の
よ
う
に
思
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
歌

か
ら
は
田
植
作
業
の
つ
ら
さ
を
緩
和
す
る
、ま
た
は
気
を
紛
ら
わ
せ
る
な
ど
の

実
利
性
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
余
興
の
中
で
歌
わ
れ
る
歌
で
あ

る
こ
と
か
ら
、儀
礼
的
性
格
よ
り
も
娯
楽
的
性
格
の
ほ
う
が
優
位
で
あ
る
と
い

え
る
。 

し
た
が
っ
て
、
長
野
の
分
類
に
当
て
は
め
る
と
す
る
と
、
娯
楽
性
に
重
心
を

置
き
な
が
ら
一
部
儀
礼
的
な
性
格
を
持
っ
て
い
る
お
座
敷
田
植
歌
は
図
３
の

 
図３ 江古尾の「お座敷田植歌」 長野のモデル上での位置づけ 
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よ
う
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
⑷ 

そ
し
て
、
こ
の
歌
は
、
演
者
・
観
客
が
共
有
す
る
体
験
で
あ
る
「
農
作
業
の

パ
ロ
デ
ィ
」
を
成
立
さ
せ
る
た
め
の
道
具
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。
そ
れ
は
現

実
の
農
作
業
を
忠
実
に
真
似
す
る
と
い
う
こ
の
芸
能
の
志
向
か
ら
す
れ
ば
欠

か
せ
な
い
も
の
で
あ
り
、
パ
ロ
デ
ィ
の
質
の
向
上
に
一
役
買
っ
て
い
る
。 

一
方
、
一
番
を
除
い
た
詞
章
は
夜
這
い
を
モ
チ
ー
フ
と
し
て
お
り
、
歌
詞
の

選
択
に
お
い
て
酒
宴
と
い
う
娯
楽
性
の
強
い
場
の
影
響
が
考
え
ら
れ
る
が
、歌

詞
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
把
握
や
歴
史
的
経
過
の
追
跡
が
困
難
で
あ
る
た
め

推
測
の
域
を
出
な
い
。 

 

第
四
章 

ま
と
め
「お
座
敷
田
植
」に
見
る
民
俗
芸
能
の
現
代
的
課
題 

第
一
節 

「お
座
敷
田
植
」と
「田
植
歌
」の
伝
承
が
途
絶
し
た
原
因 

現
状
、
江
古
尾
の
お
座
敷
田
植
と
田
植
歌
の
伝
承
は
途
絶
し
て
い
る
。
な
ぜ
、

こ
の
芸
能
と
歌
は
伝
承
が
絶
え
た
の
だ
ろ
う
か
。こ
れ
ま
で
整
理
し
て
き
た
内

容
を
も
と
に
一
つ
の
仮
説
を
提
示
し
た
い
。 

お
座
敷
田
植
は
、
田
植
え
の
慰
労
の
行
事
「
サ
ナ
ボ
リ
」
の
中
で
演
じ
ら
れ

た
芸
能
で
あ
り
、
田
植
歌
は
そ
の
サ
ナ
ボ
リ
で
演
じ
ら
れ
る
芸
能
「
お
座
敷
田

植
」
の
中
で
伝
承
さ
れ
て
き
た
。
ま
た
、
サ
ナ
ボ
リ
は
集
落
共
同
の
田
植
え
作

業
を
前
提
実
施
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
そ
れ
ぞ
れ
の
民

俗
事
象
は
入
れ
子
構
造
の
中
で
伝
承
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。（
図

４
参
照
） 

田
植
歌
の
伝
承
は
、
そ
れ
が
現
実
の
パ
ロ
デ
ィ
と
し
て
成
立
す
る
限
り
継

続
し
、
お
座
敷
田
植
の
伝
承
は
こ
の
芸
能
が
パ
ロ
デ
ィ
と
し
て
成
立
し
、
サ
ナ

ボ
リ
が
維
持
さ
れ
る
限
り
継
続
す
る
。
さ
ら
に
サ
ナ
ボ
リ
は
、
共
同
的
田
植
え

作
業
の
慰
労
と
し
て
成
立
す
る
限
り
持
続
す
る
。 

こ
の
よ
う
に
捉
え
る
と
、
下
位
の
民
俗
事
象
ほ
ど
変
容
し
や
す
い
性
格
を

 

図４ お座敷田植と田植歌の入れ子構造（イメージ） 
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持
つ
こ
と
に
気
づ
く
。
例
え
ば
、
田
植
え
の
共
同
性
が
維
持
さ
れ
て
、
サ
ナ
ボ

リ
が
実
施
さ
れ
た
と
し
て
も
、お
座
敷
田
植
の
パ
ロ
デ
ィ
元
で
あ
る
実
際
の
農

作
業
が
変
容
す
れ
ば
、お
座
敷
田
植
で
使
わ
れ
る
道
具
や
所
作
が
変
容
す
る
可

能
性
は
高
い
。 

実
際
、
お
座
敷
田
植
で
披
露
さ
れ
る
正
条
植
は
、
明
治
二
〇
年
代
、
当
地
の

青
年
会
が
中
心
と
な
っ
て
普
及
さ
せ
た
も
の
で
あ
り
⑸

、
普
及
後
に
正
条
植
を

行
う
芸
態
に
変
化
し
た
可
能
性
が
高
い
。 

た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な
細
か
い
変
容
は
さ
し
て
問
題
で
は
な
い
。
パ
ロ
デ
ィ

の
芸
と
し
て
の
性
格
を
持
つ
お
座
敷
田
植
に
と
っ
て
、こ
の
手
の
変
容
は
必
要

不
可
欠
な
も
の
だ
っ
た
だ
ろ
う
。 

む
し
ろ
民
俗
学
に
と
っ
て
の
問
題
は
伝
承
が
途
絶
す
る
こ
と
で
、
実
際
の

行
事
・
芸
能
に
ア
ク
セ
ス
不
可
能
と
な
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
上
位
の

民
俗
事
象
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、そ
の
変
容
が
民
俗
学
に
も
た
ら
す
影
響
は
大

き
く
な
る
。 

江
古
尾
の
「
お
座
敷
田
植
」
と
「
田
植
歌
」
に
と
っ
て
致
命
的
だ
っ
た
の
は
、

田
植
作
業
の
共
同
性
が
失
わ
れ
た
こ
と
だ
ろ
う
。共
同
で
田
植
え
を
す
る
こ
と

が
な
く
な
り
、
サ
ナ
ボ
リ
を
継
続
す
る
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
が
低
下
し
た
。
別
の

言
い
方
を
す
れ
ば
、サ
ナ
ボ
リ
の
娯
楽
的
な
側
面
が
伝
承
を
支
え
て
い
た
と
も

い
え
る
。 

こ
の
段
階
で
は
、
地
域
の
文
化
・
歴
史
を
示
す
も
の
と
い
う
価
値
づ
け
を
行

い
、
田
植
の
共
同
性
の
代
わ
り
に
、
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
文
脈
に
付
け
替
え
る
こ

と
で
生
き
な
が
ら
え
る
道
も
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。 

し
か
し
、
皮
肉
な
こ
と
に
伝
承
途
絶
の
直
接
的
な
原
因
と
な
っ
た
の
は
、
江

古
尾
の
お
座
敷
田
植
を
優
れ
た
民
俗
芸
能
あ
る
い
は
郷
土
の
文
化
と
し
て
再

発
見
し
た
メ
デ
ィ
ア
関
係
者
の
過
剰
な
要
求
で
あ
っ
た
。
結
果
的
に
、
当
事
者

は
お
座
敷
田
植
を
文
化
と
し
て
伝
承
す
る
こ
と
を
避
け
、娯
楽
的
な
側
面
を
重

視
し
て
中
止
の
判
断
を
下
し
た
。
⑹ 

 

第
二
節 

民
俗
芸
能
の
伝
承
維
持
の
た
め
に 

前
節
で
は
、
長
野
の
議
論
を
も
と
に
熊
本
県
阿
蘇
郡
小
国
町
上
田
江
古
尾

集
落
の
「
お
座
敷
田
植
」
と
「
田
植
歌
」
の
伝
承
が
途
絶
し
た
原
因
に
つ
い
て

考
察
を
試
み
た
。
お
座
敷
田
植
の
途
絶
か
ら
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
民

俗
芸
能
と
そ
の
中
で
歌
わ
れ
る
歌
の
伝
承
は
、そ
の
芸
能
や
歌
を
成
立
さ
せ
て

い
る
よ
り
上
位
の
文
化
事
象
に
左
右
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

そ
の
た
め
、
民
俗
芸
能
を
今
後
も
維
持
し
て
い
く
た
め
に
は
、
形
式
的
・
歴

史
的
な
連
続
性
の
み
を
重
視
す
る
立
場
は
退
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、そ
れ
ぞ

れ
の
民
俗
芸
能
が
持
つ
社
会
的
文
脈
を
十
分
に
参
酌
す
る
必
要
が
あ
る
。 

歌
の
「
場
」
を
と
ら
え
る
と
い
う
長
野
の
方
法
論
は
、
民
俗
芸
能
ひ
い
て
は
、

民
俗
が
持
つ
流
動
的
な
性
格
を
分
析
す
る
た
め
に
有
効
な
視
座
で
あ
り
、今
後

よ
り
厳
し
く
な
る
民
俗
の
変
容
・
消
滅
に
つ
い
て
考
え
る
う
え
で
の
道
標
と
な

り
う
る
も
の
で
あ
る
。 

元
来
、
民
俗
事
象
の
多
く
は
「
伝
統
」
や
「
文
化
」
と
し
て
の
価
値
に
比
重

が
あ
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
民
俗
が
有
す
る
社
会
的
な
機
能
・
役
割
の
た
め

に
伝
承
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
り
、現
代
に
お
け
る
民
俗
芸
能
の
伝
承
を
考
え

る
う
え
で
は
、
現
在
ど
の
よ
う
な
機
能
・
役
割
を
持
っ
て
い
る
の
か
を
把
握
す

る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。 

江
古
尾
の
事
例
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、（
広
義
の
）
文
化
財
と
し
て
の
価
値

と
当
事
者
に
と
っ
て
の
価
値
の
ギ
ャ
ッ
プ
が
大
き
け
れ
ば
大
き
い
ほ
ど
破
滅

的
な
結
末
が
待
っ
て
い
る
。そ
の
点
に
つ
い
て
関
係
者
は
自
覚
的
で
あ
る
べ
き

だ
ろ
う
。 
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註 ⑴

民
俗
音
楽
学
の
代
表
的
な
研
究
者
と
し
て
は
吉
川
英
史
、
小
泉
文
夫
、
小
島

美
子
等
が
挙
げ
ら
れ
る
。 

⑵ 

長
野
は
こ
の
平
面
図
に
、「
大
人
の
歌
―
子
供
の
歌
」
と
い
う
基
準
を
追
加

し
三
次
元
モ
デ
ル
と
し
て
民
謡
を
把
握
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
な
お
本
文

で
は
大
人
の
歌
・
子
供
の
歌
と
い
う
尺
度
を
用
い
な
か
っ
た
た
め
本
文
中

に
は
示
さ
な
か
っ
た
。 

⑶
参
考
資
料
と
し
て
柳
田
国
男
の
分
類
と
民
謡
緊
急
調
査
の
分
類
を
付
す
。 

○
柳
田
国
男
の
民
謡
分
類
案 

一 

田
歌 

⑴
田
打
唄 

⑵
田
か
き
唄 

⑶
踏
ま
せ
唄 

⑷
大
足
ふ
み
の
唄 

 

⑸
水
か
け
唄 

⑹
田
植
唄 

二 

庭
歌 

⑴
稲
扱
唄 

⑵
穂
打
唄 

⑶
稗
搗
唄 

⑷
栗
か
ち
唄 

⑸
麥
搗
唄 

 

⑹
麥
ふ
み
唄 

⑺
米
搗
唄 

⑻
物
つ
き
囃
し 

⑼
粉
挽
唄 

 

⑽
そ
ま
ひ
き
唄 

⑾
味
噌
搗
唄 

⑿
藁
叩
唄 

⒀
絲
引
唄 

 

⒁
特
殊
作
業
の
唄 

⒂
地
搗
唄 

三 

山
歌 

⑴
山
行
唄 

⑵
草
刈
唄 

⑶
山
お
ろ
し 

⑷
木
お
ろ
し
唄 

 

⑸
木
刈
唄 

⑹
杣
唄 

⑺
川
狩
唄 

⑻
茶
山
節 

⑼
か
な
山
唄 

四 

海
歌 

⑴
船
卸
唄 

⑵
舟
唄 

⑶
潮
替
唄 

⑷
網
起
し
唄 

⑸
地
曳
網
唄 

 

⑹
鯨
唄 

⑺
濱
唄 

⑻
鹽
垂
れ
唄 

⑼
海
苔
採
唄 

五 

業
歌 

⑴
大
工
唄 

⑵
木
挽
唄 

⑶
綿
打
唄 

⑷
茶
師
唄 

⑸
酒
屋
唄 

六 

道
歌 

⑴
馬
追
唄 

⑵
牛
方
唄 

⑶
夜
出
唄 

⑷
橇
唄 

⑸
木
遣
唄 

七 

祝
歌 

⑴
座
敷
唄 

⑵
嫁
入
唄 

⑶
酒
盛
唄 

⑷
御
立
酒
唄 

⑸
物
吉
唄 

八 

祭
歌 

⑴
宮
入
唄 

⑵
神
迎
唄 

⑶
神
送
唄 

⑷
竃
唄 

九 

遊
歌 

⑴
田
遊
唄 

⑵
的
射
唄 

⑶
鳥
追
唄 

⑷
綱
曳
唄 

⑸
正
月
様 

 

⑹
盆
唄 

⑺
踊
歌 

十 

童
歌 

⑴
子
守
歌 

⑵
遊
ば
せ
唄 

⑶
手
毬
唄 

⑷
御
手
玉
唄 

○
緊
急
民
謡
調
査
の
民
謡
分
類 

Ａ 

労
作
歌 

ａ
農
耕
に
関
す
る
も
の 

ｂ
山
仕
事
に
関
す
る
も
の 

ｃ
海
や
川
の
仕
事 

ｄ
諸
職
に
関
す
る
も
の 

ｅ
交
通
運
搬
に
関
す
る
も
の 

Ｂ 

祭
り
歌
・
祝
い
歌 

ａ
祭
り
に
関
す
る
も
の 

ｂ
祝
儀
に
関
す
る
も
の 

ｃ
行
事
に
関
す
る
も
の 

Ｃ 

踊
り
歌
・
舞
歌 

ａ
踊
り
歌
・
舞
謡 
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Ｄ 

座
興
歌 

ａ
座
興
歌 

Ｅ 
語
り
物
・
祝
福
芸
の
歌 

ａ
語
り
物 

ｂ
祝
福
芸
の
歌 

Ｆ 

子
守
歌 

ａ
子
守
歌 

ｂ
あ
や
し
歌 

Ｇ 

わ
ら
べ
歌 

ａ
遊
び
歌 

ｂ
と
な
え
ご
と
の
歌 

Ｈ 

ア
イ
ヌ
の
歌 

ａ
ア
イ
ヌ
の
歌 

Ｘ 

不
明 

ｘ
不
明 

⑷
お
座
敷
田
植
の
演
目
の
一
つ
、
こ
び
（
三
時
の
お
や
つ
）
は
、
田
主
と
田
主

の
妻
（
妊
婦
）
が
登
場
し
握
り
飯
を
配
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
演
目
か
ら
は
、

人
が
孕
む
こ
と
≒
稲
穂
が
実
る
こ
と
と
い
う
類
感
呪
術
的
な
発
想
を
読
み

解
く
こ
と
も
可
能
で
は
あ
る
が
、
二
〇
一
九
年
の
聞
き
取
り
に
お
い
て
は
、

地
元
の
人
が
そ
の
よ
う
な
意
識
を
持
っ
て
い
る
査
証
と
な
る
よ
う
な
語
り

は
な
か
っ
た
。 

⑸
『
関
西
諸
県
下
青
年
會
状
況
取
調
書
』
二
四
五
頁
で
は
小
国
村
青
年
會
の
活

動
と
し
て
正
条
植
、
短
冊
方
苗
代
、
塩
水
選
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。 

⑹ 

二
〇
一
九
年
の
聞
き
取
り
で
語
ら
れ
た
理
由
（
マ
ス
コ
ミ
取
材
の
負
担
）

だ
け
で
は
な
く
、
様
々
な
要
因
が
あ
り
そ
れ
ら
が
複
合
的
に
作
用
し
た
結

果
と
し
て
、
伝
承
を
断
念
し
た
の
が
実
際
の
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。 

参
照
文
献 

熊
本
県
教
育
委
員
会
『
熊
本
県
文
化
財
調
査
報
告
九
七
：
熊
本
県
の
民
謡
』

（
熊
本
県
教
育
委
員
会
、
一
九
八
八
年
） 

熊
本
県
教
育
委
員
会
『
く
ま
も
と
の
民
俗
芸
能 

―
熊
本
県
民
俗
芸
能
緊
急

調
査
報
告
書
―
』（
熊
本
県
教
育
委
員
会
、
一
九
九
一
年
） 

ジ
ェ
ラ
ル
ド
・
グ
ロ
ー
マ
―
『
瞽
女
と
瞽
女
唄
の
研
究
』（
名
古
屋
大
学
出

版
、
二
〇
〇
七 

長
野
隆
之
『
語
ら
れ
る
民
謡 

―
歌
の
「
場
」
の
民
俗
学
―
』（
瑞
木
書
房
、

二
〇
〇
七
年
） 

文
部
省
『
関
西
諸
県
下
青
年
會
状
況
取
調
書
』（
文
部
省
、
一
九
一
〇
年
） 

柳
田
国
男
「
一
つ
の
分
類
案
」（『
民
謡
覚
書
』 

創
元
社
、
一
九
四
〇
年
） 

  

参
考
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト 

熊
本
県
博
物
館
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
セ
ン
タ
ー
資
料
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
「
江
古
尾

の
さ
な
ぼ
り
（
お
座
敷
田
植
）」

https://jm
apps.ne.jp/km

nc/det.htm
l?data_id=294890  

二
〇
二
三
年
九

月
一
六
日
確
認 

   

二
〇
二
三
年
十
一
月
十
日
受
付 

二
〇
二
四
年
二
月
二
十
八
日
受
理 

https://jmapps.ne.jp/kmnc/det.html?data_id=294890

