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大分 
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埼玉 
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和歌山 高知 鹿児島 

愛媛 
徳島 

香川 
神奈川 

千
葉 

茨
城 

石
川 

長
野 

岐
阜 滋

賀 

兵
庫 

宮
崎 

熊
本 

沖
縄 

山
口 

三
重 

奈
良 

大
阪 

民
謡
が
伝
え
る
心
の
唄 

民 

謡 

次
代
に
伝
え
た
い
、く
ら
し
に
根
付
く
文
化 

豊
か
な
自
然
と
四
季
に
恵
ま
れ
た
日
本
。
そ
の
中
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
風
土
で
独

自
に
発
展
し
、
有
形
の
も
の
、
無
形
の
も
の
が
あ
い
ま
っ
て
、
多
様
に
は
ぐ
く
ま

れ
て
き
た
貴
重
な
文
化
が
あ
り
ま
す
。
今
回
は
歳
時
や
仕
事
な
ど
生
活
の
唄

と
し
て
各
地
で
伝
承
さ
れ
続
け
て
い
る
民
謡
に
つ
い
て
お
伝
え
し
ま
す
。 

くらし塾 きんゆう塾 ＜春号＞　��

唄
や
踊
り
の
遺
伝
子
を 

受
け
継
ぎ
な
が
ら
変
化 

  

　
日
本
の
民
謡
は
、日
本
各
地
の
く
ら
し
の

中
で
自
然
に
生
ま
れ
、生
活
の
唄
と
し
て
喜

怒
哀
楽
を
表
わ
す
た
め
に
親
し
ま
れ
て
き

た
唄
で
す
。
今
で
は
都
心
部
を
中
心
に
、特

に
若
い
世
代
で
は
唄
わ
れ
る
こ
と
が
少
な

く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、ソ
ー
ラ
ン
節
や

安
来
節
な
ど
、広
く
知
ら
れ
て
い
る
民
謡
も

少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。 

　
日
本
の
民
謡（
唄
や
踊
り
）の
特
徴
の
ひ

と
つ
は
稲
作
農
耕
と
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る

こ
と
。
そ
の
始
ま
り
は
平
安
時
代
で
は
な
い

か
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。 

　
民
謡
の
数
は
２
万
曲
を
超
え
る
と
い
わ

れ
、一
般
的
に
唄
わ
れ（
踊
ら
れ
）て
い
る
曲

だ
け
で
も
１
０
０
０
曲
は
下
り
ま
せ
ん
。 

　
仕
事
唄
、祝
い
唄
、祭
祀
唄
、盆
踊
り
唄
、

恋
愛
の
唄
、子
守
唄
、お
座
敷
唄
な
ど
、そ

の
種
類
も
多
種
多
様
で
す
。
演
奏
に
は
、三

味
線
や
尺
八
、太
鼓
を
中
心
に
、曲
に
よ
っ

て
は
横
笛
や
胡
弓
、鉦（
か
ね
）、鈴
な
ど
が

用
い
ら
れ
ま
す
。 

　
非
常
に
た
く
さ
ん
の
種
類
と
曲
数
が
あ

る
日
本
の
民
謡
で
す
が
、実
は
、こ
う
し
た

さ
ま
ざ
ま
な
唄
の
ほ
と
ん
ど
が
、い
つ
誰
が

作
っ
た
の
か
分
か
ら
な
い
と
い
う
点
が
大
き

な
特
徴
で
す
。
ど
ん
な
唄
や
踊
り
で
も
必

ず
唄
い
始
め
た
人
、踊
り
始
め
た
人
が
い
る

は
ず
な
の
で
す
が
、そ
れ
が
あ
ま
り
に
も
多

く
の
人
々
に
唄
い
踊
ら
れ
て
い
る
う
ち
に
、

い
つ
の
ま
に
か
作
者
が
不
詳
と
い
う
こ
と
に

【
日
本
全
国
民
謡
Ｍ
Ａ
Ｐ
】 

や
す  

ぎ 

さ
い 

し 
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全
国
の
民
謡 
な
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
す
。
こ
れ
は
民
謡

が
口
承
芸
能
で
あ
り
、楽
譜
も
な
く
、人
か

ら
人
へ
と
口
伝
え
に
よ
っ
て
定
着
し
て
き
た

こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。 

　
も
う
ひ
と
つ
の
特
徴
は
、ひ
と
つ
の
古
い

唄
が
船
乗
り
な
ど
の
多
く
の
職
業
の
人
々

に
唄
い
継
が
れ
、長
い
距
離
を
移
動
し
て
き

た
こ
と
、さ
ら
に
、そ
の
間
の
時
代
の
変
化

に
合
わ
せ
な
が
ら
、歌
詞
や
メ
ロ
デ
ィ
ー
、リ

ズ
ム
な
ど
も
変
化
し
て
い
る
と
い
う
点
で
す
。 

　
そ
の
昔
に
生
ま
れ
た
ひ
と
つ
の
唄
や
踊
り

の
遺
伝
子
を
受
け
継
ぎ
な
が
ら
、そ
れ
ぞ

れ
の
時
代
、そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
生
活
す
る

多
く
の
人
々
と
と
も
に
、刻
々
と
変
化
し
続

け
て
い
る
こ
と
も
日
本
の
民
謡
の
大
き
な

特
徴
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

  

　
次
に
全
国
の
代
表
的
な
民
謡
に
つ
い
て
、

い
く
つ
か
ご
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。 

●
ソ
ー
ラ
ン
節﹇
北
海
道
・
東
北
地
方
﹈ 

　
北
海
道
西
北
部
沿
海
の
ニ
シ
ン
漁
で
唄

わ
れ
る
仕
事
唄
で
す
。
大
き
い
船
で
獲
っ
た

魚
を
、陸
へ
運
搬
す
る
船
に
す
く
い
上
げ
る

作
業
中
に
唄
い
ま
す
。
重
労
働
の
た
め
、力

強
く
そ
し
て
威
勢
良
く
唄
い
ま
す
。 

●
八
木
節﹇
関
東
地
方
﹈ 

　
栃
木
、群
馬
、埼
玉
３
県
の
境
が
寄
り
合
っ

た
あ
た
り
で
唄
わ
れ
る
盆
踊
り
唄
で
す
。

か
つ
て
は
、馬
子
た
ち
が
宿
場
で
の
休
憩
時

に
空
だ
る
の
蓋
を
叩
い
て
唄
っ
た
そ
う
で
す
。 

●
こ
き
り
こ
節﹇
中
部
地
方
﹈ 

　
富
山
県
五
箇
山
地
方
に
伝
わ
る
神
楽
踊

り
で
す
。„
こ
き
り
こ
“と
は
乾
燥
し
た
細

竹
を
七
寸
五
分（
約
２３ 
cm
）に
切
っ
た
も
の

で
、打
つ
と
カ
ス
タ
ネ
ッ
ト
の
よ
う
な
音
が
鳴

り
、そ
の
音
で
拍
子
を
と
り
ま
す
。 

●
河
内
音
頭﹇
近
畿
地
方
﹈ 

　
大
阪
府
八
尾
市
を
中
心
と
し
た
河
内

地
方
の
盆
踊
り
唄
で
す
。
唄
は
、南
、北
、中

河
内
で
少
し
ず
つ
異
な
り
ま
す
が
、い
ず
れ

も
長
文
の
口
説
で
、
野
趣
味
の
あ
る
情
熱

的
な
唄
と
踊
り
で
す
。 

●
安
来
節﹇
中
国
・
四
国
地
方
﹈ 

　„
ハ
イ
ヤ
節
“と
と
も
に
日
本
の
港
町
で

唄
わ
れ
た„
出
雲
節
“が
原
曲
。 „
出
雲
節
“

は
鳥
取
県
の
海
岸
部
一
帯
と
島
根
、岡
山
、

広
島
の
山
間
部
、そ
し
て
瀬
戸
内
海
の
島
々

に
今
も
残
る„
さ
ん
こ
節
“と
い
う
唄
か
ら

派
生
し
た
と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
。 

●
刈
干
切
（
か
り
ぼ
し
き
り
）
唄 

　﹇
九
州
・
沖
縄
地
方
﹈ 

　
宮
崎
県
の
代
表
的
民
謡
で
、日
向
一
円
で

唄
わ
れ
て
い
ま
す
。
九
州
で
は
日
向
に
限
ら

ず
、野
山
の
広
い
地
方
で
は
夏
か
ら
秋
に
か

け
て
、萱
や
小
笹
を
刈
り
、乾
燥
さ
せ
て
冬

季
の
ま
ぐ
さ（
馬
の
餌
）に
し
た
り
、田
植

え
前
に
田
に
入
れ
て
肥
料
に
し
た
り
、あ
る

い
は
萱
屋
根
を
葺
い
た
り
し
ま
す
が
、そ
の

萱
や
小
笹
を
刈
る
と
き
に
唄
わ
れ
て
い
ま
す
。 

 

　
現
在
、
宮
城
県
東
松
島
市
に
あ
る
「
民

謡
碑
」に
は
こ
ん
な
碑
文
が
あ
り
ま
す
。 

「
前
略
〜
誰
が
唄
っ
た
か
わ
か
ら
な
い
唄
、

そ
れ
が
民
謡
だ
、民
謡
は
郷
土
の
生
活
の
な

か
に
生
ま
れ
る
自
然
の
声
で
あ
る
そ
の
美
わ

し
さ
は
郷
土
の
美
わ
し
さ
と
と
も
に
い
つ
ま
で

も
伝
承
さ
れ
る
で
あ
ら
う
、 

中
略
〜
お
お
ら
か
な
心
　
喜
び
と
潤
い
と

憩
い
と
　
そ
れ
を
与
え
る
の
が
民
謡
だ
、〜

後
略
」 

 

【民謡の分類】 
① 田唄 

② 庭唄 

③ 山唄 

④ 海唄 

⑤ 業唄 

⑥ 道唄 

⑦ 祝唄 

⑧ 祭唄 

⑨ 遊唄 

⑩ 童唄 

田打唄・水かけ唄・田植唄・草取唄など 

稗搗唄・麦ふみ唄・米搗唄・味噌搗唄など 

山行唄・草刈唄・杣（きこり）唄・茶山唄など 

船卸唄・網起し唄・地曳網唄・鯨唄など 

大工唄・木挽唄・綿打唄・油絞唄など 

馬追唄・牛方唄・橇唄・木遣唄など 

嫁入唄・酒盛唄・物吉唄など 

神迎唄・神送唄など 

的射唄・鳥追唄・盆唄など 

子守唄・遊ばせ唄・手毬唄・御手玉唄など 

刈干切唄を唄いながらの刈り入れ こきりこ節の唄と踊りを伝える 

※「
民
謡
」の
定
義
は
研
究
者
に
よ
り
い
く
つ
か
あ
り
ま
す
が
、 

　
今
回
ご
紹
介
の
お
話
は
、そ
の
中
の
一
例
と
し
て
お
読
み
く
だ
さ
い 

ひえつき 

さん こう 

うし かた 

ものよし 

かみむかえ 

まと い 

かみおくり 

そり き　やり 

こ　びき 

そま 

こめつき み そ つき 

か

や

ね

 

か
や 
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