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私
は
島
根
県
松
江
市
の
出
身
で
民
謡
を
趣
味
と
し

て
い
る
。
民
謡
の
曲
数
は
一
説
に
よ
る
と
５
万
８
０

０
０
曲
あ
る
と
の
こ
と
だ
が
、
担
い
手
の
高
齢
化
が

進
み
勢
い
を
失
い
つ
つ
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
民
謡
に

少
し
で
も
興
味
を
持
っ
て
い
た
だ
き
た
く
、
二
つ
の

話
題
を
取
り
上
げ
て
み
た
。

　

ど
じ
ょ
う
掬
い

　

正
調
の
ど
じ
ょ
う 
掬 
い
は
、
民
謡
の
な
か
で
最
も

す
く

知
ら
れ
て
い
る
安
来  
節

     

の
一
部
門
。
安
来
市
長
が
会

や
す
ぎ
ぶ
し

長
を
務
め
る
保
存
会
に
よ
り
、
踊
り
方
、
衣
装
・
所

作
な
ど
が
決
め
ら
れ
て
い
る
伝
統
芸
で
あ
る
。

　

踊
り
方
に
も
、
実
際
に
ど
じ
ょ
う
を
捕
ら
え
る
仕

草
を
強
調
す
る
高
山
流
と
、
お
座
敷
で
の
舞
踏
を
取

り
入
れ
た
砂
川
流
の
二
つ
の
流
れ
が
あ
る
。

　

こ
の
二
つ
の
流
派
は
使
用
す
る 
笊 
の
形
状
も
異
な

ざ
る

っ
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
鼻
に
付
け
る
の
は
割
り
箸

や
五
円
玉
で
は
な
く
、
江
戸
時
代
の
一
文
銭
を
使
う

の
が
決
ま
り
で
あ
る
。

　

こ
の
踊
り
は
ロ
ー
カ
ル
色
が
強
く
、
盛
ん
な
の
は

地
元
の
山
陰
地
方
と
思
わ
れ
て
い
る
が
、
実
は
都
会

へ
急
速
に
進
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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先
に
述
べ
た
保
存
会
の
踊
り
部
門
に
は
約
１
０
０

０
名
が
登
録
さ
れ
て
い
る
が
、
地
元
で
あ
る
島
根
、

鳥
取
の
両
県
の
会
員
は
約
２
割
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か

の
山
陽
・
四
国
に
３
割
、
関
西
・
東
海
に
２
割
弱
、

東
京
に
３
割
強
と
い
う
の
が
現
在
の
「
ど
じ
ょ
う
の

会
の
分
布
」
で
あ
る
。

　

津
軽
三
味
線

　

津
軽
三
味
線
は
従
来
の
民
謡
の
枠
を
超
え
て
、
海

外
ま
で
拡
大
し
て
い
る
。
民
謡
の
三
味
線
は
唄
の
伴

奏
と
し
て
発
達
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
が
、
津
軽
三

味
線
は
弦
楽
器
と
し
て
独
自
の
自
己
主
張
を
行
い
主

奏
楽
器
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　

他
の
民
謡
に
で
き
な
い
変
化
を
も
た
ら
し
た
の
は
、

津
軽
の
風
土
と
関
係
す
る
。

　

一
つ
に
は
、
津
軽
三
味
線
は
盲
目
の
芸
人
、
ゴ
ゼ

や
座
頭
が
門
付
け
で
奏
で
て
い
た
も
の
か
ら
発
展
し

た
。
北
国
の
屋
外
で
の
演
奏
に
耐
え
る
よ
う
に
頑
丈

に
つ
く
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
速
い
テ
ン
ポ
で
力

強
く
弾
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、

三
味
線
の
皮
は
一
般
に
は
猫
で
あ
る
が
、
津
軽
に
用

い
る
の
は
犬
で
あ
る
。

　

も
う
一
つ
に
は
、
津
軽
じ
ょ
ん
が
ら
節
に
代
表
さ

れ
る
津
軽
の
民
謡
に
は
、
唄
と
同
時
に
三
味
線
の
演

奏
を
楽
し
も
う
と「
前
弾
き
」（
前
奏
）
が
あ
っ
た
こ

と
で
あ
る
。
ほ
か
の
民
謡
の
前
弾
き
は
長
く
と
も　
３０

秒
程
度
で
あ
る
が
、
津
軽
の
場
合
は
長
い
と
３
分
以

上
か
か
る
こ
と
も
あ
る
。
弾
き
手
は
独
特
の
テ
ク
ニ

ッ
ク
を
駆
使
し
て
個
性
を
ア
ピ
ー
ル
、
さ
ま
ざ
ま
な

技
を
磨
い
て
き
た
。
こ
の
前
弾
き
が
独
立
し
て
広
が

っ
た
の
が
、
現
在
の
津
軽
三
味
線
で
あ
る
。
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