
は
じ
め
に

　

民
謡
と
民
話
は
、共
に
日
本
各
地
で
口
承
さ
れ

て
き
た
伝
承
文
化
で
あ
る
。民
謡
は
地
域
の
生
活

や
労
働
に
根
ざ
し
た
歌
で
あ
り
、民
話
は
神
話
や

伝
説
を
物
語
と
し
て
語
り
継
い
で
き
た
。両
者
は

共
同
体
の
文
化
を
形
成
す
る
重
要
な
要
素
と

な
っ
て
い
る
。

　

本
研
究
で
は
、民
謡
と
民
話
の
共
通
点
を
整

理
し
、地
域
文
化
の
継
承
に
お
け
る
役
割
を
考
察

す
る
。
さ
ら
に
、民
謡
が
民
話
の
記
憶
媒
体
と
し

て
機
能
す
る
可
能
性
に
着
目
し
、そ
の
伝
播
や
変

化
を
比
較
す
る
こ
と
で
、継
承
の
あ
り
方
を
明
ら

か
に
す
る
。

民
謡
と
民
話
に
共
通
す
る

文
化
的
要
素

1
地
域
性

　

民
謡
と
民
話
は
地
域
の
特
色
を
反
映
し
、そ
の

土
地
の
気
候
、産
業
、信
仰
な
ど
が
表
現
さ
れ
て

い
る
。

　

民
謡
の
ひ
と
つ「
ハ
イ
ヤ
節
」を
例
に
採
る
と
、

同
じ
歌
が
土
地
ご
と
の
影
響
を
受
け
、旋
律
や
歌

詞
が
変
化
し
な
が
ら
、地
域
独
自
の
民
謡
へ
と
発

展
し
た【
注
１
】。民
話
も
ま
た
、地
域
の
伝
説
や
社

会
的
価
値
観
を
映
し
、そ
の
土
地
に
根
付
い
た
物

語
と
し
て
受
け
継
が
れ
て
い
る
。
日
本
各
地
に
は

村
を
守
る
神
々
や
地
形
に
ま
つ
わ
る
民
話
が
あ

り
、そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
文
化
や
自
然
環
境
が
色

濃
く
反
映
さ
れ
て
い
る
。

2
口
承
性

　

民
謡
と
民
話
は
と
も
に
口
承
文
化
と
し
て
伝

が
見
ら
れ
る（
図
１
）。
や
ち
ゃ
坊
が
単
な
る
伝
説

上
の
人
物
で
は
な
く
、地
域
の
文
化
と
密
接
に
結

び
つ
い
た
存
在
で
あ
る
こ
と
が
伝
わ
っ
て
く
る
。

（
2
）お
け
さ
節

　

お
け
さ
節
は
、新
潟
県
全
域
で
歌
わ
れ
て
い
る

民
謡
で
あ
り
、「
お
け
さ
」の
名
の
由
来
に
は
い
く
つ

か
の
説
が
あ
る
。中
で
も
広
く
知
ら
れ
る
の
が
、佐

渡
島
に
伝
わ
る「
猫
の
恩
返
し
」の
民
話
で
あ
る
。

　

む
か
し
、貧
し
い
老
夫
婦
に
飼
わ
れ
て
い
た
猫

が
恩
返
し
の
た
め
に
人
間
の
姿
と
な
り
、「
お
け

い
」と
名
乗
る
遊
女
と
し
て
働
き
、暮
ら
し
を
助

け
た
と
い
う
。
お
け
い
は
非
常
に
美
し
く
、歌
や

踊
り
に
も
優
れ
、瞬
く
間
に
評
判
と
な
っ
た
。
あ

る
夜
、お
け
い
の
正
体
を
見
て
し
ま
っ
た
商
人
は
、

お
け
い
か
ら
口
外
し
な
い
よ
う
に
と
念
を
押
さ
れ

た
が
、そ
の
約
束
を
破
っ
て
し
ま
っ
た
。そ
の
結
果
、

商
人
の
乗
っ
た
船
は
嵐
に
見
舞
わ
れ
、彼
と
お
け

い
の
行
方
は
わ
か
ら
な
く
な
っ
た
。や
が
て
、お
け

い
が
歌
っ
て
い
た「
お
け
い
節
」は
時
代
と
と
も
に

「
お
け
さ
節
」へ
と
変
わ
り
、広
ま
っ
て
い
っ
た
と

伝
え
ら
れ
て
い
る（
浜
口・
吉
沢
、１
９
７
６
）。

〽
お
け
さ
正
直
な
ら
そ
ば
に
も
寝
し
ょ
が　

お

け
さ
猫
の
せ
う
で
じ
ゃ
れ
か
か
る
（
松
川
、

1
9
2
7
）

（
解
）お
け
さ
が
素
直
な
ら
側
で
寝
て
く
れ
る
だ

ろ
う
が　

お
け
さ
は
猫
の
性
で
ふ
ざ
け
る
だ
け

で
あ
る（
竹
内
、2
0
0
2
）

〽
お
け
さ
お
け
さ
と
名
は
よ
い
け
れ
ど　

見
れ

ば
見
る
ほ
ど
器
量
も
よ
い

（
解
）お
け
さ
の
芸
は
評
判
が
高
く　

容
姿
も
ま

た
魅
力
的
で
あ
る

　

新
潟
に
は
猫
に
ま
つ
わ
る
伝
説
が
数
多
く
存

在
し
、そ
の
影
響
を
受
け
て
、民
謡
の
歌
詞
か
ら

猫
の
恩
返
し
の
物
語
が
生
ま
れ
た
の
だ
ろ
う
【
注

2
】
。ま
た
、お
け
さ
節
は
有
名
な
民
謡
で
あ
っ
た

た
め
、恩
返
し
の
物
語
と
結
び
つ
け
る
こ
と
で
、道

徳
的
な
教
訓
を
伝
え
る
役
割
も
果
た
し
た
と
考

え
ら
れ
る
。
近
年
、こ
の
物
語
は
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン

化
さ
れ
、民
謡
と
民
話
が
融
合
し
た
新
た
な
形

で
伝
承
さ
れ
て
い
る
。

民
謡
と
民
話
の

現
代
的
継
承

　

近
年
、民
謡
や
民
話
の
伝
承
方
法
は
変
化
し
つ

つ
あ
り
、デ
ジ
タ
ル
技
術
や
映
像
メ
デ
ィ
ア
を
活
用

し
た
新
た
な
取
り
組
み
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
そ

の
一
例
と
し
て
、「
海
ノ
民
話
の
ま
ち
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
」で
は
、全
国
の
海
に
ま
つ
わ
る
民
話
を
ア
ニ

メ
ー
シ
ョ
ン
化
し
、幅
広
い
世
代
に
伝
え
る
試
み
が

行
わ
れ
て
い
る
。

　

例
え
ば
、山
梨
県
富
士
川
町
に
伝
わ
る「
ま
り

つ
き
唄
」は
、姉
妹
の
悲
劇
的
な
物
語
を
も
と
に

し
た
民
謡
で
あ
り
、わ
ら
べ
う
た
と
し
て
伝
承
さ

れ
て
き
た
。
か
つ
て
天
神
ヶ
滝
で
は
水
難
事
故
が

多
発
し
、子
ど
も
た
ち
は
こ
の
歌
を
通
じ
て
海
の

危
険
を
学
ん
だ
と
考
え
ら
れ
る
（
一
般
社
団
法

人
日
本
昔
ば
な
し
協
会
、２
０
２
４
）。
こ
う
し
た

民
謡
の
伝
承
は
、

現
代
で
は
歌
い
継

が
れ
る
機
会
が
減

少
し
て
い
る
が
、ア

ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
と
い

う
新
た
な
手
法

を
通
じ
て
再
び
注

目
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
（
図
２
）。

こ
の
よ
う
に
、視

覚
メ
デ
ィ
ア
の
活

用
は
、民
話
や
民

謡
の
伝
承
方
法

を
拡
張
し
、新
た

な
受
容
の
形
を
生

み
出
し
て
い
る
。

従
来
の
口
承
文
化
は
、歌
い
手
や
語
り
手
を
介
し

て
伝
え
ら
れ
て
き
た
が
、ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
を
通
じ

た
伝
承
で
は
、視
聴
者
が
よ
り
直
感
的
に
物
語
を

理
解
で
き
る
た
め
、地
域
文
化
の
継
承
に
新
た
な

可
能
性
を
も
た
ら
し
て
い
る
。

ま
と
め

　

本
研
究
で
は
、民
謡
が
民
話
の
記
憶
媒
体
と
し

て
機
能
し
、民
謡
が
人
々
に
親
し
ま
れ
る
こ
と
で

民
話
の
内
容
も
長
く
記
憶
さ
れ
る
と
い
う
相
互

作
用
が
確
認
さ
れ
た
。
具
体
的
な
事
例
を
通
じ

て
、民
謡
が
地
域
の
歴
史
や
文
化
を
伝
承
す
る
手

段
と
し
て
機
能
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ

た
。
現
代
で
は
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
を
活
用
し
た
新
た

な
継
承
方
法
が
登
場
し
、伝
承
の
形
が
変
化
し
て

い
る
。
今
後
は
、こ
う
し
た
変
化
が
、地
域
社
会
に

ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
る
の
か
を
検
討
す
る

こ
と
が
重
要
と
な
る
だ
ろ
う
。

　

民
謡
と
民
話
は
異
な
る
形
で
発
展
し
つ
つ
も
、

地
域
の
生
活
や
時
代
背
景
と
結
び
つ
き
、世
代
を

超
え
て
受
け
継
が
れ
て
い
る
。（
日
本
財
団
海
と

日
本
P
R
O
J
E
C
T・
海
ノ
民
話
の
ま
ち
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト（
2
0
2
4
）「
海
ノ
民
話
の
世
界
」．文

藝
春
秋
，4
-13
）

民
謡
と
民
話
の
関
係
性
と

継
承
の
役
割

1
民
話
か
ら
派
生
し
た
民
謡
の
事
例

（
1
）や
ち
ゃ
坊
節

　

や
ち
ゃ
坊
節
は
鹿
児
島
県
奄
美
群
島
に
伝
わ

る
民
謡
で
あ
り
、伝
説
の
人
物「
や
ち
ゃ
坊
」に
由

来
す
る
。
や
ち
ゃ
坊
は
、山
で
育
っ
た
子
ど
も
で
、

島
中
を
自
由
自
在
に
駆
け
回
り
、畑
の
野
菜
を

盗
む
な
ど
の
い
た
ず
ら
を
し
て
村
人
た
ち
を
困

ら
せ
て
い
た
。一
方
で
、盗
ん
だ
収
穫
物
の
一
部
を

貧
し
い
人
々
に
分
け
与
え
る
こ
と
も
あ
り
、そ
の

行
動
か
ら
憎
め
な
い
人
物
と
し
て
民
話
に
も
描

か
れ
て
い
る
。
そ
の
姿
は
島
の
人
々
の
心
を
打
ち
、

奄
美
大
島
や
喜
界
島
で
は
ヒ
ー
ロ
ー
的
な
存
在

と
し
て
語
り
継
が
れ
、民
話
と
し
て
も
残
さ
れ
て

い
る
。
そ
し
て
、や
ち
ゃ
坊
の
伝
説
は
、奄
美
群
島

一
帯
で
民
謡
と
し
て
も
歌
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

（
日
本
放
送
協
会
、1
9
9
3
：
片
倉
、２
０
１
４
）。

〽
や
ち
ゃ
ぼ
ち
ば
や
ち
ゃ
ぼ
し
ま
ぬ
無
ぬ
や
ち
ゃ

ぼ　

や
ち
ゃ
ぼ
き
も
し
ゃ
げ
や
山
ぬ
そ
だ
ち

（
解
）や
ち
ゃ
坊
は
な
ん
と
可
哀
そ
う
な
男
よ　

故
郷
も
家
も
な
く
山
で
生
涯
を
送
る（
文
潮
、１

９
８
３
）

　

や
ち
ゃ
坊
節
は
正
月
な
ど
の
祝
い
の
席
で
も
歌

わ
れ
、歌
い
継
が
れ
て
き
た
。
ま
た
、や
ち
ゃ
坊
が

住
ん
で
い
た
と
さ
れ
る
伝
説
の
岩
屋
が
今
も
奄
美

大
島
に
残
さ
れ
て
お
り
、供
え
物
を
捧
げ
る
光
景

え
ら
れ
、歌
い
手
や
語
り
手
に
よ
っ
て
表
現
が
変

化
す
る
流
動
的
な
性
質
を
持
つ
。

　

民
謡
は
、地
域
や
世
代
、歌
い
手
に
よ
っ
て
歌
詞

や
旋
律
が
変
化
す
る
こ
と
が
多
い
。
民
話
も
語
り

手
に
よ
っ
て
表
現
が
変
化
し
、地
方
ご
と
に
結
末

や
登
場
人
物
の
設
定
が
異
な
る
こ
と
が
あ
る
。
ど

ち
ら
も
地
域
の
風
習
を
反
映
し
た
も
の
と
い
え
る
。

3
実
用
性

　

民
謡
と
民
話
は
、実
際
の
生
活
の
中
で
重
要
な

役
割
を
果
た
し
て
き
た
。

　

民
謡
は
、共
同
作
業
の
効
率
を
上
げ
る
だ
け
で

な
く
、危
険
を
回
避
す
る
目
的
で
も
用
い
ら
れ
た
。

た
と
え
ば
、労
作
歌
は
作
業
の
リ
ズ
ム
を
整
え
る

役
割
を
持
ち
、ま
た
道
中
で
は
獣
に
襲
わ
れ
な
い

よ
う
警
戒
を
促
す
た
め
に
も
歌
わ
れ
た
。
民
話

は
地
域
の
ル
ー
ル
を
伝
え
、社
会
の
秩
序
を
維
持

す
る
役
割
を
担
っ
て
い
た
。そ
れ
は
、現
代
に
制
作

さ
れ
た
「
海
ノ
民
話
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
」に
も
反
映

さ
れ
て
お
り
、海
難
事
故
や
自
然
の
危
険
性
を
伝

え
る
物
語
が
多
く
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
話

は
、危
険
を
回
避
す
る
た
め
の
暗
黙
の
ル
ー
ル
と

し
て
受
け
継
が
れ
て
き
た
。

4
信
仰
性

　

民
謡
と
民
話
の
多
く
は
、地
域
の
信
仰
と
深
く

結
び
つ
き
、神
々
や
自
然
へ
の
畏
敬
の
念
を
表
現

す
る
手
段
と
な
っ
て
き
た
。
民
謡
で
は
、五
穀
豊

穣
や
海
上
の
安
全
を
願
う
歌
な
ど
、生
活
の
中
で

の
祈
り
と
と
も
に
伝
承
さ
れ
て
き
た
。
民
話
に
お

い
て
も
、神
や
妖
怪
の
存
在
が
描
か
れ
、人
々
が
自

然
と
共
存
す
る
意
識
を
育
ん
で
き
た
。
禁
忌
や

安
全
祈
願
を
伝
え
る
民
話
も
多
く
、こ
れ
ら
は

地
域
の
信
仰
と
密
接
に
関
わ
り
な
が
ら
、社
会
の

教
訓
や
知
恵
と
し
て
受
け
継
が
れ
て
い
る
。

民謡と民話のつながり
-文化を伝える歌と物語-

佐藤千春 （一般社団法人民俗文化興隆協会）

民謡、民話、口承文化、継承、アニメーション

価値の再発見❽

キーワード

【
注
１
】「
ハ
イ
ヤ
節
」は
熊

本
県
天
草
市
牛
深
町
に

伝
わ
る
民
謡
で
あ
る
。
北

前
船
の
往
来
に
よ
っ
て
日

本
各
地
に
広
ま
り
、地
域

ご
と
に
独
自
の
民
謡
へ
と

発
展
し
た
。

【
注
２
】歌
詞
の
「
猫
」は

動
物
の
名
称
で
は
な
く
、

遊
女
の
別
名
と
し
て
使
わ

れ
て
い
た
。一
部
の
地
域
で

は「
猫
が
恩
返
し
を
す
る
」

話
が
遊
女
文
化
と
も
結
び

つ
い
て
い
る
。（
竹
内
勉（
２

０
１
８
）「
日
本
民
謡
辞
典

Ⅱ　

関
東
・
甲
信
越
・
北

陸
・
東
海
」．朝
倉
書
店
，３

８
８
．）

図１ やちゃ坊の岩屋（鹿児島県奄美市住用町大字川内）
やちゃ坊が暮らしていたとされる岩屋（左）現在も供え物を捧げる文化が残る（右）撮影：佐藤千春（２０２４年）

図２ 海ノ民話アニメーション「まりつき唄」
鞠はもともと上に投げて遊ぶものだったが、ゴム鞠の普及により弾
ませる遊びへと変化した。アニメーション化によって、その変遷が直
感的に理解できるようになっている

の
民
話
の
ま
ち
づ
く
り
へ
の
活
用
可
能
性
と
そ
の

意
義
に
つ
い
て
、建
築
・
地
域
計
画
の
観
点
か
ら
考

察
を
試
み
た
い
。
具
体
的
に
は
、災
害
に
関
連
す

る
和
歌
山
県
広
川
町
の「
稲
む
ら
の
火
」の
伝
承

事
例
に
着
目
す
る
。
当
該
事
例
は
、過
去
の
伝
承

が
来
る
べ
き
南
海
ト
ラ
フ
地
震
・
津
波
災
害
に
対

す
る
防
災
面
の
役
割
と
し
て
、地
域
計
画
や
祭
り

な
ど
、日
常
と
災
害
と
し
て
の
非
日
常
の
あ
り
方

に
向
け
て
、実
践
的
に
生
か
さ
れ
て
い
る
。
本
論

を
通
し
て
、民
話
の
翻
訳
が
現
在
の
ま
ち
づ
く
り

へ
向
け
た
展
開
可
能
性
を
見
出
し
て
み
た
い
。

稲
む
ら
の
火
祭
り
と

広
村
堤
防

対
象
地
と
そ
の
民
話

防
災
の
町
と
し
て
広
川
町

　

和
歌
山
県
有
田
郡
広
川
町
は
、和
歌
山
県
の

中
部
に
位
置
し
、１
９
５
５（
昭
和
30
）年
に
広
村・

南
広
村
・
津
木
村
の
合
併
に
よ
り
で
き
た
自
治
体

で
あ
る
。
広
川
町
は
、１
８
５
４
（
安
政
元
）年
に

発
生
し
た
津
波
後
、１
８
５
８（
安
政
５
）年
に
築
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