
日
本
各
地
で
歌
い
継
が
れ
て
き
た
民

謡
。
農
作
業
や
漁
で
仕
事
が
は
か
ど

る
よ
う
に
歌
っ
た
り
、
お
め
で
た
い
と
き

に
歌
っ
た
り
、
古
く
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
場

面
で
歌
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
鴨
田
さ
ん
は

民
謡
の
歌
い
手
と
し
て
今
後
の
活
躍
が
期

待
さ
れ
る
一
人
で
す
。

　

「
民
謡
を
始
め
た
の
は
小
学
２
年
生
の
と

き
。
近
所
の
民
謡
教
室
に
通
っ
て
い
た
祖
母

に
誘
わ
れ
た
の
が
き
っ
か
け
で
す
」
と
鴨
田

さ
ん
は
民
謡
と
の
出
会
い
を
話
し
ま
す
。

　

高
校
２
年
生
の
と
き
か
ら
本
格
的
に
民
謡

に
取
り
組
み
は
じ
め
、
持
ち
前
の
強
い
向
上

心
と
熱
心
な
練
習
が
実
を
結
び
、
さ
ま
ざ
ま

な
民
謡
大
会
で
優
勝
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
こ
れ
ま
で
も
、
北
海
盆
唄
全
国
大
会
成

年
の
部
で
優
勝
し
た
ほ
か
、
昨
年
11
月
に
千

歳
で
行
わ
れ
た
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
ど
自
慢
で
優
勝
す

広報ちとせ２月号 20

る
な
ど
輝
か
し
い
成
績
を
残
し
て
い
ま
す
。

　

現
在
は
、
毎
日
の
自
宅
で
の
練
習
の
ほ

か
、
週
に
２
～
３
回
は
師
匠
の
も
と
で
の

け
い
こ
を
続
け
て
い
ま
す
。

　

「
民
謡
は
心
で
歌
う
も
の
と
師
匠
に
言
わ

れ
た
言
葉
を
大
切
に
し
て
い
ま
す
。
い
か

に
相
手
に
気
持
ち
を
伝
え
る
か
が
今
の
課

題
で
す
」
と
歌
唱
技
術
の
向
上
に
意
欲
的

に
取
り
組
み
ま
す
。

　

「
民
謡
を
通
じ
て
さ
ま
ざ
ま
な
方
に
出
会

い
多
く
の
こ
と
を
学
ぶ
こ
と
で
、
人
と
し
て

成
長
で
き
て
い
る
と
感
じ
ま
す
。
特
に
祖
母

や
師
匠
に
は
、
歌
だ
け
で
は
な
く
あ
い
さ
つ

や
礼
儀
な
ど
日
ご
ろ
の
姿
勢
の
指
導
も
し
て

い
た
だ
き
、
本
当
に
感
謝
し
て
い
ま
す
」
と

感
謝
の
気
持
ち
を
忘
れ
ま
せ
ん
。

　

「
い
つ
か
は
自
分
の
シ
ョ
ー
を
開
き
た
い

で
す
ね
。
ス
テ
ー
ジ
に
立
っ
て
た
く
さ
ん
の

人 の い る 風 景

 【かもた　ゆき さん】北斗　　

●小学２年のときから民謡を歌いはじめ、さまざまな大会で入

賞するなど活躍。昨年 11 月に千歳で行われた「ＮＨＫのど自慢」

でも優勝しました。
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お
客
さ
ん
の
前
で
歌
い
た
い
」
と
将
来
の
夢

を
語
り
ま
す
。

　

鴨
田
さ
ん
は
、
全
道
・
全
国
規
模
の
さ

ま
ざ
ま
な
民
謡
大
会
の
ほ
か
、
地
域
の
夏

祭
り
や
盆
踊
り
大
会
な
ど
で
民
謡
の
歌
い

手
と
し
て
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
に
も
積
極
的

に
参
加
し
て
い
ま
す
。

　

「
民
謡
を
歌
う
こ
と
で
昔
の
人
た
ち
の
営
み

が
よ
く
分
か
り
ま
す
。
ま
た
、
歌
い
終
わ
り
、

拍
手
を
も
ら
っ
た
と
き
は
本
当
に
感
動
し
ま

す
。
民
謡
は
高
齢
者
の
も
の
と
感
じ
る
方
が

多
い
よ
う
で
す
が
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

民
謡
の
良
さ
を
子
ど
も
た
ち
や
若
い
方
に
も

広
め
た
い
と
思
い
ま
す
」
と
熱
い
ま
な
ざ
し

で
語
っ
て
く
れ
ま
し
た
。

民謡の心をより多くの方に
知ってもらいたい

　鴨田　有起


