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集

　

「
カ
タ
ン
ッ
カ
タ
ン
ッ
」
と
リ

ズ
ム
の
良
い
音
が
響
き
渡
り
ま

す
。
こ
こ
は
、
広ひ
ろ
せ
が
す
り

瀬
絣
の
「
手
織

り
」
や
「
染
め
」
な
ど
の
技
術
を

学
べ
る
「
広
瀬
絣
伝
習
所
」
。
現
在
、

24

人
の
伝
習
生
が
伝
統
の
技
の
習

得
に
励
ん
で
い
ま
す
。

　

広
瀬
絣
の
起
源
は
江
戸
時
代
後

期
に
遡
り
ま
す
。
文
政
７
年
、
町

医
者
の
長
岡
謙け
ん
し
ょ
う
祥
の
妻
貞
子
が
伯

耆
国
か
ら
絣
の
織
り
と
染
め
を
伝

授
さ
れ
帰
郷
し
、
ま
ち
の
女
性
た

ち
に
広
め
た
の
が
始
ま
り
と
さ
れ

▼
広
瀬
絣
伝
習
所
に
あ
る
藍
の
染

料
は
、
毎
日
手
入
れ
が
さ
れ
て
い

ま
す
。
時
に
は
自
分
の
舌
に
染
料

を
つ
け
て
発
酵
具
合
を
確
認
。
必

要
で
あ
れ
ば
、
糖
分
や
酒
を
入
れ

る
こ
と
も
。
い
つ
も
良
い
状
態
で

染
め
上
げ
る
た
め
に
は
、
こ
の
よ

う
な
こ
と
が
必
須
だ
そ
う
で
す
。

３
６
５
日
手
を
休
め
な
い
こ
と

で
、
伝
承
さ
れ
た
技
が
守
ら
れ
て

い
ま
す
（
旬
）

　

こ
こ
で
は
、
糸
に
模
様
を
つ
け

る
「
型
付
け
」
か
ら
、「
括く

く

り
」「
染

め
」
、
織
機
を
使
っ
て
の
「
手
織
り
」

ま
で
一
連
の
工
程
を
学
び
ま
す
。

「
自
分
で
模
様
を
考
え
て
、
自
分

の
手
で
完
成
さ
せ
て
い
く
。
細
か

い
作
業
ど
れ
一
つ
と
っ
て
も
手
を

抜
け
ま
せ
ん
。
こ
れ
が
、
広
瀬
絣

の
難
し
さ
で
あ
り
魅
力
で
す
」
と

力
強
く
話
し
ま
す
。

　

２
月
に
開
所
40

周
年
を
迎
え
た

同
伝
習
所
。
こ
れ
を
記
念
し
て
昨

年
の
12

月
に
、
島
根
県
立
美
術
館

で
作
品
展
を
開
催
し
ま
し
た
。

　

作
品
展
に
出
品
し
た
荒
金
弘
子

さ
ん
は
「
広
瀬
絣
で
作
れ
る
物
は

着
物
だ
け
で
な
く
、
シ
ャ
ツ
や
小

物
な
ど
い
ろ
い
ろ
な
物
が
あ
り
ま

す
。
多
く
の
人
に
作
品
を
見
て
も

ら
い
、
魅
力
を
知
っ
て
も
ら
え
る

機
会
が
持
て
て
良
か
っ
た
で
す
」

と
胸
を
張
り
ま
す
。

　

「
技
」
は
、
続
け
て
い
か
な
け

れ
ば
消
え
て
し
ま
い
ま
す
。
伝
習

所
で
伝
え
る
こ
と
の
ほ
か
に
、
こ

う
し
た
展
示
を
す
る
こ
と
で
、
多

く
の
人
に
広
瀬
絣
を
知
っ
て
も
ら

い
、
次
の
世
代
に
つ
な
い
で
い
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い

る
永
田
さ
ん
。

　

「
『
未
来
に
つ
な
ぐ
』
と
い
う
思

い
と
同
時
に
、
40

年
続
け
る
こ
と

が
で
き
た
感
謝
の
気
持
ち
を
も
っ

て
、
こ
れ
か
ら
も
取
り
組
ん
で
い

き
た
い
で
す
」
と
微
笑
み
ま
す
。

【
広
瀬
絣
伝
習
所
】

住
所
：
安
来
市
広
瀬
町
町
帳
７
７
５

ｰ
１
（
開
館
時
間
：
10
時
～
17
時
）

電
話
：
32ｰ

２
５
７
５

定
休
日
：
毎
週
水
曜
日
、
年
末
年
始

て
い
ま
す
。

　

「
藍
染
め
を
し
て
い
る
の
で
、

洗
う
度
に
あ
お
の
鮮
や
か
さ
が
増

し
、
純
粋
な
藍
の
色
が
出
る
の
が

特
徴
で
す
」
と
語
る
の
は
、
同
伝

習
所
の
永
田
佳よ

し

こ子
所
長
。
父
で
あ

る
広
瀬
絣
の
県
指
定
無
形
文
化
財

技
能
保
持
者
の
天
野
圭
氏
と
一
緒

に
同
伝
習
所
を
開
所
し
、
こ
れ
ま

で
２
０
０
人
近
く
の
伝
習
生
に
技

を
伝
え
て
き
ま
し
た
。

▲令和２年 12 月に行われた作品

展。着物やバッグ、子ども服な

ど 250 点が並びました。

▼
安
来
節
の
唄
の
名
人
と
な
っ
た

出
雲
俊
之
助
さ
ん
。
「
情
景
が
分

か
る
よ
う
に
大
き
い
声
で
は
な

く
、
喜
び
や
悲
し
み
が
で
る
よ
う

に
心
が
け
て
い
る
。
審
査
で
受
か

る
た
め
の
練
習
で
は
な
く
、
演
芸

を
観
る
人
に
ウ
ケ
る
ウ
ケ
な
い
が

大
事
」
と
話
し
ま
す
。
「
唄
い
初

め
会
」
は
中
止
と
な
り
ま
し
た
が
、

舞
台
に
立
つ
プ
ロ
の
芸
能
魂
を
垣

間
見
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
（
つ
）

▲伝習生に指導をする永田所長（左、広瀬絣技術保存会代表）。

安来市の人口と世帯数

人口合計／

世 帯 数 ／

Ｒ3.1.31現在

（男:18,097人　女:19,575人）

3 7 , 6 7 2 人

1 4 , 3 6 2 世 帯

令
和

3
年

3
月

号

伝承された技をつないで40年

広瀬絣伝習所


