
津
軽
民
謡
の

伝
承

平
舘
村
を

中
心
に

小
　
島

美
　
子

津軽民謡の伝承

　
は

じ
め
に

一　

平
舘
村
の
民
俗
音
楽
の
状
況

二
　
平
舘
村
の
民
謡
の
伝
承
と
社
会
的
背
景

三
　
津
軽
の
民
謡
の
伝
承

　
お
わ
り
に

論
文
要
旨

　
青
森
県
東
津
軽
郡
平
舘
村
の
民
俗
音
楽
を
調
査
し
た
と
こ
ろ
、
労
作
民
謡
は
に
し
ん
漁

で
か

つ
て

歌
わ
れ
た

に

し
ん
場
音
頭
を
伝
え
て
い
る
だ
け
で
き
わ
め
て
少
な
く
、
ま
た
地

域
の
共
同
体
の
生
活
と
結
び
つ
い
た
歌
も
、
ひ
じ
ょ
う
に
少
な
か
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
代

り
に
津
軽
民
謡
と
し
て
全
国
的
に
有
名
な
「
じ
ょ
ん
か
ら
節
」
な
ど
が
歌
わ
れ
、
日
本
海

沿
岸
諸
県
や
北
海
道
の

民
謡
も
、
盆
踊
り
や
酒
宴
な
ど
で
多
く
歌
わ
れ
て
い
た
。

　
そ

の

た
め

平
舘
村
の
人
々
が
ど
の
よ
う
に
民
謡
を
伝
承
し
て
き
た
の
か
調
べ
て
み
た
。

そ
の
結
果
、
も
ち
ろ
ん
従
来
の
よ
う
に
暮
ら
し
の
中
で
自
然
に
覚
え
て
き
た
例
も
あ
っ
た

が
、
む
し
ろ
ラ
ジ
オ
、
レ
コ
ー
ド
、
民
謡
の
旅
芸
人
た
ち
の
歌
会
、
門
付
け
す
る
ボ
サ
マ

の

歌
な

ど
に
ょ
っ
て
、
プ
ロ
の
民
謡
を
覚
え
た
形
が
主
流
で
あ
っ
た
。

　
平
舘
村
は
近
世
に
入
っ
て
か
ら
移
住
者
た
ち
に
よ
っ
て
開
か
れ
た
村
で
、
漁
業
中
心
の

生
活
が

つ
づ

き
、
集
落
の
共
同
体
の
組
織
も
弱
く
、
共
同
体
の
生
活
の
中
で
伝
え
ら
れ
る

こ
と
の
多
い
伝
統
的
な
民
俗
的
な
諸
事
象
も
、
束
縛
が
弱
く
、
新
し
い
も
の
、
他
所
の
も

の

を
気
安

く
受
け
い
れ
易
い
状
況
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

　
と
こ
ろ
が
こ
う
し
た
平
舘
村
の
民
謡
の
伝
承
の
状
況
は
、
実
は
平
舘
村
だ
け
で
は
な

く
、
津
軽
全
体
に
共
通
す
る
現
象
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
津
軽
で
は
す
で
に
大
正
期

か

ら
プ
ロ
の
民
謡
歌
手
た
ち
が
多
数
輩
出
し
、
民
謡
は
文
字
通
り
生
活
の
糧
に
な
っ
て
い

た
。
ま
た
青
森
県
の
代
表
的
な
地
方
紙
で
あ
る
東
奥
日
報
社
が
、
早
く
も
昭
和
九
年
か
ら

津
軽
民

謡
の
コ
ン
ク
ー
ル
を
行
っ
て
お
り
、
こ
れ
が
津
軽
の
人
々
に
熱
狂
的
に
受
け
入
れ

ら
れ
た
。

　
こ
う
し
て
一
方
で
は
津
軽
民
謡
は
プ
ロ
の
芸
人
た
ち
の
手
で
、
全
国
的
に
知
ら
れ
る
よ

う
に
な
る
と
と
も
に
、
一
方
で
は
そ
れ
以
外
の
地
元
の
民
謡
を
忘
れ
さ
せ
、
す
た
れ
さ
せ

る
結
果
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
そ

し
て
津
軽
の
民
謡
が
早
く
経
験
し
た
こ
の
よ
う
な
状
況
は
、
今
全
国
の
民
謡
に
現
わ

れ
始
め
て

い

る
。
そ
の
意
味
で
こ
の
津
軽
の
民
俗
音
楽
の
状
況
は
、
津
軽
地
方
の
民
俗
音

楽
の
地
域
的
特
性
を
表
わ
し
て
い
る
ぼ
か
り
で
な
く
、
現
在
、
日
本
全
国
で
起
こ
っ
て
い

る
民
俗
音
楽
の
今
後
の
動
き
を
示
す
例
と
し
て
も
注
目
さ
れ
る
。
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は

じ
め
に

　
本
共
同
研
究
の
当
初
に
研
究
方
法
に
つ
い
て
討
議
し
た
際
、
日
本
全
国
に
定
点
調

査
地
を

設
け
、
共
同
研
究
期
間
中
、
継
続
的
に
調
査
研
究
を
行
う
こ
と
を
決
め
た
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
い
ら
だ
て
む
ら

そ
の

中
に
青
森
県
東
津
軽
郡
平
舘
村
が
あ
っ
た
。
私
の
研
究
分
野
で
あ
る
音
楽
学

の

上

で
、
こ
の
平
舘
村
が
特
別
に
興
味
や
関
心
を
そ
そ
る
問
題
の
あ
る
地
域
と
い
う

わ
け

で
は

な
か
っ
た
が
、
共
同
研
究
の
メ
ン
バ
ー
が
、
そ
れ
ぞ
れ
定
点
調
査
地
の
調

査
を

担
当
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
共
同
研
究
の
必
要
性
か
ら
、
私
は
こ
の
平

舘
村
の
調
査
を
担
当
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

ま
た
研
究
経
過
に
つ
い
て
述
べ
た
別
稿
で
ふ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
共
同
研
究

は
当
初
、
三
期
に
分
け
て
行
う
計
画
を
も
っ
て
い
た
た
め
に
、
私
の
研
究
分
野
は
一

応
第
三
期
に
入
る
で
あ
ろ
う
と
考
え
、
実
際
に
調
査
に
入
っ
た
の
は
、
こ
の
六
年
間

の

共
同
研
究
の
最
終
段
階
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
事
情
か
ら
、
正
直
な
と
こ
ろ
大
き
な
期
待
を
持
て
ず
に
平
舘
村
の
調

査
を

行
っ
た
の
だ
が
、
実
は
こ
の
村
の
民
俗
音
楽
の
状
況
は
、
き
わ
め
て
大
き
い
問

題
を

は

ら
ん
で
い
た
。
こ
れ
ま
で
私
た
ち
が
民
俗
音
楽
の
必
要
条
件
と
し
て
考
え
て

い
た
地
域
社
会

と
の
強
い
結
び
つ
き
が
、
こ
こ
で
は
き
わ
め
て
弱
く
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
は
何
を
意
味
す
る
の
か
？
と
考
え
を
進
め
る
う
ち
に
、
実
は
こ
れ
は
平
舘
村
だ

け

の

問
題
で
は
な
く
、
津
軽
全
体
に
共
通
す
る
問
題
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
た
。

さ
ら
に
驚
く
べ
き
こ
と
に
、
津
軽
で
は
こ
の
状
況
は
す
で
に
第
二
次
大
戦
前
に
始
ま

っ

て

い
た

こ
と
も
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
。
従
来
津
軽
は
民
謡
が
き
わ
め
て
盛
ん
な

と
こ
ろ
と
考
え
ら
れ
て
き
た
が
、
そ
の
実
態
は
何
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
そ

し
て
今
や
こ
れ
に
似
た
状
況
は
、
日
本
全
国
に
急
速
に
は
げ
し
い
勢
い
で
広
が

り
つ
つ
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
津
軽
は
日
本
の
民
俗
音
楽
の
先
行
形
態
を
、
お
そ
ら

く
日
本
で
も
っ
と
も
早
く
、
も
っ
と
も
典
型
的
に
示
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は

一
つ
に

は
津
軽
地
方
の
地
域
的
特
徴
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
ま
た
同
時

に

こ
の
日
本
の
民
俗
音
楽
の
急
激
な
変
化
を
、
変
質
と
捉
え
る
べ
き
か
、
衰
退
と
捉

え
る
べ
き
か
と
い
う
大
き
な
問
題
に
つ
な
が
っ
て
い
く
。
そ
し
て
こ
の
問
題
は
さ
ら

に

民
俗
音
楽
の
問
題
だ
け
で
な
く
、
日
本
の
民
俗
文
化
全
体
の
問
題
に
さ
え
連
な
っ

て

い
く
。

　
そ

う
し
た
二
つ
の
意
味
で
平
舘
村
の
民
俗
音
楽
の
問
題
は
、
思
い
が
け
ぬ
大
き
な

展
開
を
示
す
こ
と
に
な
っ
た
。

一　

平
舘
村
の
民
俗
音
楽
の
状
況

　
平
舘
村
の
地
理
的
状
況
や
社
会
組
織
、
民
俗
な
ど
の
全
体
状
況
に
つ
い
て
は
、
山

本
質
素
論
文
が
す
で
に
述
べ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
述
べ
ず
、
す
ぐ
に
民
俗
音
楽

に

つ
い
て

述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

　
さ
て
私
が
平
舘
村
の
民
俗
音
楽
を
実
際
に
調
査
し
た
の
は
、
一
九
九
一
年
七
月
で

あ
る
。
き
わ
め
て
短
期
間
の
調
査
で
あ
っ
た
が
、
平
舘
村
教
育
委
員
会
の
全
面
的
な

ご
協
力
に
よ
っ
て
、
ひ
じ
ょ
う
に
集
中
的
な
効
率
の
よ
い
調
査
を
行
う
こ
と
が
で
き

た
。
そ
の
際
採
録
し
得
た
曲
を
表
1
の
上
段
に
示
し
た
。
直
接
に
歌
っ
て
下
さ
っ
た

方
は
十
名
、
そ
の
他
イ
ン
タ
ビ
ュ
ウ
に
応
じ
て
下
さ
っ
た
方
々
も
約
十
名
近
く
あ
っ
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た
。
収
録
曲
の
種
類
は
三
十
二
種
、
延
曲
数
は
四
十
曲
に
な
っ
た
。

　

表
1
の
下
段
に
は
、
一
九
八
六
年
か
ら
八
七
年
に
か
け
て
行
わ
れ
た
民
謡
緊
急
調

査

（
文
化
庁
の
国
庫
補
助
事
業
と
し
て
青
森
県
教
育
委
員
会
が
行
っ
た
も
の
）
の
際

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

に
採
録

し
た
曲
を
示
し
た
が
、
そ
の
際
の
演
唱
老
は
十
一
名
、
曲
の
種
類
は
十
七
種
、

延
曲
数
は
十
九
曲
で
あ
る
。
こ
の
際
調
査
を
担
当
さ
れ
た
の
は
、
同
村
の
舟
岡
集
落

に
在
住

さ
れ
る
金
沢
秀
吉
氏
で
、
今
回
私
も
大
変
お
世
話
に
な
っ
た
が
、
平
舘
村
の

全
体
状
況
に

つ
い
て

詳

し
い
方
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
調
査
の
収
録
曲
が
ひ
じ
ょ
う

に
多

く
重
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
て
も
、
今
回
の
私
の
調
査
は
短
期
間
な
が
ら
、

こ
の
平
舘
村
の
民
俗
音
楽
の
状
況
を
基
本
的
に
は
捉
え
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な

い

か
と
思
う
。

　

さ
て
今
回
調
査
し
て
ま
ず
驚
い
た
こ
と
は
、
平
舘
村
独
自
の
歌
、
仕
事
の
歌
が
き

わ
め
て

少
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
表
1
で
は
二
つ
の
調
査
に
重
な
っ
て
現
わ

れ
て

い

る
「
じ
ょ
ん
か
ら
節
」
な
ど
を
「
津
軽
の
民
謡
」
と
し
て
ま
ず
あ
げ
た
が
、

実
は
こ
れ
ら
の
歌
は
、
全
国
的
に
知
ら
れ
て
い
る
代
表
的
な
津
軽
民
謡
で
あ
る
。
民

謡
を

歌
う
旅
芸
人
た
ち
が
早
く
か
ら
歌
っ
て
練
り
上
げ
た
舞
台
民
謡
で
あ
っ
て
、
平

舘
村
、
あ
る
い
は
そ
の
各
集
落
の
地
域
共
同
体
の
生
活
と
は
、
直
接
的
に
は
ほ
と
ん

ど
関
わ
り
の
な
い
歌
で
あ
る
。

　
次
に
平
舘
村
の

人
々

が

仕
事
や
年

中
行
事
な
ど
に
歌
う
歌
、
子
守
歌
、
わ
ら
べ
歌

な
ど
を
、
平
舘
村
の
歌
と
し
て
ま
と
め
て
み
た
。
こ
う
し
て
み
る
と
十
五
曲
も
あ
り
、

先
に
私
が

述
べ
た
こ
と
ば
は
当
た
ら
な
い
よ
う
に
見
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し

よ
く
検
討
し
て
み
る
と
、
ほ
と
ん
ど
の
歌
が
他
の
土
地
と
共
通
の
歌
で
あ
る
。

　

ま
ず
「
に
し
ん
場
音
頭
」
は
典
型
的
な
仕
事
の
歌
で
、
か
つ
て
北
海
道
で
に
し
ん

漁
が
盛
ん
な
時
代
に
は
、
こ
の
歌
に
よ
っ
て
作
業
が
進
行
し
た
。
船
が
出
る
と
き
の

歌

（木
や

り
音
頭
）
、
網
起
し
の
歌
、
沖
揚
げ
音
頭
（
ソ
ー
ラ
ン
節
）
、
子
叩
き
音
頭

（
い
や

さ
か
音
頭
）
、
船
が
戻
る
と
き
の
歌
（
第
一
曲
と
同
じ
）
な
ど
の
歌
が
一
連
の

組
曲
に
な
っ
て
お
り
、
日
本
民
謡
の
中
で
も
っ
と
も
力
強
く
、
抜
群
の
構
成
感
を
も

っ

た
美

し
い
男
声
合
唱
で
あ
る
。
す
で
に
山
本
質
素
論
文
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、

こ
の
村
か
ら
は
に
し
ん
漁
を
求
め
て
北
海
道
に
わ
た
り
成
功
し
た
人
も
い
る
し
、
そ

の

人
な

ど
を
頼
っ
て
に
し
ん
漁
の
出
か
せ
ぎ
に
行
っ
た
人
々
も
少
な
く
な
か
っ
た
。

こ
の
歌
を
歌
わ
れ
た
福
井
米
吉
氏
も
そ
の
お
一
人
で
、
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
北
海
道
で

実
際
に
歌
わ
れ
た
歌
で
あ
る
。

　
民
謡
緊
急
調
査
で

は
、
五
十
年
前
の
野
田
集
落
の
タ
ラ
網
の
は
や
し
が
収
録
さ
れ

て

お

り
、
そ
れ
が
特
筆
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
報
告
書
に
記

載

さ
れ
て
お
ら
ず
、
簡
単
な
か
け
声
の
よ
う
な
も
の
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
は
や
し

を

歌
わ
れ
た
木
浪
小
三
郎
氏

は
、
今
回
の
調
査
期
間
中
は
入
院
さ
れ
て
い
て
、
収
録

す

る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

　
「
お
山
ぽ
や
し
」
は
津
軽
で
は
広
く
行
わ
れ
て
い
る
岩
木
山
へ
の
お
山
参
詣
の
は

や

し
の
歌
で
あ
る
。
平
舘
で
は
登
り
は
〃
さ
い
ぎ
、
さ
い
ぎ
〃
、
帰
り
は
〃
バ
ッ
タ

ラ
、
バ
ッ
タ
ラ
〃
と
歌
い
始
め
る
と
い
っ
て
い
る
が
町
村
に
よ
っ
て
そ
の
こ
と
ぽ
に

は
差
異
が
あ
る
。

　
盆
踊

り
は
か
つ
て
は
き
わ
め
て
盛
ん
だ
っ
た
ら
し
い
。
元
宇
田
集
落
の
最
上
芳
治

氏

（
大
正
八
年
生
）
に
よ
る
と
、
若
い
頃
に
は
七
月
一
日
か
ら
八
月
二
十
日
ま
で
約

五
十

日
間
に
わ
た
っ
て
、
雨
が
降
ら
な
い
限
り
毎
夜
踊
っ
た
と
い
う
。
場
所
は
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
ん

集
落
に

あ
る
日
蓮
宗
の
聞
法
寺
の
境
内
で
、
先
代
の
住
職
が
盆
踊
り
が
好
き
で
踊
ら
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謡民の

他ジャンルの歌謡民の県他歌の

浪

曲

ど
　
ど
　
い
　
つ

チ
ャ

ン

チ

キ

お

け
さ

米

山
甚
句
お
は
ら
入
り

佐

渡
お
け
さ

お

　
け
　
さ
　
節

ま
む
ろ
川
音
頭

花

　
笠

　
音
　
頭

最

上

川
舟
歌

大

　

黒
　

舞

拘

　

子

　

舞

ド
ン
ド
ン
パ
ン
パ
ン

秋

田

馬

子

歌

江

　
差

　
追

分

今
別
の
田
の
草
取
り
歌

盆
歌
・

自
　
作
　
の
　
歌

　

　

ひ

と
ふ
た
み
ょ

ま
り
つ
き
歌

て

ん
て

ん

て

ん

ま
り

ま
り
つ
き
歌

ず

く
り
の
か
け
声

あ
や
こ
の
歌

子

　
　
守
　
　
歌

中
　
陰
　
和
　
讃

○OlO

010○

○

OlO○○OlO10
○○

　

○

　

○

　

○

　

○

○

010
○○

OlO

○

○

せ
た

ら
し
い
。
約
十
五
人
位
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か

ら
三
十
人
位
の
人
が
輪
に

な
っ
て
踊
り
、
歌
の
音
頭
も

踊
り
な
が
ら
歌
っ
た
。
歌
は

〃

ヨ

ー
イ
ヨ
ー
イ
ヨ
イ
ヨ
イ

ヨ

イ
ア
リ
ヤ
リ
ヤ
ン
コ
リ

ャ

リ
ャ
ン
”
で
始
ま
る
歌
で
、

「
に

し
ん
場
音
頭
」
の
中
で

「
子
叩

き
音
頭
」
と
し
て
歌

わ
れ

る
「
い
や
さ
か
音
頭
」

で
あ
る
。
た
だ
し
こ
こ
で
は

「
盆
歌
」
と
の
み
称
し
て
い

る
の
で
、
表
1
で
は
か
つ
こ

づ
き
で
〃
ア
リ
ャ
リ
ャ
ン
”

と
の
み
示
し
た
。
歌
詞
は
た

く
さ
ん
あ
り
、
手
拭
い
で
顔

を
か
く
し
て
踊
る
人
も
あ
っ

た
。
戦
前
は
も
ち
ろ
ん
第
二

次
大
戦
後
も
十
年
位
は
き
わ

め
て

盛
ん

で
、
昭
和
三
十
年

頃
か

ら
す
た
れ
た
。
こ
の
村

の

暮

ら
し
で
は
他
に
娯
楽
も
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表1　平　　舘　　村

調

査

名

’91

調

査

86

～
8
7
民
謡
緊
急
調
査

演 唱 者

集

落

名

氏

名

生

年

津　軽　民　謡

じ
ょ
ん
か
ら
節

よ

さ

れ

節

お

は

ら

あ

い

や

節曄

謙

良

節

山

歌

平 舘 寸オ

数

え

歌

サ
）

盆
歌

（
イ
ヤ
サ
カ
サ
ッ

盆
歌
（
ア
リ
ヤ
リ
ヤ
ン
）

盆

歌

越
後
節

お

山
ば
や
し

し野
田
の
タ
ラ
網
の
は
や

に

し
ん
場
音
頭

法

然

和

讃

十

念

和

讃

元宇田　浜田　きせ大正130 ○○○｝

〃
1田中金郎「大正・・日

川最上剰大正・1

1

弥灘高畑ふ・1明治・・

○

○　○

今津［融米吉明治45 ○ ○ ○

〃 1勧ソワ大正11

一融緋明治・2酪・ ○

〃餅むめ1大正・1

舟岡越田キヨ明治40
〃中島・・ト正・1 ○ 一

｝・｝・

元細1細きせ大正・3W回回
〃田中金郎1大⇒

〃 1最上芳治大正・1 ○

〃最上融「大正・4 ○

弥蔵釜1醐ふ・1明治・・1

根岸石田定司明治42日∋

101

野・金沢つ・1大正・1

〃前・辰太⇒明⇒ 同
〃劇紆已治・・

舟岡金沢…｝大⇒ i

磯山木浪小三郎大正2 ○ ○

＊　91年にはすでに故人になられていた方

と
ば
が
あ
る
こ
と
を
示
し
た
。

こ
の
曲
の
オ
リ
ジ
ン
に
つ
い

〃

イ
ヤ
サ
カ
サ
ッ
サ
〃
の
こ

ヤ

リ
ャ
ン
…
…
”
の
句
は
歌

わ
れ
て

い
な

い
の

で
、
表
1

に

は
一
応
か
っ
こ
づ
き
で

ー
イ
ヨ
イ
ヨ
イ
ヨ
イ
　
ァ
リ

ヤ

ン
”

と
同
系
統
の
「
い
や

さ
か
音
頭
」
で
あ
る
が
、
こ

こ
で
は
最
初
の
〃
ヨ
ー
イ
ヨ

例たれわ歌に緒一人2緋

な
く
、
こ
の
盆
踊
り
が
唯
…

の

楽
し
み
で
あ
っ
た
と
い
う
。

　
舟
岡
集
落
で
も
盆
踊
り
は

盛
ん
だ

っ

た

よ
う
で
越
田
キ

ヨ

さ
ん
（
明
治
四
十
年
生
）

と
中
島
フ
、
ミ
さ
ん
（
大
正
九

年
生
）
に
よ
る
と
、
歌
も
い

ろ

い

ろ
あ
っ
た
よ
う
だ
。
ま

ず
よ
く
歌
わ
れ
た
盆
歌
が

〃

イ
ヤ
サ
カ
サ
ッ
サ
”
と
い

う
は
や
し
こ
と
ば
が
入
る
歌

で
、
明
ら
か
に
〃
ア
リ
ャ
リ

67
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て

は
各
説
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
「
鰺
ケ
沢
甚
句
」
は
同
系
で
あ
ろ
う
。
七
七
七
五

調

で

あ
る
が
、
そ
の
最
後
の
五
の
あ
と
に
同
句
を
く
り
返
し
、
さ
ら
に
第
三
句
の
七

の

う
ち
の
後
の
四
、
さ
ら
に
第
四
句
の
五
を
く
り
返
す
詞
型
が
基
本
に
な
っ
て
い
る
。

津
軽
地
方
で
広
く
盆
歌
と
し
て
歌
わ
れ
て
い
る
「
津
軽
甚
句
」
（
「
ど
だ
れ
ば
ち
」
な

ど
と
い
う
）
も
同
系
と
い
わ
れ
る
が
、
こ
の
平
舘
村
舟
岡
の
方
々
も
「
ど
ん
だ
れ
節
」

「
ど
ん
だ
れ
ば
ち
」
と
同
じ
で
は
な
い
か
と
い
わ
れ
て
い
た
。

　
舟

岡
で
は
「
越
後
節
」
と
い
う
盆
歌
も
歌
わ
れ
た
が
、
こ
の
歌
も
民
謡
緊
急
調
査

　
〔
2
）

報
告
書

で
は
青
森
市
や
平
内
町
で
収
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
報
告
書
に
よ
る
と
、
こ

の

歌
は

「
昔
は
《
越
後
甚
句
V
と
呼
ん
だ
。
新
潟
県
か
ら
流
れ
て
き
た
か
、
あ
る
い

は
津
軽
か

ら
出
稼
ぎ
に
行
っ
た
人
達
が
持
ち
こ
ん
だ
歌
と
考
え
ら
れ
る
。
同
歌
は
金

太
・
豆
蔵
津
軽
人
形
劇
や
津
軽
民
謡
座
長
大
会
の
幕
あ
け
に
景
気
づ
け
と
し
て
使
わ

れ
て

き
た
」
と
い
う
。
後
述
の
よ
う
に
こ
れ
ら
の
旅
芸
人
は
平
舘
村
に
も
た
び
た
び

き
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
村
の
人
々
が
覚
え
、
盆
踊
り
に
流
用
し
た
可
能
性
も
考
え

ら
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
こ
の
歌
も
平
舘
村
あ
た
り
の
独
自
の
歌
で
は
な
い
こ
と
は

明
白
だ
。
越
田
さ
ん
、
中
島
さ
ん
に
よ
る
と
、
「
ド
ン
ド
ン
パ
ン
パ
ン
」
（
山
形
県
の

「
ド
ン
パ
ン
節
」
）
や
「
佐
渡
お
け
さ
」
「
じ
ょ
ん
か
ら
節
」
な
ど
で
も
踊
っ
た
と
い

う
話
な
の
で
、
覚
え
た
歌
は
何
で
も
盆
踊
り
に
と
り
込
ん
だ
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ

の

点
は
平
舘
村
の
民
俗
音
楽
に
つ
い
て
考
え
る
場
合
の
、
一
つ
の
問
題
点
な
の
で
、

こ
れ
に
つ
い
て
は
後
に
ふ
れ
る
。

　

そ
れ
と
関
連
し
て
注
目
す
べ
き
例
は
、
平
舘
村
の
西
隣
に
接
す
る
今
別
町
の
「
田

の

草
取
り
歌
」
を
、
こ
の
同
じ
舟
岡
で
は
盆
歌
と
し
て
歌
う
こ
と
も
あ
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
今
別
町
は
津
軽
海
峡
に
面
し
て
い
る
た
め
、
農
業
の
条
件
は
悪
く
、
や

は

り
沿
岸
漁
業
と
林
業
が
中
心
の
町
だ
が
、
平
舘
村
に
比
べ
れ
ぽ
水
田
は
広
い
。
し
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か

し
こ
れ
ま
で
の
私
の
知
る
限
り
の
調
査
報
告
で
は
、
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、
東
津

軽
郡
や
北
津
軽
郡
で
は
「
田
の
草
取
り
歌
」
は
報
告
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
意
味
で

も
こ
こ
で
今
別
町
の
「
田
の
草
取
り
歌
」
が
収
録
で
き
た
の
は
珍
し
い
例
と
い
う
べ

き
だ
ろ
う
。
越
田
キ
ヨ
さ
ん
が
今
別
の
水
田
の
あ
る
集
落
か
ら
嫁
に
き
て
い
る
た
め

に
、
こ
の
歌
を
知
っ
て
お
ら
れ
た
の
だ
が
、
水
田
の
ま
っ
た
く
な
い
舟
岡
で
生
ま
れ

育
ち
、
舟
岡
で
結
婚
さ
れ
た
中
島
フ
ミ
さ
ん
も
し
っ
か
り
と
歌
わ
れ
た
の
は
、
舟
岡

で
も
盆
な
ど
に
歌
わ
れ
る
た
め
ら
し
い
。

　
次
に
「
数
え
歌
」
は
、
人
々
が
集
っ
た
と
き
に
み
ん
な
で
歌
う
歌
だ
そ
う
だ
が
、

こ

れ

も
緊
急
調
査
報
告
書
の
中
で
、
平
舘
村
の
南
西
に
接
す
る
蟹
田
町
で
収
録
さ
れ

て

い

る
も
の
と
、
ま
っ
た
く
同
じ
で
あ
る
。
ま
た
南
津
軽
郡
大
鰐
町
で
収
録
さ
れ
て

い

る
「
津
軽
数
え
歌
」
と
も
同
系
で
、
こ
こ
で
は
「
二
人
で
掛
合
形
式
で
、
そ
の
当

時
の

世
相
を
調
刺
す
る
歌
詞
、
あ
る
い
は
物
語
な
ど
を
歌
っ
た
。
津
軽
民
謡
を
興
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

す

る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
歌
う
よ
う
に
な
っ
た
」
と
解
説
さ
れ
て
い
る
。
や
は
り
こ

の

歌
も
民
謡
を
歌
う
旅
芸
人
の
力
が
関
わ
っ
て
い
る
ら
し
い
こ
と
が
わ
か
る
。

　
次
に
和
讃
は
広
く
歌
わ
れ
た
よ
う
で
、
舟
岡
で
は
稲
刈
り
の
手
伝
い
に
行
っ
て
和

讃
を

歌

う
う
ち
に
、
歌
詞
が
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
話
し
合
っ
て
い
て
、
つ
い
稲
束
が

大
き
く
な
り
過
ぎ
た
な
ど
と
い
う
話
を
聞
い
た
。
民
謡
代
り
に
歌
っ
て
い
た
有
様
が

う
か
が
え
る
が
、
も
ち
ろ
ん
こ
れ
も
こ
の
地
域
独
特
の
歌
で
は
な
い
。

　

ま
た
子
守
歌
も
津
軽
地
方
で
は
広
く
歌
わ
れ
て
い
る
〃
泣
け
ば
（
寝
ね
ば
）
山
か

ら
モ
ッ
コ
ァ
来
る
ね
〃
と
い
う
歌
詞
の
入
っ
た
歌
で
あ
る
。
わ
ら
べ
歌
に
つ
い
て
は

別
の

諸
条
件
を

考

え
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
、
こ
こ
で
は
取
り
扱
わ
な
い
こ
と
に
す
る
。
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こ
の
よ
う
に
し
て
み
る
と
、
民
謡
、
ま
た
は
民
謡
に
準
ず
る
和
讃
も
含
め
て
「
平
舘

村
の
歌
」
と
い
う
項
目
に
ま
と
め
て
み
た
け
れ
ど
も
、
実
は
そ
の
中
に
平
舘
村
の
地

域
社
会

と
と
く
に
結
び
つ
い
た
歌
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
大
部
分
が
「
津
軽
の
歌
」
に

解
消
さ
れ
て
し
ま
う
歌
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
自
作
の
歌
は
高
畑
ふ
さ
さ
ん
に
よ
る
も
の
で
、
こ
の
村
の
唯
一
の
開
業
医
で
村
長

で

も
あ
る
「
木
村
先
生
を
讃
え
る
歌
」
で
あ
る
。
メ
ロ
デ
ィ
は
歌
謡
曲
の
メ
ロ
デ
ィ

を

借

り
た
も
の
の
よ
う
だ
が
、
こ
こ
で
は
歌
詞
を
作
る
こ
と
が
、
そ
れ
程
特
別
の
感

覚
の
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
日
常
的
に
自
然
に
行
わ
れ
た
も
の
ら
し
い
と
こ
ろ
に

注

目
し
た
い
と
思
う
。
こ
の
村
の
人
々
は
新
し
い
歌
詞
を
気
軽
に
替
え
歌
的
に
作
っ

て

い

る
の
で
、
盆
歌
の
歌
詞
も
多
い
ら
し
い
。
こ
れ
は
平
舘
の
人
々
の
創
造
性
と
考

え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

さ
ら
に
踊
り
に
つ
い
て
も
、
こ
の
創
造
性
の
ゆ
た
か
さ
は
注
目
に
値
す
る
。
舟
岡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

の

中
島
フ
、
ミ
さ
ん
は
た
と
え
ば
「
ア
イ
ヤ
節
」
に
独
特
の
踊
り
を
つ
け
、
ト
ラ
ボ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

（
バ

ッ

タ
の
こ
と
）
踊
り
と
称
し
て
い
る
。
ま
た
元
宇
田
の
浜
田
き
せ
さ
ん
の
ご
主

人
の

浜

田
義
光
さ
ん
（
大
正
七
年
生
）
は
、
新
し
い
歌
を
聞
く
と
、
そ
の
歌
詞
を
す

ぐ
書
き
取
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
拍
子
が
わ
か
る
。
そ
れ
で
自
分
で
工
夫
し
た
舞
踊
譜

に

よ
っ
て
す
ぐ
振
り
付
け
し
て
し
ま
う
と
い
う
。
足
の
動
き
は
約
束
ご
と
が
多
い
の

で
厳

し
い
が
、
手
は
自
由
に
動
か
せ
る
し
、
一
夜
に
い
く
つ
で
も
作
れ
る
と
い
う
。

こ
の
舞
踊
譜
は
普
通
よ
く
使
わ
れ
て
い
る
人
の
体
形
を
か
た
ど
っ
た
も
の
と
大
体
似

て

い

る
が
、
き
わ
め
て
能
率
的
に
記
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
だ
。
浜
田
夫
妻
は
舞
踊

の

名
手
と
民
謡
の
名
手
の
カ
ッ
プ
ル
で
、
村
の
芸
能
の
催
し
な
ど
で
は
し
ば
し
ば
新

し
い
も
の
を
作
っ
て
演
じ
て
い
る
ら
し
く
、
村
内
で
は
有
名
で
あ
る
。

　

さ
て
民
謡
に
話
を
戻
す
と
、
表
1
を
み
れ
ば
他
県
の
民
謡
が
い
ろ
い
ろ
よ
く
歌
わ

れ
て

い

る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
村
で
は
民
謡
歌
手
か
ら
習
う
民
謡
教
室
は
ま
だ
で

き
て
い
な
い
の
で
、
師
弟
関
係
で
こ
れ
ら
の
歌
を
歌
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
こ
と
が

わ
か

る
。
そ
し
て
「
佐
渡
お
け
さ
」
「
ド
ン
パ
ン
節
」
な
ど
は
前
述
の
よ
う
に
す
で

に
盆
歌
に

な
っ
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
歌
謡
曲
の
「
チ
ャ
ン
チ
キ
お
け
さ
」
も
盆

踊

り
に
歌
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
他
県
の
民
謡
は
、
今
の
と
こ
ろ
北
海
道
、
秋
田
、

山
形
の
歌
が
多
い
。
そ
れ
か
ら
山
本
質
素
論
文
で
も
ふ
れ
て
い
る
よ
う
に
日
本
海
沿

岸
か
ら
は
多
数
の
人
が
津
軽
に
き
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
越
後
、
越
中
、
越
前
、
若

狭
は

交
流
が
あ
り
、
そ
れ
ら
の
歌
も
多
数
入
っ
て
き
て
い
る
。
山
形
、
秋
田
の
歌
も

そ

の

北
に
連
な

る
も
の
と
解
釈
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
そ
し
て
他
県
の
民
謡
を
歌

う
傾
向
は
ま
す
ま
す
強
ま
り
そ
う
で
、
津
軽
民
謡
の
枠
さ
え
も
の
り
越
え
て
い
き
そ

う
な
勢
い
で
あ
る
。

　

こ
の
結
果
を
見
て
、
当
初
私
は
調
査
が
遅
き
に
失
し
た
か
と
考
え
た
。
と
こ
ろ
が

表

1
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
今
回
の
私
の
調
査
と
ほ
ぼ
五
年
前
の
民
謡
緊
急
調
査
の

調
査
結
果
は
、
基
本
的
に
ほ
と
ん
ど
変
わ
っ
て
い
な
い
。
仕
事
の
歌
は
「
に
し
ん
場

音

頭
」
な
ど
漁
の
歌
二
曲
だ
け
で
あ
っ
て
、
私
が
一
応
「
平
舘
村
の
歌
」
の
項
に
ま

と
め
た
歌
は
、
そ
の
他
和
讃
が
二
曲
収
録
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
見

れ

ば
、
こ
の
状
態
が
少
な
く
と
も
近
年
急
速
に
起
こ
っ
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
何
故
こ
の
よ
う
な
状
態
が
そ
れ
以
前
か
ら
起
こ
っ
て
い
た

の

か
、
考
え
て
み
た
い
。
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二
　
平
舘
村
の
民
謡
の
伝
承
と
社
会
的
背
景

　
平
舘
村
の

民
謡
で
は
労
作
民
謡
は
き
わ
め
て
少
な
い
こ
と
、
平
舘
村
の
地
域
共
同

体
の
生
活
と
の
結
び
つ
き
が
弱
い
こ
と
、
い
わ
ゆ
る
代
表
的
な
津
軽
民
謡
を
人
々
は

競
っ
て
歌
い
、
半
ば
平
舘
村
の
民
謡
の
よ
う
に
歌
っ
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
日
本
海

沿
岸
の
各
県
や
北
海
道
の
民
謡
ま
で
も
自
由
に
と
り
込
ん
で
、
民
謡
の
よ
う
に
歌
っ

て

い

る
こ
と
な
ど
が
前
項
で
明
ら
か
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
現
象
は
、
他
の
地
域

で
は
比
較
的
最
近
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
民
俗
音
楽
の
一
種
の
現
代
化
し
た
姿
で
あ

る
。
そ
う
い
う
状
態
は
地
域
の
共
同
体
の
生
活
と
結
び
つ
い
た
民
俗
音
楽
の
従
来
の

姿
が
、
も
は
や
消
え
か
け
て
い
る
と
解
釈
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

　
そ
れ
で
は

な
ぜ
こ
う
い
う
現
象
が
平
舘
村
で
は
い
ち
早
く
起
こ
っ
て
い
る
の
か
？

そ

れ
を

知

る
た
め
に
、
平
舘
村
で
は
民
謡
が
ど
の
よ
う
に
伝
承
さ
れ
て
き
た
の
か
、

実
例
に
当
た
っ
て
み
よ
う
。

a
．
浜
田
き
せ
さ
ん
（
大
正
十
三
年
生
）
の
場
合
は
、
隣
町
の
蟹
田
町
下
小
国
か
ら

嫁
に

き
た
。
浜
田
さ
ん
の
歌
の
先
生
は
、
も
っ
ぱ
ら
ラ
ジ
ナ
か
ら
聞
え
る
津
軽
民
謡

で
あ
っ
た
。
姑
た
ち
の
眼
を
盗
ん
で
、
紙
に
鉛
筆
で
歌
詞
を
書
き
と
め
て
覚
え
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
え
　
　
て

と
く
に
成
田
雲
竹
女
の
歌
が
好
き
で
そ
れ
を
ま
ね
た
の
で
、
〃
得
手
ぶ
し
〃
（
得
意

の

ふ

し
）
は
、
「
お
は
ら
節
」
な
ど
も
「
中
節
」
ぐ
ら
い
に
当
た
る
だ
ろ
う
と
い
う
。

津
軽
で
は
歌
い
手
で

も
三
味
線
弾
き
で
も
、
競
っ
て
新
し
い
テ
ク
ニ
ク
を
編
み
出
し

て

演

じ
る
の
で
、
メ
ロ
デ
ィ
が
変
化
し
て
い
く
。
そ
の
た
め
「
じ
ょ
ん
か
ら
節
」
に

は
、
旧
節
、
中
節
、
新
節
が
あ
る
と
い
わ
れ
る
が
、
そ
の
中
節
に
当
た
る
と
い
う
わ

け

で

あ
る
。
現
在
津
軽
民
謡
の
第
一
人
者
で
あ
る
福
士
り
つ
さ
ん
に
聞
く
と
、
今
自

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

分
が

歌
っ
て
い
る
ふ
し
は
、
新
々
々
節
ぐ
ら
い
に
な
る
だ
ろ
う
と
い
う
。
そ
し
て
競

い

あ
っ
て
難
し
く
し
過
ぎ
た
た
め
に
、
多
く
の
人
々
が
歌
え
な
い
形
に
な
っ
て
し
ま

っ

た
の

を
、
逆
に
今
は
心
配
し
て
い
る
と
い
う
。
そ
れ
を
裏
付
け
る
こ
と
ぽ
は
平
舘

で

も
二
回
聞
い
た
。
い
ま
の
「
じ
ょ
ん
か
ら
節
」
は
遅
く
な
っ
て
踊
れ
な
く
な
っ
た

と
い
う
の
で
あ
る
。
技
巧
を
聞
か
せ
る
た
め
に
、
歌
が
複
雑
に
な
っ
て
、
テ
ン
ポ
も

落
ち

て

い

る
の
で
あ
る
。

　
浜

田
き
せ
さ
ん
の
場
合
は
嫁
に
く
る
前
に
は
、
蟹
田
で
実
兄
の
歌
う
「
ア
イ
ヤ
節
」

を

聞
い
て
覚
え
た
そ
う
だ
か
ら
、
き
せ
さ
ん
は
新
旧
二
つ
の
伝
承
方
法
を
経
験
し
て

い

る
こ
と
に
な
る
。

b
．
田
中
金
郎
さ
ん
（
大
正
十
一
年
生
）
の
場
合
は
、
元
宇
田
で
生
ま
れ
た
が
、
第

二
次
大
戦
中
は
一
家
中
で
中
国
に
行
き
、
漁
業
を
や
っ
て
い
た
。
帰
国
し
て
か
ら
は
、

各
地
の

出
稼
ぎ
先
で
民
謡
を
聞
き
覚
え
で
覚
え
た
。
「
秋
田
馬
子
歌
」
は
テ
レ
ビ
の

番
組
で
覚
え
た
。

c
．
最
上
芳
治
さ
ん
（
大
正
八
年
生
）
の
場
合
は
、
生
家
の
隣
に
宿
屋
が
あ
り
、
そ

こ
に
津
軽
民
謡
を
歌
う
旅
芸
人
た
ち
が
や
っ
て
き
て
歌
会
を
開
い
た
。
函
青
国
子
、

津
軽
家
す
わ
子
な
ど
代
表
的
な
歌
手
た
ち
も
や
っ
て
き
て
、
津
軽
民
謡
を
教
え
る
こ

と
も
あ
っ
た
の
で
、
そ
こ
で
習
っ
た
と
い
う
。
も
ち
ろ
ん
盆
歌
は
盆
に
踊
り
な
が
ら

覚
え
た
。
ま
た
門
付
け
の
ボ
サ
マ
（
眼
の
不
自
由
な
座
頭
）
も
よ
く
き
た
。
太
鼓
、

三
味
線
も
つ
け
て
い
た
。
こ
の
ボ
サ
マ
の
あ
と
を
つ
い
て
歩
い
て
聞
い
て
覚
え
た
。

覚
え
る
た
め
に
人
の
い
な
い
所
を
探
し
て
歌
い
、
成
人
し
て
か
ら
は
沖
に
出
た
舟
の

上
で
漁
の
合
間
に
歌
っ
た
り
、
山
の
中
で
も
歌
っ
た
り
し
た
。
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d
．
福
井
権
作
さ
ん
（
明
治
四
十
二
年
生
）
の
場
合
は
、
小
学
校
の
一
年
か
ら
六
年

ま
で
唱
歌
は
甲
で
、
歌
が
大
好
き
だ
っ
た
。
民
謡
は
も
っ
ぱ
ら
レ
コ
ー
ド
で
覚
え
た
。

レ

コ

ー
ド
は
二
百
～
二
百
五
十
枚
ぐ
ら
い
も
っ
て
い
て
、
仕
事
が
終
れ
ば
枕
元
に
蓄

音
機
を

お
い

て
、
レ
コ
ー
ド
を
か
け
て
は
覚
え
た
。
と
く
に
成
田
雲
竹
や
工
藤
玉
枝

が

好
き
だ
っ
た
。
歌
っ
て
米
や
金
を
も
ら
う
ホ
イ
ド
（
乞
食
）
も
き
た
が
余
り
上
手

で
は

な
か
っ
た
。
金
太
豆
蔵
の
人
形
芝
居
や
芝
居
の
沢
田
蔵
之
助
一
座
な
ど
も
よ
く

き
た
。
こ
の
金
太
豆
蔵
の
人
形
芝
居
は
今
で
も
活
動
し
て
い
る
が
、
今
津
出
身
の
福

井
、
・
・
ヨ
さ
ん
（
大
正
元
年
生
）
も
、
よ
く
廻
っ
て
き
た
と
い
っ
て
い
る
。
当
然
こ
れ

ら
の
芝
居
や
人
形
芝
居
が
持
込
ん
だ
民
謡
も
い
ろ
い
ろ
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
こ
れ
ら
の
他
に
、
北
海
道
の
に
し
ん
漁
の
現
場
で
に
し
ん
場
音
頭
を
覚

え
た
り
、
盆
踊
り
の
場
で
盆
歌
を
覚
え
た
り
と
い
う
よ
う
な
、
地
域
共
同
体
の
生
活

の

中
で
両
親
や
祖
父
母
、
あ
る
い
は
歌
の
上
手
な
親
戚
や
周
辺
の
諸
先
輩
か
ら
自
然

に
教
わ

る
と
い
う
従
来
の
伝
承
の
形
も
多
少
は
あ
っ
た
よ
う
だ
。
し
か
し
こ
の
地
域

で
歌
が

う
ま
い
と
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
人
々
は
、
ラ
ジ
オ
、
レ
コ
ー
ド
、
民
謡
の

旅
芸
人
た
ち
の
歌
会
や
指
導
に
よ
っ
て
、
平
舘
の
民
謡
で
は
な
く
、
い
わ
ゆ
る
津
軽

民
謡
を

学
習
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
で
に
平
舘
で
は
従
来
の
民
謡
の
伝
承
形
態
が

こ
わ
れ
て
、
プ
ロ
の
芸
人
た
ち
の
歌
を
学
習
す
る
形
が
始
ま
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
二
十
年
近
く
の
間
に
、
よ
う
や
く
こ
う
し
た
状
態
が
進
ん
で
き
た
の
が
、
日
本

の

普
通
の

町
村
に
お

け
る
民
謡
伝
承
の
姿
で
あ
る
が
、
す
で
に
平
舘
で
は
、
こ
う
い

う
形
が
大
正
期
か
、
少
な
く
と
も
昭
和
初
期
か
ら
始
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
そ

れ
で
は

な
ぜ
、
平
舘
で
は
民
俗
音
楽
に
お
け
る
現
代
の
動
き
を
先
取
り
す
る
よ

う
な
動
き
が
、
こ
ん
な
に
早
く
か
ら
始
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
？
　
お
そ
ら
く
こ
う

し
た
動
き
は
平
舘
村
だ
け
の
動
き
で
は
な
く
、
津
軽
民
謡
全
体
の
動
き
と
連
動
し
て

い

る
は
ず
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
見
る
前
に
、
と
り
あ
え
ず
平
舘
村
で
は
こ
う
い
う
動

き
を
も
た
ら
す
よ
う
な
社
会
状
況
が
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
簡
単
に
ふ
れ

て

お
き
た
い
。

　

こ
の
村
の
一
般
的
な
状
況
に
つ
い
て
は
、
山
本
質
素
論
文
が
く
わ
し
く
述
べ
て
い

る
の
で
、
そ
れ
を
参
照
さ
れ
た
い
が
、
そ
の
基
本
的
な
点
だ
け
を
述
べ
て
お
く
。
こ

の

村
の

歴
史
は
、
古
い
時
代
に
つ
い
て
の
伝
承
は
い
ろ
い
ろ
あ
る
が
、
実
際
に
集
落

を

形
成

し
始
め
た
の
は
、
十
六
世
紀
頃
か
ら
で
、
若
狭
、
越
前
、
越
後
か
ら
の
移
住

者
が

多
か
っ
た
。
こ
の
村
の
場
合
、
農
業
に
適
す
る
条
件
は
少
な
く
、
ま
た
林
業
も

き
わ
め
て
小
規
模
で
、
結
局
は
漁
業
中
心
に
発
展
し
て
き
た
。
お
そ
ら
く
は
移
住
し

て

き
た
人
々
も
漁
業
の
関
係
者
が
多
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
一
般
的
に
い

っ

て
、
定
着
し
て
い
る
水
田
稲
作
農
耕
民
が
移
住
す
る
場
合
は
、
余
程
の
要
因
、
条

件
が
必
要
だ
が
、
海
洋
民
は
比
較
的
気
安
く
移
住
す
る
こ
と
が
あ
る
。
実
際
に
こ
の

平
舘
に
移
住

し
て
き
た
人
々
の
中
に
は
、
さ
ら
に
北
海
道
に
移
住
し
た
人
々
も
、
近

世
か

ら
見
ら
れ
た
し
、
ま
た
現
在
も
い
る
し
、
ま
た
に
し
ん
漁
な
ど
で
北
海
道
に
い

わ
ぽ

季
節

労
働
者
と
し
て
出
か
け
る
人
も
多
か
っ
た
。
少
し
極
端
な
い
い
方
を
す
れ

ぽ
、
こ
の
村
の
場
合
、
村
へ
の
定
着
性
が
弱
い
と
も
い
え
る
し
、
逆
に
外
に
積
極
的

に
発
展

し
て
い
く
気
風
が
強
い
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ

こ
に
は
古
く
か
ら
の
伝
統
性
に
強
く
縛
ら
れ
る
稲
作
農
耕
民
の
社
会
と
は
異
っ
た
開

放
的
な
気
風
が
あ
る
。

　
山
本
質
素
の
調
査
に
よ
る
と
、
漁
業
に
お
け
る
共
同
作
業
な
ど
も
、
家
族
や
親
戚

な
ど
の
関
係
で
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
多
く
、
地
縁
的
な
関
係
は
ひ
じ
ょ
う
に
薄
い
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と
い
う
。
ま
た
集
落
の
組
織
も
第
二
次
大
戦
中
に
組
織
さ
れ
た
隣
組
以
来
の
組
織
で
、

歴
史
は
た
い
へ
ん
新
し
く
、
そ
の
点
で
他
の
土
地
と
は
目
立
っ
て
異
っ
て
い
る
の
だ

そ
う
だ
。

　

こ
う
し
た
社
会
的
な
条
件
は
、
当
然
そ
の
ま
ま
民
俗
音
楽
の
伝
承
に
反
映
す
る
。

普
通
は
集
落
単
位
に
展
開
さ
れ
る
民
俗
芸
能
も
そ
れ
程
盛
ん
で
は
な
い
よ
う
で
、
正

月
の
権
現
様
ま
わ
し
と
い
わ
れ
る
獅
子
舞
、
三
月
三
日
桃
の
節
句
の
日
の
笹
す
べ
り

の

競
争
、
田
植
え
の
あ
と
の
虫
送
り
や
荒
馬
、
八
月
の
盆
踊
り
な
ど
が
あ
っ
た
が
、

い
ず
れ
も
今
は
や
ら
な
く
な
っ
た
り
、
や
っ
て
も
盛
ん
で
は
な
い
と
い
う
。

　
全
体

と
し
て
集
落
の
組
織
に
よ
っ
て
保
持
さ
れ
る
伝
統
性
は
弱
く
、
新
し
い
も
の

に
対

し
て
、
ま
た
外
来
の
も
の
に
対
し
て
こ
だ
わ
り
な
く
受
け
入
れ
る
気
風
が
生
ま

れ
易
い
社
会
的
な
条
件
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

ま
た
農
業
が
盛
ん
で
は
な
い
か
ら
、
農
業
関
係
の
歌
が
ま
っ
た
く
な
い
こ
と
も
理

解
で
き
る
。
や
は
り
労
作
民
謡
と
し
て
は
漁
業
し
か
生
ま
れ
よ
う
が
な
い
の
で
あ
る
。

今
津
集
落
の
木
村
キ
ミ
エ
さ
ん
（
大
正
十
五
年
生
）
の
話
に
よ
る
と
、
漁
師
さ
ん
た

ち

の

櫓
を

漕
ぐ
時
の
声
は
勇
ま
し
く
、
戦
後
も
ず
っ
と
聞
え
た
と
い
う
。
こ
れ
は
動

力
船
が
導
入
さ
れ
た
た
め
に
聞
え
な
く
な
っ
た
の
は
当
然
だ
。

　
元
宇

田
集
落
の
浜
田
き
せ
さ
ん
は
、
す
で
に
ふ
れ
た
よ
う
に
蟹
田
町
の
出
身
だ
が
、

農
家
の
嫁
に
は
な
り
た
く
な
い
と
い
う
気
持
か
ら
、
漁
師
の
嫁
に
な
っ
た
。
し
か
し

漁
師
の
、
他
の
人
に
は
負
け
た
く
な
い
と
い
う
露
骨
な
競
争
心
が
い
や
だ
っ
た
と
語

ら
れ
た
。
元
宇
田
で
は
漁
の
舟
は
各
戸
に
あ
っ
て
、
漁
師
一
人
、
あ
る
い
は
妻
と
二

人
で
乗
っ
て
漁
に
行
く
の
で
、
漁
の
場
で
は
は
げ
し
い
競
争
に
な
る
と
い
う
。
漁
の

場
を

離
れ
れ
ば
、
近
所
同
志
は
親
し
い
関
係
に
戻
る
の
だ
け
れ
ど
も
、
漁
の
場
の
空

気
は
す

さ
ま
じ
い
の
だ
と
、
浜
田
さ
ん
は
苦
笑
ま
じ
り
に
い
わ
れ
た
。
こ
の
話
は
農

耕
民

と
漁
民
の
集
落
の
組
織
や
生
活
感
覚
の
ち
が
い
を
示
し
て
お
り
、
山
本
質
素
の

報
告
と
も
符
合
す
る
。

　
漁
業
に

つ
い
て

は
、
演
唱
者
の
他
、
浜
田
義
光
さ
ん
（
大
正
七
年
生
）
、
鷲
尾
小

次
郎

さ
ん
（
明
治
四
十
五
年
生
）
な
ど
か
ら
も
多
く
を
う
か
が
っ
た
が
、
季
節
に
よ

り
魚
種
が
異
り
、
魚
種
が
異
れ
ぽ
漁
法
も
漁
の
場
も
異
り
、
ま
た
年
代
に
よ
っ
て
も

魚
種
や
漁
獲
量
に
か
な
り
の
変
化
が
あ
っ
た
ら
し
い
。
そ
の
点
か
ら
も
一
定
の
ス
ケ

ジ

ュ

ー
ル
に
従
っ
て
作
業
を
行
え
ば
、
一
定
の
収
獲
が
ほ
ぼ
期
待
で
き
る
農
業
の
生

活

と
は
大
き
な
違
い
が
あ
り
、
生
活
感
覚
に
違
い
が
あ
る
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。

　

こ
う
し
た
漁
業
中
心
の
生
活
が
ま
た
、
す
で
に
述
べ
て
き
た
よ
う
な
民
俗
音
楽
の

状
況
を

生
み
出
す
条
件
を
形
づ
く
っ
て
き
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

三
　
津
軽
の
民
謡
の
伝
承

　
一
九
八
一
年
に
私
は
九
学
会
連
合
の
日
本
の
風
土
に
つ
い
て
の
共
同
研
究
の
た
め
、

津
軽
地
方
の
調
査
を
行
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
の
際
は
津
軽
民
謡
や
津
軽
三
味
線

の

あ
の
ダ
イ
ナ
、
・
・
ッ
ク
な
リ
ズ
ム
感
が
何
か
ら
生
ま
れ
る
の
か
と
い
う
問
題
を
抱
え

て

の

調
査
だ

っ

た
の

で
、
今
回
の
よ
う
な
問
題
に
つ
い
て
は
、
そ
の
際
は
ま
っ
た
く

考

え
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
当
時
の
調
査
資
料
を
調
べ
直
し
て
み
た
。
こ
の
時

は
津
軽
三
味
線
奏
者
と
し
て
活
躍
し
て
い
る
山
田
千
里
氏
、
ま
た
い
わ
ば
古
い
旅
芸

人
の

生

き
残
り
的
存
在
だ
っ
た
長
尾
邦
正
氏
（
明
治
三
十
五
年
生
、
そ
の
後
死
去
）

の

出
身
地
を
中
心
に
調
査
し
た
の
だ
が
、
ま
た
津
軽
三
味
線
奏
者
と
し
て
、
も
っ
と
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も
津
軽
三
味
線
ら
し
い
ス
タ
イ
ル
を
築
き
あ
げ
た
と
い
わ
れ
る
木
田
林
松
栄
氏
の
出

身
地
で
あ
る
平
賀
町
の
調
査
も
行
っ
た
。
平
賀
町
は
南
津
軽
郡
で
も
南
東
端
に
あ
る

町

で
、
つ
ま
り
も
っ
と
も
内
陸
部
に
あ
り
、
マ
タ
ギ
の
多
い
町
で
も
あ
る
。
平
舘
村

と
は
対
照
的
な
り
ん
ご
栽
培
な
ど
の
町
な
の
だ
が
、
驚
い
た
こ
と
に
、
や
は
り
労
作

民
謡
は

ま
っ
た
く
収
録
で
き
て
い
な
か
っ
た
。
調
査
の
時
間
が
短
か
っ
た
た
め
、
そ

れ
程
意
識

し
て
い
な
か
っ
た
の
だ
が
、
「
じ
ょ
ん
か
ら
節
」
な
ど
の
い
わ
ゆ
る
津
軽

民
謡
が
少
数
収
録
で
き
た
だ
け
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
ち
ょ
う
ど
十
年
前
で
あ
る
。

　

こ
の
同
じ
共
同
研
究
の
た
め
に
、
私
は
一
九
八
三
年
に
鳥
取
県
賀
露
町
、
鳥
取
県

岩
美
町
、
福
井
県
三
国
町
安
島
、
新
潟
県
旭
村
、
そ
し
て
佐
渡
な
ど
主
と
し
て
漁
村

を

多
く
歩
い
た
の
だ
が
、
ど
こ
で
も
労
作
民
謡
や
そ
の
土
地
の
生
活
に
結
び
つ
い
た

歌
を

多
数
収
録

し
て
お
り
、
平
賀
町
の
調
査
結
果
は
や
は
り
目
立
っ
て
異
っ
て
い
る

こ
と
に
、
今
回
初
め
て
気
が
付
い
た
。
そ
の
た
め
、
よ
り
古
く
、
よ
り
広
い
調
査
資

料
を
調
べ
直
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
。

O
　
『
日
本
民
謡
大
観
　
東
北
篇
』
の
津
軽
民
謡

　
『
日
本
民
謡
大
観
』
は
日
本
放
送
協
会
が
町
田
佳
聲
氏
を
中
心
に
し
た
ス
タ
ッ
フ

に

よ
っ
て
、
第
二
次
大
戦
前
か
ら
半
世
紀
近
い
年
月
を
費
し
て
行
っ
た
日
本
民
謡
の

一
大
集
成
で
あ
る
。
こ
の
東
北
篇
は
、
昭
和
二
十
七
年
に
出
版
さ
れ
た
も
の
だ
が
、

実
は
昭
和
十
九
年
に
は
す
で
に
す
べ
て
の
版
下
が
で
き
上
り
、
同
年
に
出
版
さ
れ
た

関
東
篇
に
引
き
つ
づ
い
て
出
版
さ
れ
る
予
定
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
戦
争
の
激
化
と
敗

戦
後
の
混
乱
に
よ
っ
て
遅
延
し
、
よ
う
や
く
昭
和
二
十
七
年
に
出
版
さ
れ
た
の
で
あ

っ

た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
曲
集
に
収
録
さ
れ
て
い
る
曲
は
、
す
べ
て
昭
和
十
九
年

以

前
の

も
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
津
軽
民
謡
の
戦
前
の
全
体
状
況
を
知
る
た
め

に
好
適
の
資
料
と
考
え
ら
れ
る
。

　

さ
て
こ
の
曲
集
に
は
青
森
県
の
民
謡
は
、
九
十
曲
収
載
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
う

ち

津
軽
地
方
の
民
謡
は
意
外
に
も
二
十
七
曲
し
か
な
く
、
残
り
は
上
北
、
三
戸
、
八

戸

な
ど
旧
南
部
藩
領
、
つ
ま
り
南
部
地
方
の
民
謡
で
あ
る
。
さ
ら
に
驚
い
た
の
は
津

軽
地
方
の
労
作
民
謡
の
少
な
さ
で
あ
る
。
子
守
歌
を
別
と
す
れ
ば
、
木
造
町
の
「
田

植
歌
」
、
田
の
草
取
り
歌
に
も
盆
踊
り
歌
に
も
歌
わ
れ
る
と
い
う
青
森
市
の
「
ホ
ー

ハ

イ
節
」
、
や
は
り
青
森
市
の
「
馬
方
道
中
節
」
の
三
曲
し
か
入
っ
て
い
な
い
。
農

業
に
関
す
る
代
か
き
、
田
植
え
、
田
の
草
取
り
、
米
掲
き
、
粉
掲
き
な
ど
の
歌
は
す

べ
て

南
部
地
方
の
歌
で
あ
る
。
そ
し
て
津
軽
地
方
の
民
謡
と
し
て
は
、
「
津
軽
山
唄
」

「
け

ん

り
ょ
う
節
」
「
弥
三
郎
節
」
「
あ
い
や
節
」
「
津
軽
音
頭
」
「
じ
ょ
ん
か
ら
節
」

（
四
例
）
「
小
原
節
」
「
黒
石
甚
句
」
「
岩
木
山
参
詣
歌
」
「
ナ
ヲ
ハ
イ
節
」
「
十
三
の
砂

山
」
「
嘉
瀬
の
奴
踊
」
「
ど
た
ら
ば
」
「
黒
石
よ
さ
れ
節
」
（
二
例
）
「
津
軽
よ
さ
れ
節
」

「
鰺
ケ

沢
甚
句
」
「
津
軽
盆
踊
甚
句
」
の
二
十
一
例
と
子
守
歌
三
例
が
あ
げ
て
あ
る
だ

け
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
民
謡
は
す
べ
て
全
国
的
に
す
で
に
よ
く
知
ら
れ
た
民
謡
ぽ
か

り
で
あ
る
。
つ
ま
り
す
で
に
民
謡
歌
手
が
歌
い
、
舞
台
歌
謡
化
し
つ
つ
あ
っ
た
歌
が

並
ん

で

い

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
後
に
述
べ
る
よ
う
に
津
軽
で
は
ひ
じ
ょ
う
に
早

く
民
謡
の
職
業
的
な
歌
手
が
出
た
。
す
で
に
そ
の
人
々
の
歌
が
、
こ
こ
に
収
録
さ
れ

て

い

る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
こ
の
曲
集
だ
け
で
は
資
料
に
問
題
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
の
で
、
他
の
資

料
も
調
べ
て
み
た
。
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⇔
　
『
東
北
民
謡
集
』
の
津
軽
民
謡

　
『
東
北
民
謡
集
』
は
や
は
り
日
本
放
送
協
会
か
ら
出
版
さ
れ
た
も
の
だ
が
、
仙
台

在

住
の
武
田
忠
一
郎
氏
が
や
は
り
戦
前
か
ら
収
集
さ
れ
た
資
料
を
各
県
ご
と
に
ま
と

め
て

出
版
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
青
森
県
の
巻
は
昭
和
三
十
一
年
に
出
版
さ
れ

て

い

る
が
、
資
料
は
も
ち
ろ
ん
よ
り
古
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

さ
て
こ
の
曲
集
に
は
三
百
二
十
曲
が
収
載
さ
れ
て
い
る
が
、
や
は
り
津
軽
地
方
の

労
作
民
謡
は
き
わ
め
て
少
な
い
。
「
田
畑
稼
ぎ
の
唄
の
部
」
に
は
十
四
曲
収
載
さ
れ

て

い

る
の
だ
が
、
そ
の
う
ち
津
軽
地
方
の
は
や
は
り
木
造
町
の
「
田
植
歌
」
だ
け
で

あ
る
。
そ
し
て
「
庭
稼
ぎ
の
唄
の
部
」
と
「
産
金
の
唄
と
銭
吹
き
唄
の
部
」
「
放
牧

（
牛
馬
）
の
唄
の
部
」
に
は
津
軽
の
歌
は
一
曲
も
な
い
。
よ
う
や
く
「
山
唄
の
部
」

に

「
津
軽
山
唄
」
が
四
例
登
場
し
、
「
地
形
唄
（
其
の
他
）
業
唄
の
部
」
に
「
津
軽
胴

突
き
唄
」
一
例
、
「
海
の
唄
の
部
」
に
「
十
三
の
船
唄
」
が
一
例
現
わ
れ
る
だ
け
で

あ
る
。

　

し
か
し
「
盆
踊
の
唄
の
部
」
に
な
る
と
、
五
十
八
曲
中
二
十
五
曲
も
津
軽
地
方
の

歌
が

あ
り
、
さ
ら
に
「
祝
儀
酒
盛
り
の
唄
其
の
他
の
部
」
で
も
、
三
十
五
曲
中
津
軽

民

謡
は
十
五
曲
あ
る
。
そ
の
あ
と
「
祭
り
唄
祭
典
難
子
其
の
他
の
部
」
に
な
る
と
、

ふ
た

た
び
南
部
地
方
の
歌
が
断
然
多
く
な
り
、
百
二
十
四
曲
中
津
軽
の
民
謡
は
三
十

三
曲
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
曲
数
は
獅
子
舞
と
か
駒
踊
り
な
ど
の
一
つ
の
芸
能
の
中
で

演

じ
ら
れ
る
各
曲
を
、
一
曲
と
し
て
計
上
し
て
い
る
の
だ
が
、
芸
能
の
数
と
し
て
も

や
は

り
南
部
の
方
が
は
る
か
に
多
い
。
も
ち
ろ
ん
実
際
に
民
俗
芸
能
の
数
は
、
こ
の

『
東
北
民
謡
集
』
に
収
載
さ
れ
て
い
る
数
よ
り
も
、
は
る
か
に
多
い
の
だ
が
、
一
般

に
比
較
的

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
芸
能
と
し
て
は
、
や
は
り
南
部
の
方
が
は
る
か
に
多

い
の

も
事
実
で
あ
る
。
こ
こ
に
も
実
は
津
軽
と
南
部
の
ち
が
い
が
あ
る
。
南
部
の
方

が

集
団
芸
が
盛
ん
な
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
み
る
と
、
こ
の
曲
集
で
も
津
軽
の
歌
は
盆
踊
り
の
歌
と
酒
宴
の
歌
に
多

い
の

で
あ
っ
て
、
そ
の
曲
種
も
ほ
と
ん
ど
『
日
本
民
謡
大
観
』
と
重
な
っ
て
い
る
。

た
だ

少
し
目
立
つ
の
が
盆
踊
り
歌
の
中
の
「
イ
ヤ
サ
カ
踊
」
や
「
黒
崎
盆
踊
唄
」
な

ど
で
あ
る
が
、
と
く
に
「
イ
ヤ
サ
カ
踊
」
は
す
で
に
述
べ
た
「
い
や
さ
か
音
頭
」
と

同
系
の
歌
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
津
軽
地
方
の
民
謡
の
状
況
に
つ
い
て
、
す
で
に
武
田
忠
一
郎
氏
は
あ

る
程
度
つ
か
ん
で
お
ら
れ
た
よ
う
で
、
巻
末
解
説
の
「
東
北
の
民
謡
概
観
」
の
青
森

県
の
項
に
次
の
よ
う
に
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

　

「
民
謡
の
レ
コ
ー
ド
で
一
番
多
く
吹
込
ま
れ
る
種
類
の
唄
は
、
所
謂
津
軽
物
で
あ

る
し
、
又
一
番
多
く
捌
か
れ
る
地
方
と
い
え
ば
、
や
は
り
青
森
県
で
あ
っ
た
と
い
う
。

津
軽
物
と
称
さ
れ
る
の
は
『
ヨ
サ
レ
』
『
ジ
ョ
ン
カ
ラ
』
『
津
軽
小
原
』
等
口
説
系
統

の
唄

で
あ
る
が
、
之
を
純
粋
民
謡
と
い
う
立
場
か
ら
検
討
す
る
こ
と
は
暫
く
お
い
て
、

何
が
こ

の

様
な
盛
況
を
呼
ん
だ
か
と
考
え
て
見
る
の
も
一
興
で
あ
ろ
う
。
津
軽
地
方

は

明
治
も
中
頃
ま
で
は
余
り
裕
福
で
は
な
く
、
冬
季
な
ど
は
男
女
共
他
へ
出
稼
に
行

く
者
も
相
当
あ
っ
た
。
然
し
今
で
は
林
檎
と
唄
の
お
か
げ
で
、
貧
乏
す
る
老
が
無
い

と
い
う
。
戦
争
直
前
ま
で
は
季
節
に
な
れ
ば
隊
を
組
ん
で
唄
の
組
が
樺
太
、
北
海
道

か

ら
関
東
地
方
ま
で
澤
山
出
て
行
っ
た
。
従
っ
て
唄
は
一
つ
の
商
売
で
あ
っ
て
、
楽

し
み
に
う
た
っ
て
居
た
頃
と
は
凡
そ
唄
に
対
す
る
価
値
判
断
が
違
っ
て
き
た
わ
け
で
、

美
聲
の
娘
は
早
く
縁
つ
く
と
い
う
話
は
こ
の
地
方
で
は
笑
い
話
で
は
な
い
。
次
に
東
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奥

日
報
な
ど
、
青
森
市
の
新
聞
社
主
催
で
民
謡
競
演
会
が
毎
年
開
か
れ
て
来
た
こ
と
、

そ

の

決
戦
の
日
と
な
れ
ば
、
会
場
は
超
満
員
の
盛
況
を
呈
し
実
に
物
凄
い
熱
狂
振
り

…
…
（
こ
れ
は
見
な
い
人
に
は
想
像
も
つ
か
な
い
。
）
」

　

こ
こ
で
は
す
で
に
民
謡
が
生
活
の
糧
に
な
っ
て
い
る
こ
と
、
そ
れ
を
「
純
粋
民

謡
」
と
い
う
べ
き
か
ど
う
か
武
田
忠
一
郎
氏
自
身
は
お
そ
ら
く
疑
問
に
思
っ
て
い
た

こ
と
、
青
森
県
の
場
合
、
全
国
で
も
っ
と
も
早
く
民
謡
コ
ン
ク
ー
ル
が
始
ま
っ
て
い

た

こ
と
な
ど
の
事
情
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
れ
を
も
う
少
し
く
わ
し
く
み
て
み
よ
う
。
津
軽
三
味
線
の
山
田
千
里
氏
に
よ
る

（
4
）

と
、
す
で
に
大
正
の
初
期
か
ら
、
嘉
瀬
の
桃
と
い
わ
れ
た
人
が
、
「
美
声
の
う
え
に
、

三
味
線
を

自
分
で
弾
き
、
唄
の
文
句
も
即
興
で
や
り
、
そ
の
う
え
、
漫
芸
で
笑
わ
せ

た
の

で
、
た
ち
ま
ち
も
て
は
や
さ
れ
、
人
気
者
に
な
り
ま
し
た
」
と
い
う
。
こ
の
人

が
、
「
プ
ロ
（
本
業
）
の
芸
人
と
し
て
、
第
一
号
」
に
な
っ
た
と
い
う
の
だ
か
ら
、

驚

く
べ
く
早
い
。
「
江
差
追
分
」
は
よ
り
早
く
東
京
で
認
め
ら
れ
た
が
、
プ
ロ
の
芸

人
た
ち

が

多
く
輩
出
す
る
と
い
う
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
の
頃
、
種
里
の
松
と
か
出

崎
の
坊
と
呼
ぽ
れ
た
人
々
も
プ
ロ
的
な
活
動
を
始
め
て
い
た
が
、
大
正
末
期
か
ら
昭

和
に

な
る
と
、
津
軽
家
す
わ
子
、
函
青
国
子
な
ど
多
く
の
プ
ロ
の
歌
い
手
が
登
場
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

て
、
「
津
軽
民
謡
界
は
『
黄
金
時
代
』
を
迎
え
」
た
と
い
う
。
こ
の
頃
の
こ
の
芸
人

た
ち

の

興
行
の
仕
方
は
「
宵
宮
や
神
楽
の
期
間
に
部
落
の
集
会
場
や
民
家
に
舞
台
を

つ
く
り
、
木
戸
銭
を
と
る
興
行
と
し
て
唄
会
を
行
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
が

各
地
で

さ
か
ん
に
な
り
、
ふ
く
れ
あ
が
り
、
五
、
六
百
人
も
収
容
す
る
芸
居
小
屋
へ

と
舞
台
が
移
り
、
唄
い
手
た
ち
は
十
～
十
五
人
の
一
行
を
組
み
、
旅
巡
業
す
る
よ
う

に
な

っ

た
の

で
す
」
と
い
う
よ
う
な
本
格
的
な
も
の
だ
っ
た
。
そ
し
て
踊
り
や
漫
才
、

手
品
な

ど
も
加
入
さ
せ
、
当
時
盛
ん
だ
っ
た
浪
曲
の
よ
う
な
舞
台
を
つ
く
り
、
大
変

な
人
気
で
、
北
海
道
、
樺
太
、
東
北
な
ど
を
巡
業
し
て
ま
わ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

ま
た
青
森
県
の
地
方
紙
で
あ
る
東
奥
日
報
は
一
九
三
四
（
昭
和
九
）
年
に
発
刊
さ

れ
た

が
、
こ
の
よ
う
な
民
謡
の
人
気
を
み
て
、
発
刊
記
念
事
業
の
一
つ
と
し
て
、
同

年
八

月
に
「
青
森
県
民
謡
大
会
」
を
開
き
、
そ
の
後
第
二
次
大
戦
の
末
期
ま
で
そ
れ

を

つ
づ

け
た
。
こ
れ
は
大
き
な
民
謡
コ
ン
ク
ー
ル
の
も
っ
と
も
早
い
例
で
あ
る
。
こ

れ
を

津
軽
の
人
々
が
熱
狂
的
に
喜
ん
だ
こ
と
は
先
の
武
田
忠
一
郎
氏
の
こ
と
ば
に
よ

っ

て

も
想
像
が
つ
く
。
こ
う
し
て
津
軽
で
は
ひ
じ
ょ
う
に
早
く
か
ら
、
民
謡
は
職
業

的
な
芸
人
た
ち
の
生
活
の
糧
と
し
て
の
歌
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
動
き
は
、
一
方
で
は
か
え
っ
て
他
の
民
謡
を
忘
れ
さ
せ
る
。
た
と
え
ぽ

「
祖

谷
の
粉
挽
き
歌
」
と
い
う
民
謡
は
全
国
的
に
有
名
な
歌
だ
が
、
こ
の
歌
の
故
郷

で

あ
る
徳
島
県
西
祖
谷
山
村
の
調
査
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
村
で
は
こ
の
歌
を
含
め
て

七

曲
の
民
謡
を
、
祖
谷
の
民
謡
と
し
て
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
作
り
、
村
の
人
々
に
歌
わ

せ
て

い

た
。
そ
の
た
め
、
そ
れ
以
外
の
民
謡
を
村
の
人
々
は
歌
わ
な
く
な
っ
て
い
た
。

こ
う
し
た
実
例
は
い
く
つ
で
も
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
す
で
に

述
べ
た
よ
う
に
、
私
は
一
九
九
一
年
の
わ
ず
か
な
調
査
で
今
別
町
の
「
田

の

草
取
り
歌
」
を
収
録
し
て
い
る
。
お
そ
ら
く
は
津
軽
で
も
労
作
民
謡
が
な
か
っ
た

は
ず
は

な
い
。
ま
た
津
軽
の
各
地
域
の
共
同
体
の
生
活
と
結
び
つ
い
た
歌
も
な
か
っ

た
は
ず
は

な
い
。
そ
れ
が
、
民
謡
の
プ
ロ
化
・
舞
台
歌
謡
化
と
と
も
に
、
早
く
か
ら

人
々
の
意
識
に
の
ぼ
ら
な
く
な
り
、
結
局
失
わ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
津
軽

の

場
合
に

は
、
平
舘
村
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
生
活
や
共
同
体
の
性
質
か
ら
も
、
そ

う
い
う
動
き
を
生
み
出
し
易
い
条
件
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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そ

し
て
こ
の
よ
う
な
動
き
は
、

速

に
広
が

っ

て

い

る
の
で
あ
る
。

⇔

こ
の
二
十
年
程
の
間
に
恐
し
い
勢
い
で
全
国
で
急

『
青
森

県
の
民
謡
ー
民
謡
緊
急
調
査
報
告
書
ー
』

津
軽
民
謡

の

　
す
で
に
平
舘
村
に

つ
い
て

調
べ
て
み
た
一
九
八
六
ー
八
七
年
の
民
謡
緊
急
調
査
の

結
果
で

あ
る
が
、
念
の
た
め
津
軽
地
方
に
広
げ
て
再
度
調
べ
て
み
た
。
そ
の
結
果
労

作
民
謡
は
、
青
森
市
、
平
内
町
、
蟹
田
町
、
今
別
町
、
岩
崎
村
、
中
里
町
、
弘
前
市
、

相
馬

村
、
平
賀
町
、
田
舎
館
村
、
碇
ヶ
関
村
に
辛
う
じ
て
一
曲
ず
つ
、
小
泊
村
と
黒

石
市

に
二
曲
ず
つ
、
三
厩
村
と
藤
崎
町
に
三
曲
ず
つ
あ
る
だ
け
で
、
し
か
も
そ
の
大

部

分
は

漁
の
歌
と
土
掲
き
歌
で
、
農
業
関
係
の
歌
は
き
わ
め
て
少
な
い
こ
と
が
わ
か

っ

た
。
こ
れ
は
南
部
地
方
に
比
べ
る
と
や
は
り
格
段
に
少
な
い
。
た
と
え
ば
三
戸
や

八
戸
の

地
方
に

な
る
と
、
農
業
の
労
作
民
謡
が
田
子
町
五
曲
、
名
川
町
七
曲
、
五
戸

町
五
曲
な
ど
と
多
い
の
で
あ
る
。
や
は
り
民
謡
緊
急
調
査
の
よ
う
に
各
地
に
在
住
す

る
調
査
員
が
調
べ
上
げ
た
も
の
で
も
、
南
部
と
津
軽
で
は
大
き
な
差
が
出
て
い
る
の

で
あ
る
。

　
や
は

り
武
田
忠
一
郎
氏
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
津
軽
で
は
伝
承
の
形
そ
の
も

の

が
、
ひ
じ
ょ
う
に
早
く
変
化
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ

る
。

お

わ

り
に

　
津
軽
全
体
の
社
会
状
況
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
言
及
す
る
程
の
調
査
を
行
っ
て
い

な
い
。
し
か
し
平
舘
村
の
民
俗
音
楽
の
状
況
に
現
わ
れ
た
特
徴
は
、
平
舘
村
だ
け
の

特
徴
で
は

な
く
、
津
軽
の
民
俗
音
楽
全
体
の
特
徴
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
津
軽

地
方
に

は
、
も
ち
ろ
ん
漁
業
と
は
関
わ
り
の
な
い
地
域
も
広
く
、
そ
の
意
味
で
は
一

般
的

な
社
会
状
況
か
ら
い
え
ぽ
、
平
舘
村
の
特
徴
を
そ
の
ま
ま
津
軽
全
体
に
広
げ
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
津
軽
全
体
に
わ
た
っ
て
近
世
以
降
、
主
と
し
て
日
本
海
沿

岸
の
諸
地
方
か
ら
大
勢
の
人
々
が
移
住
し
て
き
た
こ
と
、
必
ず
し
も
水
田
稲
作
農
耕

中
心
の
暮
し
で
は
な
い
人
が
多
か
っ
た
こ
と
な
ど
の
点
で
は
共
通
点
も
あ
る
。

　
そ

う
し
た
状
況
の
中
で
、
津
軽
の
民
俗
音
楽
は
こ
の
よ
う
に
早
く
現
代
化
し
た
た

め

に
、
一
方
で
は
津
軽
三
味
線
と
い
う
新
し
い
魅
力
的
な
ジ
ャ
ン
ル
を
生
み
、
津
軽

民
謡
を
全
国
的
に
有
名
な
歌
に
仕
立
て
あ
げ
た
が
、
そ
れ
は
ほ
ん
と
う
の
意
味
で
ゆ

た
か

な
民
俗
音
楽
を
育
く
む
こ
と
に
な
っ
た
の
か
ど
う
か
も
、
こ
れ
か
ら
考
え
て
み

な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
し
て
も
津
軽
民
謡
の
動
き
を
さ
ら
に
く
わ
し
く
検
討

す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
民
謡
の
今
後
の
方
向
を
見
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
も

知
れ
な
い
と
思
う
。

　

こ
の
稿
を
終
え
る
に
あ
た
っ
て
、
突
然
の
調
査
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
快
く
ご
助
力

を
賜
っ
た
平
舘
村
教
育
委
員
会
や
木
村
キ
ミ
エ
氏
、
ま
た
多
く
の
村
の
方
々
に
深
く

感
謝
申
し
上
げ
る
。
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津軽民謡の伝承
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Transmission　of　Folk　Songs　in　Tsugaru　District，　Aomori　Prefecture

　　　　　　　Centering　around　Folk　Songs　of　Tairadate　Village

KoJIMA　Tomiko

　　Investigation　of　the　folk　music　in　Tairadate　Village　revealed　that　very　few　labor

folk　songs　were　handed　down　there；the　only　example　was　the“herring丘shing　song”

which　was　once　sung　by　the　herring丘shers．　Songs　which　were　closely　tied　with　the

local　community　life　were　also　very　few：in　their　place，　the“Jonkarabushi”，　known

all　over　Japan，　was　sung　as　a　Tsugaru　folk　song，　and　folk　songs　from　prefectures　on

the　Japan　Sea　side　and　Hokkaido　were　sung　on　the　occasions　of　Bon－Odori（summer

festival　dances）　or　feasts．

　　So　the　author　investigated　how　the　people　of　Tairadate　Village　had　handed　down　the

folk　songs．　The　results　showed　that　of　course　some　songs　were　memorized　naturally

in　their　daily　lives　in　the　usual　manner．　However，　most　of　songs　were　memorized　from

professional　singers，　through　radio，　records，　concerts　of　travelling　artists，　and“Bosama”，

people　who　go　from　door　to　door　singing　for　money．

　　Tairadate　V輌llage　was　opened　up　by　settlers　from　around　the　16th　century　onwards．

Life　centered　on丘shing　continued　for　a　long　tilne，　vi11age　communities　organizations

were　not　active，　and　people　were　rather　free　from　the　restraint　of　traditional　folkloric

phenomena　which　are　generally　handed　down　in　community　life：so　the　village　was　in

astate　where　new　things　or　things　coming　from　the　outside　were　easily　accepted．

　　However，　it　was　found　that　the　way　Miny6（folk　songs）were　handed　down　in

Tairadate　Village　was　common　to　the　whole　Tsugaru　area．　Tsugaru　has　produced　a

large　number　of　professional　Miny6　singers　since　the　1910’s，　and　tke　Miny6　has　been

literally　the　sta∬of　life．　The　T66－Nippo－sha，　a　typical　local　newspaper　of　Aomori

Prefecture，　has　held　a　Tsugaru　Miny6　Contest　since　as　early　as　the　9th　year　of　Showa

（1934），which　has　been　accepted　by　the　Tsugaru　people　enthusiastically．

　　Thus，　on　the　one　hand，　Tsugaru　Miny6　have　been　made　known　nationwide　by

professional　artists；but　on　the　other　hand，　this　resulted　in　the　oblivion　and　decline

of　other　local　Minyδ．　What　the　Tsugaru　Miny6　experienced　early　on　is　now　making　an

appearance　in　the　Miny60f　the　whole　country．　In　this　sense，　the　state　of　Minyδ

music　in　the　Tsugaru　Region　shows　not　only　its　regional　characteristics，　but　is　also

an　example　which　indicates　the　future　trends　of　Miny6　music　all　over　Japan．
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