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東
北
民
謡
を
追
い
か
け
て
い
る
。
東

日
本
大
震
災
以
降
、
東
北
の
声
を
聴
き

た
く
な
っ
た
の
だ
。

　
岩
手
県
の
民
謡
に
「
牛
方
節
（
南
部

牛
追
唄
）」
が
あ
る
。
そ
の
発
祥
の
地

は
岩い

わ

手て

郡ぐ
ん

葛く
ず
ま
き
ま
ち

巻
町
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
。

葛
巻
は
北
上
山
地
の
山
間
部
に
あ
る
か

つ
て
の
宿
場
町
だ
が
、
こ
こ
で
は
江
戸

期
か
ら
馬
や
牛
の
放
牧
が
盛
ん
だ
っ
た
。

周
囲
の
山
々
に
天
然
芝
が
広
が
っ
て
い

た
こ
と
に
よ
る
。
岩
手
県
の
牛
方
（
牛

の
世
話
人
）
は
、
葛
巻
出
身
者
が
ほ
と

ん
ど
だ
っ
た
。

　
葛
巻
町
か
ら
東
の
方
向
、
険
し
い
山

道
を
三
陸
海
岸
へ
四
十
数
キ
ロ
下
り
る

と
野の

だ田
村む

ら

が
あ
る
。
野
田
村
は
東
日
本

大
震
災
で
壊
滅
的
な
被
害
を
受
け
た
。

こ
の
野
田
と
葛
巻
を
つ
な
ぐ
道
路
を「
野

田
街
道
」
と
言
い
、か
つ
て
は
「
塩
の
道
」

と
も
呼
ば
れ
た
。

　
野
田
村
は
江
戸
時
代
か
ら
戦
後
初
期

ま
で
、
製
塩
事
業
で
栄
え
て
い
た
。
海

岸
の
浜
辺
で
大
き
な
鉄
鍋
に
海
水
を
入

れ
て
煮
る
、
と
い
う
も
っ
と
も
単
純
な

製
塩
方
法
で
、
こ
の
地
方
の
塩
を
一
手
に

担
っ
て
い
た
。
そ
の
「
野
田
塩
」
を
牛
の

背
に
載
せ
て
北
上
山
地
を
越
え
て
運
ん

だ
の
が
、
葛
巻
出
身
の
牛
方
た
ち
だ
っ
た
。

　　
田
舎
な
れ
ど
も
　
南
部
の
国
は

　
　
西
も
東
も
金
（
か
ね
）
の
山

　
　
　
　
　
　
こ
ら
さ
ん
さ
ぁ
い

　
牛
を
励
ま
し
な
が
ら
、
牛
の
歩
み
の

リ
ズ
ム
に
あ
わ
せ
て
「
牛
方
節
」
は
う

た
わ
れ
た
。「
西
も
東
も
金
の
山
」
と
い

う
の
は
、
南
部
藩
は
田
舎
だ
け
れ
ど
も
、

ど
の
山
か
ら
も
砂
金
が
出
る
土
地
だ
、

と
い
う
こ
と
を
誇
っ
て
い
る
。
し
か
し

文
字
だ
け
で
民
謡
の
歌
詞
を
追
っ
て
い

る
と
、
そ
の
歌
詞
が
秘
め
て
い
る
生
活

の
感
覚
が
わ
か
ら
な
い
。
牛
方
の
ほ
と

ん
ど
は
文
字
が
読
め
な
か
っ
た
。
民
謡

は
口
頭
伝
承
で
伝
わ
っ
て
い
る
。「
金
」

を
な
ぜ
、「
き
ん
」
と
う
た
わ
ず
に
、
あ

る
い
は
「
黄
金
（
こ
が
ね
）」
で
も
な
く
、

「
か
ね
」
と
う
た
っ
て
き
た
の
か
。

　
昭
和
初
年
代
に
こ
の
地
方
を
門
付
け

し
て
い
た
盲
目
の
津
軽
三
味
線
の
演
奏

者
・
初
代
高た

か
は
し橋

竹ち
く
ざ
ん山

（
一
九
一
〇
〜

九
八
）
は
、
ま
っ
た
く
別
の
解
釈
を
し

て
い
る
。
彼
は
牛
方
と
と
も
に
山
道
を

歩
き
な
が
ら
、
牛
方
に
こ
う
教
え
ら
れ

た
と
い
う
。

　
牛
に
は
ア
ブ
や
ハ
エ
が
い
つ
も
飛
び

回
っ
て
い
て
、「
ゴ
ォ
ー
ン
、
ゴ
ォ
ー
ン
」

と
鐘
の
よ
う
な
音
が
し
て
い
る
。「
西
も

東
も
金（
か
ね
）の
山
」と
い
う
の
は「
西

も
東
も
鐘
の
山
」
の
こ
と
だ
と
。

　
初
代
竹
山
が
「
牛
方
節
」
を
う
た
う

と
き
は
、
そ
の
生
活
感
覚
を
匂
わ
せ
て

う
た
っ
た
。
こ
の
「
か
ね
」
の
解
釈
は

説
得
力
が
あ
っ
て
、
砂
金
と
解
釈
す
る

の
と
同
じ
く
ら
い
、
牛
方
の
ロ
マ
ン
に

満
ち
て
い
る
。
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