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ニ
シ
ン
漁
に
沸
く
港
町
で

歌
い
継
が
れ
て
き
た
古
謡

　

初
め
て
「
江
差
追
分
」
を
聴
い
た
と
き

「
口
が
あ
く
ほ
ど
び
っ
く
り
し
ま
し
た
」。

　

そ
う
話
す
の
は
、
札
幌
出
身
で
今
年
か

ら
地
域
お
こ
し
協
力
隊
と
し
て
江
差
町
教

育
委
員
会
に
赴
任
し
た
奥
山
さ
と
み
さ
ん
。

　
　

か
も
め
の
　
な
く
音
に
　

　
　
ふ
と
め
を
　
さ
ま
し
　

　
　
あ
れ
が
蝦
夷
地
の
　
や
ま
か
い
な

　

正
調
江
差
追
分
本ほ

ん
う
た唄

の
7
節
だ
。
こ
れ

を
2
分
半
近
く
か
け
て
歌
う
。
奥
山
さ
ん

な
ら
ず
と
も
、
江
差
追
分
を
初
め
て
聴
く

人
だ
れ
も
が
、
そ
の
悠
揚
と
し
て
迫
ら
ぬ
、

雄
大
で
ゆ
っ
た
り
し
た
テ
ン
ポ
に
驚
く
。

　

大
海
原
を
ゆ
り
か
ご
に
寝
て
い
た
ら
、

か
も
め
の
鳴
き
声
に
起
こ
さ
れ
、
彼
方
を

見
や
れ
ば
北
海
道
の
山
々
が
迫
る
―
―
。

波
に
た
ゆ
た
う
船
の
よ
う
に
「
か
も
め
ぇ

〜
ぇ
〜
ぇ
〜
…
…
」
と
長
く
節
を
引
く
の

が
、
追
分
節
な
ら
で
は
の
歌
い
方
だ
。

　

そ
の
船
と
は
、
日
本
海
沿
岸
お
よ
び
瀬

戸
内
海
と
北
海
道
を
結
ん
だ
北
前
船
。
一

説
に
、
信
州
追
分
宿
付
近
の
馬ま

ご子
唄
が
北ほ

っ

国こ
く

街
道
を
通
じ
て
越
後
に
伝
わ
り
、
参
勤

交
代
の
北
国
武
士
、
あ
る
い
は
瞽ご

ぜ女
と
呼

ば
れ
る
三
味
線
を
弾
き
歌
う
目
の
不
自
由

な
女
性
た
ち
な
ど
を
介
し
て
北
前
船
の
船

乗
り
た
ち
の
舟
唄
に
転
じ
、
海
を
越
え
江

差
に
も
行
き
着
い
た
と
さ
れ
る
。

　

江
差
が
北
前
船
の
交
易
港
と
し
て
栄
え

始
め
た
の
は
江
戸
時
代
半
ば
、
17
世
紀
末

か
ら
18
世
紀
初
頭
に
か
け
て
の
こ
と
。
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北
前
船
が
運
ん
だ
民
謡

―
―
江
差
追
分
と
小
室
節

人
と
荷
を
載
せ
、
沿
岸
を
船
が
行
き
来
す
る
。
そ
う
す
る
う
ち
に
、
形
の

な
い
も
の
も
長
い
時
間
を
か
け
て
伝
わ
っ
て
い
く
。
そ
の
一
つ
が
「
民

謡
」
だ
。
は
る
か
信
州
か
ら
日
本
海
を
介
し
て
北
上
し
、
北
の
大
地
に
根

ざ
し
た
「
江え

さ
し差

追
分
」
は
全
国
大
会
を
毎
年
開
い
て
お
り
、
そ
の
名
を
知

る
人
も
い
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
源
流
の
一
つ
と
さ
れ
る
の
が
「
小
室

（
諸
）
節
」。
地
元
・
長
野
県
小
諸
市
で
は
、
次
世
代
に
伝
え
る
活
動
も
続

く
。「
江
差
追
分
」
と
「
小
室
節
」
が
生
ま
れ
た
地
を
た
ど
る
と
、
人
か
ら

人
へ
ゆ
る
や
か
に
受
け
継
が
れ
た
民
謡
と
い
う
無
形
文
化
の
成
り
立
ち
が

垣
間
見
え
た
。

『正調 江差追分節』の基本譜。追分の情緒を出すための重要な節「二声上げ」などが記されてい
る。前唄、本唄、後唄の3部構成となっておりそれらをまとめて歌うことを「一本通し」と呼ぶ

江差追分全国大会「入賞者の歌声 一覧」
各大会の見出しをクリックすると動画を見ることができる

http://esashi-oiwake.com/national-conference/singing-voice

参考文献
『江差追分物語』（北海道新聞社）
『小室（諸）節考』（鬼灯書籍）
『追分節―信濃から江差まで―』（三省堂）
『日本の民謡と舞踊』（大阪書籍）
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「
こ
の
あ
た
り
を
治
め
て
い
た
松
前
藩
は

農
民
か
ら
の
年
貢
取
り
立
て
で
は
な
く
交

易
で
経
済
を
成
り
立
た
せ
て
い
ま
し
た
」

と
江
差
町
教
育
委
員
会
社
会
教
育
課
主
幹

の
宮
原
浩
さ
ん
が
説
明
し
て
く
れ
た
。

「
交
易
を
統
制
す
る
た
め
に
藩
は
、
松
前

と
函
館
と
江
差
の
3
港
を
指
定
港
と
し
て

商
人
に
交
易
の
経
営
を
請
け
負
わ
せ
た
の

で
す
」　

　

本
州
へ
の
上
り
荷
は
主
と
し
て
海
産
物
、

本
州
か
ら
の
下
り
荷
は
生
活
必
需
品
。

と
り
わ
け
日
本
海
に
面
し
た
江
差
港
は
、

ニ
シ
ン
漁
の
集
積
地
と
し
て
賑
わ
っ
た
。

「
ニ
シ
ン
は
主
に
肥
料
と
し
て
出
荷
さ
れ

ま
し
た
。
ど
ろ
ど
ろ
に
煮
た
も
の
を
圧
し

潰
し
て
粕
を
絞
り
と
っ
た
。
江
差
だ
け
で

な
く
、
渡お

し
ま島

半
島
の
西
海
岸
い
た
る
と
こ

ろ
に
加
工
場
が
あ
り
、
江
差
港
に
集
め
ら

れ
北
前
船
で
運
ば
れ
た
の
で
す
」

　
　

な
に
を
　
夢
見
て
　

　
　
な
く
か
よ
　
千
鳥
ネ

　
　
こ
こ
は
江
差
の
　
仮
の
宿　
　

　
　
　
　
　
　
（
江
差
追
分
後あ

と
う
た唄

よ
り
）　

「
入
船
三
千
、
出
船
三
千
」
と
言
わ
れ
る

ほ
ど
の
活
況
を
呈
し
た
北
前
船
の
船
頭
や

船
子
。
ニ
シ
ン
漁
で
一
攫
千
金
を
狙
う
日

本
海
沿
岸
か
ら
の
出
稼
ぎ
漁
夫
。
海
の
男

や
港
湾
職
人
を
鼓
舞
す
る
労
働
歌
、
な
い

し
は
港
ま
ち
の
夜
を
彩
る
遊
興
歌
と
し
て
、

江
差
追
分
は
連
綿
と
歌
い
継
が
れ
て
き
た
。

三味線と尺八の音色にのせて歌われる江差追分。江差追分会館では4月
末から10月まで毎日3回実演がある。この回は、唄は棚橋健蔵師匠、三
味線は房田文江さん、尺八は山本滋さんが務めた
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北
前
船
が
停
泊
し
た

天
然
の
防
波
堤
「
鴎
島
」

　

江
差
が
交
易
港
と
し
て
栄
え
た
の
は
、

北
前
船
が
停
泊
す
る
の
に
絶
好
の
地
理
的

条
件
を
備
え
て
い
た
か
ら
で
も
あ
る
。
そ

れ
が
「
鴎か

も
め
じ
ま島」

だ
。
日
本
海
の
波
風
を
遮

る
天
然
の
防
波
堤
・
防
風
壁
で
あ
り
、
北

前
船
の
寄
港
地
に
う
っ
て
つ
け
だ
っ
た
。

鴎
島
が
あ
っ
た
か
ら
ニ
シ
ン
漁
に
沸
く
江

差
に
は
続
々
と
船
が
乗
り
つ
け
、
そ
れ
を

商
い
と
す
る
人
々
が
現
れ
る
。
娯
楽
の
な

い
開
拓
地
だ
か
ら
、
遊
芸
人
や
遊
女
た
ち

も
商
売
に
な
る
だ
ろ
う
と
渡
っ
て
く
る
。

人
が
人
を
呼
び
、
江
差
は
「
江
差
の
五
月

は
江
戸
に
も
な
い
」
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
の

賑
わ
い
を
呈
し
た
。

　

今
は
鴎
島
に
陸
続
き
で
渡
れ
る
。
老
婆

が
神
様
か
ら
授
か
っ
た
瓶へ

い
し子

（
注
）
の
な

か
の
水
を
海
に
注
ぐ
と
ニ
シ
ン
が
群
れ
た

と
の
伝
説
に
基
づ
く
「
瓶
子
岩
」
を
過
ぎ

た
あ
た
り
に
、
北
前
船
の
係
船
跡
が
残
る
。

打
ち
込
ん
で
あ
る
木
杭
は
後
か
ら
立
て
て

朽
ち
た
も
の
だ
が
、
岩
場
に
穿う

が

た
れ
た
穴

は
当
時
の
ま
ま
だ
と
い
う
。

　

鴎
島
の
上
に
登
る
と
、
日
本
海
側
に
千

畳
敷
が
見
下
ろ
せ
た
。
岩
場
に
砕
け
る
波

し
ぶ
き
の
向
こ
う
に
、
日
本
海
の
荒
波
を

越
え
て
き
た
北
前
船
の
姿
を
思
い
浮
か
べ

て
み
る
。
空
に
は
カ
モ
メ
が
舞
う
。
江
差

商
人
が
北
前
船
の
船
子
た
ち
へ
飲
み
水
を

提
供
す
る
た
め
明
治
初
頭
に
掘
っ
た
井
戸

が
残
さ
れ
て
い
た
。
灌
木
の
陰
に
ひ
っ
そ

り
佇
む
井
戸
が
、
北
前
船
と
鴎
島
と
江
差

追
分
を
つ
な
ぐ
縁
を
今
に
伝
え
て
い
る
。

節
回
し
も
歌
詞
も

明
治
ま
で
は
各
人
各
様

　

現
在
は
函
館
在
住
だ
が
江
差
に
生
ま
れ

育
っ
た
樹
木
医
の
館
和
夫
さ
ん
は
江
差
追

分
の
研
究
家
。
北
前
船
に
よ
っ
て
民
謡
が

伝
わ
っ
た
傍
証
と
な
る
文
献
の
写
し
を
館

さ
ん
に
見
せ
て
も
ら
っ
た
。
1 

8 

4 

3
年

（
天
保
14
）
に
住
久
丸
の
船
頭
・
山
本
嘉
右

衛
門
が
、
日
本
海
沿
岸
の
各
地
で
歌
わ
れ

て
い
た
民
謡
の
歌
詞
を
筆
録
し
た
も
の
で
、

昭
和
40
年
代
半
ば
に
島
根
県
温ゆ

の

つ
泉
津
町
小

浜
の
旧
家
か
ら
発
見
さ
れ
た
。
後
背
地
に

石
見
銀
山
を
も
つ
温
泉
津
も
北
前
船
の
寄

港
地
と
し
て
栄
え
た
。

「
松
前
節
」
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
歌

詞
の
う
ち
一
つ
は
、
現
在
、
江
差
追
分
の

前ま
え
う
た唄

と
し
て
よ
く
歌
わ
れ
る
、　

　
　

大
島
　
小
島
の

　
　
間
通
る
　
船
は

　
　
江
差
が
よ
い
か
　
な
つ
か
し
や

　

と
ほ
ぼ
同
じ
で
、
原
型
と
い
っ
て
よ
い
。

　

館
さ
ん
に
よ
れ
ば
、
明
治
年
間
ま
で
の

江
差
追
分
は
節
回
し
も
歌
詞
も
「
各
人
各

様
」
だ
っ
た
と
い
う
が
、
大
き
く
分
け
る

な
ら
ば
三
つ
ほ
ど
流
派
が
あ
っ
た
。

「
漁
夫
や
船
子
相
手
の
浜
小
屋
と
い
う
飲

食
街
の
遊
興
歌
だ
っ
た
〈
浜
小
屋
節
〉、

花
街
の
芸
者
や
旦
那
衆
が
花
街
で
三
味
線

や
踊
り
を
つ
け
座
敷
唄
に
し
た
〈
新し

ん
ち地

節
〉、
町
内
北
部
の
馬
方
や
職
人
に
よ
る

〈
詰づ

み
き木

石い
し

節
〉
が
あ
り
ま
し
た
。
浜
小
屋

派
は
早
く
に
絶
え
ま
し
た
が
、
新
地
派
と

詰
木
石
派
は
最
後
ま
で
競
っ
て
い
た
の
で

す
」

　

江
差
追
分
の
歌
詞
は
千
と
も
二
千
と
も

い
わ
れ
て
い
る
。
庶
民
の
娯
楽
と
い
え
ば

飲
ん
で
歌
っ
て
踊
る
く
ら
い
し
か
な
か
っ

た
時
代
、
各
々
の
生
活
様
式
を
背
景
に
育

ま
れ
、
長
い
年
月
を
か
け
て
歌
い
込
ま
れ

（注）瓶子

酒器の一種。上胴のふくらんだ細長い
器で口元は細首。「へいじ」ともいう。

1 江差にニシンが押し寄せる伝説が残る瓶子岩。今は地続きと
なった鴎島の入口付近にある　2 瓶子岩の少し奥にある北前
船の係船跡。かつて江差にやってきた北前船はこの木杭に綱を
結び停泊した　3 江差町教育委員会社会教育課主幹の宮原
浩さん　4 江差町教育委員会の奥山さとみさん　5 明治時代
中期～後期の鴎島（関川家写真より）。多数の船が木杭につ
ながれているのがわかる　江差町教育委員会蔵

1

34

2

5
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江差

小諸鴎
島 江差町役場

江差港

て
き
た
の
が
土
着
の
民
謡
だ
と
す
れ
ば
、

か
つ
て
の
江
差
追
分
が
千
変
万
化
の
様
相

を
呈
し
て
い
た
の
も
不
思
議
で
は
な
い
。

地
域
ブ
ラ
ン
ド
に
よ
る

ま
ち
お
こ
し
の
先
駆
け

　

そ
れ
が
今
日
の
よ
う
な
「
七
節
、
七
声
、

二
声
上
げ
」
と
呼
ば
れ
る
標
準
的
な
曲
調

に
統
一
さ
れ
た
の
は
1 

9 

0 

9
年
（
明
治

42
）。
実
は
ニ
シ
ン
漁
の
衰
退
と
関
係
が

あ
る
。

「
有
志
た
ち
が
郷
土
芸
能
を
バ
ネ
に
人
心

を
奮
起
し
町
勢
を
建
て
直
そ
う
と
し
た
の

で
す
。
各
人
各
様
の
曲
調
で
は
広
ま
り
に

く
い
の
で
基
本
を
定
め
ま
し
た
」（
館
さ
ん
）

　

平
野
源
三
郎
、
村
田
弥
六
、
高
野
小
次

郎
ら
名
人
た
ち
の
普
及
宣
伝
活
動
で
江
差

追
分
の
声
価
は
全
国
的
に
高
ま
り
、
1 

9 

3 

5
年
（
昭
和
10
）、
江
差
追
分
会
が
発
足

し
た
。
戦
後
は
「
N
H
K
全
国
の
ど
自
慢

大
会
民
謡
の
部
で
地
元
の
柿
崎
福
松
師
匠

が
日
本
一
の
栄
誉
を
勝
ち
取
っ
た
の
を
契

機
に
江
差
追
分
の
す
ば
ら
し
さ
に
改
め
て

注
目
が
集
ま
り
」（
館
さ
ん
）、
1 

9 

6 

3
年

（
昭
和
38
）
か
ら
「
江
差
追
分
全
国
大
会
」

が
開
催
さ
れ
今
年
で
54
回
を
数
え
る
。

　

江
差
追
分
会
の
会
長
は
発
足
時
か
ら
町

長
が
務
め
、
町
役
場
の
「
追
分
観
光
課
」

が
事
務
局
だ
。
2 

0 

1 

6
年
4
月
現
在
、

全
国
各
地
に
1 

6 

4 

支
部
（
う
ち
海
外
5
支

部
）
を
も
ち
、
会
員
総
数
は
3 

4 

9 

3
名

に
の
ぼ
る
。
同
課
主
幹
の
三
好
泰
彦
さ
ん

は
、
ま
ち
ぐ
る
み
で
江
差
追
分
を
全
国
発

信
し
て
き
た
こ
と
に
つ
い
て
こ
う
話
す
。

「
ま
さ
に
今
で
い
う
〈
地
域
ブ
ラ
ン
ド
に

よ
る
ま
ち
お
こ
し
〉。
企
画
し
た
昔
の
人

た
ち
の
発
想
は
す
ご
い
と
思
い
ま
す
」

江
差
追
分
の
源
流
を

信
州
小
諸
に
尋
ね
る

　

こ
こ
で
い
っ
た
ん
江
差
か
ら
目
を
転
じ

た
い
。
北
前
船
の
上
り
荷
と
一
緒
に
越
後

の
寺て

ら
ど
ま
り泊港

あ
た
り
に
上
陸
し
、
い
に
し
え

の
北
国
街
道
を
南
に
遡
ろ
う
。
江
差
追
分

の
源
流
の
一
つ
と
さ
れ
る
「
小
室
節
」
の

ふ
る
さ
と
、
長
野
県
小
諸
市
へ
と
。

　
　

小
諸
出
て
み
り
ゃ
　
浅
間
の
山
に

　
　
け
さ
も
　
三
筋
の
　
煙
立
つ

　
　
　
　
　
　
（
小
室
節
歌
詞
よ
り
）　

　

小
諸
市
教
育
委
員
会
生
涯
学
習
課
の
山さ

ん

東と
う
た
け
ひ
ろ

丈
洋
さ
ん
に
小
室
節
の
起
源
を
聞
い
た
。

「
小
諸
近
辺
に
は
東と

う
さ
ん
ど
う

山
道
と
い
う
古
代
の

軍
用
道
路
が
通
り
、
平
安
時
代
の
初
め
ご

ろ
か
ら
朝
廷
に
献
上
す
る
軍
用
馬
を
飼
育

す
る
『
牧ま

き

』
と
呼
ば
れ
る
場
所
が
い
く
つ

か
あ
り
ま
し
た
。
馬
を
育
て
る
神
様
に
捧

げ
る
祝の

り
と詞

形
式
の
祭
礼
唄
と
、
牧
の
な
か

で
生
ま
れ
た
馬
追
い
の
唄
が
合
わ
さ
っ
て

小
室
節
の
原
型
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
て
い

ま
す
」

　

小
諸
は
か
つ
て
小
室
と
呼
ば
れ
て
い
た

地
域
。
北
国
街
道
と
北
前
船
を
経
路
と
し
、

小
室
節
↓
追
分
（
現
・
軽
井
沢
）
節
↓
信
濃

追
分
↓
越
後
追
分
↓
江
差
追
分
と
い
う
伝

播
ル
ー
ト
が
お
お
ま
か
に
た
ど
れ
る
。
追

分
と
は
街
道
な
ど
の
分
岐
点
を
指
す
が
、

中
山
道
と
北
国
街
道
の
分
か
れ
目
に
あ
る

宿
場
町
「
追
分
」
が
有
名
で
、
江
戸
時
代

に
そ
の
付
近
で
歌
わ
れ
て
い
た
馬
子
唄
を

三
味
線
に
の
せ
て
歌
い
出
し
た
の
が
追
分

節
の
名
の
起
こ
り
。
小
室
節
は
、
追
分
節

よ
り
も
少
し
早
く
成
立
し
て
い
た
の
で
は

な
い
か
と
考
え
る
研
究
者
も
い
る
。

　

メ
デ
ィ
ア
の
な
い
時
代
、
民
謡
の
伝
播

に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
で
あ
ろ
う
馬

子
と
は
、
信
濃
路
で
幕
府
管
理
の
宿
場
を

経
ず
荷
主
と
直
取
引
で
荷
物
を
扱
っ
た
運

送
業
「
中ち

ゅ
う
ま馬

」
を
担
っ
た
人
た
ち
だ
。
馬

を
操
り
な
が
ら
の
労
働
歌
を
聞
い
た
宿
場

町
に
泊
ま
っ
た
旅
人
や
働
く
女
性
た
ち
の

口
伝
か
ら
広
ま
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

小
室
節
の
起
源
は
諸
説
あ
る
が
、「
正
調

小
室
節
保
存
会
」
会
長
の
中
山
喜き

よ
し
げ重

さ
ん

は
〈
渡
来
人
起
源
説
〉
を
紹
介
す
る
。

「
小
諸
市
の
御
牧
ヶ
原
に
あ
っ
た
最
大
の

牧
で
モ
ン
ゴ
ル
か
ら
の
渡
来
人
が
馬
の
飼

育
に
携
わ
り
、
望
郷
の
念
に
駆
ら
れ
て
歌

っ
た
の
が
原
型
で
は
な
い
か
、
と
。
モ
ン

ゴ
ル
の
古
謡
『
駿
馬
の
曲
』
と
メ
ロ
デ
ィ

ー
が
酷
似
し
て
い
る
ん
で
す
ね
」

　

長
野
県
モ
ン
ゴ
ル
親
善
協
会
会
長
で
も

あ
る
中
山
さ
ん
が
モ
ン
ゴ
ル
で
小
室
節
を

6 1876年（明治 9）に江差の問屋、村上三郎右衛
門が掘った井戸。鴎島には水がなかったが、この井戸
によって船乗りたちに飲料水を補給することができる
ようになった　7 館和夫さんは江差追分の研究家。
江差追分会の学芸部門理事も務める　8 島根県温
泉津町小浜の旧家から発見された文献の写し。日本
海沿岸で歌われていた民謡の歌詞を筆録したもの
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江差追分を歌う山本康子さんと尺八で伴奏する
山本滋さん。康子さんは「江差追分は声の質な
ど気にせず自由に歌っていいものです」と言う

鴎島の高台から外海（日本海）を望む。北前船が係留し
ていた内海側より数段強い風が吹いていた。鴎島は日本
海からの風を防ぐ天然の良港となったことが体感できる

Story3

歌
う
と
、
現
地
の
人
は
「
な
ん
と
な
く
モ

ン
ゴ
ル
の
唄
に
似
て
い
る
」
と
言
う
そ
う

だ
。
生
活
や
仕
事
か
ら
自
然
発
生
的
に
生

ま
れ
た
民
謡
の
起
源
を
定
め
る
こ
と
に
こ

だ
わ
る
必
要
は
な
い
が
、
遠
い
大
陸
の
地

と
海
を
越
え
て
唄
の
調
べ
が
共
有
さ
れ
て

い
た
と
想
像
し
て
み
る
の
も
興き

ょ
う
し
ゅ趣が

尽
き

な
い
。

　

小
室
節
を
「
地
元
の
方
々
に
も
っ
と
知

っ
て
も
ら
う
の
が
課
題
」（
山
東
さ
ん
）。
正

調
小
室
節
保
存
会
が
小
学
校
で
出
張
授
業

を
し
た
り
、
7
月
の
祇
園
祭
で
健た

け
は
や速

神
社

よ
り
出
る
神
輿
を
小
室
節
が
先
導
す
る
伝

統
の
神
事
が
今
年
か
ら
復
活
す
る
な
ど
、

地
道
な
普
及
啓
発
活
動
が
続
い
て
い
る
。

物
心
つ
い
た
と
き
か
ら

生
活
の
一
部
だ
っ
た

　

江
差
の
割
烹
「
味
処
や
ま
も
と
」
で
山

本
滋
さ
ん
の
尺
八
を
伴
奏
に
、
女
将
、
康

子
さ
ん
の
江
差
追
分
を
聴
い
た
。
や
は
り

生
の
歌
声
は
い
い
。
き
っ
と
こ
ん
な
ふ
う

に
歌
い
継
が
れ
て
き
た
の
だ
。
遠
来
客
が

求
め
れ
ば
お
二
人
は
披
露
す
る
。
康
子
さ

ん
は
全
国
大
会
に
も
毎
年
参
加
。「
両
親
が

唄
っ
て
い
た
の
で
物
心
つ
い
た
と
き
か
ら

生
活
の
一
部
で
し
た
」。

　

全
国
大
会
に
は
中
学
生
以
下
の
少
年
大

会
も
あ
り
、
今
年
は
50
人
が
参
加
し
た
。

10 「小室節」に歌われる小諸市から見た浅間山　提供：
小諸市教育委員会　11 かつて軍用馬を飼育した小諸市最
大の牧「御牧ヶ原」　12 小諸市中心部を通る現在の北
国街道。佐渡の金を江戸に運ぶなど重要な役目を担い、
小諸のほか追分や上田などに宿場町があった　13 小
諸市教育委員会生涯学習課の山東丈洋さん　14 正調
小室節保存会の会長、中山喜重さん　15 祇園祭で健
速（たけはや）神社から出る神輿を正調小室節保存会が
先導した写真　提供：正調小室節保存会
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民
謡
も
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
に
相

違
な
い
が
、
無
拍
子
で
節
を
長
く
引
く
江

差
追
分
は
今
ど
き
の
流は

や行
り
の
音
楽
と
は

あ
ま
り
に
も
遠
い
。
そ
れ
が
若
い
世
代
に

も
自
然
に
受
け
継
が
れ
て
い
る
。
い
く
ら

幼
い
こ
ろ
か
ら
接
す
る
機
会
が
あ
っ
て
も

楽
し
く
な
け
れ
ば
歌
お
う
と
は
し
な
い
だ

ろ
う
。
民
謡
に
魅
か
れ
る
心
が
日
本
人
の

遺
伝
子
に
は
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
の
か
。

　

江
差
追
分
会
学
芸
部
門
理
事
の
館
さ
ん

は
北
海
道
新
聞
の
記
事
「
江
差
追
分
の
未

来
像
」
で
「
こ
の
唄
が
持
つ
伝
統
の
力
を

信
じ
な
が
ら
（
中
略
）
表
現
の
多
様
化
に

取
り
組
む
べ
き
だ
ろ
う
。
洋
楽
や
他
の
芸

術
分
野
の
協
力
も
得
て
、
江
差
追
分
を
核

と
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
形
の
音
楽
や
芸
術
作

品
を
制
作
し
発
表
す
る
試
み
を
も
っ
と
盛

ん
に
し
て
ほ
し
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
今

年
か
ら
始
ま
っ
た
青
森
県
五
所
川
原
市
の

津
軽
三
味
線
会
館
へ
出
向
い
て
の
「
ジ
ョ

イ
ン
ト
ラ
イ
ブ
」
な
ど
は
そ
う
し
た
試
み

へ
の
第
一
歩
だ
ろ
う
。

　

信
州
の
山
で
生
ま
れ
た
唄
が
幾
多
の
変

容
を
重
ね
海
の
唄
と
な
っ
て
北
の
大
地
に

根
づ
き
、
全
国
へ
と
そ
の
真
価
を
広
め
た
。

か
つ
て
本
州
か
ら
北
海
道
へ
と
渡
る
北
前

船
の
下
り
荷
の
一
つ
だ
っ
た
民
謡
は
時
代

の
荒
波
を
乗
り
越
え
、
今
ま
た
、
よ
り
広

い
世
界
へ
と
届
く
上
り
荷
と
し
て
未
来
へ

の
航
海
を
続
け
よ
う
と
し
て
い
る
。

　
（
2 

0 

1 

6
年
8
月
18
日
、
9
月
6
〜
7
日
取
材
）


