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石
川
県
を
中
心
に
北
陸
地
方
で
唄
わ

れ
て
い
る
民
謡
の
中
に
、「
能
登
麦
や
節
」

が
あ
り
ま
す
。
こ
の
民
謡
は「
麦
や
節
」

の
原
曲
と
な
っ
た
名
曲
で
あ
り
、石
川
県

の
無
形
文
化
財
に
も
指
定
さ
れ
る
程
、

素
朴
で
落
ち
着
い
た
響
を
持
つ
民
謡
と

し
て
有
名
で
す
。
面
白
い
こ
と
に
、そ
の

歌
詞
の
ル
ー
ツ
は
能
登
半
島
で
作
ら
れ

る
そ
う
め
ん
に
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
ま

す
。
そ
う
め
ん
は
小
麦
を
原
料
と
し
て

作
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、そ
う
め
ん

屋
は
以
前「
麦
屋
」と
も
呼
ば
れ
て
い

ま
し
た
。
そ
う
め
ん
作
り
は
小
麦
を
石

臼
で
引
く
作
業
に
は
じ
ま
り
、夜
通
し

入
念
に
伸
ば
し
た
麺
を
朝
方
に
は
干
す

と
い
う
、想
像
以
上
に
大
変
な
仕
事
で
、

麺
職
人
は
徹
夜
を
覚
悟
で
作
業
を
し
た

そ
う
で
す
。
そ
ん
な
つ
ら
い
仕
事
の
中

で
、互
い
に
励
ま
し
あ
い
、心
に
活
気
を

つ
け
る
為
に
唄
わ
れ
た
の
が
、こ
の「
能

登
麦
や
節
」で
す
。
そ
し
て
夜
通
し
働
く

職
人
の
元
気
の
秘
密
が
、こ
の
唄
の
囃

子
詞
に
秘
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
民
謡
の
囃
子
詞
は「
ヤ
ー
イ
ナ
」

と
、そ
の
語
頭
の「
ヤ
」が
落
ち
た「
イ
ナ
」、

そ
し
て「
チ
ョ
イ
ト
」で
す
。ま
ず「
ヤ
ー

イ
ナ
」で
す
が
、「
麦
や
小
麦
は
イ
ナ
ー
」

「
刈
る
が
ヤ
ー
イ
ナ
」と
唄
わ
れ
る
「
イ

ナ
」の
返
し
唄
は
、能
登
民
謡
の
特
徴
で

も
あ
り
、独
特
の
響
き
を
持
っ
て
い
ま
す
。

日
本
語
で
は
意
味
が
不
透
明
な
こ
の

「
ヤ
ー
イ
ナ
」と
い
う
詞
も
、ヘ
ブ
ラ
イ
語

で
は
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
ま
す
。

hwya

（eenah

、イ
ー
ナ
）と
発
音
す
る
ヘ

ブ
ラ
イ
語
は
、「
〜
が
授
け
て
下
さ
る
」

「
成
さ
れ
る
」、と
い
う
意
味
が
あ
り
ま
す
。

そ
こ
に
神
を
意
味
す
る「
ヤ
」が
加
わ
り
、

「
ヤ
ー
イ
ナ
」と
す
れ
ば
、「
神
が
授
け
て

下
さ
る
」、「
神
が
成
し
て
く
だ
さ
る
」と

い
う
意
味
の
言
葉
に
な
り
ま
す
。
ど
ん
な

つ
ら
い
時
で
も
神
の
助
け
に
よ
り
、仕
事

を
成
し
遂
げ
る
こ
と
が
で
き
る
、と
い
う

思
い
が
込
め
ら
れ
た
囃
子
詞
な
の
で
す
。

　

ま
た「
ヤ
ー
イ
ナ
」に
続
い
て
唄
わ
れ

る「
チ
ョ
イ
ト
」と
い
う
囃
子
詞
も
、同
様

に
ヘ
ブ
ラ
イ
語
で
解
釈
で
き
ま
す
。ヘ
ブ

ラ
イ
語
のduwx

（tso'ed

、チ
ョ
イ
ッ
ド
）は
、

「
行
進
」「
前
進
」を
意
味
し
ま
す
。「
チ
ョ
イ

ト
」は
ま
さ
に
そ
の「
前
進
せ
よ
！
」と
い

う
掛
け
声
な
の
で
す
。
そ
れ
故「
能
登
麦

や
節
」で
は
、「
麦
や
小
麦
」、「
刈
る
」こ
と

「
年
」や「
米
」は
、
ま
ず
神
が
与
え
て
く
だ

さ
る
恵
み
を
表
す
言
葉
と
し
て「
イ
ナ
」、

「
ヤ
ー
イ
ナ
」と
い
う
囃
子
詞
に
な
り
、そ

の
唄
の
勢
い
に
乗
っ
て
、「
チ
ョ
イ
ト
！
」、

す
な
わ
ち
「
頑
張
っ
て
前
進
し
よ
う
！
」

と
、掛
け
声
が
か
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

こ
う
し
て
夜
通
し
麦
を
こ
ね
る
大
変
な

作
業
を
、お
互
い
が
励
ま
し
な
が
ら
続

け
て
い
く
こ
と
が
で
き
た
の
で
す
。

　
「
能
登
麦
や
節
」を
原
型
と
し
て
、後
日

そ
の
後
継
と
も
言
え
る「
麦
や
節
」が
広

ま
り
ま
し
た
。そ
し
て
そ
の
名
声
は
原
曲

を
超
え
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。ご
く
一
般

的
に「
麦
や
節
」の
テ
ー
マ
は
、さ
っ
さ
と

刈
り
取
ら
れ
て
し
ま
う
短
命
の
麦
を
、

自
分
達
の
哀
れ
な
姿
に
例
え
て
唄
っ
た 

も
の
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
す

が
、ヘ
ブ
ラ
イ
語
で
読
む
と
、明
ら
か
に

オ
リ
ジ
ナ
ル
の「
能
登
麦
や
節
」と
同

じ
く
、「
元
気
は
つ
ら
つ
」の
願
い
が
こ

め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　
「
麦
や
節
」の
囃
子
詞
は「
能
登
麦
や

節
」と
同
様
の「
ヤ
ー
イ
ナ
」に「
ジ
ャ
ン

ト
コ
ー
イ
」が
加
わ
り
ま
す
。ヘ
ブ
ラ

イ
語
でdux

（tsa'ad

、チ
ャ
ア
ド
）は
、

前
述
し
たduwx

の
過
去
形
で
あ
り
、

「
行
進
し
た
」と
い
う
意
味
に
な
り
ま
す
。

ま
たyh

（khay

、カ
ー
イ
）と
い
う
言

葉
は「
活
き
活
き
と
」を
意
味
し
ま
す
。

こ
の
２
つ
の
言
葉
が
組
み
合
わ
さ
れ
て

「
ジ
ャ（
チ
ャ
）ア
ド
カ
ー
イ
」と
な
り
、い

つ
の
間
に
か
訛
っ
て「
ジ
ャ
ン
ト
コ
ー
イ
」

と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
、「
元
気
一
杯
に
進

ん
だ
！
」と
い
う
意
味
に
な
り
ま
す
。「
麦

や
節
」は
ど
ん
な
時
で
も
、元
気
を
出

し
て
歩
み
続
け
る
た
め
の
励
ま
し
の

唄
だ
っ
た
の
で
す
。  

文
・
中
島
尚
彦

能
登
民
謡
に
込
め
ら
れ
た
励
ま
し
の
ヘ
ブ
ラ
イ
語
。
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