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今
年
で
20
回
目
と
な
る
「
東
京
い
し
こ
し
会

総
会
・
交
流
会
」
が
11
月
17
日
、
都
内
の
東
天

紅
上
野
店
で
開
催
さ
れ
、
在
京
の
石
越
町
出
身

者
、
関
係
者
な
ど
約
80
人
が
参
加
し
ま
し
た
。

　

総
会
後
は
、
20
周
年
を
記
念
し
た
「
和
の
調

べ
ミ
ニ
ラ
イ
ブ
」
を
開
催
。
石
越
町
出
身
の
金

澤
敏と
し

彦ひ
こ
さ
ん
ら
に
よ
る
尺
八
の
演
奏
や
石
越
民

謡
同
好
会
に
よ
る
宮
城
長
持
唄
な
ど
が
披
露
さ

れ
ま
し
た
。
参
加
し
た
皆
さ
ん
は
素
晴
ら
し
い

演
奏
や
歌
声
に
聞
き
入
っ
て
い
ま
し
た
。

　

交
流
会
で
は
、
会
員
の
皆
さ
ん
が
ス
テ
ー
ジ

で
歌
や
踊
り
を
披
露
し
た
り
、
互
い
の
近
況
を

語
り
合
っ
た
り
し
て
、
大
い
に
盛
り
上
が
り
ま

し
た
。

石越

　

つ
や
ま
幼
稚
園
幼
年
防
火
ク
ラ
ブ
の
園
児
30

人
が
11
月
８
日
、
秋
季
火
災
予
防
運
動
の
一
環

と
し
て
防
火
パ
レ
ー
ド
を
実
施
し
ま
し
た
。

　

当
日
は
柳
津
小
学
校
校
庭
で
出
発
式
が
行
わ

れ
、
園
児
の
代
表
が
「
僕
た
ち
、
私
た
ち
は
、

絶
対
に
火
遊
び
は
し
ま
せ
ん
」
と
元
気
よ
く
誓

い
の
言
葉
を
述
べ
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
つ
や
ま
幼
稚
園
保
護
者
会
や
婦
人

防
火
ク
ラ
ブ
員
ら
と
一
緒
に
、
柳
津
小
か
ら
つ

や
ま
幼
稚
園
ま
で
約
１
キ
ロ
の
区
間
を
行
進
。

拍
子
木
を
打
ち
な
が
ら
「
火
の
用
心
、
マ
ッ
チ

一
本
火
事
の
も
と
。
た
き
火
の
始
末
し
っ
か
り

と
」
と
大
き
な
声
で
沿
道
の
人
た
ち
に
火
災
予

防
を
呼
び
掛
け
ま
し
た
。

▲おそろいの法被姿で行進しながら火災予防を呼び掛ける子どもたち

津山

　
「
南な
ん
と
う東
・
南な

ん

三さ
ん 

住
み
つ
づ
け
た
い
ま
ち
づ
く

り
」
と
題
し
た
交
流
会
が
11
月
９
日
、
南
方
の

仮
設
住
宅
集
会
所
で
開
か
れ
ま
し
た
。

　

東
郷
ま
ち
づ
く
り
応
援
会
（
佐
々
木
勉

つ
と
む

会

長
）
が
市
の
「
協
働
の
ま
ち
づ
く
り
・
地
域
交

付
金
事
業
」
を
活
用
し
企
画
。
南
方
・
東ひ

が
し

郷ご
う

地

区
と
南
三
陸
町
で
被
災
し
同
地
区
の
仮
設
住
宅

で
暮
ら
す
住
民
が
、
食
と
文
化
を
通
じ
て
交
流

を
深
め
よ
う
と
い
う
も
の
で
す
。

　

交
流
会
に
は
約
１
４
０
人
が
参
加
。
東
郷
地

区
に
伝
わ
る
大
嶽
丸
の
伝
説
や
南
三
陸
町
の
地

域
文
化
を
互
い
に
紹
介
し
た
り
、
双
方
の
女
性

陣
が
作
っ
た
「
は
っ
と
汁
」
を
食
べ
た
り
と
、

心
も
お
な
か
も
満
足
す
る
一
日
と
な
り
ま
し
た
。 ▲みんなで作った郷土料理「はっと汁」に舌鼓。互いの会話も弾みます

南方

奥
州
森
邑
十
三
講
秋
祭
り
・
第
23
回
伊
達
な
お
い
と
こ
踊
り
宮
城
大
会
が

11
月
10
日
、
旧
森
小
学
校
の
体
育
館
を
会
場
に
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

「
お
い
と
こ
踊
り
」
は
、
主
に
岩
手
県
南
か
ら
宮
城
県
北
に
か
け
て
、

祝
い
の
席
で
の
座
敷
踊
り
と
し
て
踊
ら
れ
て
い
ま
す
。

今
年
の
大
会
に
は
市
内
外
か
ら
17
組
が
参
加
。

会
場
に
訪
れ
た
大
勢
の
皆
さ
ん
は
、
地
域
ご
と
に
少
し
ず
つ
違
う

唄
や
踊
り
を
楽
し
ん
で
い
ま
し
た
（
17
〜
19
ペ
ー
ジ
）

▲歌や踊りでにぎわうステージを楽しむ会員の皆さん

江戸時代の半ばころ、現在の千葉県多
た こ

古町
まち

の
日
に

本
ほん

寺
じ

に中
なかむらだんりん

村檀林という学問寺がありました。
そこで学んでいた若い学僧が白

しら

枡
ます

（千葉県芝
しば

山
やま

町
まち

）粉屋の茶店の看板娘を慕って唄を作り、
檀林内で流行させました。やがて修学を終え
故郷へ帰った学僧たちが各地に広めたのがそ
の始まりと言われています。その後、「おいと
こ」は伝えられた地方で歌詞を変え、その地
方の民謡として受け継がれています。

美人看板娘へのあこがれの唄


