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（作詞：阿久 悠　作曲：三木たかし）
津軽海峡冬景色

上野発の夜行列車 おりた時から
青森駅は 雪の中
北へ帰る人の群れは
誰も無口で
海鳴りだけを きいている
私もひとり 連絡船に乗り
こごえそうな鷗見つめ
泣いていました
ああ 津軽海峡冬景色

ごらんあれが竜飛岬
北のはずれと
見知らぬ人が 指をさす
息でくもる窓のガラス
ふいてみたけど
はるかにかすみ 見えるだけ
さよならあなた 私は帰ります
風の音が胸をゆする
泣けとばかりに
ああ 津軽海峡冬景色

さよならあなた 私は帰ります
風の音が胸をゆする
泣けとばかりに
ああ 津軽海峡冬景色

で
知
ら
れ
る
。
夏
が
短
い
分
だ
け
、

夏
祭
り
な
ど
で
垣
間
見
ら
れ
る
こ
の

地
の
「
激
情
」
は
、
興
味
深
い
。
青

森
の
ね
ぶ
た
祭
り
、
五
所
川
原
の
立

佞
武
多
（
た
ち
ね
ぶ
た
）。
幸
運
に

も
そ
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
に
出
会
う

と
、
ま
る
で
異
国
に
で
も
い
る
よ
う

な
開
放
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
感
じ
る
。

津
軽
は
け
っ
し
て
「
暗
い
」
イ
メ

ー
ジ
で
は
な
い
。
ど
ち
ら
か
と
い
う

と
、「
度
を
越
し
た
」
激
情
の
郷
（
ク

ニ
）
だ
。
そ
れ
は
、
寒
さ
や
地
理
的

終
焉
を
感
じ
る
空
気
の
な
か
で
生
ま

れ
た
、
そ
の
土
地
の
「
意
地
」
の
よ

う
な
も
の
な
の
か
。

こ
の
歌
の
主
人
公
は
、
青
函
連
絡

船
に
乗
り
本
州
を
後
に
す
る
。
曇
っ

た
ガ
ラ
ス
越
し
に
見
る
竜
飛
岬
は
、

え
間
な
い
波
の
揺
れ
が
、
主
人
公
の

感
情
を
掻
き
立
て
る
。

果
て
を
越
え
、
行
き
着
く
と
こ
ろ

ま
で
行
く
。
そ
れ
は
け
っ
し
て
絶
望

の
物
語
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
明
る

い
未
来
を
探
し
出
す
新
生
の
物
語
で

あ
る
。
そ
れ
は
、
長
い
間
、
何
度
も

こ
の
海
峡
を
渡
っ
て
き
た
多
く
の
人

た
ち
が
、
ち
ゃ
ん
と
わ
か
っ
て
い
る

こ
と
だ
。

（
中
丸
謙
一
朗
）

歌
は
世
に
つ
れ
、世
は
歌
に
つ
れ
。
歌
で
巡
る
ニ
ッ
ポ
ン
の
街
。

万
葉
集
の
時
代
か
ら
昭
和
ム
ー
ド

歌
謡
、
ひ
い
て
は
、
ゆ
る
キ
ャ
ラ
と

こ
ど
も
た
ち
が
歌
う
「
企
画
も
の
ご

当
地
ソ
ン
グ
」
ま
で
。
歌
が
土
地
を

元
気
に
し
、
土
地
が
歌
を
元
気
に
す

る
。
歌
で
ニ
ッ
ポ
ン
を
巡
る
連
載
の

第
３
回
は
『
津
軽
海
峡
冬
景
色
』。
ご

存
知
、
石
川
さ
ゆ
り
の
代
表
曲
だ
。

作
詞
家
の
阿
久
悠
氏
が
以
前
ど
こ

か
で
、「
昨
今
の
歌
は
、
歌
詞
が
飛

ん
で
い
な
い
」
と
言
っ
て
い
た
。
冒

頭
三
行
で
聞
き
手
の
気
持
ち
を
、
日

常
の
位
置
か
ら
ど
こ
か
遠
い
と
こ
ろ

へ
連
れ
て
行
っ
て
あ
げ
る
こ
と
が
重

要
だ
と
、
そ
ん
な
主
旨
の
こ
と
を
語

っ
て
い
た
。
そ
の
と
き
に
例
に
あ
げ

て
い
た
の
が
、
こ
の
『
津
軽
海
峡
冬

景
色
』
で
あ
る
。

「
上
野
発
の
夜
行
列
車
お
り
た
時
か

ら
青
森
駅
は
雪
の
中
」。
た
し
か
に

こ
の
歌
は
、
こ
の
短
い
冒
頭
部
分
で
、

見
事
に
わ
た
し
た
ち
を
、
日
常
生
活

か
ら
冬
の
津
軽
へ
と
誘
っ
て
く
れ
る
。

「
北
」「
無
口
」「
海
鳴
り
」「
連
絡
船
」

「
ひ
と
り
」「
か
も
め
」。
一
番
の
歌

詞
の
な
か
だ
け
で
も
、
こ
ん
な
フ
レ

ー
ズ
が
踊
る
。
厳
冬
の
海
に
は
、（
女

の
）
激
情
と
行
き
場
の
な
い
悲
哀
が

よ
く
似
合
う
。
そ
ん
な「
雰
囲
気
」が
、

こ
の
歌
を
通
じ
長
い
間
強
調
さ
れ
て

き
た
よ
う
に
思
う
。

そ
も
そ
も
、
津
軽
海
峡
に
対
し
て
、

人
は
ど
の
よ
う
な
思
い
を
持
っ
て
い

た
の
で
あ
ろ
う
か
。

津
軽
海
峡
は
、
本
州
の
最
北
端
に

位
置
し
、
対
岸
の
北
海
道
と
の
接
点

と
な
る
宿
命
の
地
だ
。
津
軽
半
島
の

付
け
根
に
当
た
る
青
森
港
と
北
海
道

の
函
館
港
は
、
青
函
連
絡
船
で
結
ば

れ
、
多
く
の
人
の
人
生
が
こ
の
海
峡

を
行
き
来
し
た
。
津
軽
半
島
の
先
端

部
の
三
厩
（
み
ん
ま
や
）
地
区
（
現

在
の
外
ヶ
浜
町
）
は
、
1
9
6
1

年
（
昭
和
36
）
か
ら
始
ま
っ
た
「
青

函
ト
ン
ネ
ル
」
建
設
の
基
地
と
し
て
、

輝
き
を
見
せ
て
い
た
。
三
厩
の
先
に

あ
る
竜
飛
岬
の
灯
台
周
辺
に
立
ち
、

崖
上
か
ら
海
峡
を
眺
め
る
と
、
ま
る

で
、
未
来
に
向
か
っ
て
進
む
、
本
州

と
い
う
巨
大
な
戦
艦
の
舳
先
に
立
っ

た
よ
う
な
力
強
い
興
奮
を
、
い
ま
で

も
味
わ
う
こ
と
が
で
き
る
。

他
の
地
域
の
人
に
は
「
北
の
果
て
」

と
い
う
な
に
や
ら
「
寒
々
し
そ
う
な
」

イ
メ
ー
ジ
が
強
い
。
だ
が
、
時
代
を

遡
っ
て
み
る
と
、
こ
の
津
軽
地
域
自

体
は
け
っ
し
て
貧
し
い
地
域
で
は
な

い
。
鰺
ヶ
沢
、
深
浦
な
ど
の
日
本
海

側
の
漁
港
は
、
北
前
船
の
寄
港
地
と

し
て
栄
え
、
ま
た
、
弘
前
城
を
中
心

と
し
た
地
域
は
、
東
北
地
方
北
端
の

要
所
と
し
て
隆
盛
を
誇
っ
た
。
ま
た
、

北
の
玄
関
口
、
軍
事
上
の
要
衝
と
し

て
も
位
置
づ
け
ら
れ
、
青
森
港
周
辺

は
、
太
平
洋
戦
争
で
は
空
襲
に
さ
ら

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

津
軽
は
、
冬
は
積
雪
が
多
い
こ
と

歌
日
本
紀
行

『津軽海峡冬景色』の歌碑。ぜひ、冬に訪れたい。 第
3
回
「
津
軽
海
峡
冬
景
色
」

日
常
か
ら
飛
ぶ
、冬
の
津
軽
の
物
語
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