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歌
い
継
が
れ
て
い
る
童
謡「
花
か
げ
」の
作
詞
者
　

ふれあい

〈
記
事
監
修
〉
山
梨
大
学 

名
誉
教
授
　齋
藤
康
彦

未
来
を
切
り
拓
い
た
郷
土
の
誇
り

ひ 

ら

ふ   

み   

こ

や  

そ

そ
ま
ぐ
ち

か
ず 

え

さ
ん
じ
ん
か
い

主計と姉・はるゑ（右）（個人蔵）

（個人蔵）

「
十
五
夜
お
月
さ
ま
ひ
と
り
ぼ
ち
」の
歌
い
出
し
で

親
し
ま
れ
る
童
謡「
花
か
げ
」を
作
詞
し

著
作
権
の
啓
蒙
に
も
功
績
を
残
し
た
大
村
主
計
。

生
涯
を
通
じ
て
２
０
０
篇
以
上
の
詩
や
童
謡
、校
歌
を
作
り

今
も
多
く
の
人
々
に
歌
い
継
が
れ
て
い
る
。

け
い 

も
う

山梨近代人物館
山梨県庁舎別館2階（甲府市丸の内1-6-1）

開館時間 ： 午前9時～午後5時
休 館 日 ： 第2･4火曜日/12月29日～1月3日
入 館 料 ： 無料
TEL 055-231-0988  FAX 055-231-0991

第10回展示「近代文学に足跡を残した人々
　　　　　　　　  ─県立文学館開館30周年─」
期　　間 ：10月1日～令和2年3月28日

故郷の山梨市牧丘町を歌った散文詩の色紙（個人蔵）

か
っ
た
姉
・は
る
ゑ
の
嫁
入
り
を
つ
づ
っ
た
童

謡「
花
か
げ
」で
あ
る
。

　
作
曲
家
の
豊
田
義
一
が
曲
を
付
け
、レ
コ
ー

ド
が
１
９
３
２（
昭
和
７
）年
に
発
売
さ
れ
る

と
、空
前
の
大
ヒ
ッ
ト
と
な
り
、主
計
の
童
謡

詩
人
と
し
て
の
地
位
を
確
た
る
も
の
へ
と
押

し
上
げ
た
。そ
れ
以
降「
さ
る
か
に
か
っ
せ

ん
」「
ね
ぎ
ぼ
う
ず
」な
ど
、数
多
く
の
作
品

が
レ
コ
ー
ド
化
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　「
花
か
げ
」な
ど
30
作
品
を
収
め
た『
ば

あ
や
の
お
里
』、そ
し
て『
麦
笛
』と
い
う
２

冊
の
童
謡
集
の
出
版
を
は
じ
め
、童
話
や
児

童
劇
な
ど
を
次
々
と
創
作
、発
表
し
た
主
計

は
、１
９
３
９（
昭
和
14
）年
に
は
雑
誌『
詩

と
美
術
』の
編
集
兼
発
行
人
を
務
め
る
よ
う

に
な
り
、美
術
批
評
の
面
で
も
そ
の
才
能
を

発
揮
し
た
。そ
の
翌
年
に
は
、テ
イ
チ
ク
レ

　
大
村
主
計
は
、１
９
０
４（
明
治
37
）年
、大

村
金
五
郎
の
次
男
と
し
て
、東
山
梨
郡
諏
訪

村（
現・山
梨
市
）に
生
ま
れ
た
。大
村
家
は

代
々
農
業
を
営
む
傍
ら
、宿
屋
を
兼
業
し
て

お
り
、旅
回
り
の
役
者
の
定
宿
に
な
っ
て
い
て
、

山
間
部
の
農
家
と
し
て
は
比
較
的
豊
か
だ
っ

た
。母
が
病
弱
だ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、主
計
は

祖
母
に
溺
愛
さ
れ
て
育
っ
た
。仲
が
良
い
11
歳

上
の
兄
と
３
歳
上
の
姉
が
い
た
が
、と
り
わ
け

姉・は
る
ゑ
と
は
仲
が
と
て
も
良
く
、一
緒
に

遊
ん
だ
り
、宿
題
を
し
た
り
し
た
。時
に
は

汽
車
を
見
に
塩
山
へ
出
掛
け
る
こ
と
も
あ
っ

た
。

　
主
計
は
、諏
訪
村
の
杣
口
尋
常
小
学
校
、

室
伏
高
等
小
学
校
を
卒
業
後
、山
梨
県
立

都
留
臨
時
教
員
養
成
所
で
学
び
、１
９
２
１

（
大
正
10
）年
に
小
立
村（
現・富
士
河
口
湖

町
）の
小
立
尋
常
高
等
小
学
校
の
教
員
と

な
っ
た
。し
か
し
、文
学
に
志
を
立
て
た
主
計

は
、２
年
で
退
職
し
、東
洋
大
学
専
門
部
倫

理
学
東
洋
文
学
科
に
進
ん
だ
。

　
東
京
で
の
主
計
は
、北
原
白
秋
と
並
ん
で

大
正
期
を
代
表
す
る
童
謡
詩
人
と
称
さ
れ

た
西
條
八
十
の
門
下
生
と
な
り
、サ
ト
ウ
ハ

チ
ロ
ー
、林
芙
美
子
、菊
田
一
夫
ら
文
壇
人
と

交
友
を
結
ぶ
な
ど
、中
央
詩
壇
で
活
動
を

広
げ
た
。ま
た『
山
梨
日
日
新
聞
』が
毎
週

特
集
す
る
サ
ン
デ
ー
文
壇
に
次
々
と
作
品

を
投
稿
す
る
な
ど
、詩
や
童
謡
を
精
力
的
に

創
作
し
、雑
誌
の
編
集
に
も
携
わ
る
よ
う
に

な
っ
た
。

　
主
計
が
作
詞
し
た
童
謡「
絵
日
傘
」が
レ

コ
ー
ド
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。こ
の
時
、

裏
面
を
埋
め
る
曲
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
、

急
き
ょ
一
晩
で
書
き
上
げ
た
の
が
、仲
の
良

コ
ー
ド
に
文
芸
部
嘱
託
と
し
て
入
社
。36
歳

に
し
て
初
め
て
勤
め
人
と
な
り
、戦
時
中

「
大
東
亜
戦
史
」や「
日
本
わ
ら
べ
う
た
」な

ど
を
制
作
し
た
。戦
後
は
、東
京
タ
イ
ム
ズ

社
創
立
に
参
画
し
、ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
と
し

て
奔
走
す
る
傍
ら
専
務
取
締
役
な
ど
の
要

職
を
歴
任
し
た
。

　
１
９
４
８（
昭
和
23
）年
か
ら
は
、日
本

音
楽
著
作
権
協
会
理
事
と
し
て
、当
時
皆

無
だ
っ
た
著
作
権
と
い
う
概
念
の
普
及
と

啓
蒙
に
ま
い
進
し
た
。ま
た
、晩
年
に
至
る

ま
で
、山
梨
出
身
の
文
化
人
団
体「
山
人
会
」

の
理
事
長
を
は
じ
め
、さ
ま
ざ
ま
な
団
体

の
役
員
も
務
め
た
。一
方
で
創
作
意
欲
は
衰

え
る
こ
と
な
く
、晩
年
は
県
内
10
校
の
校
歌

を
作
詞
し
、コ
マ
ー
シ
ャ
ル
ソ
ン
グ
の
草
分
け

的
な
仕
事
も
担
っ
た
。

　
豊
か
な
才
能
を
存
分
に
発
揮
し
、多
大

な
る
功
績
を
残
し
た
主
計
は
、１
９
８
０

（
昭
和
55
）年
、75
歳
の
生
涯
を
閉
じ
た
。

甲州市・向嶽寺にある「花かげの碑」（右）、左は師事した西條八十の歌碑

童謡「花かげ」が題材となった切手
（個人蔵）

やまなしの
偉人たち

37

各
分
野
で
発
揮
さ
れ
た

豊
か
な
才
能

小
学
校
の
教
員
を
経
て
大
学
へ

中
央
詩
壇
で
活
躍

代
表
作「
花
か
げ
」の
誕
生
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