
２２０１４．６ 広報なかの

童謡・唱歌のふるさと中野市
～故郷、朧月夜、カチューシャの唄誕生 １００ 周年～

　
ふ
と
口
ず
さ
む
「
あ
の
歌
」、
歌
え

ば
そ
の
情
景
を
思
い
描
く
「
こ
の
歌
」

―
。
童
謡
・
唱
歌
に
は
、
日
本
人
の
心

に
染
み
込
む
よ
う
な
力
が
あ
り
ま
す
。

　
中
野
市
が
生
ん
だ
二
人
の
偉
大
な

音
楽
家
「
高
野
辰
之
」
と
「
中
山
晋

平
」
が
作
詞
・
作
曲
し
た
童
謡
・
唱
歌

は
、
文
化
庁
と
公
益
社
団
法
人
日
本
Ｐ

Ｔ
Ａ
全
国
協
議
会
が
平
成
１８
年
に
行
っ

た
「
親
子
で
歌
い
つ
ご
う 

日
本
の
歌

百
選
」
に
、
全
体
の
約
１
割
と
な
る
１１

曲
が
入
り
ま
し
た
。

　
日
本
人
に
と
っ
て
無
く
て
は
な
ら
な

い
歌
―
。
そ
ん
な
歌
を
作
っ
た
二
人
の

代
表
曲「
故
郷
」「
朧
月
夜
」「
カ
チ
ュ
ー

シ
ャ
の
唄
」
が
本
年
で
誕
生
１
０
０
周

年
を
迎
え
ま
す
。
単
な
る
「
そ
の
時
代

の
流
行
歌
」
で
は
な
い
、
未
だ
に
歌
い

継
が
れ
る
理
由
が
こ
の
歌
に
は
あ
る
の

で
す
。

　
二
人
が
生
ま
れ
育
ち
、
音
楽
家
の
原

点
と
な
っ
た
こ
の
中
野
市
。
周
り
を
見

れ
ば
、
１
０
０
年
前
と
変
わ
ら
な
い
雄

大
な
自
然
が
あ
り
、
誰
も
が
思
い
描
く

「
日
本
の
ふ
る
さ
と
」
が
広
が
っ
て
い

ま
す
。

　
か
の
山
、
か
の
川
、
菜
の
花
畑
―
。

高
野
辰
之
は
ど
ん
な
風
景
を
思
い
描
き

「
故
郷
」「
朧
月
夜
」
を
作
詞
し
た
の
で

し
ょ
う
か
―
。
ま
た
、
中
山
晋
平
は
ど

の
よ
う
な
思
い
で
「
カ
チ
ュ
ー
シ
ャ
の

唄
」
を
作
曲
し
た
の
で
し
ょ
う
か
―
。

　
さ
あ
、「
故
郷
」「
朧
月
夜
」「
カ
チ
ュ
ー

シ
ャ
の
唄
」
を
口
ず
さ
ん
で
み
ま
し
ょ

う
。
そ
こ
に
は
き
っ
と
、
自
分
だ
け
の

心
の
情
景
が
浮
か
び
上
が
る
は
ず
で
す
。



3 ２０１４．６広報なかの

　「朧月夜」は故郷と同じく、「尋常小学唱歌（六）」に掲載されました。作詞者の辰之は、下水内高等
小学校（現飯山市役所の場所）から下校途中の辺りに咲き乱れる「菜の花」を歌に詠んだとされています。
　しかし、当時学校までの通学距離約 １１㎞の間であちこちに栽培されており、具体的な場所は特定さ
れていません。また、辰之が幼い頃よく遊んだとされる眞

し ん ぽ う じ

宝寺にある鐘楼が、曲中の「鐘の音」と言わ
れていますが、同じ北永江の天

て ん し ょ う じ

正寺（生家から３分程度辰之生家の菩提寺）だとする説もあります。

▲春の永江地区には、菜の花が咲き
誇る景色が広がります

▲曲中の「鐘の音」と言われ
ている眞宝寺の鐘楼

作
詞
／
高
野
辰
之

作
曲
／
岡
野
貞
一

朧
月
夜
（
お
ぼ
ろ
づ
き
よ
）

菜
の
花
畑
に
　
入
り
日
う
す
れ

見
わ
た
す
山
の
は
　
か
す
み
深
し

春
風
そ
よ
ふ
く
　
空
を
見
れ
ば

夕
月
か
か
り
て
　
に
お
い
あ
わ
し

里
わ
の
ほ
か
げ
も
　
森
の
色
も

田
中
の
小
道
を
　
た
ど
る
人
も

か
わ
ず
の
鳴
く
音
も
　
か
ね
の
音
も

さ
な
が
ら
か
す
め
る
　
お
ぼ
ろ
月
夜

　「カチューシャの唄」は、大正３（1914）年３月、島村抱月と松
ま つ い

井須
す ま こ

磨子の芸術座第３回公演に上演
されたトルストイ原作「復活」の劇中歌です。「学校の唱歌でも困るし、教会の讃美歌でも困る。西洋
の音楽と日本の民謡の中間を…」との抱月の難しい注文に、晋平は呻

し ん ぎ ん

吟するばかりでした。曲の途中で
民謡の囃子言葉のように「ララ」と扱って、曲全体を引き締めているのが特徴で、数千枚売れれば大当
たりと言われた当時で 2万枚以上を売り上げたという説もあるほど、空前の大ヒット曲となりました。

▲記念館敷地内にカチュ
ーシャの像があります

作
詞
／
島し

ま
む
ら村
抱ほ

う
げ
つ月

　
　
　
相そ

う

ま馬
御ぎ

ょ
ふ
う風

作
曲
／
中
山
晋
平

カ
チ
ュ
ー
シ
ャ
の
唄（
う
た
）

カ
チ
ュ
ー
シ
ャ
か
わ
い
や

わ
か
れ
の
つ
ら
さ

せ
め
て
淡
雪
　
と
け
ぬ
間
と

神
に
願
い
を
（
ラ
ラ
）
か
け
ま
し
ょ
か

カ
チ
ュ
ー
シ
ャ
か
わ
い
や

わ
か
れ
の
つ
ら
さ

今
宵
一
夜
に
　
降
る
雪
の

明
日
は
野
山
の
（
ラ
ラ
）
路
か
く
せ

カ
チ
ュ
ー
シ
ャ
か
わ
い
や

わ
か
れ
の
つ
ら
さ

せ
め
て
又
逢
う
　
そ
れ
ま
で
は

お
な
じ
姿
で
（
ラ
ラ
）
い
て
た
も
れ

カ
チ
ュ
ー
シ
ャ
か
わ
い
や

わ
か
れ
の
つ
ら
さ

つ
ら
い
わ
か
れ
の
　
涙
の
ひ
ま
に

風
は
野
を
吹
く
（
ラ
ラ
）
日
は
く
れ
る

カ
チ
ュ
ー
シ
ャ
か
わ
い
や

わ
か
れ
の
つ
ら
さ

ひ
ろ
い
野
原
を
　
と
ぼ
と
ぼ
と

ひ
と
り
出
て
い
く
（
ラ
ラ
）
あ
す
の
旅

　文部省唱歌「故郷」は、「尋常小学唱歌（六）」（大正３（1914）年文部省）に初めて掲載されました。
　作詞者の高野辰之と作曲者の岡野貞一は、ともに東京音楽学校教授と文部省小学校唱歌教科書編

へ ん さ ん

纂委
員を兼任し、多くの名作唱歌を世に送りました。市内に現存する作詞者が生まれ育った家の裏手には、
ウサギ追いを楽しんだ「かの山」が拡がり、反対側には小鮒を釣った「かの川」が流れています。

▲生家のある永江地区からは、かの
山（熊坂山・大平山）が望めます
◀ふるさと橋のたもとには、かの川（班
川）に沿って、遊歩道があります

作
詞
／
高
野
辰
之

作
曲
／
岡お

か

の野
貞て

い
い
ち一

故
郷
（
ふ
る
さ
と
）

う
さ
ぎ
追
い
し
　
か
の
山

小
ぶ
な
つ
り
し
　
か
の
川

夢
は
今
も
　
め
ぐ
り
て

忘
れ
が
た
き
　
ふ
る
さ
と

い
か
に
い
ま
す
　
父
母

つ
つ
が
な
し
や
　
友
が
き

雨
に
風
に
　
つ
け
て
も

思
い
い
づ
る
　
ふ
る
さ
と

志
を
　
果
た
し
て

い
つ
の
日
に
か
　
帰
ら
ん

山
は
青
き
　
ふ
る
さ
と

水
は
清
き
　
ふ
る
さ
と

※QRコードを読み込むとメロディーが流れます。


