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特集―夕焼小焼と八王子

児
童
文
学
と
の
出
会
い

　

中
村
雨
紅
は
本
名
を
高
井
宮
吉

と
い
い
、
１
８
９
７
（
明
治
30
）

年
１
月
７
日
、
宮
尾
神
社
宮
司
で

あ
っ
た
高
井
丹
吾
、
シ
キ
の
三
男

と
し
て
、
神
社
の
社
務
所
で
生
ま

れ
ま
し
た
。
生
ま
れ
た
直
後
に
泣

か
な
か
っ
た
の
で
、
無
事
育
つ
か

分
か
ら
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
出

生
届
は
遅
れ
て
２
月
６
日
に
出
さ

れ
て
い
ま
す
。

　

１
９
０
９
年
に
上
恩
方
尋
常
小

学
校
（
現
恩
方
第
二
小
学
校
）
を

卒
業
。
そ
し
て
１
９
１
１
年
に
恩

方
村
報
恩
高
等
小
学
校
を
卒
業
し

て
い
ま
す
。
１
９
１
６
（
大
正

八
王
子
の
み
な
ら
ず
、
日
本
中
、
さ
ら
に
は
世
界
に
ま
で
そ
の
メ
ロ
デ
ィ
が
知
ら
れ
て
い
る
童
謡

「
夕
焼
小
焼
」。
こ
の
曲
を
作
詞
し
た
の
は
恩
方
に
生
ま
れ
た
詩
人
・
童
謡
作
家
の
中
村
雨
紅
で
す
。

日
本
の
夕
景
を
、
こ
れ
ほ
ど
ま
で
端
的
に
、
き
れ
い
に
映
し
出
し
た
表
現
は
、
い
か
に
し
て
生
ま
れ

た
の
で
し
ょ
う
か
。
雨
紅
の
生
い
立
ち
と
と
も
に
、
関
係
す
る
方
々
の
証
言
か
ら
読
み
解
き
ま
す
。

―
恩
方
で
生
ま
れ
た
名
曲
の
秘
密

中
村
雨
紅
の
見
た

 
夕
景
を
辿
っ
て

５
）
年
に
東
京
府
立
青
山
師
範
学

校
を
卒
業
後
、
東
京
府
北
豊
島
郡

日
暮
里
町
の
第
二
日
暮
里
小
学
校

の
教
師
に
な
り
ま
し
た
。
20
歳
の

と
き
に
、
お
ば
の
家
で
あ
る
中
村

家
の
養
子
に
な
り
、
翌
年
、
開
校

し
た
ば
か
り
の
第
三
日
暮
里
小
学

校
に
転
勤
し
ま
す
。

　

師
範
学
校
で
学
ん
だ
理
想
を
抱

い
て
教
師
の
道
を
進
ん
だ
雨
紅
で

す
が
、
子
ど
も
た
ち
の
現
実
は
そ

の
理
想
と
は
か
け
離
れ
た
す
さ
ん

だ
も
の
で
し
た
。
日
暮
里
小
学
校

で
対
峙
し
た
の
は
、
近
所
の
火
葬

場
に
オ
モ
ラ
イ
に
行
く
た
め
に
授

業
中
に
い
な
く
な
っ
た
り
、
牛
肉

や
葱
を
盗
ん
で
は
生
の
ま
ま
校
庭

の
片
隅
で
食
べ
た
り
な
ど
す
る
貧

し
い
子
ど
も
た
ち
。
そ
ん
な
児
童

を
前
に
、
道
徳
心
や
豊
か
な
感
受

性
、
情
操
教
育
の
必
要
を
感
じ
る

よ
う
に
な
り
、
こ
の
こ
ろ
か
ら
学

級
文
集
や
童
話
の
執
筆
を
始
め
る

よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

当
時
は
「
赤
い
鳥
」
や
「
金
の

船
」（
後
に
「
金
の
星
」
に
改
称
）

な
ど
の
児
童
文
芸
雑
誌
が
次
々
生

ま
れ
て
い
た
時
代
。
１
９
２
１
年

に
雨
紅
が
高
井
宮
の
ペ
ン
ネ
ー
ム

で
「
金
の
船
」
に
投
稿
し
た
童
謡

「
お
星
さ
ん
」、
童
話
「
お
別
れ
の

先
生
の
話
」
が
童
謡
詩
人
の
野
口

雨
情
に
絶
賛
さ
れ
、
雨
紅
は
大
い

に
喜
び
ま
す
。

　

こ
れ
が
遠
因
と
な
っ
た
の
か
、

ペ
ン
ネ
ー
ム
は
高
井
宮
か
ら
中
村

雨
紅
に
置
き
換
え
ら
れ
ま

す
。
ち
な
み
に
「
雨
」
の

字
は
、
慕
っ
て
い
た
野
口

雨
情
の
名
前
か
ら
１
字
を

も
ら
い
、「
紅
」
は
そ
れ
に
染

ま
る
、
似
通
う
と
い
う
意
味
を

込
め
、
当
時
の
姓
の
中
村
の
下

に
つ
け
た
と
い
い
ま
す
。

「
夕
焼
小
焼
」
誕
生

　

雨
紅
が
日
暮
里
小
学
校
で
教

壇
に
立
っ
て
い
た
こ
ろ
、
恩
方

地
域
に
バ
ス
は
ま
だ
通
っ
て
お

ら
ず
、
実
家
に
帰
る
た
め
に
は

八
王
子
駅
か
ら
４
里
、
16
キ
ロ

メ
ー
ト
ル
の
道
を
歩
い
て
い
ま

し
た
。
道
す
が
ら
、
ち
ょ
う
ど

◀
師
範
学
校
時
代
に
描
い
て
い
た
ス
ケ
ッ
チ

▶
師
範
学
校
で
教
授
法
を
ま
と
め
た
ノ
ー
ト

▶
中
村
雨
紅

　（
八
王
子
市
郷
土
資
料
館
所
蔵
）
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陣
馬
街
道
の
切
通
し
辺
り
で
日
が

暮
れ
て
、
家
路
に
つ
く
子
ど
も
た

ち
の
姿
と
と
も
に
、
恩
方
方
面
に

夕
焼
け
が
見
え
た
こ
と
が
あ
っ
た

そ
う
で
、
こ
の
情
景
が
「
夕
焼
小

焼
」
の
原
風
景
に
な
っ
た
と
後
に

雨
紅
は
語
っ
て
い
ま
す
。

　
「
夕
焼
小
焼
」
が
完
成
し
た
の

は
１
９
１
９
（
大
正
８
）
年
こ
ろ
。

草
川
信
が
作
曲
し
、
世
に
出
た
の

は
１
９
２
３
年
な
の
で
す
が
、
直

後
に
起
こ
っ
た
関
東
大
震
災
に
よ

り
、
せ
っ
か
く
出
版
し
た
楽
譜
は

ほ
と
ん
ど
焼
け
て
し
ま
い
ま
す
。

こ
の
と
き
、
わ
ず
か
に
残
っ
た
13

部
ば
か
り
の
楽
譜
を
元
に
、
同
年

に
結
婚
し
た
千
代
子
の
妹
、
下
田

梅
子
が
オ
ル
ガ
ン
で
弾
い
て
歌
い

継
ぎ
、
人
か
ら
人
へ
口
コ
ミ
で
広

め
ら
れ
て
い
き
ま
し
た
。

　
「
夕
焼
小
焼
」
を
発
表
し
た
こ

ろ
は
、
中
村
雨
紅
の
身
辺
で
も
大

き
な
変
化
が
あ
り
ま
し
た
。
千
代

子
と
の
結
婚
で
、
中
村
家
と
の
養

子
縁
組
が
解
消
し
、
姓
は
高
井
に

戻
り
ま
す
。
１
９
２
４
年
に
は
長

男
の
喬
が
誕
生
。

１
９
２
６
年
に
日

本
大
学
高
等
師
範

部
を
卒
業
し
、
神

奈
川
県
立
厚
木
実

科
高
等
女
学
校

（
現
厚
木
東
高
校
）

の
教
師
と
な
っ
て

厚
木
に
引
っ
越
し
ま
す
。
雨
紅
は

高
校
の
国
語
教
師
と
し
て
、
１
９

４
９
（
昭
和
24
）
年
に
52
歳
で
退

職
す
る
ま
で
教
壇
に
立
ち
続
け
ま

し
た
。

　

１
９
２
７
年
に
は
長
女
の
緑
が

誕
生
し
た
の
で
す
が
、
終
戦
後
の

混
沌
と
し
た
時
代
だ
っ
た
１
９
４

６
年
、
長
男
の
喬
が
22
歳
の
若
さ

で
急
逝
し
て
し
ま
い
ま
す
。
悲
痛

な
出
来
事
を
抱
え
な
が
ら
も
、
雨

紅
は
作
品
を
発
表
し
続
け
ま
す
。

中
村
雨
紅
の
人
柄

　

中
村
雨
紅
が
大
叔
父
に
あ
た
る

と
い
う
導

愛
子
さ
ん
は
、
小
学

生
の
こ
ろ
に
よ
く
恩
方
の
家
に
来

て
い
た
雨
紅
の
姿
を
鮮
明
に
覚
え

て
い
ま
す
。

　
「
雨
紅
さ
ん
は
ぶ
っ
き
ら
ぼ
う

▲�中村雨紅直筆の「夕焼小焼」の歌詞
（上）と「夕焼小焼」の原稿（下）
（八王子市郷土資料館所蔵）

中
村
雨
紅 

作
品
集
１

お
星
さ
ん

キ
ラ
キ
ラ　

お
星
さ
ん

ゆ
ふ
べ
も　

キ
ラ
キ
ラ

こ
ん
や
も　

キ
ラ
キ
ラ

御
苦
労
様
よ

（
１
９
２
１
年
「
金
の
船
」
２
月
号
掲
載
）

ふ
る
里
と
母
と

今
も
帰
れ
ば
ふ
る
里
の

岡
に
残
る
よ
傘
松
よ

村
の
は
ず
れ
の
閻
魔
堂

　

ネ
ン
ネ
コ　

サ
ラ
サ
ラ　

ト
ン
ト
ロ
リ

　

川
の
瀬
音
も
子
守
歌
。

お
い
し
そ
う
で
も
蛇
苺

き
れ
い
な
実
で
も
牛
殺
し

そ
の
葉
取
る
な
よ
実
を
取
る
な

　

い
つ
も
や
さ
し
く
あ
た
た
か
く

　

今
も
聞
え
る
母
の
声
。

（
１
９
６
５
年
作
、『
日
本
詩
謡
集
１
９
６
７
年
版
』
に

発
表
。
１
９
６
８
年
、
海
沼
実
作
曲
）
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で
、
気
取
ら
な
い
、
気
さ

く
な
方
で
し
た
。
厚
木
に

い
た
と
き
も
、
ち
ょ
く

ち
ょ
く
家
に
来
て
、
10
日

く
ら
い
泊
ま
っ
て
い
ま
し

た
よ
。
玄
関
か
ら
で
な
く

裏
口
か
ら
、
着
替
え
を
風

呂
敷
に
包
ん
で
入
れ
た

竹
竿
を
か
つ
い
で
き
て

『
お
ー
い
、
俺
が
来
た
ぞ
。

誰
か
い
ね
ぇ
の
か
ぁ
』
な

ん
て
言
っ
て
ね
。
出
し
た

食
事
を
『
う
ま
い
、
う
ま

い
』
っ
て
お
い
し
そ
う
に

食
べ
て
い
た
の
も
よ
く
覚
え
て
い

ま
す
」

　

ま
た
、
家
に
あ
っ
た
ツ
バ
メ
の

巣
か
ら
ひ
な
が
落
ち
た
と
き
は
巣

に
戻
し
て
あ
げ
た
り
、
庭
に
柿
の

実
が
で
き
た
際
は
「
柿
の
実
、
全

部
採
る
な
よ
。
鳥
の
た
め
に
と
っ

て
お
け
よ
」
と
導

さ
ん
に
忠
言

す
る
な
ど
、
自
然
を
愛
し
た
人
で

も
あ
り
ま
し
た
。「
雨
紅
さ
ん
と

い
え
ば
、
や
は
り
優
し
く
し
て
く

れ
た
印
象
が
あ
り
ま
す
ね
」
と
振

り
返
る
導

さ
ん
。

　

導

さ
ん
に
よ
る
と
、
恩
方
で

の
雨
紅
は
、
も
の
思
い
に
ふ
け
っ

て
目
の
前
の
山
を
眺
め
、
栗
拾
い

や
野
菜
採
り
、
飼
っ
て
い
た
山
羊

夕
焼
小
焼
の
碑

　
「
口
数
が
少
な
く
て
、
自
分
の

こ
と
を
話
す
の
が
大
嫌
い
。
何
か

話
す
と
き
に
も
ボ
ソ
ッ
と
話
し
て

い
て
ね
」
と
導

さ
ん
が
語
る
よ

う
に
、
雨
紅
は
周
囲
に
自
分
の
こ

と
を
あ
ま
り
多
く
は
語
ら
な
か
っ

た
よ
う
で
す
。
厚
木
で
教
師
を
し

て
い
た
際
に
は
、
自
ら
「
中
村
雨

紅
」
の
名
前
を
出
さ
な
か
っ
た
た

め
、
ほ
と
ん
ど
の
生
徒
が
退
職
し

た
あ
と
で
「
夕
焼
小
焼
」
の
作
詞

者
と
知
っ
た
と
い
う
ほ
ど
。

　

終
戦
か
ら
10
年
後
、
地
元
の
恩

方
地
域
で
も
だ
ん
だ
ん
と
雨
紅
の

こ
と
を
知
る
人
が
少
な
く
な
っ
て

い
た
こ
ろ
、
雨
紅
の
こ
と
を
慕
う

恩
方
地
域
の
メ
ン
バ
ー
に
よ
り
発

足
し
た
の
が
「
雨
紅
会
」
と
い
う

グ
ル
ー
プ
で
す
。

　

雨
紅
会
の
代
表
を
務
め
た
の

は
、
古
く
か
ら
関
わ
り
の
あ
っ
た

小
川
又
一
郎
さ
ん
で
し
た
。
青
山

師
範
学
校
で
雨
紅
と
同
期
だ
っ
た

松
崎
六
三
郎
さ
ん
、
合
併
前
の
恩

方
村
村
長
を
務
め
て
い
た
尾
崎
知

三
さ
ん
、
恩
方
の
文
化
活
動
に
関

わ
っ
て
い
た
菱
山
栄
一
さ
ん
ら
と

と
も
に
、
中
村
雨
紅
が
還
暦
と

の
乳
を
飲
ん
だ
り
し
て
、
の
ん
び

り
過
ご
し
て
い
た
と
い
い
ま
す
。

雨
紅
に
と
っ
て
、
故
郷
の
恩
方

は
、
心
安
ら
ぐ
場
で
も
あ
っ
た
の

で
し
ょ
う
。

　

導

さ
ん
は
「
恩
方
に
住
み
た

い
、
住
み
た
い
、
と
よ
く
言
っ
て

い
ま
し
た
ね
。
こ
こ
に
墓
を
残
し

た
い
、
と
も
よ
く
言
っ
て
い
ま
し

た
」
と
振
り
返
り
ま
す
。

　

恩
方
を
愛
し
、
八
王
子
を
愛
し

た
雨
紅
は
、
市
内
で
は
母
校
の
恩

方
第
二
小
学
校
を
は
じ
め
、
恩
方

第
一
小
学
校
、
恩
方
中
学
校
、
さ

ら
に
は
上
川
口
小
学
校
、
第
十
小

学
校
、
陶
鎔
小
学
校
の
校
歌
も
作

詞
し
て
い
ま
す
。

▲導 愛子さんと勝利さん

中
村
雨
紅 

作
品
集
２

十
か
十
一
残
し
と
け

柿
の
実
と
る
な
ら
皆
と
る
な

十
か
十
一
残
し
と
け

毎
年
よ
く
来
る
仲
よ
し
の

あ
の
鵯

ひ
よ
ど
りが
来
る
だ
ろ
う

今
年
も
食
べ
に
来
る
だ
ろ
う
。

柿
の
実
熟
れ
た
ぞ
熟
し
た
ぞ

と
ろ
け
て　

ほ
っ
ぺ
が
飛
ぶ
よ
う
に

残
し
て
お
い
た
ぞ
鵯
よ

食
べ
て　

ピ
ヨ
ピ
ヨ
笛
吹
い
て

遊
ん
で
行
け
よ　

鵯
よ
。

狭
い
庭
で
は
あ
る
け
れ
ど

た
っ
た
一
本
伸
び
て
い
る

私
と
柿
と
鵯
と

秋
の
夕
日
の
茜
雲

今
日
も
楽
し
い
日
が
過
ぎ
る
。

（
１
９
６
８
年
11
月
作
。
斎
藤
高
順
作
曲
。
詩
と
音
楽
の

会
編
『
新
し
い
日
本
の
歌
』
に
掲
載
）
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な
っ
た
１
９
５
６
年
、
宮
尾
神
社

に
「
夕
焼
小
焼
の
碑
」
を
建
立
し

ま
す
。
宮
尾
神
社
は
雨
紅
の
生
家

で
あ
り
、
碑
が
建
っ
た
の
は
ま
さ

に
彼
の
部
屋
の
あ
っ
た
場
所
だ
っ

た
そ
う
で
す
。
こ
れ
に
よ
り
、
恩

方
と
「
夕
焼
小
焼
」
の
イ
メ
ー
ジ

が
結
び
付
き
、
広
く
世
に
知
ら
れ

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

除
幕
式
に
は
新
聞
や
ラ
ジ
オ
な

ど
の
メ
デ
ィ
ア
が
大
挙
し
て
訪

れ
、
恩
方
地
域
は
大
変
な
に
ぎ
わ

い
に
。
雨
紅
は
「
こ
ん
な
立
派
な

碑
を
建
て
て
も
ら
っ
た
ら
、
墓
な

ど
い
ら
な
い
」
と
涙
し
た
そ
う

で
、
お
返
し
に
「
恩
方
音
頭
」
を

作
詞
、
恩
方
文
化
を
大
い
に
盛
り

上
げ
ま
す
。
こ
の
と
き
つ
く
ら
れ

た
「
恩
方
音
頭
」
は
、
い
ま
で
も

恩
方
地
区
の
イ
ベ
ン
ト
で
使
用
さ

れ
て
い
ま
す
。

　

１
９
７
１
年
11
月
、
雨
紅
は

厚
木
病
院
に
入
院
し
ま
す
。
恩

方
か
ら
お
見
舞
い
の
方
が
来
る

と
、
ベ
ッ
ド
の
上
で
「
毎
日
（
丹

沢
の
向
こ
う
の
）
恩
方
の
ほ
う
を

眺
め
て
い
る
よ
」
と
言
っ
て
い
た

そ
う
で
す
。
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
恩

方
に
想
い
を
寄
せ
続
け
て
い
た
雨

紅
は
、
翌
年
の
５
月
８
日
、
75
歳

で
亡
く
な
り
ま
し
た
。
葬
儀
は
厚

木
、
埋
葬
式
は
恩
方
で
行
わ
れ
、

生
前
の
希
望
通
り
、
恩
方
の
地
に

埋
葬
さ
れ
ま
し
た
。

恩
方
に
生
き
る�

�
�

中
村
雨
紅

　

宮
尾
神
社
に
「
夕
焼
小
焼
」
の

碑
を
建
て
た
小
川
又
一
郎
さ
ん

は
、
建
碑
の
際
に
よ
り
良
い
石
を

探
し
に
埼
玉
県
ま
で
足
を
運
び
、

大
き
な
根
府
川
石
を
選
ん
で
き
た

ほ
ど
の
力
の
入
れ
よ
う
で
し
た
。

そ
の
後
も
宮
尾
神
社
の
ふ
も
と

の
「
夕
焼
小
焼
」
バ
ス
停
設
置
や

戦
時
中
に
供
出
さ
れ
た
興
慶
寺
の

鐘
の
復
元
に
も
尽
力
し
ま
す
。
ま

た
、
１
９
７
０
年
に
は
、
ぜ
ひ
残

し
て
お
き
た
い
と
い
う
雨
紅
の
想

い
を
受
け
止
め
、
興
慶
寺
に
「
ふ

る
里
と
母
と
」
の
碑
も
建
て
て
い

ま
す
。

　

そ
ん
な
姿
を
見
て
い
た
息
子
の

洸
太
郎
さ
ん
は
、「
雨
紅
さ
ん
は

人
が
良
い
お
じ
さ
ん
だ
っ
た
。
大

人
し
く
て
自
分
か
ら
し
ゃ
し
ゃ
り

出
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
時
に

は
ひ
ょ
ひ
ょ
っ
と
面
白
い
こ
と
を

言
う
人
だ
っ
た
」
と
振
り
返
り
ま

す
。
雨
紅
の
人
柄
を
語
る
と
き
、

多
く
の
方
が
口
に
す
る
「
人
の
良

さ
」
は
、
小
川
又
一
郎
さ
ん
の
よ

う
に
、
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
恩
方
に

住
む
方
々
の
人
柄
の
表
れ
で
も
あ

る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

没
後
、
中
村
雨
紅
の
語
り
部
と

し
て
活
動
し
て
い
た
の
は
導

愛

子
さ
ん
の
母
、
リ
ヨ
さ
ん
で
し

た
。
Ｔ
Ｖ
や
新
聞
な
ど
、
さ
ま
ざ

ま
な
メ
デ
ィ
ア
に
向
け
て
、
50
年

に
わ
た
っ
て
「
夕
焼
小
焼
」
や
中

村
雨
紅
に
つ
い
て
解
説
し
続
け
て

き
ま
し
た
。
身
体
が
悪

く
な
っ
て
も
対
応
し
続

け
て
き
た
と
い
う
そ
の
姿
か
ら

は
、
雨
紅
に
対
す
る
強
い
思
い

と
、
語
り
継
ご
う
と
す
る
強
い
意

志
が
感
じ
ら
れ
ま
す
。

　

中
村
雨
紅
が
夕
暮
れ
時
の
陣
馬

街
道
の
様
子
を
思
い
起
こ
し
て
描

い
た
１
編
の
詩
「
夕
焼
小
焼
」。

そ
れ
は
た
だ
単
に
陣
馬
街
道
の
夕

陽
の
景
色
を
切
り
取
っ
た
だ
け
の

歌
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
時
を
経

て
、
恩
方
地
域
は
中
村
雨
紅
の
見

た
風
景
と
は
だ
い
ぶ
変
わ
っ
て
き

ま
し
た
が
、
雨
紅
が
残
し
た
「
夕

焼
小
焼
」
は
、「
夕
焼
」
を
一
度

は
見
た
こ
と
の
あ
る
誰
も
が
心
に

描
い
て
い
る
普
遍
的
な
風
景
を
切

り
取
っ
て
い
ま
す
。

　

毎
日
、
市
内
で
流
れ
る
あ
の
曲

は
、
だ
か
ら
こ
そ
多
く
の
人
に

と
っ
て
聞
き
な
じ
み
の
あ
る
曲
と

な
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
そ
ん
な
素
敵
な
曲
の
ル
ー
ツ

が
八
王
子
、
恩
方
に
あ
る
こ
と
。

そ
の
こ
と
が
今
も
残
る
碑
や
作

品
、
そ
し
て
導

さ
ん
や
小
川
さ

ん
の
よ
う
な
雨
紅
を
慕
う
恩
方
の

方
々
に
よ
っ
て
引
き
継
が
れ
て
い

る
の
で
す
。

▲「夕焼小焼」の碑の除幕式（八王子市郷土資料館所蔵）

▶小川洸太郎さん

◀�

雨
紅
が
よ
く
座
っ
て
い
た
小
川
家
の

縁
側
を
前
に
す
る
洸
太
郎
さ
ん

▶�

除
幕
式
に
配
ら
れ
た
手

ぬ
ぐ
い
（
復
刻
版
）
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特集―夕焼小焼と八王子

恩方で生まれた名曲「夕焼小焼」。メロディや詩が刻まれた石碑、
彫刻作品など、形はさまざまですが、市内には作品世界を体感でき
るゆかりの地がたくさんあります。多くの市民の心に残る名曲は、
こうして時代をつないできたのです。ここではテーマに沿って「夕
焼小焼」にまつわる場所をご紹介します。あなたも身近な「夕焼小
焼」を探してみませんか（地図は本誌Ｐ８、９参照）。

鐘

▲心源院の梵鐘

▶
興
慶
寺
の
梵
鐘

　
「
夕
焼
小
焼
」
の
歌
詞
に
あ
る
「
山
の
お
寺

の
鐘
」
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
実
は
明
確
な
答

え
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
も
戦
争
の
た
め
に
１

９
４
３
年
、
恩
方
村
の
寺
の
鐘
は
す
べ
て
供
出

さ
れ
、
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
戦
後
、

20
年
以
上
の
時
を
経
て
、
ま
ず
観
栖
寺
で
梵
鐘

が
復
活
し
、
そ
の
後
宝
生
寺
、
興
慶
寺
な
ど
で

も
復
活
し
ま
し
た
。
陣
馬
街
道
か
ら
少
し
離
れ

た
高
台
の
上
に
あ
る
興
慶
寺
や
下
恩
方
町
の
心

源
院
の
梵
鐘
に
は
、
雨
紅
筆
の
歌
や
詩
が
刻
ま

れ
て
い
ま
す
。

　

興
慶
寺
に
は
、
梵
鐘
再
建
の
縁
を
つ
な
い
だ

と
こ
ろ
か
ら
、
１
９
７
０
年
に
「
ふ
る
里
と
母

と
」
の
詩
碑
が
建
て
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
詩
は

雨
紅
に
と
っ
て
も
思
い
入
れ
の
あ
る
も
の
で
し

た
（
本
誌
Ｐ
３
、
５
参
照
）。

「夕焼小焼」の
あるところ

　

市
内
で
は
毎
日
ど
こ
に
い
て
も
17

時
１
分
（
10
月
か
ら
２
月
は
16
時
）

に
な
る
と
、「
夕
焼
小
焼
」
の
曲
が

聞
こ
え
て
き
ま
す
。
こ
れ
は
災
害

時
に
市
民
に
向
け
て
発
信
さ
れ
る
防
災
行
政
無
線
の

機
能
点
検
の
た
め
、
毎
日
行
わ
れ
て
い
る
試
験
放
送

で
す
。
小
中
学
生
の
帰
宅
を
促
す
た
め
の
音
色
と
し

て
、
市
内
に
限
ら
ず
全
国
の
多
く
の
自
治
体
で
選
ば

れ
て
い
ま
す
。
八
王
子
市
民
に
と
っ
て
毎
日
決
ま
っ

た
時
刻
に
流
れ
る
メ
ロ
デ
ィ
は
、
ま
さ
に
お
な
じ
み

の
曲
で
す
。

　

市
内
で
１
日
中
「
夕
焼
小
焼
」
が
流
れ
る
場
所
と

い
え
ば
、
八
王
子
駅
の
発
着
ホ
ー
ム
が
あ
り
ま
す
。

２
０
０
５
年
12
月
25
日
か
ら
、
八
王
子
ゆ
か
り
の
曲

と
し
て
、
２
番
線
か
ら
６
番
線
ま
で
、
中
央
線
・
横

浜
線
そ
れ
ぞ
れ
の
ホ
ー
ム
発
着
の
際
に
使
用
さ
れ
て

い
ま
す
。

曲
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「
夕
焼
小
焼
」
を
イ
メ
ー
ジ
し
た
彫
刻
作
品
も
あ
り
ま
す
。

鶴
巻
橋
に
は
１
９
８
３
年
に
「
八
王
子
」
を
象
徴
し
た
彫
刻

が
設
置
さ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
な
か
の
１
つ
に
橋
本
次
郎
作

の
「
夕
や
け
小
や
け
」
像
が
あ
り
ま
す
。
か
す
り
の
着
物
を

着
た
小
さ
な
男
の
子
と
女
の
子
が
、
赤
と
ん
ぼ
を
追
い
な
が

ら
夕
焼
小
焼
の
空
を
眺
め
て
い
ま
す
。

　

雨
紅
の
実
家
、
宮
尾
神
社
の
麓
に
広
が
る
「
夕
や
け
小
や

け
ふ
れ
あ
い
の
里
」
で
は
、
そ
の
名
の
通
り
施
設
の
あ
ら
ゆ

る
と
こ
ろ
に
「
夕
焼
小
焼
」
と
い
う
名
前
が
つ
け
ら
れ
て
い
ま
す
（「
は

ち
と
ぴ
」
32
号
参
照
）。「
夕
焼
小
焼
」
バ
ス
停
か
ら
向
か
う
途
中
に
架
か

る
の
は
「
夕
焼
小
焼
橋
」。
園
内
に
は
中
村
雨
紅
の
展
示
を
備
え
た
「
夕

焼
小
焼
館
」
が
あ
る
な
ど
、
ま
さ
に
「
夕
焼
小
焼
」
一
色
で
す
。

　

そ
の
す
ぐ
近
く
に
は
中
村
雨
紅
（
高
井
家
）
の
墓
地
も
あ
り
ま
す
。
恩

方
で
は
、
い
ま
も
「
夕
焼
小
焼
」
の
面
影
が
色
濃
く
残
っ
て
い
る
の
で

す
。 その他

▲観栖寺の「夕焼の鐘」の碑

▲宝生寺の「夕焼小焼」の碑 ▲宮尾神社の「夕焼小焼」の碑

▼中村雨紅（高井家）の墓

　

日
本
全
国
で
「
夕
焼
小
焼
」
に
関

わ
る
碑
や
梵
鐘
は
全
部
で
15
基
以

上
。
も
の
の
本
に
よ
れ
ば
、
特
定
の

単
独
作
品
に
対
す
る
建
碑
の
最
高
記
録
と
も
い
わ

れ
、
八
王
子
市
を
は
じ
め
、
作
曲
者
草
川
信
の
故

郷
で
あ
る
長
野
県
、
雨
紅
が
教
鞭
を
と
っ
て
い
た

厚
木
や
日
暮
里
な
ど
に
も
碑
が
建
て
ら
れ
て
い
ま

す
。
そ
の
碑
の
ほ
と
ん
ど
が
雨
紅
の
直
筆
で
刻
ま

れ
て
い
る
の
が
特
徴
で
す
。

　

市
内
に
あ
る
「
夕
焼
小
焼
」
に
ま
つ
わ
る
碑
と

し
て
、
最
初
に
建
て
ら
れ
た
の
は
先
述
し
た
よ
う

に
雨
紅
が
存
命
の
１
９
５
６
年
、
宮
尾
神
社
の
も

の
で
し
た
。

　

続
い
て
観
栖
寺
で
は
、
鐘
の
再
建
に
合
わ
せ
て

「
夕
焼
の
鐘
」
の
碑
が
建
て
ら
れ
、
裏
面
に
雨
紅

の
歌
「
ふ
る
さ
と
は
み
な
懐
か
し
く
温
か
し
今
宵

も
聞
か
む
夕
焼
の
鐘
」
が
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。

　

宝
生
寺
に
は
、「
夕
焼
小
焼
」
の
詩
碑
だ
け
で

な
く
、
明
治
百
年
記
念
「
夕
や
け
小
や
け
の
鐘
」

の
碑
が
あ
り
、
楽
譜
も
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。

▶
鶴
巻
橋
の
「
夕
や
け
小
や
け
」
像

碑



8●❹鶴巻橋
　【場所】元本郷町
　橋上の松姫さまと茜空

●❸栃谷戸公園
　【場所】みなみ野５丁目29
　見上げれば、谷戸の向こうに日が暮れる

●❷長池公園（夕陽展望台）
　【場所】別所２丁目58
　黄昏の陽に照らされたニュータウン

●❶平の渡し跡
　【場所】平町
　秋の日の川面に染まる茜色



9●❽高尾山
　【場所】高尾町
　赤映えにうっすら浮かぶ富士の山

●❼南浅川橋
　【場所】長房町、東浅川町
　陽の沈む橋の向こうの武蔵陵

●❻西寺方ゆうやけ台公園
　【場所】西寺方町1019-326
　夏の午後、赤く染まった遊具たち

●❺追分交差点
　【場所】追分町
　冬至の日、甲州街道夕日射す
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市内で活躍する元気な団体・サークル・同好会を紹介するコーナーです。
活動内容やイベント情報など、編集部までお知らせください。

の市民団体紹介

※�

こ
こ
は
「
は
ち
と
ぴ
」
を
応
援
し
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
方
々
に
自
由
に
使
っ
て
い
た
だ
く

フ
リ
ー
ス
ペ
ー
ス
で
す
。
今
回
は
「
八
王
子
商
工
会
議
所
」
で
す
。

在
は
「
坂
田
喜
作
ふ
る
さ
と
恩
方
」
と

い
う
会
も
立
ち
上
げ
、
恩
方
の
風
景
を

描
き
続
け
る
画
家
、
坂
田
喜
作
さ
ん
の

絵
を
預
か
っ
て
、
グ
ッ
ズ
作
成
や
障
害

者
支
援
施
設
へ
の
絵
の
レ
ン
タ
ル
な
ど

を
企
画
し
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
は
「
夕

や
け
小
や
け
ふ
れ
あ
い
の
里
」
を
〝
日

本
の
童
謡
の
ふ
る
さ
と
〟
の
よ
う
な
場

所
に
で
き
な
い
か
と
思
い
描
く
な
ど
、

生
ま
れ
故
郷
、
恩
方
の
魅
力
を
発
信
す

る
夢
は
膨
ら
む
ば
か
り
。

　
「
恩
方
の
方
々
も
巻
き
込
ん
で
、
地

域
全
体
が
盛
り
上
が
っ
て
い
け
る
よ
う

な
仕
組
み
を
作
っ
て
い
き
た
い
」
と
抱

負
を
語
る
平
野
さ
ん
。
恩
方
を
元
気
に

す
る
取
り
組
み
に
、
あ
な
た
も
参
加
し

て
み
ま
せ
ん
か
。

地
域
を
元
気
に
、
み
ん
な
も
元
気
に

　

ふ
と
し
た
き
っ
か
け
で
「
Ｎ
Ｐ
Ｏ
21

世
紀
自
然
環
境
循
環
研
究
所
」
の
メ
ン

バ
ー
と
な
っ
た
平
野
浩
美
さ
ん
。
こ
れ

ま
で
環
境
問
題
に
特
化
し
て
い
た
会
の

活
動
内
容
に
障
害
者
支
援
と
地
域
活
性

化
を
加
え
て
、
理
事
就
任
に
伴
っ
て
、

２
０
２
１
年
４
月
に
新
た
に
発
足
し
た

の
が
「
夕
焼
け
小
焼
け
の
会
」
で
す
。

　
「
社
会
と
の
関
係
が
希
薄
で
、
限
ら

れ
た
社
会
の
中
で
生
活
し
て
い
る
障
害

者
の
方
々
に
、
た
だ
支
援
す
る
だ
け
で

な
く
、
自
立
し
て
活
躍
で
き
る
よ
う
な

場
を
提
供
で
き
な
い
か
」。
そ
う
考
え

た
平
野
さ
ん
は
、
地
域
が
元
気
に
な
ら

な
い
と
そ
の
受
け
皿
は
生
ま
れ
な
い
と

い
う
考
え
に
至
り
、
生
ま
れ
育
っ
た
恩

方
地
域
、
そ
し
て
中
村
雨
紅
に
目
を
向

け
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

２
０
２
２
年
か
ら
は
演
奏
者
だ
け
で

な
く
、
地
域
の
障
害
者
施
設
の
方
々
も

呼
ん
で
「
夕
焼
け
小
焼
け
音
楽
祭
」
や

「
ホ
タ
ル
の
夕
べ
音
楽
祭
」
な
ど
の
イ

ベ
ン
ト
を
開
催
し
、
恩
方
の
魅
力
を
ア

ピ
ー
ル
し
て
き
ま
し
た
。

　

会
の
メ
ン
バ
ー
は
５
人
と
い
う
少
人

数
で
、
で
き
る
こ
と
は
自
ず
と
限
ら
れ

て
し
ま
い
ま
す
が
、
活
動
を
通
し
て
知

り
合
っ
た
方
々
と
連
携
し
な
が
ら
次
々

と
会
の
活
動
を
増
や
し
て
い
ま
す
。
現

夕焼け小焼けの会◆連絡先：okiraku296tw@gmail.com
　　　　　090―1850―1788（平野）

▲夕焼け小焼け音楽祭のようす


