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も
の
ご
と
の
始
ま
り
や
終
わ
り
を

告
げ
る
と
き
に
は
合
図
が
い
る
。
禅

の
修
行
で
は
、
鈴
の
音
で
起
床
を
知

ら
せ
る
「
振
鈴
」
や
魚
の
形
を
し
た

木
の
板
を
叩
い
て
食
事
の
開
始
を
知

ら
せ
る
「

（
ほ
う
）」
が
あ
る
が
、

一
定
し
た
「
時
と
場
合
」
を
知
ら
せ

る
た
め
に
音
を
鳴
ら
す
と
い
う
行
為

が
、
そ
の
後
も
連
綿
と
続
い
た
。
軍

隊
や
学
校
生
活
、
日
本
の
会
社
な
ど

に
も
多
く
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
た
。

　
そ
こ
に
あ
る
日
、「
音
楽
」
と
い

う
メ
ロ
デ
ィ
や
情
緒
が
加
わ
っ
た
。

　
静
岡
県
浜
松
市
を
代
表
す
る
企
業

「
ヤ
マ
ハ
」
は
、
世
界
最
大
の
楽
器

メ
ー
カ
ー
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。

な
ん
で
も
、
こ
こ
の
工
場
の
始
業
、

正
午
、
終
業
な
ど
を
告
げ
る
合
図
が

「
音
楽
で
時
を
知
ら
せ
る
合
図
」
の

最
初
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
は
じ
め
は
ふ
つ
う
の
サ
イ
レ
ン
を

採
用
し
て
い
た
が
、
戦
後
、
そ
の
無

く
徒
歩
し
か
な
い
。
４
里
の
道
を
ト

ボ
ト
ボ
と
歩
い
て
い
る
と
、
日
の
長

い
夏
で
も
途
中
で
日
が
暮
れ
た
。
切

な
い
思
い
。
夕
焼
け
が
故
郷
の
山
々

を
真
っ
赤
に
染
め
上
げ
た
。

「
夕
焼
け
小
焼
け
で
日
が
暮
れ
て 

山
の
お
寺
の
鐘
が
鳴
る
」

「
恩
方
の
夕
暮
れ
は
当
時
、
日
本
の

ど
こ
に
で
も
あ
る
風
景
だ
っ
た
。
だ

か
ら
こ
そ
、
そ
れ
が
大
勢
の
人
々
の

共
感
を
呼
ん
だ
」。
中
村
雨
紅
の
遺

族
の
ひ
と
り
は
、
後
の
取
材
（『
朝

日
新
聞
』
多
摩
版
２
０
０
４
年
）
で
、

こ
う
答
え
て
い
る
。

　
八
王
子
市
は
、
童
謡
「
夕
焼
け
小

機
的
な
音
色
が
、
空
襲
警
報
や
災
害

警
報
な
ど
、
戦
時
下
の
嫌
な
思
い
出

を
連
想
さ
せ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
メ

ロ
デ
ィ
型
合
図
に
変
更
さ
れ
て
い
っ

た
と
い
う
の
だ
。

　
街
の
公
共
の
合
図
、
学
校
の
下
校

合
図
、
電
車
の
発
着
音
な
ど
、
メ
ロ

デ
ィ
型
合
図
は
い
ま
で
は
あ
た
り
ま

え
の「
街
の
音
色
」だ
。
も
ち
ろ
ん
、

さ
ま
ざ
ま
な
メ
ロ
デ
ィ
が
使
わ
れ
る

が
、こ
の
「
夕
焼
け
小
焼
け
」
ほ
ど
、

「
帰
宅
」
の
合
図
に
使
わ
れ
た
（
あ

る
い
は
使
わ
れ
て
い
る
）
曲
（
メ
ロ

デ
ィ
）
は
な
い
と
思
う
。

　
メ
ロ
デ
ィ
に
は
歌
詞
が
つ
く
。
そ

の
ま
ま
歌
詞
入
り
の
楽
曲
と
し
て
流

さ
れ
る
こ
と
は
少
な
い
に
し
て
も
、

合
図
と
し
て
の
メ
ロ
デ
ィ
を
聞
い
た

多
く
の
人
た
ち
は
、
そ
の
詞
の
世
界

か
ら
情
景
を
思
い
浮
か
べ
、
自
身
の

郷
愁
や
思
い
出
へ
と
投
影
す
る
。

　
１
８
９
７
年
（
明
治
30
）
生
ま
れ

の
中
村
雨
紅
（
う
こ
う
）
は
、
東
京

の
中
心
部
か
ら
電
車
で
一
時
間
半

（
当
時
の
時
間
）、
そ
こ
か
ら
さ
ら
に

４
里（
約
16
㎞
）
歩
く
、
東
京
の
西

端
に
位
置
す
る
、
恩
方
村
（
現
在
の

八
王
子
市
）
の
情
景
を
一
片
の
詞
に

託
し
た
。
そ
れ
が
、「
夕
焼
け
小
焼

け
」
で
あ
る
。

　
中
村
雨
紅
は
当
時
、
荒
川
区
日
暮

里
の
小
学
校
で
教
鞭
を
と
っ
て
い

た
。
雨
紅
は
、
14
歳
の
時
、
生
ま
れ

育
っ
た
恩
方
を
離
れ
た
。
東
京
中
心

部
で
過
ご
す
若
い
時
分
、
休
日
以
外

は
な
か
な
か
実
家
に
帰
れ
な
い
。
長

旅
で
実
家
に
帰
る
と
、
そ
の
安
心
感

か
ら
か
、
つ
い
長
居
を
し
て
し
ま
い

東
京
に
帰
る
時
間
が
遅
く
な
る
。
電

車
が
出
る
八
王
子
ま
で
は
バ
ス
も
な

八王子市の西部に位置する恩方地区の景観。

中村雨紅の生家、宮尾神社には
「夕焼け小焼け」の歌碑が建てられている。

焼
け
」
を
大
切
に
し
、
駅
の
発
着
メ

ロ
デ
ィ
に
採
用
し
た
。
ま
た
、
中
村

雨
紅
の
生
家
（
宮
尾
神
社
）
周
辺
に

「
夕
や
け
小
や
け
ふ
れ
あ
い
の
里
」

と
い
う
自
然
を
活
か
し
た
公
園
を
つ

く
り
、
そ
の
豊
か
な
想
像
力
と
成
果

を
偲
（
し
の
）
ん
で
い
る
。

　
現
在
、
八
王
子
か
ら
バ
ス
が
あ

り
、
恩
方
ま
で
は
、
約
30
分
で
行
く

こ
と
が
で
き
る
。
東
京
の
一
角
で
あ

る
が
、
と
て
も
東
京
と
は
思
え
な

い
、
い
や
、
日
本
の
中
心
で
あ
る
東

京
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
ん
な
郷
愁
を
誘

う
普
遍
的
な
景
色
が
生
ま
れ
る
の

か
。
そ
ん
な
思
い
に
と
ら
わ
れ
る
情

景
が
あ
る
。

「
私
の
童
謡
は
叙
情
的
な
も
の
ば
か

り
だ
が
、
現
実
に
材
を
得
た
も
の
で

も
、
あ
く
ま
で
も
叙
情
の
夢
を
盛
り

た
い
」（『
信
濃
毎
日
新
聞
』
１
９
５

９
年
）。
こ
れ
は
雨
紅
が
残
し
た
、

故
郷
を
慕
う
教
育
者
と
し
て
の
思
い

で
あ
る
。

（
中
丸
謙
一
朗
）

夕
刻
を
知
ら
せ
る
メ
ロ
デ
ィ
と
し
て
、多
く
の
地
域
で
馴
染
み
深
い
「
夕
焼
け
小
焼
け
」。

こ
の
歌
が
生
ま
れ
た
背
景
に
は
、あ
る一
人
の
教
師
が
愛
し
た
故
郷
の
景
色
が
あ
っ
た
。

故
郷
を
後
に
し
て
い
く
、

夕
暮
れ
時
の
切
な
い
思
い

歌
日
本
紀
行
第
7
回
「
夕
焼
け
小
焼
け
」 

「夕やけ小やけふれあいの里」にある
雨紅直筆の歌詞。

（作詞：中村雨紅　作曲：草川信）
夕焼け小焼け

夕焼け小焼けで 日が暮れて
山のお寺の鐘が鳴る
お手てつないで 皆帰ろう
烏と一緒に 帰りましょう
子供が帰った後からは
まるい大きなお月さま
小鳥が夢を 見る頃は
空にはきらきら 金の星

八
王
子
市
上
恩
方
町
に
あ
る
「
夕
や
け
小

や
け
ふ
れ
あ
い
の
里
」は
市
民
に
親
し
ま
れ

る
公
園
だ
。
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