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TOPICS

　
福
島
市
に
は
、昭
和
三
十
二
年
に
制
定
さ
れ
た「
福
島
市
名
誉
市
民
条

例
」が
あ
り
ま
す
。こ
の
条
例
は「
本
市
に
縁
故
の
あ
る
者
で
、広
く
社
会
文

化
の
流
行
に
尽
し
、市
民
が
郷
土
の
誇
り
と
し
て
深
く
尊
敬
に
値
す
る
と

認
め
る
者
を
、福
島
市
名
誉
市
民
に
推す
い
た
い戴
」す
る
も
の
で
す
が
、施
行
後
、

約
二
十
年
間
に
わ
た
り
名
誉
市
民
の
推
戴
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。昭
和

五
十
四
年
、福
島
市
出
身
で
あ
り
、昭
和
を
代
表
す
る
作
曲
家
で
あ
る
古

関
裕
而（
本
名
：
古
関
勇
治
）が
、作
曲
生
活
五
十
周
年
を
迎
え
る
と
と
も

に
、「
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
マー
チ
」「
栄
冠
は
君
に
輝
く
」「
ス
ポ
ー
ツ
シ
ョ
ー

行
進
曲
」な
ど
、誰
し
も
が
必
ず一
度
は
耳
に
し
た
こ
と
の
あ
る
、数
々
の
名

曲
を
世
に
送
り
、郷
土
福
島
を
広
く
紹
介
し
た
功
績
が
認
め
ら
れ
、初
の
名

誉
市
民
と
し
て
推
戴
さ
れ
ま
し
た
。

　
古
関
は
推
戴
式
で「
いつ
も
ふ
る
里
の
吾
妻
山
や
信
夫
山
、阿
武
隈
川

を
思
い
出
し
て
作
曲
し
て
き
ま
し
た
。福
島
市
に
生
ま
れ
育
っ
て
本
当
に

良
か
っ
た
。こ
れ
か
ら
も
作
曲
活
動
を
通
し
て
、市
の
た
め
仕
事
を
続
け
て

い
き
ま
す
。」と
述
べ
て
い
ま
す
。

　
そ
れ
か
ら
、三
十
年
以
上
が
経
ち
ま
す
が
、今
を
も
っ
て
も
福
島
市
名

誉
市
民
は
古
関
た
だ
一
人
で
あ
り
、そ
れ
だ
け
古
関
が
偉
大
な
存
在
で
あ

る
こ
と
が
う
か
が
い
知
れ
ま
す
。

　
平
成
二
十
一
年
八
月
に
古
関
裕
而
は
生
誕
一
〇
〇
年（
没
後
二
十
年
）を

迎
え
、福
島
市
で
は
様
々
な
顕
彰
事
業
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。J
R
福
島

駅
で
は
、新
幹
線
発
車
メ
ロ
ディ
が「
栄
冠
は
君
に
輝
く
」に
、在
来
線
発
車

メ
ロ
ディ
は「
高
原
列
車
は
行
く
」と
な
り
ま
し
た
。当
時
は
ど
う
し
て
こ
の

メ
ロ
ディ
が
流
れ
て
い
る
の
？
と
不
思
議
に
思
わ
れ
る
方
々
が
大
勢
い
ま
し

た
が
、今
で
は
福
島
の
玄
関
口
を
訪
れ
る
方
々
を
お
迎
え
す
る
、そ
し
て
福

島
か
ら
旅
立
つ
方
々
を
お
送
り
す
る
メ
ロ
ディ
と
し
て
定
着
し
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、J
R
福
島
駅
東
口
に
は
古
関
裕
而
生
誕
一
〇
〇
年
記
念
モ
ニュ

メ
ン
ト
が
設
置
さ
れ
て
い
ま
す
。時
報
と
と
も
に
古
関
メ
ロ
ディ
が
流
れ
、行

き
交
う
人
々
を
癒
す
と
と
も
に
、駅
前
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
多
く
の
市
民

に
親
し
ま
れ
て
い
ま
す
。

　
福
島
市
に
今
も
息
づ
く
古
関
メ
ロ
ディ
。福
島
が
生
ん
だ
昭
和
を
代
表

す
る
作
曲
家
・
古
関
裕
而
を
こ
こ
に
ご
紹
介
い
た
し
ま
す
。

「ふくる」とは…「福島に来る」と「福が来る」を掛け合わせた言葉です。福島市にお越しくださった皆さまに
	 「福」が「来る」事を祈るとともに、福島市の魅力をたくさん知っていただきたいと願います。

作曲家・
古関裕而物語

古
関
メロ
ディ
が
流
れ
る
街・ふ
く
し
ま

～
福
島
市
名
誉
市
民
第一号
　
古
関
裕
而
～

　
古
関
裕
而
記
念
館
で
は
日
曜
日
な
ど

の
午
前
十一
時
三
十
分
か
ら
午
後一
時
ま

で
古
関
裕
而
が
愛
用
し
て
い
た
ハ
モ
ン
ド

オ
ル
ガ
ン
が
奏
で
る
音
色
に
合
わ
せ
古

関
メ
ロ
ディ
を
歌
う
催
し
が
行
わ
れ
て
い

ま
す
。ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
ハ
モ
ン
ド
オ
ル

ガ
ン
の
伴
奏
を
し
て
い
る
の
が「
福
島
オ

ル
ガ
ン
の
会
」の
相
原
節
子
さ
ん
で
す
。

相
原
さ
ん
は「
毎
週
行
っ
て
い
る
こ
の
活

動
で
お
客
様
が
元
気
に
な
り
喜
ぶ
姿
を

見
る
と
楽
し
く
や
り
が
い
を
感
じ
る
。何

よ
り
自
分
自
身
も
楽
し
ん
で
活
動
を
し

て
い
る
。気
が
付
け
ば
活
動
も
十
年
経
っ

て
い
た
。」と
お
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

　
活
動
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
は
記

念
館
で
開
催
さ
れ
た
ク
リ
ス
マ
ス
コ
ン

サ
ー
ト
に
出
演
し
た
こ
と
だ
っ
た
と
言

い
ま
す
。古
関
メ
ロ
ディ
を
演
奏
し
た
際
、

音
を
奏
で
る
事
も
な
く
展
示
の
た
め
だ

け
に
置
か
れ
て
い
る
ハ
モ
ン
ド
オ
ル
ガ
ン

を
見
て「
と
て
も
も
っ
た
い
な
い
。先
生

愛
用
の
ハ
モ
ン
ド
オ
ル
ガ
ン
で
古
関
メ
ロ

ディ
を
演
奏
で
き
た
ら
ど
ん
な
に
素
敵

だ
ろ
う
。」と
思
い
、演
奏
さ
せ
て
ほ
し
い

と
願
い
出
た
と
こ
ろ
翌
一
月
よ
り
す
ぐ

に
活
動
が
は
じ
ま
り
ま
し
た
。

　
初
め
は
福
島
ハ
ミ
ン
グ
コ
ー
ル
に
所
属

す
る
方
の
参
加
が
中
心
だ
っ
た
そ
う
で

す
が
、次
第
に
人
伝
い
に
広
が
り
毎
週

参
加
す
る
お
客
様
も
増
え
て
いっ
た
そ

う
で
す
。「
と
ん
が
り
帽
子
」や「
高
原
列

車
は
行
く
」な
ど
代
表
的
な
曲
か
ら
は

じ
ま
っ
た
古
関
メ
ロ
ディ
も
今
で
は
五
十

曲
近
く
伴
奏
す
る
よ
う
に
な
り
、相
原

さ
ん
ご
自
身
も
こ
の
活
動
を
通
し
て
覚

え
た
曲
が
多
い
と
言
い
ま
す
。「
何
よ
り
、

先
生
が
愛
用
し
て
い
た
ハ
モ
ン
ド
オ
ル
ガ

ン
で
古
関
メ
ロ
ディ
を
伴
奏
さ
せ
て
い
た

だ
け
る
こ
と
が
あ
り
が
た
い
。」と
話
し

て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

　
こ
れ
ま
で
の
活
動
で
印
象
に
残
っ
て

い
る
こ
と
に
つ
い
て
お
伺
い
す
る
と「
東

北
六
魂
祭
が
開
催
さ
れ
た
時
に
行
っ
た

演
奏
会
」と
お
っ
し
ゃ
い
ま
す
。県
外
か
ら

い
ら
し
た
お
客
様
や
古
関
メ
ロ
ディ
を
知

ら
な
い
方
々
に
古
関
メ
ロ
ディ
を
知
っ
て

頂
く
よ
い
機
会
と
な
り
活
動
を
続
け
て

き
た
こ
と
へ
の
喜
び
を
感
じ
る
こ
と
が

出
来
た
瞬
間
で
も
あ
っ
た
そ
う
で
す
。

　
今
後
に
つ
い
て
は「
若
い
人
た
ち
は
古

関
メ
ロ
ディ
を
知
ら
な
い
方
々
が
多
い
よ

う
で
す
。ぜ
ひ
、若
い
人
た
ち
に
参
加
し
て

頂
き
古
関
先
生
を
知
っ
て
い
た
だ
き
た
い

で
す
。決
ま
り
ご
と
は
何
も
あ
り
ま
せ
ん

相原節子さん

●�福島市が誇る作曲家・古関裕而。世界的に有名な作曲家ですが、古関の故郷・福島市でも若い方を中
心に関心が薄れてきています。ふくる通信の発刊を通して、自分の見聞を広げられましたし、市民を
はじめ多くの方に古関裕而の功績を広め、再認識する機会になりました。�（円盤餃子大好きっこK）

●�この仕事を終えてからの私は古関裕而の福島を愛する気持ちがひしひしと感じるようになり、日頃何
気なく映っていた歌碑や塔そして歌が愛おしくさえ想えます。ちなみに私の愛唱歌は「高原列車は行く」
です。� （元気な福島が好きですH）

●�しっかりと古関メロディに触れたのは、実は今回が初めてでした。時代が移り変わっても古関裕而の愛
した福島がそこにあるようで、変わることなく受け継がれるメロディに深い郷愁を覚えました。
� � （良い人生には花と酒の幸）

●�「作曲：古関裕而」私が身近に触れた曲、それは中学・高校の「校歌」でした。当時はどれだけすごい作曲
家なのか知らずに歌っていました。古関裕而の功績を振り返りその偉大さをあらためて再認識。古関作
曲の校歌が2つもある事を誇りに思います。� （福島のモモが大好きA）

地 域 で 活 躍 す る 人 に ス
ポットをあて、福島市の
魅力を発信していくコー
ナーです。今回は古関裕
而記念館でハモンドオル
ガンの伴奏を行っている
相原節子さんにお話をお
伺いしました。

ふ
く
し
ま

こ
の
人
・
魅
力
人

編集
後記

の
で
気
軽
に
参
加
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
。」

と
想
い
を
お
話
し
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

　
相
原
さ
ん
の
素
敵
な
伴
奏
が
古
関
メ

ロ
ディ
を
歌
い
紡
い
で
い
ま
す
。

※�

開
催
日
等
に
つ
い
て
は
、古
関
裕
而

記
念
館
へお
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。 古関メロディを歌おう

モスラの歌
作詞：由紀こうじ（昭和36年）

　昭和36年に東宝により公開された映画
「モスラ」で劇中に使われた曲です。
　ザ・ピーナッツ扮する小美人がモスラを
呼び出す歌として作曲され、日本の劇中
音楽のなかでも、今なお多くの人々の耳に
残っている曲の一つと言えるでしょう。
　作詞の「由紀こうじ」は、田中友幸、本
多猪四郎、関沢新一の3人の共同ペン
ネームであり、当初、歌詞は日本語で書か
れ、インドネシア語に翻訳されて使われま
した。
　劇中に使われた多くの音楽（効果音楽）
も古関が担当しましたが、古関メロディの懐
の深さをうかがい知ることができます。

別れのワルツ
スコットランド民謡（昭和24年）

　スコットランド民謡「Auld�Lang�Syne」（オー
ルド・ラング・サイン。日本では「蛍の光」として有
名）が、昭和24年公開のアメリカ映画「哀愁」
で効果的にアレンジされました。そのアレンジ
を参考に、古関裕而が新しく手を加え（編曲）、
コロムビアの洋楽盤「別れのワルツ“Farewell�
Waltz”」として発売されました。
　そのレコードには、古関裕而の名前をもじっ
た、編曲：ユージン・コスマン、演奏：ユージン・コ
スマン管弦楽団と表記されていた上、レコード規
格が洋楽規格でしたので、当時の人 は々外国録
音のレコードと信じて疑わなかったといいます。
　現在でもデパートやレストランなどの閉店時の
BGMとして使われている「あの曲」です。

六甲おろし
作詞：佐藤惣之助（昭和11年）

　正式名称「阪神タイガースの歌」ですが、一般的には「六
甲おろし」として今もなお、阪神ファンに親しまれています。
　作曲当時は、「大阪タイガースの歌」でしたが、現存するプ
ロ野球球団のなかでも、最も古い球団歌です。
　作詞を担当した佐藤惣之助は、神奈川県川崎市の出
身であり、佐藤の生家跡地は現在、川崎信用金庫本店と
なっており、敷地内に「佐藤惣之助生誕の地碑」が建って
おります。
　なお、川崎信用金庫の社歌は、古関裕而の作曲という
のも、「偶然」という言葉では言い表せない「縁」を感じさ
せます。
　また、「巨人軍の歌」（闘魂込めて）も古関裕而作曲（昭
和38年）であり、ライバル同士の球団歌を作曲しているのも
古関の特筆すべき点でしょう。

あれもこれも　古関メロディ
　生涯に5,000曲もの作曲をした古関裕而。作曲
には楽器類は使わず、書斎で作曲したと言われて
います。校歌・応援歌、映画音楽、オペラ・ミュージカ
ル、民謡、クラシック、スポーツ音楽など、様々なジャ
ンルの作曲をされました。そのなかで、「えっ？あの曲
も？？」という曲をピックアップしてみました。

※当発行物は敬称を省略させて頂いております。 P1・2・3・5の掲載写真は、古関裕而記念館よりご提供頂いております。

名誉市民推戴状

名誉市民章
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日
本
を
代
表
す

る
作
曲
家・
古
関
裕

而
は
、明
治
四
十
二

（
一
九
〇
九
）年
八

月
十一日
、福
島
市
大
町
に
あ
る
市
内
有
数

の
呉
服
店「
喜
多
三
」に
生
ま
れ
ま
し
た
。

音
楽
好
き
だ
っ
た
父
は
、大
正
初
期
で
は

珍
し
い
蓄
音
機
を
購
入
し
、余
暇
に
は
主

に
浪
曲
の
レ
コ
ー
ド
を
か
け
て
い
ま
し
た
。

こ
れ
が
古
関
裕
而
の
音
楽
と
の
出
会
い
で

す
。古
関
は
民
謡
や
吹
奏
楽
が
好
き
で
、小

学
校
の
頃
か
ら
作
曲
を
始
め
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。古
関
は
自
伝
の
中
で「
教
室

の
中
で
は
お
と
な
し
く
目
立
た
な
い
存
在

だ
っ
た
が
、作
曲
と
な
る
と
夢
中
に
な
る
の

で
、次
第
に
ク
ラ
ス
メ
イ
ト
は
詩
を
書
い
て
、

私
の
と
こ
ろ
に
持
っ
て
く
る
よ
う
に
な
っ

た
。頼
ま
れ
る
か
ら
人
の
分
ま
で
作
る
。で

き
る
と
楽
し
い。そ
ん
な
繰
り
返
し
で
知
ら

ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
作
曲
す
る
こ
と
に
親

し
ん
で
いっ
た
。」と
語
っ
て
い
ま
す
。

　
大
正
十一年
、古
関
は
福
島
県
立
福
島
商

業
学
校
に
入
学
。家
業
で
あ
る
呉
服
店
を

継
ぐ
た
め
で
し
た
が
、第
一
次
世
界
大
戦
終

結
の
影
響
で
日
本
は
大
変
な
イ
ン
フ
レ
と
な

り
家
業
を
た

た
む
こ
と
に

な
り
ま
す
。し

か
し
、ソ
ロ
バ

ン
の
玉
よ
り

も
音
符
の
タ

マ
の
方
が
好

き
だ
っ
た
古
関
は
、山
田
耕
筰
の
曲
に
多
大

な
影
響
を
受
け
な
が
ら
作
曲
に
熱
中
す
る

よ
う
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。卒
業
す
る
こ
ろ
に

は「
福
島
ハ
ー
モ
ニ
カ・
ソ
サ
イ
テ
ィ
ー
」へ
の

入
会
や
、近
代
音
楽
家
の
レ
コ
ー
ド
コ
ン
サ
ー

ト
を
開
催
し
て
い
た「
火
の
鳥
の
会
」に
も

頻
繁
に
通
う
よ
う
に
な
り
、そ
こ
で
古
関
は

ド
ビュッ
シ
ー
や
ス
ト
ラ
ビ
ン
ス
キ
ー
、ム
ソ
ル

グ
ス
キ
ー
の
曲
と
出
会
い
強
烈
な
衝
撃
を

受
け
ま
し
た
。以
来
、近
代
フ
ラ
ン
ス
や
ロ
シ

ア
の
音
楽
に
夢
中
に
な
り
ま
す
。

　
商
業
学
校
を
卒
業
し
た
古
関
は
、音
楽

学
校
進
学
を
夢
見
な
が
ら
も
そ
の
決
心

が
つ
か
ず
、音
楽
生
活
に
明
け
暮
れ
て
い

る
う
ち
に
一、二
年
が
過
ぎ
て
い
ま
し
た
。

そ
ん
な
あ
る
日
、「
家
で
ブ
ラ
ブ
ラ
し
て
い

る
な
ら
、銀
行
に
勤
め
な
い
か
」と
川
俣
銀

行
で
頭
取
を
し
て
い
た
伯
父
武
藤
茂
平
に

声
を
か
け
ら
れ
、行
員
と
し
て
勤
め
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。川
俣
町
は
福
島
市
か
ら

二
十
キ
ロ
ほ
ど
東
に
あ
り
、絹
の
産
地
で

し
た
。小
さ
な
町
の
銀
行
で
古
関
は
、大

き
な
帳
簿
の
間
に
五
線
紙
を
挟
ん
で
は
、

愛
唱
し
て
い
た
北
原
白
秋
や
三
木
露
風
の

詩
集
の
中
か
ら
好
き
な
詩
を
選
ん
で
作

曲
し
た
り
し
て
い
ま
し
た
。銀
行
に
勤
め

る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
の
、そ
れ
ま
で
以
上

に
音
楽
熱
は
高
揚
し
て
い
き
ま
す
。古
関

は一
大
決
心
を
し
て
学
生
時
代
か
ら
の
憧

れ
で
あ
る
山
田
耕
筰
に
作
品
を
送
り
、数

回
手
紙
の
往
復
を
お
こ
な
い
ま
す
。こ
れ

が
後
に
、古
関
の
人
生
に
大
き
な
転
機
を

も
た
ら
す
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
ま
た
川
俣
銀
行
時
代
と
そ
の
直
後
、古

関
に
と
っ
て
大
き
な
出
来
事
が
起
こ
っ
て

い
ま
す
。一つ
は
、ロ
ン
ド
ン・
チェ
ス
タ
ー
楽

譜
出
版
社
募
集
の
コ
ン
ク
ー
ル
で
の「
竹
取

物
語
」（
他
四
曲
）二
位
入
選
。二
つ
目
は
、

「
竹
取
物
語
」二
位
入
選
の
新
聞
記
事
が

縁
で
、愛
知
県
豊
橋
市
の
内
山
金
子
と
文

通
し
、出
会
い
か
ら
わ
ず
か
半
年
で
電
撃

的
な
結
婚
を
し
た
こ
と
で
す
。

　
昭
和
四
年
七
月
に
ロ
ン
ド
ン
に
送
っ
た

舞
踊
組
曲「
竹
取
物
語
」（
他
四
曲
）は
、

世
界
中
の一
流
作
家
を
し
の
い
で
の
二
位

入
選
と
な
り
、作
曲
家
の
古
関
裕
而
誕

生
を
決
定
づ
け
ま
し
た
。当
時
の
新
聞

で
は
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
に
取
り
上
げ
ら

れ
、伝
統
と
学
歴
を
重
視
す
る
日
本
音

楽
界
の
中
で
前
代
未
聞
の
出
来
事
と
し

て
と
ら
え
ら
れ
ま
し
た
。古
関
は「
竹
取

物
語
」の
概
略
と
内
容
構
成
を「
福
島
商

業
学
校
五
年
生
の
時
よ
り
始
め
て
昨
年

五
月
完
成
。作
曲
の
動
機
。五
年
ほ
ど
前

レ
コ
ー
ド
で
ス
ト
ラ
ビ
ン
ス
キ
ー
の『
火
の

鳥
』の
組
曲
を
聞
い
て
、そ
れ
か
ら
ヒ
ン
ト

を
得
、我
が
国
に
存
在
す
る
古
代
物
語

中
最
古
の
、有
名
な『
竹
取
物
語
』（
か

ぐ
や
姫
）に
取
材
し
た
。」と
話
し
て
い
ま

す
。こ
の
受
賞
で
、イ
ギ
リ
スへ
の
音
楽
留

学
が
約
束
さ
れ
ま
し
た
が
、実
家
の
経

済
状
況
、そ

し
て
内
山
金

子
と
の
結
婚

の
た
め
断
念

す
る
し
か
あ

り
ま
せ
ん
で

し
た
。

�

　
昭
和
五
年

の
夏
、古
関

に
日
本
コロム

ビ
ア
か
ら
専

属
の
作
曲
家

に
な
っ
て
く

れ
な
い
か
と

い
う
朗
報
が
飛
び
込
み
ま
す
。コ
ロ
ム
ビ
ア

の
専
属
作
曲
家
で
あ
り
顧
問
で
も
あ
っ
た

山
田
耕
筰
が
、かつ
て
の
手
紙
の
や
り
取
り

が
縁
で
古
関
を
推
薦
し
た
の
で
す
。

　
昭
和
六
年
の
五
月
に
第
一
回
発
売
の
レ

コ
ー
ド
の
話
が
ま
と
ま
り
、古
関
の
同
郷

で
先
輩
、の
ち
に
コ
ロ
ム
ビ
ア
専
属
作
詞
家

に
な
っ
た
野
村
俊
夫
と
か
つ
て
制
作
し
た

「
福
島
行
進
曲
」が
デ
ビュー
曲
と
し
て
選

ば
れ
ま
し
た
。「
記
念
す
べき
デ
ビュー
曲
は

故
郷
に
捧
げ
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
」と
自
伝

で
述
べ
て
い
ま
す
。ま
た
、最
初
の
レ
コ
ー
ド

の
裏
面
も
郷
里
に
関
す
る
も
の
で「
福
島

夜
曲（
セ
レ
ナ
ー
デ
）」が
選
ば
れ
ま
し
た
。

こ
の
曲
は
、福
島
で
竹
下
夢
二
展
が
開
か

れ
た
と
き
に
、竹
下
夢
二
が
福
島
滞
在
中

に
作
っ
た
詩
に
曲
を
つ
け
た
も
の
で
す
。

　
デ
ビュー
曲
は
期
待
と
は
裏
腹
に
売
り

上
げ
が
伸
び
ま
せ
ん
で
し
た
が
、入
社
五

年
目
の
昭
和
十
年
、大
海
の
豪
快
な
漁
師

を
想
う「
船
頭
可
愛
や
」が
庶
民
の
心
を

捉
え
大
ヒ
ッ
ト
し
ま
し
た
。

　
満
州
事
変
や
二

度
に
わ
た
る
世
界
大

戦
と
い
う
激
動
の
時

代
、古
関
は「
戦
時

歌
謡
」を
残
し
て
い
ま
す
。現
在
は
、戦
時

歌
謡
な
ど
を「
軍
歌
」や「
軍
事
歌
謡
」と

呼
び
ま
す
が
、古
関
の
曲
は
国
民
の
心
情

か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
、軍
の
命
令
で
制

作
さ
れ
た「
軍
歌
」と
は
異
な
っ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、当
時
は
質
実
剛
健
、富
国
強
兵

が
当
た
り
前
と
さ
れ
て
い
た
時
代
で
あ
り
、

「
む
し
ろ
自
分
の
職
を
通
じ
て
国
運
の
勝

利
や
栄
え
を
祈
る
態
度
が
正
し
い
と
思
っ

て
い
た
」と
古
関
は
振
り
返
っ
て
い
ま
す
。

　
古
関
は
戦
地
や
戦
跡
に
慰
問
し
、そ
の
悲

惨
さ
を
ま
ざ
ま
ざ
と
目
に
し
て
き
ま
し
た
。

そ
れ
ら
の
経
験
が「
露
営
の
歌
」や「
暁
に
祈

る
」の
作
曲
に
繋
が
り
ま
し
た
。古
関
は
、自

分
が
作
曲
し
た
戦
時
歌
謡
に
よ
っ
て
、兵
士

が
戦
い
の
疲
れ
を
い
や
し
、気
持
ち
が
和
み

励
ま
さ
れ
る
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
し
た
。

　
昭
和
十
三
年
八
月
に
、中
支
派
遣
軍
慰

問
団
の一
員
と
し
て
中
国
の
九
江
で
軍
楽

隊
の
演
奏
会
に
出
席
し
、「
露
営
の
歌
」の

作
曲
者
と
し
て
挨
拶
を
求
め
ら
れ
た
と
き
、

「
兵
士
達
が
無
事
に
帰
る
こ
と
を
肉
親

は
祈
っ
て
お
り
、は
た
し
て
そ
の
中
の
何
人

が
帰
れ
る
の
か
と
思
う
と
、万
感
が
胸
に

迫
り
、絶
句
し
て一
言
も
し
ゃ
べ
れ
な
く
な

り
、た
だ
涙
が
あ
ふ
れ
て
き
た
」（
自
伝
）

の
で
し
た
。古
関
の
作
る
戦
時
歌
謡
は
、国

民
の
士
気
を
鼓
舞
す
る
勇
猛
な
軍
歌
と
い

う
よ
り
、兵
士
た
ち
に
寄
り
添
い
慰
め
、戦

争
に
よ
り
犠
牲
と
な
っ
た
人
々
を
応
援
し

続
け
る
エ
ー
ル
だ
っ
た
の
で
す
。

　
昭
和
二
十
四
年
四
月
、歌
謡
曲「
長
崎
の

鐘
」が
コロ
ム
ビ
ア
か
ら
発
売
さ
れ
ま
し
た
。

こ
れ
は
永
井
隆
著
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー「
長
崎

の
鐘
」や「
こ
の
子
を
残
し
て
」を
モ
チ
ー
フ

に
創
作
さ
れ
た
も
の
で
す
。

　
長
崎
医
科
大
学
レ
ン
ト
ゲ
ン
科
助
教
授

と
し
て
勤
務
し
て
い
た
敬
虔
な
カ
ト
リ
ッ

ク
教
徒
の
永
井
隆
博
士
は
、長
年
に
わ

た
っ
て
放
射
線
を
浴
び
た
後
遺
症
と
し
て

慢
性
骨
髄
性
白
血
病
に
侵
さ
れ
、そ
の
後

長
崎
へ
の
原
爆
投
下
に
よ
っ
て
被
爆
し
て

し
ま
い
ま
す
。最
愛
の
妻
を
原
爆
で
失
い
な

が
ら
も
、被
爆
者
の
救
助
活
動
に
従
事
し

た
永
井
に
感
銘
を
受
け
、古
関
は「
長
崎

だ
け
で
な
く
、こ
の
戦
災
の
受
難
者
全
員

に
通
じ
る
歌
だ
と
感
じ
、打
ち
ひ
し
が
れ

た
人
々
の
た
め
に
再
起
を
願
っ
て
、『
な
ぐ

さ
め
』の
部
分
か
ら
長
調
に
転
じ
て
力
強

く
歌
い
上
げ
た
。」と
述
べ
て
い
ま
す
。永
井

は
こ
の
曲
を
大
変
喜
び
、古
関
と
何
回
か

書
簡
の
や
り
と
り
を
重
ね
る
中
で
、昭
和

二
十
四
年
の
終
戦
記
念
日
に
、病
床
の
中

で
自
ら
編
ん
だ
木
綿
製
の
ロ
ザ
リ
オ
と
、

短
歌
を
添
え
た
マ
リ
ア
像
の
墨
絵
の
奉
書

を
贈
り
ま
し
た
。古
関
も
ま
た
、そ
の
短
歌

に
曲
を
付
け
返
事
を
返
し
ま
し
た
。

　
生
前
の
永
井
に
会
う
こ
と
は
叶
い
ま
せ

ん
で
し
た
が
、格
調
高
く
、人
間
性
に
あ
ふ

れ
た「
長
崎
の
鐘
」は
高
く
評
価
さ
れ
、今

で
も
長
崎
市
民
に
と
っ
て
、特
別
な
歌
と

し
て
親
し
ま
れ
て
い
ま
す
。

　
古
関
は
劇
作
家・
菊
田
一
夫
と
ラ
ジ
オ

ド
ラ
マ「
山
か
ら
来
た
男
」を
皮
切
り
に
、

菊
田
か
ら
音
楽
を
依
頼
さ
れ
る
よ
う
に
な

り
、放
送
、演
劇
等
、二
人
三
脚
で
三
十
六

年
間
コ
ン
ビ
を
組
ん
で
活
動
し
ま
し
た
。

　
菊
田一
夫
は
明
治
四
十一
年
、神
奈
川
県

横
浜
市
の
生
ま
れ
で
、劇
作
家
と
し
て
活

躍
し
て
い
ま
し
た
が
、戦
後
N
H
K
ラ
ジ
オ

ド
ラ
マ
の
執
筆
に
係
わ
り
、「
鐘
の
鳴
る
丘
」、

「
さ
く
ら
ん
ぼ
大
将
」な
ど
、古
関
の
音
楽

と
と
も
に
戦
争
の
惨
禍
に
よ
る
荒
廃
し
た

時
代
に
、聴
く
人
へ々の
希
望
を
抱
か
せ
る

作
品
を
発
表
し
て
い
き
ま
す
。古
関
は
菊
田

の
第一印
象
を「
彼
は
小
柄
で
鼻
下
に
髭
を

た
く
わ
え
、ち
ょっ
と
神
経
質
そ
う
に
見
受

け
ら
れ
た
が
、案
外
優
し
く
、私
と
同
じ
よ

う
に
少
々
ど
も
る
癖
が
あ
る
の
で
、一
層
親

し
み
を
感
じ
た
。」と
話
し
て
い
ま
す
。

　
終
戦
を
迎
え
た
と
は
いっ
て
も
、戦
災
で

父
母
を
失
っ
た
子
供
た
ち
が
巷
に
あ
ふ
れ
、

誰
し
も
が
食
糧
難
で
生
き
る
こ
と
に
精一杯

だ
っ
た
昭
和
二
十
二
年
七
月
、戦
災
孤
児
、

浮
浪
児
救
済
の
キ
ャ
ン
ペー
ン
の
た
め「
鐘
の

鳴
る
丘
」の
放
送
が
開
始
さ
れ
ま
し
た
。戦

後
の
苦
し
み
の
中
に
あ
っ
た
人
々
の
心
に
温

か
い
人
間
性
を
呼
び
戻
し
た
こ
の
作
品
は

大
反
響
を
呼
び
、放
送
は
週
二
回
か
ら
週

五
回
に
増
え
、三
年
六
ヶ
月
七
九
〇
回
に
わ

た
り
ま
し
た
。菊
田
の
音
楽
効
果
を
ね
ら
う

要
求
は
日
に
日
に
細
か
く
な
り
、当
時
は
生

放
送
で
あ
っ
た
た
め
即
興
曲
の
よ
う
な
こ
と

に
も
な
り
ま
し
た
が
、古
関
が
演
奏
に
重
用

し
て
い
た
ハ
モ
ン
ド
オ
ル
ガ
ン
の
、即
座
に
音

色
を
変
え
ら
れ
、二
億
数
千
万
種
の
音
色
が

出
せ
る
機
能
が
存
分
に
発
揮
さ
れ
ま
し
た
。

　「
鐘
の
鳴
る

丘
」の
成
功

を
受
け
て
、

引
き
続
き
子

ど
も
向
け
の

番
組
と
し
て

菊
田
と
の
コ

ン
ビ
で
放
送
し
た
の
が
、昭
和
二
十
六
年

放
送
の「
さ
く
ら
ん
ぼ
大
将
」で
す
。こ
の

作
品
は
、福
島
市
飯
坂
町
茂
庭
が
舞
台
と

な
り
ま
し
た
。茂
庭
は
福
島
市
の
奥
座
敷

と
し
て
栄
え
た
飯
坂
温
泉
か
ら
、さ
ら
に

十
二
キ
ロ
ほ
ど
山
奥
の
摺
上
川
の
上
流
に

位
置
し
た
静
か
な
村
で
、さ
く
ら
ん
ぼ
の

産
地
で
し
た
。菊
田
が
書
い
た
台
本
を
古

関
が
福
島
の
方
言
に
な
お
し
た
番
組
は
大

人
気
と
な
り
ま
す
。

　
古
関
は
菊
田
を「
私
の
音
楽
に
対
す
る

最
大
の
理
解
者
で
あ
る
と
同
時
に
、作
曲

意
欲
を
湧
か
せ
る
私
の
源
泉
」と
評
し
て

お
り
、昭
和
四
十
八
年
の
菊
田
の
死
は
、古

関
に
大
き
な
寂
寥
感
を
与
え
ま
し
た
。古

関
は「
私
の
心
に
空
洞
が
で
き
た
。そ
れ
が

日
増
し
に
大
き
く
な
っ
て
い
く
。オ
ペ
ラ
も

ミュー
ジ
カ
ル
も
、舞
台
音
楽
も
、何
も
か

も

−

や
り
た
い
と
思
っ
て
い
た
も
の
が
、み

ん
な
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。そ
し
て

こ
の
時
、菊
田
さ
ん
が
幕
を
降
ろ
し
た
の

な
ら
、私
も
そ
う
し
よ
う
か
と
思
っ
た
。」と

自
伝
で
語
っ
て
い
ま
す
。

　
菊
田
と
古
関
が
コ
ン
ビ
を
組
ん
で
活
躍

す
る
の
と
同
じ
こ
ろ
、古
関
は
同
郷
の
作

詞
家・
丘
灯
至
夫
と
も
ダ
ッ
グ
を
組
ん
で

「
高
原
列
車
は
行
く
」「
あ
こ
が
れ
の
郵

便
馬
車
」な
ど『
乗
り
物
シ
リ
ー
ズ
』と
呼

ば
れ
る
楽
曲
を
生
み
出
し
て
い
き
ま
す
。丘

灯
至
夫
は
福
島
県
小
野
町
出
身
で
大
正

六
年
生
ま
れ
。毎
日
新
聞
の
記
者
と
し
て

活
躍
後
、昭
和
二
十
四
年
コ
ロ
ム
ビ
ア
の
専

属
作
詞
家
と
な
り
ま
し
た
。二
人
は
昭
和

十一年
か
ら
、古
関
が
亡
く
な
る
ま
で
五
十

年
あ
ま
り
の
間
、交
流
が
あ
り
ま
し
た
。丘

は「
古
関
さ

ん
は
詩
を
大

事
に
し
て
く

れ
て
、詩
の
イ

メ
ー
ジ
を
作

曲
に
活
か
し

て
く
れ
る
。」

と
話
し
て
お
り
、二
人
は
口
ず
さ
み
た
く

な
る
よ
う
な
歌
詞
と
軽
快
な
メ
ロ
ディ
を

数
多
く
残
し
て
い
ま
す
。　

昭
和
三
十
九

（
一
九
六
四
）年
十
月

十
日
、ア
ジ
ア
初
の

東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク

の
開
催
が
決
ま
り
、古
関
は
長
年
の
作
曲

活
動
を
高
く
評
価
さ
れ
、「
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク・

マー
チ
」の
作
曲
を
依
頼
さ
れ
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。ア
ジ
ア
初
の
東
京
大
会
で
あ
る

こ
と
か
ら
、勇
壮
な
な
か
に
も
日
本
的
な

味
を
出
そ
う
と
考
え
、曲
の
初
め
は
は
つ
ら

つ
と
し
、終
わ
り
の
部
分
で
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク

の
日
本
開
催
を
象
徴
す
る
た
め
に「
君
が

代
」の一節
を
取
り
入
れ
ま
し
た
。「
私
の
長

い
作
曲
生
活
の
中
で
、ラ
イ
フ・ワ
ー
ク
と
い

う
べ
き
も
の
で
、一世一
代
の
作
と
し
て
精
魂

込
め
て
作
曲
し
ま
し
た
。華
や
か
な
舞
台

を
盛
り
立
て
る
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
自

負
し
て
い
ま
す
。」と
古
関
は
語
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
自
信
の
通
り
、マー
チ
発
表
後
の
オ
リ

ン
ピ
ッ
ク
組
織
委
員
会
に
は
世
界
各
国
か

ら
作
曲
者
の
問
い
合
わ
せ
が
殺
到
し
ま
し

た
。

　
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
と
い
う
最
高
の
舞
台
で

古
関
の
美
し
い
旋
律
が
開
花
し
、こ
こ
に

世
界
的
な
作
曲
家・
古
関
裕
而
が
誕
生
し

ま
し
た
。

　
古
関
が
誕
生
し
て
百
年
以
上
が
経
っ
た

現
在
で
も
、古
関
メ
ロ
ディ
は
私
た
ち
に
歌

い
継
が
れ
て
い
ま
す
。古
関
は
故
郷
、福
島

の
人
を
大
切
に
し
て
い
ま
し
た
。妻
金
子
に

「
何
で
も
福
島
な
の
ね
」と
や
き
も
ち
を

焼
か
れ
た
と
い
う
逸
話
も
残
っ
て
い
ま
す
。

　
生
涯
に
五
千
曲
も
作
曲
し
た
古
関
で

す
が
、福
島
市
に
ゆ
か
り
の
あ
る
曲
と
し
て

「
阿
武
隈
の
歌
」や「
わ
ら
じ
音
頭
」な
ど

が
あ
り
ま
す
。「
阿
武
隈
の
歌
」は
福
島
市

を
訪
れ
た
歌
人
若
山
牧
水
の
歌
に
、古
関

が
曲
を
付
け
た
も
の
で
す
。悠
々
と
そ
び
え

る
阿
武
隈
山
地
や
、田
畑
が
広
が
る
福
島

盆
地
を
彷
彿
と
さ
せ
る
曲
は
、福
島
の
自

然
を
知
り
尽
く
し
た
古
関
に
と
っ
て
は
当

然
の
こ
と
で
し
た
。ま
た
、福
島
市
の
夏
の

風
物
詩
、長
さ
十
二
メ
ー
ト
ル
、重
さ
二
ト

ン
の
大
わ
ら
じ
を
奉
納
す
る
、福
島
わ
ら

じ
ま
つ
り
の「
わ
ら
じ
音
頭
」も
古
関
の
手

に
よ
る
も
の
で
す
。「（
わ
ら
じ
音
頭
を
）市

民
の
み
な
さ
ん
で
育
て
て
や
っ
て
く
だ
さ

い。」と
い
う
古
関
の
言
葉
の
通
り
、今
で
は

現
代
風
に
ア
ッ
プ
テ
ン
ポ
に
ア
レ
ン
ジ
さ
れ

た「
ダ
ン
シ
ン
グ
そ
ー
だ
ナイ
ト
」と
し
て
福

島
の
夏
を
彩
る「
わ
ら
じ
祭
り
」を
盛
り
上

げ
て
い
ま
す
。

　
日
本
音
楽
史
上
、永
き
に
わ
た
り
色
褪
せ

る
こ
と
な
く
燦さ
ん
ぜ
ん然

と
輝
く
古
関
メ
ロ
ディ
。

私
た
ち
は
こ
れ
か
ら
も
、古
関
裕
而
を
誇
り

と
し
、歌
い
上
げ
、継
承
し
て
い
き
ま
す
。

小
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集
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作
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 福島行進曲　作詞：野村俊夫（昭和6年）

　昭和初期、各地の地名を入れた民謡が流行しました。その流
れに乗って作曲したものが「福島行進曲」でした。作詞は同郷
の先輩である野村俊夫。今は無き「福ビル」や「柳並木」などの
当時の福島市の情景を悠然としたメロディに乗せたこの曲は、
のどかながらも活気に満ちた福島を思わせます。
　古関初のレコードの発売が正式に決まった時、記念すべきデ
ビュー曲は故郷に捧げようとこの曲に決定した事を自伝で述べて
います。

 福島夜曲　作詩：竹久夢二（昭和6年）

　昭和4年、福島市で竹久夢二
の展覧会が開催されました。その
際「福島夜曲」と題し描かれた詩
画に深く感動した古関は即興で
曲を作り夢二に捧げました。その
叙情的なメロディに夢二も大変喜
び、全国的にも著名人であった
夢二が、お礼代わりにと吾妻山を描いて渡し、古関もそれに感激
し、これを機に文通・交流が始まりました。

 さくらんぼ大将　作詞：菊田一夫（昭和26年）

　昭和26年、菊田一夫が脚本を手がけたラジオドラマの主題
歌。舞台となった茂庭は山形・宮城県境にある山間の小さな村
で、さくらんぼの産地でした。「僻地に住む少年の話をやりたい」
という菊田に、とっさに思い浮かべたという茂庭を舞台にする
ことを古関は勧めます。古関が常に故郷を想っていた事がうか
がえるエピソードの一つです。

 福島音頭　作詞：野村俊夫（昭和29年）

　作詞は野村俊夫、歌は本宮市出身の伊藤久男と、当時絶大
な人気を誇った神楽坂はん子が加わり、昭和29年に制作され
ました。盆踊り用の曲で、野村俊夫・古関裕而の二人が福島市
にプレゼントしたものです。

 花のスカイライン　作詞：内海久二　補作：野村俊夫（昭和35年）

　昭和35年、磐梯吾妻スカイライン開
通を記念して作られた曲。作詞は公募
から選ばれ、野村俊夫がそれに補作し
ました。日活映画「赤い夕陽の渡り鳥」
の舞台にもなり話題を呼びました。

 阿武隈の歌　作詩：若山牧水

　大正5年、歌人・若
山牧水が福島を訪れ
た際に詠んだ詩に古
関が曲を付けたもの
です。
　自身でも牧水を好
み嗜

たしな

んでいたという古
関は、昭和22年に牧

水の「白
しらとり

鳥の歌」をラジオドラマ用に作曲し、高く評価されています。
　昭和41年4月、若山牧水来福から50年の節目を記念し阿武
隈川河畔に歌碑が建立され、除幕式では古関本人が指揮を執
り、大々的に催されました。昭和45年には古関のメロディを刻んだ
「曲碑」も建立され、これは全国的にも珍しいもののようです。

 わらじ音頭　作詞：茂木宏哉　補作：丘灯至夫（昭和45年）

　昭和45年から始まり、福島の夏
の風物詩となった「わらじまつり」
のために作られた曲。軽快なメロ
ディは観衆の心をも躍らせます。
　福島民友新聞記者の取材に
古関は「わらじ音頭も市民みな
さんの手で育ててやってくださ
い。」と語っています。その言葉の
通り現在のわらじまつりでは、わ
らじ音頭を現代風にアレンジし
た曲調で踊る「ダンシングそーだナイト」が開催されます。

　古関裕而が満を持して上京を果たしたのは昭和5年9月の事でした。念願の大手レコード会社である日本
コロムビア入社後は、東京を起点に音楽活動を続けていましたが、その心は常に郷里である福島にあった
と言っても過言ではありません。妻である金子に「あなたは何でも福島なのね」と言わしめたように、古関の
音楽人生を語る上で福島は基盤であり続けました。
　それを裏付けるように、デビュー曲を「福島行進曲」「福島夜曲」にしたことは特徴的なことであり、これ以

外にも福島に関する楽曲を多く残しています。

　古関裕而のメロディに共通するのは、のどかな田園を思わせるような、日本の情緒があ
ふれる、雄大でありながらも優しいメロディです。
　古関は作曲をする際、「テーマや詩を前にして、その情景を思い浮かべる。すると音楽が
浮かび上がる。」と自伝で述べています。そっと目を閉じたとき、古関の中に浮かび上がっ
たのは恐らく郷里・福島だったのでしょう。市民を見守るように佇む信夫山、西には吾妻

連峰、東には阿武隈山地。山々に囲まれた盆地を阿武隈川が流れる自然豊かな山里。そのような郷里の情景が、
古関裕而のメロディを作ったのです。
　古関にとって、福島は郷里であると共に、自身を育て上げた、まさに母なる大地であったに違いありません。

古関裕而の音楽のふるさと  ふくしま 歌 い 奏 で 継 ぐ ふ く し ま

　古関裕而さんの母校である福島商業
高校には、校歌や青春歌など古関裕而さ
んが作られた曲がいくつかあります。
　福島商業高校吹奏楽部では、これらの
曲を入学式、始業式や終業式、卒業式な
どの節目の時に演奏しています。学校行
事以外の場でも、「栄冠は君に輝く」など
の有名な曲も演奏しています。
　校歌や青春歌の演奏をする時は、「若
き心」という校歌の題名から想像されるよ
うに、明るく元気な曲なので、リズム感を
大切にして弾むように、また青春歌はゆっ
くりとしたテンポでかつ爽やかな曲なの
で、音を響かせることなどを心掛けて吹く
ようにしています。
　これからも古関裕而さんの母校であ
る誇りを持って、福商らしい迫力のある
演奏ができるように頑張って行きたいと
思います。

　福島マンドリンアンサンブルは、昭和53年3月
に発足しました。その後メンバーの転勤等により、
昭和59年7月の福島市音楽堂の開館記念コン
サート出演を最後に約20年間休部しておりました
が、平成14年から福祉施設への慰問を中心に
活動を再開。現在は福島市内で毎年7月にプロ
ムナードコンサートを開催するとともに、平成17年
からは福島市古関裕而記念館からのお誘いによ
り、毎年2月に「マンドリンの夕べ」と題してサロン
コンサートを開催させていただいております。
　サロンコンサートでは、古関メロディを中
心に国内外の様々な曲を90分に亘ってお
聴きいただいておりますが、古関メロディの
レパートリーも現在では約30曲となりました。
古関メロディは、時には明るく、時には悲哀
溢れるマンドリンの音色にとても良くマッチす
る曲ばかりで、編曲するたびに驚き、感動し
ながら楽しんでおります。今後も様 な々機会
に奏で継いで参りたいと考えております。

　郷土福島が生んだ大作曲家・古関裕而
先生を礼賛する仲間が集い、平成9年に、古
関メロディの啓蒙普及、そして永く歌い継い
でいくために結成した混声合唱団です。
　更には、生涯に5,000曲にも及ぶ作品の
中には、未発表の曲が数多くあることから、
これらを掘り起こし、機会あるごとに発表し
ております。
　普段の活動は、古関先生の母校・福島
県立福島商業高等学校同窓会や「ふれあ
いオパールコンサート」、古関裕而記念音楽
祭などに出演しています。
　特に、古関裕而記念館サロンコンサートに
は、毎年テーマを決めて古関作品を演奏して
おりますが、平成27年11月に出演予定のサ
ロンコンサートでは、「古関裕而　ふくしまを
うたう」と題して、福島市及び福島県内ゆかり
の曲目を準備しております。ぜひ古関裕而記
念館で古関メロディを堪能してみませんか？

　福島市教育委員
会では、古関裕而氏
の偉業を記念し、永く
その功績を後世に伝
えるとともに、福島市
から全国への文化の
発信をめざし、『ふるさ
と創生事業』として平
成3年度からこの事
業が始まりました。

　「福島市古関裕而音楽賞基金」（平成2年7月施行）を創設し、当
初は、3年に1度、新しい楽曲を創作・発表する「古関裕而音楽賞」
を実施。中間年は記念音楽祭を開催しました。平成3年、6年、9年、
12年の計4回にわたる「古関裕而音楽賞」では、合計40曲の音楽
賞曲を世に発表してきましたが、平成13年度以降は記念音楽祭を
中心に開催しています。
　福島市市制施行100周年を記念した平成19年度の記念音楽祭
は、交流都市の川崎市でも開催され、古関メロディ及び福島市を全
国に発信し、古関裕而生誕100年を迎えた平成21年度以降は、市
民参加型を基本とした記念音楽祭が開催され、福島市ではこの
音楽祭を核とした「古関メロディの継承」に取り組んでいます。

　200年前、ベートーヴェンの音楽が流行の最
先端だった頃は、その前の時代のバッハやモー
ツァルトの音楽は古い音楽でした。そこから時
代を経てそれらの全ての音楽がクラシックという
一つの大きなジャンルとして纏められ、歴史に残
る名曲として語り継がれる事となったのです。
　それから時は過ぎ、今から50年前、100年前
歌謡曲の世界では数 の々ヒット曲が生まれまし
た。それらをこれから先クラシックという音楽に
位置づけされるかどうかは分かりませんが、確実に音楽の歴史に刻まれ、こ
れから永く歌い継がれるであろうたくさんの名曲として存在しています。
　その筆頭に古関裕而先生の名前を挙げる方も多いのではないで
しょうか。
　私はクラシックというジャンルの音楽から歌の勉強をスタートさせ、こ
れまであらゆるジャンルの音楽を歌ってきました。その中でも日本人の
私にとって日本の歌は特別な存在であります。
　古関裕而先生の曲は私の中でも中心的なレパートリーとなっており、
特に“イヨマンテの夜”は、私の全てのレパートリーの中でも最も自分らしさ
を表現できる曲として、これまで何度もコンサートで歌い続けてきました。
　そんな名曲の数々がこれから世界を誇る日本の名曲として愛される
日が来る事を切に願っています。

福島県立福島商業高等学校吹奏楽部 福島マンドリンアンサンブル福島ハミングコール

福島市古関裕而記念音楽祭 秋川雅史 古関裕而記念音楽祭2015に出演

昭和35年当時のスカイライン
（福島市教育委員会提供）

特ご 別紹 寄介 稿

古関メロディをレパートリーに持つ団体からコメントをいただきました♪♪
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※福島県立美術館は改修工事により臨時休館
　2015年4月6日～2016年3月（予定）
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1  さくらんぼ大将 六郎太少年像【摺上川ダム】
福島市飯坂町茂庭地区を舞台としたNHK連続ラジオ・ド
ラマ「さくらんぼ大将」（昭和26年1月～昭和27年3月）
の主人公「六郎太」の少年像。戦時中に古関家は飯坂の
知人宅に疎開しておりましたので、茂庭の風景が印象深く、
ドラマの舞台となる候補地にこの地を挙げました。当時の
茂庭はさくらんぼの栽培が盛んでした。

7  古関裕而生誕100年記念
モニュメント【JR福島駅東口】
福島市名誉市民第1号である古関裕而の功績
と栄誉を讃えるため平成21年8月11日JR福島
駅東口駅前広場にモニュメントが設置されまし
た。8時から20時まで1時間ごとに古関メロディ
が流れます。

8  JR福島駅発車メロディ【JR福島駅】
古関裕而の生誕100年を記念して、平成
21年4月11日より新幹線と在来線は発
車メロディが古関メロディになりました。新
幹線は「栄冠は君に輝く」、在来線は「高
原列車は行く」が流れます。

13 阿武隈の碑 歌碑【福島市杉妻町・板倉神社】
若山牧水が詠んだ歌に古関裕而が曲をつけた
歌曲「阿武隈の歌」が発表されました。牧水の記
憶を永くとどめようと福島県庁東側の板倉神社
境内に歌碑が建立され、昭和41年4月29日に除幕式が行われました。古
関裕而自身が指揮をとり女学生などの参加者による合唱も披露されまし
た。昭和45年には楽譜を刻んだ「曲碑」があわせて設置されました。

2  福商青春歌 歌碑【福島県立福島商業高等学校】
古関裕而は歌い継がれる秘密を
「永遠の若さ」と述べています。昭
和37年3月NHKが全国の5つの
ブロックからそれぞれ1校を選び、校
歌・学生歌の特集をやりましたが東
北ブロックは福商の校歌でした。「作曲者は年々老いてゆくが
作品は永遠に若い。これからも若い人 に々よって福商青春歌
が歌い継がれてゆく事を望む。」と古関裕而は言っています。

3  暁に祈る歌碑【信夫山第一展望台】

暁に祈るは昭和15年に発売されました。作詞�野村俊夫、唄�
伊藤久男、作曲�古関裕而と「福島トリオ」によるものです。野村
俊夫は昭和41年10月
27日に亡くなり、野村
の功績を永く残そうと
建立されました。

4  旧祓川橋【信夫山噴水公園】
古関裕而の先祖・5代目古関三郎
治（古関家当主は代々三郎治を名
乗る。古関裕而は8代目）が寄進し
たもの。安永年間（江戸時代後期）
に架設され、祓川の水で身を清め
た修験者がこの橋を渡り参拝しました。昭和45年に現在地
に移設、昭和48年に福島市有形文化財として指定されまし
た。もともとあった場所には石橋供養塔が建っています。

5  福島市古関裕而記念館【福島市入江町】
TEL 024−531−3012 

福島市制施行80周年記念事業と
して昭和63年11月にオープンしま
した。平成21年4月から入館料が
無料となり2階の展示コーナーに

は書斎が再現され各資料の展示の他、試聴コーナーもあり
ます。外観は名曲「とんがり帽子」をイメージした建物で、9時
と17時に古関メロディが流れます。
▪アクセス：JR福島駅東口�福島交通バス2・3番のりばより日赤前下車

6  福島ふれあいパークカリヨン時計塔
【福島市保健福祉センター前公園】

平成11年3月に福島市保健福祉センターの建
設に合わせ、東側公園に時計塔が設置されま
した。季節によって流れるメロディが変わります。
春は「福島第4小学校校歌」夏は「さくらんぼ大
将」秋は「とんがり帽子」が時報として流れます。

9  JR福島駅西口駅前広場
モニュメント【JR福島駅西口】
昭和57年に設置されたモニュメントは、平成21年
8月11日より8時から20時まで1時間ごとに❼と同
じ古関メロディが流れます。

10 古関裕而生誕の地 記念碑【福島市大町】
古関裕而は明治42年8月11日福島市大町
「喜多三呉服店」の長男として生まれました
（現在のSMBC日興証券福島支店前）。平
成10年5月にレンガ通り道路整備完成を記
念して福島市大町に「生誕の地」の記念碑が
建てられました。9時、12時、15時の3回「さく

らんぼ大将」「とんがり帽子」「阿武隈の歌」が流れます。

11 平和通り時計塔
【国道13号平和通り中央分離帯】

建設省福島工事事務所創立60周年を記念して昭
和55年に設置されました。平和を祈るような合掌する
デザインが話題となり「合掌の碑」と呼ばれています。
「福島夜曲」のオルゴールが8時、12時、15時、17時、
21時の1日5回流れます。

12 ポケットパーク【福島市本町・わかさや呉服店脇】
平和通り時計塔の復元を記念して平成19年
に国土交通省により整備されました。メロディ
ボックスが設置されており、「福島夜曲」「さく
らんぼ大将」「高原列車は行く」をいつでも聞
くことができます。

古 関 裕 而 の 足 跡 を 辿 る

❼・❾の古関メロディ一覧
時間 曲名
8時00分 さくらんぼ大将
9時00分 高原列車は行く
10時00分 とんがり帽子
11時00分 「ひるのいこい」テーマ音楽
12時00分 栄冠は君に輝く
13時00分 あこがれの郵便馬車
14時00分 愛国の花
15時00分 スポーツ・ショー行進曲
16時00分 白鳥の歌
17時00分 福島夜曲
18時00分 長崎の鐘
19時00分 船頭可愛や
20時00分 君の名は


