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武
蔵
野
に
ま
つ
わ
る
歴
史
を

楽
し
み
な
が
ら
学
ぶ

新
聞
記
者
を
経
て

童
謡
の
名
作
を
次
々
と
発
表

　

童
謡『
七
つ
の
子
』や『
赤
い
靴
』、

『
シ
ャ
ボ
ン
玉
』の
作
者
と
し
て
知
ら
れ

る
野
口
雨
情
は
、明
治
15
年
茨
城
県
で
生

ま
れ
ま
し
た
。
本
名
は
、野
口
英
吉
。
野

口
家
は
楠
家
の
流
れ
を
く
む
水
戸
藩
の

郷
士
の
家
で
、父
・
量
平
は
廻
船
業
を
営

み
、雨
情
も
裕
福
な
子
ど
も
時
代
を
送
っ

た
よ
う
で
す
。

　

明
治
34
年
に
は
、
東
京
専
門
学
校（
早

稲
田
大
学
の
前
身
）高
等
予
科
に
入
学
。

同
じ
文
学
科
に
は
、『
赤
い
蝋ろ
う

燭そ
く

と
人
魚
』

の
作
者
、小
川
未み

明め
い
が
在
籍
し
て
い
ま
し

た
。
既
に
13
歳
で
作
品
の
投
稿
を
始
め
て

い
た
雨
情
は
、
こ
こ
で
坪
内
逍し
ょ
う

遥よ
う

に
師

事
し
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
明
治
35
年

に
は『
婦
人
と
子
ど
も
』誌
に
詩
作
を
発

表
し
、初
め
て
の
原
稿
料
を
得
ま
し
た
。

　

順
風
に
見
え
た
文
学
者
へ
の
道
は
、

父
・
量
平
の
死
に
よ
っ
て
急
変
し
ま
す
。

帰
郷
し
た
雨
情
は
野
口
家
の
継
承
者
と

し
て
家
督
を
継
ぎ
、明
治
38
年
に
は
高
塩

ヒ
ロ
と
結
婚
し
ま
し
た
。
帰
郷
後
も
精

力
的
に
詩
作
を
続
け
、第
一
詩
集『
枯
草
』

を
発
表
し
ま
し
た
が
、
翌
年
、
突
然
樺
太

に
渡
航
し
ま
す
。
帰
国
後
、一
時
東
京
に

戻
る
も
ほ
ど
な
く
北
海
道
に
移
り
住
み
、

明
治
42
年
に
再
度
上
京
す
る
ま
で
は
、い

く
つ
か
の
新
聞
社
を
転
々
と
し
て
い
ま

し
た
。「
小
樽
日
報
」に
勤
め
て
い
た
と

き
に
は
、石
川
啄
木
と
と
も
に
働
い
て
い

ま
し
た
。

　

明
治
44
年
、雨
情
は
現
在
の
文
京
区
へ

移
転
。
雑
誌『
グ
ラ
ヒ
ッ
ク
』の
編
集
に

携
わ
り
ま
す
。
ヒ
ロ
と
の
離
婚
を
経
た

後
、大
正
８
年
に
は『
都
会
と
田
園
』を
出

版
。
こ
の
詩
集
を
機
に
中
央
詩
壇
へ
の

復
帰
を
果
た
し
た
雨
情
は
、大
正
９
年
か

ら
雑
誌『
金
の
船
』（
後
に『
金
の
星
』に
改

題
）編
集
部
に
勤
務
し
、
童
謡
の
選
者
を

務
め
な
が
ら
次
々
と
作
品
を
発
表
し
ま

し
た
。
作
曲
家
の
中
山
晋
平
が
曲
を
つ

け
た『
船
頭
小
唄
』は
、松
竹
か
ら
映
画
化

さ
れ
る
ほ
ど
の
大
ヒ
ッ
ト
に
。『
十
五
夜

お
月
』（
後
の『
十
五
夜
お
月
さ
ん
』）を
は

じ
め
、後
世
ま
で
歌
い
継
が
れ
る
童
謡
を

次
々
と
発
表
し
ま
し
た
。

多
く
の
人
が
訪
れ
た

吉
祥
寺
の「
童
心
居
」

　

雨
情
が
そ
れ
ま
で
暮
ら
し
て
い
た
西

巣
鴨
を
離
れ
、吉
祥
寺
に
移
り
住
ん
だ
の

は
大
正
13
年
の
こ
と
で
す
。
震
災
を
経

験
し
た
雨
情
は
安
定
し
た
地
盤
を
求
め
、

武
蔵
野
の
分
譲
地
を
買
い
求
め
ま
し
た
。

現
在
、井
の
頭
恩
賜
公
園
に
は「
童
心
居
」

と
い
う
小
さ
な
建
物
が
あ
り
ま
す
。
こ

れ
は
、雨
情
が
吉
祥
寺
在
住
時
の
書
斎
を

雨
情
48
歳
の
頃
。吉
祥
寺
に
居
を
構
え
、新
民
謡
運
動
の
活
動
を
精
力
的
に
行
っ
て
い
た
（
写
真
提
供
／

北
茨
城
市
歴
史
民
俗
資
料
館
・
野
口
雨
情
記
念
館
）。

来 歴
明治15（1882）年 茨城県多賀郡北中郷村磯原（現・北茨城市磯原

町）に生まれる。本名は英吉。
明治34（1901）年 東京専門学校（早稲田大学の前身）高等予科文

学部に入学。
明治36（1903）年 父・量平死去。帰郷して家督を継承。
明治38（1905）年 高塩ヒロと結婚。
明治40（1907）年 「早稲田詩社」の結成に参加。北海道に渡り北

鳴新報社に勤める。その後、小樽日報の創業に
参加。

明治42（1909）年 上京し、牛込区若松町（現・新宿区）に住む。
大正  4（1915）年 ヒロと協議離婚。
大正  7（1918）年 中里つると再婚。
大正  8（1919）年 詩集『都会と田園』を出版。雑誌『金の船』創刊

号に童謡を発表。
大正 9（1920）年 上京し、雑誌『金の船』編集部に入社。『十五夜

お月さん』を発表。
大正10（1921）年 『枯すすき』を『船頭小唄』に改題。『七つの子』

『青い眼の人形』『赤い靴』を発表。
大正11（1922）年 『黄金虫』『シャボン玉』を発表。
昭和19（1944）年 栃木県姿川村鶴田（現・宇都宮市）に転居。
昭和20（1945）年 自宅にて死去。享年63歳。

野の

口ぐ

ち

雨う

情じ

ょ

う

武
蔵
野
市
ゆ
か
り
の

文
学
者
た
ち
の
人
生
、
作
品
世
界
、

市
と
の
関
わ
り
な
ど
を
紹
介
し
ま
す
。

む
さ
し
の
文
學
館�

#
3

取材・文／藤城明子（ポルタ）　参考文献／『野口雨情―郷愁の詩とわが生涯の真実』（日本図書センター）、
『野口雨情 人と文学』（勉誠出版）、『詩魂は漂白の旅へ…詩人 野口雨情』（有峰書店新社）ほか
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野口雨情に触れる
この2冊

『名作童謡 
  野口雨情100選』
野口雨情の作詞による童謡から、
選び抜いた名作100選を収録。評
伝・年譜つき（春陽堂書店）。

『野口雨情』
雨情による随筆・書簡・紀行文など
から、雨情の人生をたどる作品を
収録（日本図書センター）。

井
の
頭
恩
賜
公
園
内
、
井
の
頭
自
然
文
化
園
に
移
築
さ
れ
た
雨

情
の
書
斎
「
童
心
居
」。一
般
の
方
も
有
料
で
借
り
る
こ
と
が
で

き
る
。

吉祥寺の自宅にて家族と。『定本 野口雨情』より（写真提供／北茨城市歴史民俗資料館・野
口雨情記念館）。

（上）井の頭恩賜公園に設置されている歌碑には、雨
情が作詞した『井の頭音頭』の一節が刻まれている。

（左）吉祥寺の自邸の一隅に建てられた最初の「童心
居」。『定本 野口雨情』より（写真提供／北茨城市歴
史民俗資料館・野口雨情記念館）。

M U S A S H I N O  H I S T O R Y

移
築
し
た
も
の
。
雨
情
は
こ
こ
で
、多
く

の
作
品
の
執
筆
に
ふ
け
り
ま
し
た
。
ご

子
息
で
あ
り
、詩
人
・
野
口
雨
情
の
研
究

者
で
も
あ
る
野
口
存の
ぶ

彌や

氏
に
よ
る
と
、当

時
の
吉
祥
寺
は
ま
だ
開
発
が
進
ん
で
お

ら
ず
、裏
に
は
広
い
野
原
が
広
が
っ
て
い

た
と
か
。
波
乱
に
満
ち
た
人
生
を
送
っ

て
い
た
雨
情
に
と
っ
て
、こ
れ
が
初
め
て

の
持
家
と
な
り
ま
し
た
。

　

既
に
童
謡
作
家
と
し
て
名
を
馳は

せ
て

い
た
雨
情
は
、各
地
に
伝
わ
る
伝
承
歌
を

採
集
し
、さ
ら
に
そ
の
地
に
ふ
さ
わ
し
い

歌
を
残
そ
う
と
す
る
新
民
謡
運
動
を
音

楽
家
ら
と
展
開
。
共
に
活
動
を
し
て
い

た
作
曲
家
の
藤
井
清き
よ

水み

や
声
楽
家
の
権

藤
円え
ん

立り
ゅ
うと

、３
人
で
地
方
を
回
る
旅
に
出

る
こ
と
も
多
か
っ
た
そ
う
で
す
。

　

世
話
好
き
で
あ
っ
た
雨
情
を
慕
っ
て

野
口
邸
を
訪
れ
る
人
も
多
く
、
中
で
も

『
橋
の
な
い
川
』の
著
者
で
あ
る
住
井
す

ゑ
と
は
、夫
の
犬
田
卯し
げ
るも
交
え
て
親
交
が

深
か
っ
た
と
か
。
妻
・
つ
る
の
乳
の
出
が

悪
い
時
は
、住
井
す
ゑ
に
も
ら
い
乳
を
頼

む
こ
と
も
あ
っ
た
ほ
ど
で
し
た
。
住
井

す
ゑ
は
、「
一
九
二
八
年（
昭
和
三
）の
夏
、

念
願
漸よ
う
やく

か
な
っ
て
訪
ね
た“
童
心
居
”

【お詫びと訂正】本誌第107号（2014年夏号）の武蔵野ヒストリー 10頁「ルーツの地を探る吉祥寺と西久保」の記事中、最初に吉祥寺があった場所（水道橋北側）の説明として「「西は日光御
成街道をへだて駒込片町、南は百姓地、北は駒込富士前町に接していた」といわれています（『江戸東京地名事典』より）。」と記載しましたが、これは焼失により移転した場所（現在の本駒
込）の説明でした。また、11頁の年表中の「万治2（1654）年」は「万治2（1659）年」の誤りでした。お詫びして訂正します。

ま
わ
り
の
し
の
竹
は
、
思
い
の
ほ
か
、
太

く
て
丈
高
か
っ
た
。
雑
草
の
か
げ
も
な

い
広
々
と
し
た
庭
と
、住
居
の
軒の
き

端ば

を
埋

め
る
ア
ケ
ビ
棚
の
、し
た
た
る
よ
う
な
緑

だ
っ
た
」と
、『
童
心
居
の
し
の
竹
』と
い

う
一
文
の
中
で
、当
時
の
野
口
邸
の
様
子

を
振
り
返
っ
て
い
ま
す
。

　
「
家
族
の
前
で
は
寡
黙
で
、
自
分
の
こ

と
を
話
す
人
で
は
な
か
っ
た
」と
野
口
存

彌
氏
が
語
る
よ
う
に
、雨
情
は
家
で
の
時

間
の
ほ
と
ん
ど
を
書
斎
で
過
ご
し
、「
机

の
前
に
座
っ
て
、い
つ
も
何
か
を
深
く
考

え
て
い
た
」そ
う
で
す
。
時
に
は
自
ら
の

詩
を
口
ず
さ
み
な
が
ら
、立
っ
た
り
座
っ

た
り
し
つ
つ
、詩
作
に
没
頭
し
て
い
た
こ

と
も
あ
っ
た
そ
う
で
す
。

　

円
熟
し
た
作
家
活
動
を
吉
祥
寺
で

送
っ
て
い
た
雨
情
は
、
病
を
経
て
、
昭
和

19
年
に
栃
木
県
に
転
居
。
翌
年
に
逝
去

し
ま
し
た
。
雨
情
が
作
詞
し
、武
蔵
野
市

立
第
一
小
学
校
の
校
歌
と
な
っ
た「
西
空

遠
く
雲
を
ぬ
き
／
そ
び
ゆ
る
富
士
の
姿

を
ば
／
常
に
仰
ぎ
て
変
り
な
く
／
正
し

き
道
を
い
ざ
ゆ
か
ん
」の
一
節
か
ら
、
20

年
間
を
過
ご
し
た
吉
祥
寺
へ
の
思
い
を

偲し
の

ぶ
こ
と
が
で
き
ま
す
。


