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♪グッドバイ

幼児の日常を同じ目線から歌った「グッ
ドバイ」（作詞・佐藤義美）。リズミカル

で明快な光陽の旋律は、幼い子どもが口ずさ
み、親しみやすい名曲として発表当初の昭和
９年から今日まで愛唱されています。町で開
かれるコンサートでは、ラストを飾ることの多
い曲です。また、福智町では朝７時、正午、
夕方６時に、鐘やサイレンではなく、和やか
なミュージックチャイムで時のおとずれを知
らせています。季節によって選曲され「グッ
ドバイ」のほか「うれしいひなまつり」「かもめ
の水兵さん」「赤い帽子白い帽子」「仲よし小
みち」「早起き時計」など、光陽が残した豊か
な旋律が、町のすみずみまで流れています。

か
つ
て
倒
産
し
た
灰
色
の
町
は
、
童
謡
と
い

う
彩
り
を
希
望
に
、再
建
を
果
た
し
ま
し
た
。

そ
し
て
誕
生
後
５
年
を
経
た
福
智
町
で
も
想お

も

い
が
継
が
れ
、
輪
と
な
り
、
歌
声
と
共
に
町

の
風
土
と
し
て
、と
け
込
み
始
め
て
い
ま
す
。

↓
ラ
ス
ト
で「
グ
ッ
ド
バ
イ
」を
合
唱

し
た
福
智
初
開
催
の「
ふ
れ
コ
ン
」。

受
け
継
ぐ
心

　

河
村
光
陽
の「
童
謡
一
路
」の
足
跡
を
刻

む
福
智
町
。
彼
が
愛
し
た
故
郷
で
は
、
そ
の

精
神
が
受
け
継
が
れ「
童
謡
の
町
」と
し
て

の
歩
み
が
着
実
に
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
童

謡
が
口
か
ら
口
へ
伝
わ
っ
て
い
く
よ
う
に
、

童
謡
や
音
楽
の
町
づ
く
り
の
想
い
が
心
か
ら

心
へ
伝
わ
っ
て
い
く
こ
と
を
願
っ
て
、
今
日

ま
で
取
り
組
み
が
重
ね
ら
れ
て
い
ま
す
。

再
建
の
希
望

　

旧
赤
池
町
が「
童
謡
の
町
」を
宣
言
し
た

の
は
、
昭
和
63
年
。
炭
鉱
の
閉
山
で
人
口
が

半
減
し
、
の
ち
に
財
政
再
建
団
体
の
指
定

を
余
儀
な
く
さ
れ
る
ほ
ど
財
政
的
に
も
厳

し
く
な
る
中
、
希
望
を
も
た
ら
し
、
住
民

が
一
つ
に
な
れ
る
地
域
資
源
と
し
て
将
来
を

託
し
た
の
が
河
村
光
陽
の「
童
謡
」で
し
た
。

　

閉
塞
感
が
漂
う
倒
産
し
た
町
を
励
ま
し

続
け
た「
河
村
童
謡
」と「
童
謡
ま
つ
り
」。

そ
の
取
り
組
み
は
、
福
智
町
と
な
っ
た
今
で

も「
福
智
町
音
楽
祭
」と
し
て
受
け
継
が
れ

「
う
れ
し
い
ひ
な
ま
つ
り
」に
ち
な
ん
で
３
月

３
日
の
前
後
に
開
催
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
福
智
町
文
化
祭
で
は「
ふ
れ
あ
い

コ
ン
サ
ー
ト
」が
毎
年
開
催
さ
れ
、
町
内
で

活
動
す
る
コ
ー
ラ
ス
グ
ル
ー
プ
が
歌
声
を
披

露
。新
た
な
出
演
団
体
も
誕
生
し
て
い
ま
す
。

「
童
謡
の
町
」と
し
て
長
年
取
り
組
ん
で
き

た
土
壌
は
、
新
し
い
町
で
も
脈
々
と
つ
な

が
っ
て
い
ま
す
。

風
土
の
醸
成

　

心
の
ふ
る
さ
と
童
謡
。
そ
の
メ
ロ
デ
ィ
ー

を
口
ず
さ
む
時
、
幼
か
っ
た
こ
ろ
の
情
景
が

浮
か
ん
で
き
ま
す
。
童
謡
に
は
優
し
さ
、
温

か
さ
、
清
ら
か
さ
な
ど
、
小
さ
な
自
然
や
命

を
い
た
わ
り
、
親
子
の
愛
を
育
む
と
い
っ
た
、

生
き
て
い
く
上
で
の
大
切
な
心
が
込
め
ら
れ

て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
わ
た
し
た
ち
に
安
ら

ぎ
や
癒
し
の
ひ
と
時
を
与
え
て
く
れ
ま
す
。

　

ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
チ
ャ
イ
ム
な
ど
で
光
陽
の

旋
律
が
絶
え
る
こ
と
の
な
い
福
智
町
。
音
楽

の
持
つ
魅
力
や
そ
の
力
を
生
か
せ
る
風
土
は
、

こ
の
町
に
と
っ
て
の
か
け
が
え
の
な
い
も
の
。

音
楽
が
心
に
灯あ

か

り
を
じ
ん
わ
り
と
も
し
て
い

く
よ
う
に
、
童
謡
の
町
づ
く
り
の
取
り
組
み

は
、
長
い
時
を
経
て
醸
成
さ
れ
て
い
ま
す
。

毎
回
約
１
千
曲
が
寄
せ
ら

れ
た
創
作
曲
コ
ン
ク
ー
ル
や

町
民
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
な
ど
で
再
建
団
体

の
暗
い
雰
囲
気
を
払
拭
し
た
童
謡
ま
つ

り
。
官
民
一
体
の
取
り
組
み
が
互
い
の
意

識
を
変
え
ま
し
た
。
文
化
的
イ
メ
ー
ジ

の
効
果
も
あ
り
、
人
口
も
微
増
。
想
い

や
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
あ
れ
ば
お
金
が
な
く

て
も
成
功
す
る
の
だ
と
実
感
し
ま
し
た
。

今
後
も
子
ど
も
た
ち
が
故
郷
の
誇
り
を

自
ら
発
見
で
き
る
よ
う
な
事
業
に
、
み

な
さ
ん
と
取
り
組
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

童謡まつりと共に歩んできた「ベル・アルモニア赤池」指導者　中津川 裕子 さん 長年童謡まつりに携わり福智町音楽祭を企画した　辻村 哲弥 課長

昭
和
63
年
に
開
催
さ
れ
た
第
１

回
童
謡
ま
つ
り
で
、
光
陽
先

生
の
長
女
・
順
子
さ
ん
と
一
緒
に「
り

ん
ご
の
ひ
と
り
ご
と
」を
歌
う
こ
と
が

で
き
た
の
を
懐
か
し
く
感
じ
ま
す
。
そ

の
時
に
順
子
さ
ん
か
ら「
こ
れ
か
ら
も

父
の
童
謡
を
歌
い
継
い
で
く
だ
さ
い
」

と
い
う
お
言
葉
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

以
来
、
ベ
ル
・
ア
ル
モ
ニ
ア
赤
池
で
は
、

施
設
な
ど
を
訪
問
し
た
際
に
、
必
ず

光
陽
先
生
の
童
謡
を
紹
介
し
、
み
な

さ
ん
と
合
唱
し
て
い
ま
す
。
童
謡
の
素

朴
な
メ
ロ
デ
ィ
ー
や
歌
詞
は
、
人
の
心

を
は
ぐ
く
む
も
の
。
学
校
で
習
う
童

謡
の
数
が
減
少
す
る
中
、
大
人
が
も
っ

と
童
謡
を
歌
い
継
ぎ
、
守
っ
て
い
く
必

要
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

↓地域に出向き歌声を届けるメンバー

↓記念すべき初回の童謡まつり

↑３年前から福智町音楽祭にゲスト出演
している「やべせいこ」と「そがみまこ」の
童謡デュオ「DOYO組」。国内外に童謡を
広げようと平成16 年に誕生し、現在は全
国公演をはじめ、テレビやラジオで活躍中。

2 月27日に開催された福智
町音楽祭の童謡コンサート。
およそ300人の親子連れが
優しい旋律に触れ、会場の
同和対策研修センターは子
どもたちの笑顔に包まれた。

　

町
を
興
し
心
に
灯
を
と
も
す
童
謡

こ
の
町
に
は
歌
が
あ
る

童謡に親しむだけでなく、本格的な音楽に触れ
る機会も積極的に展開。【写真上から】3月6日
に開かれた福智町音楽祭の「クラシックコンサー
ト」。町内団体が出演する「ふれあいコンサー
ト」。Ｎ響メンバーらによる「音楽世界一周の
旅」。赤池支所での「日フィルコンサート」。

練
習
▼
火
20
時
～
22
時（
中
央
公
民
館
）
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     ♪童謡のまちへの想い
インタビュー


