
　力を秘めた童謡との共鳴

魅力をつなぐ 故郷創生

♪仲よし小みち

「仲よし小みち」の作詞者・三
み

苫
とま

やすし
は福岡県の教師でした。歌詞にも

あるように、昭和初期の県内には小さな板
橋（木の橋）がいくつも架かっていて、それ
を子どもたちが渡りながら遊んでいました。
同じ福岡出身の教師であった光陽にとって、
この詩の情景は、親しみ深い光景であり、
共感するところが多かったようです。子ども
たちのはずむような心と足取りがリズムに
なった河村童謡を代表する名曲の一つです。

童謡と上野焼が融合した「協奏の庭」は、この町にしか
ない貴重な財産の結びつきから誕生しました。そこに
人と要素のつながりが新たな魅力を生むという可能性
が示されています。地域資源の価値を理解し、創意工
夫が集まれば、次代に誇れる故郷の姿が見えてきます。

↑昭和初期まで町内にいくつも架かっていた木の板橋。

結
び
つ
く
展
望

　

近
く
に
あ
り
す
ぎ
る
と
、
そ
の
存
在
の
大

切
さ
に
気
付
か
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
日
本

は
、
世
界
に
誇
る
素
晴
ら
し
い
伝
統
と
文
化

を
持
っ
て
い
な
が
ら
も「
日
本
の
文
化
を
日
本

人
が
一
番
理
解
し
て
い
な
い
」と
指
摘
さ
れ
る

こ
と
が
多
々
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
町
に
誕
生
し
た
「
協
奏
の
庭
」
は
、
日

本
の
文
化
と
心
の
協
奏
が
テ
ー
マ
。
こ
こ
で
結

び
つ
い
た
童
謡
と
陶
芸
は
、
わ
が
国
が
誇
る
文

化
で
あ
り
、
河
村
童
謡
と
上
野
焼
は
郷
土
の
貴

重
な
財
産
で
す
。

　
「
い
ま
は
現
実
的
に
や
き
も
の
だ
け
で
の
集

客
は
難
し
い
状
況
」と
語
る
上
野
焼
守
窯
の
熊

谷
守
さ
ん
。「
よ
り
多
く
の
人
が
上
野
焼
に
触

れ
、
足
を
と
め
て
い
た
だ
く
た
め
に
は
、
例
え

ば
、
協
奏
の
庭
に
ち
な
ん
だ
桃
の
節
句
や
虎
尾

桜
の
季
節
に
イ
ベ
ン
ト
を
企
画
す
る
な
ど
、
観

光
と
結
び
つ
く
必
要
が
あ
り
ま
す
」と
地
域
資

源
の
連
結
を
重
視
し
ま
す
。

　

一
人
の
力
、
一
つ
の
要
素
だ
け
で
は
厳
し
い

町
づ
く
り
の
活
性
化
も
、
人
と
要
素
の
結
び
つ

き
次
第
で
、大
き
な
展
望
へ
と
つ
な
が
り
ま
す
。

地
場
産
業
や
観
光
資
源
、
景
観
や
自
然
と
一
体

化
し
た
取
り
組
み
が
、
可
能
性
や
効
果
を
飛

躍
的
に
高
め
て
い
き
ま
す
。

　

ま
た
、福
智
町
文
化
連
盟
の
永
末
良
一
さ
ん
も

「
窯
元
や
農
業
な
ど
、
民
間
団
体
の
力
が
集
ま

り
、
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
す
る
イ
ベ
ン
ト
が
実

現
す
れ
ば
、
よ
り
多
く
の
人
が
町
の
魅
力
に
目

を
向
け
て
く
れ
る
は
ず
。
最
終
的
に
は
町
の
活

性
化
が
目
的
で
す
か
ら
、
み
ん
な
が
同
じ
方
向

を
向
き
、
町
全
体
で
意
見
が
飛
び
交
う
よ
う
に

な
れ
ば
理
想
的
で
す
ね
」と
力
を
込
め
ま
す
。

夢
、誇
り
、郷
土
愛

　
「
ま
ず
町
が
誇
れ
る
伝
統
や
文
化
を
子
ど
も

た
ち
に
語
り
継
ぐ
こ
と
が
大
切
」と
語
る
永
末

さ
ん
。
大
人
た
ち
が
町
の
財
産
を
見
直
し
、
認

識
す
る
必
要
性
を
強
調
し
ま
す
。

　

今
回
、
日
本
宝
く
じ
協
会
の
助
成
で
進
め
ら

れ
た「
上
野
焼
と
童
謡
の
里
づ
く
り
事
業
」に

は「
子
ど
も
た
ち
に
夢
と
誇
り
を
与
え
る
も
の
」

と
い
う
前
提
が
あ
り
ま
し
た
。
夢
や
誇
り
が

持
て
る
と
い
う
こ
と
は「
自
分
の
町
を
好
き
に

な
る
」と
い
う
こ
と
。
好
き
に
な
れ
ば
い
ろ
ん

な
良
さ
が
見
え
、
や
が
て「
こ
の
町
を
も
っ
と

よ
く
し
た
い
」と
い
う
思
い
が
あ
ふ
れ
て
く
る

で
し
ょ
う
。
た
と
え
悪
い
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
も

「
ど
う
に
か
し
な
け
れ
ば
」と
い
う
気
持
ち
に

も
な
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
思
い
は
、
次
代
に

も
生
か
さ
れ
、
つ
な
が
っ
て
い
く
も
の
…
。
郷

土
で
夢
を
は
ぐ
く
み
、
郷
土
に
誇
り
を
抱
い
た

子
ど
も
た
ち
は
、
深
い
郷
土
愛
で
、
将
来
こ
の

町
を
支
え
て
く
れ
る
は
ず
で
す
。

　

こ
の
春
、
河
村
光
陽
の
童
謡
と
上
野
焼
の
魅

力
を
集
め
て
誕
生
し
た「
協
奏
の
庭
」。
そ
の
完

成
は
ゴ
ー
ル
で
は
な
く
、
む
し
ろ
ス
タ
ー
ト
で

す
。
こ
の
町
の
文
化
の
す
ば
ら
し
さ
と
可
能
性

へ
の
気
づ
き
、
そ
し
て
、
た
く
さ
ん
の「
想
い
の

協
奏
」を
生
む
き
っ
か
け
と
し
て
、
将
来
に
向

け
た
大
き
な
効
果
が
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。

上野焼協同組合企画委員会

熊谷守 代表（上野）

福智町文化連盟音楽部会

永末良一 会長（金田）

♪上野焼と童謡の里づくり事業
　上野焼と童謡の魅力を町内外に発信し、町のイメージ向上
と地域ブランド化の促進を図った（財）日本宝くじ協会による助
成事業。平成22年度に「協奏の庭」と町内３か所に「シンボル
モニュメント」を設置した。【写真右から】上野焼の陶土となる地
層と積み重なる伝統、そこに吹く創造の風をイメージした「土」
のモニュメント（田川～直方バイパス・大久保交差点）。上野
焼を生み出す陶芸家の手から手へ綿々と伝わってきた伝統をイ
メージした「手」のモニュメント（福智町中央公民館前）。上野焼
を焼成する陶芸家の情熱と400年以上燃え続ける炎をイメージ
した「火」のモニュメント（北九州～小竹線・飯塚市境界付近）。

photo／「仲よし小みち」のリズムが聞こえてきそうなのどかな上野の風景


