
歌
碑
に
刻
ま
れ
た
歌
が

時
を
超
え
て
思
い
を
届
け
る

　
沖
縄
各
地
に
点
在
す
る
歌
碑
。
そ
こ
に
は
琉
歌
や
短

歌
、
俳
句
、
詩
な
ど
が
刻
ま
れ
、
味
わ
い
豊
か
に
語
り
か

け
て
き
ま
す
。
地
元
だ
け
に
、
ほ
と
ん
ど
が
琉
歌
で
、
恩

納
ナ
ベ
や
吉
屋
チ
ル
と
い
っ
た
時
代
が
生
ん
だ
女
流
歌
人

の
趣
あ
る
歌
を
は
じ
め
、そ
の
土
地
の
美
し
さ
や
、
恋
心
、

教
訓
を
詠
ん
だ
歌
な
ど
が
碑
文
と
し
て
刻
ま
れ
て
い
ま

す
。「
歌
碑
を
読
む
と
、
そ
の
背
景
が
浮
き
彫
り
に
な
り

ま
す
。
な
か
で
も
30
文
字
の
島
言
葉
に
思
い
を
託
し
た
琉

歌
は
沖
縄
独
自
の
文
化
で
格
別
の
味
わ
い
。
祖
先
が
三

線
の
調
べ
に
の
せ
て
口
ず
さ
ん
だ
琉
歌
に
触
れ
、
思
い
を

感
じ
て
欲
し
い
」
と
話
し
て
く
れ
た
の
は
歌
碑
に
関
す
る

著
書
の
出
版
や
、
歌
碑
巡
り
講
師
と
し
て
も
知
ら
れ
る

垣
花
武
信
さ
ん
。

　
現
在
、
県
内
に
は
新
旧
合
わ
せ
て
1
5
0
ほ
ど
の
歌
碑

が
あ
り
、そ
れ
ぞ
れ
が
ゆ
か
り
の
あ
る
場
所
に
建
立
さ
れ
、

静
か
に
佇
ん
で
い
ま
す
。
見
か
け
た
時
に
は
足
を
止
め
、

地
域
の
人
々
が
後
世
に
残
す
た
め
に
刻
ん
だ
歌
に
思
い

を
馳
せ
て
み
ま
せ
ん
か
。

吉屋チルは恩納ナベとともに琉歌の二大女流歌人。家が
貧困のため、幼くして那覇の遊郭に身売りされ、遊女に
なって多くの歌を残している。この歌はチルが売られてい
く途中、比謝橋を渡った時に詠んだものといわれてい
る。（建立地：嘉手納町と読谷村を結ぶ比謝橋のたもと）

吉屋チル琉歌

沖縄を代表する教訓歌。1928年（昭和3年）、今上天皇御大
典記念事業の一環として行われた貯蓄奨励民謡募集に当
選した初代具志頭郵便局長仲本稔の作詞で作曲は宮良長
包によるもの。廃藩置県後の貧しく苦しい暮らしのなかで
勤倹貯蓄を奨励している。（建立地：八重瀬町具志頭）

汗水節

コラム 歌碑の楽しみ方いろいろ最近では歌碑巡りの開催も盛んで、その人気は上昇中。自分なりに鑑賞のポイントを見つけて楽しんで
みませんか。

垣花 武信さん
　生涯学習サークル「四季の会」会
長、国立劇場歌碑めぐり講師、県立
総合教育センター歌碑めぐり講師
などでご活躍中の垣花武信さん。
沖縄の歌碑に造詣が深く、著書に
は「沖縄文学碑めぐり」（那覇出版
社）がある。平成26年春の叙勲にて
瑞宝双光章（教育功労）を受章

八・八・八・六とい
う独特なリズムを

もつ琉歌。30文字の島言葉から意味を学び、
歌い継がれたメロディなどを口ずさんでみる。
理解が深まることで沖縄の民謡や組踊なども
一層楽しむことができる。

琉 歌 の 作 者 について
は、吉屋チルや恩納ナベ

以外、ほとんどが読人知らず。一方、短歌や俳
句、詩などはすべて作者を確かめられる。石川
啄木や若山牧水といった本土出身の著名な歌
人の歌碑も県内に建立されている。

刻まれた
碑文は著

名な書家の手による流麗な文字や、作者直筆
の味わいのある文字などもあり、それぞれの
書体を楽しむことができる。

汗
水
ゆ
流
ち

　
　
働
ち
ゅ
る
人
の

　
心
う
れ
し
さ
や

　
　
　
與
所
の
知
ゆ
み

歌
意

汗
水
流
し
て
働
く
う
れ
し
さ

働
く
喜
び
を
他
の
人
が

わ
か
る
も
の
で
し
ょ
う
か

恨
む
比
謝
橋
や

　
　
情
な
い
ぬ
人
の

　
わ
ぬ
渡
さ
と
も
て

　
　
か
け
て
お
き
ゃ
ら 

歌
意

恨
め
し
い
比
謝
橋
は
な
ん
て
情
が
な
い
人
が

こ
の
私
を
渡
そ
う
と
思
っ
て

架
け
た
の
で
し
ょ
う
か

「屋嘉節」は終戦直後、金武村（現在の金武町）屋嘉に設
けられた米軍の捕虜収容所で、配給された缶詰の空き缶
やパラシュートのヒモなどで作った「カンカラ三線」にの
せて謡われた。現在伝わる曲は山内盛彬によるものだと
いわれている。（建立地：金武町屋嘉）

屋嘉節

「谷茶前節」は恩納村の谷茶に国王が訪れた際に作られた
歌だといわれ、漁村の日常がコミカルに表現されている。明
治20年代には舞踊の名人・玉城盛重が曲に踊りを振り付
け、今でも盛んに歌い踊られている。（建立地：恩納村谷茶）

谷茶前節

谷
茶
前
ぬ
浜
に
　

ス
ル
ル
小
が

　
寄
て
て
ん
ど
う
ヘ
イ

ス
ル
ル
小
が

　
寄
て
て
ん
ど
う
ヘ
イ

な
ん
ち
ゃ 

む
さ
む
さ

な
ん
ち
ゃ 

む
さ
む
さ

歌
意

谷
茶
前
の
浜
に
キ
ビ
ナ
ゴ
が
押
し
寄
せ
て
く
る
ぞ

谷
茶
前
の
浜
に
キ
ビ
ナ
ゴ
が
押
し
寄
せ
て
く
る
ぞ

そ
う
だ
そ
う
だ
　気
持
ち
も
高
ま
る
よ

な
つ
か
し
や
沖
縄

　
　
戦
場
に
な
と
い

　
世
間
お
万
人
と

　
　
　
　
涙
な
が
ち

歌
意

哀
し
い
沖
縄
は
戦
場
と
な
り

多
く
の
人
々
が
涙
を
流
し
た

草
紙
沖縄の
歌碑

知
ろ
う
！
語
ろ
う
！
お
き
な
わ
の
底
力

琉歌を味わう 作者を知る 碑文の書体を楽しむ
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