
藤
本
暉て
る

昌ま
さ
（
新し
ん

松し
ょ
う

子し

）
は
、
戦
中
、
軍

人
と
し
て
南
洋
諸
島
な
ど
に
配
属
さ
れ
、
昭

和
二
十
年
（
一
九
四
五
）
の
終
戦
後
も
、
十

カ
月
に
わ
た
り
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
ガ
ラ
ン
島

ナ
ウ
イ
に
抑
留
さ
れ
て
い
ま
し
た
。こ
の
時
、

同
じ
く
抑
留
の
身
と
な
っ
て
い
た
の
が
藤
山

一
郎
で
し
た
。藤
山
は
、「
酒
は
涙
か
溜た

め
息い
き
か
」

や
「
長
崎
の
鐘か

ね
」
な
ど
、
昭
和
を
代
表
す
る

国
民
的
歌
手
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
陸
軍
中
尉
で
あ
っ
た
暉
昌
は
、
海
軍
艦
隊

報
道
部
付
の
藤
山
と
は
戦
時
中
か
ら
、
面
識

を
持
っ
て
い
ま
し
た
。
抑
留
中
、
藤
山
か
ら

暉
昌
に
作
詞
の
依
頼
が
あ
り
ま
し
た
。
昭
和

十
五
年
（
一
九
四
〇
）、
暉
昌
が
卒
業
し
た

大
阪
青
年
教
育
学
校
の
寮
歌
（
岡
田
熊
一
・

作
曲
）
を
作
詞
し
て
い
た
か
ら
で
す
。

　
暉
昌
の
詞
、
藤
山
の
作
曲
が
「
ふ
る
さ
と

い
か
に
ふ
る
さ
と
お
も
う
」で
す
。歌
詞
は
、

一
番
か
ら
四
番
ま
で
あ
り
、
遠
い
異
郷
の
地

か
ら
、望
郷
の
念
で
、ふ
る
さ
と
日
本
を
歌
っ

た
も
の
で
す
。
一
番
を
紹
介
し
ま
す
。

　
お
お
ら
か
に　
海う

な
原ば

ら
わ
た
り

　
き
ほ
い
来
し　
ま
す
ら
た
け
お
ら

　
か
な
し
み
こ
と
を　
た
ゞ
に
か
し
こ
み

　
家
伝づ

て
の　
つ
る
ぎ
を
折
り
て

　
ジ
ャ
ガ
ト
ラ
の　
獄ひ

と
舎や

に
む
せ
ぶ

　
ふ
る
さ
と
い
か
に　
ふ
る
さ
と
お
も
う

　

歌
詞
は
、
新
松
子
が
昭
和
四
十
七
年

（
一
九
七
二
）
に
出
し
た
俳
句
集
『
土
壌
』

に
そ
の
行
き
さ
つ
が
収
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
暉
昌
の
言
に
よ
る
と
、「
…
戦
後
、
ナ
ウ

イ
の
獄
舎
に
私
と
同
じ
く
、
抑
留
の
身
と

な
っ
た
同
氏
か
ら
一
詞
を
乞
は
れ
て
作
っ
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歌
手
藤
山
一
郎
に「
ふ
る
さ
と
い
か
に

ふ
る
さ
と
お
も
う
」の
詞
を
与
え
る

藤本家住宅と俳人・藤本新松子（中）

た
の
が
こ
の
歌
詞
で
あ
る
。
敗
戦
悲
窮
の
ど
ん

底
に
あ
っ
て
も
、
遂
に
五
線
紙
と
ア
コ
ー
デ
ィ

オ
ン
一
基
を
手
放
さ
な
か
っ
た
同
氏
の
澄
明
な

芸
魂
を
今
も
忘
れ
な
い
」
と
あ
り
ま
す
。

　
藤
本
家
に
は
、
五
線
紙
に
暉
昌
の
詞
を
入

れ
た
自
筆
の
藤
山
の
楽
譜
と
注
記
が
残
さ
れ

て
い
ま
す
。
注
に
は
「
藤
本
中
尉
の
詩
を
得

て
。
一
九
四
六
、六
、二
五
、
ガ
ラ
ン
島
に
て

作
曲
藤
山
一
郎
」
と
手
書
き
で
下
段
に
記

し
て
い
ま
す
。
昭
和
二
十
一
年（
一
九
四
六
）

六
月
二
十
五
日
の
こ
と
で
す
。
た
だ
、
自
ら

作
曲
し
た
歌
手
藤
山
一
郎
が
レ
コ
ー
ド
化
し

た
か
は
、
知
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。

　
私
は
、
同
曲
を
ピ
ア
ニ
ス
ト
の
竹
内
愛ま

な
未み

さ
ん
に
演
奏
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
竹
内

さ
ん
は
松
原
市
市
民
活
動
サ
ポ
ー
ト
サ
ロ
ン

（
マ
ツ
サ
ポ
）
な
ど
で
活
躍
さ
れ
て
お
り
、

多
く
の
皆
さ
ん
に
聞
い
て
も
ら
え
れ
ば
と

願
っ
て
い
ま
す
。

　

句
集
『
土
壌
』
に
は
、
戦
中
に
詠う

た

っ
た

「
忠

ち
ゅ
う

節せ
つ

の
と
じ
こ
め
ら
れ
し
大
吹
雪
」や「
遺

書
五
行
桔き

梗き
ょ
う

ヶが

原は
ら

の
果
し
れ
ず
」
な
ど
、

皇
国
の
青
年
将
校
と
し
て
の
責
務
を
持
ち
つ

つ
、
人
間
新
松
子
の
葛
藤
を
か
い
ま
み
る
句

も
載
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
暉
昌
は
、
藤
山
に
詞
を
与
え
た
翌
月
の
七

月
末
、
よ
う
や
く
の
こ
と
、
父
豊と

よ
太た

郎ろ
う

が
待

つ
更
池
に
復
員
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

い
よ
い
よ
、
の
ち
に
「
連れ

ん
翹ぎ

ょ
居き

ょ
」
と
名
付
け

ら
れ
た
自
宅
で
句
会
を
開
い
た
り
、
各
地
で

吟ぎ
ん

行こ
う

を
行
う
な
ど
、
活
動
を
活
発
化
さ
せ
て

い
く
の
で
す
。

▲藤本暉昌作詞、藤山一郎作曲「ふるさといかに ふるさとおもう」 の楽譜
（南新町2丁目・藤本鈴子氏蔵） 暉昌は、藤山の楽譜では「ふるさとおもふ」
であるが、のち「おもう」とする。他にも、「うなばら」を「海原」、「いえ-づて」
を「家伝て」、「ひとや」を「獄舎」などと漢字を混えている。
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