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神
海
さ
ん
は
本
市
出
身
の
漫
画
家
で
、
現

在
「
週
刊
少
年
ジ
ャ
ン
プ
（
集
英
社
）」
に
て 

吹
奏
楽
を
テ
ー
マ
に
し
た
漫
画
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』
を
連
載
中
。
小
学 

生
の
時
か
ら
吹
奏
楽
に
打
ち
込
み
、
今
も
音
楽

を
愛
し
て
や
ま
な
い
神
海
さ
ん
に
取
材
し
ま
し

た
。

吹
奏
楽
に
打
ち
込
ん
で
い
た
頃
の
エ
ピ
ソ
ー
ド

小
６
の
時
バ
リ
ト
ン
サ
ッ
ク
ス
を
担
当
し
て

い
ま
し
た
。
重
い
楽
器
を
演
奏
し
な
が
ら
パ
レ

ー
ド
や
マ
ー
チ
ン
グ
で
行
進
す
る
こ
と
は
暗
譜

す
る
こ
と
以
上
に
大
変
で
し
た
が
、
小
学
校
の

音
楽
の
先
生
が
よ
く
褒
め
て
く
だ
さ
る
方
で
、

今
で
も
音
楽
が
好
き
な
の
は
、
そ
の
先
生
の
力

が
大
き
い
で
す
。

ま
た
、
中
２
の
時
に
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
コ
ン
テ

ス
ト
で
西
関
東
大
会
に
進
出
し
た
こ
と
は
、
責

任
感
を
持
っ
て
真
面
目
に
一
生
懸
命
頑
張
れ
ば
、

良
い
結
果
は
つ
い
て
く
る
ん
だ
な
と
知
る
こ
と

が
で
き
た
、
と
て
も
良
い
経
験
で
し
た
。

そ
れ
か
ら
吹
奏
楽
部
員
と
は
よ
く
衝
突
し
ま

し
た
。
真
剣
な
者
同
士
が
ぶ
つ
か
る
の
は
当
た

り
前
で
、
生
き
て
い
く
上
で
非
常
に
貴
重
な
体

前
橋
商
業
高
校吹

奏
楽
部

神
海
英
雄
さ
ん

本市では、全小学校の音楽教育に鼓笛演奏を取
り入れています。これは、子どもたちが自然と楽
器に興味を持ち、音楽に親しむきっかけとなって

明治27年～昭和49年（享年80歳）

前
橋
の
音
楽
教
育

県
内
で
強
豪
校
と
し
て
知
ら
れ
る
高
校
吹
奏
楽
部
が
数
多
く

存
在
す
る
本
市
。
そ
の
中
で
も
最
も
歴
史
が
長
く
、
輝
か
し
い

実
績
の
あ
る
前
橋
商
業
高
校
の
吹
奏
楽
部
を
紹
介
し
ま
す
。

前
橋
商
業
高
校
吹
奏
楽
部
は
、
昭
和
10
年
に

創
部
。
吹
奏
楽
コ
ン
ク
ー
ル
で
は
、
過
去
に
７

年
連
続
（
昭
和
49
年
～
55
年
）
全
国
大
会
に
出

場
し
、
３
年
連
続
（
昭
和
53
年
～
55
年
）
金
賞

を
受
賞
す
る
な
ど
輝
か
し
い
成
績
を
残
し
ま
し

た
。
そ
の
伝
統
は
今
も
な
お
健
在
し
、
５
年
連

続
県
代
表
と
し
て
西
関
東
大
会
Ａ
の
部
に
出
場
。

ま
た
、
マ
ー
チ
ン
グ
で
も
県
代
表
と
し
て
西
関

東
大
会
に
４
年
連
続
出
場
し
、
こ
と
し
は
銀
賞

を
受
賞
し
ま
し
た
。

伝
統
を
受
け
継
ぎ
つ
つ
、
新
た
な
「
前
商
サ

ウ
ン
ド
」
を
求
め
て
日
々
努
力
を
重
ね
て
い
る

同
部
は
、
地
域
に
根
ざ
し
た
活
動
も
盛
ん
に
行

っ
て
い
ま
す
。
商
工
会
議
所
と
タ
イ
ア
ッ
プ
し

た
ま
ち
な
か
コ
ン
サ
ー
ト
で
は
、生
徒
が
企
画
・

運
営
を
行
い
中
央
通
り
商
店
街
な
ど
で
定
期
的

います。
前橋まつりに

は、毎年全市立
小学校が出場し、
堂々とした素晴
らしい鼓笛パレ
ードを披露して
います。

前橋まつりの鼓笛パレード 井上武士

に
演
奏
会
を
開
催
。
前
橋
ま
つ
り
で
も
演
奏
を

披
露
す
る
な
ど
、
地
域
の
イ
ベ
ン
ト
に
も
積
極

的
に
参
加
し
て
い
ま
す
。
毎
年
恒
例
の
定
期
演

奏
会
は
、
12
月
22
日
㈰
・
23
日
㈪
に
ベ
イ
シ
ア

文
化
ホ
ー
ル
で
開
催
し
ま
す
。
熱
い
前
商
サ
ウ

ン
ド
を
聴
き
に
、
ぜ
ひ
、
お
出
掛
け
く
だ
さ
い
。

験
だ
っ
た
と
感
謝
し
て
い
ま
す
。

神
海
さ
ん
に
と
っ
て
、
音
楽
の
素
晴
ら
し
さ
と
は

音
楽
を
聴
い
た
り
演
奏
し
た
り
す
る
こ
と
で
、

大
作
曲
家
が
生
き
た
時
代
を
感
じ
る
こ
と
が
で

き
た
り
、
世
界
各
国
の
息
吹
、
伝
統
、
文
化
を

感
じ
る
こ
と
も
で
き
た
り
、
Ｓ
Ｆ
世
界
や
フ
ァ

ン
タ
ジ
ー
世
界
に
す
ら
入
り
込
む
こ
と
が
で
き

る
と
こ
ろ
だ
と
思
い
ま
す
。

更
に
は
、
楽
し
い
曲
を
聴
け
ば
気
持
ち
が
明

る
く
な
る
し
、
悲
し
み
に
暮
れ
て
い
る
時
に
聴

く
悲
し
い
曲
は
、
そ
の
気
持
ち
に
共
感
し
寄
り

添
う
存
在
に
な
っ
て
く
れ
る
と
思
い
ま
す
。

私
達
を
あ
ら
ゆ
る
場
所
へ
一
瞬
で
つ
れ
て
行 

っ
て
く
れ
る
、
音
楽
か
ら
感
情
が
伝
わ
る
。
そ 

の
観
点
か
ら
音
楽
は
万
国
を
結
ぶ
架
け
橋
で
あ 

誰
も
が
楽
器
に
親
し
め
る

本
市
出
身
の
漫
画
家

る
と
考
え
て
お
り
ま
す
。『SOUL CATCH

ER(S)

』 

で
は
、
そ
う
い
っ
た
音
楽
が
元
々
持
っ
て
い
る

魅
力
を
表
現
し
よ
う
と
試
み
て
い
ま
す
。

市
民
の
皆
さ
ま
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ

僕
が
音
楽
を
好
き
に
な
り
、
今
も
音
楽
に
関

わ
っ
て
い
た
い
と
強
く
思
っ
て
い
る
の
は
、
小

学
校
時
代
か
ら
音
楽
に
触
れ
る
機
会
が
た
く
さ

ん
あ
っ
た
前
橋
で
、
青
春
時
代
を
過
ご
し
て
き

た
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。
僕
は
と
て
も
誇
り
に

感
じ
て
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
も
変
わ
ら
ず
前
橋

の
「
音
楽
を
愛
す
る
心
」
を
市
民
の
皆
様
で
育

み
、
前
橋
市
の
歌『
赤
城
嶺
に
』の
歌
詞
に「
声

高
く 

と
も
に
歌
お
う
」と
あ
る
よ
う
に
、
僕
も

そ
の
心
を
共
有
で
き
た
ら
い
い
な
と
考
え
て
お

り
ま
す
。

Ⓒ神海英雄 / 集英社

marcato cresc.

1.

2.

Tempo di marcio

marcato cresc.

あ か

に わ が ふ る さ と こ

え た か く ーともに う た お う み

ー

こ に いと なむ ま え ばし の あすのみの り を ここ こ に つち かいき り は はれ ゆ く さ わ やか な れいめいのまち

ぎ ね に く も は が や き と ね が わか

ず

に

わ が ふ る さ と こ え た か く ーともに う た お うこ に はた らく ま え ばし の あすのさか え を ここ こ に いそ しみ

ち か ら あふ れ て の び てゆ く かつどうのまち

き よ く み ど り ま や か あ め つ ちこ

日本中で愛され親しまれている童謡「チュ
ーリップ」。来年４月から、ＪＲ前橋駅で電
車の発車メロディーになる予定のこの曲は、
本市出身の作曲家・井上武士が作曲したもの
です。このほかにも、「うみ」をはじめ数々
の童謡を作曲し、名作を残しています。また、
井上武士は、作曲家としてだけでなく、大正・
昭和の優れた音楽教育家であり、現代日本の
学校音楽を作り上げた偉大な指導者でもあり
ました。


