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校
歌
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読
む
」 

島
原
信
義
（
元
本
校
教
諭
） 

 

昭
和
六
十
一
年
度
の
生
徒
会
誌
「
す
ゞ
か
け
」
は
校
歌
を
特
集
記
事
に
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
生
徒
は
釈
迢

空
作
詞
、
安
倍
盛
の
宮
城
県
佐
沼
高
等
学
校
校
歌
に
対
し
て
、「
長
い
」「
難
し
い
」「
素
晴
ら
し
い
」
と
い
う
感
想

を
持
っ
て
い
る
。
こ
の
感
想
は
現
在
の
生
徒
も
同
様
で
あ
ろ
う
。
こ
の
三
つ
は
校
歌
の
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
る
。 

「
長
い
」
ー
ー
ー
一
連
九
行
の
詞
は
確
か
に
長
い
。
同
じ
迢
空
作
詞
の
塩
釜
高
校
の
校
歌
は
八
行
、
迢
空
の
校
歌
に

は
十
行
の
も
の
も
珍
し
く
な
く
、
中
に
は
十
一
行
の
も
の
も
あ
る
。
因
に
小
倉
博
作
詞
、
楠
美
恩
三
郎
作
曲
の
旧
校

歌
は
八
行
で
あ
る
。
私
が
塩
釜
高
校
の
前
後
に
勤
め
た
築
館
高
校
、
登
米
高
校
は
と
も
に
白
島
省
吾
の
作
詞
で
あ
る

が
、
そ
れ
ぞ
れ
四
行
、
五
行
と
短
い
。
迢
空
の
詞
は
概
し
て
長
い
。
加
え
て
曲
も
始
め
と
終
わ
り
が
悠
長
で
、
歌
え

ば
な
お
長
く
な
る
。 

「
難
し
い
」
ー
ー
ー
迢
空
は
即
ち
古
代
学
者
折
ロ
信
夫
で
あ
り
、
古
語
を
自
由
に
駆
使
し
、
古
代
人
の
心
に
自
由
に

出
入
り
し
た
人
で
あ
る
。
迢
空
の
作
品
に
は
古
語
が
日
常
語
の
よ
う
に
頻
出
す
る
。
こ
の
難
し
さ
は
文
語
学
力
の
低

下
と
と
も
に
今
後
ま
す
ま
す
強
く
感
じ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
佐
沼
高
校
の
校
歌
は
迢
空
作
詞
の
校
歌
と
し
て
は
易
し

い
方
で
あ
る
。 

「
素
晴
ら
し
い
」
ー
ー
ー
歌
詞
は
曲
が
つ
け
ば
ど
ん
な
歌
詞
で
も
一
応
通
る
。
し
か
し
、
詩
と
し
て
読
む
に
堪
え
る

歌
詞
は
そ
う
ざ
ら
に
あ
る
も
の
で
は
な
い
。
制
約
の
あ
る
校
歌
で
は
特
に
そ
う
で
あ
る
。
甲
子
園
で
勝
利
校
の
校
歌

が
演
奏
さ
れ
、
そ
の
歌
詞
が
字
幕
に
出
る
が
読
む
に
堪
え
る
歌
詞
は
あ
ま
り
な
い
。
そ
の
点
佐
沼
高
校
の
校
歌
は
詩

と
し
て
の
品
格
を
有
し
、
読
む
に
堪
え
る
立
派
な
歌
詞
で
あ
る
。
作
曲
者
安
倍
盛
は
鍛
冶
校
長
宛
の
書
簡
で
「
全
国

高
等
学
校
校
歌
の
う
ち
の
白
眉
」「
曲
づ
け
を
せ
ず
、
単
に
朗
読
し
た
だ
け
で
も
立
派
」
で
あ
る
と
言
い
、
そ
れ
故

に
作
曲
の
難
し
い
こ
と
も
語
っ
て
い
る
。 

「
ひ
ん
が
し
に
よ
き
国
あ
り
て
」
校
歌
は
ま
ず
国
讃
め
で
始
ま
る
。
西(

大
阪)

の
人
迢
空
に
と
っ
て
東
は
憧
憬
の
地

で
あ
っ
た
ろ
う
。「
国
」
は
も
ち
ろ
ん
郷
土
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
一
行
は
五
七
調
か
七
五
調
か
。「
よ
き
」
は

前
に
も
後
に
も
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
ど
ち
ら
に
も
と
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
を
迢 

空
は
鍛
冶
校
長
宛
の
書
簡
で
「
音
脚
と
意
義
と
は
別
々
」
と
言
い
、
二
番
の
一
行
目
を
例
に
「
意
味
は
『
野
に
出
で
ゝ

聴
け
。
水
の
音
』
だ
が
、
音
脚
は
「
野
に
出
で
ゝ 

き
け
水
の
音
』」
で
あ
る
と
注
意
し
て
い
る
。
つ
ま
り
五
七
調

で
あ
る
。
全
体
の
音
脚
は
「
５
７
・
５
５
・
５
５
・
７
５
・
７
５
・
７
５
・
７
５
・
５
５
・
５
４
４
」
で
あ
る
と
も

言
っ
て
い
る
。
い
ろ
い
ろ
な
音
脚(

音
数
律)

を
使
っ
て
複
雑
で
あ
る
。
読
む
に
は
と
も
か
く
曲
づ
け
に
は
面
倒
で
あ

ろ
う
。
安
倍
盛
は
こ
こ
を
七
五
調
に
し
て
作
曲
し
て
い
る
。
こ
の
部
分
は
荘
重
で
厳
粛
で
あ
る
。 

「
北
上
の
遠
山
を
朝
空
に
垣
と
せ
り
」
こ
こ
は
美
し
い
詞
句
で
曲
も
一
転
軽
快
晴
朗
で
あ
る
。
こ
の
響
き
は
「
い
さ

ぎ
よ
し
我
が
佐
沼
」
ま
で
受
け
継
が
れ
る
。
国
讃
め
を
具
体
的
に
し
て
風
土
を
称
え
て
い
る
。
迢
空
は
昭
和
二
十
三

年
五
月
二
十
二
日
に
講
演
の
た
め
来
町
し
て
い
る
が
、
校
歌
依
頼
後
取
材
の
た
め
来
校
は
せ
ず
、
教
え
子
の
菊
池
一

先
生
の
短
歌
数
首
と
地
図
を
も
と
に
作
詞
し
た
と
い
う
。
菊
池
先
生
の
歌
を
も
と
に
し
た
部
分
は
、
こ
こ
と
二
番
の

「
せ
せ
ら
ぎ
は
と
ほ
く
来
て
遠
く
去
る 

迫
川
そ
の
瀬
の
そ
よ
ぎ
」
三
番
の
「
栗
駒
の
空
タ
や
け
て
」
で
あ
る
と
菊

池
先
生
自
ら
が
語
っ
て
い
る
。
先
生
の
遺
歌
集
を
編
ん
だ
時
、
そ
の
歌
を
探
し
た
が
見
当
ら
な
か
っ
た
。
校
歌
成
立

以
前
の
作
品
を
あ
ま
り
収
集
で
き
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
山
を
垣
と
見
る
の
は
古
事
記
以
来
の
伝
統
で
あ
る
。 

「
心
す
ぐ
な
る
よ
き
人
の 

常
に
和
み
て
住
む
と
こ
ろ
」
国
讃
め
の
あ
と
は
人
讃
め
で
あ
る
。「
心
す
ぐ
な
る
」
と

は
心
が
素
直
で
正
直
で
実
直
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。
こ
れ
は
単
な
る
言
葉
の
綾
で
は
な
い
。
佐
沼
高
校
通
学
圏
の

人
々
は
大
方
心
す
ぐ
な
る
人
と
言
っ
て
い
い
。
ま
た
、
迢
空
は
菊
池
先
生
を
通
し
て
佐
沼
の
人
々
を
見
て
い
た
の
か

も
し
れ
な
い
。 

「
わ
れ
ら
清
し
く
行
き
交
ひ
て 

若
き
礼
譲
里
に
充
つ
」
こ
こ
は
校
内
外
の
往
来
風
景
を
思
い
浮
か
べ
れ
ば
よ
い
。



「
礼
譲
」
は
迢
空
が
重
ん
じ
た
徳
目
で
あ
り
、
他
の
校
歌
に
も
出
て
く
る
。
し
か
し
、
佐
高
生
は
譲
は
と
も
か
く
礼

を
十
分
尽
く
し
て
い
る
か
ど
う
か
。
照
れ
く
さ
い
の
か
挨
拶
を
き
ち
ん
と
し
な
い
傾
向
が
あ
る
の
は
よ
く
な
い
。
今

は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。 

「
い
さ
ぎ
よ
し
我
が
佐
沼
」
以
下
は
学
校
讃
め
の
リ
フ
レ
イ
ン
で
、「
い
さ
ぎ
よ
し
」
が
「
み
づ
み
づ
し
」「
か
が
や

か
し
」
と
変
化
す
る
外
は
同
じ
で
あ
る
。
曲
は
「
あ
あ
」
以
下
が
再
び
荘
重
厳
粛
に
な
っ
て
い
る
。「
高
校
」
と
略

す
よ
り
「
高
等
学
校
」
と
言
う
方
が
重
厚
で
品
で
あ
る
が
、
作
曲
は
し
に
く
い
で
あ
ろ
う
。
歌
っ
て
い
て
こ
の
一
行

が
特
に
長
く
感
じ
ら
れ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。 

二
番
に
移
る
。「
野
に
出
で
て
聴
け
水
の
音
」
は
哲
学
的
で
魅
力
あ
る
詞
句
で
あ
る
。「
聴
く
」
と
は
心
を
集
中
し
て

き
く
こ
と
で
あ
る
。
現
代
は
何
か
と
騒
々
し
く
静
か
に
聴
く
心
の
働
き
が
失
わ
れ
が
ち
で
あ
る
。
是
非
聴
く
こ
と
に

心
を
配
り
た
い
も
の
で
あ
る
。 

「
昼
深
き
せ
せ
ら
ぎ
は 

と
ほ
く
来
て
遠
く
去
る 

迫
川
そ
の
瀬
の
そ
よ
ぎ
」
流
れ
行
く
水
は
人
の
心
を
深
く
す

る
。
旧
校
歌
で
は
「
し
た
た
る
末
の
迫
川 
な
が
れ
て
往
に
し
春
秋
を
」
と
歌
っ
て
い
る
。
古
い
人
達
は
草
土
手
の

牧
歌
的
風
景
を
懷
か
し
く
思
い
起
こ
す
で
あ
ろ
う
し
、
新
し
い
人
達
は
コ
ン
ク
リ
ー
ト
護
岸
の
化
粧
に
都
市
的
イ
メ

ー
ジ
を
育
む
こ
と
で
あ
ろ
う
。
迫
川
に
ま
つ
わ
る
個
々
の
思
い
は
時
空
を
隔
て
れ
ば
隔
て
る
ほ
ど
掛
替
え
の
な
い
貴

重
な
も
の
に
な
る
。 

「
日
々
に
学
問
新
し
く 

技
術
と
り
ど
り
潔
ら
か
に
」「
学
問
」
は
迢
空
の
校
歌
に
は
よ
く
出
て
く
る
。
当
然
の
こ

と
だ
が
学
校
は
学
問
を
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
現
代
の
学
校
で
は
そ
れ
が
ど
う
か
す
る
と
な
お
ざ
り
に
さ
れ
か
ね
な

い
有
様
で
あ
る
の
は
憂
う
べ
き
こ
と
で
あ
る
。「
技
術
」
は
他
の
校
歌
で
は
「
技
芸
」「
技
能
」
の
形
で
出
て
く
る
。 

「
青
春
と
こ
し
な
へ
な
ら
む
」
の
「
と
こ
し
な
へ
」
は
永
遠
に
変
わ
ら
な
い
こ
と
、
音
脚
の
上
で
は
「
と
こ
し
」
と

「
な
ヘ
」
に
分
か
れ
る
の
で
歌
っ
て
い
る
時
は
意
味
が
と
り
に
く
い
で
あ
ろ
う
。
永
遠
の
青
春
と
は
心
の
青
春
で
あ

る
。
卒
業
後
佐
沼
高
校
時
代
を
思
い
起
こ
す
時
、
青
春
は
蘇
り
、
永
遠
に
変
わ
ら
な
い
の
で
あ
る
。「
み
づ
み
づ
し
」

は
「
青
春
と
こ
し
な
へ
な
ら
む
」
に
照
応
す
る
。 

三
番
に
行
こ
う
。「
栗
駒
の
空
タ
や
け
て
」
朝
の
東
の
北
上
に
対
し
て
、
夕
べ
の
西
の
栗
駒
で
あ
る
。
こ
れ
も
心
に

深
く
残
る
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。 

「
し
づ
か
な
る
夜
の
思
ひ
」
は
「
し
づ
け
さ
」「
か
そ
け
さ
」「
ひ
そ
け
さ
」「
さ
び
し
さ
」
を
好
ん
だ
い
か
に
も
迢

空
ら
し
い
思
弁
的
、
内
省
的
な
詞
句
で
あ
る
。
全
体
の
構
成
を
見
る
と
、
一
番
は
朝
、
二
番
は
昼
、
三
番
は
夜
に
な

っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
で
あ
ろ
う
。
こ
の
構
成
は
迢
空
が
校
歌
を
作
る
際
に
用
い
た
手
法
で
他
の
校
歌
に
も
多
く

見
ら
れ
る
。 

「
陸
奥
の
荒
野
ら
を 

悉
皆
田
に
墾
り
し
祖
々
の 

代
々
の
経
験
と
ほ
け
れ
ど
」
代
々
の
祖
先
が
荒
野
を
開
墾
し
て

田
を
作
っ
て
き
た
苦
労
に
思
い
を
馳
せ
て
い
る
「
み
な
」
と
し
な
い
で
「
悉
皆
」
に
「
ミ
ナ
」
と
ル
ビ
を
ふ
る
の
も

迢
空
流
で
あ
る
。
さ
て
そ
の
「
代
々
の
経
験
」
は
現
在
か
ら
は
遠
い
の
で
あ
る
が
、
次
が
文
脈
の
上
で
少
々
難
し
い
。 

「
匂
ひ
や
か
な
る
近
代
の 

智
識
の
外
の
も
の
な
ら
ず
」
約
め
て
言
え
ば
「
経
験
は
智
識
の
外
の
も
の
で
は
な
い
」

と
い
う
の
で
あ
る
。
と
言
っ
て
も
そ
れ
で
す
っ
と
わ
か
る
わ
け
で
は
な
い
。
言
葉
を
捕
っ
て
解
釈
す
る
と
、
祖
々

代
々
の
開
墾
経
験
は
現
代
の
私
達
に
と
っ
て
直
接
経
験
で
き
な
い
こ
と
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
労
苦
は
知
識
で
も

っ
て
間
接
的
に
理
解
で
き
る
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
学
問
知
識
に
励
む
労
苦
は
開
墾
に
励
む
労
苦
に
相
当
す
る
尊
い
も

の
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
作
者
の
意
図
は
ど
う
で
あ
っ
た
の
か
。
歌
詞
の
引
用
は
「
佐
沼
高
校
七
十
五
年
史
」

に
よ
っ
た
が
、「
智
識
」
は
全
集
で
は
「
知
識
」
と
な
っ
て
い
る
。
迢
空
自
身
が
ど
ち
ら
を
使
っ
た
の
か
、
歌
詞
原

稿
が
失
わ
れ
て
い
る
の
で
わ
か
ら
な
い
。
全
集
で
み
る
と
「
知
識
」
も
迢
空
の
校
歌
に
よ
く
使
わ
れ
て
い
る
。
近
頃

は
「
知
識
」
軽
ん
ず
る
傾
向
が
あ
る
が
、
真
の
知
識
は
倫
理
性
の
強
い
も
の
で
あ
る
。
漠
然
と
心
の
教
育
な
ど
と
い

う
よ
り
真
の
知
識
教
育
に
励
む
ほ
う
が
よ
い
。「
学
問
」「
技
術
」「
知
識
」
と
迢
空
は
教
育
の
大
事
な
と
こ
ろ
を
校

歌
に
折
り
こ
ん
で
い
る
。 

校
歌
は
初
め
作
詞
を
高
村
光
太
郎
に
依
頼
し
た
が
断
ら
れ
た
。
光
太
郎
に
は
方
々
の
学
校
か
ら
依
頼
が
あ
っ
た
が
、



片
端
か
ら
断
っ
て
い
る
。
若
柳
高
校
も
断
ら
れ
て
い
る
。
迢
空
に
決
ま
っ
た
の
は
先
年
講
演
を
し
て
い
た
こ
と
と
、

教
え
子
の
菊
池
先
生
が
い
た
か
ら
で
あ
る
。
迢
空
と
の
交
渉
に
は
菊
池
先
生
が
当
っ
た
。
迢
空
は
菊
池
先
生
へ
の
返

信(

ロ
述
ら
し
い
。
昭
和
二
十
六
年
、
月
日
不
明)

で
、「
校
歌
の
事
、
出
来
あ
が
り
が
、
遅
れ
て
も
催
促
せ
ぬ
と
言
ふ

條
件
な
ら
お
引
き
受
け
し
ま
し
よ
う
。
こ
れ
は
あ
ま
り
引
き
受
け
す
ぎ
て
、
せ
め
ら
れ
こ
り
こ
り
し
て
ゐ
る
か
ら
で

す
。
そ
れ
か
ら
私
の
歌
だ
け
に
三
萬
円
出
し
て
も
ら
ふ
と
言
ふ
の
は
慾
張
る
様
で
す
が
、
さ
う
で
も
し
な
け
れ
ば
百

篇
位
作
ら
な
け
れ
ば
寄
附
の
思
が
達
せ
ら
れ
ま
せ
ん
。」
と
言
っ
て
い
る
。
迢
空
は
母
校
国
学
院
大
学
に
寄
付
の
た

め
、
校
歌
を
積
極
的
に
引
き
受
け
て
い
た
の
で
あ
る
。 

歌
詞
の
到
着
が
八
月
三
十
日
、
楽
譜
の
到
着
が
九
月
三
十
日
。
新
校
歌
は
昭
和
二
十
六
年
十
一
月
五
日
か
ら
行
わ
れ

た
創
立
五
十
周
年
記
念
行
事
の
一
つ
と
し
て
九
日
新
校
旗
と
と
も
に
披
露
さ
れ
て
い
る
。
当
時
の
最
高
学
年
は
第
四

回
卒
業
生
で
あ
る
か
ら
、
第
三
回
ま
で
の
卒
業
生
は
こ
の
新
し
い
校
歌
を
知
ら
な
い
。
そ
の
人
達
に
と
っ
て
懐
か
し

い
の
は
、
小
倉
博
作
詞
、
楠
美
恩
三
郎
作
曲
の
旧
制
佐
沼
中
学
校
の
校
歌
で
あ
ろ
う
。
四
・
五
・
六
回
卒
は
、
新
旧

両
校
歌
を
歌
っ
た
世
代
で
あ
り
、
新
校
歌
と
純
粋
に
一
体
感
の
あ
る
の
は
、
七
回
卒
以
降
の
人
達
で
あ
ろ
う
。
昭
和

二
十
年
旧
制
佐
沼
中
学
校
に
人
学
し
た
私
は
、
登
米
高
校
に
移
る
ま
で
三
年
間
旧
校
歌
を
歌
い
、
新
校
歌
に
は
教
員

と
し
て
ニ
十
一
年
間
親
し
ん
だ
。
し
か
し
、
日
常
の
折
節
ふ
と
口
を
つ
い
て
出
て
く
る
の
は
旧
校
歌
の
方
が
多
い
。

校
歌
は
青
春
と
と
も
に
あ
り
、
本
質
的
に
生
徒
の
歌
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
。
荘
重
に
し
て
晴
朗
、
格
調
の
高
い
宮
城
県

佐
沼
高
等
学
校
校
歌
は
、
在
校
生
に
誇
り
を
持
っ
て
歌
い
継
が
れ
、
卒
業
生
の
心
に
永
く
青
春
の
響
き
を
奏
で
続
け

る
に
違
い
な
い
。 


