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入
学
式
・
卒
業
式
や
運
動
会
と
い
っ

た
学
校
行
事
の
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
で
歌

わ
れ
る
校
歌
。
周
辺
の
自
然
や
環
境
、

歴
史
、
未
来
へ
の
思
い
な
ど
が
歌
わ
れ

た
校
歌
は
、
卒
業
し
て
か
ら
も
身
近
な

歌
の
１
つ
で
あ
り
、
ふ
と
懐
か
し
く
思

い
出
し
た
り
、
口
ず
さ
ん
だ
り
す
る
と

い
う
経
験
が
あ
る
人
も
多
い
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

校
歌
ほ
ど
身
近
で
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、
都
道
府
県
や
市
町
村
と
い
っ
た
自

治
体
が
、
歌
を
持
っ
て
い
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。
本
市
は
市
歌
を
持
っ
て
い
ま

せ
ん
が
、
滋
賀
県
内
で
は
、
県
が
「
滋

賀
県
民
の
歌
」
と
い
う
県
歌
を
、ま
た
、

10
ほ
ど
の
市
町
が
歌
を
持
っ
て
お
り
、

成
人
式
な
ど
の
式
典
で
歌
わ
れ
て
い
る

よ
う
で
す
。

さ
て
、
現
在
は
市
歌
を
持
っ
て
い
な

い
本
市
で
す
が
、
栗
東
町
時
代
の
昭
和

36
（
１
９
６
１
）
年
に
は
「
栗
東
音
頭
」

「
栗
東
小
唄
」
と
い
っ
た
い
わ
ゆ
る
“
ご

当
地
ソ
ン
グ
”が
作
ら
れ
て
い
る
ほ
か
、

昭
和
29
（
１
９
５
４
）
年
に
栗
東
町
が

誕
生
す
る
以
前
の
旧
村
（
治
田
・
金
勝
・

葉
山
・
大
宝
の
４
か
村
）時
代
に
、金
勝
・

葉
山
・
大
宝
の
３
つ
の
村
で
歌
わ
れ
た

“
村
歌
”
が
広
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
う
ち
、
葉
山
村
で
は
、
明
治
33

（
１
９
０
０
）
年
に
葉
山
小
学
校
の
教

師
・
山
本
美
清
に
よ
っ
て
作
ら
れ
、
そ

の
後
、
昭
和
８
（
１
９
３
３
）
年
に
葉

山
村
の
助
役
・
武
村
延
吉
に
よ
っ
て
作

り
直
さ
れ
た
「
葉
山
村
歌
」
が
歌
わ
れ

て
い
ま
し
た
。ま
た
、井
口
天
神
社（
辻
）
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よ
り
よ
く
生
活
す
る

た
め
の
12
か
条
29

先
日
、
Ａ
ち
ゃ
ん
が
鉄
棒
の

前
回
り
に
挑
戦
し
て
い
た
と
こ

ろ
、
Ｂ
ち
ゃ
ん
が
「
練
習
す
れ

ば
で
き
る
よ
」
と
励
ま
す
姿
が

あ
り
ま
し
た
。
二
人
は
手
に
で

き
た
、
ま
め
を
見
せ
合
い
な
が

ら
、「
が
ん
ば
り
ま
め
が
で
き
た

ね
」
と
嬉
し
そ
う
に
話
し
て
い

ま
し
た
。

ま
た
、
リ
レ
ー
で
は
、
抜
か

さ
れ
な
が
ら
も
最
後
ま
で
懸
命

に
走
っ
た
Ｃ
ち
ゃ
ん
に
対
し
、

「
Ｃ
ち
ゃ
ん
速
か
っ
た
な
ぁ
」と
、

声
を
か
け
る
Ｄ
ち
ゃ
ん
の
姿
も

あ
り
ま
し
た
。

友
だ
ち
か
ら
の
励
ま
し
の
こ

と
ば
は
、
子
ど
も
の
が
ん
ば
る

力
に
つ
な
が
り
ま
す
。
友
だ
ち

同
士
、
励
ま
し
合
い
、
高
め
合

い
な
が
ら
、
と
も
に
成
長
で
き

る
よ
う
見
守
っ
て
い
き
た
い
と

思
い
ま
す
。

《大宝幼稚園》「みんな友だち、励まし合って 大きくなあれ」

や
出
庭
神
社
（
出
庭
）
の
神
職
で
も
あ

っ
た
武
村
延
吉
は
、
葉
山
小
学
校
の
教

師
を
務
め
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
葉
山

小
学
校
の
「
創
立
記
念
日
の
歌
」
を
作

詞
し
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
ほ
か
、
大
宝
村
の
「
大
宝
村
民

歌
」、
金
勝
村
の
「
金
勝
行
進
曲
」
が
知

ら
れ
て
い
ま
す
が
、
い
ず
れ
の
歌
で
も

地
域
の
自
然
や
環
境
、
名
所
旧
跡
が
歌

わ
れ
て
お
り
、
地
域
の
特
色
を
知
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
う
ち
、「
金
勝
行

進
曲
」
は
、
金
勝
小
学
校
の
古
い
校
歌

（
金
勝
尋
常
小
学
校
行
進
曲
）
と
し
て
地

元
の
音
楽
愛
好
家
グ
ル
ー
プ
に
よ
っ
て

歌
い
継
が
れ
て
お
り
、
昨
年
金
勝
小
学

校
の
音
楽
会
で
披
露
さ
れ
ま
し
た
。

な
お
、
こ
れ
ら
の
村
歌
の
歌
詞
は
、

平
成
３
（
１
９
９
１
）
年
に
発
行
さ
れ

た
『
り
っ
と
う
の
う
た
』
に
掲
載
し
て

い
ま
す
。
旧
村
時
代
に
歌
わ
れ
た
村
歌

を
と
お
し
て
、
か
つ
て
の
栗
東
の
す
が

た
に
思
い
を
は
せ
て
み
て
は
い
か
が
で

し
ょ
う
か
。

「葉山村歌」を作り直した武村延吉（前列右側）
『鋳物師の郷・辻の歴史』より

「金勝行進曲」を歌い継ぐ歌声喫茶の皆さん
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