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校
歌
作
曲
で
全
国
に
知
れ
た 

楠 く
す

美 み

恩 お
ん

三
郎

ざ
ぶ
ろ
う 

  

楠
美
恩
三
郎
は
一
八
六
八
年
（
明
治
元
）
三
月
二
十
五
日
、
父
晩
翠

ば
ん
す
い

、
母
さ
た
の
三
男
と
し
て
、
弘
前
市
蔵
主
町
に
生
ま
れ
た
。 

生
ま
れ
つ
き
音
感

 
 

に
す
ぐ
れ
、
ま
た
幼
時
よ
り
音
楽
を
好
ん
だ
の
で
、
近
所
の
人
々
は
、 

「
な
る
ほ
ど
。
血
は
争

 

え
な
い
も
の
だ
。
」 

と
感
心

 
 

し
た
と
い
う
。 

そ
れ
と
い
う
の
も
、
恩
三
郎
の
生

 

ま
れ
た
楠
美
家
は
、
代
々
平
家
琵
琶
（
平
曲
、
ま
た
は
平
家
と
も
い
う
）
を
受
け
つ
ぎ
、
い
ず
れ
も
名
手
と
し
て
、
奥お

う

義ぎ

を
き

わ
め
た
家

 

だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。 

恩
三
郎
の
祖
父
の
太た

い

素そ

は
、
幕
末
の
津
軽
参
政
と
し
て
功
績
の
あ
っ
た
人
だ
が
、
書
を
よ
く
し
、
印
章
彫
刻
に
巧
み
で
、
藩
主
の
雅が

印い
ん

を
彫
る
ほ
ど
の
腕
前
で
あ

っ
た
。
さ
ら
に
家
伝
の
平
家
琵
琶
で
は
「
そ
の
音
色
の
清
艶

せ
い
え
ん

、
そ
の
肝
声

か
ん
せ
い

の
壮
烈
、
そ
の
曲
節
の
整
正
な
る
、
湲か

ん

急
き
ゅ
う

自お
の
ず

らか

備
わ
り
、
詞
曲
は
麻
岡

あ
さ
お
か

宗
匠

そ
う
し
ょ
う

と
少
し
も

異こ
と

な
ら
ざ
り
し
」
と
称
さ
れ
た
名
手
で
あ
っ
た
。
麻
岡

 

宗
匠
と
は
、
太
素
が
江
戸
に
お
い
て
師
事
し
た
琵
琶
の
名
人
で
あ
る
。
そ
の
名
人
と
差
が
な
い
ほ
ど
の
腕
前

と
、
太
素

 

は
い
わ
れ
た
の
で
あ
る

 
 

。 
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太
素
に
は
、
晩
翠
、
楽ら

く

翁お
う

、
漸ぜ

ん

之の

進し
ん

の
三
人
の
子
が
あ
っ
た
。
三
人
と
も
父
か
ら
平
家
琵
琶
を
学
び
、
い
ず
れ
も
奥
義

 

に
達
し
た
が
、
な
か
で
も
三
男
漸
之
進
は
、

後
半
生
を
平
家

 

琵
琶
の
譜
本
の
整
理
保
存
、
研
究
に
さ
さ
げ
た
人
で
、
後
年
、
恩
三
郎
と
音
楽

 

の
上
で
深
い
か
か
わ
り
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。 

恩
三
郎
の
父
晩
翠

 
 

は
、
若
く
し
て
江
戸
に
遊
学
し
、
西
洋
兵
学
を
修

 

め
て
弘
前
に
帰
っ
た
。 

戊
辰
戦
争

 
 

の
と
き
、
津
軽
藩
は
奥
羽
同
盟
を
脱
退
し
て
勤
王
に
方
針
を
変
え
た
た
め
、
同
盟
諸
藩
か
ら
激
し
く
非
難

 

さ
れ
た
。
こ
と
に
隣
国
の
南
部
藩
は
使
節
を

派
遣
し
て
津
軽

 
 

藩
の
責
任
を
問
う
た
。
こ
の
と
き
使
節
を
応
待
し
た
の
が
晩
翠
で
あ
る
。
晩
翠
は
同
盟
諸
藩
の
非
難

 
 

は
覚
悟
の
上
と
堂
々
と
渡
り
合
い
、
勇
名
を
と

ど
ろ
か
し
た

 
 

。 

そ
の
よ
う
な
晩
翠

 
 

だ
っ
た
が
、
幼
時
か
ら
平
家
琵
琶
を
父
太
素
に
学
び
、
詩
文
を
兼
松
石
居
に
学
ん
で
深
く
達
し
た
。
い
わ
ば
文
武

 
 

両
道
の
達
人
だ
っ
た
の
で
あ
る
。 

の
ち
に
恩
三
郎
が
音
楽

 
 

の
道
を
志
し
た
と
き
、
父
を
は
じ
め
、
一
族
み
ん
な
が
賛
成
し
、
激
励
し
て
く
れ
た
の
も
、
楠
美

 
 

家
が
平
家
琵
琶
を
通
し
て
、
音
楽
の
持

つ
力
を
知

 

っ
て
い
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。 

ま
た
、
こ
ん
な

 

エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
る
。 

一
八
七
四
年
（
明
治
七
）
三
月
、
弘
前

 
 

の
東
奥
義
塾
に
、
英
語
教
師
と
し
て
ジ
ョ
ン
・
イ
ン
グ
が
赴
任
し
た
。 

イ
ン
グ
は
、
ア
メ
リ
カ
美
以

み

い

監
督
教
会
の
宣
教
師
で
あ
っ
た
が
、
東
奥
義
塾
塾
長
の
本
多
庸
一
が
横
浜

 
 

で
イ
ン
グ
に
会
い
、
そ
の
人
物
に
ほ
れ
こ
ん
で
義
塾
に
招
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い
た
の
で
あ
る
。
イ
ン
グ
は
学
問

 
 

芸
術
に
す
ぐ
れ
、
こ
と
に
農
業
の
知
識
が
豊
か
で
あ
っ
た
。 

弘
前
に
着
い
た
イ
ン
グ
は
、
そ
の
家
族

 
 

に
日
本
語
を
習
得
さ
せ
よ
う
と
、
楠
美
太
素
に
教
師
を
依
頼
し
た
。
そ
ん
な
こ
と
か
ら
、
イ
ン
グ
一
家
と
楠
美
家
の
家
族

ぐ
る
み
の
つ
き
合
い
が
始

 
 

ま
る
よ
う
に
な
っ
た
。 

あ
る
日
、
恩
三
郎
と
兄

 
 

の
冬
次
郎
は
、
父
晩
翠
に
連
れ
ら
れ
て
、
イ
ン
グ
邸
を
訪
問
し
た
。
そ
し
て
、
り
ん
ご
そ
の
他
の
西
洋

 
 

果
樹
の
苗
木
を
も
ら
っ
て
帰
っ
た
。

そ
の
苗
木
を
庭

 

に
植
え
た
こ
と
か
ら
、
兄
の
冬
次
郎
は
り
ん
ご
の
栽
培
に
興
味
を
持
ち
、
一
生
を
り
ん
ご
栽
培

 
 

に
さ
さ
げ
る
よ
う
に
な
る
。
冬
次
郎
は
自
分
が
育
て

た
り
ん
ご
品
種

 
 

『
国
光
』
を
中
国
東
北
部
に
普
及
さ
せ
、
つ
い
に
そ
の
地
で
死
去

 
 

す
る
の
で
あ
る
。 

一
方
、
弟

 

の
恩
三
郎
も
、
イ
ン
グ
邸
で
そ
の
一
生
を
決
定
す
る
で
き
ご
と
に
遭
遇
す
る
。
恩
三
郎
は
イ
ン
グ
邸

 

で
、
こ
の
世
の
も
の
と
も
思
わ
れ
な
い
妙た

え

な
る
音ね

を

聴
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
生

 

ま
れ
て
初
め
て
聴
く
音
色
で
あ
っ
た
。
そ
の
と
き
の
恩
三
郎
に
は
、
な
ん
の
音

 

か
わ
か
ら
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
は
イ
ン
グ
夫
人
が

弾
奏
す
る
オ
ル

 

ガ
ン
の
音
色
だ
っ
た
の
で
あ
る
。 

の
ち
に
東
京

 
 

音
楽
学
校
教
授
と
な
り
、
作
曲
と
オ
ル
ガ
ン
弾
奏
を
指
導
し
た
恩
三
郎
は
、「
風
琴

オ
ル
ガ
ン

の
神
様
」
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
の
名
手
と
な
る
が
、
恩
三
郎
は
、「
わ

た
し
は
イ
ン
グ
邸

 

で
聴
い
た
妙
音
に
近
づ
こ
う
と
弾

 

い
て
い
る
だ
け
だ
。」 

と
い
つ
も
語

 
 

っ
た
と
い
う
。 
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恩
三
郎
が
「
風
琴

オ
ル
ガ
ン

の
神
様
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
も
、
じ
つ
に
、
七
歳
の
と
き
聴
い
た
妙
な
る
音
が
、
そ
の
遠
因

 
 

を
な
し
て
い
た
の
で
あ
る
。 

兄
の
冬
次
郎

 
 

と
い
い
、
弟
の
恩
三
郎
と
い
い
、
少
年
の
日
の
出
会
い
ほ
ど
、
不
思
議
な
も
の
は
な
い
。 

 

恩
三
郎
は
、
東
奥

 
 

義
塾
小
学
科
か
ら
中
学
科
に
進
み
、
一
八
八
二
年
（
明
治
十
五
）
青
森
県
師
範
学
校
に
入
学
す
る
。
当
時
、
師
範
学
校
は
青
森
に
本
校
が
あ
り
、

弘
前
に
分
校
が
あ
っ
た
。
恩
三
郎
が
入
学
し
た
の
は
分
校
の
初
等
師
範
学
科
で
、
同
級
に
高
山
亀き

代よ

作さ
く

（
永
く
県
立
弘
前
中
学
校
教
諭
、
号
を
松
堂
と
い
い
書
家
と

し
て
有
名
）
や
石
戸
谷

 
 

軍
三
郎
（
の
ち
に
弘
前
市
第
一
大
成
小
学
校
校
長
）
な
ど
が
い
た
。
一
八
八
四
年
（
明
治
十
七
）
二
月
同
校
を
卒
業

 
 

、
翌
年
六
月
中
津
軽
郡

富
田
小
学
校

 
 

訓
導
と
し
て
同
校
に
赴
任

 
 

す
る
。 

富
田
小
学
校
の
先
生

 
 

と
な
っ
た
恩
三
郎
は
、
子
ど
も
達
に
唱
歌
を
教
え
た
。
唱
歌
と
い
う
の
は
、
今
日
の
音
楽
の
こ
と
で
あ
る
。
弘
前

 
 

市
教
育
史
に
よ
れ
ば
、
弘

前
の
小
学
校
で
唱
歌

 
 

を
初
め
て
授
業
に
取
り
入
れ
た
の
は
、
一
八
八
七
年
（
明
治
二
十
）
五
月
と
な
っ
て
い
る
。
だ
が
、
恩
三
郎
は
そ
れ
よ
り
二
年

 
 

も
前
に
唱
歌
の

授
業
を
行

 

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。 

唱
歌
は
子
ど
も
達
に
喜
ば
れ
た
。
楽

 

し
そ
う
に
唱
歌
を
歌
う
子
ど
も
達
を
見
て
、
恩
三
郎
は
も
っ
と
も
っ
と
音
楽
を
研
究
し
よ
う
と
奮ふ

る

い
立
っ
た
。 

ち
ょ
う
ど
そ
の
こ
ろ
、
青
森
県
師
範
学
校
に
、
傍
島

そ
ば
じ
ま

ま
ね
と
い
う
音
楽
の
先
生
が
赴
任
し
た
。
恩
三
郎
は
傍
島
先
生
を
訪
ね
て
、
楽
譜
の
読
み
方
を
習
い
、
ま
た



5 

オ
ル
ガ
ン
奏
法

 
 

の
手
ほ
ど
き
を
受
け
た
。 

そ
の
当
時
の
弘
前

 
 

の
音
楽
の
普
及
に
つ
い
て
、
恩
三
郎
の
同
級
生
高
山
亀
代
作
は
、
こ
う
語
っ
て
い
る
。 

「
当
時
、
師
範
学
校
に
傍
島
ま
ね
と
い
う
音
楽

 
 

の
先
生
が
い
て
、
わ
た
し
も
弘
前
代
表
で
音
楽
の
講
習
に
出
席
し
た
。
そ
こ
で
三
大
節
（
四し

方ほ
う

拝は
い

一
月
一
日
、
紀
元

節
二
月
十
一
日
、
天
長

 
 

節
十
一
月
三
日
）
の
式
歌
を
習
っ
て
き
た
が
、
そ
れ
を

 

覚
え
た
だ
け
で
立
派
に
音
楽
の
先
生
と
し
て
通
用
し
、
あ
ち
こ
ち
へ
講
師
と
し
て
出

歩
い
た
も
の
で
あ
る

 
 

。
」 

右
の
よ
う
な
あ
り
さ
ま
だ
っ
た
か
ら
、
楽
譜

 
 

が
読
め
、
オ
ル
ガ
ン
を
弾
く
こ
と
が
で
き
る
恩
三
郎
が
、
当
時
い
か
に
音
楽
に
抜
き
ん
で
て
い
た
か
、
想
像
が
つ
く

で
あ
ろ
う

 

。 

ま
す
ま
す
音
楽

 
 

に
打
ち
込
ん
だ
恩
三
郎
は
、 

「
わ
が
高
祖
父
（
恩
三
郎
の
四
代
前
の
楠
美
荘

し
ょ
う

司じ

の
こ
と
）
は
初
め
て
雅
楽
と
平
家
（
平
家
琵
琶
）
を
江
戸
に
お
い
て
学
び
、
そ
れ
を
津
軽
藩
に
相
伝

そ
う
で
ん

し
、
そ
れ
以

来
わ
が
楠
美
家
は
、
音
楽

 
 

の
家
と
し
て
今
日
に
至
っ
た
。
よ
し
、
自
分
は
音
楽
を
も
っ
て
身
を
立
て
て
、
祖
先
の
恩
義
に
む
く
い
る
こ
と
に
し
よ
う
。」 

と
決
心

 

し
た
。 

し
か
し
、
恩
三
郎
が
目

 

ざ
す
音
楽
は
、
先
祖
か
ら
相
伝
の
平
曲
で
は
な
い
。
新
し
く
日
本
に
は
い
っ
て
き
た
西
洋
の
音
楽
で
あ
る
。
そ
れ
が
理
解
さ
れ
る
か
ど
う
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か
心
配
だ
っ
た
が
、
思

 

い
き
っ
て
父
に
打
ち
明
け
る
こ
と
に
し
た
。 

恩
三
郎
の
決
心

 
 

を
聞
い
た
父
晩
翠
は
、 

「
音
楽
の
道
は
一
つ
だ
。
西
洋

 
 

の
音
楽
を
や
る
の
も
よ
か
ろ
う
。
平
家
の
楠
美
の
名
を
汚
さ
な
い
よ
う
、
し
っ
か
り
勉
強
し
な
さ
い
。」 

と
心
よ
く
許

 

し
て
く
れ
た
。 

父
ば
か
り
で
な
い
。
叔
父

 

の
漸
之
進
も
、 

「
文
明
開
化
の
世
の
中
だ
。
平
家

 
 

の
楠
美
か
ら
西
洋
音
楽
の
者
が
出
て
も
、
こ
れ
は
時
勢
と
い
う
も
の
さ
。」 

と
激
励

 
 

し
て
く
れ
た
。 

こ
う
し
て
、
恩
三
郎
は
文
部
省
音
楽
取と

り

調

掛

し
ら
べ
が
か
り

に
入
学
す
る
こ
と
に
な
る
。
一
八
八
七
年
（
明
治
二
十
）
二
月
の
こ
と
で
、
恩
三
郎
は
よ
う
や
く
二
十
歳
を
迎
え

る
時

 

で
あ
る
。 

文
部
省
音
楽
取
調
掛

 

と
い
う
の
は
、
音
楽
教
師
の
養
成
と
、
唱
歌
教
材
集
の
編
集
を
目
的
に
、
一
八
七
九
年
（
明
治
十
二
）
十
月
に
設
置
さ
れ
た
も
の
で
、
伊
沢

修
二
が
そ
の
御ご

用よ
う

掛
が
か
り

と
な
っ
た
。
伊
沢
は
ア
メ
リ
カ
留
学
中
師
事
し
た
ボ
ス
ト
ン
の
有
名
な
音
楽
教
育
家
、
ル
サ
ー
・
メ
ー
ソ
ン
を
御お

雇
や
と
い

教
師
に
招
聘

し
ょ
う
へ
い

し
て
、
日

本
の
音
楽
教
育
や
唱
歌
集
の
編
集
、
伝
習

で
ん
し
ゅ
う

生
の
教
育
な
ど
に
当
た
ら
せ
た
。
音
楽
取
調
掛
で
は
、
明
治
十
四
年
か
ら
十
七
年
に
か
け
て
、
最
初
の
『
小
学
唱
歌
集
』
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三
編
を
刊
行

 
 

し
た
が
、
そ
の
中
に
は
今
も
歌
わ
れ
て
い
る
「
蛍
の
光
」
や
、「
あ
お
げ
ば
尊
し
」「
庭
の
千
草
」
な
ど
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。 

文
部
省
音
楽
取
調
掛

 

が
、
東
京
音
楽
学
校
と
改
め
ら
れ
た
の
は
一
八
八
九
年
（
明
治
二
十
二
）
の
こ
と
で
、
こ
の
年
、
恩
三
郎
は
卒
業
し
た
。
だ
か
ら
音
楽
取
調

掛
に
入
学
し
た
恩
三
郎
だ
が
、
卒
業

 

は
東
京
音
楽
学
校
師
範
科
と
な
っ
て
い
る
。 

音
楽
学
校
卒
業
と
同
時
に
、
恩
三
郎
は
香
川
県
尋
常

じ
ん
じ
ょ
う

師
範
学
校
助
教
諭
に
任
ぜ
ら
れ
、
香
川
県
高
松
市
に
赴
任
す
る
。
高
松
市
の
近
く
に
は
屋
島
な
ど
平
家
物
語

に
ゆ
か
り
の
地
が
多

 

い
。
幼
時
か
ら
平
曲
に
親
し
ん
だ
恩
三
郎
に
は
、
そ
れ
ら
源
平
合
戦
の
古
戦
場
が
、
特
別
の
感
慨
を
も
っ
て
眺
め
ら
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ

れ
が
楽
想

 
 

と
な
っ
て
泉
の
よ
う
に
湧
き
出
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
ろ
か
ら
恩
三
郎
は
、
作
曲
に
没
頭
す
る
よ
う
に
な
る
。
ま
た
、
時
に
は
、
故
郷
弘
前
を
想

い
出
す
の
か
、
母
校

 
 

東
奥
義
塾
の
学
友
通
信
（
明
治
二
十
三
年
二
月
、
二
十
五
号
）
に
消
息
を
寄
せ
て
い
る
。 

香
川
県
に
在あ

る
こ
と
三
年
余
、
一
八
九
三
年
（
明
治
二
十
六
）
二
月
、
恩
三
郎
は
京
都
府
尋
常
師
範
学
校
へ
転
任
す
る
。
京
都
は
恩
三
郎
の
性
格
に
合
っ
た
土
地

だ
っ
た
。
静

 

か
な
た
た
ず
ま
い
、
山
紫
水
明
の
都
は
、
恩
三
郎
の
楽
想
を
い
よ
い
よ
豊
か
に
し
、
ま
た
オ
ル
ガ
ン
奏
法
に
み
が
き
を
か
け
た
。 

し
か
も
京
都
に
は
平
曲
の
名
手
、
藤
村
検
校

け
ん
ぎ
ょ
う

が
い
た
。
恩
三
郎
は
た
び
た
び
検
校
の
琵
琶
を
聴
き
、
平
曲
へ
の
思
い
を
新あ

ら

た
に
し
た
。
そ
の
間
、
恩
三
郎
の
叔
父

漸
之
進
は
二
度
に
わ
た
っ
て
京
都
に
出
向

で

む

き
、
恩
三
郎
の
紹
介
で
藤
村
検
校
の
平
曲
を
聴
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
ろ
漸
之
進
は
、
一
家
を
挙
げ
て
上
京
し
、
平
家

琵
琶
の
研
究

 
 

に
後
半
生
を
さ
さ
げ
る
決
心
を
も
っ
て
い
た
。
そ
れ
だ
け
に
西
洋
音
楽
を
教
え
る
身
で
あ
り
な
が
ら
、
平
曲
に
対
す
る
情
熱
を
失
わ
な
い
甥お

い

恩
三
郎
を
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漸
之
進
は
ほ
め
た
た
え
、
ま
た
激
励

 
 

し
た
の
で
あ
っ
た
。
恩
三
郎
も
京
都
が
気
に
入
っ
て
、
終
生
こ
の
地
で
終
わ
ろ
う
と
ま
で
決
心
し
て
い
た
の
で
あ
る
。 

と
こ
ろ
が
一
九
〇
二
年
（
明
治
三
十
五
）
四
月
十
五
日
、
文
部
省

 
 

か
ら
東
京
音
楽
学
校
助
教
授
に
任
命
す
る
通
知
が
あ
っ
た
。 

そ
の
こ
ろ
、
日
本
に
お
け
る
音
楽
教
育
も
隆
盛

り
ゅ
う
せ
い

の
一
途
を
た
ど
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
唱
歌
集
が
出
版
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
中
に
は
教
育

 
 

上
好
ま
し
く
な
い
唱
歌
も
あ

っ
て
、
文
部
省
は

 

そ
の
対
策
と
し
て
、
文
部
省
に
よ
る
新
し
い
唱
歌
集
の
刊
行
を
目
ざ
し
て
い
た
。
そ
の
新
し
い
唱
歌
集
と
い
う
の
は
、
国
定
教
科
書
「
尋
常
小
学

読
本
」
の
中
に
あ
る
韻
文

い
ん
ぶ
ん

教
材
（
今
日
の
詩
教
材
）
を
作
曲
し
、
編
集
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。 

そ
の
作
曲
者
の
一
人
と
し
て
、
楠
美

 
 

恩
三
郎
に
白
羽
の
矢
が
立
て
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
作
曲
の
能
力
だ
け
で
は
な
い
。
オ
ル
ガ
ン
奏
者
と
し
て
の
腕
も
認
め
ら
れ

た
の
で
あ
る

 

。 

一
生
を
京
都

 
 

で
送
ろ
う
と
決
心
し
て
い
た
恩
三
郎
で
は
あ
っ
た
が
、
こ
の
知
遇
に
感
動
し
た
。
恩
三
郎
は
勇
ん
で
東
京
音
楽
学
校
に
赴
任
し
、
東
京
本
郷
弥
生
町

に
移
り
住

 

ん
だ
。 

上
京
し
た
明
治

 

三
十
五
年
か
ら
、
恩
三
郎
の
活
躍
が
始
ま
る
。
翌
年
三
十
六
年
八
月
、
恩
三
郎
は
『
中
等
教
科
唱
歌
集
（
伴
奏
付
）』
を
吉
川
弘
文
館
か
ら
発
行
す

る
。
当
時

 
 

小
学
校
唱
歌
教
材
が
整
備
さ
れ
つ
つ
あ
る
の
に
反
し
、
中
等
学
校
唱
歌
教
材
が
雑
然
と
し
て
い
た
。
そ
れ
を
正
し
く
し
よ
う
と
の
意
図
か
ら
出
さ
れ
た
の

が
こ
の
唱
歌

 
 

集
で
、
こ
れ
に
よ
っ
て
楠
美
恩
三
郎
の
名
は
、
一
挙
に
高
く
な
っ
た
。 
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つ
い
で
三
十
七
年
、
恩
三
郎
は
内
田
粂く

め

太た

郎ろ
う

、
岡
野
貞
一
と
共
編
で
『
国
定
小
学
読
本
唱
歌
集
（
尋
常
科
）』（
上
中
下
）
と
、
同
じ
く
（
高
等
科
一
―
四
）
を
発

行
す
る

 
。 

一
方
、
作
曲

 
 

家
と
し
て
の
恩
三
郎
の
名
も
よ
う
や
く
高
く
な
る
。
作
曲
で
は
幼
い
と
き
か
ら
学
ん
だ
平
曲
が
物
を
い
っ
た
。
恩
三
郎
の
作
る
曲
は
、
時
に
は
大
河

の
よ
う
に
洋
々

 
 

と
、
時
に
は
急
流
の
よ
う
に
激
し
く
、
し
か
も
壮
重
の
気
が
満
ち
て
い
る
た
め
、
人
々
に
好
ま
れ
た
。
し
か
も
そ
の
曲
は
俗
に
流
れ
ず
、
気
品
に
満

ち
て
い
る
た
め
、
校
歌
の
作
曲
を
依
頼
す
る
学
校
が
殺
到

さ
っ
と
う

し
た
。 

恩
三
郎
が
作
曲

 
 

し
た
校
歌
の
中
で
も
、
特
に
有
名
な
の
は
一
九
〇
五
年
（
明
治
三
十
八
）
作
曲
の
「
仙
台
第
二
高
等
学
校
校
歌
」
で
あ
る
。
普
通
「
二
高
校
歌
」

と
呼
ば
れ
、
二
高

 

生
徒
ば
か
り
で
な
く
、
日
本
中
の
青
年
た
ち
に
歌
わ
れ
親
し
ま
れ
た
。
作
詞
は
有
名
な
詩
人
、
土
井

ど

い

晩
翠
で
あ
る
。 

土
井
晩
翠
は
一
八
七
二
年
（
明
治
五
）
仙
台
市

 
 

北
鍛
冶
町
の
質
屋
の
長
男
に
生
ま
れ
た
。
名
は
林
吉
。
仙
台
二
高
を
経
て
東
京
帝
大
英
文
科
を
卒
業
、
中
学
校
の

先
生
か
ら
母
校
仙
台
二
高
の
教
授
と
な
っ
た
。
詩
人
と
し
て
一
世
を
風ふ

う

靡び

し
、「
荒
城
の
月
」
の
作
詞
者
と
し
て
有
名
。
一
九
五
〇
年
（
昭
和
二
十
五
）
文
化
勲
章
を

受
賞
し

 

た
。 

恩
三
郎
は
晩
翠
が
自
分
の
父
と
同
名
の
た
め
親
し
み
を
覚
え
た
の
か
、
そ
の
後
、
晩
翠
の
作
詞
に
し
ば
し
ば
作
曲
す
る
。
お
そ
ら
く
、
晩
翠
の
詩
が
持
つ
悲ひ

愴
感

そ
う
か
ん

、

あ
る
い
は
そ
の
リ
ズ
ム
が
恩
三
郎
の
琴
線

き
ん
せ
ん

に
ふ
れ
、
名
曲
が
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。 
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他
に
土
井
晩
翠
作
詞

 
 

、
楠
美
恩
三
郎
作
曲
の
校
歌
に
「
青
森
県
師
範
学
校
校
歌
」
が
あ
る
。
一
九
〇
九
年
（
明
治
四
十
二
）
一
月
七
日
の
制
定
で
あ
る
。
作
詞
を

高
名
な
土
井
晩
翠
に
依い

嘱
し
ょ
く

で
き
た
の
は
、
恩
三
郎
の
仲
介
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
恩
三
郎
に
と
っ
て
青
森
県
師
範
学
校
は
母
校
で
あ
る
。
作
曲
に
当
た
っ
て
、
母
校

の
た
め
に
、
と
い
う
思
い
も
強
か
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
そ
し
て
、
で
き
た
校
歌
は
、
ま
さ
に
玲
瓏

れ
い
ろ
う

た
る
名
曲
で
あ
っ
た
。 

同
年
二
月
十
三
日
夜
、
青
森
県

 
 

師
範
学
校
で
は
校
歌
披
露
の
音
楽
会
を
開
催
し
た
。
当
日
、
講
堂
に
数
百
名
の
聴
衆
が
招
待
さ
れ
た
。
音
楽
会
の
最
後
に
、
全
校
四

百
名
の
生
徒
が
校
歌
を
合
唱
す
る
と
、
満
場
の
聴
衆
は
感
動
の
あ
ま
り
、
総
立
ち
と
な
っ
て
拍
手
喝
采

か
っ
さ
い

を
し
た
と
い
う
。
指
揮
を
と
っ
た
の
は
同
校
音
楽
教
諭
の
釜
萢

か
ま
や
ち

善

作
で
、
東
京
音
楽
学
校
に
お
け
る
恩
三
郎
の
教
え
子
で
し
か
も
弘
前
出
身
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
弘
前
市
立
朝
陽
小
学
校
校
歌
も
ま
た
恩
三
郎
の
作
曲
で
あ
る

 

。 

一
九
一
〇
年
（
明
治
四
十
三
）、
文
部
省
編
集

 
 

の
『
尋
常
小
学
読
本
唱
歌
』
が
刊
行
さ
れ
た
。
こ
の
唱
歌
の
作
曲
の
た
め
に
、
恩
三
郎
は
心
血
を
注
い
だ
。 

『
尋
常
小
学
読
本
唱
歌
』
は
、
小
学
校
国
語

 
 

読
本
の
韻
文
教
材
に
作
曲
し
た
唱
歌
集
で
、
文
部
省
が
本
格
的
な
唱
歌
集
を
編
集
す
る
第
一
段
階
と
し
て
出
さ
れ
た

も
の
で
、
編
集
委
員
は
、
楠
美
恩
三
郎
、
上
真
行

か
み
ま
さ
ゆ
き

、
島
崎
赤
太
郎
、
岡
野
貞
一
、
南
能よ

し

衛え

で
、
こ
れ
ら
の
人
た
ち
が
手
分
け
し
て
作
曲
し
た
。 

そ
の
唱
歌
集
の
中
に
は
、「
春

 
 

が
来
た
」「
わ
れ
は
海
の
子
」「
鎌
倉
」
な
ど
、
今
に
残
る
曲
が
含
ま
れ
て
い
る
が
、
作
曲
者
名
が
伏
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
恩
三
郎

が
ど
の
唱
歌
を
作
曲
し
た
の
か
、
残
念

 
 

な
が
ら
わ
か
っ
て
い
な
い
。 

同
じ
く
明
治
四
十
三
年
、
文
部
省

 
 

は
『
尋
常
小
学
読
本
唱
歌
』
に
続
い
て
、『
尋
常
小
学
唱
歌
』（
全
六
冊
）
を
刊
行
し
た
。 
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そ
の
こ
ろ
、
全
国
の
小
学
校
で
は
、
言
文

げ
ん
ぶ
ん

一
致

い

っ

ち

唱
歌
が
は
や
っ
て
い
た
。
言
文
一
致
唱
歌
は
、
わ
か
り
や
す
く
魅み

力
り
ょ
く

が
あ
り
、
全
国
的
に
歌
わ
れ
て
い
た
が
、
東

京
音
楽
学
校
を
中
心

 
 

と
す
る
音
楽
家
は
、「
唱
歌
の
気
品
を
害
す
る
も
の
」
と
し
て
こ
れ
に
反
対
し
て
い
た
。
そ
の
結
果
、「
気
品
の
高
い
唱
歌
」
を
作
ろ
う
と
い
う

気
運
が
も
り
あ
が
り
、
文
部

 
 

省
に
よ
る
『
尋
常
小
学
唱
歌
』
が
刊
行
さ
れ
た
の
で
あ
る
。 

『
尋
常
小
学
唱
歌
』
は
、
各

 

学
年
用
が
一
つ
一
つ
別
冊
に
な
っ
て
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
外
国
の
曲
を
借
り
る
こ
と
な
く
、
全
部
日
本
人
に
よ
る
新
し
い
作

曲
で
あ
っ
た
。
編
集

 
 

委
員
は
作
詞
と
作
曲
に
分
か
れ
て
い
て
、
次
の
よ
う
な
顔
ぶ
れ
で
あ
る
。 

作
詞
委
員
（
委
員
長
）
芳
賀
矢
一
、（
委
員
）
上
田
万
年

ま
ん
ね
ん

、
尾
上
八
郎
、
高
野
辰
之

た
つ
ゆ
き

、
武
島
羽は

衣
ご
ろ
も

、
八
波

や
つ
な
み

則
吉

の
り
き
ち

、
佐
々
木
信
綱
、
吉
田
一
昌 

作
曲
委
員
（
委
員
長
）
湯
原
元
一

げ
ん
い
ち

、（
委
員
）
楠
美
恩
三
郎
、
上 

真
行
、
小
山
作
之
助
、
島
崎
赤
太
郎
、
田
村
虎
蔵
、
岡
野
貞
一
、
南 

能
衛 

右
を
見
る
と
、
当
時

 
 

の
有
名
な
文
学
者
と
作
曲
家
に
委
嘱
し
て
、
編
集
し
た
こ
と
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。 

こ
の
唱
歌
の
中
に
は
、
現
在

 
 

歌
わ
れ
て
い
る
唱
歌
が
、
た
く
さ
ん
含
ま
れ
て
い
る
。
一
年
生
の
唱
歌
を
み
た
だ
け
で
も
、「
鳩
」「
か
た
つ
む
り
」「
牛
若
丸
」「
桃

太
郎
」「
花
咲
爺

 
 

」
な
ど
が
あ
る
。
唱
歌
が
持
つ
命
の
長
さ
が
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
だ
け
作
詞
作
曲
が
す
ぐ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。 

尋
常
小
学
唱
歌

 
 

は
、
一
年
生
か
ら
六
年
生
ま
で
、
全
部
で
二
百
曲
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
の
何
曲
か
は
恩
三
郎
の
作
曲
で
あ
る
。
し
か
し
、
文
部
省
作
詞
作
曲
と
し

て
、
作
詞
者
も
作
曲
者
も
そ
の
名
を
伏
せ
て
あ
る
の
で
、
今
で
は
ど
の
曲
が
恩
三
郎
の
作
曲
な
の
か
わ
か
ら
な
い
。
だ
が
、
日
本
の
音
楽
教
育
の
黎
明

れ
い
め
い

期
に
、
力
を
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尽
く
し
た
恩
三
郎
の
功
績

 
 

は
不
滅
で
あ
る
。 

 

東
京
音
楽
学
校
に
、
邦
楽

ほ
う
が
く

調
査
課
が
置
か
れ
た
の
は
一
九
〇
七
年
（
明
治
四
十
）
十
月
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
西
洋
音
楽
一
辺
倒

い
っ
ぺ
ん
と
う

が
見
直
さ
れ
、
わ
が
国

古
来
の
音
楽
を
大
切

 
 

に
し
よ
う
と
い
う
気
運
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
当
然
、
平
曲
の
調
査
保
存
も
問
題
と
な
り
、
平
曲
の
秘
伝
を
受
け
、
し
か
も
名
手
と
し
て
知

ら
れ
た
恩
三
郎
の
叔
父

 
 

館
山
漸
之
進
が
、
調
査
課
の
嘱
託
員
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。 

こ
こ
に
お
い
て
、
漸
之
進
、
恩
三
郎
の
叔
父
甥

 
 

は
、
手
を
た
ず
さ
え
て
仕
事
を
進
め
る
こ
と
に
な
る
。
こ
と
に
漸
之
進
は
、
平
曲
の
調
査
保
存
に
寝
食
を
忘
れ
て

没
頭

 

し
た
。 

恩
三
郎
も
叔
父
の
仕
事
を
よ
く
助
け
た
。
か
れ
は
叔
父
の
依
頼
を
受
け
て
、
京
都
に
出
張
し
、
平
曲
の
名
人
と
い
わ
れ
た
八や

坂さ
か

、
明
石

あ

か

し

、
杉
山
の
三
検
校
の
木
像

を
撮
影
し
、
そ
の
位
牌
を
調
査
し
、
あ
る
い
は
仏
教
音
楽
の
声

明

し
ょ
う
み
ょ
う

を
聴
い
て
、
平
曲
と
の
つ
な
が
り
を
研
究
し
て
、
漸
之
進
に
報
告
し
た
。 

平
曲
の
調
査
保
存
の
た
め
、
東
京
音
楽
学
校
で
は
そ
れ
ま
で
採
譜
に
努
力
し
て
い
た
。
し
か
し
、
平
曲
の
微
妙
な
節
回

ふ
し
ま
わ

し
は
、
西
洋
音
譜
で
採
譜
す
る
の
が
困
難

で
あ
っ
た
。
採
譜

 
 

し
て
も
、
採
譜
者
に
平
曲
の
素
養
が
な
い
た
め
、
さ
っ
ぱ
り
要
領
を
得
な
か
っ
た
。 

そ
こ
で
漸
之
進
は
、
平
曲

 
 

に
素
養
の
あ
る
恩
三
郎
が
適
任
と
考
え
、
校
長
に
、
平
曲
採
譜
者
と
し
て
恩
三
郎
を
推
挙
し
た
。
校
長
も
賛
成
し
た
の
で
、
恩
三
郎
は
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叔
父
と
と
も
に
平
曲

 
 

の
保
存
に
取
り
か
か
っ
た
。 

楠
美
家
ゆ
か
り
の
平
曲

 
 

の
秘
伝
を
、
叔
父
甥
が
協
力
し
て
採
譜
す
る
こ
と
に
、
二
人
と
も
深
い
感
慨
を
い
だ
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。 

恩
三
郎
は
苦
心
の
末
、
平
曲
の
節
回
し
を
西
洋
音
譜
に
写
す
こ
と
に
成
功
す
る
。
こ
う
し
て
、
漸
之
進
恩
三
郎
の
協
力
に
よ
っ
て
、
初
め
て
平
曲
の
真
髄

し
ん
ず
い

を
後
世

に
残
す
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る

 
 

。 

館
山
漸
之
進
は
、
五
年
の
歳
月
を
か
け
て
、
名
著
『
平
家
音
楽
史
』『
平
家
物
語
史
論
』
を
完
成
す
る
。
そ
の
本
で
漸
之
進
は
、
甥お

い

恩
三
郎
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て

い
る

 

。 

「
楠
美
恩
三
郎
は
、
音
楽

 
 

の
家
に
生
ま
る
る
に
よ
り
、
音
楽
を
も
っ
て
世
に
立
ち
、
祖
先
に
報
ぜ
ん
と
の
望
み
を
起
こ
し
、
遂
に
東
京
音
楽
学
校
の
教
授
と
な
る
。

今
や
平
家
音
楽
調
査
保
存
の
勤
め
に
当
た
り
、
高こ

う

譜ふ

高
韻

こ
う
い
ん

の
緩
急

か
ん
き
ゅ
う

長
短
、
抑
揚

よ
く
よ
う

強
弱
の
演
体
に
対
し
、
他
の
洋
楽
諸
氏
の
描
写
し
得
ざ
る
楽
曲
を
周
到

し
ゅ
う
と
う

に
描
写
し
、

漸
之
進
の
勤
務
を
し
て
遺
憾
な
か
ら
し
む
。
大
に
し
て
は
政
府
の
事
業
た
る
、
平
家
音
楽
の
保
全
を
全

ま
っ
と

う
す
る
者
に
し
て
、
小
に
し
て
は
父
祖
の
希
望
た
る
、
平
家

音
楽
の
保
全
を
全
う
す
る
者
、
幼
年
志
望
空む

な

し
か
ら
ざ
る
な
り
。」 

叔
父
が
甥
を
、
こ
れ
だ
け
ほ
め
る
の
も
稀ま

れ

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
言
葉
に
は
真
実
が
こ
も
っ
て
い
る
。
恩
三
郎
は
音
楽
学
校
教
授
と
し
て
、
生
徒
を
指
導
し
、

作
曲
を
な
し
、
唱
歌
教
育
を
確
立
し
、
平
家
音
楽
の
採さ

い

譜ふ

を
し
て
、
古
曲
音
楽
を
今
日
に
伝
え
た
。
音
楽
の
家
に
生
ま
れ
、
音
楽
を
も
っ
て
立
ち
、
音
楽
に
生
涯
を
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終
え
た
、
見
事

 
 

な
一
生
と
い
え
よ
う
。 

楠
美
恩
三
郎
は
晩
年
京
都

 
 

に
住
み
、
一
九
二
七
年
（
昭
和
二
）
死
去
し
た
。
墓
は
京
都
吉
田
神
社
に
あ
る
。 
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‐
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㈠ 

山
河
秀
づ
る
七
州
の 

北
の
端
な
る
陸
奥
の
国 

 
 
 

前
に
遙
か
に
津
軽
沖 

銀
浪
山
と
砕
く
る
を 

 
 
 
 

眺
る
と
こ
ろ
こ
こ
に
し
て 

布
し
き
師
範
の
教
の
舎 

 

㈡ 

朝
日
の
本
の
国
の
民 

花
と
咲
き
い
で
実
を
結
ぶ 

 
 
 

其
の
根
を
深
く
培
は
む 

道
は
こ
こ
に
と
螢
雪
の 

 
 
 
 

時
を
択
ば
ぬ
い
そ
し
み
に 

健
児
三
百
集
り
て 

 

㈢ 

夕
ぐ
れ
共
に
逍
遥
の 

歌
声
返
す
堤
川 

 
 
 

渭
滴
い
つ
か
集
り
て 

溶
々
遂
に
海
に
入
り 

 
 
 
 

息
ま
ぬ
を
見
ず
や
学
芸
の 

門
に
立
つ
身
の
鑑
と
も 

 

㈣ 

這
状
す
土
の
低
き
よ
り 

立
て
の
無
言
の
警
醒
か 

 
 
 

西
の
彼
方
に
漂
渺
と 

虚
空
に
泛
ぶ
津
軽
富
士 

 
 
 
 

南
雲
間
に
竣
嶺
の 

八
甲
田
山
並
び
立
つ 

 

㈤ 

さ
ら
ば
人
生
崢
嶸
の 

道
に
進
ま
む
身
の
鍛 

 
 
 

俗
を
敦
く
し
愛
を
増
し 

礼
を
重
ん
じ
法
に
拠
り 

 
 
 
 

心
の
操
自
ら
に 

治
め
よ
聖
も
与
す
べ
く 

 


