
　「
遠
き
別
れ
に
　
耐
え
か
ね
て
」の
一

節
に
始
ま
る「
惜
別
の
歌
」は
、中
央

大
学
の
学
生
歌
の一
つ
で
あ
る
。

　
本
稿
で
は
、誕
生
の
経
緯
と
時
代

背
景
、関
係
人
物
に
光
を
あ
て
、卒

業
式
等
の
場
で
現
在
に
歌
い
継
が
れ

る
こ
の
歌
を
紹
介
す
る
。

　「
惜
別
の
歌
」は
、島
崎
藤
村
の
第

一
詩
集『
若
菜
集
』（
1
8
9
7
年
）

収
載
の「
高
楼（
た
か
ど
の
）」を
原

詩
と
す
る
。姉
妹
対
詠
に
よ
る
八
連

の
詩
で
は
、別
離
の
情
が
藤
村
の
紡

ぎ
出
す
抒
情
的
世
界
の
中
で
語
ら
れ

る
。青
春
の
詩
集
と
も
い
う
べ
き
本

作
の
刊
行
時
、藤
村
は
25
歳
だ
っ
た
。

　
こ
の
藤
村
の
詩
に
曲
が
付
さ
れ

「
惜
別
の
歌
」と
な
る
。作
曲
は
本
学

予
科
在
籍
の
藤
江
英
輔（
1
9
5
0

年
法
学
部
卒
）。曲
作
り
を
志
し
た

1
9
4
5
年
初
頭
、既
に
兵
役
猶
予

の
特
権
は
学
生
に
は
無

く
、藤
江
自
身
も
学
徒

勤
労
動
員
に
よ
り
板

橋
の
陸
軍
造
兵
廠
に

配
属
さ
れ
て
い
た
。

　
仕
事
の
一
つ
は
、届
い

た
赤
紙（
召
集
令
状
）

を
該
当
す
る
学
徒
に
渡

す
こ
と
。こ
の
心
痛
む

行
為
と
向
き
合
う
中

で
、軍
歌
と
は
違
う
、

本
当
の
思
い
を
託
せ
る

曲
作
り
を
思
い
立
つ
。

そ
の
起
源
が
藤
村
の

「
高
楼
」に
あ
っ
た
。

　
藤
江
は
、原
詩
か
ら
四
連
を
抽
出
し
、第
一
連「
か
な
し
む
な
か

れ
　
わ
が
あ
ね
よ
」を「
―
わ
が
友
よ
」と
読
み
替
え
、曲
名
を「
惜

別
の
歌
」と
定
め
た
。歌
は
、や
が
て
造
兵
廠
に
働
く
若
者
達
に
静

か
に
広
く
浸
透
す
る
。死
出
の
旅
に
発
つ
友
を
送
る
歌
な
が
ら
、同

時
に
自
分
に
も「
死
」が
迫
る
こ
と
を
言
い
聞
か
せ
る
歌
で
も
あ
っ

た
こ
と
を
、晩
年
の
藤
江
は
語
っ
て
い
る
。

　
戦
後
、「
惜
別
の
歌
」に
は
レ
コ
ー
ド
化
の
動
き
が
あ
っ
た
。中
央

大
学
音
楽
研
究
会（
男
声
合
唱
団
）が
企
画
し
、学
生
課
職
員
が

藤
江
を
訪
ね
た
の
が
1
9
5
6
年
夏
。問
題
は
一
番
の
改
作（
―

わ
が
友
よ
）と
作
品
名
の
改
変
。原
詩
の
著
作
権
継
承
者
よ
り
許

諾
を
得
る
必
要
が
あ
っ
た
。し
か
し
、藤
村
の
三
男
で
著
作
権
者
の

一
人
で
あ
る
島
崎
蓊
助
氏
と
藤
江
に
親
交
が
あ
り
、問
題
は
解
決
。

Ｓ
Ｐ
盤
レ
コ
ー
ド
の
製
作
に
至
る
。ま
た
、1
9
5
0
年
代
に
入
る

と
、「
う
た
ご
え
喫
茶
」の
隆
盛
に
よ
り「
惜
別
の
歌
」の
リ
ク
エ
ス

ト
が
増
え
、プ
ロ
歌
手
に
よ
る
レ
コ
ー
ド
発
売
の
話
が
持
ち
上
が

る
。実
際
に
発
売
さ
れ
た
楽
曲
は
三
番
ま
で
の
歌
詞
な
が
ら
、支
持

を
得
て「
惜
別
の
歌
」は
一
躍
知
名
度
が
上
が
っ
た
。

　
そ
の
後
、大
学
紛
争
が
高
揚
す
る
中
、最
終
講
義
の
場
で
ス
ポ
ッ

ト
が
あ
た
っ
た
。中
央
大
学
教
授
の
猪
間
驥
一（
い
の
ま 

き
い
ち
）が
、

演
題「
中
央
大
学
校
歌
と『
惜
別
の
歌
』の
由
来
」（
1
9
6
6
年

12
月
1
日
）に
お
い
て
、作
品
誕
生
の
時
代
に
即
し
て
歌
を
味
わ
う

必
要
性
を
語
り
、ま
た「
い
か
な
る
圧
抑
の
下
に
あ
っ
て
も
、青
春
の

芽
生
え
は
健
や
か
に
育
つ
こ
と
を
信
ず
る
」こ
と
を
強
調
し
た
。加

え
て
、欧
州
留
学
の
見
聞
か
ら
大
学
の
戦
争
犠
牲
者
の
記
念
碑
を

例
に
、中
央
大
学
に
は
像
も
碑
銘
も
無
い
が「
惜
別
の
歌
」が
あ
る

意
味
を
説
い
た
。満
洲
引
き
揚
げ
を
体
験
し
た
猪
間
の
語
り
は
、

か
つ
て
の
出
陣
学
徒
と
同
世
代
の
若
者
に
向
け
て
、歌
に
込
め
ら
れ

た
意
味
を
再
び
呼
び
起
こ
す
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
も
な
っ
た
。

　「
惜
別
の
歌
」は
、藤
村
が
紡
ぎ
出
す
清
冽
な
表
現
と
、藤
江
英

輔
が
編
ん
だ
哀
切
極
ま
り
な
い
メ
ロ
デ
ィ
に
よ
り
、学
内
外
で
共
感

を
呼
び
、愛
唱
さ
れ
た
。し
か
し
、そ
の
来
歴
を
知
る
者
は
少
な
い
。

1
9
9
6
年
5
月
、藤
村
ゆ
か
り
の
小
諸
義
塾
跡
地（
長
野
県
）に

記
念
碑
が
建
っ
た
。碑
誌
に
は
藤
江
自
身
の 

き
ご
う 

揮
毫
に
よ
り「
藤
村
詩

の
顕
彰
と
、こ
の
歌
に
送
ら
れ
て
再
び
帰
ら
な
か
っ
た
出
陣
学
徒
の

鎮
魂
を
祈
念
し
て
。」と
刻
ま
れ
た
。

　
戦
時
下
、若
い
動
員
学
徒
た
ち
の
間
で
死
と
隣
り
合
わ
せ
の
苦

悩
と
煩
悶
の
中
歌
わ
れ
た
曲
は
、い
ま
自
由
と
平
和
の
時
代
に
あ
っ

て
、別
離
の
時
を
共

有
し
、未
来
へ
向
け
て

互
い
の
絆
を
確
か
め

合
う
契
機
と
な
っ
た
。

時
代
は
変
わ
れ
ど
、

「
惜
別
の
歌
」は
現

代
に
な
お
、生
き
続

け
る
の
で
あ
る
。

［中央大学］

「惜別の歌」　人と時代と　
奥平 晋　中央大学広報室大学史資料課嘱託職員　同法学部兼任講師

加盟校の幸福度ランキングアップ 《心を一つにする歌編》

中央大学出陣予科生の壮行会（1943年）
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「惜別の歌」ＳＰ盤レコード（1956年10月）
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公
立
の
小
中
学
校
を
中
心
に
、校

歌
が
普
及
し
て
い
く
の
は
明
治
中
期

以
降
の
こ
と
で
あ
る
。な
ぜ
校
歌
を

つ
く
る
の
か
。そ
れ
は
校
歌
の
斉
唱

を
通
し
て
、生
徒
た
ち
に
自
校
の
教

育
方
針
を
強
く
印
象
づ
け
る
た
め
、

そ
し
て
そ
の
地
域
へ
愛
着
を
抱
か
せ

る
た
め
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。

そ
の
た
め
、そ
の
歌
詞
に
は
道
徳
的

内
容
は
も
ち
ろ
ん
、校
訓
や
、地
域
の

山
野
河
海
の
風
景
が
、う
た謳
わ
れ
て
い

る
こ
と
が
多
い
。

　
一
方
、私
立
大
学
に
お
け
る
校
歌

は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。明
治
後
期
か

ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
、多
く
の
私

立
大
学
で
校
歌
が
制
定
さ
れ
て
い

く
。歌
詞
だ
け
を
見
る
と
、校
訓
に
あ

た
る「
建
学
の
精
神
」が
盛
り
込
ま

れ
、公
立
の
小
中
学
校
と
あ
ま
り
差
異
は
な
い
よ
う
に
見
え
る
。本

当
に
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。本
稿
で
は
、専
修
大
学
の
校
歌
制
定
の
事

例
を
紹
介
す
る
こ
と
で
、私
立
大
学
に
お
け
る
校
歌
制
定
の
意
義

を
探
る
こ
と
と
し
た
い
。

　　

儀
式
用
と
応
援
用
の
２
つ
の
専
修
大
学
校
歌
が
誕
生
し
た
の
は

1
9
2
6（
大
正
15
）年
１
月
の
こ
と
で
あ
る
。専
修
大
学
に
は
、

当
時
の
理
事・鶴
岡
伊
作
か
ら
、歌
詞
を
担
当
し
た
東
京
音
楽
学

校（
現・東
京
藝
術
大
学
音
楽
学
部
）教
授・高
野
辰
之
に
宛
て
た

手
紙
が
残
っ
て
お
り
、そ
こ
か
ら
は
大
学
当
局
の
校
歌
に
対
す
る
要

望
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。歌
詞
制
作
に
お
い
て
、鶴
岡
が
最
も
重

要
視
し
た
の
が
、儀
式
用
に
は
学
校
の
所
在
地
が
分
か
る
言
葉
を

使
う
こ
と
、応
援
用
に
は
外
部
へ
の
宣
伝
を
目
的
の
一
つ
と
し
て
い

る
た
め
に
校
名
を
入
れ
る
こ
と
、こ
の
２
点
で
あ
っ
た
。

　

専
修
大
学
の
校
歌
は「
宮
城
の
北
、枢
地
に
立
ち
て
」と
い
う
歌

詞
で
始
ま
る
。専
修
大
学
は
皇
居
の
北
と
い
う
崇
高
な
場
所
に

建
っ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
が
、先
行
し
て
校
歌
を
制
定
し
た

早
稲
田
大
学
も
明
治
大
学
も
学
校
の
所
在
地
が
分
か
る
よ
う
な

言
葉
を
冒
頭
に
配
し
て
い
る
の
で
、そ
れ
を
踏
襲
し
た
の
だ
ろ
う
。

　

校
名
の
挿
入
に
つ
い
て
は
、今
で
は
当
然
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
か

も
し
れ
な
い
が
、実
は
こ
の
時
期
の
公
立
の
小
中
学
校
の
校
歌
に
校

名
は
ほ
と
ん
ど
入
っ
て
い
な
い
。な
ぜ
な
ら
小
中
学
校
の
校
歌
は
儀

式
で
歌
わ
れ
る
こ
と
が
多
く
、参
列
者
に
と
っ
て
校
名
は
周
知
の
事

実
で
あ
り
、歌
詞
に
入
れ
る
必
要
が
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
。

　
で
は
な
ぜ
、専
修
大
学
は
校
歌
に
学
校
所
在
地
と
校
名
を
入
れ

る
こ
と
を
強
く
求
め
た
の
か
。そ
こ
に
私
立
大
学
特
有
の
校
歌
制

定
の
意
義
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　　

私
立
大
学
に
お
け
る
校
歌
制
定
期
は
、大
学
ス
ポ
ー
ツ
の
隆
盛

期
と
ち
ょ
う
ど
重
な
る
。早
稲
田
大
学
と
慶
應
義
塾
大
学
と
の
対

抗
戦
に
端
を
発
し
て
始
ま
っ
た
東
京
六
大
学
野
球
は
、大
正
末
期

に
な
る
と
、六
つ
の
大
学
が
出
そ
ろ
い
、大
人
気
を
博
す
よ
う
に
な

る
。そ
の
人
気
に
あ
や
か
る
か
の
よ
う
に
、1
9
3
1（
昭
和
６
）

年
、専
修・中
央・日
本
の
３
大
学
が
中
心
と
な
っ
て
、現
在
の
東
都

大
学
野
球
の
前
身
で
あ
る
五
大
学
野
球
連
盟
を
発
足
さ
せ
る
。こ

れ
ら
の
対
抗
戦
の
様
子
は
新
聞
紙
上
を
に
ぎ
わ
し
、ラ
ジ
オ
で
は
全

国
中
継
さ
れ
、世
間
の
大
き
な
注
目
を
集
め
た
。

　

さ
ら
に
、1
9
1
8（
大
正
７
）年
の「
大
学
令
」の
公
布
に
よ

り
、多
く
の
私
立
学
校
が「
大
学
」へ
と
昇
格
を
果
た
す
一
方
で
、

旧
制
高
校
や
官
立
の
旧
制
専
門
学
校
が
全
国
各
地
で
設
立
さ
れ
、

若
者
た
ち
の
高
等
教
育
機
関
へ
の
進
学
率
が
高
ま
っ
て
い
く
。学
生

募
集
を
目
的
と
し
た
大
学
間
競
争
の
始
ま
り
で
あ
る
。

　

私
立
大
学
が
競
い
合
う
時
代
の
到
来
に
よ
り
、各
大
学
は
あ
の
手

こ
の
手
で
自
ら
の
存
在
を
世
間
に
ア
ピ
ー
ル
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。

専
修
大
学
が
、宣
伝
の

た
め
に
校
歌
を
つ
く
り
、

聞
く
だ
け
で
、校
名
、所

在
地
、建
学
の
精
神
が

分
か
る
よ
う
に
し
た
の

も
、そ
の
一つ
で
あ
る
。私

立
大
学
の
校
歌
は
儀
式

の
た
め
だ
け
で
は
な
く
、

外
部
へ
発
信
す
る
た
め

の
各
大
学
の
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
ー
が
込
め
ら
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。

2

校
歌
に
対
す
る
大
学
側
の
要
望

1

な
ぜ
校
歌
を
つ
く
る
の
か
？ 

［専修大学］

校歌に込めた大学アイデンティティー
瀬戸口 龍一　専修大学大学史資料室長

加盟校の幸福度ランキングアップ 《心を一つにする歌編》
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公
立
の
小
中
学
校
を
中
心
に
、校

歌
が
普
及
し
て
い
く
の
は
明
治
中
期

以
降
の
こ
と
で
あ
る
。な
ぜ
校
歌
を

つ
く
る
の
か
。そ
れ
は
校
歌
の
斉
唱

を
通
し
て
、生
徒
た
ち
に
自
校
の
教

育
方
針
を
強
く
印
象
づ
け
る
た
め
、

そ
し
て
そ
の
地
域
へ
愛
着
を
抱
か
せ

る
た
め
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。

そ
の
た
め
、そ
の
歌
詞
に
は
道
徳
的

内
容
は
も
ち
ろ
ん
、校
訓
や
、地
域
の

山
野
河
海
の
風
景
が
、う
た謳
わ
れ
て
い

る
こ
と
が
多
い
。

　
一
方
、私
立
大
学
に
お
け
る
校
歌

は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。明
治
後
期
か

ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
、多
く
の
私

立
大
学
で
校
歌
が
制
定
さ
れ
て
い

く
。歌
詞
だ
け
を
見
る
と
、校
訓
に
あ

た
る「
建
学
の
精
神
」が
盛
り
込
ま

れ
、公
立
の
小
中
学
校
と
あ
ま
り
差
異
は
な
い
よ
う
に
見
え
る
。本

当
に
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。本
稿
で
は
、専
修
大
学
の
校
歌
制
定
の
事

例
を
紹
介
す
る
こ
と
で
、私
立
大
学
に
お
け
る
校
歌
制
定
の
意
義

を
探
る
こ
と
と
し
た
い
。

　　

儀
式
用
と
応
援
用
の
２
つ
の
専
修
大
学
校
歌
が
誕
生
し
た
の
は

1
9
2
6（
大
正
15
）年
１
月
の
こ
と
で
あ
る
。専
修
大
学
に
は
、

当
時
の
理
事・鶴
岡
伊
作
か
ら
、歌
詞
を
担
当
し
た
東
京
音
楽
学

校（
現・東
京
藝
術
大
学
音
楽
学
部
）教
授・高
野
辰
之
に
宛
て
た

手
紙
が
残
っ
て
お
り
、そ
こ
か
ら
は
大
学
当
局
の
校
歌
に
対
す
る
要

望
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。歌
詞
制
作
に
お
い
て
、鶴
岡
が
最
も
重

要
視
し
た
の
が
、儀
式
用
に
は
学
校
の
所
在
地
が
分
か
る
言
葉
を

使
う
こ
と
、応
援
用
に
は
外
部
へ
の
宣
伝
を
目
的
の
一
つ
と
し
て
い

る
た
め
に
校
名
を
入
れ
る
こ
と
、こ
の
２
点
で
あ
っ
た
。

　

専
修
大
学
の
校
歌
は「
宮
城
の
北
、枢
地
に
立
ち
て
」と
い
う
歌

詞
で
始
ま
る
。専
修
大
学
は
皇
居
の
北
と
い
う
崇
高
な
場
所
に

建
っ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
が
、先
行
し
て
校
歌
を
制
定
し
た

早
稲
田
大
学
も
明
治
大
学
も
学
校
の
所
在
地
が
分
か
る
よ
う
な高野自筆の専修大学校歌。鶴岡の手による推敲の跡が見える。

言
葉
を
冒
頭
に
配
し
て
い
る
の
で
、そ
れ
を
踏
襲
し
た
の
だ
ろ
う
。

　

校
名
の
挿
入
に
つ
い
て
は
、今
で
は
当
然
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
か

も
し
れ
な
い
が
、実
は
こ
の
時
期
の
公
立
の
小
中
学
校
の
校
歌
に
校

名
は
ほ
と
ん
ど
入
っ
て
い
な
い
。な
ぜ
な
ら
小
中
学
校
の
校
歌
は
儀

式
で
歌
わ
れ
る
こ
と
が
多
く
、参
列
者
に
と
っ
て
校
名
は
周
知
の
事

実
で
あ
り
、歌
詞
に
入
れ
る
必
要
が
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
。

　
で
は
な
ぜ
、専
修
大
学
は
校
歌
に
学
校
所
在
地
と
校
名
を
入
れ

る
こ
と
を
強
く
求
め
た
の
か
。そ
こ
に
私
立
大
学
特
有
の
校
歌
制

定
の
意
義
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　　

私
立
大
学
に
お
け
る
校
歌
制
定
期
は
、大
学
ス
ポ
ー
ツ
の
隆
盛

期
と
ち
ょ
う
ど
重
な
る
。早
稲
田
大
学
と
慶
應
義
塾
大
学
と
の
対

抗
戦
に
端
を
発
し
て
始
ま
っ
た
東
京
六
大
学
野
球
は
、大
正
末
期

に
な
る
と
、六
つ
の
大
学
が
出
そ
ろ
い
、大
人
気
を
博
す
よ
う
に
な

る
。そ
の
人
気
に
あ
や
か
る
か
の
よ
う
に
、1
9
3
1（
昭
和
６
）

年
、専
修・中
央・日
本
の
３
大
学
が
中
心
と
な
っ
て
、現
在
の
東
都

大
学
野
球
の
前
身
で
あ
る
五
大
学
野
球
連
盟
を
発
足
さ
せ
る
。こ

れ
ら
の
対
抗
戦
の
様
子
は
新
聞
紙
上
を
に
ぎ
わ
し
、ラ
ジ
オ
で
は
全

国
中
継
さ
れ
、世
間
の
大
き
な
注
目
を
集
め
た
。

　

さ
ら
に
、1
9
1
8（
大
正
７
）年
の「
大
学
令
」の
公
布
に
よ

り
、多
く
の
私
立
学
校
が「
大
学
」へ
と
昇
格
を
果
た
す
一
方
で
、

旧
制
高
校
や
官
立
の
旧
制
専
門
学
校
が
全
国
各
地
で
設
立
さ
れ
、

若
者
た
ち
の
高
等
教
育
機
関
へ
の
進
学
率
が
高
ま
っ
て
い
く
。学
生

募
集
を
目
的
と
し
た
大
学
間
競
争
の
始
ま
り
で
あ
る
。

　

私
立
大
学
が
競
い
合
う
時
代
の
到
来
に
よ
り
、各
大
学
は
あ
の
手

こ
の
手
で
自
ら
の
存
在
を
世
間
に
ア
ピ
ー
ル
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。

専
修
大
学
が
、宣
伝
の

た
め
に
校
歌
を
つ
く
り
、

聞
く
だ
け
で
、校
名
、所

在
地
、建
学
の
精
神
が

分
か
る
よ
う
に
し
た
の

も
、そ
の
一つ
で
あ
る
。私

立
大
学
の
校
歌
は
儀
式

の
た
め
だ
け
で
は
な
く
、

外
部
へ
発
信
す
る
た
め

の
各
大
学
の
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
ー
が
込
め
ら
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。

3

競
い
合
う
私
立
大
学
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学
校
法
人
昭
和
女
子
大
学（
前
身

は「
日
本
女
子
高
等
学
院
」
）は
、

1
9
2
0
年
、詩
人
人
見
東
明（
圓

吉
）に
よ
り
設
立
さ
れ
た
。創
立
者
の

詩「
開
講
の
詞
」が
建
学
の
精
神
に

あ
た
る
。

　
そ
の
後
圓
吉
の
遺
志
を
継
ぎ
、二

代
目
理
事
長
に
就
任
し
た
人
見
楠

郎
は
、中
高
部
の
生
徒
に
配
布
さ
れ

る「
学
園
歌
集
」の
巻
頭
言
に
、次
の

よ
う
な
言
葉
を
残
し
て
い
る
。

　「
学
友
と
肩
を
組
み
な
が
ら
学
生

道
に
い
そ
し
む
と
き
も
、ひ
と
り
静
か

に
瞑
想
す
る
と
き
に
も
、（
中
略
）お

互
い
の
心
を
結
ぶ
こ
と
の
で
き
る
メ

ロ
デ
ィ
ー
を
唇
に
響
か
せ
合
う
こ
と

は
、ど
ん
な
に
か
楽
し
い
も
の
で
あ
ろ

う
。（
中
略
）学
園
で
生
ま
れ
た
ス

ク
ー
ル・ソ
ン
グ
が
土
台
と
な
っ
て
、年
々
さ
ら
に
多
く
の
学
園
歌
が

誕
生
し
て
ほ
し
い
も
の
で
あ
る
」

　
音
楽
が
学
生
の
心
の
拠
り
所
と
な
る
こ
と
を
願
っ
た
楠
郎
は
、

学
園
内
に「
カ
リ
ヨ
ン
」と
呼
ば
れ
る
鐘
を
設
置
。今
も
な
お
、ス

ク
ー
ル・ソ
ン
グ
や
四
季
折
々
の
曲
を
、一
日
に
数
回
涼
や
か
に
奏

で
、学
園
の
日
常
を
彩
っ
て
い
る
。

　　
前
述
の
よ
う
な
先
人
の
思
い
を
背
景
に
、2
0
1
8
年
、職
員

5
名
の
提
案
に
よ
り
、創
立
1
0
0
周
年
事
業「
学
園
イ
メ
ー
ジ

ソ
ン
グ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」が
発
足
し
た
。プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
目
標
は
、

「
学
園
の
一
体
感
を
醸
成
す
る
音
楽
を
作
り
、学
園
に
集
う
人
々
の

心
を
結
ぶ
こ
と
」。こ
ど
も
園
か
ら
大
学
院
、ま
た
ブ
リ
テ
ィッ
シ
ュ・

ス
ク
ー
ル・イ
ン・ト
ウ
キ
ョ
ウ
昭
和
や
テ
ン
プ
ル
大
学
ジ
ャ
パ
ン
キ
ャ

ン
パ
ス
を
同
じ
敷
地
内
に
擁
す
る
本
学
で
、世
代
や
属
性
の
垣
根

を
越
え
て
心
を
寄
せ
合
え
る
ツ
ー
ル
を
創
ろ
う
と
い
う
思
い
が
、根

幹
に
あ
っ
た
。

　
作
曲
は
、M
I
S
I
A
の「Everything

」な
ど
、数
々
の
大
ヒ
ッ

ト
曲
を
世
に
送
り
出
し
た
作
曲
家・ピ
ア
ニ
ス
ト
の
松
本
俊
明
氏
に

依
頼
。美
し
く
、希
望
を
感
じ
さ
せ
る
メ
ロ
デ
ィ
ー
が
誕
生
し
た
。

　
ま
た
、本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
は
有
志
の
大
学
生
10
名
が
参
加
。そ

の
学
生
が
中
心
と
な
っ
て
歌
詞
を
全
学
に
募
集
し
、集
ま
っ
た
多
数

の
作
品
を
少
し
ず
つ
つ
な
ぎ
合
わ
せ
て
詞
を
完
成
さ
せ
た
。昭
和

学
園
に
所
属
す
る
者
に
と
っ
て
な
じ
み
深
い
言
葉
や
、緑
豊
か
な

キ
ャ
ン
パ
ス
の
描
写
を
散
り
ば
め
、自
ら
の
夢
を
か
な
え
よ
う
と
前

向
き
に
歩
む
若
者
の
姿
を
想
起
さ
せ
る
歌
詞
と
な
っ
た
。

　
学
生
た
ち
が
悩
み
に
悩
ん
で
つ
け
た
楽
曲
の
タ
イ
ト
ル
は
、

「For O
ur D

ream
s

」。彼
女
た
ち
の「
今
」と「
こ
れ
か
ら
」が
、

そ
の
一
言
に
集
約
さ
れ
た
。

　　
こ
う
し
て
完
成
し
た
学
園
イ
メ
ー
ジ
ソ
ン
グ
は
、2
0
1
9
年

11
月
に
開
催
さ
れ
た
学
園
祭
に
て
初
め
て
披
露
さ
れ
た（
写
真
）。

　
そ
の
後
、ア
カ
ペ
ラ
サ
ー
ク
ル
の
学
生
の
協
力
を
得
て
歌
の
レ

コ
ー
デ
ィ
ン
グ
を
行
っ
た
ほ
か
、2
0
2
0
年
以
降
は
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク

ビ
デ
オ
や
C
D
制
作
に
着
手
し
て
い
る
。

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
が
拡
大
し
た
2
0
2
0
年
5
月

に
は
、こ
の
楽
曲
を
使
用
し
た「
オ
ン
ラ
イ
ン
合
唱
」企
画
に
も
挑

戦
。学
内
外
に
公
開
し
た
動
画
は
大
き
な
反
響
を
呼
ん
だ
。

　
さ
ら
に
、こ
の
楽
曲
を
前
述
の「
カ
リ
ヨ
ン
」の
鐘
に
使
用
す
る
こ

と
が
決
定
。2
0
2
0
年
夏
以
降
、「For O

ur D
ream

s

」は
、か

つ
て
人
見
楠
郎
が
望
ん
だ
よ
う
に
、「
心
を
結
ぶ
メ
ロ
デ
ィ
ー
」と

な
っ
て
キ
ャ
ン
パ
ス
に
響
き
渡
る
。

　
最
後
に
、学
生
た
ち
が
、編
さ
ん纂
し
た
歌
詞
の
中
か
ら
、次
の
一
節

を
紹
介
し
よ
う
。

「
あ
ふ
れ
だ
し
た
夢
と
七
色
の
輝
き
で 

行
き
先
の
地
図
を
描
き
出

そ
う 

そ
し
て
私
ら
し
く
笑
顔
で
未
来
へ
進
も
う Be a light to 

the w
orld 

次
の
舞

台
へ
」

　
昭
和
学
園
の
絆
の

象
徴
と
な
る
で
あ
ろ

う
こ
の
楽
曲
は
、未
来

に
わ
た
っ
て
そ
れ
ぞ
れ

の
時
代
を
生
き
る
学

生
た
ち
を
励
ま
し
、夢

の
輝
き
に
あ
ふ
れ
た

次
の
舞
台
へ
導
い
て
い

く
こ
と
だ
ろ
う
。

2

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
発
足
と
活
動

1

ス
ク
ー
ル
・
ソ
ン
グ
と
学
園

［昭和女子大学］

学生主体で創る 心を結ぶ学園の歌
大久保 英男　昭和女子大学昭和リエゾンセンター係長

加盟校の幸福度ランキングアップ 《心を一つにする歌編》
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学
校
法
人
昭
和
女
子
大
学（
前
身

は「
日
本
女
子
高
等
学
院
」
）は
、

1
9
2
0
年
、詩
人
人
見
東
明（
圓

吉
）に
よ
り
設
立
さ
れ
た
。創
立
者
の

詩「
開
講
の
詞
」が
建
学
の
精
神
に

あ
た
る
。

　
そ
の
後
圓
吉
の
遺
志
を
継
ぎ
、二

代
目
理
事
長
に
就
任
し
た
人
見
楠

郎
は
、中
高
部
の
生
徒
に
配
布
さ
れ

る「
学
園
歌
集
」の
巻
頭
言
に
、次
の

よ
う
な
言
葉
を
残
し
て
い
る
。

　「
学
友
と
肩
を
組
み
な
が
ら
学
生

道
に
い
そ
し
む
と
き
も
、ひ
と
り
静
か

に
瞑
想
す
る
と
き
に
も
、（
中
略
）お

互
い
の
心
を
結
ぶ
こ
と
の
で
き
る
メ

ロ
デ
ィ
ー
を
唇
に
響
か
せ
合
う
こ
と

は
、ど
ん
な
に
か
楽
し
い
も
の
で
あ
ろ

う
。（
中
略
）学
園
で
生
ま
れ
た
ス

ク
ー
ル・ソ
ン
グ
が
土
台
と
な
っ
て
、年
々
さ
ら
に
多
く
の
学
園
歌
が

誕
生
し
て
ほ
し
い
も
の
で
あ
る
」

　
音
楽
が
学
生
の
心
の
拠
り
所
と
な
る
こ
と
を
願
っ
た
楠
郎
は
、

学
園
内
に「
カ
リ
ヨ
ン
」と
呼
ば
れ
る
鐘
を
設
置
。今
も
な
お
、ス

ク
ー
ル・ソ
ン
グ
や
四
季
折
々
の
曲
を
、一
日
に
数
回
涼
や
か
に
奏

で
、学
園
の
日
常
を
彩
っ
て
い
る
。

　　
前
述
の
よ
う
な
先
人
の
思
い
を
背
景
に
、2
0
1
8
年
、職
員

5
名
の
提
案
に
よ
り
、創
立
1
0
0
周
年
事
業「
学
園
イ
メ
ー
ジ

ソ
ン
グ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」が
発
足
し
た
。プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
目
標
は
、

「
学
園
の
一
体
感
を
醸
成
す
る
音
楽
を
作
り
、学
園
に
集
う
人
々
の

心
を
結
ぶ
こ
と
」。こ
ど
も
園
か
ら
大
学
院
、ま
た
ブ
リ
テ
ィッ
シ
ュ・

ス
ク
ー
ル・イ
ン・ト
ウ
キ
ョ
ウ
昭
和
や
テ
ン
プ
ル
大
学
ジ
ャ
パ
ン
キ
ャ

ン
パ
ス
を
同
じ
敷
地
内
に
擁
す
る
本
学
で
、世
代
や
属
性
の
垣
根

を
越
え
て
心
を
寄
せ
合
え
る
ツ
ー
ル
を
創
ろ
う
と
い
う
思
い
が
、根

幹
に
あ
っ
た
。

　
作
曲
は
、M
I
S
I
A
の「Everything

」な
ど
、数
々
の
大
ヒ
ッ

ト
曲
を
世
に
送
り
出
し
た
作
曲
家・ピ
ア
ニ
ス
ト
の
松
本
俊
明
氏
に

依
頼
。美
し
く
、希
望
を
感
じ
さ
せ
る
メ
ロ
デ
ィ
ー
が
誕
生
し
た
。

　
ま
た
、本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
は
有
志
の
大
学
生
10
名
が
参
加
。そ

の
学
生
が
中
心
と
な
っ
て
歌
詞
を
全
学
に
募
集
し
、集
ま
っ
た
多
数

の
作
品
を
少
し
ず
つ
つ
な
ぎ
合
わ
せ
て
詞
を
完
成
さ
せ
た
。昭
和

学
園
に
所
属
す
る
者
に
と
っ
て
な
じ
み
深
い
言
葉
や
、緑
豊
か
な

キ
ャ
ン
パ
ス
の
描
写
を
散
り
ば
め
、自
ら
の
夢
を
か
な
え
よ
う
と
前

向
き
に
歩
む
若
者
の
姿
を
想
起
さ
せ
る
歌
詞
と
な
っ
た
。

　
学
生
た
ち
が
悩
み
に
悩
ん
で
つ
け
た
楽
曲
の
タ
イ
ト
ル
は
、

「For O
ur D

ream
s

」。彼
女
た
ち
の「
今
」と「
こ
れ
か
ら
」が
、

そ
の
一
言
に
集
約
さ
れ
た
。

　　
こ
う
し
て
完
成
し
た
学
園
イ
メ
ー
ジ
ソ
ン
グ
は
、2
0
1
9
年

11
月
に
開
催
さ
れ
た
学
園
祭
に
て
初
め
て
披
露
さ
れ
た（
写
真
）。

　
そ
の
後
、ア
カ
ペ
ラ
サ
ー
ク
ル
の
学
生
の
協
力
を
得
て
歌
の
レ

コ
ー
デ
ィ
ン
グ
を
行
っ
た
ほ
か
、2
0
2
0
年
以
降
は
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク

ビ
デ
オ
や
C
D
制
作
に
着
手
し
て
い
る
。

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
が
拡
大
し
た
2
0
2
0
年
5
月

に
は
、こ
の
楽
曲
を
使
用
し
た「
オ
ン
ラ
イ
ン
合
唱
」企
画
に
も
挑

戦
。学
内
外
に
公
開
し
た
動
画
は
大
き
な
反
響
を
呼
ん
だ
。

　
さ
ら
に
、こ
の
楽
曲
を
前
述
の「
カ
リ
ヨ
ン
」の
鐘
に
使
用
す
る
こ

と
が
決
定
。2
0
2
0
年
夏
以
降
、「For O

ur D
ream

s

」は
、か

つ
て
人
見
楠
郎
が
望
ん
だ
よ
う
に
、「
心
を
結
ぶ
メ
ロ
デ
ィ
ー
」と

な
っ
て
キ
ャ
ン
パ
ス
に
響
き
渡
る
。

　
最
後
に
、学
生
た
ち
が
、編
さ
ん纂
し
た
歌
詞
の
中
か
ら
、次
の
一
節

を
紹
介
し
よ
う
。

「
あ
ふ
れ
だ
し
た
夢
と
七
色
の
輝
き
で 

行
き
先
の
地
図
を
描
き
出

そ
う 

そ
し
て
私
ら
し
く
笑
顔
で
未
来
へ
進
も
う Be a light to 

the w
orld 

次
の
舞

台
へ
」

　
昭
和
学
園
の
絆
の

象
徴
と
な
る
で
あ
ろ

う
こ
の
楽
曲
は
、未
来

に
わ
た
っ
て
そ
れ
ぞ
れ

の
時
代
を
生
き
る
学

生
た
ち
を
励
ま
し
、夢

の
輝
き
に
あ
ふ
れ
た

次
の
舞
台
へ
導
い
て
い

く
こ
と
だ
ろ
う
。

3

絆
の
象
徴
と
し
て
の
歌

作詞：昭和学園一同　作曲：松本 俊明
「For Our Dreams」はこちらからお聴きいただけます。
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