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校
歌
の
生
い
立
ち

　

終
戦
間
も
な
い
昭
和
22
年
3
月
に
学
制
改

革
に
よ
る
教
育
課
程
の
大
規
模
な
改
変
が
行

わ
れ
ま
し
た
。
い
わ
ゆ
る
６
・
３
・
３
・
４
制

へ
の
変
更
で
あ
り
、
小
学
校
6
年
・
中
学
校

3
年
の
義
務
教
育
に
加
え
、
高
等
学
校
3
年

と
大
学
4
年
の
高
等
教
育
の
場
が
設
け
ら
れ

ま
し
た
。

　

県
立
南
会
津
高
等
学
校
の
前
身
で
あ
る
県

立
南
会
西
部
高
等
学
校
が
開
設
し
た
の
は
、

昭
和
23
年
7
月
31
日
。
会
津
若
松
ま
で
出
な

け
れ
ば
高
等
学
校
へ
入
学
で
き
な
い
時
代
か

ら
解
放
さ
れ
、
子
を
持
つ
家
庭
に
と
っ
て
は

計
り
知
れ
な
い
喜
び
で
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

　

開
設
当
初
は
教
員
の
採
用
や
教
具
・
教
材

の
整
備
も
不
十
分
で
、「
無
」
か
ら
の
ス
タ
ー

ト
で
あ
っ
た
と
、
初
代
校
長
の
玉
川
春
雄
氏

は
文
章
に
し
た
た
め
て
い
ま
す
。

　

学
制
改
革
に
伴
い
、
全
国
各
地
で
高
等
学

校
が
開
設
さ
れ
た
た
め
、
十
分
な
予
算
は
割

り
当
て
ら
れ
ず
、
当
時
は
苦
し
い
学
校
運
営

学
制
改
革
に
よ
る

　
　
　
　

  

高
等
学
校
の
開
設

順
風
満
帆
に
は
程
遠
く

　
　
　
　

  

苦
し
い
学
校
運
営

が
続
い
て
い
ま
し
た
。当
然
の
こ
と
な
が
ら
、

校
歌
制
定
に
割
く
お
金
も
な
く
、
学
校
開
設

か
ら
の
約
8
年
間
は
校
歌
が
制
定
さ
れ
ま
せ

ん
で
し
た
。

人
の
つ
な
が
り
に
よ
り

　
　
　

  

生
み
出
さ
れ
た
校
歌

　

旧
南
郷
村
農
業
協
同
組
合
長
を
務
め
た
斎

藤
賢
氏
の
回
想
記
に
よ
れ
ば
、「
作
家
の
梁

取
三さ
ん
ぎ義
氏
（
現
只
見
町
布
沢
出
身
）
に
校
歌

の
実
情
を
相
談
し
た
と
こ
ろ
、
校
歌
の
作
詞

を
快
く
引
き
受
け
て
く
れ
た
経
過
が
あ
り
、

作
曲
は
友
人
の
古
関
裕
而
氏
と
ま
で
約
束
し

て
く
れ
た
」と
の
内
容
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

本
来
で
あ
れ
ば
、
作
詞
料
・
作
曲
料
は
高

額
に
な
る
は
ず
で
す
が
、
梁
取
・
古
関
両
氏

が
安
価
な
金
額
で
請
け
負
っ
て
く
れ
た
こ
と

も
回
想
記
に
は
併
記
さ
れ
、
後
に
当
時
の
生

徒
た
ち
が
山
菜
取
り
で
稼
い
だ
お
金
と
、
Ｐ

Ｔ
Ａ
か
ら
の
寄
付
金
を
合
わ
せ
た
金
額
を
、

お
二
人
に
届
け
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
残

っ
て
い
ま
す
。

　

相
談
か
ら
約
1
年
後
の
昭
和
31
年
12
月
に

県
立
南
会
西
部
高
等
学
校
の
校
歌
は
制
定
さ

れ
ま
し
た
。
昭
和
35
年
4
月
に
県
立
南
会
津

高
等
学
校
へ
の
改
称
を
経
て
、
現
在
の
校
歌

に
至
っ
て
い
ま
す
。

　

県
立
南
会
津
高
等
学
校
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
校
歌
を
試
聴
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ぜ
ひ
試
聴
し
て
み
て
は
い
か
が
で
す
か
。

～ 当 時 を プ レ イ バ ッ ク ～

校 歌 が 制 定 さ れ た 昭 和 3 1 年 当 時 の
県 立 南 会 西 部 高 等 学 校

昭 和 3 1 年 当 時 の 生 徒 た ち
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私
も
今
話
題
の
「
エ
ー
ル
」
を
楽
し
み
に

見
て
お
り
ま
す
。
本
校
校
歌
の
作
曲
を
し
て

い
た
だ
い
た
と
い
う
こ
と
で
、
新
鮮
な
気
持

ち
で
校
歌
を
口
ず
さ
ん
で
い
ま
す
が
、
出
だ

し
は
穏
や
か
で
、
次
第
に
盛
り
上
が
り
、
サ

ビ
の
部
分
で
は
と
て
も
高
揚
し
た
気
持
ち
に

な
り
ま
す
。
素
晴
ら
し
い
曲
で
す
。
本
校
同

窓
生
６
５
０
０
人
の
誇
り
で
す
。
古
関
裕
而

先
生
に
心
よ
り
感
謝
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

古
関
先
生
が
作
曲
さ
れ
た
経
緯
は
、
作
詞

を
担
当
し
た
梁
取
三
義
氏
か
ら
の
紹
介
で
あ

っ
た
そ
う
で
す
が
、
そ
の
梁
取
氏
は
、
南
会

津
を
舞
台
に
し
た
「
伊
南
川
の
ほ
と
り
」
と

い
う
小
説
を
残
し
て
い
ま
す
。
本
校
の
図
書

館
に
も
置
か
れ
て
い
ま
す
が
、
昭
和
初
期
の

南
会
津
の
若
者
の
愛
と
友
情
を
描
い
た
ほ
っ

こ
り
す
る
青
春
小
説
で
す
。
こ
ち
ら
の
作
品

も
読
ん
で
い
た
だ
け
れ
ば
、
本
校
校
歌
の
味

わ
い
も
ま
た
ひ
と
つ
深
ま
る
の
で
は
と
思
い

ま
す
。
ぜ
ひ
ご
一
読
く
だ
さ
い
。

　

私
が
校
歌
で
一
番
好
き
な
歌
詞
は
、
高
い

目
標
を
掲
げ
て
勉
学
に
励
み
、
努
力
を
実
ら

せ
る
生
徒
の
姿
を
、
東
北
一
の
高
さ
を
誇
る

燧
ケ
岳
よ
り
も
高
い
雲
に
喩た
と

え
た
、
二
番
の

「
燧
嶽
に
湧
き
出
ず
る
雲 

か
か
げ
る
理
想 

花
咲
く
文
化
」
で
す
。

　

特
に
終
業
式
で
の
校
歌
斉
唱
は
、
歌
詞
の

よ
う
な
生
徒
に
近
づ
く
こ
と
が
で
き
た
か
、

学
期
を
振
り
返
り
な
が
ら
、
明
る
く
伸
び
や

か
な
メ
ロ
デ
ィ
ー
に
乗
せ
て
歌
え
る
の
で
、

私
に
と
っ
て
密
か
な
楽
し
み
で
も
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
本
校
の
校
歌
は
、
二
番
の
後
に
間

奏
が
入
る
の
で
、
古
関
裕
而
さ
ん
の
曲
の
特

徴
で
も
あ
る
上
品
さ
が
感
じ
ら
れ
る
こ
と
も

魅
力
の
一
つ
で
す
。

　

私
た
ち
と
同
じ
福
島
県
出
身
の
古
関
裕
而

さ
ん
が
、
生
涯
で
作
曲
し
た
５
０
０
０
曲
の

一
つ
で
あ
る
こ
と
を
誇
り
に
、
次
の
世
代
へ

つ
な
げ
て
い
き
た
い
で
す
。

インタビュー「校歌への思い」

が歌い継がれて
校歌

63年63年

県 立 南 会 津 高 等 学 校 の
校 歌 を ご 存 じ で す か ？


