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こ
の
歌
は
、竹
柏
会
の
結
成
を
記
念
す
る

第一回
竹
柏
会
大
会
の
席
上
で
発
表
さ
れ
た

歌
で
す
。当
日
の※

１
兼
題
は「
春
風
」で
、第一

歌
集『
思
草
』に
収
録
さ
れ
た
こ
と
で
広
く

知
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
代
表
歌
で
す
。

　

こ
の
歌
が
書
か
れ
た
衝
立
が
、資
料
館

に
隣
接
し
て
い
る
信
綱
生
家
に
あ
り
ま
す
。

平
成
二
〇
年
に
、石
薬
師
小
学
校
よ
り
ご
寄

贈
い
た
だ
い
た
も
の
で
、信
綱
が
九
〇
歳
の

時
に
書
か
れ
た
自
筆
の
懐
紙
が
貼
ら
れ
た
衝

立
で
す
。そ
れ
ま
で
は
、同
校
の
正
面
玄
関
に

置
か
れ
て
い
ま
し
た
。明
治
三
十
二
年（
当

時
二
十
八
歳
）に
詠
ん
だ
こ
の
歌
は
、晩
年
を

過
ご
し
た
熱
海
凌
寒
荘
の
玄
関
脇
の
銘
版

に
も
刻
ま
れ
て
お
り
、信
綱
に
と
っ
て
、生
涯

特
別
な
歌
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　

信
綱
の※

２
自
注
に
は
、《
人
の
心
の
深
く

秘
め
ら
れ
た
憂
悶
を
聞
け
る
こ
と
は
、歌

道
の
徳
の
ひ
と
つ
で
あ
る
と
い
う
当
時
の
信

念
か
ら
う
た
っ
た
も
の
で
あ
る
。》と
書
か

れ
て
い
ま
す
。

　

決
起
の
歌
に
し
て
は
、柔
ら
か
な
印
象
を

受
け
て
い
た
の
で
す
が
、自
注
を
読
ん
で
み

る
と
、竹
柏
会
の
主
宰
と
し
て
、メ
ン
バ
ー

を
引
っ
張
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
強

い
信
念
が
読
み
取
れ
ま
す
。ま
た「
春
風
」

に
は
、「
春
に
吹
く
あ
た
ら
し
い
風
」と「
春

に
な
る
と
毎
年
吹
く
風
」と
い
う
二
つ
の
意

味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
感
じ
ら
れ
、信
綱

が
、歌
人
と
し
て
生
き
て
い
く
覚
悟
を
、自

分
自
身
に
向
け
た
誓
い
の
歌
だ
っ
た
の
か
も

知
れ
ま
せ
ん
。

学
芸
員
の
気
ま
ぐ
れ
コ
ラ
ム
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令
和
元
年
九
月
五
日
か
ら
六
日
未
明
に

か
け
て
の
豪
雨
被
害
に
よ
り
、資
料
館
の
展

示
室
が
使
用
で
き
な
く
な
り
、約
二
年
半
の

間
、閉
室
し
て
い
ま
し
た
。

　

令
和
二
年
二
月
か
ら
展
示
室
の
内
部

修
繕・改
修
工
事
を
開
始
し
、屋
根
の
防
水

工
事
を
行
い
、壁
紙
を
新
し
く
し
ま
し
た
。

令
和
三
年
に
は
、空
調
設
備
工
事
と
照
明

の
Ｌ
Ｅ
Ｄ
化
を
行
い
ま
し
た
。

　

再
開
を
機
に
、ひ
と
り
で
も
多
く
の
人
に

信
綱
の
功
績
を
伝
え
、新
た
な
文
化
を
生
み

出
し
て
い
く
場
所
と
し
て
い
き
ま
す
。

　

展
示
は
大
き
く
三
章
に
分
け
、つ
ぎ
の
よ

う
に
構
成
し
て
い
ま
す
。

・
第
一
章　
信
綱
の
生
涯

・
第
二
章　
信
綱
の
功
績　
歌
人
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
学
者
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
作
詞
者
と
し
て

・
第
三
章　
文
豪
と
の
交
流

　
　
　
　
　
　
＋

『
心
の
花
』
の
歌
人
た
ち
の
コ
ー
ナ
ー

・
第
一
章
　
信
綱
の
生
涯

　

明
治
五
年（一八
七
二
）、鈴
鹿
市
石
薬
師

に
誕
生
し
て
か
ら
、松
阪
、東
京
へ
の
転
居
を

経
て
、静
岡
県
熱
海
市
凌
寒
荘
で
永
眠
す
る

ま
で
、転
機
と
な
っ
た
出
来
事
や
刊
行
物
を

と
お
し
て
、時
系
列
で
展
示
し
て
い
ま
す
。

・
第
二
章
　
信
綱
の
功
績

　
「
歌
人
と
し
て
」で
は
、歌
道
を
世
に
広

め
る
こ
と
と
な
っ
た
、竹
柏
会
の
機
関
誌

『
心
の
花
』の
創
刊
号
や
記
念
号
を
展
示
し

て
い
ま
す
。創
刊
し
た
の
は
、明
治
三
十
一

年（
一八
九
八
）で
、現
在
刊
行
さ
れ
て
い
る

短
歌
雑
誌
の
中
で
、最
長
の
歴
史
を
誇
っ
て

い
ま
す
。

　

ま
た
、第
一
歌
集
の『
思
草
』（
明
治
三
十

六
年
）か
ら
最
後
の
歌
集
と
な
っ
た『
山
と

水
と
』（
昭
和
二
十
六
年
）ま
で
の
全
歌
集

を
展
示
し
て
い
ま
す
。

　
「
学
者
と
し
て
」で
は
、国
文
学
者
と
し

て
、万
葉
集
の
研
究
に
大
き
な
成
果
を
も
た

利
玄
、九
条
武
子
、五
島
茂
、前
川
佐
美
雄
、

斎
藤
史
ら
の
歌
集
を
展
示
し
て
い
ま
す
。

　

佐
佐
木
信
綱
の
名
前
は
知
っ
て
い
る
け

れ
ど…

と
い
う
方
に
も
分
か
り
や
す
い
展
示

で
す
。ぜ
ひ
ご
来
館
く
だ
さ
い
。

常
設
展
示
の
再
開

■
常
設
展
の
概
要

ら
し
た『
校
本
万
葉
集
』の
洋
装
本・和
装
本

を
展
示
し
、刊
行
に
至
る
ま
で
の
出
来
事
を

紹
介
し
て
い
ま
す
。現
存
す
る
日
本
最
古
の

歌
集
で
あ
る
万
葉
集
は
、原
本
が
残
さ
れ
て

い
な
い
た
め
、平
安
時
代
以
降
に
作
成
さ
れ

た
写
本
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

失
わ
れ
た
原
本
を
復
元
す
る
た
め
に
、信
綱

が
中
心
と
な
って
、写
本
を
捜
し
出
し
、当
時

見
る
こ
と
が
で
き
た
写
本
の
す
べ
て
を
付
き

合
わ
せ
、そ
れ
ら
の
写
本
同
士
の
違
い
を一覧

で
き
る
よ
う
に
ま
と
め
た『
校
本
万
葉
集
』

の
刊
行
に
尽
力
し
ま
し
た
。

　
「
作
詞
者
と
し
て
」で
は
、代
表
歌
で
あ
る

「
夏
は
来
ぬ
」の
信
綱
自
筆
色
紙
を
展
示

し
て
い
ま
す
。

・
第
三
章
　
文
豪
と
の
交
流

　

島
崎
藤
村
、森
林
太
郎（
鴎
外
）が
、信

綱
に
宛
て
た
直
筆
の
葉
書
な
ど
を
紹
介
し

て
い
ま
す
。

・『
心
の
花
』
の
歌
人
た
ち
コ
ー
ナ
ー

　

短
歌
雑
誌『
心
の
花
』は
、ひ
ろ
く・ふ
か

く・お
の
が
じ
し
に
を
モ
ッ
ト
ー
に
結
成
さ
れ

た
短
歌
結
社・竹
柏
会
を
も
と
に
、個
性
豊

か
な
歌
人
を
、世
に
多
く
送
り
出
し
ま
し
た
。

そ
の
中
か
ら
、石
榑
千
亦
、川
田
順
、木
下

い
し
く
れ  

ち  

ま
た

か
わ
だ
じ
ゅ
ん
き
の
し
た

り
げ
ん

く
じ
ょ
う
た
け
こ

ご
と
う
し
げ
る

さ
い
と
う
ふ
み

ま
え
か
わ
さ
み
お

展示室内観

記
念
館
だ
よ
り
第
36
号

・
常
設
展
示
の
再
開

・
講
演
会
レ
ポ
ー
ト

・
お
知
ら
せ

・
信
綱
一
首

・
収
蔵
庫
か
ら

・
学
芸
員
の
き
ま
ぐ
れ
コ
ラ
ム

目次

願
は
く
は
わ
れ
春
風
に
身
を
な
し
て

憂
あ
る
人
の
門
を
と
は
ば
や

ね
が

う
れ
い

か
ど

は
る
か
ぜ

み

わ

願
は
く
は
わ
れ
春
風
に
身
を
な
し
て

※

１
兼
題…
和
歌
、俳
句
の
会
な
ど
で
、題
を

あ
ら
か
じ
め
出
し
て
お
い
て
作
る
も
の
。

※

２
自
注…
自
分
の
書
い
た
本
に
自
分
で
加
え

た
注
釈
。

　
　

願
い
が
叶
う
な
ら
、私
は
か
ろ
や
か
な
春
風

と
な
っ
て
、心
配
事
を
抱
い
て
い
る
人
の
家
に

訪
れ
て
、話
を
き
い
て
あ
げ
た
い
。

参
考
文
献　

佐
佐
木
幸
綱
著『
佐
佐
木
信
綱
』

桜
楓
社
、一九
八
二
年

　
　
わ
れ

　
　
　
　
春

願
は
く
は
　
風

　
　
　
　
　

に

　
　   

身
を

　
　
　

な
し
て

憂
あ
る
人
の

門
を
と
は
ゝ
や

   

信
綱
九
十
歳
翁

　
　
　
　
　

書

ゆ
う
も
ん
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明
治
45
年
7
月
10
日
東
京
帝
国
大
学
卒
業
式

信
綱
41
歳
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■
当
日
の
演
題

講
演
会
レ
ポ
ー
ト

信綱一首
36

鳥
の
声

水
の
ひ
び
き
に
夜
は
あ
け
て

神
代
に
似
た
り
山
中
の
村

と
り

み
ず

む
ら

か
み 

よ

さ
ん
ち
ゅ
う

よ

に

こ
え

　
「
帝
国
文
学
」（
明
治
36
・
9
）
に
発
表
さ
れ
た
こ
の
歌
は
、
明
治
三
十
六
年
四
月
下
旬
、
甲
府
で
の
歌
会
に
招
か
れ
た
信
綱
は
、
雨
の
中
、

昇
仙
峡
を
の
ぼ
り
、
御
岳
に
近
い
山
村
の
旅
荘
に
没
宿
す
る
。
こ
の
小
旅
行
に
つ
い
て
は
、
信
綱
を
含
め
て
三
人
連
れ
で
、
そ
の
う
ち
の
一
人
・

小
尾
保
彰
が
「
峡
中
記
上・中・下
」
を
「
心
の
花
」
明
治
36・6
、7
、8
）
に
書
い
て
い
る
の
で
あ
る
程
度
ま
で
詳
し
く
分
か
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、

作
中
の「
水
の
ひ
び
き
」は
、岩
清
水
を
流
す
筧
の
音
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
旅
行
詠
だ
が
、フ
ァ
ン
タ
ジ
ッ
ク
な
一
首
の
清
澄
な
世
界
が
気
に
入
っ

て
、
信
綱
は
巻
頭
に
於
い
た
の
だ
ろ
う
。『
思
草
』
一
巻
の
指
向
す
る
と
こ
ろ
は
、
一
言
で
い
え
ば
清
澄
さ
で
あ
る
か
ら
だ
。
季
節
は
春
、
時
間

は
夜
明
け
、
こ
れ
も
巻
頭
歌
に
据
え
ら
れ
た
理
由
だ
ろ
う
。（
佐
佐
木
幸
綱
著
、『
佐
佐
木
信
綱
』
桜
楓
社
、
一
九
八
二
年
）

い
そ
の
か
み
古
き
歌
巻
あ
ら
た
し
き

光
に
に
ほ
ふ
大
御
目
に
触
れ

日
を
待
っ
て
お
っ
た
。》と
あ
り
、と
て
も
意

気
込
ん
で
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　

陛
下
に
直
接
説
明
を
す
る
場
合
は
官
位

が
必
要
な
た
め
、信
綱
に
は
説
明
の
資
格
が

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、長
年
講
義
を
継
続

し
て
い
る
講
師
で
あ
れ
ば
、大
学
で
説
明
す

る
の
で
あ
れ
ば
問
題
な
い
と
判
断
さ
れ
、当

日
は
、三
種
類
の
う
ち※

１
芳
賀
矢
一
教
授

が
二
つ
、信
綱
が
一
つ
を
説
明
し
、万
葉
研
究

の
成
果
を
披
露
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　

行
幸
の
当
日
、

　
《
七
月
十
日
、
一
天
開
朗
な
午
前
十
時
、

正
門
の
う
ち
で
車
駕
を
お
迎
え
し
、法
文
科

の
建
物
の
階
上
の
中
央
な
る
陳
列
室
に
お
待

ち
申
し
上
げ
て
い
る
と
、浜
尾
総
長
の
御
先

導
で
臨
御
、伊
東
忠
太
教
授
の
祇
園
精
舎
図

及
ア
ン
コ
ル・ワ
ッ
ト
、鯨
井
恒
太
朗
助
教
授

の
無
線
電
話
、黒
板
勝
美
助
教
授
の
花
園
天

皇
宸
記
、次
に
自
分
ら
の
万
葉
集
、最
後
に
、

中
村
清
二
教
授
の
偏
光
を
用
い
て
実
験
す

る
装
置
の
順
に
、熱
心
に
御
聴
聞
あ
ら
せ
ら

れ
、御
熟
覧
に
な
っ
た
。》

　

こ
の
日
の
感
激
を
う
た
っ
た
歌
が
あ
り

ま
す
。

　
し
、
国
語
政
策
に
も
携
わ
り
ま
し
た
。

※

３…
千
田
憲
（
一
八
八
九
〜
一
九
七
四
）

　

国
文
学
者
。
信
綱
と
と
も
に
『
校
本
万
葉

集
』
の
編
纂
に
関
わ
り
ま
し
た
。

※

文
中
の
用
字
は
新
体
字
を
用
い
て
い
ま
す
。

※

１…

芳
賀
矢
一
（
一
八
六
七
〜
一
九
二
七
）

　

国
文
学
者
。『
国
文
読
本
』（
一
八
九
〇
）や

『
国
文
学
史
十
講
』（
一八
九
九
）を
刊
行
し
、

国
文
学
の
起
立
に
力
を
注
ぎ
ま
し
た
。

※

２…

上
田
万
年
（
一
八
六
七
〜
一
九
三
七
）

　
国
語
学
者
。
西
洋
の
言
語
研
究
を
紹
介
し
、

国
語
学
や
国
語
音
韻
な
ど
の
分
野
を
開
拓

　

他
の
著
書
に
も
、
次
の
よ
う
に
喜
び
が

記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

《
自
分
の
生
涯
に
と
っ
て
、
最
も
光
栄

の
日
で
あ
っ
た
。
自
分
の
研
究
し
た
万
葉

学
の
一
端
が
、
か
し
こ
く
も
天
聴
に
達
し

た
の
で
あ
っ
た
。
陳
列
場
で
し
か
じ
か
と

言
上
す
る
時
、
書
物
の
上
を
さ
し
た
一
尺

ほ
ど
の
節
の
多
い
笹
竹
は
、
当
日
の
尊
い

記
念
に
と
わ
が
家
に
持
ち
帰
り
、
細
長
い

帙
を
作
っ
て
い
れ
、
宝
重
し
て
お
る
。》

と
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
日
は
、
文
部
省
文
芸
委
員
会
よ
り

万
葉
集
の
定
本
作
成
を
正
式
に
委
嘱
さ

れ
、
長
年
か
ら
の
願
い
で
あ
っ
た
編
纂
作

業
を
開
始
す
る
こ
と
が
決
ま
っ
た
日
で
も

あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
行
幸
の
二

十
日
後
に
明
治
天
皇
が
崩
御
さ
れ
、
同
月

は
、
信
綱
に
と
っ
て
大
き
な
転
機
と
な
り

ま
し
た
。

　

今
年
度
は
、
収
蔵
品
の
写
真
の
デ
ー
タ

化
を
開
始
し
ま
し
た
の
で
、
そ
の
中
か
ら

一
点
紹
介
し
ま
す
。

　

明
治
時
代
初
期
の
入
学
式
は
、イ
ギ
リ

ス
や
ド
イ
ツ
に
な
ら
っ
て
九
月
が
主
流
だ
っ

た
た
め
、卒
業
式
は
七
月
で
し
た
。

　

写
真
は
、明
治
四
十
五
年
七
月
十
日
、

東
京
帝
国
大
学
卒
業
式
の
写
真
で
、東
大

行
幸
の
説
明
役
を
果
た
し
た
日
の
写
真

で
す
。こ
の
日
の
こ
と
に
つ
い
て『
作
歌
八
十

二
年
』（
毎
日
新
聞
社
刊
）に
詳
細
が
記
さ

れ
て
い
ま
す
の
で
引
用
し
ま
す
。

　
《
東
京
帝
国
大
学
の
卒
業
式
に
、明
治

三
十
三
年
以
来
、毎
年
行
幸
が
あ
り
、式

場
に
臨
ま
さ
れ
る
前
に
、陳
列
室
に
お
い
て

各
文
科
大
学
の
研
究
を
天
覧
に
供
す
る
の

が
例
で
あ
っ
た
。今
年
は
、文
科
大
学
で
は

史
学
よ
り
一つ
と
、前
々
年
に
元
暦
校
本
万

葉
集
が
発
見
さ
れ
た
の
で
、そ
れ
と
、中
山

家
の
類
聚
古
集
、原
家
の
藍
紙
本
万
葉
集

と
、万
葉
学
上
貴
重
な
三
種
を
天
覧
に
供

し
、そ
の
ご
説
明
を
自
分
に
と
の
事
で
あ
っ

た
。自
分
は
恐
懼
し
た
が
、言
上
の
た
め
の

ノ
ー
ト
を
作
成
し
、こ
れ
ま
で
着
な
か
っ
た

フ
ロ
ッ
ク
コ
ー
ト
を
新
調
し
て
、光
栄
の

　

令
和
三
年
十
一
月
二
十
日
に
、
鈴
鹿
市

文
化
会
館
さ
つ
き
プ
ラ
ザ
に
お
い
て
講
演

会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
佐
佐
木
信
綱
顕

彰
会
様
の
主
催
に
よ
る
「
信
綱
祭
」
の
一

環
と
し
て
、
関
連
講
話
が
あ
り
ま
し
た
の

で
ご
紹
介
し
ま
す
。

　

本
居
宣
長
記
念
館
名
誉
館
長
で
あ
る
吉

田
氏
の
講
演
で
は
、信
綱
が
六
才
か
ら
十
一

才
の
少
年
時
代
に
過
ご
し
た
町・松
阪
時
代

に
住
ん
で
い
た
場
所（
平
生
町
、櫛
屋
町
）

を
、当
時
の
松
阪
市
内
の
地
図
を
用
い
て
、

参
加
者
と一
緒
に
確
認
し
ま
し
た
。

　

信
綱
が
八
歳
の
頃
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し

て
、日
曜
日
ご
と
に
、父・弘
綱
を
訪
ね
て
稽

古
に
く
る
人
と一緒
に
、※

歌
ぐ
さ
り
に
参
加

し
て
い
た
こ
と
を
挙
げ
、歌
人
や
国
文
学
者

と
し
て
第
一
歩
を
踏
み
出
し
た
の
は
松
阪
の

地
で
あ
り
、学
問
へ
の
意
識
を
高
め
る
き
っ

か
け
と
し
て
、本
居
宣
長
の
学
問
が
あ
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
語
ら
れ
ま
し
た
。

　
ま
た
、新
資
料
の
発
掘
や
、分
散
し
て
い
く

本
居
宣
長
資
料
を
な
ん
と
か
守
ろ
う
と
し
た

と
述
べ
ら
れ
、信
綱
が
本
居
宣
長
研
究
に
果

・
「
信
綱
と
松
阪
」(

吉
田
悦
之
・
本
居
宣
長
記
念
館
名
誉
館
長
）

・
「
近
年
の
佐
佐
木
信
綱
記
念
館
特
別
展
を
振
り
返
っ
て
」
（
鈴
鹿
市
文
化
財
課
職
員
）

た
し
た
役
割
に
つ
い
て
も
講
演
さ
れ
ま
し
た
。

※

歌
ぐ
さ
り

　

父
・
弘
綱
が
、足
代
弘
訓
が
開
い
た
寛
居
塾

に
在
席
し
て
い
た
頃
、古
歌
を
記
憶
す
る
た

め
に
、先
生（
足
代
弘
訓
）が
塾
生
に
ま
じ
っ

て
行
っ
た
古
歌
の
し
り
と
り
の
こ
と
で
、信

綱
の
著
書
か
ら
、弘
綱
も
そ
れ
に
な
ら
っ
て

門
下
生
と
歌
ぐ
さ
り
を
行
っ
て
い
た
と
書
か

れ
て
い
ま
す
。

　
《
た
と
え
ば
、先
生
が
ま
ず
、「
い
ざ
こ
ど
も
早

く
日
本
へ
大
伴
の
み
つ
の
松
原
待
ち
こ
ひ
ぬ
ら

む
」と
お
っ
し
ゃ
る
と
、四
句
の「
み
」が
上
に
あ

る
歌
を
考
え
て
、次
に
す
わ
っ
て
お
る一
人
が
、

「
水
の
面
に
照
る
月
な
み
を
か
ぞ
ふ
れ
ば
こ
よ

い
ぞ
秋
の
最
中
な
り
け
る
」と
い
う
。次
の
人

が
い
え
な
い
と
お
辞
儀
を
す
る
。（
中
略
）こ
う

し
て一
同
が
古
歌
を
お
ぼ
え
た
と
の
こ
と
。百

人一首
の
は
な
る
べ
く
い
わ
ぬ
、同
じ
歌
を
同
じ

講演会の様子

　
日
に
二
度
い
わ
ぬ
と
の
定
め
で
あ
っ
た
と
い
う
。

そ
の
歌
ぐ
さ
り
を
、自
分
ら
も
し
た
の
で
あ
る
。

自
分
は
幸
に
は
や
く
古
歌
の
暗
読
を
授
け
ら

れ
て
い
た
の
で
、し
あ
わ
せ
で
あ
っ
た
。》（『
作

家
八
十
二
年
』明
治
十
二
年
、八
歳
よ
り
）

■「
佐
佐
木
信
綱
記
念
館
だ
よ
り
」の

　 

バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
公
開

お
知
ら
せ

　
「
佐
佐
木
信
綱
記
念
館
だ
よ
り
」は
、平
成

三
年
に「
佐
佐
木
信
綱
資
料
館
だ
よ
り
」と

し
て
創
刊
し
て
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
、毎
年

発
行
し
て
き
ま
し
た
。バッ
ク
ナ
ン
バ
ー
を
公

開
し
ま
し
た
の
で
、ぜ
ひ
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

　
「
鈴
鹿
市
文
化
財
課
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
∨

鈴
鹿
市
文
化
財
ガ
イ
ド
∨
佐
佐
木
信
綱
記

念
館
」よ
り
、閲
覧・ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

（http://suzuka-bunka.jp/sasaki/

）

収
蔵
庫
か
ら

前
列
に
は
教
師
。
後
列
に
は
卒
業
席
が
並
ん

で
い
ま
す
。左
か
ら
５
番
目
に
千
田
憲
。向
か
っ

て
前
列
の
右
か
ら
３
番
目
に
信
綱
、
５
番
目
に

芳
賀
矢
一
、
６
番
目
に
上
田
万
年
が
座
っ
て
い

ま
す
。

千田憲氏※３

信綱

芳賀矢一博士
上田万年博士※2

お 

め 

み
え

よ
し
ゆ
き

ぎ
ょ
う
こ
う

げ
ん
り
ゃ
く

き
ょ
う 

く

し
ゃ 

が

ち
つ

い 

と
う
ち
ゅ
う 

た

ぎ  

お
ん
し
ょ
う
じ
ゃ 

ず

く
じ
ら
い 

つ
ね 

た 

ろ
う

な
か 

む
ら 

せ
い 

じ

く
ろ
い
た
か
つ
み

る
い 

じ
ゅ
う 

こ 

し
ゅ
う

あ
い
が
み
ぼ
ん

ひ
ろ
つ
な

ゆ
た
い
じ
ゅ
く

や
ま
と

お
お
と
も

し
ょ
う
せ
ん
き
ょ
う

あ  

じ
ろ
ひ
ろ
の
り

ひ
ら 

お 

ま
ち

お 

び
や
す
あ
き

く
し 

や 

ま
ち

は 

が 

や
い
ち

う
え
だ
か
ず
と
し

せ
ん
だ
け
ん

※

山
梨
県
の
昇
仙
峡
の
奥
に
あ
る
金
桜
神
社
に
は
、二
〇
一
八
年
に『
心
の
花
』百
二
十
周
年
を
記
念
し
て
こ
の
歌
の
歌
碑
が
建
立
さ
れ
て
い
ま
す
。

明
治
三
十
六
年
作　
歌
集『
思
草
』の
巻
頭
歌

藤村勝二博士

藤村作博士

エリセーフ博士

関根正直博士


