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⼤
妻
⼥
⼦
⼤
学
博
物
館
特
集
展

会
期
⼆
〇
⼆
三
年
⼗
⽉
⼆
⽇
⼗
⼆
⽉
⼆
⼗
⼀
⽇

教
え
の
道
は
多
か
れ
ど
︱
掛
軸
か
ら
⾒
た
⼤
妻
の
教
育
︱

解
説
資
料

は
じ
め
に

⼤
妻
⼥
⼦
⼤
学
博
物
館
で
は
︑
⼤
妻
学
院
に
伝
わ
た

掛
軸
を
約
⼀
〇
〇
点
所
蔵
し
て
い
る
︒
そ
の
中
か
ら
今
回
︑

明
治
昭
和
時
代
に
作
成
さ
れ
た
⼗
⼀
点
を
展
⽰
す
る
︒

展
⽰
し
て
い
る
掛
軸
は
︑
三
つ
に
分
類
す
る
こ
と
が
で

き
る
︒

第
⼀
は
︑
⼤
妻
教
育
の
根
本
に
関
わ
る
掛
軸
で
あ
る
︒

学
院
創
⽴
者
の
⼤
妻
コ
タ
カ
・
良
⾺
夫
妻
が
揮
毫
し
た
掛

軸
か
ら
は
︑
⼤
妻
教
育
の
根
本
と
な
た
⼆
⼈
の
思
想
を

読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
︵
展
⽰
番
号
２
・
３
︶︒
ま
た

⼤
妻
の
校
訓
﹁
恥
を
知
れ
﹂
は
︑
良
⾺
が
幼
少
時
に
受
け

た
教
え
を
︑
校
訓
と
し
て
制
定
し
た
も
の
で
あ
る
︵
展
⽰

番
号
１
︶︒

第
⼆
は
︑
明
治
天
皇
と
︑
そ
の
皇
后
で
あ
る
昭
憲
皇
太

后
が
作
た
歌
で
あ
る
︵
展
⽰
番
号
４
・
５
︶︒
⼆
⼈
が

作
た
和
歌
は
︑
戦
前
の
教
科
書
に
掲
載
さ
れ
︑
教
育
に

⽤
い
ら
れ
て
い
た
が
︑
戦
前
の
⼤
妻
学
校
︵
⼤
妻
技
芸
学

校
・
私
⽴
⼤
妻
⾼
等
⼥
学
校
等
︶
に
お
い
て
は
︑
皇
太
后

作
詞
の
唱
歌
が
朝
礼
で
歌
わ
れ
て
い
た
︒
こ
の
⼆
点
は
︑

⼤
妻
教
育
と
皇
室
と
の
関
わ
り
を
⽰
す
資
料
で
あ
る
︒

第
三
は
︑
⼤
妻
で
教
え
ら
れ
て
い
た
教
育
的
標
語
に
関

わ
る
も
の
︵
展
⽰
番
号
６

︶
と
︑
旧
校
歌
で
あ
る

10

︵
展
⽰
番
号

︶︒
四
字
の
標
語
は
講
堂
に
掲
⽰
さ
れ
︑

11

多
く
の
学
⽣
・
⽣
徒
た
ち
の
⽬
に
触
れ
て
い
た
も
の
と
思

わ
れ
る
︒
ま
た
旧
校
歌
で
は
︑﹁
恥
を
知
れ
﹂
と
い
う
⾔

葉
を
忘
れ
な
け
れ
ば
︑
あ
ま
た
存
在
す
る
教
え
の
道
で
迷

う
こ
と
は
な
い
︑
と
歌
わ
れ
て
い
る
︒
⼤
妻
教
育
に
お
け

る
校
訓
の
重
要
性
が
分
か
る
︒
な
お
︑
本
特
集
展
の
名
称

﹁
教
え
の
道
は
多
か
れ
ど
﹂
は
︑
旧
校
歌
の
⼀
節
で
あ
る
︒

⼤
妻
の
教
え
は
︑
校
訓
︑
標
語
︑
そ
し
て
歌
詞
と
し
て

掛
軸
に
⽂
字
化
さ
れ
て
い
た
︒
学
⽣
・
⽣
徒
た
ち
は
︑
そ

の
掛
軸
を
⾒
て
︑
読
ん
で
︑
そ
し
て
そ
れ
を
聞
い
て
︑
⼤

妻
の
教
え
を
体
得
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒
掛
軸

に
記
さ
れ
た
⾔
葉
の
⼀
つ
⼀
つ
が
︑
年
若
く
迷
い
が
ち
な

⼤
妻
の
学
⽣
・
⽣
徒
た
ち
を
導
く
た
め
の
も
の
だ
た
の

で
あ
る
︒※

本
特
集
展
は
︑
⼤
妻
⼥
⼦
⼤
学
⼈
間
⽣
活
⽂

化
研
究
所
の
研
究
助
成
︵
課
題
番
号
Ｋ
⼆
⼆

〇
⼆
﹁
⼤
妻
⼥
⼦
⼤
学
博
物
館
所
蔵
掛
軸
の

調
査
と
研
究
﹂・
Ｋ
⼆
三
〇
⼆
﹁
⼤
妻
⼥
⼦
⼤

学
博
物
館
所
蔵
掛
軸
の
調
査
と
研
究

︵
２
︶﹂︶
を
受
け
て
開
催
し
ま
す
︒
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１
鳩
⼭
⼀
郎
書

昭
和
七
年
︵
⼀
九
三
⼆
︶
⼗
⽉

⼤
妻
⼥
⼦
⼤
学
博
物
館
蔵

縦
⼀
九
七･

⼋
横
五
⼆･

四
㎝

本
紙
縦
⼀
〇
七･

四
横
三
三･

五
㎝

鳩
⼭
⼀
郎
︵
⼤
正
昭
和
時
代
の
政
治
家
︑
号

楽
⼭
︶
が
⼤
妻
コ
タ
カ
に
宛
て
て
揮
毫
し
た
書
︒

あ

き
ご
う

⼤
正
六
年
︵
⼀
九
⼀
七
︶
に
制
定
さ
れ
た
⼤
妻
の
校

訓
﹁
恥
を
知
れ
﹂
を
揮
毫
し
て
い
る
︒
鳩
⼭
は
︑
昭

和
七
年
当
時
⽂
部
⼤
⾂
を
勤
め
て
い
た
︒
そ
の
関
係

か
ら
︑
コ
タ
カ
が
鳩
⼭
に
︑
揮
毫
を
依
頼
し
た
も
の

と
推
測
さ
れ
る
︒

右
上
の
落
款
は
﹁
思

無

邪
﹂︵
私
⼼
な
く
︑

お
も
い
よ
こ
し
ま

な
し

レ

公
平
で
あ
る
︒
思
う
こ
と
を
そ
の
ま
ま
⾔
い
表
わ
し

て
偽
た
り
飾
た
り
し
な
い
︶︒

︻
⽂
⾯
︼

恥
を
知
れ

⼤
妻
⼥
史
嘱

⼀
郎

︻
落
款
︼﹁

思
無
邪
﹂

﹁
鳩
⼭
⼀
郎
﹂

﹁
楽
⼭
﹂

２
⼤
妻
コ
タ
カ
書昭

和
四
⼗
年
︵
⼀
九
六
五
︶
頃

⼤
妻
⼥
⼦
⼤
学
博
物
館
蔵

縦
⼀
九
⼆･

四
横
四
九･

五
㎝

本
紙
縦
⼀
⼆
五･

五
横
三
三･

五
㎝

⼤
妻
学
院
創
⽴
者
で
あ
る
⼤
妻
コ
タ
カ
が
︑
六
〇

年
以
上
に
わ
た
る
教
育
者
と
し
て
の
⼈
⽣
を
経
て
︑

⼋
⼗
⼀
歳
の
時
に
記
し
た
書
︒
コ
タ
カ
は
﹁
良
き
妻
︑

賢
き
⺟
﹂
を
教
育
⽅
針
と
し
︑
家
庭
⽣
活
の
充
実
を

重
要
視
し
て
き
た
が
︑
こ
の
掛
軸
に
お
い
て
も
家
庭

の
円
満
を
説
い
て
い
る
︒
掛
軸
右
上
に
は
落
款

ら
か
ん

﹁
和
楽
﹂︵
な
ご
や
か
に
楽
し
む
こ
と
︑
互
い
に
う

わ
ら
く

ち
と
け
て
楽
し
む
こ
と
︶
が
捺
さ
れ
て
お
り
︑
⼈
の

お

和
を
重
視
す
る
コ
タ
カ
の
思
い
が
か
い
ま
⾒
え
る
︒

︻
⽂
⾯
︼仲

よ
き
家
庭
は

う
つ
く
し
き
か
な

⼋
⼗
⼀
才
⼤
妻
コ
タ
カ
書

︻
落
款
︼

﹁
和
楽
﹂

﹁
⼤
妻
コ
タ
カ
﹂

３
⼤
妻
良
⾺
和
歌

昭
和
初
期

⼤
妻
⼥
⼦
⼤
学
博
物
館
蔵

縦
⼆
⼀
⼆･

六
横
四
七･

六
㎝

本
紙
縦
⼀
三
四･

〇
横
三
三･

九
㎝

⼀
⼼
は
⼤
妻
良
⾺
の
号
︒
こ
の
和
歌
は
︑
私
⽴
⼤

妻
技
芸
伝
習
所
設
⽴
か
ら
⼗
周
年
と
な
る
昭
和
元
年

︵
⼀
九
⼆
六
︶
⼗
⽉
︑
良
⾺
︵
当
時
五
⼗
五
才
︶
が

楽
焼
に
書
き
つ
け
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
︒

ら
く
や
き

良
⾺
は
︑﹁
我
国
⺠
道
徳
は
こ
の
知
恩
と
謝
恩
を

わ
が

以
て
其
の
真
髄
と
す
る
﹂︵﹃
吾
等
の
信
念
﹄
⼀

も

そ
の

し
ん
ず
い

九
⼆
六
年
︶
と
述
べ
る
な
ど
︑
受
け
た
恩
に
報
い
る

こ
と
を
重
視
し
て
お
り
︑
そ
の
思
想
が
こ
の
和
歌
か

ら
も
読
み
取
れ
る
︒

︻
⽂
⾯
︼

我
か

思

若
し
遂
け
す
し
て

果
て
な

︵
お
も
い
︶

︵
も
︶

︵
と
︶

ん
か
／
尊
き
恵
に
い
か
て
答
へ
む
⼀
⼼

︻
現
代
語
訳
︼

私
の
思
い
が
も
し
も
遂
げ
ら
れ
ず
に
果
て
て
︵
死
ん

で
︶
し
ま
う
だ
ろ
う
か
︒
／
︵
そ
の
よ
う
な
時
は
︑

私
が
受
け
て
き
た
︶
尊
い
恵
に
ど
の
よ
う
に
答
え
よ

う
か
︒
⼀
⼼
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４

昭
憲
皇
太
后
御
歌

し
う
け
ん
こ
う
た
い
ご
う
み
う
た

明
治
⼤
正
時
代

⼤
妻
⼥
⼦
⼤
学
博
物
館
蔵

縦
⼆
⼀
九･

⼆
横
九
〇･

⼆
㎝

本
紙
縦
⼀
三
三･

三
横
六
四･

⼆
㎝

昭
憲
皇
太
后
︵
明
治
天
皇
の
皇
后
︶
が
作
詞
し
た

唱
歌
の
歌
詞
を
掛
軸
と
し
た
も
の
︒﹁
⾦
剛
⽯
・

こ
ん
ご
う
せ
き

⽔
は
器
﹂
と
も
呼
ば
れ
る
︒
昭
憲
皇
太
后
は
⼥
⼦

う
つ
わ

教
育
に
お
い
て
模
範
と
さ
れ
て
お
り
︑
地
久
節

ち
き
う
せ
つ

︵
皇
后
誕
⽣
⽇
︑
明
治
時
代
は
五
⽉
⼆
⼗
⼋
⽇
︶
の

⽇
︑
各
⼥
学
校
で
は
こ
の
歌
を
奉
唱
し
た
︒
⼤
妻
学

校
で
は
︑
⼤
正
⼗
⼀
年
︵
⼀
九
⼆
⼆
︶
頃
か
ら
昭
和

⼆
⼗
年
︵
⼀
九
四
五
︶
ま
で
︑
朝
礼
の
際
に
こ
の
歌

を
歌
て
い
た
︒
こ
の
時
︑
こ
の
掛
軸
が
使
⽤
さ
れ

て
い
た
可
能
性
が
あ
る
︒

︻
⽂
⾯
︼

⾦
剛
⽯
も
み
か
ゝ
す
は
⽟
の
光
は
そ
は
さ
ら
む

︵
磨
か
ず
︶

︵
添
︶

⼈
も
／
ま
な
ひ
て
の
ち
に
こ
そ

ま
こ
と
の
徳
は

(

学
び)

︵
後
︶

あ
ら
は
る
れ

時
計
の
／
は
り
の
た
え
ま
な
く

︵
現
︶

︵
針
︶

︵
絶
え
間
︶

め
く
る
か
如
く
時
の
ま
の

⽇
か
け
を
し
み
て

︵
廻
︶

︵
間
︶

︵
陰
︶
︵
惜
︶

励
み
な
は
い
か
な
る
業
か
成
ら
さ
ら
む

︵
わ
ざ
︶

⽔
は
器
に
し
た
か
ひ
て
そ
の
さ
ま
さ
ま
に
な
り
ぬ
な

︵
従
い
︶

︵
様
々
︶

り
⼈
は
／
ま
し
は
る
友
に
よ
り
善
き
に
あ
し
き

︵
交
わ
︶

︵
悪
︶

に
移
る
な
り
お
の
れ
に
／
ま
さ
る
よ
き
と
も
を

︵
⼰
︶

︵
勝
︶

︵
良
︶

︵
友
︶

え
ら
ひ
求
め
て
も
ろ
と
も
に

⼼
の
こ
ま
に
／
む
ち

︵
選
び
︶

︵
駒
︶

︵
鞭

う
ち
て
学
ひ
の
道
に
す
ゝ
め
か
し

打
︶

︵
進
︶

５
明
治
天
皇
御
製

ぎ
せ
い

明
治
⼤
正
時
代

⼤
妻
⼥
⼦
⼤
学
博
物
館
蔵

縦
⼆
⼀
三･

六
横
五
⼋･

⼀
㎝

本
紙
縦
⼀
五
⼀･

⼋
横
四
〇･

⼀
㎝

明
治
天
皇
の
御
製(

天
皇
が
作
た
和
歌)

の
⽂
⾔

を
掛
軸
に
仕
⽴
て
た
物
︒
明
治
天
皇
は
和
歌
を
好
み
︑

⽣
涯
約
⼗
万
⾸
の
歌
を
残
し
た
︒
⼤
妻
学
院
に
は
︑

明
治
天
皇
の
御
製
を
掛
軸
に
仕
⽴
て
た
物
が
⼆
⼗
点

伝
来
し
て
お
り
︑
昭
憲
皇
太
后
御
歌
︵
展
⽰
番
号

４
︶
と
同
様
︑
学
院
の
教
育
に
使
⽤
さ
れ
て
い
た
と

推
測
さ
れ
る
︒

こ
の
和
歌
で
は
︑
⾝
分
や
地
位
が
異
な
て
い
て

も
︑
⼈
は
皆
︑
誠
の
道
を
守
る
べ
き
こ
と
を
詠
ん
で

よ

い
る
︒

︻
⽂
⾯
︼

ひ
と
ハ
た
ゝ
ま
こ
と
の
み
ち
を

︵
⼈
︶

︵
た
だ
︶

︵
誠
︶

︵
道
︶

ま
も
ら
な
む
た
か
き
い
や
し
き

(

守)

︵
⾼
︶

︵
卑
︶

し
な
は
あ
り
と
も

︵
品
︶

︵
有
︶

︻
現
代
語
訳
︼

⼈
は
︑
何
は
と
も
あ
れ
誠
の
道
を
守
ろ
う
︒

⾝
分
や
地
位
の
⾼
い
低
い
が
あ

た
と
し
て
も
︒

６
⽣
徒
訓
練
の
⽅
針⼤

正
⼗
⼀
年
︵
⼀
九
⼆
⼆
︶

⼟
屋
久
代
書

⼤
妻
⼥
⼦
⼤
学
博
物
館
蔵

縦
⼆
⼀
九･

三
横
⼋
九･

五
㎝

本
紙
縦
⼀
三
三･

⼆
横
六
三･

六
㎝

⼤
正
時
代
の
⼤
妻
学
校
に
お
け
る
指
導
⽅
針
を
記

し
た
も
の
︒
校
訓
﹁
恥
を
知
れ
﹂
が
︑
⼤
妻
家
の
家

訓
に
由
来
す
る
こ
と
が
記
さ
れ
る
︒
そ
し
て
︑
こ
れ

を
最
も
⼤
切
な
考
え
と
し
て
︑
次
に
﹁
貞
淑
温
雅
﹂

・﹁
公
明
正
⼤
﹂・﹁
質
実
勇
健
﹂・﹁
機
敏
快
活
﹂
な

ど
の
徳
の
養
成
が
掲
げ
て
い
る
︒
こ
れ
ら
の
⽂
⾔
は
︑

独
⽴
し
た
掛
軸
に
仕
⽴
て
ら
れ
て
お
り
︵
展
⽰
番
号

７

︶︑
短
い
標
語
と
し
て
学
⽣
・
⽣
徒
た
ち
に

10
指
導
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

︻
⽂
⾯
︼⽣

徒
訓
練
の
⽅
針

本
校
は
︑
⼤
妻
家
に
於
け
る
⽗
祖
の
家
訓
︑
恥
を
知
れ
を

以
て
修
徳
上
の
第
⼀
義
と
な
し
︑
⾄
誠
を
以
て
⾃
⼰
の

本
分
を
尽
し
︑
公
明
正
⼤
に
し
て
和
衷
協
同
︑
質
実

勇
健
︑
沈
着
に
し
て
機
敏
快
活
︑
貞
淑
温
雅
の
徳

を
養
成
せ
む
こ
と
を
期
す
べ
し

７
四
字
書
﹁
貞
淑
温
雅
﹂

て
い
し
く
お
ん
が

⼤
正
時
代

⼤
妻
⼥
⼦
⼤
学
博
物
館
蔵

縦
⼆
三
⼋･

四
横
六
三･

七
㎝



- 4 -

本
紙
縦
⼀
⼋
⼀･

六
横
四
四･

九
㎝

﹁
貞
淑
﹂
は
⼥
性
の
操
が
か
た
く
︑
し
と
や
か

み
さ
お

な
こ
と
︒﹁
温
雅
﹂
は
穏
や
か
で
上
品
な
こ
と
を
意

味
す
る
︒

こ
の
掛
軸
は
︑
昭
和
四
年(

⼀
九
⼆
九)

の
講
堂
内

を
写
し
た
写
真
の
中
で
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒

こ
の
こ
と
か
ら
︑﹁
貞
淑
温
雅
﹂
の
掛
軸
は
︑
昭
和

初
期
︑
講
堂
内
に
掲
⽰
さ
れ
︑
多
く
の
学
⽣･

⽣
徒

た
ち
の
⽬
に
触
れ
る
よ
う
な
環
境
で
使
⽤
さ
れ
て
い

た
こ
と
が
わ
か
る
︒昭

和
四
年(

⼀
九
⼆
九)

講
堂
写
真

︵
⼤
妻
⼥
⼦
⼤
学
博
物
館
蔵
︶

⾚
枠
部
分
拡
⼤

８
四
字
書
﹁
公
明
正
⼤
﹂

こ
う
め
い
せ
い
だ
い

⼤
正
時
代

⼤
妻
⼥
⼦
⼤
学
博
物
館
蔵

縦
⼆
三
七･

⼋
横
六
四･

三
㎝

本
紙
縦
⼀
⼋
⼀･

⼆
横
四
五･

〇
㎝

四
字
の
標
語
が
⼤
書
さ
れ
た
も
の
と
し
て
は
︑

た
い
し

﹁
貞
淑
温
雅
﹂
以
外
に
︑﹁
公
明
正
⼤
﹂・﹁
質
実
勇

健
﹂・﹁
機
敏
快
活
﹂︵
展
⽰
番
号
８

︶
が
あ
る
︒

10

こ
の
四
点
の
落
款
は
同
⼀
で
あ
る
こ
と
か
ら
︑
表
同

⼀
⼈
物
に
よ
て
揮
毫
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る

︵
印
⽂
は
﹁
寺
浦
堂
印
﹂・﹁
号
⽈
聖
濤
﹂
と
読
め
る

が
︑
詳
細
は
不
明
︶︒
よ
て
︑﹁
貞
淑
温
雅
﹂
と
同

様
︑
他
三
点
の
掛
軸
も
︑
講
堂
等
で
使
⽤
さ
れ
て
い

た
と
考
え
ら
れ
る
︒

︻
落
款
︼

７
四
字
書
﹁
貞
淑
温
雅
﹂

８
四
字
書
﹁
公
明
正
⼤
﹂

９
四
字
書
﹁
質
実
勇
健
﹂

四
字
書
﹁
機
敏
快
活
﹂

10
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９
四
字
書
﹁
質
実
勇
健
﹂

⼤
正
時
代

⼤
妻
⼥
⼦
⼤
学
博
物
館
蔵

縦
⼆
三
七･

五
横
六
四･

五
㎝

本
紙
縦
⼀
⼋
⼀･

〇
横
四
四･

三
㎝

﹁
質
実
勇
健
︵
剛
健
︶﹂
と
は
︑
質
素
で
誠
実
︑

⼒
強
く
た
く
ま
し
い
こ
と
を
意
味
す
る
︒
男
⼦
校
で

よ
く
⾒
ら
れ
る
こ
の
標
語
が
︑
⼥
⼦
学
校
で
あ
る
⼤

妻
に
お
い
て
呼
び
か
け
ら
れ
て
い
る
の
が
特
徴
的
で

あ
る
︒

実
際
︑
⼤
妻
技
芸
学
校
で
は
︑
体
⼒
作
り
の
た
め
︑

学
校
を
出
発
点
に
⽯
神
井
公
園
︵
現
・
東
京
都
杉

し
く
じ
い

並
区
︶
ま
で
七
⾥
︵
約
⼆
⼗
七
㎞
︶
の
遠
⾜
を
⾏

て
い
た
と
い
う
︒

四
字
書
﹁
機
敏
快
活
﹂

10

⼤
正
時
代

⼤
妻
⼥
⼦
⼤
学
博
物
館
蔵

縦
⼆
三
⼋･

四
横
六
⼀･

七
㎝

本
紙
縦
⼀
⼋
⼀･

七
横
四
四･

⼋
㎝

⼤
妻
の
教
員
が
学
⽣
に
指
導
す
べ
き
内
容
を
⼀
六

三
項
⽬
に
渡
て
列
記
し
た
﹁
訓
話
要
項
﹂︵
⼤
正

⼗
四
年
︿
⼀
九
⼆
五
﹀
制
定
︑
翌
年
修
正
︶
に
は
︑

﹁
機
敏
﹂
は
﹁
素
早
く
⽴
廻
れ
︒
⼈
後
に
落
ち
る

た
ち
ま
わ

じ
ん
ご

な
︒﹃
先
ん
ず
れ
ば
⼈
を
制
し
後
る
れ
ば
⼈
に
制

さ
き

お
く

せ
ら
る
︒﹄﹂
と
あ
り
︑﹁
快
活
﹂
は
﹁
常
に
快
活
な

れ
︑
陰
険
は
暗
⿊
な
り
﹂
と
解
説
さ
れ
て
い
る
︒
⼤

妻
の
学
⽣･

⽣
徒
に
は
︑
機
敏
な
動
き
と
い
き
い
き

と
し
た
性
格
が
求
め
ら
れ
て
い
た
︒

⼤
妻
学
校
校
歌

11

⼤
正
時
代

⼤
妻
⼥
⼦
⼤
学
博
物
館
蔵

縦
⼆
⼀
⼋･

⼋
横
九
〇･

三
㎝

本
紙
縦
⼀
三
三･

⼆
横
六
四･

〇
㎝

⼤
正
六
年
︵
⼀
九
⼀
七
︶
に
制
定
さ
れ
た
旧
校
歌

の
歌
詞
︵
現
校
歌
は
⼀
九
五
三
年
制
定
︶︒
⼤
正
⼗

⼀
年
頃
か
ら
昭
和
⼆
⼗
年
︵
⼀
九
四
五
︶
ま
で
︑
朝

礼
時
に
﹁
昭
憲
皇
太
后
御
歌
﹂︵
展
⽰
番
号
４
︶
と

と
も
に
歌
わ
れ
て
い
た
︒
⼆
番
の
歌
詞
で
は
︑
校
訓

﹁
恥
を
知
れ
﹂
を
忘
れ
な
け
れ
ば
︑
教
え
の
道
で
迷

う
こ
と
は
な
い
︑
と
あ
る
︒
⼤
妻
で
勉
学
に
励
む
上

で
︑
校
訓
は
最
も
重
要
な
教
え
で
あ
り
︑
⼤
妻
の
学

⽣
・
⽣
徒
が
迷
わ
な
い
た
め
の
道
し
る
べ
で
あ
た
︒

︻
⽂
⾯
︼

校
歌

⼀
⼭
階
・
華
頂
ふ
た
宮
の
た
ま
へ
る
校
舎
・
校
⾨

︵
⼆
︶

︵
賜
︶

を

朝

⼣
の

︻
注
︼

︵
あ
し
た
ゆ
う
べ
︶

い
て
⼊
り
に
あ
ふ
く
も
い
と
ゝ
か
し
こ
し
や

︵
出
で
︶

︵
仰
ぐ
︶

︵
畏
し
︶

⼆
教
の
道
ハ
お
ほ
か
れ
と
恥
を
は
し
れ
の
こ
と
の

︵
多
か
れ
ど
︶

︵
恥
を
ば
知
れ
︶

︵
⾔
︶

葉
を
常
に
⼼
に

忘
れ
す
は
い
か
て
か
迷
ふ
ミ
ち
あ
ら
む

︵
道
︶

三
学
ひ
の
⼭
の
奥
ま
て
も
⼒
の
か
き
り
わ
け
⼊
り

︵
限
り
︶

て
こ
た
へ
ま
つ
ら
む
思
ふ
と
ち
た
く
ひ
も
あ

︵
ど
ち
︶
︵
類
い
︶

ら
ぬ
ミ
め
く
み
に

︵
み
め
ぐ
み
︶

︻
注
︼
当
時
︑
⼭
階
宮
家
よ
り
拝
領
の
建
築
古
材
で

や
ま
し
な
の
み
や

校
舎
を
建
て
︑
ま
た
華
頂
宮
家
よ
り
通
⽤
⾨
を
下
賜

か
ち
う
の
み
や

さ
れ
て
い
た
︵
と
も
に
⼀
九
⼆
三
年
の
関
東
⼤
震
災
で
焼

失
︶︒

資
料
解
説
⻘
⽊
俊
郎

︵
⼤
妻
⼥
⼦
⼤
学
博
物
館
学
芸
員
︶


