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文武両道による人格の形成 

 

                                         

                                                                         

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

                     

            

校
歌
特
集 

第
２
弾 

前
回
は
本
校
校
歌
を
特
集

し
ま
し
た
。 

今
回
は
、
記
念
式
典
で
も

歌
う
本
校
の
前
身
、
兵
庫
県

立
加
古
川
高
等
女
学
校
の
校

歌
を
紹
介
し
ま
す
。 

ま
ず
歌
詞
で
す
。
下
に
も

示
し
て
い
ま
す
が
、
尾
上
八

郎
と
い
う
人
の
作
詞
に
な
り

ま
す
。 

こ
の
尾
上
八
郎
氏
は
、
津

山
藩
士
の
子
と
し
て
生
ま
れ
、

後
に
兵
庫
県
竜
野
に
移
住
し

て
い
ま
す
。
そ
し
て
上
京
し

て
東
京
帝
国
大
学
（
現
東
大
）

に
学
び
、
卒
業
後
は
早
稲
田

大
学
や
学
習
院
女
子
大
学
の

教
授
を
務
め
ま
し
た
。 

そ
し
て
大
正
時
代
の
初
め
、 

 

20
世
紀
に
入
っ
て
10
年
、
本

校
校
歌
の
作
詞
を
担
当
し
ま

し
た
。 

 

ま
た
、
戦
後
は
歌
会
始
の

選
者
も
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の

他
、
書
画
に
も
精
通
し
て
い

た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。 

 

特
に
歌
詞
の
三
番
で
、
社

会
の
目
先
の
流
行
に
惑
わ
さ

れ
る
こ
と
な
く
凛
と
し
た
女

性
に
な
れ
、
と
言
っ
て
い
ま

す
が
、
こ
れ
は
現
在
に
も
通

じ
る
立
派
な
言
葉
だ
と
思
い

ま
す
。 

 

次
に
作
曲
で
す
。 

 
作
曲
者
の
島
崎
赤
太
郎
氏

は
東
京
音
楽
学
校
の
教
授
で

し
た
。 

 

東
京
に
生
ま
れ
、
一
家
を

あ
げ
て
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
と
な

っ
て
い
ま
す
。
父
熊
二
郎
は

大
工
の
棟
梁
で
、
1890
年
の
第

３
回
内
国
博
覧
会
に
自
ら
作

製
し
た
オ
ル
ガ
ン
を
出
品
し

て
い
ま
す
。
そ
の
せ
い
か
、

赤
太
郎
氏
は
子
供
の
頃
か
ら

オ
ル
ガ
ン
に
興
味
を
示
し
、

成
長
し
て
東
京
音
楽
学
校
へ

入
学
。
ド
イ
ツ
の
ラ
イ
プ
チ

ヒ
王
立
音
楽
院
へ
留
学
し
て 

       

オ
ル
ガ
ン
と
作
曲
を
学
び
ま

し
た
。 

 

帰
国
し
て
東
京
音
楽
学
校

の
教
授
と
な
っ
た
赤
太
郎
氏

は
オ
ル
ガ
ン
と
音
楽
理
論
を

教
え
、
一
方
で
小
学
校
か
ら

大
学
ま
で
数
多
く
の
校
歌
も

作
曲
し
ま
し
た
。 

 

な
お
余
談
な
が
ら
、
こ
ん

な
歌
を
知
っ
て
い
ま
す
か
？

そ
れ
は
、
山
形
県
民
歌
「
最

上
川
」
で
す
。 

こ
の
歌
は
、
昭
和
天
皇
の

詩
に
島
崎
赤
太
郎
が
曲
を
つ

け
た
も
の
で
、
現
在
も
山
形

県
で
歌
わ
れ
て
い
る
と
い
う

こ
と
で
す
。 

    

兵
庫
県
立 

 
 

加
古
川
高
等
女
学
校 

 
 
 
 

「
校
歌
」 

 
 
 

作
詞 

尾
上
八
郎 

 
 
 

作
曲 

島
崎
赤
太
郎 

 

一
、
千
早
ぶ
る
神
の
御
代
よ
り 

 
 

清
き
名
の
高
き
こ
の
国 

 
 

年
経
た
る
松
に
ふ
き
た
つ 

 
 

風
の
音
も
す
め
る
こ
の
里 

 

二
、
か
か
る
国
か
か
る
里
わ
に 

 
 

幸
多
く
生
れ
し
吾
ら 

 
 
 
 
 

ね
も
ご
ろ
の 

師
の
み
を
し
へ
に 

こ
こ
ろ
さ
へ 

身
さ
へ
ぞ
の
ぶ
る 

 

三
、
年
毎
に
花
と
う
つ
ろ
ふ 

 
 

都
辺
の
て
ぶ
り
習
は
ず 

 
 

つ
つ
ま
し
く 

や
さ
し
く
強
く 

美
は
し
き
乙
女
と
な
ら
む 

 

四
、
加
古
川
の
瀬
々
ゆ
く
水
の 

 
 

絶
え
せ
ざ
る
力
を
も
ち
て 

 
 

限
り
な
き
学
び
の
道
を 

 
 

た
ゆ
み
な
く 

す
ゝ
み
て
ゆ
か
む 

 

ちょっと一言  毎年夏に加古川プラザホテルで松筠同窓会の会員大会が行われます。(今

年は100周年の準備で行われませんでしたが…)会員大会では華松会(還暦を迎えられた会

員の会)や、青松会(卒業後 20年目を迎えた会員の会)の入会式や本校にゆかりのある方の

アトラクション、そして先輩、後輩、旧友たちとの楽しい語らいの場が演出されます。最

後に高等女学校と西高の校歌を歌うのですが、女学校の方々が中心となり、大きな声で堂々

とそして何より誇らしげに歌われる女学校の校歌を聞くたびに、先輩方に負けない、西高

に誇りを持った後輩たちを育てなければという思いを強くします。 

 

尾上八郎 

 

島崎赤太郎 

 

第３回内国勧業博覧会 


