
　
松
原
市
は
昭
和
三
十
年
（
一
九
五
五
）
二
月

一
日
、
中
河
内
郡
松
原
町
・
天
美
町
・
布
忍
村
・

三
宅
村・恵
我
村
が
合
併
し
て
、発
足
し
ま
し
た
。

市
で
は『
松
原
市
広
報
』第
三
号
で「
松
原
市『
市

章
』
を
募
る
！
」
と
の
見
出
し
で
、
市
民
・
市

内
勤
務
者
に
よ
る
「
将
来
の
発
展
を
象
徴
す
る

市
章
図
案
の
懸
賞
募
集
」
を
行
い
ま
し
た
。

　
『
松
原
市
広
報
』
第
五
号
に
よ
る
と
、
七
月

二
〇
日
ま
で
に
八
九
〇
点
も
の
応
募
が
あ
り
、

保や
す

田だ

俊し
ゅ
ん

一い
ち

郎ろ
う

市
長
ら
五
名
の
審
査
員
に
よ
っ

て
、
阿
保
町
の
上
嶋
一
丘
さ
ん
の
作
品
が
選
ば

れ
ま
し
た
。
会
社
員
の
上
嶋
さ
ん
は
「
自
分
の

地
元
で
あ
り
又ま
た
職
域
分
野
で
も
あ
り
ま
す
の
で
、

全
力
を
注
ぎ
…
毎
晩
遅
く
ま
で
想
も
煉ね

り
案
を

凝こ

ら
し
書
き
上
げ
た
も
の
十
数
点
応
募
し
た
中

の
一
つ
で
、
…
市
民
の
皆
様
に
親
し
ま
れ
使
っ

て
も
ら
っ
て
、
将
来
益
々
栄
ゆ
く
松
原
市
の
発

展
を
祈
っ
て
止や

み
ま
せ
ん
」
と
喜
び
の
声
を
述

べ
て
い
ま
す
。「
松
原
」
の
地
名
に
基
づ
く
松
の

葉
を
二
つ
の
円
形
に
あ
し
ら
い
、
五
か
町
村
の

が
っ
ち
り
し
た
結
合
を
象
徴
し
て
い
ま
す
。

　
市
章
公
募
に
次
い
で
、『
松
原
市
広
報
』
第

六
号
で
は「
松
原
市
市
歌
公
募
」の
見
出
し
で
、

市
民
や
市
内
勤
務
者
に
「
一
般
市
民
が
気
軽
に

愛
唱
出
来
、
郷
土
を
讃さ
ん
美び

し
、
郷
土
愛
の
意
欲

の
向
上
を
計
ら
ん
と
す
る
」
趣
旨
で
、
市
歌
が

募
集
さ
れ
ま
し
た
。
市
章
と
同
じ
く
、
市
長
・

議
長
・
教
育
長
ら
が
審
査
し
、
九
月
二
十
七
日

に
七
十
八
編
の
作
品
か
ら
、
阿
保
町
の
上
嶋
久

恵
さ
ん
の
作
品
が
入
選
し
ま
し
た
。

　
『
松
原
市
広
報
』
第
七
号
（
昭
和
三
十
年
十

月
五
日
）
に
掲
載
さ
れ
ま
し
た
が
、
久
恵
さ

ん
は
市
章
入
選
作
の
一
丘
さ
ん
の
奥
様
で
し

た
。
久
恵
さ
ん
は
「
松
原
市
独
特
の
気
分
を

出
し
て
、
作
っ
て
見
よ
う
と
存
じ
ま
し
て
、

家
事
の
ひ
ま
ひ
ま
に
、
い
ゝ
句
が
思
ひ
う
か

べ
て
は
記
し
て
お
い
て
、
ぎ
り
ぎ
り
に
ま
と

め
上
げ
た
の
が
思
は
ぬ
幸
運
に
も
入
選
致
し

ま
し
て
、
拙
い
作
が
皆
様
の
歌
と
し
て
晴
の

檜ひ
の
き
ぶ
た
い

舞
台
に
出
る
と
思
へ
ば
、
こ
ん
な
う
れ
し

い
事
は
御
ざ
い
ま
せ
ん
」
と
喜
び
に
頬
を
輝

せ
な
が
ら
語
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。

　
市
歌
は
、
喜き

志し

邦く
に

三ぞ
う
が
補
作
し
、
樋ひ

口ぐ
ち

昌ま
さ

道み
ち

が
「
あ
か
る
く
お
お
ら
か
に
」
作
曲
し

て
完
成
し
ま
し
た
。
今
、
市
内
の
ゴ
ミ
収
集

に
向
か
う
パ
ッ
カ
ー
車
が
流
し
て
い
る
メ
ロ

デ
ィ
ー
で
、
聞
き
覚
え
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　
一
．
浪な
に
わ花
の
南　
い
に
し
え
の

　
　
反は

正じ

の
み
か
ど
の　
位く
ら
いせ
し

　
　
歴れ
き
史し

か
が
や
く　
松
原
市

　
　
わ
れ
ら
の
郷き
ょ
う
ど土　

あ
あ
美う

る
わ
し
や

　
二
．
産
業
日
々
に　
す
す
み
ゆ
き

　
　
仰あ
お
ぐ
金こ
ん
剛ご
う

信し

貴ぎ

生い
こ
ま駒

　
　
黎れ
い

明め
い

つ
ぐ
る　
松
原
市

　
　
わ
れ
ら
の
郷
土　
あ
あ
光
あ
れ

　
三
．
平
和
の
松
の　
旗は
た

じ
る
し

　
　
高
き
文
化
の　
色
そ
め
て

　
　
朝
日
に
映は

ゆ
る　
松
原
市

　
　
わ
れ
ら
の
郷
土　
あ
あ
栄
あ
れ

　
一
番
は
、（
五
世
紀
前
半
）
十
八
代
反は
ん

正ぜ
い

天

皇
が
、
柴し
ば

籬が
き

神
社
（
上
田
七
丁
目
）
付
近
に

丹た
じ
ひ
し
ば
が
き
の
み
や

比
柴
籬
宮
と
よ
ぶ
都
を
五
年
間
、
置
い
た

伝
承
を
歌
い
ま
す
。反
正
天
皇
は「
は
ん
ぜ
い
」

と
呼
び
ま
す
が
、
同
詞
は
「
は
じ
」
と
読
ま

せ
て
い
ま
す
。
地
元
の
上
田
村
の
分
村
と
し

て
所
在
し
た
天
皇
の
名
を
冠
し
た
反は
じ
や
ま
正
山
村

（
上
田
五
丁
目
）
は
、
江
戸
時
代
、
土は
じ
や
ま
師
山
村

と
も
表
記
さ
れ
、「
は・

じ・

や
ま
む
ら
」
と
よ
ば

れ
た
か
ら
で
す
。

　
三
番
で
は
、
一
丘
さ
ん
考
案
の
市
章
「
松
の

旗
じ
る
し
」
を
歌
い
ま
す
。
夫
婦
共
作
の
願
い

と
し
て
、栄
あ
る
松
原
市
を
讃
美
し
た
の
で
す
。

　
同
詞
を
補
っ
た
の
が
堺
生
ま
れ
の
著
名
な
詩

人
の
喜
志
邦
三
で
す
。
喜
志
は
「
春は
る
の
唄う
た
」
や
、

「
踊お
ど
り
こ子
」、「
お
百
ひ
ゃ
く
度ど

こ
い
さ
ん
」な
ど
多
く
の
人
々

に
愛
唱
さ
れ
る
歌
謡
曲
を
作
詞
し
ま
し
た
。
昭

和
四
十
四
年
（
一
九
六
九
）
に
は
、
開
学
四
年

目
に
制
定
さ
れ
た
阪
南
大
学
学
歌
も
作
詞
し
て

い
ま
す
。再
三
、河
内
天
美
の
阪
南
大
学
を
訪
れ
、

イ
メ
ー
ジ
作
り
に
努
め
た
と
い
い
ま
す
。

　
作
曲
家
の
樋
口
昌
道
は
、
近
畿
大
学
学
歌
を

戦
後
ま
も
な
く
作
曲
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
い

ま
す
。
ま
た
、「
大
阪
市
民
の
歌
」
の
作
曲
も
手

掛
け
ま
し
た
が
、
昭
和
三
十
八
年
（
一
九
六
三
）

に
開
校
し
た
松
原
第
二
中
学
校
（
三
宅
西
）
の

校
歌
の
作
曲
者
で
も
あ
り
ま
し
た
。
若
人
を

ホ
ー
プ
と
た
た
え
た
奈
良
出
身
の
詩
人
・
安あ
ん

西ざ
い

冬ふ
ゆ

衛え

の
作
詞
を
得
て
、
二
中
生
の
愛
校
心
を
鼓こ

舞ぶ

し
た
の
で
す
。

　
市
歌
は
そ
の
後
、「
元げ
ん
き
も
ん

希
者
エ
ク
サ
サ
イ
ズ
」

と
し
て
、
市
・
市
老
人
ク
ラ
ブ
連
合
会
・
阪

南
大
学
の
協
働
の
も
と
、
同
歌
を
ア
レ
ン
ジ

し
て
松
原
市
独
自
の
体
操
と
し
て
も
活
用
さ

れ
て
い
ま
す
。
脈
々
と
市
民
の
間
に
、
市
歌

は
市
章
と
共
に
生
き
続
け
て
い
る
の
で
す
。

西田 孝司（松原市文化財保護審議会）
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上
嶋
さ
ん
夫
婦
が
込
め
た
郷
土
愛

喜
志
邦
三
補
作

樋
口
昌
道
作
曲

▲「松原市市章決る」 『松原市
広報』第5号（昭和30年）

▲「松原市歌」楽譜 ▲「松原市歌入選」記事 『松原市
広報』第7号（昭和30年10月5日）

松原市歌・松原市章の誕生

「松原市歌・市章の誕生」の講演会が、松原ロータリークラブ主催で、
4月3日㈰午後1時から松原商工会議所で行われる。
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