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は
じ
め
に

	

安
田　

寛　

			

い
き
な
り「
地
味
で
す
ね
」と
電
話
で
取
材
し
て
き
て
い
る
放
送
局
の
記
者
か
ら
言
わ
れ
た
。「
研

究
し
て
い
る
の
は
唱
歌
で
す
」
と
答
え
た
時
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
そ
う
だ
ろ
う
け
ど
、
も

う
少
し
言
い
方
が
あ
る
だ
ろ
う
に
、
と
内
心
不
快
。
で
も
、
確
か
に
地
味
な
唱
歌
の
研
究
に
取
り

組
ん
で
か
ら
も
う
何
年
経
っ
た
の
か
。
ま
だ
続
け
て
い
る
。
だ
か
ら
と
言
っ
て
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
と

い
う
ほ
ど
の
気
負
い
も
さ
ら
さ
ら
な
い
。「
ま
あ
地
味
だ
か
ら
続
け
て
こ
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
も
あ

る
の
で
し
ょ
う
」
と
、
年
が
い
も
な
く
ち
ょ
っ
と
ひ
が
ん
で
み
た
記
者
の
取
材
申
込
み
で
あ
っ
た
。

　
「
で
も
長
く
唱
歌
と
付
き
合
っ
て
い
る
と
、
普
通
の
人
が
考
え
て
い
る
唱
歌
と
は
ち
ょ
っ
と
違
っ

た
面
も
見
え
て
ま
す
。で
す
か
ら
他
人
の
興
味
を
少
し
は
惹
く
の
で
は
、と
考
え
て
い
る
の
で
す
が
」

と
気
を
取
り
直
し
て
説
明
し
て
い
た
。

			

旧
約
聖
書
に
バ
ビ
ロ
ン
の
塔
と
い
う
有
名
な
話
が
あ
る
。
天
に
ま
で
届
く
バ
ビ
ロ
ン
の
塔
を
創

ろ
う
と
し
た
人
間
の
不
遜
さ
に
神
が
怒
っ
て
、
人
々
に
別
々
の
言
語
を
与
え
て
お
互
い
に
話
が
通

じ
な
い
よ
う
に
し
た
、
と
い
う
話
で
あ
る
。
実
際
、
言
語
は
英
語
が
普
及
し
た
と
は
い
え
、
ま
だ

ま
だ
そ
う
い
っ
た
面
が
大
い
に
あ
る
し
、
通
訳
な
し
に
は
意
志
の
疎
通
が
難
し
い
現
実
が
そ
こ
に

あ
る
。
ど
う
も
音
楽
に
は
神
は
寛
大
だ
っ
た
ら
し
く
、
音
楽
は
言
語
と
違
っ
て
、
今
、
世
界
の
か

な
り
の
多
く
の
人
が
音
楽
で
は
共
通
言
語
を
理
解
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
ど
う
し
て
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そ
う
な
っ
た
の
か
。
私
が
話
そ
う
と
思
っ
た
の
は
こ
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
「
実
は
こ
う
い
う
問
題
を
考
え
た
い
時
に
、
唱
歌
は
格
好
の
実
験
材
料
に
な
り
ま
す
。
結
論
を

先
に
言
い
ま
す
と
、
音
楽
の
標
準
語
を
作
り
、
普
及
さ
せ
た
の
は
キ
リ
ス
ト
教
宣
教
師
だ
っ
た
、

と
言
っ
て
い
い
と
思
い
ま
す
。

　

音
楽
の
世
界
地
図
を
塗
り
替
え
た
の
は
キ
リ
ス
ト
教
宣
教
師
で
す
。

　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
ア
メ
リ
カ
以
外
の
地
域
に
西
洋
音
楽
を
広
め
た
も
の
が
あ
る
と
す
る
な
ら
、
そ

れ
は
キ
リ
ス
ト
教
海
外
伝
道
運
動
を
お
い
て
他
に
は
考
え
ら
れ
な
い
。
宣
教
師
が
世
界
の
音
楽
文

化
を
激
変
さ
せ
、
音
楽
の
世
界
地
図
を
塗
り
替
え
た
の
で
す
。
宣
教
師
は
も
ち
ろ
ん
日
本
だ
け
で

な
く
、
ハ
ワ
イ
で
も
、
ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
で
も
、
そ
れ
こ
そ
世
界
中
で
活
動
し
ま
し
た
。
宣
教
師
か

ら
み
れ
ば
日
本
は
世
界
中
に
あ
る
活
動
地
の
一
つ
に
し
か
過
ぎ
な
い
の
で
す
。
こ
の
こ
と
が
意
味
す

る
の
は
、日
本
の
西
洋
音
楽
は
、宣
教
師
が
塗
り
替
え
た
世
界
音
楽
地
図
の
一
部
で
し
か
な
か
っ
た
、

と
い
う
こ
と
な
の
で
す
」。

　
「
日
本
人
が
西
洋
文
明
を
取
入
れ
て
、
そ
れ
で
音
楽
も
取
入
れ
た
の
じ
ゃ
な
い
の
で
す
か
？
」
と

明
ら
か
に
記
者
は
不
満
げ
な
口
調
で
あ
っ
た
。

　

僕
は
そ
こ
で
ち
ょ
っ
と
語
気
を
強
め
て
、「
唱
歌
が
日
本
で
誕
生
し
た
の
は
奇
跡
の
よ
う
に
し
か

思
え
な
い
、
と
い
う
の
が
僕
の
正
直
な
気
持
ち
で
す
」
と
言
い
放
っ
た
。

			

こ
う
し
て
、
僕
は
少
し
重
い
気
分
で
、「
地
味
で
す
ね
」
と
臆
面
も
な
く
言
い
放
っ
た
地
元
の
放

送
記
者
か
ら
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
受
け
る
日
取
り
の
相
談
を
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
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§
１　

Ｆ
Ｍ
古
都

　

み
な
さ
ん
今
日
は
。
Ｆ
Ｍ
古
都
「
キ
ャ
ン
パ
ス
不
思
議
訪
問
」
の
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
古
庄
芳
子

で
す
。
今
日
は
奈
良
教
育
大
学
の
キ
ャ
ン
パ
ス
で
安
田
寛
教
授
の
研
究
室
を
訪
ね
ま
す
。
こ
こ
に

は
な
だ
ら
か
な
丘
に
広
が
っ
た
緑
の
多
い
落
ち
着
い
た
雰
囲
気
の
キ
ャ
ン
パ
ス
が
広
が
っ
て
い
ま

す
。
い
か
に
も
古
都
奈
良
に
相
応
し
い
キ
ャ
ン
パ
ス
で
す
。

　

今
日
お
訪
ね
す
る
安
田
教
授
は
音
楽
教
育
が
ご
専
門
の
先
生
で
す
。
さ
て
、
ど
ん
な
不
思
議
な

話
が
聞
け
る
か
楽
し
み
で
す
。
で
は
、
さ
っ
そ
く
お
訪
ね
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

ー
ど
う
も
、
安
田
先
生
、
こ
ん
に
ち
は
。
今
日
は
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

　

い
え
、
ど
う
い
た
し
ま
し
て
。
こ
ち
ら
こ
そ
お
訪
ね
下
さ
り
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

ー
は
じ
め
て
お
訪
ね
し
ま
し
た
が
、
と
て
も
落
ち
着
い
た
環
境
で
す
ね
。

　

二
階
以
上
の
建
物
が
少
な
い
か
ら
で
す
か
ね
。
そ
れ
が
い
い
で
す
ね
。
よ
く
は
知
り
ま
せ
ん
が

高
さ
制
限
が
あ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

ー
さ
っ
そ
く
で
す
が
、
こ
の
番
組
は
今
大
学
で
面
白
い
研
究
を
さ
れ
て
い
る
先
生
を
お
訪
ね
し

て
、
最
新
の
ご
研
究
を
高
校
生
で
も
分
か
る
程
度
に
一
般
の
方
に
分
か
り
や
す
く
紹
介
し
よ
う
と

い
う
番
組
で
す
の
で
、
今
日
は
ど
う
か
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

　

は
い
。
で
も
そ
ん
な
風
に
紹
介
さ
れ
る
と
大
学
の
先
生
っ
て
い
か
に
も
つ
ま
ら
な
い
研
究
を
し

『唱歌と十字架』（音楽之友社、1993 年）

『日韓唱歌の源流』
（音楽之友社、1999年）
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て
い
る
人
間
だ
と
世
間
か
ら
は
思
わ
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
ね
。
い
え
、冗
談
で
す
、こ
ち
ら
こ
そ
、

よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

ー
い
え
、
そ
ん
な
こ
と
は
。
で
も
、
ご
専
門
と
い
う
の
は
素
人
に
は
分
か
り
に
く
い
と
こ
ろ
が

あ
る
の
は
し
か
た
な
い
で
す
。
そ
ん
な
と
こ
ろ
で
、
で
は
、
さ
っ
そ
く
で
す
が
、
先
生
は
唱
歌
に

関
す
る
ご
本
を
確
か
三
冊
出
版
な
さ
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
よ
ね
。
そ
れ
と
ビ
ク
タ
ー
エ
ン
タ

テ
イ
ン
メ
ン
ト
の
方
か
ら
『
原
典
に
よ
る
近
代
唱
歌
集
成
』
と
い
う
CD
三
十
枚
と
楽
譜
集
と
解
説

書
か
ら
な
る
唱
歌
全
集
を
お
出
し
に
な
り
ま
し
た
。
先
生
の
ご
専
門
は
唱
歌
、
あ
る
い
は
唱
歌
の

研
究
と
い
う
こ
と
で
よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
か
。

　

は
い
、
大
学
で
は
音
楽
教
育
を
広
く
教
え
て
い
ま
す
が
、
専
門
に
研
究
し
て
い
る
の
は
唱
歌
で

す
ね
。

ー
私
は
音
楽
は
あ
ま
り
得
意
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
と
ん
ち
ん
か
ん
な
質
問
を
す
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
が
、唱
歌
っ
て
、私
も
子
ど
も
の
頃
学
校
で
歌
っ
た
記
憶
が
あ
り
ま
す
が
、あ
の
「
故
郷
」

と
か
「
春
の
小
川
」
と
か
の
歌
の
こ
と
で
す
よ
ね
。

　

は
い
、
そ
ん
な
も
の
で
す
。

§
２　

唱
歌
と
童
謡

ー
私
が
最
初
に
お
聞
き
し
た
い
と
思
っ
た
疑
問
は
、
唱
歌
と
童
謡
は
ど
う
違
う
の
、
と
い
う
こ

『唱歌という奇跡　十二の物語』
（文藝春秋、平成15 年）　

『原典による近代唱歌集成』宣伝用パンフレット
より（ビクターエンタテインメント株式会社）
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と
な
の
で
す
が
。

　

は
っ
き
り
違
う
も
の
で
す
が
、
説
明
す
る
と
な
る
と
案
外
難
し
い
で
す
ね
。
ま
ず
、
生
い
立
ち

に
違
い
が
あ
り
ま
す
。
唱
歌
と
い
う
の
は
明
治
政
府
が
学
校
で
音
楽
の
授
業
を
す
る
時
に
必
要
に

な
っ
た
歌
の
こ
と
で
す
が
、
こ
れ
に
対
し
て
大
正
時
代
に
な
っ
て
、
そ
の
唱
歌
が
子
ど
も
の
生
活

感
と
あ
ま
り
に
も
か
け
離
れ
て
い
る
と
い
っ
た
批
判
か
ら
生
ま
れ
た
、
新
し
く
創
作
さ
れ
た
子
ど

も
の
歌
が
童
謡
で
す
。
で
す
か
ら
、
最
初
は
唱
歌
と
童
謡
は
対
立
関
係
に
あ
り
、
学
校
で
は
童
謡

を
歌
わ
せ
な
い
よ
う
に
し
て
、
歌
う
と
叱
ら
れ
た
よ
う
で
す
。

ー
な
る
ほ
ど
。
童
謡
は
学
校
で
歌
う
と
叱
ら
れ
る
歌
だ
っ
た
の
で
す
か
。

　

そ
う
で
す
。
唱
歌
は
反
対
に
ほ
め
ら
れ
る
歌
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
歴
史
的
に
は
ぜ
ん

ぜ
ん
違
う
も
の
で
す
が
、
歌
っ
た
感
じ
で
区
別
す
る
の
は
、
普
通
に
は
ち
ょ
っ
と
難
し
い
と
思
い

ま
す
。「
夕
焼
け
小
焼
け
」
と
い
う
歌
が
あ
り
ま
す
ね
。
あ
れ
は
ど
っ
ち
か
分
か
り
ま
す
か
。

ー
さ
あ
、
ど
っ
ち
で
し
ょ
う
。
童
謡
で
す
か
？

　

は
い
、
正
解
で
す
。
作
曲
者
が
童
謡
と
し
て
作
曲
し
た
歌
だ
、
と
知
ら
な
け
れ
ば
区
別
が
つ
か

な
い
で
し
ょ
う
ね
。
大
正
時
代
以
降
、
唱
歌
も
童
謡
も
平
行
し
て
作
ら
れ
ま
す
し
、
今
歌
わ
れ
て

い
る
唱
歌
は
す
べ
て
童
謡
も
作
ら
れ
て
い
た
時
代
に
作
ら
れ
た
唱
歌
で
す
ね
。
で
す
か
ら
、
研
究

者
で
な
け
れ
ば
、
あ
ま
り
気
に
な
さ
ら
な
く
て
よ
い
と
思
い
ま
す
し
、
必
要
な
時
は
、
事
典
か
な

に
か
で
調
べ
る
か
、
専
門
家
に
お
聞
き
に
な
る
こ
と
で
す
ね
。

ー
な
る
ほ
ど
、
専
門
家
で
な
け
れ
ば
区
別
出
来
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
こ
れ
で
私
も
や
っ

『赤い鳥』創刊号（大正7年）表紙
国立国会図書館所蔵
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と
安
心
し
ま
し
た
。
で
、
あ
ら
た
め
て
唱
歌
に
つ
い
て
簡
単
に
説
明
し
て
い
た
だ
け
ま
す
か
。

　

唱
歌
と
言
い
ま
す
と
、み
な
さ
ん
た
い
て
い
ご
存
知
だ
と
思
い
ま
す
が
、さ
き
ほ
ど
の「
故
郷
」「
春

の
小
川
」
の
他
に
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
も
の
と
い
え
ば
「
お
ぼ
ろ
月
夜
」「
わ
れ
は
海
の
子
」「
日

の
丸
」
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
か
、
古
い
歌
だ
し
、
今
は
も
う
作
ら
れ
て
い
な
い
昔
の
歌
で
す

か
ら
、
ふ
だ
ん
歌
っ
て
い
る
の
は
小
学
生
た
ち
で
す
ね
。

　

あ
ま
り
ご
覧
に
な
る
こ
と
は
な
い
と
思
い
ま
す
が
、「
学
習
指
導
要
領
」
と
い
う
の
が
あ
り
ま
し

て
、
そ
の
音
楽
の
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
一
学
年
か
ら
六
学
年
ま
で
「
歌
唱
共
通
教
材
」
と
い
う
の

が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
日
本
全
国
ど
の
小
学
校
で
も
必
ず
教
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
必
修
の
歌
な

ん
で
す
ね
。
そ
の
中
に
は
先
ほ
ど
の
童
謡
「
夕
焼
け
小
焼
け
」
や
江
戸
時
代
か
ら
伝
わ
る
日
本
古

謡
と
言
う
の
で
し
ょ
う
か
、
そ
う
い
う
歌
も
あ
り
ま
す
が
、
ほ
と
ん
ど
は
「
唱
歌
」
で
す
。

ー
わ
か
り
ま
し
た
。
唱
歌
は
今
日
学
校
で
必
ず
教
え
ら
れ
る
古
い
歌
、
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

　

は
い
、
あ
と
年
配
の
方
に
と
っ
て
は
昔
を
思
い
出
す
懐
か
し
い
歌
、
ど
こ
か
郷
愁
を
お
ぼ
え
る

懐
か
し
い
歌
、
そ
う
い
う
歌
だ
と
思
い
ま
す
。

§
３　

研
究
の
面
白
さ

ー
確
か
に
。
老
人
ホ
ー
ム
な
ん
か
で
お
年
寄
り
が
歌
っ
て
い
る
光
景
で
す
よ
ね
。
で
も
、
先
生
、

失
礼
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
素
人
の
私
た
ち
に
は
、
そ
ん
な
歌
を
研
究
し
て
何
が
面
白
い
ん
だ
ろ
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う
、
と
率
直
に
思
っ
て
し
ま
う
の
で
す
が
。

　

確
か
に
お
っ
し
ゃ
る
通
り
で
す
。
で
も
ま
あ
、
研
究
と
い
う
の
は
大
抵
そ
う
い
う
も
の
だ
ろ
う

と
思
う
ん
で
す
け
ど
、
パ
ッ
と
見
た
時
に
は
今
更
研
究
す
る
ほ
ど
の
も
の
で
も
な
い
と
い
う
感
じ

が
起
こ
る
と
思
う
ん
で
す
ね
。
癌
の
特
効
薬
の
研
究
と
か
だ
と
説
明
し
な
く
て
も
そ
の
意
義
は
す

ぐ
に
分
か
っ
て
も
ら
え
ま
す
が
、
唱
歌
の
研
究
で
は
そ
う
も
い
き
ま
せ
ん
。
そ
う
い
う
意
味
で
は

と
て
も
地
味
な
研
究
で
す
。

　

ま
あ
、
そ
れ
で
も
頑
張
っ
て
、
力
を
込
め
て
言
え
ば
（
笑
い
）、
唱
歌
は
明
治
に
生
ま
れ
た
新
し

い
歌
だ
し
、
学
校
教
育
で
大
き
な
働
き
を
し
た
歌
で
あ
る
と
同
時
に
、
明
治
か
ら
日
本
の
音
楽
が
、

そ
れ
ま
で
の
い
わ
ゆ
る
日
本
の
伝
統
音
楽
か
ら
し
だ
い
に
西
洋
音
楽
に
変
わ
っ
て
い
っ
た
時
に
大

き
な
力
を
発
揮
し
た
歌
と
考
え
ら
れ
ま
す
の
で
、
少
な
く
と
も
そ
の
歴
史
は
音
楽
教
育
の
歴
史
に

と
っ
て
も
重
要
で
す
し
、
日
本
の
明
治
以
降
の
音
楽
の
歴
史
に
と
っ
て
も
重
要
で
す
か
ら
、
そ
う

い
う
意
味
で
は
唱
歌
の
歴
史
と
い
っ
た
も
の
を
調
べ
る
価
値
は
あ
る
と
思
う
の
で
す
ね
。

ー
な
る
ほ
ど
、
唱
歌
の
歴
史
を
調
べ
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
そ
し
て
そ
の
歴
史
は
私
た
ち
の

音
楽
の
歴
史
に
と
っ
て
大
事
だ
と
。

　

そ
う
で
す
。
唱
歌
の
歴
史
が
分
か
ら
な
い
と
、
私
た
ち
の
音
楽
の
歴
史
や
、
そ
れ
と
関
係
し
て

い
る
音
楽
教
育
の
歴
史
も
分
か
り
ま
せ
ん
。
昔
で
す
ね
、
日
本
に
来
た
宣
教
師
が
、
日
本
人
が
讃

美
歌
を
歌
う
の
を
喜
ん
で
「
す
る
と
彼
ら
は
新
し
い
歌
を
歌
っ
た
」
と
言
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
聖

書
に
あ
る
言
葉
な
の
で
す
が
、
讃
美
歌
と
同
じ
よ
う
に
唱
歌
も
明
治
に
な
っ
て
日
本
人
が
歌
い
は

宣教師のお墓（左）とそれに刻まれた	「And	they	sing	a	new	song
（すると彼らは新しい歌をうたった）」（上）
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じ
め
た
新
し
い
歌
だ
っ
た
ん
で
す
。

ー
そ
れ
は
先
生
の
二
冊
目
の
ご
本
『
日
韓
唱
歌
の
源
流
』
の
副
題
に
使
用
さ
れ
て
い
る
言
葉
で

す
ね
。

　

そ
う
な
ん
で
す
。
こ
の
言
葉
が
唱
歌
や
讃
美
歌
の
歴
史
を
考
え
る
時
の
キ
ー
ワ
ー
ド
に
な
る
と

思
っ
た
も
の
で
す
か
ら
。

§
４　

唱
歌
と
い
う
奇
跡

ー
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
唱
歌
に
つ
い
て
だ
い
ぶ
イ
メ
ー
ジ
が
出
来
上
が
っ
て
き
ま
し
た

が
、
実
は
今
日
は
先
生
に
特
に
お
聞
き
し
た
い
テ
ー
マ
を
用
意
し
て
き
ま
し
た
。

　

え
、
何
で
し
ょ
う
？　

怖
い
で
す
ね
。

ー
は
い
、
怖
い
で
す
（
笑
い
）。
こ
れ
ま
で
の
お
話
は
、
は
っ
き
り
言
い
ま
し
て
、
ま
あ
常
識
と

言
い
ま
す
か
、
少
な
く
と
も
唱
歌
に
少
し
く
わ
し
い
人
だ
っ
た
ら
普
通
に
考
え
る
こ
と
だ
と
思
う

の
で
す
。
そ
の
意
味
で
は
、そ
れ
ほ
ど
不
思
議
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
で
も
こ
の
番
組
の
趣
旨
は
「
不

思
議
発
見
」
で
す
か
ら
。

　

私
は
た
い
し
て
秘
密
の
あ
る
人
間
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
ご
要
望
に
お
応
え
出
来
る
か
。

ー
い
え
、
研
究
者
と
し
て
は
秘
密
が
お
あ
り
だ
と
思
い
ま
す
。
実
は
、
先
生
の
三
冊
目
の
ご
本

を
読
ま
せ
て
い
た
だ
い
て
、
と
っ
て
も
不
満
だ
っ
た
の
で
す
。
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そ
う
で
す
か
、
分
か
り
や
す
く
面
白
く
書
い
た
つ
も
り
で
す
が
。

ー
は
い
、
そ
れ
も
分
か
り
ま
す
。
で
も
、
あ
の
序
文
は
不
満
で
す
。
ち
ょ
っ
と
視
聴
者
の
皆
様

に
ご
紹
介
し
ま
す
。
先
生
は
こ
う
お
書
き
に
な
っ
て
い
ま
す
。「
唱
歌
誕
生
は
実
は
、
ア
ジ
ア
太
平

洋
海
域
諸
民
族
の
近
代
歌
謡
史
に
お
い
て
一
つ
の
奇
跡
で
あ
っ
た
、
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。」
と
。

　
こ
ん
な
こ
と
を
言
わ
れ
た
の
は
先
生
が
は
じ
め
て
で
、
今
で
も
他
の
誰
も
言
い
ま
せ
ん
。
本
当

に
日
本
の
唱
歌
誕
生
は
奇
跡
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
失
礼
な
言
い
方
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
根

も
葉
も
な
い
と
ま
で
は
言
い
ま
せ
ん
が
、
序
文
で
人
目
を
引
く
た
め
に
大
げ
さ
な
こ
と
を
お
っ

し
ゃ
っ
た
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
そ
う
思
っ
て
本
文
を
読
み
は
じ
め
た
の
で
す
が
、
先
生
は
ど

こ
に
も
奇
跡
で
あ
っ
た
、
と
い
う
答
え
を
書
い
て
い
ら
っ
し
ゃ
ら
な
い
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。

　

番
組
の
噂
は
聞
い
て
い
ま
し
た
。
あ
り
き
た
り
の
お
追
従
番
組
じ
ゃ
な
い
か
ら
、
気
を
つ
け
た

方
が
い
い
よ
、
と
忠
告
し
て
く
れ
る
同
僚
も
い
た
く
ら
い
で
す
。
で
も
、
私
は
こ
う
い
う
の
は
好

き
で
す
ね
。
お
世
辞
を
言
わ
れ
る
こ
と
に
は
慣
れ
て
い
ま
す
か
ら
。
で
も
、
よ
く
気
が
つ
か
れ
ま

し
た
ね
。

ー
え
、
や
っ
ぱ
り
そ
う
で
す
か
？
　
実
は
半
分
は
自
信
が
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
番
組
の
構
成

を
考
え
て
い
る
時
、
そ
う
じ
ゃ
な
い
か
な
と
。
で
、
こ
れ
を
切
り
口
に
し
よ
う
と
。

　

正
直
言
い
ま
す
と
ね
、
あ
の
序
文
は
最
後
に
書
い
た
も
の
で
す
。
本
文
は
雑
誌
に
連
載
し
た
も

の
を
ま
と
め
た
も
の
で
す
。
そ
れ
で
、
本
文
を
書
い
て
だ
い
ぶ
ん
経
っ
て
か
ら
新
書
に
ま
と
め
る

時
に
、新
し
く
序
文
を
書
き
下
ろ
し
た
の
で
す
。
し
か
も
そ
の
時
自
分
が
研
究
で
一
番
興
味
を
持
っ

讃美歌の練習をするサモアの人々
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て
い
た
こ
と
を
書
い
た
も
の
で
す
か
ら
、
本
文
の
序
文
に
は
実
は
な
っ
て
い
な
い
の
で
す
。
で
す
か

ら
、
お
っ
し
ゃ
る
通
り
、
本
文
に
は
序
文
に
書
い
た
、「
唱
歌
誕
生
は
実
は
、
ア
ジ
ア
太
平
洋
海
域

諸
民
族
の
近
代
歌
謡
史
に
お
い
て
一
つ
の
奇
跡
で
あ
っ
た
、
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。」
に
つ
い
て

は
全
然
書
い
て
い
ま
せ
ん
。

ー
あ
あ
、
よ
か
っ
た
、
や
っ
ぱ
り
そ
う
で
す
よ
ね
。
そ
れ
で
、
調
べ
さ
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。「
奇

跡
」
に
つ
い
て
は
、
そ
の
後
お
書
き
に
な
っ
て
い
ま
せ
ん
よ
ね
。
学
会
発
表
で
は
少
し
な
さ
れ
て

い
る
よ
う
で
す
が
。

　

え
え
、
何
か
機
会
が
な
か
っ
た
も
の
で
す
か
ら
。
で
も
、
そ
の
間
も
、
ハ
ワ
イ
に
行
っ
た
り
、

ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
や
サ
モ
ア
に
も
行
っ
た
り
し
て
、
自
分
で
は
こ
つ
こ
つ
調
べ
て
は
い
る
の
で
す
が
。

§
５　

唱
歌
誕
生
は
奇
跡
だ
っ
た

ー
そ
う
で
し
た
か
、
だ
っ
た
ら
今
日
は
そ
の
新
鮮
な
お
話
を
中
心
に
ぜ
ひ
お
願
い
し
た
い
と
思

い
ま
す
。

　

そ
う
で
す
ね
、
唱
歌
の
誕
生
と
言
い
ま
す
と
明
治
の
は
じ
め
頃
の
出
来
事
な
の
で
す
が
、
普
通

そ
れ
を
奇
跡
と
ま
で
は
考
え
ま
せ
ん
。
そ
れ
を
私
が
あ
え
て
奇
跡
と
呼
ぶ
の
は
二
つ
の
理
由
か
ら

で
す
。
一
つ
は
唱
歌
の
誕
生
で
は
こ
れ
ま
で
と
違
っ
て
日
本
に
持
っ
て
こ
ら
れ
た
讃
美
歌
と
の
関
係

を
重
要
視
し
て
い
る
か
ら
で
す
ね
。
唱
歌
は
讃
美
歌
か
ら
生
ま
れ
て
い
る
、
と
考
え
て
い
る
こ
と
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が
理
由
の
一
つ
で
す
。

ー
唱
歌
は
讃
美
歌
か
ら
生
ま
れ
た
の
で
す
か
？

　

讃
美
歌
の
旋
律
を
使
っ
て
そ
れ
に
新
し
い
歌
詞
を
つ
け
て
唱
歌
が
出
来
ま
し
た
。

ー
こ
れ
ま
で
は
外
国
の
民
謡
、
イ
ギ
リ
ス
民
謡
だ
と
か
ド
イ
ツ
民
謡
が
唱
歌
の
元
だ
と
言
わ
れ
て

い
ま
し
た
が
。

　

そ
の
通
り
で
す
。で
も
私
は
そ
れ
よ
り
も
唱
歌
の
元
に
な
っ
た
の
は
讃
美
歌
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

外
国
の
民
謡
と
言
わ
れ
る
も
の
も
、
実
は
当
時
は
讃
美
歌
と
し
て
普
及
し
て
い
ま
し
た
し
、
唱
歌
の

中
で
成
功
し
た
も
の
は
讃
美
歌
が
元
に
な
っ
て
い
る
も
の
が
多
い
の
で
す
。

ー
讃
美
歌
の
影
響
に
注
目
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
が
、そ
の
説
に
反
対
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
か
。

　

も
ち
ろ
ん
、
新
し
い
考
え
を
出
す
と
反
対
は
つ
き
も
の
で
す
。
代
表
的
な
の
は
、
日
本
で
は
キ
リ

ス
ト
教
の
信
者
が
と
て
も
少
な
い
。
多
め
に
み
て
も
人
口
の
二
パ
ー
セ
ン
ト
に
な
る
か
ど
う
か
で
す
。

こ
の
こ
と
か
ら
考
え
て
も
、
日
本
の
音
楽
に
キ
リ
ス
ト
教
が
影
響
し
た
と
考
え
る
の
は
お
か
し
い
と

い
う
も
の
で
す
。
も
っ
と
も
な
反
論
だ
と
思
い
ま
す
。
簡
単
に
言
い
ま
す
と
、
た
っ
た
二
パ
ー
セ
ン

ト
に
も
な
ら
な
い
く
ら
い
だ
か
ら
、
日
本
は
キ
リ
ス
ト
教
の
影
響
を
ほ
と
ん
ど
受
け
な
か
っ
た
。
音

楽
も
そ
う
だ
、
と
い
う
考
え
方
で
す
。

　

確
か
に
日
本
よ
り
お
よ
そ
二
十
年
遅
れ
て
キ
リ
ス
ト
教
伝
道
が
開
始
さ
れ
た
韓
国
で
は
、
キ
リ

ス
ト
教
信
徒
が
総
人
口
の
四
割
近
く
に
な
っ
て
い
ま
す
し
、
例
え
ば
パ
プ
ア
＝
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
で
は

総
人
口
の
九
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
が
キ
リ
ス
ト
教
信
徒
で
す
。
で
す
か
ら
韓
国
で
は
自
分
た
ち
の
新
し

ハワイの讃美歌集	「Ka	lira	Hawaii」	（1844年）に載っているGreenville	（	「むすんでひらいて」	)
の旋律　																																																																フェリス女学院大学附属図書館所蔵
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い
音
楽
が
キ
リ
ス
ト
教
の
音
楽
か
ら
は
じ
ま
っ
た

と
考
え
る
の
が
普
通
で
す
。

ー
韓
国
で
は
そ
う
な
ん
で
す
ね
。

　

逆
に
日
本
の
影
響
を
過
小
評
価
し
よ
う
と
す

る
、
極
端
な
場
合
は
認
め
な
い
場
合
が
あ
り
ま

す
。
そ
れ
は
心
理
的
な
も
の
で
す
ね
。
日
本
で

は
キ
リ
ス
ト
教
の
影
響
を
認
め
た
が
ら
な
い
心
理

的
な
も
の
が
あ
る
の
と
同
じ
で
す
。
で
も
肝
心
な

の
は
そ
れ
か
ら
で
す
。
総
人
口
に
占
め
る
割
合
か

ら
見
れ
ば
日
本
で
は
キ
リ
ス
ト
教
伝
道
は
失
敗

し
た
と
一
応
結
論
づ
け
て
い
い
で
し
ょ
う
。

　

そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
唱
歌
を
含
め
た
音
楽
は

な
ぜ
キ
リ
ス
ト
教
の
影
響
を
強
く
受
け
て
い
る

の
か
、
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
の
か
、
こ
こ
に
問

題
の
核
心
が
あ
る
と
思
い
ま
せ
ん
か
。
ま
さ
に
ミ

ス
テ
リ
ー
で
す
。

ー
で
、先
生
は
そ
の
ミ
ス
テ
リ
ー
を
解
こ
う
と
。

　

は
い
、
そ
う
な
ん
で
す
。
話
を
唱
歌
誕
生
の

マーシャルの讃美歌集	「Buk	in	al	kab	tun	ko」	（1891年）に載っている	Greenville	（「むす
んでひらいて」）の旋律　
出典：Buk	in	al	kab	tun	ko	n	o	n	ro	dri	aili[n	in	Marshall	[microform](1891)	New	York:	
Dri	jeje	im	ko	mo	ne	The	Biglow	&	Main	Co.,	1891.	／	Bishop	Museum所蔵
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奇
跡
に
戻
し
ま
す
と
、
そ
う
考
え
る
第
二
の
理

由
は
第
一
の
理
由
に
関
係
し
ま
す
。
そ
れ
は
、

当
時
、
讃
美
歌
は
日
本
に
だ
け
来
た
の
で
は

な
く
て
、
近
い
所
で
は
隣
の
韓
国
と
か
、
あ
る

い
は
中
国
と
か
、
さ
ら
に
も
っ
と
広
く
太
平
洋

全
域
で
す
ね
、
ハ
ワ
イ
の
島
も
そ
の
一
つ
で
す

が
、
後
、
ポ
リ
ネ
シ
ア
と
い
う
地
域
が
あ
り
ま

す
ね
、
ト
ン
ガ
と
か
サ
モ
ア
と
か
タ
ヒ
チ
と
か

そ
う
い
っ
た
島
々
が
あ
る
地
域
で
す
が
、
い
わ

ゆ
る
南
太
平
洋
で
す
ね
、
そ
こ
に
も
讃
美
歌
が

や
っ
て
き
た
。
そ
し
て
ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
、
日
本
か

ら
言
い
ま
す
と
東
京
辺
り
か
ら
ず
っ
と
南
下
し

て
ゆ
く
と
、
サ
イ
パ
ン
、
グ
ア
ム
、
そ
こ
か
ら
さ

ら
に
南
東
に
南
下
し
た
と
こ
ろ
に
ミ
ク
ロ
ネ
シ

ア
の
島
々
が
広
が
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
こ
に
も
讃

美
歌
が
た
く
さ
ん
持
ち
込
ま
れ
て
普
及
し
ま
し

た
。

　

こ
の
よ
う
に
普
及
し
て
い
っ
た
地
域
、
時
期

ミクロネシアの地図　
出典：『キリスト教伝道百科事典	全２巻』（復刻版）	The	Encyclopaedia	of	Missions,	Tokyo:	
Edition	Synapse,	2002	



25

的
に
は
十
八
世
紀
後
半
か
ら
十
九
世
紀
で
す

が
、
讃
美
歌
が
普
及
し
た
地
域
で
讃
美
歌
か
ら

自
分
た
ち
独
自
の
歌
、
日
本
の
場
合
で
言
え
ば

そ
れ
が
唱
歌
で
す
が
、
そ
う
い
っ
た
歌
を
作
り

出
し
た
国
と
か
地
域
は
、
私
の
見
る
限
り
日
本

以
外
に
な
い
ん
で
す
ね
。

　

と
い
う
こ
と
は
、
讃
美
歌
の
影
響
か
ら
唱
歌

の
よ
う
な
あ
る
種
独
特
の
新
し
い
歌
を
作
り
上

げ
た
と
い
う
の
は
、
ア
ジ
ア
太
平
洋
地
域
全
体

の
讃
美
歌
の
影
響
と
そ
の
後
の
歴
史
を
眺
め
た

時
、
奇
跡
だ
っ
た
と
し
か
私
に
は
見
え
な
い
わ

け
で
す
。
で
す
か
ら
数
年
前
か
ら
私
は
日
本

の
唱
歌
の
誕
生
は
奇
跡
だ
っ
た
、
と
少
し
セ
ン

セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
言
い
方
で
す
が
、
そ
う
い
う

言
い
方
を
し
て
い
ま
す
。

ー
と
し
ま
す
と
、
こ
う
言
っ
て
い
い
の
で
す

か
。
先
生
は
先
ほ
ど
、「
す
る
と
彼
ら
は
新
し

い
歌
を
歌
っ
た
」
と
宣
教
師
が
言
っ
た
と
お
っ

ポリネシアの地図
出典：『キリスト教伝道百科事典	全２巻』（復刻版）	The	Encyclopaedia	of	Missions,	Tokyo	:	
Edition	Synapse,	2002
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し
ゃ
い
ま
し
た
。
こ
の
言
葉
を
使
い
ま
す
と
、
日
本
以
外
の
ア
ジ
ア
太
平
洋
の
ど
の
地
域
で
も
、

彼
ら
が
歌
っ
た
新
し
い
歌
と
い
う
の
は
讃
美
歌
の
こ
と
だ
っ
た
け
れ
ど
、
日
本
人
が
歌
っ
た
新
し

い
歌
に
は
、
讃
美
歌
の
他
に
も
唱
歌
が
あ
っ
た
。

　

上
手
い
こ
と
言
い
ま
す
ね
。
そ
う
な
ん
で
す
。
そ
れ
く
ら
い
讃
美
歌
の
イ
ン
パ
ク
ト
は
強
烈
だ
っ

た
よ
う
で
す
。も
う
讃
美
歌
し
か
歌
わ
な
く
な
っ
た
と
言
っ
て
も
い
い
く
ら
い
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
。

§
６　

イ
ン
タ
ー
デ
ィ
シ
プ
リ
ン

ー
こ
こ
ま
で
お
話
を
お
聞
き
し
て
ち
ょ
っ
と
気
に
な
っ
て
き
た
こ
と
が
あ
る
の
で
す
が
。
先
生

が
今
な
さ
っ
て
い
る
研
究
は
分
野
で
言
い
ま
す
と
何
に
な
る
の
で
し
ょ
う
か
。
音
楽
史
の
よ
う
で

す
が
、
そ
れ
と
も
少
し
違
う
よ
う
な
気
が
し
ま
す
し
、
音
楽
教
育
史
の
範
囲
か
ら
も
は
み
出
し
て

し
ま
う
よ
う
で
す
が
。

　

そ
う
で
す
ね
、
音
楽
史
と
言
え
ば
日
本
で
は
ま
ず
西
洋
音
楽
史
で
す
ね
。
そ
れ
か
ら
日
本
の
音

楽
史
と
か
東
洋
音
楽
史
は
あ
り
ま
す
が
、
で
も
私
が
今
研
究
し
て
い
る
太
平
洋
の
讃
美
歌
の
歴
史

研
究
と
い
う
の
は
、
ま
だ
存
在
し
て
い
ま
せ
ん
。
そ
れ
に
こ
れ
ま
で
の
音
楽
史
で
は
扱
い
ま
せ
ん

し
ね
。
こ
の
地
域
の
音
楽
を
対
象
に
研
究
し
て
い
る
の
は
民
族
音
楽
研
究
で
す
ね
。
そ
れ
に
つ
い

て
面
白
い
話
が
あ
り
ま
す
。

　

実
は
昭
和
九
年
に
、
ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
の
民
族
音
楽
を
調
査
し
た
学
者
が
い
ま
し
た
。
彼
が
ミ
ク

民族音楽

比較文化

音楽学

音楽教育史

唱歌の学際的解明
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ロ
ネ
シ
ア
の
島
々
に
行
っ
た
時
、
ど
こ
に
行
っ
て
も
聞
こ
え
て
く
る
の
は
讃
美
歌
ば
か
り
だ
っ
た
の

で
す
。
で
も
そ
れ
は
彼
の
研
究
対
象
で
は
な
い
わ
け
で
す
。
彼
に
と
っ
て
は
讃
美
歌
と
い
う
の
は

自
分
が
知
り
た
い
音
楽
、
つ
ま
り
ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
の
島
々
に
昔
か
ら
あ
っ
た
音
楽
、
す
な
わ
ち
讃

美
歌
が
伝
わ
る
前
に
あ
っ
た
音
楽
を
消
し
て
し
ま
う
も
の
だ
っ
た
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
自
分
の

研
究
の
邪
魔
に
な
る
音
楽
、
恐
ら
く
そ
ん
な
ふ
う
に
思
っ
た
で
し
ょ
う
ね
。
少
な
く
と
も
彼
の
研

究
対
象
に
は
な
っ
て
い
ま
せ
ん
。

　

で
す
か
ら
私
の
や
っ
て
い
る
研
究
は
民
族
音
楽
の
研
究
で
も
な
い
わ
け
で
す
。
そ
の
よ
う
に
言

う
こ
と
は
あ
ま
り
好
き
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
新
し
い
研
究
と
言
う
し
か
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

あ
る
い
は
イ
ン
タ
ー
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
（interdiscipline

）
と
い
う
言
葉
が
あ
る
ん
で
す
が
、
学

際
的
と
訳
し
ま
す
が
、
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
と
い
う
の
は
学
問
の
領
域
の
こ
と
で
す
。
イ
ン
タ
ー
は
イ

ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
と
か
の
イ
ン
タ
ー
で
す
ね
。
か
み
砕
い
て
言
え
ば
、
学
問
の
垣
根
を
越
え
た

学
問
、学
問
の
垣
根
を
ま
た
ぐ
学
問
、と
い
う
こ
と
で
す
。
私
の
研
究
は
、音
楽
を
対
象
と
す
る
様
々

な
研
究
の
垣
根
を
越
え
た
研
究
、
そ
ん
な
風
に
し
か
言
え
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

§
７　
「
蝶
々
」
の
場
合

ー
な
る
ほ
ど
、
学
問
の
垣
根
を
越
え
た
新
し
い
音
楽
研
究
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

　

で
も
あ
ま
り
そ
の
こ
と
は
強
調
し
な
い
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
教
育
大
学
に
い
る
研
究
者
で
す

唱歌「蝶々」（『小学唱歌集	初編』1882年第17）の楽譜　
出典：文部省音楽取調掛編『小学唱歌集	初編』（文部省、1881年）	／	国立国会図書館所蔵
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か
ら
ね
、
音
楽
教
育
史
の
新
し
い
研
究
、
と
い
う
説
明

に
し
て
お
き
ま
す
。

ー
で
は
、
話
を
元
に
戻
し
ま
す
が
、
唱
歌
誕
生
が
奇

跡
だ
っ
た
と
し
ま
す
。
例
を
あ
げ
て
そ
の
こ
と
を
も
う

少
し
具
体
的
に
お
話
し
い
た
だ
け
る
と
分
か
り
や
す
い

と
思
い
ま
す
。

　

そ
う
で
す
ね
、
私
が
こ
の
こ
と
を
説
明
す
る
時
よ
く

使
っ
て
い
る
唱
歌
が
あ
り
ま
す
。
年
配
の
方
も
若
い
方

も
同
じ
よ
う
に
ご
存
知
の
「
蝶
々
」
と
い
う
唱
歌
で
す
。

「
蝶
々
、
蝶
々
、
菜
の
葉
に
と
ま
れ
」
と
い
う
歌
で
す
。

日
本
で
も
百
年
近
く
歌
わ
れ
て
い
る
歌
で
す
。

　

こ
の
古
い
歌
を
ア
ジ
ア
太
平
洋
全
体
の
中
で
眺
め
て

み
ま
す
。
日
本
の
蝶
々
は
ア
メ
リ
カ
か
ら
入
っ
て
き
た

わ
け
で
す
が
、
実
は
こ
の
同
じ
歌
が
ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
の

島
に
は
讃
美
歌
と
し
て
入
っ
て
き
て
い
ま
す
。
時
期
も

日
本
に
入
っ
て
き
た
の
と
ほ
ぼ
同
じ
で
す
。
西
暦
で
言

い
ま
す
と
一
八
七
〇
年
代
で
す
。

ー
そ
う
な
ん
で
す
か
。
日
本
に
入
っ
て
き
た
の
と
同

マーシャルの讃美歌集「Buk	in	al	kab	tun	ko」（1891年）に出てくる「蝶々」の旋律
出典：Buk	in	al	kab	tun	ko	n	o	n	ro	dri	aili[n	in	Marshall	[microform](1891)	New	York:	
Dri	jeje	im	ko	mo	ne	The	Biglow	&	Main	Co.,	1891.	／	Bishop	Museum所蔵
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じ
時
期
に
「
蝶
々
」
は
ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
の
島
に
讃
美
歌
と
し
て
入
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

　

は
い
。
歌
詞
は
で
す
ね
、
日
曜
学
校
、
キ
リ
ス
ト
教
の
家
庭
の
子
ど
も
た
ち
が
日
曜
日
に
教
会

に
集
ま
っ
て
一
種
学
校
の
よ
う
な
こ
と
を
し
ま
す
が
、
そ
の
日
曜
学
校
の
こ
と
を
歌
っ
た
子
ど
も
の

讃
美
歌
で
あ
っ
た
り
し
ま
し
た
。

　

少
し
専
門
的
な
話
に
な
る
の
で
す
が
、
当
時
ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
の
島
々
を
一
つ
の
船
が
巡
航
し
て
い

ま
し
た
。他
に
交
通
手
段
が
あ
り
ま
せ
ん
。そ
の
船
の
名
前
は
暁
の
星
と
い
う
の
で
し
ょ
う
か
、モ
ー

ニ
ン
グ
・
ス
タ
ー
号
と
い
う
も
の
で
す
。
こ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
を
布
教
す
る
た
め
の
団
体
、
伝
道

団
と
い
い
ま
し
ょ
う
か
、
そ
の
伝
道
団
の
自
前
の
船
で
、
伝
道
の
た
め
の
専
用
の
船
な
ん
で
す
。

そ
れ
は
宣
教
師
を
運
ん
だ
り
、
手
紙
や
他
の
郵
便
物
を
運
ん
だ
り
、
宣
教
に
必
要
な
い
ろ
い
ろ
な

物
資
、
食
料
か
ら
建
築
資
材
ま
で
運
ん
だ
の
で
す
が
、
そ
れ
が
ハ
ワ
イ
を
出
発
し
て
半
年
く
ら
い

か
け
て
ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
の
島
を
順
々
に
回
っ
て
ゆ
き
ま
す
。
島
の
人
た
ち
に
と
っ
て
船
は
と
っ
て
も

楽
し
み
な
の
で
す
。
新
し
い
宣
教
師
が
来
た
り
、
外
か
ら
新
し
い
も
の
を
持
っ
て
き
た
り
、
新
し

い
本
が
届
い
た
り
、
い
ろ
ん
な
珍
し
い
も
の
が
届
く
、
印
刷
機
が
届
く
と
か
で
す
ね
。
港
の
沖
合

に
モ
ー
ニ
ン
グ
・
ス
タ
ー
号
の
船
影
が
見
え
る
こ
と
は
と
っ
て
も
嬉
し
い
こ
と
で
、
待
ち
わ
び
て
い

ま
し
た
。

　

そ
し
て
、
子
ど
も
た
ち
は
そ
の
モ
ー
ニ
ン
グ
・
ス
タ
ー
号
が
や
っ
て
き
た
、
と
い
う
喜
び
の
讃
美

歌
を
歌
い
ま
す
が
、
そ
れ
が
日
本
の
「
蝶
々
」
の
旋
律
で
す
。
日
本
だ
け
を
見
て
い
る
と
「
蝶
々
」

は
ア
メ
リ
カ
の
学
校
に
あ
っ
た
歌
が
日
本
に
や
っ
て
き
て
日
本
の
学
校
の
歌
に
な
っ
た
、
そ
う
い
う
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関
係
し
か
見
え
な
い
。
太
平
洋
に
ま
で
視
野
を
広
げ
る
と
、
同
じ
歌
が
讃
美
歌
と
し
て
実
は
日
本

だ
け
で
な
く
ア
ジ
ア
太
平
洋
に
広
く
普
及
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
り
、そ
の
一
つ
が
日
本
の
「
蝶
々
」

な
の
で
す
。

　

日
本
の
場
合
は
「
蝶
々
」
と
い
う
言
葉
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
讃
美
歌
の
旋
律
に
日
本
独
特
の

伝
統
を
踏
ま
え
た
歌
詞
を
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
唱
歌
と
い
う
新
し
い
歌
を
作
り
上
げ
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
ハ
ワ
イ
や
ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
で
は
そ
う
い
う
こ
と
は
起
こ
ら
な
く
て
、
讃
美
歌
と
し
て
き
た

歌
は
あ
く
ま
で
讃
美
歌
と
し
て
歌
っ
て
い
き
ま
し
た
。
こ
う
い
う
の
を
見
て
み
ま
す
と
、
唱
歌
と

い
う
歌
は
本
当
に
よ
く
出
来
た
歌
だ
な
、よ
く
生
ま
れ
て
き
た
歌
だ
な
、と
感
じ
る
わ
け
な
の
で
す
。

§
８　

ア
ジ
ア
太
平
洋
の
讃
美
歌
と
唱
歌

ー
「
蝶
々
」
の
他
に
も
同
じ
よ
う
な
例
は
た
く
さ
ん
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　

お
っ
し
ゃ
る
通
り
、
問
題
は
「
蝶
々
」
は
特
別
な
例
な
の
か
、
そ
れ
と
も
同
じ
よ
う
な
例
が
他

に
も
た
く
さ
ん
あ
っ
て
、「
蝶
々
」
は
典
型
的
な
例
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
結
論
か
ら
言
い

ま
す
と
、「
蝶
々
」
は
決
し
て
例
外
で
は
な
く
、
同
じ
よ
う
な
例
が
い
く
ら
で
も
あ
り
ま
す
。

　

日
本
で
最
初
に
作
ら
れ
た
音
楽
の
教
科
書
で
あ
る
『
小
学
唱
歌
集
』
を
取
り
上
げ
て
み
ま
す
。

こ
れ
は
初
編
、
第
二
編
、
第
三
編
の
三
冊
か
ら
な
る
教
科
書
で
す
が
、
初
編
は
一
八
八
二
年
、
明

治
十
五
年
に
出
ま
し
た
。
そ
の
中
に
す
で
に
い
く
つ
か
の
讃
美
歌
の
旋
律
が
出
て
き
ま
す
。
有
名
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な
例
で
言
い
ま
す
と
、
今
は
「
蛍
の
光
」
と
い
う
題
名
で
知
ら
れ
て
い
る
唱

歌
で
す
が
、
こ
れ
は
『
小
学
唱
歌
集
』
初
編
で
は
「
蛍
」
と
い
う
題
で
し
た
。

こ
の
旋
律
は
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
民
謡
で
も
あ
る
の
で
す
が
、
当
時
は
む
し
ろ

讃
美
歌
と
し
て
広
く
流
布
し
て
い
た
旋
律
で
も
あ
っ
た
の
で
す
。

　
「
蛍
の
光
」
を
太
平
洋
の
当
時
の
讃
美
歌
と
の
関
係
で
見
て
み
ま
す
と
、

南
太
平
洋
の
ク
ッ
ク
諸
島
で
は
一
八
五
三
年
に
出
版
さ
れ
た
讃
美
歌
集
に
こ

の
旋
律
を
使
っ
た
讃
美
歌
が
出
て
き
ま
す
。
一
八
五
三
年
は
日
本
で
言
え
ば

嘉
永
六
年
で
、
ペ
リ
ー
が
浦
賀
に
来
た
年
で
す
ね
。
一
八
八
四
年
の
ク
ッ
ク

諸
島
の
讃
美
歌
集
に
も
出
て
き
ま
す
。
一
八
八
四
年
は
明
治
十
七
年
で
す
か

ら
、『
小
学
唱
歌
集
』
第
三
編
が
出
た
年
で
す
ね
。
こ
の
頃
に
は
遠
く
離
れ

た
ク
ッ
ク
諸
島
と
日
本
で
同
じ
旋
律
が
歌
わ
れ
て
い
た
の
で
す
。
ハ
ワ
イ
で

は
ク
ッ
ク
諸
島
よ
り
も
っ
と
早
く
一
八
四
四
年
に
出
た
讃
美
歌
集
に
こ
の
旋

律
が
出
て
き
ま
す
。

　

ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
を
見
て
み
ま
す
と
、
一
八
五
七
年
に
出
版
さ
れ
た
ポ
ナ
ペ
島

の
讃
美
歌
集
に
こ
の
旋
律
が
出
て
き
ま
す
。
日
本
で
は
一
八
八
二
年
に
出
版
さ

れ
た
讃
美
歌
集
と
、
そ
れ
と
同
じ
年
に
出
た
『
小
学
唱
歌
集
』
初
編
に
こ
の

旋
律
が
出
て
き
ま
す
。
韓
国
で
は
一
八
九
六
年
に
出
版
さ
れ
た
唱
歌
集
に
出

て
き
ま
す
。

年 讃美歌 年 讃美歌 年 讃美歌 年 讃美歌 唱歌 年 讃美歌 唱歌
1834 ハワイ 1850 ハワイ 1866 1882 日本 日本 1898

1835 1851 1867 1883 1899

1836 1852 1868 1884 1900

1837 1853 クック 1869 クック 1885 1901

1838 1854 1870 1886 1902

1839 1855 クック 1871 1887 1903

1840 1856 1872 クック 1888 1904

1841 1857 ポナペ 1873 1889 1905 韓国
1842 1858 1874 1890

1843 1859 1875 1891 ポナペ
1844 ハワイ 1860 1876 1892

1845 1861 1877 1893

1846 1862 ハワイ 1878 1894

1847 1863 1879 1895

1848 1864 1880 1896 韓国
1849 1865 1881 クック 1897

「蛍の光」（讃美歌曲名「Auld	Lang	Syne」）　出現年
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も
う
一
つ
例
を
あ
げ
て
み
ま
し
ょ
う
か
。「
む
す
ん
で
ひ

ら
い
て
」
と
い
う
幼
稚
園
の
園
児
た
ち
が
お
遊
戯
し
た
り
、

手
遊
び
を
し
た
り
す
る
歌
を
ご
存
知
で
す
ね
。
こ
の
歌
も

最
初
は
『
小
学
唱
歌
集
』
初
編
に
出
て
く
る
歌
で
す
。

　

太
平
洋
の
讃
美
歌
集
に
同
じ
旋
律
を
探
し
て
い
き
ま
す

と
、
け
っ
こ
う
出
て
き
ま
す
。
こ
の
旋
律
が
登
場
す
る
讃
美

歌
集
が
出
た
年
で
言
い
ま
す
と
、
ハ
ワ
イ
で
は
一
八
三
四
年
、

ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
の
場
合
で
す
と
、
ク
サ
イ
島
が
一
八
六
五

年
、
マ
ー
シ
ャ
ル
諸
島
が
一
八
八
一
年
、
ギ
ル
バ
ー
ト
諸
島

が
一
八
七
五
年
で
す
。
こ
の
歌
を
歌
っ
た
最
初
の
園
児
で
あ

る
東
京
女
子
師
範
学
校
附
属
幼
稚
園
の
園
児
は
マ
ー
シ
ャ

ル
諸
島
の
子
ど
も
た
ち
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
時
期
に
こ
の
歌

を
歌
い
は
じ
め
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

　

他
に
も
い
ろ
い
ろ
例
が
あ
り
ま
す
が
、
要
す
る
に
日
本
の

唱
歌
の
多
く
は
当
時
の
太
平
洋
の
讃
美
歌
と
密
接
に
関
係

し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

年 讃美歌 年 讃美歌 年 讃美歌 年 讃美歌 唱歌 年 讃美歌 唱歌
1834 ハワイ 1850 ハワイ 1866 1882 日本 日本 1898 韓国
1835 1851 1867 1883 ギルバート 1899

1836 1852 1868 1884 1900 韓国
1837 1853 1869 1885 ギルバート 1901

1838 1854 1870 1886 1902

1839 1855 1871 1887 1903

1840 1856 1872 1888 1904

1841 1857 1873 1889 クサイ 1905 韓国
1842 1858 1874 日本 1890 日本 1906

1843 1859 1875 ギルバート 1891
マーシャル
日本

1907

1844 ハワイ 1860 1876
クサイ
日本

1892 1908 韓国

1845 1861 1877 日本 1893 1909

1846 1862 1878 日本 1894 クサイ 1910 韓国

1847 1863 1879 1895
マーシャル
韓国

1848 1864 1880 1896

1849 1865 クサイ 1881

マーシャル
ギルバート
日本

1897

クサイ
ギルバート
韓国

「むすんでひらいて」（讃美歌曲名「Greenville」）　出現年
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§
９　

キ
リ
ス
ト
教
海
外
伝
道
と
は

ー
今
お
話
を
う
か
が
っ
て
い
ま
す
と
、
讃
美
歌
の
普
及
を
非
常
に
重
要
視
さ
れ
て
い
ま
す
。

十
八
世
紀
の
後
半
か
ら
ア
ジ
ア
太
平
洋
に
讃
美
歌
が
普
及
し
た
。
日
本
も
そ
の
中
に
含
ま
れ
て
い

て
、
讃
美
歌
の
影
響
か
ら
唱
歌
が
生
ま
れ
た
と
。
そ
こ
で
な
ん
で
す
が
、
そ
の
讃
美
歌
を
普
及
さ

せ
た
の
は
、
私
に
は
ほ
と
ん
ど
分
か
ら
な
い
の
で
す
が
、
ど
ん
な
人
た
ち
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　

キ
リ
ス
ト
教
海
外
伝
道
師
と
か
外
国
宣
教
師
と
呼
ば
れ
る
人
た
ち
で
す
。

ー
と
な
り
ま
す
と
国
内
伝
道
師
と
い
う
人
も
い
た
の
で
す
か
？

　

は
い
、
い
ま
し
た
。
特
殊
な
例
で
は
、
ア
メ
リ
カ
の
ネ
イ
テ
ィ
ブ
の
人
々
へ
伝
道
し
た
宣
教
師

で
す
ね
。

ー
そ
う
な
ん
で
す
か
。
今
日
の
お
話
に
関
係
す
る
の
は
海
外
伝
道
師
、
外
国
宣
教
師
で
す
ね
。

　

は
い
、
そ
う
で
す
。
海
外
に
出
か
け
て
キ
リ
ス
ト
教
を
広
め
る
と
い
う
こ
と
を
行
っ
た
人
た
ち

で
す
ね
。

ー
そ
の
海
外
伝
道
師
で
す
が
、
私
た
ち
に
は
縁
遠
い
と
言
う
か
、
な
か
な
か
イ
メ
ー
ジ
が
わ
か

な
い
の
で
す
が
、
ど
ん
な
風
に
と
ら
え
た
ら
い
い
の
で
し
ょ
う
か
。
正
直
言
い
ま
す
と
海
外
ま
で

出
か
け
て
い
っ
て
自
分
た
ち
の
宗
教
を
布
教
す
る
な
ん
て
、
余
計
な
お
世
話
だ
と
思
い
ま
せ
ん
か
。

　

確
か
に
、
同
感
で
き
ま
す
ね
。
宣
教
師
の
人
格
と
言
い
ま
す
か
、
気
質
と
言
い
ま
す
か
、
そ
れ

を
お
話
し
す
る
前
に
、
私
た
ち
が
ほ
と
ん
ど
知
ら
な
い
、
キ
リ
ス
ト
教
海
外
伝
道
団
に
つ
い
て
簡
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単
に
紹
介
し
ま
す
。

ー
キ
リ
ス
ト
教
海
外
伝
道
団
？
　
そ
れ
は
一
体
ど
ん
な
組
織
な
の
で
す
か
？

　

繰
り
返
し
に
な
り
ま
す
が
、
日
本
の
唱
歌
と
は
本
当
は
何
だ
っ
た
の
か
。
そ
れ
を
知
る
た
め
に

は
意
外
に
思
わ
れ
る
で
し
ょ
う
が
、
キ
リ
ス
ト
教
海
外
伝
道
に
つ
い
て
知
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

そ
れ
を
行
っ
た
組
織
が
海
外
伝
道
団
で
す
が
、
伝
道
会
社
と
訳
し
て
い
る
本
も
あ
り
ま
す
。
簡

単
に
説
明
し
ま
す
と
、
キ
リ
ス
ト
教
布
教
の
た
め
に
は
ま
ず
人
を
海
外
に
送
ら
な
け
れ
ば
い
け
な

い
で
す
ね
。
そ
れ
か
ら
海
外
に
送
っ
た
人
た
ち
が
ま
ず
生
活
出
来
て
、
キ
リ
ス
ト
教
を
布
教
す
る

と
い
う
あ
る
種
宣
伝
活
動
や
そ
れ
に
付
随
し
た
教
育
活
動
を
行
え
る
だ
け
の
い
ろ
い
ろ
な
物
資
援

助
と
か
そ
う
い
っ
た
も
の
が
必
要
で
す
ね
。
そ
の
た
め
に
は
当
然
膨
大
な
資
金
が
必
要
で
す
。

　

そ
こ
で
ア
メ
リ
カ
の
例
で
言
い
ま
す
と
、
ア
メ
リ
カ
本
国
に
宣
教
師
を
海
外
に
派
遣
す
る
事
業

を
行
う
た
め
の
財
団
が
出
来
ま
す
。
最
初
の
キ
リ
ス
ト
教
海
外
伝
道
団
は
一
八
一
〇
年
に
設
立
さ

れ
ま
し
た
。
宣
教
師
は
そ
の
財
団
か
ら
派
遣
さ
れ
て
、
そ
こ
か
ら
資
金
を
も
ら
っ
て
海
外
に
赴
任

し
て
い
き
ま
す
。
で
す
か
ら
応
募
と
か
審
査
と
か
資
格
と
か
が
問
題
に
な
り
ま
す
が
、
そ
の
詳
し

い
こ
と
は
省
略
し
ま
す
。

ー
な
る
ほ
ど
。
と
な
り
ま
す
と
、
財
団
を
運
営
す
る
資
金
が
必
要
に
な
り
ま
す
ね
。
規
模
に
も

よ
る
で
し
ょ
う
が
、
か
な
り
の
額
で
し
ょ
う
ね
。

　

団
体
の
運
営
だ
と
か
、
宣
教
師
を
海
外
に
派
遣
し
て
現
地
で
の
活
動
を
支
え
る
資
金
が
ど
こ
か

ら
出
て
く
る
か
、
こ
れ
が
一
番
大
き
い
と
思
い
ま
す
。
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ー
ま
さ
か
今
の
日
本
の
よ
う
に
、
政
府
の
援
助
資
金
と
い
う
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
も
の
ね
。

　

そ
う
で
す
。当
た
り
前
と
言
え
ば
当
た
り
前
な
の
で
す
が
、寄
付
で
す
。信
者
か
ら
の
寄
付
で
す
。

普
通
の
信
者
さ
ん
た
ち
が
出
来
る
範
囲
で
し
て
く
れ
た
寄
付
を
集
め
る
わ
け
で
す
。
教
会
に
行
か

れ
た
方
は
ご
存
知
だ
と
思
い
ま
す
が
、
礼
拝
の
ど
こ
か
で
必
ず
献
金
の
時
間
が
あ
り
ま
す
。
帽
子

で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、そ
れ
に
似
た
棒
の
つ
い
た
よ
う
な
も
の
と
か
、献
金
籠
が
回
っ
て
き
ま
し
て
、

そ
れ
に
な
に
が
し
か
の
お
金
を
入
れ
ま
す
。
全
く
あ
れ
と
同
じ
で
す
。

　

ア
メ
リ
カ
で
も
小
さ
な
村
や
町
に
あ
る
教
会
一
つ
一
つ
で
そ
う
い
う
ふ
う
に
し
て
集
め
た
お
金

を
さ
ら
に
支
部
で
集
め
て
、
そ
れ
を
さ
ら
に
大
き
な
州
単
位
で
集
め
て
、
最
後
に
伝
道
団
の
本
部

に
集
め
る
。
そ
う
い
う
形
で
小
額
の
寄
付
を
集
約
し
て
い
き
ま
す
。
こ
う
し
て
一
人
ひ
と
り
の
信

者
さ
ん
か
ら
集
め
た
お
金
で
、
宣
教
師
を
海
外
に
派
遣
し
て
現
地
で
の
活
動
を
援
助
し
ま
し
た
。

ー
な
る
ほ
ど
そ
う
で
す
か
。
ま
あ
、
考
え
て
み
た
ら
布
教
活
動
は
利
益
の
上
が
る
活
動
で
は
な

い
、
あ
る
種
無
償
の
行
為
で
す
も
の
ね
。

　

出
版
物
の
売
り
上
げ
と
か
多
少
の
収
益
は
あ
っ
た
で
し
ょ
う
け
ど
ね
。
本
国
で
も
宣
教
雑
誌
の

売
り
上
げ
と
い
う
収
入
源
も
あ
り
ま
し
た
。
後
は
、
大
企
業
の
オ
ー
ナ
ー
と
か
お
金
持
ち
か
ら
の

多
額
の
寄
付
だ
と
か
、
遺
産
に
よ
る
多
額
の
寄
付
と
い
う
の
も
あ
り
ま
し
た
。

ー
そ
う
い
う
面
か
ら
見
ま
す
と
、
キ
リ
ス
ト
教
海
外
伝
道
と
い
う
の
は
ア
メ
リ
カ
の
場
合
、
ア

メ
リ
カ
と
い
う
新
興
国
家
の
国
力
の
増
進
の
象
徴
に
も
見
え
ま
す
ね
。
と
こ
ろ
で
日
本
に
も
か
つ

て
は
た
く
さ
ん
の
宣
教
師
が
や
っ
て
き
た
の
で
す
か
。
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特
に
目
立
っ
て
い
る
の
は
明
治
に
な
っ
て
ア
メ
リ
カ
か
ら
や
っ
て

き
た
宣
教
師
た
ち
で
す
ね
。
分
か
り
や
す
い
例
を
示
し
ま
す
と
、

日
本
に
は
彼
ら
が
活
動
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
出
来
た
た
く
さ
ん
の

学
校
が
今
で
も
続
い
て
い
ま
す
。
学
校
の
起
源
が
昔
宣
教
師
の
開

い
た
学
校
だ
っ
た
も
の
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

ー
い
わ
ゆ
る
ミ
ッ
シ
ョ
ン
ス
ク
ー
ル
で
す
ね
。

　

ミ
ッ
シ
ョ
ン
と
い
う
の
は
大
ヒ
ッ
ト
し
た
映
画
「
ミ
ッ
シ
ョ
ン
・

イ
ン
ポ
ッ
シ
ブ
ル
」の
ミ
ッ
シ
ョ
ン
と
一
緒
で「
使
命
」と
か「
任
務
」

と
い
う
意
味
で
す
ね
。
キ
リ
ス
ト
教
海
外
伝
道
で
使
う
場
合
も
こ

の
言
葉
に
は
当
然
そ
の
意
味
も
含
ま
れ
て
い
ま
す
が
、
正
確
に
は
、

宣
教
師
た
ち
が
現
地
に
組
織
し
た
布
教
活
動
団
体
の
こ
と
を
言
い

ま
す
。
そ
の
団
体
が
布
教
の
目
的
で
設
立
し
た
学
校
だ
か
ら
ミ
ッ

シ
ョ
ン
ス
ク
ー
ル
と
い
う
わ
け
で
す
。

ー
有
名
な
と
こ
ろ
で
は
神
戸
女
学
院
大
学
が
あ
り
ま
す
ね
。

　

他
に
も
関
西
で
は
同
志
社
大
学
や
関
西
学
院
大
学
が
そ
う
で
す

ね
。
九
州
に
行
き
ま
す
と
、福
岡
女
学
院
大
学
、活
水
女
学
院
大
学
、

西
南
学
院
大
学
で
す
ね
。
関
東
で
は
、立
教
大
学
、青
山
学
院
大
学
。

ー
あ
げ
て
い
け
ば
き
り
が
な
い
で
す
ね
。

関西にやってきたアメリカの宣教師たち
出典：本井康博『京都のキリスト教—同志社教会の19世紀』（同志社教会	刊）
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そ
れ
だ
け
ミ
ッ
シ
ョ
ン
が
熱
心
に
活
動
し
た
こ
と
の
証
拠
で
し
ょ
う
。
特
に
日
本
の
近
代

教
育
に
対
す
る
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
影
響
は
無
視
出
来
な
い
も
の
で
し
ょ
う
。
で
も
、
た
い
て
い

無
視
さ
れ
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
の
で
す
が
。

§
10　

伝
道
に
と
っ
て
の
音
楽

ー
お
話
を
う
か
が
っ
て
き
て
私
の
中
で
混
乱
し
て
き
た
の
で
す
が
、
宣
教
師
に
と
っ
て

本
来
の
目
的
は
キ
リ
ス
ト
教
を
伝
え
る
こ
と
で
す
ね
。

　

も
っ
と
言
え
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
の
信
者
さ
ん
を
た
く
さ
ん
作
り
出
し
て
彼
ら
が
現
地
で

教
会
を
組
織
す
る
こ
と
、
宣
教
が
成
功
し
た
か
失
敗
し
た
か
評
価
す
る
場
合
の
重
要
な
基

準
が
そ
れ
で
す
。

ー
今
日
本
の
大
学
で
盛
ん
な
評
価
を
、
宣
教
師
た
ち
も
受
け
て
い
た
の
で
す
か
。

　

も
ち
ろ
ん
そ
う
で
す
。
先
ほ
ど
言
い
ま
し
た
よ
う
に
、
信
者
一
人
ひ
と
り
の
貴
重
な
寄

付
に
よ
っ
て
活
動
し
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
当
然
評
価
さ
れ
ま
す
。
彼
ら
は
で
す
か
ら

じ
つ
に
ま
め
に
、
本
部
や
支
部
に
宛
て
て
手
紙
を
書
き
ま
す
し
、
そ
れ
も
た
い
て
い
は
か
な

り
長
い
も
の
で
す
。
そ
の
他
に
義
務
と
し
て
、
年
間
報
告
書
も
提
出
し
ま
す
し
、
年
大
会

で
報
告
し
た
り
も
し
ま
す
。
ち
ょ
っ
と
話
題
が
そ
れ
ま
し
た
が
。

ー
話
題
を
戻
し
ま
す
が
、
そ
う
い
っ
た
宣
教
師
の
本
来
の
目
的
と
讃
美
歌
と
の
関
係
が

	“There	is	a	happy	land”（後日本で『小学唱歌集初編』〈1882
年〉第15「春のやよひ」になった讃美歌）に言及

The	song	I	send	"Uaja	Kajalei,"	is	translation	of	the	child's	song,	"There	
is	a	happy	land."	"Ruk	Jirani"	is	the	bible	song;	the	original	is	found	in	
the	Anniversary	Songs	of	the	N.	York	Sunday	School	by	L.	Wilder.

出典：American	Board	of	Commissioners	for	Foreign	
Missions.	Paper	(Primary	Source	Media	／	Cengage	
Learning)

ミクロネシアの最初の宣教師
スタージスの書簡（1856年
2月13日）
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ち
ょ
っ
と
ば
く
ぜ
ん
と
言
い
ま
す
か
、
私
の
中
で

は
っ
き
り
し
な
い
の
で
す
が
。
讃
美
歌
は
そ
ん
な

に
重
要
だ
っ
た
の
で
す
か
？

　

布
教
活
動
の
中
で
の
讃
美
歌
の
位
置
づ
け
、
と

い
う
こ
と
で
す
か
？

ー
大
学
の
先
生
ら
し
い
言
い
方
だ
と
そ
う
な
り

ま
す
（
笑
い
）。

　

さ
っ
き
、
評
価
の
基
準
と
し
て
現
地
に
キ
リ
ス

ト
教
の
教
会
を
作
る
こ
と
が
あ
る
、
と
言
い
ま
し

た
ね
。
讃
美
歌
は
こ
れ
と
関
係
し
ま
す
。
ご
存
知

だ
と
思
い
ま
す
が
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
教
会
で

は
、
毎
日
曜
日
に
は
必
ず
礼
拝
を
し
ま
す
。
礼
拝

と
い
う
の
は
、
式
次
第
と
言
い
ま
す
か
、
プ
ロ
グ

ラ
ム
と
言
い
ま
す
か
、
そ
ん
な
も
の
で
す
ね
。
牧

師
さ
ん
の
お
話
が
あ
っ
た
り
、
献
金
の
時
間
が

あ
っ
た
り
。
そ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
中
に
は
必
ず
歌

を
歌
う
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
時
に
歌

う
の
が
讃
美
歌
で
す
。
こ
れ
が
な
い
と
礼
拝
が
成

1858 年に出版されたポナペ語教科書に収録されている讃美歌“Uaja	Kajalelia（There	is	a	
happy	land）”　
出典：Kaul	saraui	kai	men	kakauletaon	seopa.	(1858).	Salon,	Ponape:	Misineri	en	
Meriki	kai	me	intin	o	kaparapar	kisenlikau	uet.	／	Bishop	Museum所蔵
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立
し
ま
せ
ん
。
南
の
島
で
は
、
こ
れ
が
彼
ら
に
と
っ
て
も
っ
と
も
楽
し
い
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
、
歌
う

た
め
に
教
会
に
集
ま
っ
て
き
た
と
い
う
面
も
あ
り
そ
う
で
す
。

　

そ
れ
は
置
い
て
お
き
ま
し
て
、
信
者
に
な
っ
た
ら
必
ず
身
に
つ
け
な
け
れ
ば
い
け
な
い
こ
と
の
一

つ
が
讃
美
歌
が
歌
え
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
教
会
に
集
ま
っ
て
き
た
も
の
の
、
誰
も
讃
美
歌
が
歌

え
な
い
で
は
、
礼
拝
に
な
り
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
言
い
換
え
ま
す
と
、
信
者
さ
ん
を
作
り
出
す
た

め
に
は
音
楽
教
育
が
必
要
な
の
で
す
。
そ
も
そ
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
も
音
楽
教
育
の
起
源
の
一
つ
に

教
会
で
の
歌
唱
指
導
が
あ
り
ま
す
。
と
い
う
理
由
で
、
宣
教
活
動
の
中
に
現
地
の
人
た
ち
に
讃
美

歌
を
教
え
る
と
い
う
活
動
が
当
然
入
っ
て
き
ま
す
。

§
1 1　

讃
美
歌
集
の
仕
事

ー
今
讃
美
歌
が
話
題
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
讃
美
歌
と
い
い
ま
す
と
私
た
ち
で
も
い
く
つ
か
聞

い
た
こ
と
は
あ
り
ま
す
が
、
具
体
的
に
目
に
見
え
る
形
で
は
、
今
で
も
本
屋
さ
ん
に
行
き
ま
す
と

あ
る
コ
ー
ナ
ー
で
売
っ
て
い
ま
す
ね
。
讃
美
歌
集
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
ね
。
あ
れ
が
一
つ
の
そ

う
い
っ
た
活
動
の
形
な
の
で
し
ょ
う
か
。

　

え
え
、
そ
う
な
ん
で
す
。
い
わ
ゆ
る
現
地
で
、
例
え
ば
日
本
な
ら
日
本
に
い
た
宣
教
師
た
ち
は

讃
美
歌
集
を
出
版
し
ま
す
。
そ
れ
は
英
語
の
讃
美
歌
集
を
そ
の
ま
ま
日
本
で
出
版
す
る
の
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
大
き
な
仕
事
は
、
英
語
で
書
か
れ
た
元
の
讃
美
歌
の
歌
詞
を
翻
訳
す
る
こ
と
で
す
。

ポナペで1858 年に出版されたポナペ語教科書
出典：Specimens	of	printing	at	Ponape	[microfirms]
(1857?)	Ponape:	s.n.	／	Hawaiian	Mission	Children's	
Society 所蔵
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伝
道
活
動
の
一
番
は
じ
め
の
頃
は
、
原
語
で
あ
る
英
語
で
そ
の
ま
ま
歌
う
と
い
う
こ
と
は
あ
っ

た
と
思
い
ま
す
が
、
い
つ
ま
で
も
そ
う
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
や
は
り
現
地
に
キ
リ
ス
ト
教
が

根
づ
い
た
と
い
う
証
拠
、
あ
る
い
は
根
づ
か
せ
る
た
め
に
は
、
日
本
の
場
合
で
す
と
讃
美
歌
を
ど

う
し
て
も
日
本
語
で
歌
わ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
、
そ
う
い
う
こ
と
が
起
こ
っ
て
き
ま
す
。
そ
こ
で

英
語
の
讃
美
歌
を
日
本
語
に
翻
訳
し
て
歌
わ
せ
る
。
そ
し
て
あ
る
程
度
そ
の
翻
訳
が
集
ま
っ
た
時

に
日
本
語
の
讃
美
歌
集
と
し
て
出
版
す
る
。
こ
う
い
う
形
に
な
る
わ
け
で
す
。

ー
な
る
ほ
ど
。
歌
詞
を
日
本
語
に
翻
訳
す
る
こ
と
で
日
本
語
の
讃
美
歌
集
が
出
来
る
わ
け
で
す

ね
。
あ
る
意
味
で
は
そ
れ
は
音
楽
の
教
科
書
で
す
ね
。
そ
の
教
科
書
に
よ
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
信
者

は
讃
美
歌
を
覚
え
て
い
く
。
そ
う
い
う
経
過
に
な
る
わ
け
で
す
ね
。

　

全
く
そ
の
通
り
、
そ
の
よ
う
に
考
え
て
も
ら
っ
て
い
い
と
思
い
ま
す
。

§
12　

宣
教
師
は
歌
が
上
手
だ
っ
た
の
か

ー
よ
く
分
か
り
ま
し
た
。
キ
リ
ス
ト
教
の
布
教
に
と
っ
て
は
讃
美
歌
を
教
え
る
と
い
う
教
育
活

動
が
重
要
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
だ
っ
た
ら
、
宣
教
師
は
歌
も
得
意
で
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
ね
。
実
際
そ
う
だ
っ
た
の
で
す
か
。

　

中
に
は
ね
、
日
本
の
場
合
で
も
、
も
と
も
と
音
楽
の
得
意
な
宣
教
師
も
い
ま
し
た
。
で
も
そ
の

よ
う
な
宣
教
師
は
歌
を
歌
い
に
来
た
の
か
伝
道
に
来
た
の
か
、と
揶
揄
さ
れ
る
よ
う
な
こ
と
も
あ
っ
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た
よ
う
で
す
か
ら
、
音
楽
の
得
意
な
宣
教
師
は
ど
ち
ら
か
と
言
う
と
例
外
だ
っ
た
の

で
し
ょ
う
。
西
洋
の
歌
を
歌
っ
た
こ
と
の
な
い
、
聞
い
た
こ
と
も
な
い
人
た
ち
に
教
え

た
の
で
す
か
ら
、
と
り
あ
え
ず
は
そ
う
専
門
的
な
音
楽
技
量
が
な
く
て
も
最
初
の
う

ち
は
な
ん
と
か
や
れ
た
の
で
し
ょ
う
ね
。

　

そ
の
辺
り
を
伝
道
団
自
体
が
ど
う
考
え
て
い
た
の
か
調
べ
て
み
た
こ
と
が
あ
り
ま

す
。『
ミ
ッ
シ
ョ
ナ
リ
ー
へ
ラ
ル
ド
』
と
い
う
宣
教
雑
誌
の
一
八
二
四
年
十
二
月
号
に
あ

る
記
事
に
、
ハ
ワ
イ
の
宣
教
師
に
向
け
た
宣
教
師
の
伝
道
資
格
が
書
き
出
し
て
あ
り

ま
す
。
そ
れ
に
よ
る
と
宣
教
師
は
、
人
間
に
つ
い
て
の
幅
広
い
知
識
を
持
ち
、
強
固
、

忍
耐
強
く
、
几
帳
面
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
書
き
出
し
で
、
音
楽
に
つ
い
て
は
、

よ
い
歌
手
で
あ
る
こ
と
、
た
だ
し
あ
ま
り
高
い
趣
味
は
持
た
な
い
事
、
な
ぜ
な
ら
そ
の

よ
う
な
趣
味
は
、
歌
唱
が
う
ま
く
い
か
な
か
っ
た
り
、
高
級
な
曲
で
は
な
い
時
に
感

情
を
害
す
る
原
因
に
な
る
か
ら
、
と
述
べ
て
い
ま
す
。

　

つ
ま
り
よ
い
宣
教
師
の
資
格
と
し
て
歌
が
う
ま
い
事
を
条
件
に
あ
げ
て
い
ま
す
が
、

専
門
的
な
歌
手
で
は
困
る
、
と
い
う
の
で
す
。
こ
れ
を
読
む
と
な
ん
だ
か
音
楽
大
学

で
あ
ま
り
に
専
門
を
学
び
す
ぎ
て
小
学
校
か
中
学
校
に
赴
任
し
た
先
生
が
、
生
徒
の

下
手
さ
加
減
に
苛
々
し
て
い
る
光
景
が
浮
か
ん
で
き
ま
せ
ん
か
。
伝
道
団
も
同
じ
こ

と
を
恐
れ
た
の
で
し
ょ
う
ね
。

　

実
際
に
讃
美
歌
を
教
え
る
こ
と
を
担
当
し
た
の
は
、
宣
教
師
の
奥
さ
ん
だ
っ
た
よ

宣教師に求められるもの

・人間についての幅広い知識
・自分の能力についての安定した、辛抱強い、一貫して謙虚な確信
・尽きることのない忍耐
・魂の価値の自覚
・温和な態度
・意志堅固
・仕事が好きであること
・良心的で、勤勉で、信心深いこと
・活動的で、注意深く、時間に几帳面であること
・健康であること
・独身
・どんな仕事もすすんですること
・よい歌手であること、ただし高級な曲でなかったり、歌唱がうまくいかなかったとき、
　やる気を無くす原因にならないように好みにうるさくないこと
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う
で
す
。
西
洋
音
楽
な
ど
全
く
聴
い
た
こ
と
も
な
い
人
た
ち
が
相
手
で
す
か
ら
、
専
門
の
音
楽
家

で
な
く
て
も
、
少
し
上
手
に
オ
ル
ガ
ン
が
弾
け
て
、
良
い
声
で
歌
を
上
手
に
歌
え
れ
ば
、
当
時
は

充
分
に
音
楽
教
育
が
可
能
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
し
、
実
際
、
効
果
を
上
げ
た
よ
う
で
す
。

ー
そ
う
す
る
と
、
讃
美
歌
の
普
及
に
貢
献
し
た
の
は
宣
教
師
夫
人
だ
っ
た
の
で
す
か
？

　

え
え
、
宣
教
の
初
期
の
時
代
で
は
そ
う
で
し
た
。
で
も
あ
る
時
期
か
ら
讃
美
歌
の
普
及
に
と
っ

て
と
て
も
重
要
な
出
来
事
が
伝
道
団
内
部
で
起
こ
っ
て
き
ま
す
。
ち
ょ
っ
と
長
く
な
り
ま
す
が
、

そ
れ
に
つ
い
て
お
話
し
さ
せ
て
下
さ
い
。

ー
え
え
、
ど
う
ぞ
。

　

少
し
専
門
的
な
話
に
な
っ
て
き
ま
す
が
。
さ
っ
き
の
宣
教
師
の
条
件
に
あ
っ
た
「
よ
い
歌
手
で

あ
る
こ
と
、た
だ
し
あ
ま
り
高
い
趣
味
は
持
た
な
い
事
」
か
ら
も
分
か
り
ま
す
が
、伝
道
団
は
当
初
、

讃
美
歌
の
現
地
で
の
人
気
を
予
想
出
来
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。
一
方
現
地
の
宣
教
師
は
宣
教

を
は
じ
め
て
み
る
と
讃
美
歌
が
と
て
も
人
気
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
き
、
そ
し
て
じ
き
に
か
な
り
の

専
門
技
量
が
な
い
と
対
応
出
来
な
い
事
態
が
生
じ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

ア
ジ
ア
太
平
洋
の
伝
道
が
成
功
し
、
そ
の
成
功
に
讃
美
歌
が
貢
献
し
て
い
る
こ
と
と
関
係
し
て
、

あ
る
新
し
い
出
来
事
が
キ
リ
ス
ト
教
海
外
伝
道
団
の
内
部
に
起
こ
り
ま
す
。
そ
れ
は
女
性
宣
教
師
、

昔
は
婦
人
宣
教
師
と
呼
ん
で
い
た
ん
で
す
け
ど
（
婦
人
と
い
う
言
葉
が
最
近
で
は
好
ま
れ
な
い
の

で
、
女
性
宣
教
師
と
い
う
名
前
で
呼
ば
れ
る
こ
と
が
多
い
の
で
す
）、
女
性
宣
教
師
の
登
場
で
す
。

先
に
結
論
を
言
い
ま
す
と
、
讃
美
歌
が
太
平
洋
の
広
い
地
域
に
普
及
し
浸
透
し
て
い
く
こ
と
と
女
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性
宣
教
師
の
登
場
と
は
密
接
に
関
係
し
て
い
ま
す
。

ー
先
生
は
今
、
女
性
宣
教
師
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
が
、

そ
れ
は
ど
ん
な
方
な
の
で
す
か
？

　

そ
も
そ
も
で
す
ね
、
海
外
に
行
く
宣
教
師
は
男
性
な
ん

で
す
。
そ
れ
も
独
身
の
男
性
で
は
な
く
、
必
ず
妻
を
持
っ
た

既
婚
者
、
妻
帯
者
の
男
性
が
行
く
よ
う
に
規
則
で
決
め
ら

れ
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
規
則
で
す
の
で
、
独
身
で
は
海
外

に
伝
道
に
行
け
ま
せ
ん
。
も
し
も
自
分
が
海
外
伝
道
に
行

き
た
い
と
思
っ
た
時
に
独
身
だ
っ
た
場
合
、
出
か
け
る
直
前

に
慌
て
て
結
婚
し
て
、
急
い
で
赴
任
地
に
旅
立
つ
と
い
う
例

も
あ
る
く
ら
い
で
す
か
ら
、
も
と
も
と
は
妻
を
伴
っ
た
男
性

が
出
か
け
て
い
く
仕
事
だ
っ
た
の
で
す
。
妻
は
そ
の
男
性
の

現
地
で
の
伝
道
活
動
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
、
い
わ
ゆ
る
内
助
の

功
を
発
揮
す
る
と
い
う
か
、
そ
う
い
う
形
だ
っ
た
の
で
す
。

ー
そ
う
い
う
仕
組
み
に
な
っ
て
い
た
ん
で
す
ね
。

　

は
い
。
と
こ
ろ
が
ち
ょ
う
ど
日
本
が
明
治
維
新
を
迎
え
た

頃
の
話
な
の
で
す
が
、
西
暦
で
言
い
ま
す
と
一
八
六
〇
年
代

か
ら
一
八
七
〇
年
代
、
そ
の
時
期
に
急
速
に
独
身
の
女
性
が

女性宣教師派遣団体 母教会 成立年 日本伝道
Woman's Union Missionary Society of  America 超教派 1861 1871

Women's Board of  Mission of  the Interior Congregation 1868 　
Women's Board of  Missions Congregation 1868 1873

Woman's Foreign Missionary Society Methodist Episcopal Church 1869 1874

Ladies' Board of  Mission, Presbyterian Church, 
New York  

Presbyterian 1870 1873

The Woman's Presbyterian Board of  Missions of  
the Northwest

Presbyterian 1870 　

Woman's Foreign Missionary Society of  the 
Presbyterian Church

Presbyterian 1870 1873

Women's Baptist  Missionary Society, the Eastern Baptist 1871 1875

Women's Baptist  Missionary Society, the Western Baptist 1871 　

The woma's Auxiliary to the Board of  Missions 
Protestant Episcopal Church 
in the U.S.A.

1873 1875?

The Woma's Board of  Foreign Missions of  the 
Reformed Church in America 

Reformed Church in America 1874 　

Women's Board of  Mission of  the Pacific Congregation 1875 1876

Woman's Missionary Society
Methodist Episcopal Church, 
South

1878 　

Woman's Foreign Missionary Society Methodist Protestant Church 1879 　
Woman's Missionary Society of  the Methodist 
Church, Canada

Canadian Methodists 1881 1882

アメリカ女性宣教団一覧
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宣
教
師
と
し
て
海
外
に
行
く
と
い
う
新
し
い
動
き
が
起
こ
り
ま
す
。

ー
そ
う
な
ん
で
す
か
。
独
身
男
性
は
駄
目
だ
け
ど
、
独
身
女
性
は
い
い
わ
け
で
す
か
。

　

理
由
は
と
も
か
く
そ
う
な
ん
で
す
。
で
も
、
最
初
は
独
身
女
性
を
海
外
に
宣
教
師
と
し
て
派
遣

す
る
な
ん
て
こ
と
は
彼
ら
に
し
て
も
と
て
も
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
だ
っ
た
よ
う
で
す
。

ー
危
険
だ
か
ら
で
す
か
？

　

恐
ら
く
そ
う
で
し
ょ
う
ね
。
彼
ら
に
と
っ
て
は
あ
ん
な
未
開
な
地
に
女
性
が
一
人
で
出
か
け
て

い
く
と
い
う
の
は
と
っ
て
も
危
険
な
こ
と
で
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
そ
れ
が
日

本
の
明
治
維
新
の
頃
か
ら
独
身
の
女
性
が
海
外
に
伝
道
活
動
に
行
く
と
い
う
道
が
開
か
れ
ま
す
。

面
白
い
こ
と
に
一
旦
こ
の
道
が
開
か
れ
る
と
、
こ
の
動
き
は
急
速
に
盛
ん
に
な
っ
て
、
あ
る
意
味
で

は
こ
の
時
期
か
ら
海
外
伝
道
の
一
種
の
花
形
の
よ
う
な
存
在
に
な
っ
た
よ
う
に
も
見
え
ま
す
。

　

日
本
の
場
合
で
言
い
ま
す
と
、
女
性
宣
教
師
の
活
躍
が
例
え
ば
関
西
で
は
神
戸
女
学
院
大
学
を

作
っ
て
い
き
ま
す
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
で
と
て
も
目
立
っ
た
活
動
に
な
り
ま
す
。
女
性
宣
教
師
の

場
合
、
も
と
も
と
女
性
の
適
格
性
も
あ
る
と
思
う
の
で
す
が
、
地
道
に
現
地
の
子
ど
も
た
ち
を
導

い
て
い
く
、
地
道
に
毎
日
こ
つ
こ
つ
と
教
育
す
る
と
い
う
根
気
強
さ
、
粘
り
強
さ
と
い
う
と
こ
ろ
で

大
き
な
力
を
発
揮
し
ま
す
。
彼
女
た
ち
の
多
く
は
簡
単
に
オ
ル
ガ
ン
が
弾
け
て
、
簡
単
に
讃
美
歌

が
歌
え
る
と
い
う
こ
と
が
多
々
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
女
性
た
ち
が
現
地
の
子
ど
も
た
ち
を
中
心
に

讃
美
歌
を
丁
寧
に
教
え
て
い
き
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
讃
美
歌
が
広
く
普
及
し
、
浸
透
し
て
い
っ

た
の
で
す
。
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で
す
か
ら
私
が
今
注
目
し
て
い
る
ア
ジ
ア
太
平
洋
地
域
の
讃
美
歌
の
普
及
に
と
っ
て
、
独
身
の
女

性
宣
教
師
の
活
躍
が
非
常
に
大
き
な
ウ
エ
イ
ト
を
占
め
て
い
る
、
そ
う
い
う
風
に
考
え
て
い
ま
す
。

§
13　

ど
ん
な
人
が
宣
教
師
に
な
っ
た
の
か

ー
そ
れ
に
し
て
も
当
時
は
十
九
世
紀
で
す
か
ら
、
全
く
風
習
も
言
語
も
い
わ
ゆ
る
文
化
が
全
く

違
う
地
域
に
出
か
け
て
行
っ
て
、
全
く
別
の
宗
教
を
そ
の
人
た
ち
に
布
教
す
る
、
信
じ
こ
ま
せ
る
、

よ
く
も
そ
ん
な
活
動
を
と
普
段
の
私
た
ち
の
生
活
か
ら
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
す
が
、
そ
の
辺
り

は
ど
う
な
ん
で
し
ょ
う
か
。

　

も
っ
と
も
な
疑
問
だ
と
思
い
ま
す
。
私
も
自
分
の
研
究
の
必
要
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
海
外
伝
道
に

つ
い
て
い
ろ
い
ろ
本
を
読
ん
だ
り
文
献
を
調
べ
た
り
、
時
に
は
宣
教
師
が
書
い
た
手
紙
を
読
ん
だ

り
し
て
、
普
通
の
人
よ
り
は
知
識
が
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
ま
だ
ま
だ
分
か
ら
な
い
こ
と
だ
ら
け

で
す
ね
。
表
面
的
な
こ
と
で
言
え
ば
、
そ
も
そ
も
キ
リ
ス
ト
教
は
、
誕
生
直
後
か
ら
海
外
へ
の
布

教
と
そ
れ
に
よ
っ
て
受
け
た
迫
害
の
歴
史
が
ず
っ
と
続
い
て
い
る
宗
教
で
す
。
今
で
言
う
パ
レ
ス

チ
ナ
で
起
こ
っ
た
新
し
い
宗
教
は
そ
こ
か
ら
ギ
リ
シ
ア
世
界
、
ロ
ー
マ
世
界
へ
と
広
が
っ
て
行
き
ま

す
。
そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
の
弟
子
た
ち
の
伝
道
活
動
で
す
ね
。
そ
の
時
、
根
拠
に
な
っ
た
と
言
わ
れ

て
い
る
聖
書
の
文
句
は
「
だ
か
ら
、
あ
な
た
が
た
は
行
っ
て
、
す
べ
て
の
民
を
わ
た
し
の
弟
子
に

し
な
さ
い
」、
マ
タ
イ
二
八・
十
九
で
し
た
。（『
新
約
聖
書
』
日
本
聖
書
協
会
、
以
下
同
様
）
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ー
そ
れ
は
分
か
り
ま
す
。
で
も
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
宗
教
と
、
そ
れ
か
ら
何
百
年
も
経
っ
た

十
九
世
紀
で
は
意
味
が
違
う
と
思
う
の
で
す
。
私
が
教
え
て
欲
し
い
と
思
う
こ
と
は
、
彼
ら
を
そ

こ
ま
で
駆
り
立
て
た
情
熱
、
簡
単
に
言
っ
て
し
ま
え
ば
信
仰
の
力
な
の
で
し
ょ
う
が
、
そ
れ
だ
け

で
は
納
得
出
来
ま
せ
ん
よ
ね
。
そ
こ
ま
で
彼
ら
を
駆
り
立
て
た
何
か
原
動
力
、
今
の
言
葉
で
言
え

ば
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
が
何
だ
っ
た
の
か
。
そ
の
辺
り
を
私
た
ち
が
な
る
ほ
ど
と
実
感
出
来
る
よ
う

な
材
料
は
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。

　

そ
う
で
す
ね
、
私
の
個
人
的
な
体
験
で
言
い
ま
す
と
、
あ
る
本
を
読
ん
だ
時
少
し
納
得
が
い
き

ま
し
た
。
こ
う
い
う
こ
と
だ
っ
た
ん
だ
、
と
納
得
が
い
き
ま
し
た
。
そ
れ
を
お
話
し
す
る
前
に
で

す
ね
、
キ
リ
ス
ト
教
海
外
伝
道
と
い
う
の
は
イ
ギ
リ
ス
で
は
十
八
世
紀
後
半
に
起
こ
っ
て
き
ま
す

し
、
ア
メ
リ
カ
で
は
少
し
遅
れ
て
十
九
世
紀
は
じ
め
に
起
こ
っ
て
き
ま
す
が
、
そ
う
し
た
運
動
は

例
え
ば
ア
メ
リ
カ
の
例
で
言
い
ま
す
と
、
宗
教
に
対
し
て
非
常
に
保
守
的
、
古
い
考
え
方
を
頑
固

に
保
と
う
と
し
て
い
る
人
た
ち
が
行
っ
た
運
動
だ
と
い
う
こ
と
を
、
ま
ず
頭
に
入
れ
て
お
い
て
下
さ

い
。

　

十
九
世
紀
と
い
う
の
は
ご
存
知
の
よ
う
に
科
学
が
ど
ん
ど
ん
発
達
し
て
い
き
ま
す
し
、
産
業
も

発
展
し
、
資
本
主
義
社
会
が
ど
ん
ど
ん
成
長
し
ま
す
。
そ
れ
を
背
景
に
宗
教
色
は
社
会
か
ら
ど
ん

ど
ん
薄
れ
て
き
た
時
代
で
す
。
そ
う
い
う
時
期
に
危
機
感
を
覚
え
て
、
こ
の
ま
ま
で
は
い
け
な
い
、

キ
リ
ス
ト
教
を
も
っ
と
盛
ん
に
し
よ
う
、
本
来
の
形
を
守
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
考
え
た
保
守

的
な
人
た
ち
が
は
じ
め
た
運
動
だ
っ
た
の
で
す
。
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ー
そ
れ
は
私
た
ち
が
な
ん
と
な
く
宣
教
師
に
抱
い
て
い
る
、
頑
固
で
厳
し
い
イ
メ
ー
ジ
と
よ
く

重
な
り
ま
す
ね
。

　

そ
う
だ
と
思
い
ま
す
。
彼
ら
が
保
守
的
な
宗
教
家
だ
っ
た
こ
と
を
ま
ず
頭
に
置
い
て
も
ら
っ
て
、

私
が
さ
っ
き
言
い
か
け
ま
し
た
体
験
で
な
る
ほ
ど
と
思
っ
た
の
は
、
今
の
若
い
人
た
ち
は
ほ
と
ん

ど
読
ま
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
パ
ー
ル
・
バ
ッ
ク
と
い
う
ア
メ
リ
カ
の
作
家
が
い
ま
す
。
代
表

作
は
『
大
地
』
で
、
そ
れ
で
ピ
ュ
ー
リ
ッ
ツ
ア
賞
を
も
ら
っ
た
り
、
ノ
ー
ベ
ル
文
学
賞
も
受
賞
し

た
作
家
で
す
。

　

パ
ー
ル
・
バ
ッ
ク
は
中
国
に
伝
道
に
行
っ
た
宣
教
師
の
家
庭
で
育
っ
た
女
性
で
す
。
彼
女
が
自

分
の
父
、
中
国
に
伝
道
に
行
っ
た
宣
教
師
で
す
が
、
そ
の
父
に
つ
い
て
書
い
た
本
が
あ
り
ま
す
。

今
は
出
版
さ
れ
て
い
な
く
て
、
絶
版
で
す
の
で
、
図
書
館
で
読
む
か
、
古
本
屋
で
見
つ
け
る
し
か

な
い
の
で
す
が
、日
本
で
は『
戦
え
る
使
徒
』と
い
う
タ
イ
ト
ル
に
な
っ
て
い
ま
す
。「
使

徒
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
元
の
言
葉
は
エ
ン
ジ
ェ
ル
で
す
。
直
訳
す
れ
ば
「
戦
う
天
使
」

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
お
父
さ
ん
の
い
わ
ゆ
る
伝
記
を
書
い
た
も
の
で
す
。

　

こ
の
本
を
読
ん
だ
時
に
、
宣
教
と
は
こ
う
い
う
こ
と
だ
っ
た
の
か
、
宣
教
師
に
な

る
と
い
う
の
は
こ
う
い
う
こ
と
だ
っ
た
の
か
、
と
は
じ
め
て
納
得
し
ま
し
た
。

ー
で
し
た
ら
そ
の
一
節
を
紹
介
し
て
い
た
だ
け
ま
す
か
。

　

え
え
、
そ
う
思
っ
て
こ
こ
に
用
意
し
て
あ
り
ま
す
。
パ
ー
ル
・
バ
ッ
ク
の
お
父
さ
ん

が
ど
う
し
て
外
国
宣
教
師
に
な
っ
た
の
か
、
そ
の
き
っ
か
け
を
述
べ
た
件
が
あ
り
ま
す

パール・バックの家族の写真（1901年頃）
Pearl	S.	Buck	International	提供
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の
で
、
そ
れ
を
紹
介
し
ま
す
。

　

そ
の
前
に
そ
の
件
の
背
景
に
な
っ
て
い
る
事
実
を
お
話
し
し
た
方
が
い
い
と
思
い
ま
す
。
つ
ま
り

キ
リ
ス
ト
教
海
外
宣
教
師
が
任
地
に
行
っ
て
例
え
ば
十
年
く
ら
い
活
動
し
た
と
し
ま
す
。
宣
教
師

の
活
動
は
と
て
も
厳
し
い
も
の
で
す
。
報
告
書
の
表
面
に
は
あ
ま
り
出
て
き
ま
せ
ん
が
、
身
体
や

精
神
を
壊
し
た
例
も
少
な
く
な
い
と
思
い
ま
す
。
で
、
十
年
く
ら
い
働
く
と
、
今
、
大
学
で
も
そ

の
制
度
が
あ
り
ま
す
が
、
サ
バ
テ
ィ
カ
ル
と
言
っ
て
一
年
間
の
休
暇
が
も
ら
え
ま
す
。
宣
教
師
は

休
暇
で
本
国
に
一
旦
帰
り
ま
す
が
、
宣
教
師
の
場
合
、
休
暇
と
い
っ
て
も
完
全
な
休
暇
で
は
な
く

て
重
要
な
任
務
が
あ
り
ま
す
。
本
国
で
自
分
た
ち
を
支
援
し
て
く
れ
る
教
会
を
回
っ
て
、
自
分
た

ち
が
例
え
ば
中
国
で
ど
ん
な
活
動
を
し
て
ど
ん
な
成
果
を
あ
げ
た
の
か
、
現
地
の
人
々
が
ど
の
よ

う
に
素
晴
ら
し
く
変
わ
っ
た
の
か
を
講
演
し
て
回
り
ま
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
お
金
を
出
し
た
教
会

員
た
ち
の
満
足
を
満
た
し
ま
す
。

　

さ
ら
に
自
分
の
後
に
続
い
て
く
れ
る
次
の
宣
教
師
候
補
を
募
集
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の

た
め
に
機
運
を
盛
り
上
げ
る
と
い
い
ま
す
か
、
い
わ
ゆ
る
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い

義
務
が
サ
バ
テ
ィ
カ
ル
中
に
あ
る
わ
け
で
す
。

　

パ
ー
ル
・
バ
ッ
ク
に
話
を
戻
し
ま
す
が
、
彼
の
お
父
さ
ん
は
ア
ン
ド
リ
ュ
ウ
と
い
う
名
前
で
す
が
、

ア
ン
ド
リ
ュ
ウ
が
宣
教
師
に
な
っ
た
の
は
、
今
私
が
お
話
し
し
た
こ
と
と
関
係
し
て
い
ま
す
。
つ
ま

り
任
地
か
ら
本
国
に
戻
っ
て
き
た
伝
道
師
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
に
彼
は
遭
遇
し
ま
す
。
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ア
ン
ド
リ
ュ
ウ

　

今
か
ら
ち
ょ
っ
と
そ
の
場
面
を
紹
介
し
ま
す
が
、
印
象
的
な
の
は
ア
ン
ド
リ
ュ
ウ
は
ま
だ
十
六

歳
の
少
年
な
の
で
す
が
、
も
し
か
し
た
ら
自
分
は
将
来
海
外
に
行
っ
て
宣
教
師
に
な
る
の
で
は
な

い
か
と
い
う
気
持
ち
が
ふ
と
芽
生
え
た
時
に
、
怖
く
な
っ
た
と
言
い
ま
す
。
宣
教
師
に
な
る
と
い

う
考
え
に
捕
ら
わ
れ
る
の
は
「
怖
い
」
こ
と
だ
っ
た
の
で
す
。
そ
の
「
恐
怖
」
の
件
を
ま
ず
紹
介

し
ま
す
。

　
「
け
れ
ど
も
恐
怖
は
ア
ン
ド
リ
ウ
の
心
を
襲
っ
た
。
も
し
神
様
が
自
分
を
招
き
給
う
た
な
ら
ば
？

　

急
に
口
の
な
か
が
乾
い
て
、
食
物
が
咽
を
通
ら
な
く
な
っ
た
」

（
深
澤
正
策
訳
『
戦
え
る
使
徒
』
ダ
ヴ
ィ
ッ
ド
社　

一
九
五
二
年　

以
下
、
引
用
は
す
べ
て
同
じ
）

　

宣
教
師
に
な
る
こ
と
は
、
自
分
の
意
思
で
は
な
く
、「
神
様
が
招
き
給
う
」
こ
と
だ
っ
た
の
で
す
。

で
す
か
ら
、
招
か
れ
た
ら
ど
う
し
よ
う
、
招
か
れ
た
く
な
い
、
と
い
う
気
持
ち
が
あ
っ
た
こ
と
が

分
か
り
ま
す
。
実
際
彼
は
こ
の
後
、
大
学
を
出
て
神
学
校
に
進
学
し
、
志
願
し
て
中
国
伝
道
に
出

か
け
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
が
、
そ
の
自
分
の
運
命
と
い
い
ま
す
か
、
そ
の
予
感
を
感
じ
た
時
の

気
持
ち
が
怖
か
っ
た
、と
い
う
の
で
す
。
こ
こ
の
と
こ
ろ
が
私
に
と
っ
て
は
と
て
も
印
象
的
で
し
た
。

恐
怖
と
い
う
感
情
は
人
間
的
だ
し
、
そ
れ
な
ら
分
か
る
な
、
と
思
い
ま
し
た
。
そ
れ
で
、
こ
の
恐
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怖
の
件
に
い
た
る
一
節
を
少
し
長
い
で
す
が
読
ん
で
見
ま
す
。

　　
「
彼
が
海
外
伝
道
に
神
か
ら
招
か
れ
た
と
い
う
の
は
、
次
の
よ
う
な
事
情
で
あ
る
。

　

そ
の
と
き
、
中
国
か
ら
戻
っ
て
き
た
宣
教
師
が
ウ
エ
ス
ト
・
ヴ
ァ
ジ
ニ
ア
州
ル
イ
ス
バ
ー
グ
の
教

会
で
、
中
国
に
お
い
て
の
体
験
談
を
語
っ
た
。
十
六
歳
だ
っ
た
ア
ン
ド
リ
ウ
は
、
家
族
の
も
の
と
一

緒
に
前
列
の
椅
子
に
腰
を
か
け
て
、
中
国
伝
道
の
危
険
と
困
難
と
、
そ
う
し
て
絶
望
的
な
民
衆
に

た
い
す
る
福
音
の
必
要
に
耳
を
傾
け
た
。
し
か
し
、
聞
い
て
い
る
う
ち
に
彼
は
恐
ろ
し
く
な
っ
た
。

宣
教
師
の
顔
を
避
け
る
つ
も
り
で
、
自
分
だ
け
先
に
急
い
で
家
に
戻
っ
た
ほ
ど
恐
怖
の
念
に
打
た

れ
た
。
と
こ
ろ
が
彼
の
父
が
、
そ
の
背
の
高
い
、
痩
せ
て
凄
い
宣
教
師
を
晩
の
食
事
に
招
待
し
て

連
れ
て
き
た
の
で
、
彼
も
避
け
て
ば
か
り
い
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
そ
の
食
事
の
席
上
で
ず
ら

り
と
顔
を
な
ら
べ
て
い
る
男
の
子
た
ち
を
眺
め
た
宣
教
師
は
、
彼
の
父
に
言
っ
た
。

　
『
こ
ん
な
に
子
供
さ
ん
が
居
な
さ
る
の
じ
ゃ
か
ら
、
一
人
ぐ
ら
い
、
中
国
を
救
う
た
め
に
、
さ
さ

げ
ら
れ
て
は
ど
う
じ
ゃ
な
』

　

誰
も
答
え
な
い
。
子
供
等
の
父
は
、
す
っ
か
り
驚
い
た
。
一
年
に
一
度
か
二
度
、
海
外
か
ら
帰
っ

た
宣
教
師
の
説
教
を
聞
く
、
晩
食
を
御
馳
走
す
る
、
そ
れ
か
ら
馬
車
で
次
の
教
会
ま
で
送
り
届
け

る
の
は
、
甚
宜
し
い
。
し
か
し
、
そ
の
宣
教
師
に
子
供
を
や
る
の
は
、
問
題
が
違
う
」

　

こ
の
後
、先
ほ
ど
紹
介
し
た
「
け
れ
ど
も
恐
怖
は
ア
ン
ド
リ
ウ
の
心
を
襲
っ
た
」
が
出
て
き
ま
す
。
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こ
の
例
か
ら
分
か
る
も
う
一
つ
の
こ
と
は
、外
国
宣
教
師
と
い
う
職
業
は
、ま
っ
と
う
な
両
親
に
と
っ

て
は
な
っ
て
欲
し
く
な
い
職
業
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
若
い
息
子
が
若
さ
ゆ
え
の
理
想
に

燃
え
て
宣
教
師
に
な
る
こ
と
は
あ
っ
て
欲
し
く
な
い
こ
と
だ
っ
た
の
で
す
。

　

中
国
か
ら
帰
国
し
た
宣
教
師
の
提
案
が
あ
っ
た
後
、
母
親
は
こ
う
言
っ
て
い
ま
す
。

　
「
食
卓
の
一
端
に
居
る
母
親
は
、
き
っ
ぱ
り
と
云
っ
た
。

　
『
そ
の
こ
と
を
子
供
た
ち
の
頭
に
入
れ
た
く
あ
り
ま
せ
ん
』

　

宣
教
師
は
落
着
き
払
っ
て
居
る
。

　
『
神
様
が
招
き
給
う
』」

　　

兵
隊
に
と
ら
れ
る
こ
と
は
徴
兵
制
度
が
あ
れ
ば
避
け
難
い
こ
と
で
す
が
、
宣
教
師
に
と
ら
れ
る

と
い
う
こ
と
も
「
神
様
が
招
き
給
う
」
の
で
す
か
ら
、
場
合
に
よ
っ
て
は
法
律
以
上
に
逃
れ
難
い

こ
と
で
も
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
ま
あ
、
時
代
精
神
と
で
も
言
う
他
は
あ
り
ま
せ
ん
。

ー
当
時
、
ア
メ
リ
カ
に
広
ま
っ
て
い
た
時
代
精
神
に
よ
っ
て
宣
教
師
に
な
る
と
い
う
お
話
で
し

た
が
、
ア
ン
ド
リ
ュ
ウ
が
実
際
中
国
に
渡
っ
た
時
、
彼
の
行
動
を
支
え
て
い
た
気
持
ち
は
何
だ
っ

た
の
で
し
ょ
う
。

　

先
ほ
ど
伝
道
の
根
拠
と
な
っ
た
マ
タ
イ
の
一
節
を
紹
介
し
ま
し
た
が
、
伝
道
と
い
う
行
動
を
支

え
て
い
る
目
的
も
マ
タ
イ
に
あ
り
ま
す
。「
御
国
の
こ
の
福
音
は
あ
ら
ゆ
る
民
へ
の
証
し
と
し
て
、
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全
世
界
に
宣
べ
伝
え
ら
れ
る
。
そ
れ
か
ら
、
終
わ
り
が
来
る
」。
マ
タ
イ
二
四・
十
四
で
す
。

　

終
わ
り
の
日
と
い
う
の
は
、
主
が
天
か
ら
帰
っ
て
く
る
日
で
す
。
有
名
な
讃
美
歌
が
歌
っ
て
い

る
「
主
は
来
ま
せ
り
」
で
す
。
こ
の
日
は
、
ペ
テ
ロ
の
手
紙
第
二
（
三・
十
二
）
に
よ
れ
ば
「
天
は

焼
け
崩
れ
、
自
然
界
の
諸
要
素
は
燃
え
尽
き
、
熔
け
去
る
こ
と
で
し
ょ
う
」
の
だ
そ
う
で
す
。
海

外
伝
道
を
聖
書
か
ら
定
義
す
れ
ば
、
終
わ
り
の
日
を
招
来
す
る
た
め
の
空
間
的
に
も
時
間
的
に
も

壮
大
な
行
動
計
画
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。

ー
と
て
つ
も
な
い
計
画
で
す
ね
。

　

共
産
主
義
も
そ
う
で
す
が
、
人
間
は
観
念
だ
け
で
と
ん
で
も
な
い
行
動
が
出
来
る
動
物
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。
宣
教
師
の
行
動
を
支
え
て
い
た
使
命
感
に
つ
い
て
パ
ー
ル
・
バ
ッ
ク
は
こ
う
書
い

て
い
ま
す
。「
地
獄
の
火
は
燃
え
て
い
る
。
信
ぜ
ざ
る
悪
人
を
焼
く
ば
か
り
で
な
く
、
更
に
恐
る
べ

き
は
、
信
仰
を
知
ら
ず
し
て
死
ぬ
も
の
を
も
焼
く
の
で
あ
る
。
世
界
の
各
地
に
い
た
り
、
信
仰
を

知
ら
ざ
る
者
を
救
う
た
め
に
、
声
高
く
叫
び
、
警
告
す
る
の
は
既
に
救
わ
れ
た
る
霊
魂
と
し
て
、

な
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
焦
眉
の
急
務
で
あ
っ
た
」。

ー
で
も
実
に
勝
手
な
論
理
で
す
ね
。
キ
リ
ス
ト
教
の
信
者
で
な
け
れ
ば
（
仏
教
徒
だ
っ
た
ら
）、

地
獄
の
炎
で
焼
か
れ
る
わ
け
で
す
ね
。

　

確
か
に
。
で
も
論
理
の
是
非
は
と
も
か
く
パ
ー
ル・バ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
「
初
期
の
宣
教
師
た
ち
は
、

何
も
の
を
も
信
ず
る
こ
と
を
知
ら
ぬ
現
代
の
人
間
に
解
し
得
ぬ
信
仰
を
持
っ
て
い
た
」
と
言
い
ま

す
か
ら
、「
既
に
救
わ
れ
た
る
霊
魂
」、
つ
ま
り
宣
教
師
は
、
キ
リ
ス
ト
教
を
知
ら
な
い
無
知
な
人
々

スペインとの国境に近い南フランスミディ・ピ
レネ地方のコンクにあるサント・フォア聖堂。
その正面入り口を飾るティンパヌムに浮き彫
りされた「最後の審判」。左に天国が、右に
地獄が描かれている
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が
知
ら
な
い
ま
ま
に
地
獄
の
炎
で
焼
か
れ
る
こ
と
か
ら
救
い
出
す
こ
と
が
「
焦
眉
の
急
務
」
だ
っ
た

の
で
す
。
そ
し
て
改
宗
し
た
人
た
ち
は
、
地
獄
か
ら
救
わ
れ
た
こ
と
へ
の
喜
び
か
ら
か
、
あ
る
い

は
二
度
と
地
獄
に
落
ち
な
い
た
め
に
そ
れ
こ
そ
声
を
張
り
あ
げ
て
讃
美
歌
を
歌
っ
た
で
し
ょ
う
ね
。

§
15　

讃
美
歌
は
簡
単
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
の
か

ー
ア
ン
ド
リ
ュ
ウ
の
よ
う
に
志
願
し
て
き
た
若
者
を
海
外
伝
道
団
が
宣
教
師
と
し
て
海
外
に
派

遣
し
た
。
彼
ら
は
地
獄
に
落
ち
る
魂
を
救
う
た
め
に
昼
夜
た
が
わ
ず
働
い
た
。
そ
の
結
果
、
讃
美

歌
が
広
く
普
及
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
と
い
う
こ
と
で
し
た
が
、
讃
美
歌
が
普
及
す
る
以
前
に
は

現
地
に
は
ま
た
別
の
音
楽
と
い
う
か
歌
は
当
然
あ
り
ま
し
た
よ
ね
。

　

も
ち
ろ
ん
そ
う
で
す
。
宣
教
師
側
か
ら
見
れ
ば
土
着
の
音
楽
、
今
日
の
言
葉
で
言
え
ば
伝
統
音

楽
と
か
民
族
音
楽
と
い
う
言
葉
で
呼
ば
れ
て
い
る
音
楽
で
す
ね
。

ー
改
宗
す
る
と
い
う
こ
と
も
そ
う
で
し
ょ
う
が
、
古
く
か
ら
あ
る
自
分
た
ち
の
音
楽
を
讃
美
歌

と
簡
単
に
交
換
し
て
し
ま
っ
た
の
で
す
か
。

　

そ
こ
ら
辺
り
が
重
要
な
こ
と
で
す
ね
。
結
論
か
ら
言
い
ま
す
と
、
ど
う
も
簡
単
に
交
換
し
た
み

た
い
で
す
ね
。
日
本
の
場
合
で
も
わ
ず
か
百
年
ば
か
り
、
二
世
代
く
ら
い
で
簡
単
に
音
楽
が
す
っ

か
り
西
洋
化
し
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
ね
。

ー
そ
の
お
陰
で
今
私
た
ち
は
讃
美
歌
を
聞
い
て
も
少
し
も
違
和
感
を
覚
え
ま
せ
ん
が
、
百
年
前
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の
日
本
を
想
像
し
て
も
分
か
り
ま
す
が
、
同
じ
頃
の
ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
で
す
か
、
そ
う
い
っ
た
島
々

も
同
じ
だ
と
想
像
出
来
ま
す
が
、
彼
ら
が
普
段
親
し
ん
で
い
た
音
楽
と
讃
美
歌
と
は
随
分
違
っ
た

音
楽
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
ね
。

　

そ
う
だ
と
思
い
ま
す
。

ー
だ
と
し
た
ら
、
ど
う
し
て
そ
う
簡
単
に
入
れ
替
わ
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
不
思
議
で
す
。
音
楽

文
化
と
い
う
の
は
そ
ん
な
に
変
わ
り
や
す
い
も
の
な
の
で
し
ょ
う
か
。
彼
ら
が
普
段
親
し
ん
で
い

た
音
楽
と
讃
美
歌
と
が
も
し
も
あ
ま
り
に
も
違
っ
た
音
楽
だ
と
し
た
ら
、
な
ぜ
そ
ん
な
に
簡
単
に

讃
美
歌
を
受
け
入
れ
た
の
だ
ろ
う
か
、
普
通
な
ら
、
奇
妙
と
か
、
理
解
出
来
な
い
と
か
、
不
思
議

と
か
そ
う
い
う
感
情
が
起
こ
っ
て
、
な
か
な
か
受
け
入
れ
な
い
の
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
の
で
す
が
、

ど
う
な
ん
で
す
か
。

　

彼
ら
が
普
段
親
し
ん
で
い
た
音
楽
、
昔
か
ら
ず
っ
と
親
し
ん
で
来
た
音
楽
と
讃
美
歌
と
を
簡
単

に
入
れ
替
え
た
こ
と
に
は
い
く
つ
か
理
由
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

一
つ
は
、そ
れ
が
宗
教
音
楽
だ
っ
た
か
ら
で
し
ょ
う
。
一
度
キ
リ
ス
ト
教
に
改
宗
し
て
し
ま
う
と
、

讃
美
歌
は
唯
一
の
適
格
な
音
楽
で
す
か
ら
、
古
い
宗
教
に
関
わ
る
諸
々
の
物
品
を
廃
棄
し
て
用
の

な
く
な
っ
た
古
い
音
楽
は
廃
棄
し
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
も
う
一
つ
は
、新
し
い
文
明
の
魅
力
で
す
。

文
明
の
力
に
魅
了
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
の
い
い
例
が
オ
ル
ガ
ン
で
す
。

　

日
本
で
は
足
踏
み
オ
ル
ガ
ン
と
い
う
通
称
で
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
正
式
に
は
リ
ー
ド
オ
ル
ガ
ン

と
言
い
ま
す
。
日
本
で
は
今
で
は
ピ
ア
ノ
に
変
わ
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
数
十
年
前
ま
で
は
、
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私
た
ち
が
子
供
の
頃
は
、
学
校
の
歌
の
伴
奏
の
主
役
は
ピ
ア
ノ
で
は
な
く
オ
ル
ガ
ン
で
し
た
。
今

で
こ
そ
オ
ー
デ
ィ
オ
機
器
が
発
達
し
て
い
ま
す
の
で
、
オ
ル
ガ
ン
の
音
に
驚
く
こ
と
は
あ
り
ま
せ

ん
し
、
と
り
た
て
て
魅
力
だ
と
感
じ
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
百
年
以
上
も
前
で
す
と
、
あ
の

小
さ
な
箱
か
ら
あ
あ
い
っ
た
音
色
と
音
量
が
出
る
と
い
う
の
は
、
日
本
人
も
含
め
て
、
現
地
の
人

た
ち
に
は
新
鮮
な
驚
き
だ
っ
た
し
、
魅
了
さ
れ
た
わ
け
で
す
。
あ
る
日
本
人
な
ん
か
は
、
ま
る
で

俗
界
の
塵
芥
か
ら
離
れ
て
桃
源
郷
に
迷
い
込
ん
だ
心
地
が
し
た
、
と
い
う
感
想
を
残
し
て
い
ま
す
。

　

面
白
い
こ
と
は
で
す
ね
、
宣
教
師
は
よ
く
必
需
品
の
一
つ
と
し
て
オ
ル
ガ
ン
を
任
地
に
携
帯
し

ま
す
。
ピ
ア
ノ
だ
と
無
理
で
す
け
ど
、
オ
ル
ガ
ン
で
す
と
ち
ょ
っ
と
大
き
な
ト
ラ
ン
ク
く
ら
い
で
、

運
べ
る
ん
で
す
ね
。
そ
し
て
任
地
で
オ
ル
ガ
ン
を
鳴
ら
し
て
讃
美
歌
を
教
え
ま
す
。
そ
の
魅
力
に

よ
っ
て
現
地
の
人
た
ち
が
讃
美
歌
を
覚
え
て
い
き
ま
す
。
日
本
で
も
明
治
十
年
代
後
半
か
ら
特
に

女
子
ミ
ッ
シ
ョ
ン
ス
ク
ー
ル
の
生
徒
数
が
急
増
し
ま
す
が
、
オ
ル
ガ
ン
の
魅
力
に
大
き
な
原
因
が

あ
っ
た
こ
と
が
分
か
っ
て
い
ま
す
。

ー
今
オ
ル
ガ
ン
の
魅
力
を
強
調
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
魅
力
も
あ
っ
て
彼
ら
に
と
っ
て
新
し
い
歌

で
あ
る
讃
美
歌
が
普
及
し
た
と
い
う
お
話
で
し
た
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
彼
ら
の
古
い
歌
は
捨
て
ら

れ
た
の
で
す
か
。
廃
仏
毀
釈
の
よ
う
に
。

　

そ
の
質
問
に
ち
ょ
う
ど
良
い
例
が
あ
り
ま
す
。
先
日
サ
モ
ア
と
い
う
所
に
行
っ
て
き
ま
し
た
。

南
太
平
洋
に
浮
か
ぶ
サ
モ
ア
は
西
と
東
で
は
別
々
の
国
で
、
西
サ
モ
ア
は
独
立
国
で
す
が
、
東
は

ア
メ
リ
カ
ン
・
サ
モ
ア
と
い
っ
て
ア
メ
リ
カ
領
で
す
。
私
が
行
っ
た
の
は
ア
メ
リ
カ
ン
・
サ
モ
ア
の

折りたたみ式リード・オルガン
同志社女子大学史料室所蔵
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方
で
す
。

　

そ
こ
の
住
民
と
い
い
ま
す
か
島
民
は
ほ
ぼ
百
パ
ー
セ
ン
ト
、
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
で
す
。
彼
ら
は
教

会
を
中
心
に
社
会
生
活
を
し
て
い
ま
す
。
彼
ら
の
生
活
は
教
会
を
中
心
に
動
い
て
い
る
と
言
っ
て

い
い
と
思
い
ま
す
。
そ
の
教
会
に
行
き
ま
す
と
、
礼
拝
で
素
晴
ら
し
い
讃
美
歌
の
歌
声
を
聞
く
こ

と
が
出
来
ま
す
。そ
れ
は
す
で
に
有
名
な
こ
と
で
、い
わ
ゆ
る
混
声
四
部
合
唱
で
実
に
美
し
い
声
で
、

と
て
も
声
量
の
あ
る
合
唱
が
聞
こ
え
ま
す
。

　

私
は
は
じ
め
て
実
際
に
聞
き
ま
し
て
、
一
瞬
自
分
は
オ
ペ
ラ
ハ
ウ
ス
に
い
て
、
オ
ペ
ラ
の
中
の
合

唱
が
沸
き
起
こ
っ
た
の
か
と
思
っ
た
く
ら
い
で
し
た
。
こ
の
合
唱
の
起
源
は
十
九
世
紀
に
島
に
伝

わ
っ
た
讃
美
歌
に
あ
る
わ
け
で
す
が
、
私
も
同
じ
疑
問
を
持
ち
ま
し
て
、
教
会
に
案
内
し
て
く
れ

た
人
が
現
地
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
カ
レ
ッ
ジ
、
日
本
で
言
え
ば
短
大
で
音
楽
を
教
え
て
い
る
若
い
先

生
で
、
彼
に
聞
い
て
み
ま
し
た
。

　
「
サ
モ
ア
で
は
古
い
音
楽
は
ど
う
な
っ
た
の
か
？　

キ
リ
ス
ト
教
宣
教
師
が
讃
美
歌
を
持
っ
て
く

る
以
前
に
あ
っ
た
古
い
音
楽
は
今
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
？
」

　

彼
は
は
っ
き
り
と
「
分
か
ら
な
い
」
と
言
い
ま
し
た
。
宣
教
師
が
や
っ
て
く
る
以
前
の
音
楽
が

も
う
残
っ
て
い
な
い
、
と
い
う
の
で
す
。
も
う
私
た
ち
は
そ
れ
に
つ
い
て
知
り
よ
う
が
な
い
、
と
。

　

今
私
た
ち
が
歌
っ
て
い
る
こ
の
合
唱
が
私
た
ち
の
音
楽
な
の
だ
、
と
。
そ
ん
な
風
に
言
っ
て
い

ま
し
た
。
小
さ
な
島
で
す
の
で
、
古
い
音
楽
が
伝
承
さ
れ
ず
に
、
そ
の
代
わ
り
に
キ
リ
ス
ト
教
の

讃
美
歌
、
あ
る
い
は
そ
れ
か
ら
生
ま
れ
た
新
し
い
教
会
音
楽
だ
け
が
島
に
残
っ
て
い
る
の
で
す
。
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日
本
で
は
こ
こ
ま
で
の
こ
と
は
起
こ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
小
さ
な
島
で
は
日
本
で
起
こ
っ
た

こ
と
が
も
っ
と
荒
々
し
い
、
暴
力
的
と
で
も
言
い
た
く
な
る
形
で
起
こ
っ
て
い
る
と
感
じ
ま
し
た
。

　

讃
美
歌
を
歌
う
よ
う
に
な
る
と
古
い
歌
が
廃
れ
て
し
ま
う
、
そ
う
い
う
歴
史
が
起
こ
っ
た
の
で

は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
の
こ
と
を
分
か
り
や
す
く
表
現
す
る
た
め
に
、
私
は
讃
美
歌
以
前

と
以
後
と
で
は
ア
ジ
ア
太
平
洋
の
音
楽
史
に
活
断
層
の
よ
う
に
亀
裂
が
走
っ
て
い
る
、
と
言
っ
て

い
ま
す
。

　
§
16　

土
地
の
古
く
か
ら
の
歌
と
の
関
係
は

ー
そ
れ
は
ま
た
随
分
悲
劇
的
な
お
話
で
す
ね
。

　

サ
モ
ア
の
人
た
ち
は
そ
う
は
考
え
て
い
な
い
よ
う
で
す
。
自
分
た
ち
の
特
徴
は
柔
軟
性
に
あ
る

と
言
っ
て
い
ま
し
た
。
外
国
の
文
化
を
受
け
入
れ
る
け
れ
ど
、
そ
れ
を
自
分
た
ち
に
合
う
よ
う
に

改
良
し
て
い
る
と
。
結
局
、
私
た
ち
日
本
人
と
同
じ
こ
と
を
言
っ
て
い
る
と
思
い
ま
せ
ん
か
。
日
本

の
場
合
も
、
そ
う
は
違
わ
な
い
と
思
い
ま
す
。
言
語
は
日
本
語
が
残
り
ま
し
た
が
、
音
楽
は
日
本

音
楽
が
残
ら
ず
普
通
の
生
活
で
は
ほ
ぼ
西
洋
音
楽
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

今
の
若
い
人
た
ち
が
歌
っ
て
い
る
歌
を
明
治
の
人
た
ち
が
も
し
も
聞
く
こ
と
が
出
来
た
ら
、
日

本
人
だ
と
は
思
わ
な
い
と
思
い
ま
す
よ
。

ー
で
も
幕
末
の
顛
末
な
ん
か
を
見
ま
す
と
、
や
は
り
西
洋
列
強
の
強
力
な
圧
力
を
前
に
し
て
変
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わ
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
い
う
面
が
あ
っ
た
と
い
う
思
い
は
拭
え
ま
せ

ん
。

　

確
か
に
あ
る
面
で
は
そ
う
で
し
ょ
う
。
で
も
宣
教
師
に
と
っ
て
は
、
例

え
ば
日
本
に
来
た
時
に
日
本
の
音
楽
が
あ
ま
り
に
も
種
類
の
違
っ
た
音
楽

だ
っ
た
の
で
ほ
と
ん
ど
理
解
出
来
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。　

　

理
解
出
来
な
か
っ
た
だ
け
な
ら
い
い
の
で
す
が
、
あ
る
い
は
自
分
は
理

解
出
来
な
い
の
だ
、
と
い
う
見
方
を
し
て
く
れ
れ
ば
問
題
は
な
い
の
で
す

が
、
そ
う
で
は
な
く
て
、
そ
れ
は
や
は
り
古
い
習
慣
、
古
い
信
仰
と
結
び

つ
い
て
い
る
と
思
う
わ
け
で
す
。
古
い
習
慣
、
古
い
信
仰
と
い
う
の
は
彼

ら
か
ら
す
れ
ば
間
違
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
邪
悪
な
教
え
と
い
い
ま
す
か
、

邪
教
な
わ
け
で
す
。
悪
魔
の
教
え
な
の
で
す
。
だ
か
ら
そ
ん
な
古
い
歌
は

歌
っ
て
は
い
け
な
い
、
と
言
っ
た
の
で
す
。

ー
宣
教
師
た
ち
は
古
い
歌
を
禁
止
し
た
の
で
す
か
？

　

は
い
、
そ
う
で
す
。
古
く
か
ら
親
し
ん
で
き
た
歌
が
ど
う
し
て
讃
美
歌

に
入
れ
替
わ
っ
た
の
か
と
い
う
問
題
は
、
こ
の
面
か
ら
も
捉
え
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。
宣
教
師
た
ち
は
任
地
に
行
っ
て
古
い
歌
や
踊
り
を
強
制
的
に

禁
止
し
て
い
き
ま
す
。
こ
れ
は
例
え
ば
ハ
ワ
イ
と
か
ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
で
実

際
に
あ
っ
た
こ
と
で
す
。

ハワイ最初のキリスト教徒カメハメハ２世の王妃ケオプラニのキリスト教式の葬式
出典：American	Board	of	Commissioners	for	Foreign	Missions.	Paper	(Primary	
Source	Media	／	Cengage	Learning)
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ど
う
い
う
強
制
が
あ
る
か
と
言
う
と
、
例
え
ば
古
い
歌
や
踊
り
を
続
け

て
い
る
と
、
信
仰
が
足
り
な
い
と
い
う
こ
と
で
教
会
の
仲
間
、
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
ー
か
ら
追
い
出
し
ま
す
。
追
放
、
破
門
で
す
ね
。
そ
れ
以
前
に
は
、

古
い
歌
や
踊
り
を
し
て
い
る
と
あ
な
た
は
地
獄
に
落
ち
る
と
い
う
よ
う
な

こ
と
も
言
っ
た
で
し
ょ
う
し
ね
。
島
中
が
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
に
な
っ
て
い
る
と
、

自
分
が
破
門
さ
れ
る
と
そ
の
社
会
で
生
き
て
い
け
な
く
な
る
の
で
、
破
門

は
あ
る
時
期
か
ら
強
い
強
制
力
と
し
て
働
い
て
い
き
ま
す
。

ー
今
、
先
生
は
キ
リ
ス
ト
教
の
宣
教
師
た
ち
は
古
い
歌
舞
を
禁
止
し
て

い
っ
た
、
そ
う
い
う
事
実
が
あ
る
ん
だ
と
指
摘
さ
れ
ま
し
た
が
、
も
う
少

し
い
く
つ
か
具
体
例
を
あ
げ
て
下
さ
る
と
分
か
り
や
す
い
と
思
い
ま
す
が
。

　

そ
う
で
す
ね
、
例
え
ば
こ
ん
な
例
が
あ
り
ま
す
。
昭
和
九
年
に
あ
る
民

族
音
楽
学
者
が
ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
に
音
楽
の
調
査
に
出
か
け
ま
し
た
。
田
辺

尚
雄
と
い
う
学
者
で
す
。
彼
が
ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
に
行
っ
て
目
の
当
た
り
に

し
た
の
は
ど
こ
も
か
し
こ
も
讃
美
歌
だ
ら
け
な
の
で
す
。
彼
は
讃
美
歌
に

よ
っ
て
在
来
の
音
楽
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
と
て
も
心

配
し
ま
し
た
。
幸
い
な
こ
と
に
い
く
つ
か
残
っ
て
い
ま
し
た
。
た
だ
し
そ
こ

に
は
問
題
が
あ
っ
て
、
在
来
の
歌
舞
を
や
ら
せ
る
と
い
う
こ
と
に
現
地
の

人
々
の
間
に
は
強
い
抵
抗
が
あ
り
ま
し
た
。

王妃ケオプラニの伝統の葬式
出典：American	Board	of	Commissioners	for	Foreign	Missions.	Paper	(Primary	
Source	Media	／	Cengage	Learning)
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ま
ず
長
い
間
キ
リ
ス
ト
教
宣
教
師
が
禁
止
し
て
き
ま
し
た
の
で
、
彼
ら
は
踊
り
た
が
ら
な
い
。

そ
し
て
昭
和
九
年
と
言
い
ま
す
と
ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
は
日
本
の
委
任
統
治
領
だ
っ
た
の
で
、
日
本
の

官
憲
が
宣
教
師
の
政
策
を
そ
の
ま
ま
受
け
継
い
で
在
来
の
歌
や
踊
り
を
禁
止
す
る
と
い
う
こ
と
を

続
け
て
い
ま
し
た
。
で
す
か
ら
田
辺
が
在
来
の
音
楽
を
望
ん
で
も
な
か
な
か
や
っ
て
も
ら
え
な
い

と
い
う
状
況
が
あ
り
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
田
辺
と
同
じ
船
に
女
性
宣
教
師
が
乗
り
合
わ
せ
て
い
ま
し
た
。
彼
女
は
ク
サ
イ
で
長
い

こ
と
宣
教
活
動
を
し
た
当
の
本
人
で
し
た
。
彼
女
は
身
を
も
っ
て
古
い
歌
や
踊
り
を
禁
止
し
た
と

い
う
逸
話
が
残
っ
て
い
ま
す
。
あ
る
時
軍
隊
か
ら
島
民
た
ち
を
踊
ら
せ
ろ
と
銃
を
向
け
ら
れ
た
が
、

そ
れ
で
も
彼
女
は
頑
と
し
て
聞
き
入
れ
な
か
っ
た
、
そ
う
い
う
筋
金
入
り
の
宣
教
師
で
す
。
彼
女

が
船
の
中
で
今
度
日
本
の
学
者
が
島
に
行
っ
て
、
長
い
間
禁
止
し
て
い
た
踊
り
を
踊
ら
せ
て
記
録

す
る
と
い
う
話
を
聞
い
て
カ
ン
カ
ン
に
怒
り
ま
す
。
で
も
田
辺
は
い
ろ
ん
な
懐
柔
策
を
使
っ
て
、

無
事
な
ん
と
か
古
い
歌
舞
の
録
音
に
こ
ぎ
つ
け
ま
す
。

　

そ
の
詳
し
い
顛
末
は
残
念
な
が
ら
今
お
話
し
す
る
時
間
が
あ
り
ま
せ
ん
が
、
こ
の
例
に
見
ら
れ

る
よ
う
に
、
キ
リ
ス
ト
教
宣
教
師
た
ち
は
は
っ
き
り
と
土
着
の
歌
舞
を
禁
止
し
て
い
き
ま
し
た
。

そ
の
代
わ
り
に
自
分
た
ち
の
讃
美
歌
を
歌
う
よ
う
に
仕
向
け
て
い
き
ま
し
た
。
仕
向
け
る
、
と
い

う
言
葉
が
適
切
か
ど
う
か
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
簡
単
に
言
う
と
そ
う
い
う
こ
と
だ
っ
た
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

　

今
、
ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
の
例
を
お
話
し
し
ま
し
た
が
、
ハ
ワ
イ
で
も
全
く
同
じ
こ
と
が
行
わ
れ
ま
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し
た
。
タ
ヒ
チ
で
も
マ
ル
ケ
サ
ス
で
も
、
ト
ン
ガ
で
も
ク
ッ
ク
で
も
同
じ
で
す
。
で
す
か
ら
キ
リ

ス
ト
教
の
布
教
に
よ
っ
て
普
及
し
て
い
っ
た
讃
美
歌
は
在
来
の
歌
舞
を
駆
逐
し
て
い
っ
て
、
そ
れ
に

置
き
換
わ
る
形
で
ア
ジ
ア
太
平
洋
地
域
に
広
が
っ
て
い
っ
た
、
そ
う
い
う
面
を
持
っ
て
い
ま
す
。

ー
日
本
の
場
合
は
宣
教
師
が
日
本
の
古
く
か
ら
の
歌
舞
を
禁
止
し
た
と
い
う
話
は
聞
き
ま
せ
ん
ね
。

　

日
本
で
そ
れ
を
し
た
ら
、
内
政
干
渉
に
な
る
で
し
ょ
う
。
小
さ
な
島
と
は
違
っ
て
そ
れ
な
り
に

強
い
国
で
し
た
し
、
人
口
も
多
か
っ
た
で
す
し
ね
。
近
代
国
家
が
は
じ
ま
っ
た
ば
か
り
と
は
い
え
、

そ
れ
な
り
の
国
力
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、
宣
教
師
が
直
接
日
本
の
歌
舞
を
禁
止
す
る
と
い
う
措
置

は
と
れ
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
そ
の
代
わ
り
と
言
っ
て
い
い
の
で
し
ょ
う
か
、
日
本
で
は
み
ず
か

ら
禁
止
し
て
い
き
ま
す
。
詳
し
く
お
話
は
出
来
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
南
の
島
々
で
宣
教
師
が
歌
舞

を
禁
止
し
た
理
由
は
、
彼
ら
の
歌
舞
が
宣
教
師
か
ら
す
れ
ば
許
し
が
た
い
男
女
間
の
み
だ
ら
な
行

為
と
結
び
つ
い
て
い
た
か
ら
で
す
。

　

な
ぜ
こ
ん
な
話
を
す
る
か
と
言
い
ま
す
と
、
実
は
日
本
で
も
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
起
こ
り
ま
し

た
。
明
治
三
、四
年
あ
た
り
に
、
県
レ
ベ
ル
で
盆
踊
り
を
禁
止
す
る
と
い
う
条
例
が
た
く
さ
ん
出
て

き
ま
す
。
上
か
ら
の
命
令
で
盆
踊
り
を
止
め
さ
せ
ま
し
た
。
盆
踊
り
は
今
と
は
違
っ
て
い
わ
ゆ
る

未
婚
の
若
い
男
女
が
夜
自
由
に
交
際
し
て
も
い
い
と
い
う
習
慣
と
結
び
つ
い
て
い
た
の
で
す
。
万
葉

の
時
代
か
ら
あ
る
歌
垣
の
よ
う
な
風
習
で
す
ね
。
男
女
の
自
由
な
交
際
を
誘
発
す
る
よ
う
な
盆
踊

り
は
、
日
本
が
近
代
国
家
に
な
る
に
は
ま
ず
い
と
い
う
の
で
、
こ
の
場
合
は
自
主
的
に
上
か
ら
禁

止
し
ま
し
た
。
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禁
止
し
た
主
体
が
宣
教
師
か
行
政
府
か
と
い
う
違
い
は
あ
り
ま
す
が
、日
本
も
南
太
平
洋
の
島
々

や
ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
の
島
々
と
同
じ
歴
史
を
持
っ
て
い
る
、
共
通
点
が
あ
る
、
と
私
は
見
て
い
ま
す
。

§
17　

唱
歌
は
な
ぜ
他
所
で
は
生
ま
れ
な
か
っ
た
の
か

ー
な
る
ほ
ど
、
確
か
に
こ
の
よ
う
に
お
話
を
う
か
が
っ
て
き
ま
す
と
、
先
生
が
最
初
に
お
っ

し
ゃ
っ
た
よ
う
に
唱
歌
が
単
な
る
古
い
歌
と
か
学
校
で
あ
る
程
度
強
制
的
に
習
う
歌
だ
と
か
、
老

人
ホ
ー
ム
で
お
年
寄
り
た
ち
が
懐
か
し
く
思
う
歌
、
聞
い
て
喜
ぶ
歌
、
と
い
う
だ
け
で
は
な
い
歴

史
的
に
深
い
背
景
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
よ
く
分
か
り
ま
し
た
。
も
う
一
度
こ
こ
で
先
生
の
お
話

を
私
な
り
に
簡
単
に
整
理
し
て
み
ま
す
と
、
十
八
世
紀
後
半
か
ら
イ
ギ
リ
ス
と
か
ア
メ
リ
カ
で
キ

リ
ス
ト
教
の
海
外
伝
道
運
動
が
起
こ
り
、
そ
し
て
私
た
ち
の
関
係
で
い
う
と
、
ア
ジ
ア
太
平
洋
地

域
に
キ
リ
ス
ト
教
が
布
教
さ
れ
た
。
布
教
に
伴
っ
て
、
そ
の
地
域
に
讃
美
歌
が
普
及
し
て
い
っ
た
。

そ
の
こ
と
は
讃
美
歌
が
普
及
し
て
い
っ
た
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
宣
教
師
た
ち
に
よ
り
、
あ
る

い
は
自
主
的
に
古
い
伝
統
的
な
音
楽
を
禁
止
し
て
、
演
奏
を
や
め
さ
せ
て
、
そ
の
か
わ
り
に
讃
美

歌
を
演
奏
さ
せ
る
、
そ
う
い
う
歴
史
が
あ
っ
た
わ
け
で
す
ね
。

　
で
、
先
生
が
最
初
に
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
面
白
い
お
話
、
唱
歌
が
日
本
だ
け
で
誕
生
し
た
の
は

な
ぜ
な
の
か
、
も
し
か
し
た
ら
唱
歌
の
誕
生
は
奇
跡
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
こ

と
に
繋
が
っ
て
く
る
と
思
う
の
で
す
が
、
ど
う
し
て
他
所
の
地
域
で
は
、
日
本
で
起
こ
っ
た
よ
う
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な
讃
美
歌
か
ら
唱
歌
が
生
ま
れ
て
く
る
と
い
う
過
程
を
経
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
、
そ
う
い
う

過
程
が
ど
う
し
て
起
こ
ら
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　

ま
さ
に
、
私
が
研
究
し
て
い
る
の
は
そ
の
こ
と
な
ん
で
す
が
、
ま
だ
最
終
的
な
結
論
、
と
い
う

か
証
明
に
は
材
料
が
不
十
分
だ
と
思
う
の
で
す
が
。
今
の
と
こ
ろ
思
っ
て
い
る
こ
と
は
、
今
の
問

題
は
別
の
言
い
方
を
す
る
と
讃
美
歌
の
土
着
化
と
い
う
問
題
と
密
接
に
関
わ
っ
て
く
る
わ
け
で
す
。

讃
美
歌
の
土
着
化
と
い
う
の
は
、
つ
ま
り
、
讃
美
歌
と
い
う
の
は
ア
メ
リ
カ
と
か
イ
ギ
リ
ス
と
か

か
ら
く
る
わ
け
で
す
が
、
も
と
も
と
そ
れ
は
外
来
文
化
な
わ
け
で
す
ね
。
そ
れ
を
自
分
た
ち
の
文

化
に
変
え
て
い
く
こ
と
が
必
要
だ
と
思
う
の
で
す
が
、
そ
の
こ
と
を
讃
美
歌
の
土
着
化
と
い
う
ふ

う
に
呼
ん
で
い
ま
す
。

　

ま
ず
、
土
着
化
で
行
わ
れ
た
の
が
歌
詞
を
現
地
語
に
す
る
。
日
本
の
場
合
で
言
え
ば
歌
詞
を
日

本
語
に
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
広
く
行
わ
れ
た
わ
け
で
す
。
つ
ま
り
英
語
の
歌
詞
を
ポ

ナ
ペ
な
ら
ポ
ナ
ペ
語
、
ハ
ワ
イ
な
ら
ハ
ワ
イ
語
、
サ
モ
ア
な
ら
サ
モ
ア
語
に
翻
訳
し
て
現
地
の
言
葉

で
讃
美
歌
を
歌
う
。
こ
の
こ
と
は
広
く
行
わ
れ
た
い
わ
ゆ
る
讃
美
歌
の
土
着
化
な
ん
で
す
。

　

と
こ
ろ
が
で
す
ね
、
歌
詞
の
方
は
土
着
が
行
わ
れ
た
ん
で
す
が
、
メ
ロ
デ
ィ
の
方
は
土
着
化
が

進
ま
な
か
っ
た
わ
け
で
す
。
全
く
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
が
、
日
本
の
場
合
で
も
、
日

本
の
古
来
の
メ
ロ
デ
ィ
を
讃
美
歌
に
使
う
例
が
な
い
わ
け
で
も
な
い
の
で
す
が
、
非
常
に
少
な
い

で
す
ね
。
一
例
か
二
例
く
ら
い
し
か
な
い
の
で
す
。
こ
の
よ
う
に
、
音
楽
の
方
を
土
着
化
す
る
と
い

う
動
き
は
ほ
と
ん
ど
起
こ
ら
な
か
っ
た
。
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ー
そ
う
で
す
ね
、
確
か
に
先
生
が
お
っ
し
ゃ
る
よ
う
に
、
改
め
て
讃
美
歌
集
を
手
に
取
っ
て
み

る
と
、
ほ
と
ん
ど
全
て
外
国
の
歌
、
あ
る
い
は
外
国
の
作
曲
家
が
作
っ
た
歌
で
す
よ
ね
。

　

そ
う
な
ん
で
す
。
先
ほ
ど
も
述
べ
ま
し
た
が
、
確
か
に
ア
メ
リ
カ
な
ん
か
で
は
十
九
世
紀
前
半

か
ら
中
盤
に
か
け
て
ロ
ー
エ
ル
・
メ
ー
ソ
ン
と
い
う
と
っ
て
も
有
名
な
讃
美
歌
作
曲
家
が
い
て
、
彼

が
作
っ
た
讃
美
歌
と
い
う
の
は
非
常
に
人
気
が
あ
っ
て
、
み
ん
な
に
歌
わ
れ
た
わ
け
で
す
。
ま
さ

に
自
前
で
讃
美
歌
の
音
楽
を
作
っ
て
い
っ
た
わ
け
で
す
。
ロ
ー
エ
ル
・
メ
ー
ソ
ン
の
有
名
な
讃
美

歌
と
い
え
ば
、
日
本
人
に
も
耳
に
慣
れ
て
い
る
も
の
と
い
え
ば
『
主
よ
み
も
と
に
ち
か
づ
か
ん
』
と

い
う
歌
で
す
ね
、
あ
あ
い
う
ふ
う
に
非
常
に
人
気
を
得
て
い
っ
た
わ
け
で
す
。

　

あ
る
い
は
ア
メ
リ
カ
で
作
ら
れ
た
歌
と
い
う
の
は
、
ム
ー
デ
ィ
と
い
う
人
が
い
る
の
で
す
が
、
そ

の
人
が
作
っ
た
歌
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
に
ア
メ
リ
カ
の
例
で
見
ま
す
と
自
分
た
ち
の
音
楽
を

作
っ
て
い
く
の
で
す
が
、
日
本
の
讃
美
歌
集
は
、
お
っ
し
ゃ
る
と
お
り
日
本
人
の
作
曲
家
が
作
っ
た

讃
美
歌
の
音
楽
と
い
う
も
の
が
ほ
と
ん
ど
な
い
と
思
う
ん
で
す
。
今
で
も
ね
。
あ
る
意
味
、
非
常

に
頑
固
に
、
外
国
の
も
の
を
そ
の
ま
ま
今
も
歌
っ
て
い
る
。
そ
の
面
で
保
守
的
な
面
を
持
っ
て
い
ま

す
。

　

そ
れ
で
、
ち
ょ
っ
と
話
を
土
着
化
に
戻
し
ま
す
が
、
音
楽
の
方
で
は
、
教
会
の
中
で
は
土
着
化

と
い
う
こ
と
は
起
こ
ら
な
か
っ
た
わ
け
で
す
。
サ
モ
ア
の
よ
う
な
南
太
平
洋
の
例
で
言
い
ま
す
と
、

歌
詞
は
自
分
た
ち
の
言
葉
に
置
き
換
わ
っ
た
ん
で
す
が
、
メ
ロ
デ
ィ
は
そ
の
ま
ま
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら

来
た
も
の
を
ず
っ
と
使
っ
て
歌
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
た
だ
し
、
現
代
で
は
、
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サ
モ
ア
の
例
で
す
と
新
し
い
教
会
音
楽
を
自
分
た
ち
で
、
つ
ま
り
サ
モ
ア
の
作
曲
家
が
新
し
い
讃

美
歌
、
宗
教
音
楽
を
ど
ん
ど
ん
作
曲
し
て
い
る
、
そ
れ
を
み
ん
な
で
教
会
で
歌
う
、
そ
う
い
う
こ

と
が
今
、
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

だ
か
ら
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
き
た
讃
美
歌
も
そ
の
ま
ま
歌
わ
れ
て
い
る
ん
で
す
が
、
そ
れ
に
対

し
て
今
、
ど
ん
ど
ん
新
し
い
讃
美
歌
が
加
わ
っ
て
い
る
。
自
分
た
ち
が
作
っ
た
讃
美
歌
が
加
わ
っ

て
い
る
、
そ
う
い
う
意
味
で
は
土
着
化
が
ず
い
ぶ
ん
進
ん
で
い
る
状
況
だ
と
思
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
、
讃
美
歌
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
宗
教
音
楽
に
と
ど
ま
っ
て
い

る
と
い
う
こ
と
で
、
広
く
、
宗
教
音
楽
を
離
れ
て
国
民
一
般
が
歌
う
歌
に
は
な
っ
て
い
な
い
と
言
う

こ
と
で
す
ね
。
そ
れ
で
も
二
十
世
紀
後
半
か
ら
二
十
一
世
紀
に
か
け
て
、
よ
う
や
く
讃
美
歌
の
音

楽
の
土
着
化
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
日
本
の
唱
歌
が
生
ま
れ
た
時
期
と

い
う
の
が
一
八
八
〇
年
代
で
す
か
ら
、
十
九
世
紀
後
半
で
す
よ
ね
、
そ
の
十
九
世
紀
の
後
半
と
い

う
時
点
で
は
や
く
も
讃
美
歌
を
作
り
替
え
て
、
そ
の
影
響
を
脱
し
て
、
新
た
に
唱
歌
と
い
っ
た
も

の
を
作
り
出
し
た
、
そ
う
い
う
過
程
を
経
て
い
っ
た
と
い
う
の
は
日
本
し
か
な
い
ん
で
す
よ
。

　

そ
う
い
う
意
味
で
は
、
こ
れ
は
ア
ジ
ア
太
平
洋
全
体
か
ら
見
た
場
合
に
唱
歌
が
誕
生
し
た
と
い

う
の
は
非
常
に
特
異
な
珍
し
い
例
だ
と
い
う
ふ
う
に
思
い
ま
す
。

ー
な
る
ほ
ど
。
じ
ゃ
あ
先
生
は
や
っ
ぱ
り
他
所
で
は
生
ま
れ
な
か
っ
た
歌
が
日
本
で
は
唱
歌
と

い
う
形
で
生
ま
れ
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
、
一
つ
の
奇
跡
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
お
ら

れ
る
わ
け
で
す
ね
。
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そ
う
い
う
ふ
う
に
考
え
て
い
ま
す
。
そ
れ
で
こ
の
こ
と
を
別
の
面
か
ら
見
て
み
ま
す
。
な
ぜ
日

本
に
だ
け
唱
歌
が
生
ま
れ
た
か
、
と
い
う
逆
の
面
か
ら
見
て
み
ま
す
。
そ
の
場
合
、
教
育
権
と
い
っ

た
も
の
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
ま
す
。
教
育
権
と
い
う
の
は
あ
る
地
域
、
あ
る
民
族
、
あ
る
国

民
を
教
育
す
る
権
利
を
誰
が
持
っ
て
い
た
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
普
通
で
す
と
、
日
本
だ
と
日

本
政
府
が
持
っ
て
い
る
と
考
え
ま
す
し
、
そ
れ
が
当
た
り
前
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
案
外

当
た
り
前
で
な
い
状
況
が
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
植
民
地
の
場
合
で
す
と
、
教
育
権
は
植
民
地
を
支

配
す
る
国
が
持
ち
ま
す
。戦
前
に
日
本
が
韓
国
の
教
育
権
を
持
っ
て
い
た
よ
う
に
で
す
。今
の
場
合
、

ど
う
い
う
枠
組
み
が
問
題
に
な
る
か
と
言
い
ま
す
と
、
ミ
ッ
シ
ョ
ン
が
教
育
権
を
持
つ
の
か
、
そ
れ

と
も
ミ
ッ
シ
ョ
ン
が
活
動
し
て
い
る
地
域
、民
族
、国
が
教
育
権
を
持
つ
の
か
、そ
う
い
う
問
題
で
す
。

　

日
本
の
場
合
で
考
え
ま
す
と
、
近
代
教
育
は
明
治
以
降
に
は
じ
ま
っ
た
の
で
す
が
、
日
本
の
近

代
教
育
に
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
影
響
が
色
濃
く
残
っ
て
い
る
こ
と
は
、
さ
っ
き
お
話
し
し
ま
し
た
よ
う
に

ミ
ッ
シ
ョ
ン
ス
ク
ー
ル
が
た
く
さ
ん
あ
る
こ
と
に
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
い
ま
す
。
日
本
で
す
ら
ミ
ッ

シ
ョ
ン
の
影
響
を
強
く
受
け
て
い
ま
す
か
ら
、
ま
し
て
太
平
洋
の
小
さ
な
島
々
で
す
と
、
も
っ
と

強
烈
に
影
響
を
受
け
た
と
思
い
ま
す
。

　

そ
こ
で
ハ
ワ
イ
の
場
合
を
考
え
て
み
ま
す
と
、
ハ
ワ
イ
は
日
本
よ
り
ず
っ
と
早
く
か
ら
キ
リ
ス

ト
教
伝
道
が
開
始
さ
れ
ま
し
た
。
一
八
二
〇
年
か
ら
ハ
ワ
イ
伝
道
が
は
じ
ま
り
ま
し
た
。
讃
美
歌

の
こ
と
に
触
れ
ま
す
と
、
伝
道
開
始
か
ら
三
年
後
に
は
ハ
ワ
イ
語
の
讃
美
歌
集
が
印
刷
さ
れ
て
い

ま
す
。
そ
の
よ
う
に
ハ
ワ
イ
で
は
急
速
に
讃
美
歌
が
普
及
し
ま
し
た
。
宣
教
師
た
ち
は
ハ
ワ
イ
に
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次
々
に
学
校
を
建
て
て
、
そ
こ
で
讃
美
歌
を
教
え
て
い
き
ま
し
た
。

　

と
こ
ろ
で
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
教
育
に
対
し
て
ハ
ワ
イ
の
人
た
ち
自
ら
が
自
分
た
ち
の
子
供
を
教
育

し
よ
う
と
す
る
動
き
は
、
例
え
ば
一
八
三
五
年
に
な
っ
て
マ
ウ
イ
島
の
長
官
で
あ
っ
た
ホ
ア
ピ
リ
が

「
四
歳
以
上
の
児
童
は
学
校
に
行
く
よ
う
に
、
教
師
は
教
師
以
外
の
仕
事
を
免
除
す
る
」
と
い
う

命
令
を
出
し
ま
し
た
。
で
も
ハ
ワ
イ
の
人
た
ち
に
よ
る
公
立
学
校
は
う
ま
く
機
能
し
な
く
て
、
と

て
も
ミ
ッ
シ
ョ
ン
ス
ク
ー
ル
の
競
争
相
手
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

こ
の
例
か
ら
も
想
像
出
来
る
よ
う
に
、
ハ
ワ
イ
で
は
最
後
ま
で
教
育
は
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
強
い
影

響
の
下
に
あ
っ
て
、
ハ
ワ
イ
の
子
供
た
ち
を
教
育
す
る
権
利
は
ミ
ッ
シ
ョ
ン
に
握
ら
れ
た
ま
ま
で

し
た
。
こ
う
い
う
状
況
で
す
と
、
学
校
で
音
楽
を
教
え
る
と
い
う
時
に
、
日
本
の
唱
歌
の
よ
う
な

独
自
の
教
材
が
生
ま
れ
る
と
い
う
条
件
が
存
在
し
て
い
な
い
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
自
分
た
ち
が
主
導
権
を
持
っ
て
子
供
た
ち
に
音
楽
を
教
え
る
教
材
を
作
り
上
げ
て

ゆ
け
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
が
、
唱
歌
の
よ
う
な
歌
が
出
来
て
く
る
か
ど
う
か
に
と
っ
て
非
常

に
重
要
だ
と
い
う
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

　

韓
国
と
中
国
の
場
合
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
て
お
き
ま
す
と
、
韓
国
で
は
、
近
代
教
育
を
開
始

し
た
の
は
ミ
ッ
シ
ョ
ン
で
し
た
。
韓
国
人
が
歌
っ
た
最
初
の
西
洋
の
歌
は
、
ミ
ッ
シ
ョ
ン
ス
ク
ー
ル

の
讃
美
歌
で
す
。
韓
国
人
が
独
自
の
近
代
学
校
制
度
を
自
前
で
作
ろ
う
と
し
た
矢
先
に
教
育
権
は

日
本
に
握
ら
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
一
九
〇
六
年
、
明
治
三
十
九
年
の
こ
と
で
す
。
そ
の
後
、
学

校
で
は
日
本
の
唱
歌
が
教
え
ら
れ
ま
す
。
で
す
か
ら
韓
国
人
自
ら
日
本
の
唱
歌
の
よ
う
な
独
自
な
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教
材
を
作
り
だ
す
条
件
は
失
わ
れ
て
い
き
ま
し
た
。

　

細
か
く
言
い
ま
す
と
、
と
な
り
の
韓
国
で
は
日
本
の
唱

歌
と
よ
く
似
た
歌
の
こ
と
を
や
は
り
唱
歌
と
漢
字
で
書
い

て
チ
ャ
ン
ガ
と
言
い
ま
す
。
讃
美
歌
の
影
響
で
韓
国
で
は

チ
ャ
ン
ガ
が
発
生
し
よ
う
と
し
て
い
ま
し
た
。
実
際
い
く

つ
か
作
ら
れ
ま
し
た
。
で
も
そ
れ
が
充
分
成
長
し
き
ら
な

い
う
ち
に
、
日
本
の
唱
歌
に
置
き
換
え
ら
れ
て
い
っ
た
の

で
す
。
で
す
か
ら
韓
国
で
も
日
本
の
唱
歌
と
同
じ
よ
う
な

も
の
が
生
ま
れ
て
、
発
展
す
る
芽
は
あ
っ
た
ん
で
す
が
、

そ
の
芽
が
日
本
の
唱
歌
に
よ
っ
て
摘
ま
れ
て
し
ま
っ
た
、

と
い
う
こ
と
で
す
。

　

中
国
も
近
代
教
育
制
度
の
整
備
が
遅
れ
ま
す
。
有
名

な
詩
人
た
ち
が
何
度
も
落
ち
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
科
挙

制
度
、
そ
の
科
挙
制
度
を
頂
点
と
す
る
教
育
の
旧
体
制
が

廃
止
さ
れ
る
の
は
よ
う
や
く
一
九
〇
四
年
、
明
治
三
十
七

年
で
す
。
新
し
い
学
校
で
音
楽
の
教
材
に
な
っ
た
の
は

日
本
の
唱
歌
で
し
た
。
中
国
で
キ
リ
ス
ト
教
伝
道
が
は

じ
ま
っ
た
の
は
ハ
ワ
イ
の
お
よ
そ
十
年
後
で
す
が
、
そ
れ

韓国の最も古いチャンガ（唱歌）を伝える楽譜
「第19番　愛国歌」
出典：『愛国歌』ハワイ、ホノルル、1916 年

「第19番　愛国歌」の元歌　日本の「鉄道唱歌」
出典：『地理教育鉄道唱歌』第1集、1900年
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か
ら
新
し
い
学
校
が
出
来
る
ま
で
の
間
、
唱
歌
の
よ
う
な
独
自
な
教
材
を
作
る
必
要
が
存
在
し
な

か
っ
た
し
、
よ
う
や
く
新
式
の
学
校
が
出
来
た
時
は
、
日
本
の
唱
歌
を
輸
入
す
る
こ
と
に
な
っ
た

の
で
す
。

　

今
、
簡
単
に
三
つ
の
例
を
お
話
し
し
ま
し
た
が
、
こ
の
例
と
比
べ
る
と
、
等
し
く
キ
リ
ス
ト
教

の
讃
美
歌
の
影
響
を
受
け
な
が
ら
、
日
本
だ
け
唱
歌
が
誕
生
し
た
の
は
、
歴
史
的
な
め
ぐ
り
あ
わ

せ
が
実
に
よ
か
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
せ
ん
か
。

中国の学堂歌「何日醒」
出典：『学校唱歌』初集、1904年

学堂歌「何日醒」の元歌
日本の唱歌「青葉茂れる桜井の」

出典：落合直文作歌、奥山朝恭作曲
『學校生徒行軍歌湊川』

（神戸	熊谷久榮堂、1899年）
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§
18　

唱
歌
の
劇
的
な
誕
生

ー
先
生
の
お
話
を
う
か
が
っ
て
い
ま
す
と
、
唱
歌
が
出
来
た
の
は
と
て
も
ス
リ
リ
ン
グ
な
出
来

事
だ
っ
た
よ
う
に
思
え
て
き
ま
す
け
れ
ど
、
少
し
そ
こ
を
お
話
し
し
て
も
ら
え
ま
す
か
。

　

日
本
が
近
代
国
家
に
な
っ
た
の
は
言
う
ま
で
も
な
く
明
治
維
新
で
す
。
西
暦
で
言
い
ま
す
と

純和風の唱歌『神教歌譜』（権田直助編述　明治14年）の付録
（上）とその唱歌（下）　国立国会図書館所蔵
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一
八
六
八
年
の
こ
と
で
す
。
そ
の
政
府
を
動
か
し
て
い

た
人
た
ち
の
頭
の
中
に
は
意
外
と
早
く
か
ら
音
楽
の

問
題
も
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
断
片
的
な
資
料
し
か
な

い
の
で
詳
し
い
こ
と
は
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
彼
ら
の
頭

の
中
に
は
確
か
に
音
楽
の
問
題
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

近
代
国
家
を
作
り
上
げ
る
に
は
、
法
律
と
か
行
政
制

度
と
か
教
育
制
度
と
か
い
ろ
ん
な
も
の
が
必
要
で
す

が
、
音
楽
も
そ
の
一
つ
で
す
。
新
し
い
近
代
国
家
と
し

て
日
本
が
生
ま
れ
変
わ
っ
た
時
、
そ
の
日
本
に
相
応
し

い
音
楽
を
何
に
す
る
か
と
い
う
問
題
が
表
面
に
出
て

き
ま
す
。
こ
う
し
た
問
題
に
詳
し
い
塚
原
康
子
氏
に

よ
る
と
江
藤
新
平
な
ん
か
が
そ
れ
に
つ
い
て
書
き
残
し

て
い
ま
す
。
明
治
政
府
の
方
針
と
し
て
は
ど
う
や
ら

雅
楽
、
宮
廷
に
伝
わ
る
雅
楽
を
刷
新
し
て
明
治
国
家

に
相
応
し
い
音
楽
に
し
よ
う
と
い
う
政
策
だ
っ
た
よ

う
で
す
。
唱
歌
も
こ
の
政
策
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ

て
、
雅
楽
を
使
っ
て
唱
歌
を
作
ろ
う
と
い
う
の
が
日
本

の
政
府
筋
の
方
針
で
し
た
。
具
体
的
に
は
明
治
十
年

『神教歌譜』のはしがきに見える反キリスト教思想　国立国会図書館所蔵
やそのちまたに、踏みなづさふうれたみ（慷慨）もなからましと（揶蘇の巷を歩くのに難渋する腹立たしさも
ないように）／Hermann	Gottschewski	「権田直助編述『神教歌譜』について」『平成16〜18 年度
科学研究費補助金研究成果報告書　反キリスト教と新伝統としての国楽の創出過程に関する総合的研究』
平成19年参照　　　　　　　　　　　　　
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に
東
京
女
子
師
範
学
校
附
属
幼
稚
園
が
宮
内
省
に
依
頼
し
て
保
育
唱
歌
を
作
り
ま
す
。

　

と
こ
ろ
で
鎖
国
の
動
機
の
一
つ
が
キ
リ
ス
ト
教
を
日
本
に
入
れ
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
の
は

ご
存
知
の
通
り
で
す
。
そ
れ
か
ら
日
本
で
は
キ
リ
ス
ト
教
を
信
じ
る
こ
と
は
重
い
罪
と
さ
れ
、
日

本
人
に
は
キ
リ
ス
ト
教
を
忌
み
嫌
う
体
質
が
根
づ
き
ま
す
。
明
治
政
府
も
キ
リ
ス
ト
教
に
対
し
て

か
な
り
強
い
警
戒
心
が
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
日
本
で
は
ハ
ワ
イ
の
よ
う
に
学
校
で
讃
美
歌
を
そ

の
ま
ま
教
え
る
こ
と
は
問
題
に
な
ら
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
ハ
ワ
イ
で
は
独
自
の
保
育
唱
歌
か

讃
美
歌
か
、
と
い
っ
た
対
立
の
図
式
は
起
こ
り
ま
せ
ん
。
日
本
で
保
育
唱
歌
の
対
抗
馬
に
な
っ
た

の
は
讃
美
歌
と
の
折
衷
案
で
出
来
た
唱
歌
で
す
。
つ
ま
り
旋
律
は
讃
美
歌
の
も
の
を
使
っ
て
、
歌

詞
を
独
自
な
も
の
に
し
た
唱
歌
で
す
。
後
に
文
部
省
唱
歌
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
唱
歌
で
す
。

　

こ
れ
ら
は
公
立
学
校
で
の
動
き
で
す
が
、
忘
れ
て
は
い
け
な
い
こ
と
は
、
公
立
学
校
の
動
き
と

は
関
係
な
し
に
、
当
時
日
本
で
は
す
で
に
ミ
ッ
シ
ョ
ン
ス
ク
ー
ル
が
作
ら
れ
て
、
そ
こ
で
は
讃
美

歌
が
教
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
す
。
公
立
学
校
も
こ
の
影
響
は
無
視
出
来
な
か
っ
た
は
ず
で
す
。

で
す
か
ら
当
時
日
本
に
は
雅
楽
に
よ
る
保
育
唱
歌
、
讃
美
歌
と
折
衷
し
た
文
部
省
の
唱
歌
、
キ
リ

ス
ト
教
の
讃
美
歌
の
三
つ
ど
も
え
と
い
う
状
況
が
出
現
し
て
い
ま
し
た
。

　

日
本
が
や
が
て
国
力
を
つ
け
て
ゆ
く
と
、ミ
ッ
シ
ョ
ン
ス
ク
ー
ル
の
自
立
性
に
制
限
が
か
け
ら
れ
、

唱
歌
と
言
え
ば
文
部
省
の
唱
歌
と
誰
も
が
思
う
よ
う
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。
保
育
唱
歌
は
社
会
か

ら
完
全
に
姿
を
消
し
、
讃
美
歌
は
教
会
の
歌
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
ま
す
。

　

た
だ
で
す
ね
、
旋
律
だ
け
を
聴
い
て
い
る
と
、
学
校
で
も
教
会
で
も
同
じ
よ
う
な
歌
が
歌
わ
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れ
て
い
る
と
い
う
状
況
が
し
ば
ら
く
続
き
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
こ
の
後
、
日
本
が
海
外
に
植
民
地

を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
時
、
そ
こ
に
唱
歌
を
普
及
さ
せ
る
こ
と
に
有
利
に
働
き
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、

日
本
が
植
民
地
に
し
た
地
域
に
は
そ
の
前
か
ら
す
で
に
讃
美
歌
が
普
及
し
て
い
ま
し
た
か
ら
、
も

し
も
唱
歌
が
讃
美
歌
の
一
変
種
一
亜
種
で
な
か
っ
た
な
ら
、
讃
美
歌
に
変
わ
っ
て
普
及
さ
せ
る
こ
と

が
ず
っ
と
困
難
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
す
。

§
19　

ア
ジ
ア
太
平
洋
で
唱
歌
が
果
た
し
た
役
割

ー
先
生
、
そ
う
な
り
ま
す
と
こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
よ
ろ
し
い
の
で
し
ょ
う
か
。
讃
美

歌
が
入
っ
て
き
て
、
こ
の
在
来
の
、
と
言
っ
て
い
い
の
で
し
ょ
う
か
、
土
着
の
音
楽
を
潰
し

て
い
っ
た
、
排
除
し
て
い
っ
た
、
と
言
う
わ
け
で
す
ね
。
今
度
は
韓
国
の
例
を
聞
き
ま
す

と
、
讃
美
歌
が
行
っ
た
の
と
ほ
ぼ
同
じ
よ
う
な
こ
と
を
日
本
の
唱
歌
は
行
っ
た
わ
け
で
す

ね
。
つ
ま
り
韓
国
で
チ
ャ
ン
ガ
が
生
ま
れ
て
そ
れ
が
充
分
育
ち
き
ら
な
い
う
ち
に
、
そ
れ

を
禁
止
し
て
、
そ
の
か
わ
り
日
本
の
唱
歌
を
歌
わ
せ
た
、
そ
う
い
う
歴
史
で
す
よ
ね
。

　

な
か
な
か
鋭
い
で
す
ね
。
お
っ
し
ゃ
る
通
り
で
す
。
唱
歌
と
い
う
の
は
面
白
い
こ
と
に
、

讃
美
歌
の
影
響
に
よ
り
生
ま
れ
て
き
た
わ
け
で
す
が
、
い
っ
た
ん
成
長
す
る
と
、
今
お
っ

し
ゃ
っ
た
よ
う
に
、
今
度
は
讃
美
歌
が
や
っ
た
の
と
同
じ
こ
と
を
、
ア
ジ
ア
太
平
洋
地
域
で

行
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
韓
国
で
は
特
に
そ
の
こ
と
が
は
っ
き
り
し
て
い
ま
す
。
日
本
が

トラック島夏島公学校国語授業
（本科一学年）及び同朝会体操
出典：高坂喜一編『トラック島
寫真帖』（トラック教育支会、
1931年）／奈良教育大学学術
情報研究センター図書館所蔵
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植
民
地
支
配
し
ま
し
た
の
で
、
教
育
は
日
本
人
が
し
ま
し
た
。
学
校
で
は
日
本
の
唱
歌
を
教
え
た

わ
け
で
す
。
韓
国
の
チ
ャ
ン
ガ
を
歌
わ
せ
な
い
よ
う
に
し
ま
し
た
。
韓
国
の
チ
ャ
ン
ガ
を
ア
ン
ダ
ー

グ
ラ
ウ
ン
ド
、
地
下
の
音
楽
に
し
て
し
ま
っ
た
歴
史
が
あ
り
ま
す
。

　

も
う
一
つ
、
僕
が
注
目
し
て
い
る
地
域
と
し
て
面
白
い
の
が
ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
で
す
。
ミ
ク
ロ
ネ
シ

ア
も
や
は
り
讃
美
歌
が
ま
ず
入
っ
て
き
て
、
在
来
の
歌
舞
が
禁
止
さ
れ
て
、
そ
の
代
わ
り
讃
美
歌

が
普
及
し
て
い
っ
た
、
そ
の
状
況
の
時
に
今
度
は
日
本
が
委
任
統
治
に
よ
っ
て
、
そ
こ
を
支
配
す

る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
、
今
度
は
日
本
人
が
唱
歌
を
島
々
に
持
ち
込
ん
で
、
島
の
子
ど
も
た
ち
に

歌
わ
せ
て
い
っ
た
と
い
う
歴
史
の
積
み
重
ね
が
あ
り
ま
す
。
土
着
の
歌
を
排
除
し
た
讃
美
歌
が
定

着
し
て
、
そ
の
讃
美
歌
を
歌
っ
て
い
た
人
た
ち
に
日
本
の
唱
歌
を
歌
わ
せ
る
。

　

先
ほ
ど
の
話
を
も
う
一
度
く
り
返
し
ま
す
が
、
日
本
で
も
様
々
な
種
類
の
唱
歌
が
試
作
さ
れ
ま

し
た
が
、順
調
に
成
長
出
来
た
の
は
文
部
省
が
試
作
し
た
唱
歌
だ
け
で
し
た
。
そ
の
一
番
の
理
由
は
、

そ
れ
が
讃
美
歌
に
対
抗
出
来
る
だ
け
の
魅
力
を
持
っ
て
い
た
か
ら
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
う
だ

と
す
る
と
、
こ
こ
で
唱
歌
の
重
要
な
性
質
が
一
つ
明
ら
か
に
な
り
ま
す
。
唱
歌
と
は
、
讃
美
歌
に
対

抗
す
る
歌
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
唱
歌
は
讃
美
歌
の
代
わ
り
に
人
々
の
間
に
普
及
す
る
こ

と
の
出
来
る
歌
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
日
本
で
独
自
に
開
発
さ
れ
た
唱
歌
は
植
民
地
の
拡
大
と

と
も
に
台
湾
、
韓
国
、
ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
へ
と
進
出
す
る
こ
と
が
出
来
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

こ
う
い
う
ふ
う
に
考
え
ま
す
と
、
十
八
世
紀
後
半
か
ら
二
十
世
紀
に
か
け
て
讃
美
歌
と
唱
歌
と

が
ア
ジ
ア
太
平
洋
を
舞
台
と
し
て
関
わ
っ
た
歴
史
と
い
う
の
は
、
歌
の
文
化
、
広
く
言
え
ば
音
楽
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文
化
が
ど
ん
な
ふ
う
に
変
わ
っ
て
い
っ
た
の
か
、
ど
う
い
う
原
因
で
変
わ
っ
て
い
く
の
か
を
考
え
る

時
に
非
常
に
面
白
い
ケ
ー
ス
を
提
供
し
て
い
る
、
私
は
そ
の
よ
う
に
思
っ
て
い
ま
す
。

§
20　

今
後
の
研
究
に
つ
い
て

ー
最
後
に
先
生
の
今
後
の
ご
研
究
の
予
定
と
、
ど
の
よ
う
に
発
展
し
て
い
く
の
か
、
そ
の
あ
た

り
を
お
話
し
し
て
い
た
だ
け
ま
す
か
。

　

そ
う
で
す
ね
、
実
は
今
、
後
悔
が
な
い
こ
と
も
な
い
の
で
す
。
と
い
う
の
は
、
あ
ま
り
に
も
大

き
な
テ
ー
マ
を
抱
え
込
ん
で
し
ま
っ
て
、地
域
も
広
い
で
す
し
、ま
ず
そ
れ
が
一
番
で
す
ね
。
日
本
、

韓
国
、
中
国
、
台
湾
、
ハ
ワ
イ
、
ポ
リ
ネ
シ
ア
で
は
他
に
、
タ
ヒ
チ
、
ト
ン
ガ
、
サ
モ
ア
、
そ
れ
か

ら
ク
ッ
ク
諸
島
も
入
り
ま
す
。
ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
で
は
、
パ
ラ
オ
と
か
、
ヤ
ッ
プ
、
チ
ュ
ー
ク
、
ト
ラ
ッ

ク
、
い
く
つ
か
あ
り
ま
す
が
、
パ
プ
ア
＝
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
だ
と
か
、
そ
の
近
く
の
メ
ラ
ネ
シ
ア
、
メ

ラ
ネ
シ
ア
は
比
較
的
キ
リ
ス
ト
教
の
影
響
が
遅
れ
た
か
、
少
し
薄
い
と
こ
ろ
な
ん
で
す
が
、
そ
こ

も
見
て
み
た
い
で
す
ね
。
そ
れ
か
ら
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
、
も
と
も
と
マ
オ
リ
族
が
住
ん
で
い
た
と

こ
ろ
で
す
ね
。そ
う
い
っ
た
人
た
ち
が
讃
美
歌
の
影
響
を
受
け
て
彼
ら
の
音
楽
が
ど
の
よ
う
に
な
っ

た
か
な
ど
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
を
見
て
み
た
い
で
す
。

　

こ
う
し
た
全
体
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
讃
美
歌
の
影
響
に
よ
っ
て
、
ア
ジ
ア
太
平
洋
の
音
楽

が
十
八
世
紀
後
半
か
ら
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
し
ま
っ
た
の
か
、
そ
し
て
そ
れ
が
現
在
ど
の
よ
う



76

な
形
で
変
化
が
続
い
て
い
る
の
か
、
そ
う
い
う
の
を
見
て
み
た
い
で
す
。

　

で
す
か
ら
、
ま
だ
ま
だ
い
ろ
ん
な
地
域
、
太
平
洋
の
島
々
の
現
地
調
査
も
必
要
で
す
し
、
そ
れ

に
関
す
る
資
料
、
文
献
、
讃
美
歌
集
を
集
め
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
私
自
身
、
元
気
に

研
究
が
出
来
る
時
間
が
残
り
ど
れ
く
ら
い
あ
る
の
か
そ
ろ
そ
ろ
考
え
る
年
齢
な
の
で
す
が
、
そ
の

時
間
で
果
た
し
て
終
わ
る
の
か
ど
う
か
、
実
は
そ
の
心
配
が
出
て
き
ま
し
た
。
少
な
く
と
も
私
自

身
に
は
と
て
も
面
白
い
こ
と
な
の
で
、
体
力
が
続
く
限
り
や
っ
て
い
き
た
い
で
す
。
こ
れ
が
あ
る
程

度
一
段
落
し
、
全
体
像
が
見
え
た
時
に
、
改
め
て
日
本
の
唱
歌
、
あ
る
い
は
唱
歌
を
は
じ
め
と
し

た
私
た
ち
日
本
の
歌
、さ
ら
に
日
本
の
音
楽
が
（
明
治
以
降
の
日
本
の
音
楽
が
）
何
で
あ
っ
た
の
か
、

全
く
新
し
い
面
が
見
え
て
く
る
の
だ
ろ
う
と
そ
れ
を
期
待
し
て
い
る
わ
け
で
す
。

　

近
代
の
日
本
の
歌
の
歴
史
と
い
う
の
は
、
日
本
人
で
あ
る
保
証
を
絶
え
ず
危
険
に
曝
し
な
が
ら
歩

ん
で
き
た
道
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
破
壊
と
再
生
の
道
で
も
あ
っ
た
の
で
す
。「
日
本
を
太
平
洋

全
域
の
諸
文
化
の
歴
史
の
中
に
位
置
づ
け
る
」
と
い
う
考
え
が
あ
り
ま
す
。
同
じ
よ
う
に
私
も
日

本
の
近
代
音
楽
を
太
平
洋
全
域
の
音
楽
文
化
の
歴
史
の
中
に
位
置
づ
け
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

新
し
い
音
楽
教
育
史
も
こ
の
中
に
含
ま
れ
、
そ
の
歴
史
は
近
代
の
日
本
音
楽
教
育
の
意
味
と
こ

れ
か
ら
の
方
向
を
示
唆
し
て
く
れ
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

―
壮
大
な
構
想
だ
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
是
非
と
も
そ
れ
を
達
成
さ
れ
て
、
私
た
ち
が
そ
の

成
果
を
見
る
こ
と
の
出
来
る
日
が
近
い
こ
と
を
期
待
し
て
い
ま
す
。
本
日
は
ど
う
も
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た
。
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あ
と
が
き

		　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

		

こ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
お
話
を
頂
い
た
時
、
内
容
は
高
校
生
に
も
理
解
出
来
る
も
の
、
と
い
う
こ

と
で
し
た
の
で
、
そ
の
よ
う
に
お
話
し
し
て
み
ま
し
た
。
た
だ
、
高
校
生
で
す
と
ま
だ
こ
こ
に
書

い
た
よ
う
な
内
容
に
関
心
を
持
つ
時
期
で
は
な
い
の
で
は
と
い
う
不
安
が
残
り
ま
す
。
自
分
が
日

本
人
で
あ
る
こ
と
を
意
識
し
て
、
じ
ゃ
あ
、
自
分
と
音
楽
と
の
関
わ
り
は
ど
う
な
ん
だ
ろ
う
、
そ

う
い
う
関
心
、
そ
う
い
う
テ
ー
マ
を
自
分
の
中
に
持
つ
に
は
も
う
少
し
年
齢
を
重
ね
る
必
要
が
あ

る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
高
校
生
で
す
と
、
も
う
生
ま
れ
た
時
か
ら
自
分
の
意
識
と
関
わ
り
な
く
周

囲
に
音
楽
と
い
う
環
境
が
あ
っ
た
わ
け
で
、
そ
の
中
か
ら
本
人
の
意
識
は
ど
う
で
あ
れ
偶
然
に
い

ろ
ん
な
音
楽
を
選
ん
で
聴
い
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
。
そ
こ
に
何
か
問
題
が
あ
る
な
ん
て
こ
と
は

と
て
も
考
え
ら
れ
な
い
で
し
ょ
う
。

		

僕
は
団
塊
の
世
代
と
呼
ば
れ
て
い
る
世
代
に
属
す
る
人
間
で
す
が
、
高
校
時
代
に
よ
く
巷
で
言

わ
れ
て
い
る
よ
う
に
ビ
ー
ト
ル
ズ
に
夢
中
に
な
っ
て
い
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
で
も
、
当
時
、

ア
メ
リ
カ
か
ら
や
っ
て
き
た
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
音
楽
は
か
な
り
聴
い
て
い
ま
し
た
。
ベ
ト
ナ
ム
反
戦
を

テ
ー
マ
に
し
た
ピ
ー
ト
・
シ
ー
ガ
ー
の
フ
ォ
ー
ク
ソ
ン
グ
「
花
は
ど
こ
へ
行
っ
た
」
と
か
、
ア
ラ
モ

の
砦
を
舞
台
に
し
た
映
画
の
テ
ー
マ
ソ
ン
グ
と
か
で
す
。

		

当
時
は
そ
う
い
う
音
楽
環
境
だ
っ
た
の
で
す
。
こ
れ
ら
の
音
楽
は
今
ど
こ
へ
行
っ
た
の
で
し
ょ

う
。
若
い
人
た
ち
に
説
明
し
よ
う
と
し
て
も
全
く
話
が
通
じ
ま
せ
ん
。
借
り
物
で
根
無
し
草
の
そ
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の
場
限
り
の
音
楽
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。	

高
校
生
が
近
頃
聴
く
音
楽
は
私
た
ち
の
頃
の
も
の
と
は

全
く
違
い
ま
す
が
、
構
造
と
い
い
ま
す
か
、
与
え
ら
れ
た
音
楽
環
境
が
あ
っ
て
、
そ
の
音
楽
を
聴

く
、
と
い
う
構
造
に
は
変
化
が
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
僕
た
ち
の
頃
は
ま
だ
レ
コ
ー
ド

の
時
代
で
し
た
が
、
今
は
、
ア
イ
ポ
ッ
ド
と
か
携
帯
電
話
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
と
て
も
簡
単
に

音
楽
を
自
分
で
持
つ
時
代
に
な
り
ま
し
た
。そ
れ
だ
け
に
、ア
メ
リ
カ
を
中
心
と
し
た
欧
米
の
音
楽
、

あ
る
い
は
そ
れ
を
模
倣
し
た
日
本
で
作
ら
れ
た
音
楽
が
あ
っ
て
、
た
だ
そ
れ
を
聞
き
流
す
と
い
う

構
造
は
そ
の
ま
ま
で
、
し
か
も
聞
き
流
す
勢
い
は
は
る
か
に
増
し
て
い
る
と
感
じ
ら
れ
ま
す
。

　

最
初
に
言
い
ま
し
た
よ
う
に
、
高
校
生
で
は
音
楽
を
日
本
人
と
の
関
係
で
考
え
る
と
い
う
よ
う

な
動
機
は
ま
だ
生
ま
れ
な
い
と
思
い
ま
す
が
、
出
来
た
ら
僕
が
気
が
つ
い
た
よ
り
も
も
う
少
し
早

く
、
こ
う
い
う
問
題
が
あ
る
ん
だ
と
い
う
こ
と
に
何
人
か
に
は
気
が
つ
い
て
欲
し
い
で
す
ね
。
こ
う

い
う
問
題
を
き
ち
ん
と
解
決
し
な
い
で
は
、
本
当
は
自
分
た
ち
の
音
楽
生
活
が
豊
か
に
な
ら
な
い
。

高
校
生
に
限
ら
ず
、
大
学
生
も
含
め
て
若
い
人
た
ち
に
読
ん
で
も
ら
っ
て
、
自
分
た
ち
が
聴
い
て

い
る
音
楽
っ
て
、
何
か
一
筋
縄
で
は
い
か
な
い
、
解
決
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
問
題
を
実
は
抱
え
て

い
る
ん
だ
、
こ
う
い
う
認
識
に
少
し
で
も
早
く
到
達
し
て
欲
し
い
、
そ
ん
な
風
に
思
っ
て
い
ま
す
。

　

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
オ
セ
ア
ニ
ア
の
讃
美
歌
集
の
研
究
に
協
力
し
て
く
れ
た
ハ
ワ
イ
大
学
音

楽
学
部
民
族
音
楽
学
教
授
ジ
ェ
ー
ン
・
ム
ー
ラ
ン
博
士
と
ハ
ワ
イ
大
学
ハ
ミ
ル
ト
ン
図
書
館
パ
シ

フ
ィ
ッ
ク
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
・
キ
ュ
ー
レ
ー
タ
の
カ
レ
ン
・
ピ
ー
コ
ッ
ク
博
士
へ
の
感
謝
を
記
し
た
い

と
思
い
ま
す
。
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奈
良
教
育
大
学
出
版
会
発
足
に
あ
た
っ
て

　　

奈
良
教
育
大
学
は
、
こ
の
た
び
奈
良
教
育
大
学
出
版
会
を
設
立
す
る
こ
と
と
い
た
し
ま
し
た
。

　

国
立
大
学
の
法
人
化
後
す
で
に
五
年
を
経
過
し
ま
し
た
が
、
国
立
大
学
に
は
こ
れ
ま
で
に
も
増
し
て
大
学
の
教
育
と
研
究
の
成
果
を
広
く
社
会
や

地
域
に
発
信
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

本
学
に
お
け
る
研
究
は
、
教
育
大
学
と
い
う
特
性
上
、
教
育
学
を
は
じ
め
と
す
る
人
文
社
会
科
学
、
自
然
科
学
、
さ
ら
に
芸
術
、
体
育
学
ま
で

多
様
な
分
野
に
わ
た
っ
て
い
ま
す
。
特
に
、
教
育
大
学
と
し
て
社
会
的
要
請
に
応
え
る
学
校
教
育
と
生
涯
学
習
に
関
す
る
研
究
、
学
校
教
育
に
お
け

る
日
々
の
教
育
実
践
上
の
課
題
に
対
応
し
た
研
究
を
進
め
て
い
ま
す
。
ま
た
、
古
都
奈
良
の
自
然
と
歴
史
・
文
化
に
根
ざ
し
た
特
色
あ
る
学
際
的
研

究
も
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
研
究
成
果
は
必
ず
し
も
学
校
現
場
を
は
じ
め
地
域
社
会
に
は
十
分
に
知
ら
れ
て
い
な
い
の
が
現
状
で
す
。

　

今
回
の
奈
良
教
育
大
学
出
版
会
の
設
立
に
よ
り
、
本
学
教
員
の
研
究
成
果
を
容
易
に
出
版
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
と
と
も
に
、
一
般
教
養
書
、

学
術
書
等
の
出
版
活
動
を
通
し
て
、
教
育
界
を
は
じ
め
広
く
社
会
に
貢
献
し
ひ
い
て
は
我
が
国
の
学
術
・
教
育
・
文
化
の
振
興
・
発
展
に
寄
与
す
る

こ
と
が
で
き
る
と
確
信
し
て
い
ま
す
。

　

出
版
会
の
最
初
の
事
業
と
し
て
、
本
学
教
員
の
研
究
内
容
を
平
易
に
紹
介
す
る
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
を
創
刊
い
た
し
ま
す
が
、
今
後
と
も
「
地
域
の
知

の
拠
点
」
と
し
て
の
大
学
の
社
会
的
使
命
を
果
し
て
ま
い
り
ま
す
の
で
、
出
版
会
の
事
業
に
ご
理
解
と
ご
協
カ
・
ご
支
援
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　
　

　
　
　
　
　

二
〇
〇
八
年
九
月

奈
良
教
育
大
学
長　

柳
澤　

保
徳




