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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



67

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




