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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



73

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
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