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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
。




