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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




