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一
、
導
入
と
『
小
学
唱
歌
集
』
の
概
説

本
論
文
は
、
明
治
期
の
国
文
学
者
、
詩
人
、
作
詞
家
で
あ
る
大
和
田
建

樹
の
作
詞
法
と
、
大
和
田
の
編
纂
に
よ
る
唱
歌
集
『
明
治
唱
歌
』
に
つ
い

て
、
い
く
つ
か
の
視
点
か
ら
考
察
を
行
う
も
の
で
あ
る
。
最
初
に
、
明
治

期
の
唱
歌
教
育
と
そ
の
歌
詞
に
つ
い
て
の
概
説
を
纏
め
て
お
き
た
い
。

一
八
七
二
年
、
日
本
に
お
け
る
近
代
教
育
の
基
礎
で
あ
る
「
学
制
」
が

公
布
さ
れ
た
際
に
、
小
学
校
の
一
教
科
と
し
て
「
唱
歌
」
が
定
め
ら
れ
た
。

し
か
し
、
こ
れ
は
西
洋
の
学
校
制
度
を
模
倣
し
て
定
め
ら
れ
た
だ
け
の
も

の
で
、
資
料
や
実
際
の
指
導
者
も
な
く
、
「
学
制
」
第
二
十
七
章
で
は｢

当

分
之
ヲ
欠
ク｣

と
い
う
注
付
け
が
な
さ
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
一
八
七
九
年

に
文
部
省
は
、
西
洋
音
楽
の
調
査
の
た
め
、
東
京
音
楽
学
校
の
前
身
で
あ

る
音
楽
取
調
掛
を
創
設
し
、
米
国
留
学
を
終
え
た
ば
か
り
の
文
部
官
僚
、

伊
澤
修
二
を
御
用
掛
（
後
に
掛
長
）
に
任
命
す
る
。
伊
澤
は
、
米
国
留
学
時

代
に
音
楽
の
個
人
レ
ッ
ス
ン
を
受
け
て
い
た
米
国
の
音
楽
教
育
学
者
ル
ー

サ
ー
・
ホ
ワ
イ
テ
ィ
ン
グ
・
メ
ー
ソ
ン
を
音
楽
取
調
掛
に
講
師
と
し
て
招

聘
し
、
一
八
八
一
年
か
ら
一
八
八
四
年
に
か
け
て
、
最
初
の
官
製
唱
歌
集

大
和
田
建
樹
の
『
明
治
唱
歌
』
に

お
け
る
作
詞
に
つ
い
て
の
一
考
察

佐

藤

慶

治

S
A

T
O

K
e

i
j

i

で
あ
る
『
小
学
唱
歌
集
』
全
三
編
を
編
纂
し
た
。
こ
の
唱
歌
集
は
、
全
三

編
に
お
い
て
九
十
一
曲
の
楽
曲
を
掲
載
し
て
い
る
。
当
時
の
日
本
に
お
い

て
は
西
洋
音
楽
形
式
で
作
曲
で
き
る
者
が
ほ
と
ん
ど
存
在
し
て
い
な
か
っ

た
た
め
、
そ
の
う
ち
の
八
十
一
曲
が
西
洋
楽
曲
の
旋
律
に
日
本
語
の
歌
詞

を
つ
け
て
作
ら
れ
た
「
翻
訳
唱
歌
」
と
呼
ば
れ
る
楽
曲
で
あ
り
、
『
小
学

唱
歌
集
』
の
場
合
、
主
に
英
米
と
ド
イ
ツ
の
民
謡
や
賛
美
歌
、
更
に
は
メ

ー
ソ
ン
の
編
纂
し
た
児
童
用
音
楽
教
材
集
『
国
楽
大
系
』
の
楽
曲
を
原
曲

と
し
て
い
る
。
『
小
学
唱
歌
集
』
に
お
け
る
「
翻
訳
唱
歌
」
の
歌
詞
に
関

(1)し
て
は
、
「
音
楽
取
調
掛
員
た
ち
が
原
曲
の
歌
詞
を
翻
訳
し
、
次
い
で
曲

を
分
解
し
て
日
本
の
伝
統
的
な
詩
の
形
式
に
従
っ
て
作
詞
し
や
す
く
し
た

上
で
、
分
解
し
た
曲
に
合
わ
せ
て
歌
詞
の
修
正
を
加
え
た

」
と
さ
れ
て

(2)

い
る
。
す
な
わ
ち
、
翻
訳
と
言
っ
て
も
必
ず
し
も
「
言
語
間
の
テ
キ
ス
ト

訳
出
」
で
は
な
く
、
中
に
は
原
曲
歌
詞
と
全
く
違
っ
た
歌
詞
内
容
の
唱
歌

さ
え
あ
る
が
、「
翻
訳
唱
歌
」
と
原
曲
の
歌
詞
を
比
較
分
析
し
て
み
る
と
、

賛
美
歌
の
歌
詞
に
お
け
る｢

神｣

と
い
う
言
葉
が
、
大
ま
か
な
歌
詞
ス
ト
ー

リ
ー
は
そ
の
ま
ま
に
、
唱
歌
で
は｢

天
皇｣

に
置
き
換
え
ら
れ
て
い
た
り
、

ま
た
、
可
愛
ら
し
い
鳥
（
種
類
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
）
を
歌
っ
た
西
洋
楽
曲

の
歌
詞
が
、
「
鶯
」
や
「
燕
」
の
よ
う
な
季
語
を
当
て
は
め
た
唱
歌
歌
詞

に
翻
訳
さ
れ
る
な
ど
、
日
本
の
文
脈
に
合
わ
せ
た
翻
案
が
多
く
の
楽
曲
に

お
い
て
認
め
ら
れ
る
。
『
小
学
唱
歌
集
』
の
「
翻
訳
唱
歌
」
に
お
け
る
翻

案
の
例
を
一
つ
挙
げ
た
い
。
唱
歌
歌
詞
・
原
曲
歌
詞
・
原
曲
訳
詞
の
順
に

記
載
す
る
。

『
小
学
唱
歌
集
』
第
八
八
曲
《
祝
え
吾
君
を
》
(3)



一
祝
え
吾
君
を
、
恵
の
重
波
、
や
し
ま
に
あ
ふ
れ
、
普
ね
き
は
る
風
、

草
木
も
な
び
く
、
祝
え
祝
え
、
国
の
た
め
、
わ
が
き
み
を

二
祝
え
吾
く
に
を
、
み
ず
ほ
の
お
し
ね
は
、
野
も
せ
に
み
ち
て
、
白

か
ね
こ
が
ね
、
花
さ
き
栄
ゆ
、

い
わ
え
い
わ
え
、
君
の
為
め
、

吾
国
を

"S
ong

of
the

fatherland
" (4)

1
Fatherland,

rest
in
G
od`s

ow
n
hand!

W
hen

w
e
speak

thy

nam
e
so

proudly,
A
h,
w
hat

m
agic

in
the

spell!
W
hen

w
e

hear
thy

w
orth

praised
loudly,

R
aptures

then
the

bosom

sw
ell.

T
hee,

G
od`s

arm
shield

from
harm

!
R
est

in
his

ow
n

hand,
dearest

fatherland.

2
W
ith

sw
eet

rest,
m
ay`st

thou
e`er

be
blest!

Joy
w
ith

thee
can

flourish
ever,

Save
upon

the
plains

of
peace;

G
od

to
trust

be

thy
endeavor,

E
lse

prosperity
m
ust

cease.
G
od

is
near,

thee

to
cheer;

R
est

in
his

ow
n
H
and,

dearest
fatherland.

3
Justiee`

sw
ay

naught
can

lead
astray;

W
hen

it
all

our
law

s

protecteth,G
od

is
ready

to
befriend;

A
nd

w
hen

truth
our

m
inds

directeth,
B
lessings

on
our

acts
attend.T

hese
pursue,

to
G
od

true;
R
est

in
his

ow
n
hand,

dearest
fatherland.

《
父
な
る
国
の
歌
》

一
父
な
る
国
、
神
の
手
で
休
め
。
我
ら
は
誇
り
を
持
っ
て
そ
な
た
の

名
前
を
言
う
、
あ
あ
、
そ
の
何
と
魅
力
的
な
響
き
。
我
々
は
そ
の

価
値
が
大
い
に
賞
賛
さ
れ
る
の
を
聴
く
と
き
、
歓
喜
が
胸
の
内
で

高
ま
る
。
神
の
手
に
よ
っ
て
、
そ
な
た
が
害
悪
よ
り
守
ら
れ
ん
こ

と
を
。
神
の
手
で
休
め
、
敬
愛
す
る
父
な
る
国
。

二
甘
い
休
息
と
共
に
、
そ
な
た
も
永
遠
な
る
祝
福
さ
れ
る
よ
う
に
。

そ
な
た
と
共
に
あ
る
喜
び
は
、
永
遠
に
栄
え
る
。
平
和
な
野
を
守

れ
。
神
を
信
用
す
る
こ
と
が
そ
な
た
の
努
力
で
あ
る
よ
う
に
、
そ

の
他
の
幸
福
は
必
ず
終
わ
り
が
あ
る
。
神
は
な
ん
じ
の
喜
び
の
傍

に
お
ら
れ
る
。
神
の
手
で
休
め
、
敬
愛
す
る
父
な
る
国
。

三
正
義
の
道
は
、
迷
い
と
は
無
縁
で
あ
る
。
我
々
の
法
が
全
て
守
ら

れ
る
時
、
神
は
困
っ
て
い
る
者
を
救
う
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
真
実

が
我
々
の
心
を
導
く
時
、
我
々
の
行
い
は
祝
福
を
得
る
。
こ
れ
ら

の
求
道
は
、
神
の
真
実
へ
と
つ
な
が
る
。
神
の
手
で
休
め
、
敬
愛

す
る
父
な
る
国
。

賛
美
歌
で
あ
る"Song

of
the

fatherland"

に
対
し
、
忠
君
愛
国
的
な
《
祝

え
吾
君
を
》
の
歌
詞
は
、
ま
さ
し
く
キ
リ
ス
ト
教
で
言
う
と
こ
ろ
の
天
の

国
に
お
け
る
「
神
」
を
日
本
に
お
け
る
「
天
皇
」
に
置
き
換
え
て
、
歌
詞

を
日
本
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
「
祝
え
」
と
い
う
言
葉
は
、
原
曲
に
あ
る

「
祝
福
」blest

と
い
う
単
語
の
翻
訳
で
あ
る
と
推
察
で
き
る
（
祝
福
と
い

う
単
語
が
明
治
期
に
は
ま
だ
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
）
。
ま
た
、
神
や
天
皇
の
恩
恵

に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
国
が
成
り
立
っ
て
い
る
と
い
う
全
体
的
な
歌
詞
の

ス
ト
ー
リ
ー
も
一
致
す
る
も
の
で
あ
る
。

『
小
学
唱
歌
集
』
は
、
前
書
き
で
唱
歌
の
目
的
を
「
徳
性
ヲ
涵
養
ス
ル

ヲ
以
テ
要
ト
ス
へ
シ
」
と
規
定
し
、
さ
ら
に
そ
の
機
能
を
「
人
心
ヲ
正
シ



風
化
ヲ
助
ク
ル
」
こ
と
に
あ
る
と
位
置
付
け
て
い
る

。
上
記
の
よ
う
に
、

(5)

『
小
学
唱
歌
集
』
で
は
キ
リ
ス
ト
教
の
教
義
が
う
ま
く
翻
案
さ
れ
、
日
本

の
文
脈
に
沿
っ
た
形
で
歌
詞
の
作
成
が
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
関
し
て

音
楽
学
者
の
中
村
理
平
は
、原
曲
の
キ
リ
ス
ト
教
的
要
素
が
意
図
的
に
『
小

学
唱
歌
集
』
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
と
い
う
説
を
唱
え
て
い
る
。
中
村
は
『
キ

リ
ス
ト
教
と
日
本
の
洋
楽
』
に
お
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
指
摘
を
行
う
。

賛
美
歌
に
は
主
に
捧
げ
る
献
身
と
愛
、
そ
し
て
主
か
ら
受
け
る
許
し

と
慰
め
が
大
き
な
部
分
を
占
め
て
い
ま
す
。
明
治
政
府
が
こ
れ
に
目

を
つ
け
な
い
わ
け
が
あ
り
ま
せ
ん
。
日
本
で
の
『
主
』
は
『
主
上
』

『
大
君
』
す
な
わ
ち
『
天
皇
』
に
ほ
か
あ
り
ま
せ
ん
。
神
を
あ
が
め

神
を
敬
う
賛
美
歌
の
旋
律
と
精
神
は
歌
詞
を
変
え
れ
ば
そ
の
ま
ま
天

皇
へ
の
帰
依
と
服
従
、
そ
し
て
天
皇
か
ら
の
慈
悲
を
願
う
国
民
の
魂

の
育
成
に
通
じ
る
。
(6)

す
な
わ
ち
、
明
治
政
府
の
役
人
と
し
て
の
音
楽
取
調
掛
が
意
図
的
に
翻

案
を
駆
使
し
、
忠
君
愛
国
を
中
心
と
し
た
国
民
形
成
と
い
う
目
的
で
唱
歌

を
生
み
出
し
た
と
い
う
こ
と
だ
。
更
に
『
小
学
唱
歌
集
』
の
歌
詞
を
分
析

し
て
み
る
と
、
儒
教
的
な
教
訓
を
後
付
け
た
も
の
も
多
い
こ
と
が
わ
か
る
。

例
と
し
て
、
現
代
の
学
校
に
お
け
る
卒
業
式
で
も
歌
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る

《
あ
お
げ
ば
尊
し
》
を
挙
げ
た
い
。
以
下
に
歌
詞
を
記
載
す
る
。

『
小
学
唱
歌
集
』
第
五
十
三
曲
《
あ
お
げ
ば
尊
し
》
(7)

一
あ
お
げ
ば
と
う
と
し
、
わ
が
師
の
恩
、
教
え
の
庭
に
も
、
は
や
い

く
と
せ
、
お
も
へ
ば
い
と
疾
し
、
こ
の
と
し
月
、
い
ま
こ
そ
わ
か

れ
め
、
い
ざ
さ
ら
ば

二
互
に
む
つ
み
し
、
日
ご
ろ
の
恩
、
わ
か
る
さ
後
に
も
、
や
よ
わ
す

る
な
、
身
を
た
て
名
を
あ
げ
、
や
よ
は
げ
め
よ
、
い
ま
こ
そ
わ
か

れ
め
、
い
ざ
さ
ら
ば

三
朝
ゆ
う
な
れ
に
し
、
ま
な
び
の
ま
ど
、
ほ
た
る
の
と
も
し
火
、
つ

む
白
雪
、
わ
す
る
る
ま
ぞ
な
き
、
ゆ
く
と
し
月
、
今
こ
そ
わ
か
れ

め
、
い
ざ
さ
ら
ば

"Song
for

the
C
lose

of
School

" (8)

1
W
e
part

today
to
m
eet,

perchance,
T
ill

G
od

shall
call

us

hom
e;
A
nd

from
this

room
w
e
w
ander
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A
lone,
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roam
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A
nd
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n
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M
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the
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B
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the
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love,
M
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w
e
all

m
eet

at
last.

2
Farew

ell
old

room
,
w
ithin

thy
w
alls,

N
o
m
ore

w
ith

joy
w
e`ll

m
eet;

N
or

voices
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in
m
orning

song,
N
or

ev`ning
hym

n

repeat.
B
ut
w
hen

in
future

years
w
e
dream

,
O
f
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love
and

truth,
O
ur

fondest
tho`ts

w
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be
of

thee,
T
he

school-room
of

our
youth.

3
Farew

ell
to

thee
w
e
loved

so
w
ell,

Farew
ell

our
schoolm

ates

dear;
T
he

tie
is
rent

that
linked

our
souls,

In
happy

union

here.
O
ur

hands
are

clasped,
our

hearts
are

full,
A
nd

tears



bedew
each

eye;
A
h,

’tis
a
tim

e
for

fond
regrets,

W
hen

school-m
ates

say"G
ood

B
ye."

《
卒
業
の
歌
》

一
今
日
、
我
ら
は
別
れ
よ
う
、
お
そ
ら
く
神
が
我
ら
を
天
に
召
し
て

め
ぐ
り
合
う
ま
で
。
私
た
ち
は
教
室
を
出
で
て
、
一
人
さ
ま
よ
う
。

幼
馴
染
た
ち
は
、
過
去
と
な
り
、
過
去
の
中
で
生
き
続
け
る
。
し

か
し
、
最
期
は
光
と
愛
の
国
で
再
会
す
る
。

二
さ
ら
ば
古
き
教
室
よ
、
お
前
の
中
で
楽
し
み
、
皆
と
会
う
こ
と
は

も
う
な
い
。
朝
、
声
を
揃
え
て
歌
う
こ
と
も
、
夕
べ
の
賛
美
歌
を

繰
り
返
す
こ
と
も
な
い
。
し
か
し
、
幾
年
も
後
の
世
、
私
た
ち
は

愛
と
真
実
の
光
景
を
夢
見
る
。
汝
は
最
も
大
切
な
思
い
出
に
な
る

だ
ろ
う
、
私
た
ち
が
若
き
日
を
過
ご
し
た
教
室
は
。

三
さ
ら
ば
、
私
た
ち
が
愛
し
た
汝
よ
。
さ
ら
ば
懐
か
し
き
級
友
た
ち

よ
。
私
た
ち
の
魂
を
結
び
つ
け
た
結
び
目
は
切
れ
る
、
幸
せ
の
絆

の
結
び
目
は
。
わ
れ
ら
の
手
は
固
く
握
ら
れ
、
胸
に
あ
ふ
れ
、
目

に
は
涙
が
に
じ
む
。
あ
あ
、
こ
れ
ぞ
別
れ
の
時
、
級
友
た
ち
は
別

れ
を
告
げ
る
。

原
曲
は
、
二
〇
一
一
年
に
英
文
学
者
の
櫻
井
雅
人
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ

た
《
卒
業
の
歌
》
で
あ
る
。
《
あ
お
げ
ば
尊
し
》
と
い
う
有
名
曲
の
原
曲

で
あ
る
こ
の
英
語
の
歌
は
、
永
ら
く
不
明
で
あ
り
、
唱
歌
研
究
に
お
け
る

最
大
の
謎
と
さ
れ
て
き
た
。
《
あ
お
げ
ば
尊
し
》
と
同
じ
く
三
連
形
式
の

楽
曲
で
あ
り
、
歌
詞
も
卒
業
を
テ
ー
マ
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

原
曲
の
歌
詞
が
単
純
に
旧
友
や
教
室
と
の
別
れ
を
惜
し
む
も
の
で
あ
る
の

に
対
し
て
、
唱
歌
の
歌
詞
は
「
師
へ
の
恩
」
と
い
う
儒
教
的
教
訓
を
後
付

け
し
て
い
る
と
言
え
る
。
ま
た
、
唱
歌
の
第
三
番
に
お
け
る
「
蛍
」
と
「
雪
」

の
言
葉
は
、
『
小
学
唱
歌
集
』
第
二
〇
曲
《
蛍
の
光
》
で
も
引
用
さ
れ
て

い
る
「
蛍
雪
の
功
」
の
故
事
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
だ
ろ
う
。

『
小
学
唱
歌
集
』
で
は
こ
の
よ
う
な
形
で
唱
歌
歌
詞
が
作
ら
れ
て
い
る
。

他
に
も
例
え
ば
第
三
八
曲
《
燕
》
の
よ
う
に
、
違
う
季
節
の
季
語
を
、
季

節
を
歌
っ
て
い
な
い
原
曲
の
歌
詞
に
多
く
後
付
け
し
て
四
季
の
移
り
変
わ

り
を
表
し
、
「
日
本
的
な
自
然
」
を
歌
っ
た
「
翻
訳
唱
歌
」
も
多
く
存
在

す
る

。
こ
れ
に
つ
い
て
言
う
と
、
例
え
ば
ヴ
ィ
ヴ
ァ
ル
デ
ィ
の
《
四
季
》

(9)

な
ど
は
各
季
節
を
全
く
違
う
旋
律
で
表
し
て
お
り
、
同
じ
旋
律
で
四
季
を

歌
う
『
小
学
唱
歌
集
』
の
楽
曲
は
、
旋
律
と
歌
詞
の
調
和
と
い
う
点
で
無

理
が
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

『
小
学
唱
歌
集
』
は
一
八
八
四
年
の
時
点
で
全
三
編
が
刊
行
さ
れ
、
同

年
以
降
、
各
地
の
小
学
校
で
使
用
が
開
始
さ
れ
る
が
、
一
八
八
六
年
、
前

年
に
初
代
文
部
大
臣
と
な
っ
た
森
有
礼
が｢

第
一
次
小
学
校
令｣

を
公
布

し
、そ
れ
ま
で
の
欧
化
主
義
の
反
動
と
も
言
え
る
国
家
主
義
の
勃
興
の
下
、

教
科
書
の
検
定
制
度
が
始
ま
る
。
こ
れ
は
地
方
長
官
の
裁
量
に
任
せ
て
い

た
そ
れ
ま
で
の
認
可
制
と
は
違
っ
て
、
文
部
省
自
身
が
教
科
書
の
基
準
を

定
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。
一
八
八
六
年
に
「
教
科
用
図
書
検
定
条
例
」
が

定
め
ら
れ
た
が
、
翌
年
に
廃
止
さ
れ
、
改
め
て
「
教
科
用
図
書
検
定
規
則
」

が
公
布
さ
れ
た

。
唱
歌
教
育
に
お
い
て
も
民
間
で
編
纂
さ
れ
た
唱
歌
集

(10)

と
い
う
も
の
が
出
始
め
る
。
大
和
田
の
『
明
治
唱
歌
』
は
、
唱
歌
教
育
に

お
け
る
検
定
教
科
書
と
し
て
最
初
の
も
の
で
あ
り
、
後
述
す
る
よ
う
に
、



特
に
歌
詞
の
面
で
高
い
評
価
を
受
け
て
い
る
。
大
和
田
の
作
詞
に
関
す
る

研
究
と
し
て
は
、
日
本
語
学
者
の
山
東
功
に
よ
る
も
の
が
あ
る
。
山
東
は

『
唱
歌
と
国
語

明
治
近
代
化
の
装
置
』
に
お
い
て
、
「
唱
歌
に
お
け
る
文

法
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
明
治
期
を
通
じ
た
唱
歌
教
育
の
分
析
を
行
っ

て
お
り
、
唱
歌
の
視
点
か
ら
近
代
化
と
日
本
語
文
法
の
繋
が
り
を
論
じ
て

い
る
。
そ
の
中
で
山
東
は
、
大
和
田
を
、
後
述
す
る
「
新
体
詩
」
の
普
及

者
と
し
て
描
い
て
い
る
が
、
本
論
文
に
お
い
て
は
『
明
治
唱
歌
』
と
『
小

学
唱
歌
集
』
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
り
、
「
新
体
詩
」
以
外
の
『
明
治
唱

歌
』
に
お
け
る
作
詞
の
特
徴
、
す
な
わ
ち
『
明
治
唱
歌
』
が
作
詞
の
面
で

高
い
評
価
を
受
け
て
い
る
理
由
を
導
き
出
し
て
い
き
た
い
。

二
、『
明
治
唱
歌
』
の
概
説

最
初
に
大
和
田
の
経
歴
に
つ
い
て
概
説
し
て
お
く
。
大
和
田
は
一
八
五

七
年
、
伊
予
国
宇
和
島
市
丸
之
内
に
、
藩
士
の
子
と
し
て
生
ま
れ
た
。
幼

少
よ
り
藩
校
に
学
び
、
十
四
歳
の
時
に
藩
公
に
召
さ
れ
て
四
書
を
進
講
す

る
な
ど
、
早
く
も
文
学
者
と
し
て
の
萌
芽
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
一
八
七

六
年
、
広
島
外
国
語
学
校
に
入
学
し
て
英
学
を
修
め
、
一
八
七
九
年
に
上

京
。
書
記
な
ど
と
し
て
働
く
傍
ら
研
鑽
を
つ
み
、
一
八
八
四
年
よ
り
東
京

帝
国
大
学
古
典
講
習
科
講
師
、
一
八
八
六
年
よ
り
東
京
高
等
師
範
学
校
教

授
等
を
歴
任
し
た
。
一
八
八
八
年
よ
り
一
八
九
二
年
に
か
け
て
、
民
間
製

唱
歌
集
の
先
駆
け
で
あ
る
『
明
治
唱
歌
』
全
六
集
を
、
奥
好
義
と
共
に
編

纂
す
る
。
一
八
九
一
年
に
職
を
辞
し
て
か
ら
は
多
彩
な
文
筆
活
動
に
専
念

し
、
一
九
〇
〇
年
よ
り
《
鉄
道
唱
歌
》
を
発
表
し
始
め
る
。
晩
年
は
、《
海

軍
軍
歌
》
な
ど
の
作
詞
も
行
っ
た
。
一
九
一
〇
年
、
東
京
牛
込
の
法
身
寺

で
病
死
し
た
。
作
詞
を
手
が
け
た
主
な
作
品
と
し
て
、《
故
郷
の
空
》
、《
青

葉
の
笛
》
、
《
鉄
道
唱
歌
》
な
ど
が
あ
る
。

『
明
治
唱
歌
』
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
の
作
詞
が
大
和
田
に
よ
る
も

の
で
あ
る
。
こ
の
中
に
は
ロ
バ
ー
ト･

バ
ー
ン
ズ
のC

om
in'

T
hro'

the

R
ye

の
旋
律
を
用
い
た
《
故
郷
の
空
》
な
ど
、
現
在
で
も
よ
く
知
ら
れ
る

楽
曲
が
存
在
す
る
。
全
一
六
九
曲
中
一
一
四
曲
が
西
洋
曲
の
旋
律
を
基
に

し
た
も
の
で
あ
り
、
ジ
ル
ヒ
ャ
ー
の
《
ロ
ー
レ
ラ
イ
》
、
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト

の
《
春
へ
の
憧
れ
》
、
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
《
マ
ル
モ
ッ
テ
》、
ヴ
ェ
ル
デ

ィ
の
オ
ペ
ラ
『
リ
ゴ
レ
ッ
ト
』
よ
り
《
女
心
の
歌
》
な
ど
、
現
代
日
本
で

も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
の
楽
曲
が
多
く
原
曲
に
含
ま
れ

て
い
る
。

『
明
治
唱
歌
』
第
一
集
に
は｢

此
書
は
学
校
と
家
庭
と
を
問
は
ず
、
世
の

唱
歌
を
誘
導
し
て
、
高
尚
の
域
に
す
す
め
ん
と
の
ぞ
む
熱
心
よ
り
、
不
完

全
の
謗
を
う
け
ん
も
か
へ
り
み
ず
、
稿
を
起
し
た
る
な
り

｣

と
い
う
前
書

(11)

き
が
あ
り
、
メ
ー
ソ
ン
の
肖
像
画
と
メ
ー
ソ
ン
へ
の
謝
辞
も
掲
載
さ
れ
て

い
る
。
こ
こ
か
ら
、
『
明
治
唱
歌
』
は
『
小
学
唱
歌
集
』
を
参
考
と
し
て

編
纂
さ
れ
、
そ
れ
を
踏
み
台
と
し
て
唱
歌
を
さ
ら
に
「
高
尚
の
域
」
に
進

め
る
と
い
う
目
的
が
内
包
さ
れ
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
ま

た
、
楽
曲
の
音
楽
面
に
つ
い
て
、
「
四
分
の
四
拍
子
の
占
め
る
割
合
が
最

も
高
く
、
ハ
長
調
と
ヘ
長
調
が
全
体
を
通
し
て
多
く
見
ら
れ
、
短
音
階
よ

り
長
音
階
が
優
先
さ
れ
て
い
る
」
な
ど
、
『
小
学
唱
歌
集
』
と
の
共
通
点

が
指
摘
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り

、
そ
の
点
で
も
『
明
治
唱
歌
』
は
『
小
学

(12)

唱
歌
集
』
を
参
考
に
し
て
編
纂
さ
れ
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。
共
編
者
の



奥
は
、
音
楽
取
調
掛
に
在
籍
し
て
メ
ー
ソ
ン
に
師
事
し
て
い
た
こ
と
か
ら

『
小
学
唱
歌
集
』
の
音
楽
的
傾
向
が
『
明
治
唱
歌
』
に
受
け
継
が
れ
て
い

た
と
推
察
さ
れ
る
。

ま
た
、
『
明
治
唱
歌
』
は
歌
詞
だ
け
を
見
る
と
大
和
田
の
創
作
詩
集
に

近
い
。
『
明
治
唱
歌
』
の
歌
詞
を
「
忠
君
愛
国
」
・
「
自
然
」
・
「
儒
教
的
教

訓
」・
「
そ
の
他(

行
事
な
ど)

」
と
い
う
四
つ
の
基
準
で
分
類
し
て
み
る
と
、

四
分
の
一
程
度
の
楽
曲
が｢
自
然｣

を
歌
っ
た
歌
詞
と
言
え
る
。
例
え
ば
「
な

る
た
け
簡
単
に
て
独
習
に
や
す
き
」
第
一
集
で
は
二
、
三
、
四
、
五
、
二

四
、
二
五
、
二
六
の
番
号
の
も
の
が｢

自
然｣

を
テ
ー
マ
に
し
て
お
り
、『
明

治
唱
歌
』
と
『
小
学
唱
歌
集
』
と
の
違
い
を
示
す
参
考
と
し
て
、
以
下
に

い
く
つ
か
歌
詞
を
掲
載
す
る
。

第
一
集
、
第
二
曲
《
春
の
歌
》

一
歌
へ
歌
へ
春
を
む
か
へ
て
。
歌
へ
歌
へ
鳥
と
と
も
に
。
い
ざ
や
野
も

山
も
歌
の
声
そ
へ
て
、
合
は
せ
そ
の
訓
か
へ
せ
こ
だ
ま
。
空
も
の
ど

か
花
も
さ
か
り
。
歌
へ
歌
へ
鳥
よ
と
も
よ
。

二
あ
そ
べ
あ
そ
べ
野
辺
の
芝
生
に
。
あ
そ
べ
あ
そ
べ
蝶
と
と
も
に
。
袖

に
ち
る
露
も
け
さ
は
心
地
よ
や
。
袖
に
ふ
く
風
も
け
ふ
は
う
れ
し
。

春
よ
友
よ
こ
こ
ろ
ゆ
た
か
に
、
わ
れ
と
あ
そ
べ
歌
へ
。

第
一
集
、
第
三
曲
《
鳥
の
歌
》

一
朝
霧
は
れ
て
さ
す
日
の
か
げ
、
む
か
へ
て
親
子
そ
ら
に
翔
る
。
た
の

し
さ
い
つ
も
か
は
ら
ぬ
声
。
歌
へ
や
遊
べ
や
な
つ
か
し
鳥
よ
。

二
あ
る
ひ
は
雲
に
つ
ば
さ
を
の
べ
、
あ
る
ひ
は
森
に
ね
ぐ
ら
を
と
ひ
、

こ
ゝ
ろ
の
ま
ゝ
に
憂
も
な
し
。
歌
へ
や
遊
べ
や
む
れ
ゆ
く
鳥
よ
。

第
一
集
、
第
四
曲
《
春
風
》

一
草
葉
に
ふ
け
や
は
る
の
か
ぜ
、
ひ
ば
り
の
夢
を
さ
ま
す
ま
で
。
菜

種
の
う
へ
を
と
ぶ
て
ふ
の
、
つ
か
れ
し
羽
ね
に
触
れ
ぬ
ほ
ど
。

二
こ
ず
ゑ
に
ふ
け
や
は
る
の
か
ぜ
、
花
の
に
ほ
ひ
を
さ
そ
ふ
ま
で
。

枝
さ
し
か
は
す
あ
を
や
ぎ
の
糸
の
も
つ
れ
を
見
せ
ぬ
ほ
ど
。

三
あ
あ
愛
ら
し
の
は
る
か
ぜ
よ
、
わ
が
身
を
ふ
き
て
い
つ
ま
で
も
、

老
せ
ぬ
空
に
ま
ひ
あ
そ
べ
。
若
き
野
山
に
ゆ
た
か
よ
へ
。

第
一
集
、
第
二
四
曲
《
朝
雲
雀
》

一
霞
に
あ
が
れ
り
あ
は
れ
朝
雲
雀
。
菫
の
ね
ぐ
ら
を
早
く
お
き
は
な

れ
、
む
ら
さ
き
深
き
そ
ら
に
、
そ
の
う
た
か
を
り
わ
た
る
。

二
雲
井
に
な
の
れ
り
あ
は
れ
時
鳥
。
深
山
の
木
の
間
を
あ
と
に
立
ち

い
で
て
、
月
か
げ
き
よ
き
そ
ら
に
、
そ
の
こ
ゑ
ひ
び
き
わ
た
る
。

三
門
田
に
お
ち
た
り
あ
は
れ
天
つ
雁
。
か
さ
な
る
海
山
と
ほ
く
飛
び

こ
え
て
、
う
す
霧
か
か
る
か
た
に
、
そ
の
か
げ
い
ま
ぞ
し
づ
む
。

四
波
間
に
操
げ
り
あ
は
れ
小
夜
千
鳥
。
ね
ざ
め
の
枕
を
よ
そ
に
と
ひ

す
て
て
、
潮
風
さ
む
き
は
ま
に
そ
の
友
ゆ
き
き
あ
そ
ぶ
。

『
小
学
唱
歌
集
』
と
比
較
し
た
『
明
治
唱
歌
』
の
傾
向
と
し
て
、
全
体

的
に
美
感
を
重
視
し
た
教
科
書
と
言
え
る
。
題
名
に｢

春｣

を
含
む
第
二
・

四
曲
に
は
、｢
蝶｣

、｢

ひ
ば
り｣

、｢

春
風｣

な
ど
の
季
語
が
存
在
す
る
が
、

季
節
の
移
り
変
わ
り
は
見
ら
れ
ず
、
そ
れ
は
全
六
集
を
通
じ
て
同
じ
傾
向



が
続
く
。
す
な
わ
ち
、『
小
学
唱
歌
集
』
で
見
ら
れ
る
よ
う
な｢

違
う
季
節

の
季
語
を
同
一
楽
曲
歌
詞
内
で
多
用
し
て
四
季
の
移
り
変
わ
り
を
表
す｣

と
い
う
作
詞
法
は
『
明
治
唱
歌
』
に
は
な
く
、
そ
れ
が
「
歌
曲
の
調
和
が

よ
ろ
し
く
、
な
が
ら
く
歓
迎
さ
れ
た
良
書

」
と
い
う
評
価
に
つ
な
が
っ

(13)

た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
「
忠
君
愛
国
的
」
な
歌
詞
の
楽
曲
に
つ
い
て

見
て
み
る
と
、
四
分
の
一
以
上
の
楽
曲
が
そ
こ
に
当
て
は
ま
る
『
小
学
唱

歌
集
』
と
は
違
い
、『
明
治
唱
歌
』
で
は
第
一
集
第
一
四
曲
《
皇
国
の
守
》

な
ど
百
六
十
九
曲
中
十
一
曲
（
一-

一
三
、
一-

一
四
、
一-

二
〇
、
一-

二
八
、
二-

一
〇
、
四-

一
三
、
四-

一
六
、
四-

二
三
、
四-

二
四
、
五-

二
五
、
六-

一
四
〔
数
字
は
巻

数-

曲
番
号
〕
）
し
か
そ
こ
に
当
て
は
ま
ら
な
い
。
こ
の
点
で
『
明
治
唱
歌
』

は
、
「
歌
詞
に
思
想
的
な
く
さ
み
が
な
く
、
現
在
（
一
九
六
五
年
）
見
て
も

好
感
の
も
て
る
教
科
書

」
で
あ
る
と
評
さ
れ
る
。

(14)

三
、『
明
治
唱
歌
』
に
お
け
る
「
翻
訳
唱
歌
」

更
に
『
明
治
唱
歌
』
の
歌
詞
に
つ
い
て
重
要
な
こ
と
は
、
第
二
集
の
「
凡

例
」
で
「
西
洋
唱
歌
の
原
譜
に
附
け
た
る
歌
は
、
す
べ
て
作
者
の
あ
ら
た

に
設
け
た
る
題
に
て
、
原
歌
を
翻
訳
し
た
る
も
の
は
一
つ
も
な
し
」
と
記

述
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ほ
と
ん
ど
の
楽
曲
が
原
曲
の
歌
詞
と
全
く
関
係

な
く
作
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
《
マ
ル

モ
ッ
テ
》
は
、
ゲ
ー
テ
の
戯
曲
か
ら
テ
キ
ス
ト
が
と
ら
れ
、
マ
ー
モ
ッ
ト

を
使
っ
た
芸
を
披
露
す
る
旅
芸
人
の
少
年
を
描
い
た
歌
詞
内
容
で
あ
る

が
、
そ
れ
を
原
曲
と
す
る
第
五
集
の
第
一
三
曲
《
あ
す
の
日
和
》
は
秋
の

夕
暮
れ
を
歌
っ
た
歌
詞
内
容
に
改
変
さ
れ
た
。
し
か
し
第
一
集
に
は
原
曲

歌
詞
を
参
考
に
し
て
作
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
楽
曲
が
複
数
存
在
す
る
。
こ

れ
は
、
「
翻
訳
で
な
い
」
第
二
集
以
降
を
編
纂
す
る
前
に
西
洋
唱
歌
の
詩

の
型
を
自
ら
の
作
風
に
取
り
入
れ
る
た
め
の
、
試
験
的
な
作
品
だ
っ
た
と

見
な
す
こ
と
も
で
き
る
。
本
論
文
の
主
目
的
は
、
「
翻
訳
唱
歌
」
を
中
心

に
編
纂
さ
れ
た
『
小
学
唱
歌
集
』
と
『
明
治
唱
歌
』
の
比
較
で
あ
る
た
め
、

『
明
治
唱
歌
』
に
お
け
る
「
翻
訳
唱
歌
」
の
歌
詞
に
つ
い
て
も
、
以
下
に

い
く
つ
か
原
曲
と
の
比
較
の
形
で
記
載
し
て
み
る
。

第
一
集
、
第
六
曲
《
遊
歩
の
庭
》

一
い
で
よ
い
で
よ
遊
歩
の
庭
に
。
休
の
か
ね
の
お
と
き
く
時
は
、
皆

う
ち
つ
れ
て
お
く
れ
ず
い
で
よ
。
楽
し
く
共
に
遊
べ
遊
べ
あ
そ
べ
。

二
あ
そ
べ
あ
そ
べ
中
よ
く
遊
べ
。
鈴
菜
の
花
に
と
ま
り
し
て
ふ
も
、

友
だ
ち
つ
れ
て
空
に
ぞ
あ
そ
ぶ
。
楽
し
く
共
に
遊
べ
遊
べ
あ
そ
べ
。

"M
arch

A
w
ay

" (15)

1
M
arch

aw
ay!

M
arch

aw
ay!

T
o
the

play
ground

lead
the

w
ay;

A
ll
our

lessons
now

are
past,

L
eft

foot
first

and
not

too
fast;

O
!
`tis

nice
each

sunny
day,

T
hus

t`enjoy
O
urselves

in
play;

W
e`ll

no
angry

looks
betray,

B
ut
m
errily

m
errily

m
arch

aw
ay.

2
O
ff
w
e
go!

O
ff
w
e
go!

A
ll
our

looks
our

pleasure
show

;

R
ound

and
round

the
pole

w
e
sw
ing,

O
r
w
e
form

the
joyous

ring;
Joining

in
the

active
race,

S
w
ift

w
e
run

from
place

to

place;
`T
is
the

tim
e
for

sport
and

play,
S
o
m
errily,

m
errily



m
arch

aw
ay.

《
進
み
出
よ
う
》

一
進
み
出
よ
う
、
進
み
出
よ
う
、
遊
び
場
へ
と
道
を
つ
な
ご
う
。
今
、

全
て
の
授
業
は
終
わ
っ
た
。
左
足
か
ら
最
初
に
、
急
ぎ
す
ぎ
ぬ
よ

う
。
お
お
、
な
ん
て
い
い
天
気
だ
ろ
う
。
遊
ぶ
の
に
恰
好
だ
。
私

た
ち
は
怒
ら
な
い
し
裏
切
ら
な
い
。
で
も
、
喜
ん
で
進
み
出
よ
う
。

ニ
私
た
ち
は
行
く
、
私
た
ち
は
行
く
、
皆
と
て
も
嬉
し
そ
う
に
見
え

る
。
ポ
ー
ル
を
ま
わ
り
ス
イ
ン
グ
し
、
ま
た
は
楽
し
く
輪
を
作
る
。

活
発
な
競
走
に
参
加
し
、
す
ば
や
く
動
く
。
ス
ポ
ー
ツ
と
遊
び
の

時
間
。
喜
ん
で
、
喜
ん
で
進
み
出
よ
う
。

唱
歌
の
作
詞
者
は
大
和
田
で
あ
り
、
連
の
数
も
原
曲
と
一
致
し
、
ほ
と

ん
ど
直
訳
に
近
い
と
言
っ
て
よ
い
。
休
み
時
間
に
子
供
た
ち
が
遊
ぶ
様
子

が
描
か
れ
て
い
る
。
「
鈴
菜
の
花
に
と
ま
り
し
て
ふ
」
と
い
う
部
分
は
大

和
田
の
後
付
け
で
あ
り
、
「
す
ず
な
」
・
「
蝶
」
と
い
う
二
つ
の
季
語
が
含

ま
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
新
年
と
春
の
季
語
で
あ
り
、
特
に
季
節
の
移

り
変
わ
り
を
気
に
し
て
付
け
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。

第
一
集
、
第
一
五
曲
《
母
な
き
吾
屋
》

一
は
は
な
き
わ
が
や
は
暗
ゆ
く
こ
こ
ち
。
の
こ
れ
る
幼
兒
目
も
泣
き
は
れ
ぬ
。

ち
ち
う
へ
あ
ね
ぎ
み
何
と
か
す
べ
き
。
母
な
き
わ
が
や
暗
ゆ
く
こ
こ
ち
。

二
は
は
な
き
わ
が
や
は
暗
ゆ
く
こ
こ
ち
。
春
日
の
光
も
こ
こ
に
は
照

ら
ず
。
鳥
啼
き
花
散
り
な
つ
さ
へ
と
は
ず
。
母
な
き
わ
が
や
は
暗

ゆ
く
こ
こ
ち
。

三
は
は
な
き
わ
が
や
は
暗
ゆ
く
こ
こ
ち
。
朝
夕
む
か
ひ
し
つ
く
ゑ
の

う
へ
に
。
つ
も
れ
る
そ
の
書
た
れ
と
か
読
ま
ん
。
母
な
き
わ
が
や

は
暗
ゆ
く
こ
こ
ち
。

四
母
な
き
わ
が
や
は
や
み
ゆ
く
こ
こ
ち
。
な
れ
た
る
言
葉
を
耳
に
も

聞
か
ず
。
わ
れ
ら
を
遺
し
て
い
づ
こ
に
行
き
し
。
母
な
き
わ
が
や

は
暗
ゆ
く
こ
こ
ち
。

"H
O
M
E
IS

S
A
D
W
IT
H
O
U
T
A
M
O
T
H
E
R
.
" (16)

1
H
om

e
is
sad

w
ithout

a
m
other,

G
loom

and
darkness

hover

there;
E
yes

of
childhood

w
et
w
ith

w
eeping,

Speak
of

darkness
and

despair.
K
iss

m
e
sister,

love
m
e
brother,

H
om

e

is
sad

w
ithout

a
m
other.

K
iss

m
e
sister,

love
m
e
brother,

H
om

e
is
sad

w
ithout

a
m
other.

2
H
om

e
is
sad

w
ithout

a
m
other,

M
ould`ring

yonder
in
the

tom
b;

H
ands

w
e
often

felt
caressing,

S
ilken

curls
of

childhood`s
bloom

.
K
iss

m
e
sister,

love
m
e
brother,

H
om

e
is

sad
w
ithout

a
m
other.

K
iss

m
e
sister,

love
m
e
brother,

H
om

e

is
sad

w
ithout

a
m
other.

3
H
om

e
is
sad

w
ithout

a
m
other,

V
acant

is
the

old
arm

chair;

L
ips

of
love

are
cold

and
silent,

S
ilent

in
the

churchyard

there.
K
iss

m
e
sister,

love
m
e
brother,

H
om

e
is
sad

w
ithout

a
m
other.

K
iss

m
e
sister,

love
m
e
brother,

H
om

e
is
sad

w
ithout

a
m
other.



4
H
om

e
is
sad

w
ithout

a
m
other,

U
p
there

in
the

spiritland,

Father,
m
other,

sister,
brother,

Form
a
circle,

hand
in

hand.

K
iss

m
e
sister,

love
m
e
brother,

H
om

e
is
sad

w
ithout

a

m
other.

K
iss

m
e
sister,

love
m
e
brother,

H
om

e
is
sad

w
ithout

a
m
other.

《
母
亡
き
悲
し
い
我
が
家
》

一
我
が
家
は
母
を
亡
く
し
て
悲
し
み
に
つ
つ
ま
れ
て
い
る
。
憂
鬱
と

陰
鬱
が
漂
う
。
子
供
ら
の
目
は
涙
に
濡
れ
、
陰
鬱
と
絶
望
の
話
を

す
る
。
姉
よ
、
キ
ス
し
て
、
兄
よ
、
愛
し
て
。
我
が
家
は
母
を
亡

く
し
て
悲
し
み
に
つ
つ
ま
れ
て
い
る
。
姉
よ
、
キ
ス
し
て
、
兄
よ
、

愛
し
て
。
我
が
家
は
母
を
亡
く
し
て
悲
し
み
に
つ
つ
ま
れ
て
い
る
。

二
我
が
家
は
母
を
亡
く
し
て
悲
し
み
に
つ
つ
ま
れ
て
い
る
。
ま
る
で

墓
の
中
の
よ
う
。
私
た
ち
は
し
ば
し
ば
キ
ス
を
し
合
う
。
子
供
た

ち
の
頬
や
髪
に
。
姉
よ
、
キ
ス
し
て
、
兄
よ
、
愛
し
て
。
我
が
家

は
母
を
亡
く
し
て
悲
し
み
に
つ
つ
ま
れ
て
い
る
。
姉
よ
、
キ
ス
し

て
、
兄
よ
、
愛
し
て
。
我
が
家
は
母
を
亡
く
し
て
悲
し
み
に
つ
つ

ま
れ
て
い
る
。

三
我
が
家
は
母
を
亡
く
し
て
悲
し
み
に
つ
つ
ま
れ
て
い
る
。
母
の
古

い
ひ
じ
か
け
椅
子
は
誰
も
使
っ
て
い
な
い
。愛
に
あ
ふ
れ
た
唇
は
、

教
会
の
墓
地
で
冷
た
く
静
ま
り
返
っ
て
い
る
。
姉
よ
、
キ
ス
し
て
、

兄
よ
、
愛
し
て
。
我
が
家
は
母
を
亡
く
し
て
悲
し
み
に
つ
つ
ま
れ

て
い
る
。
姉
よ
、
キ
ス
し
て
、
兄
よ
、
愛
し
て
。
我
が
家
は
母
を

亡
く
し
て
悲
し
み
に
つ
つ
ま
れ
て
い
る
。

四
我
が
家
は
母
を
亡
く
し
て
悲
し
み
に
つ
つ
ま
れ
て
い
る
。
精
霊
の

国
で
、
父
・
母
・
姉
・
兄
た
ち
と
手
を
と
り
抱
き
合
お
う
。
姉
よ
、

キ
ス
し
て
、
兄
よ
、
愛
し
て
。
我
が
家
は
母
を
亡
く
し
て
悲
し
み

に
つ
つ
ま
れ
て
い
る
。
姉
よ
、
キ
ス
し
て
、
兄
よ
、
愛
し
て
。
我

が
家
は
母
を
亡
く
し
て
悲
し
み
に
つ
つ
ま
れ
て
い
る
。

こ
れ
も
大
和
田
の
作
詞
に
よ
る
唱
歌
で
あ
り
、
細
部
は
原
曲
と
異
な
る

も
の
の
、
連
の
数
が
一
致
し
、
全
体
的
な
テ
ー
マ
と
し
て
は
原
曲
と
唱
歌

で
ほ
と
ん
ど
類
似
し
た
も
の
が
見
ら
れ
る
。
タ
イ
ト
ル
に
つ
い
て
は
完
全

に
直
訳
で
あ
る
。
原
曲
の
「
椅
子
」
が
、
唱
歌
で
「
机
」
に
変
更
さ
れ
て

い
る
の
は
一
種
の
翻
案
で
あ
り
、
当
時
の
日
本
の
一
般
大
衆
が
、
椅
子
に

馴
染
み
の
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
改
変
の
理
由
と
し
て
大
き
い
だ
ろ

う
。
『
小
学
唱
歌
集
』
の
場
合
だ
と
「
親
」
を
テ
ー
マ
に
し
た
歌
詞
は
、

全
て
「
親
の
恩
」
と
い
う
儒
教
的
道
徳
の
下
に
形
成
さ
れ
て
い
る
が
、《
母

な
き
吾
屋
》
の
場
合
は
「
母
を
失
っ
た
悲
し
み
の
情
景
」
が
前
面
に
出
さ

れ
、
教
訓
的
な
歌
詞
と
は
言
え
な
い
。

第
一
集
、
第
二
六
曲
《
二
月
の
海
路
》

一
春
の
う
ら
ら
の
海
原
や
、
遠
の
山
々
か
す
む
な
り
。
雲
か
帆
影
か

み
づ
と
り
の
、
む
れ
て
と
ぶ
さ
へ
お
も
し
ろ
や
。

二
闇
の
雲
間
の
星
の
か
げ
、
光
か
く
れ
て
す
ご
き
夜
や
。
や
が
て
嵐

か
お
ろ
し
こ
ん
、
空
の
け
は
ひ
も
た
だ
な
ら
ず
。

三
雨
に
あ
ら
し
に
大
海
は
、
怒
涛
さ
か
ま
き
あ
る
る
な
り
。
い
ま
や

わ
が
船
か
く
れ
岩
に
、
ふ
れ
て
く
だ
け
ん
お
そ
ろ
し
や
。



四
い
づ
こ
な
る
ら
ん
名
も
し
ら
ぬ
、
は
な
れ
小
島
に
流
れ
つ
き
、
あ

ら
し
ふ
き
や
み
春
の
夜
は
、
し
ほ
ぢ
か
す
み
て
あ
け
そ
め
ぬ
。

"D
ie
L
orelei

" (17)
1
Ich

w
eiß

nicht,
w
as

soll
es

bedeuten,
D
ass

ich
so

traurig
bin?

E
in
M
ärchen

aus
alten

Z
eiten,

D
as

kom
m
t
m
ir
nicht

aus
dem

Sinn.
D
ie
L
uft

ist
kühl

und
es

dunkelt,
U
nd

ruhig
fließt

der

R
hein;

D
er

G
ipfel

desB
erges

funkelt
im

A
bendsonnenschein.

2
D
ie
schönste

Jungfrau
sitzet,

D
ort

oben
w
underbar,

Ihr

gold'nes
G
eschm

eide
blitzet,

Sie
käm

m
t
ihr

goldenes
H
aar.

S
ie
käm

m
t
es

m
it
goldenem

K
am

m
e,
U
nd

singt
ein

L
ied

dabei;
D
as

hat
eine

w
undersam

e,
G
ew

alt'ge
M
elodei.

3
D
en

S
chiffer

im
kleinen

S
chiffe,

E
rgreift

es
m
it
w
ildem

W
eh,

E
r
schaut

nicht
die

F
elsenriffe,

E
r
schaut

nur
hinauf

in
die

H
öh'.

Ich
glaube,

die
W
ellen

verschlingen
A
m

E
nde

S
chiffer

und
K
ahn,

U
nd

das
hat

m
it
ihrem

S
ingen,

D
ie
L
oreley

getan.

《
ロ
ー
レ
ラ
イ
》

一
な
ぜ
こ
ん
な
に
悲
し
い
の
か
、
私
に
は
わ
か
ら
な
い
。
遠
い
昔
の

物
語
、
胸
か
ら
い
つ
も
離
れ
な
い
。
風
は
冷
た
く
暗
く
な
り
、
ラ

イ
ン
河
は
静
か
に
流
る
る
。
山
の
頂
上
は
、
紅
く
夕
日
に
照
り
映

え
て
い
る
。

二
遠
く
の
岩
に
、
驚
嘆
す
べ
き
美
し
い
乙
女
が
腰
を
お
ろ
す
。
金
の

か
ざ
り
を
輝
か
せ
、
黄
金
の
髪
を
梳
い
て
い
る
。
黄
金
の
櫛
で
梳

き
な
が
ら
、
乙
女
は
歌
を
口
ず
さ
ん
で
い
る
。
不
思
議
な
力
を
持

っ
た
素
晴
ら
し
い
旋
律
。

三
小
舟
を
あ
や
つ
る
舟
人
は
、
心
を
た
ち
ま
ち
乱
さ
れ
、
暗
礁
も
見

る
こ
と
が
で
き
ず
、
た
だ
上
ば
か
り
を
仰
ぎ
み
る
。
つ
い
に
、
舟

も
舟
人
も
波
に
呑
ま
れ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
ロ
ー
レ
ラ
イ
の
妖
し

き
魔
の
歌
に
よ
っ
て
。

唱
歌
の
作
詞
は
音
楽
取
調
掛
に
も
在
籍
し
て
い
た
鳥
居
忱
に
よ
る
も
の

で
あ
り
原
曲
は
ジ
ル
ヒ
ャ
ー
の
有
名
な
ド
イ
ツ
歌
曲
《
ロ
ー
レ
ラ
イ
》
で

あ
る
。
大
和
田
の
作
詞
で
は
な
い
が
、
『
明
治
唱
歌
』
に
お
け
る
作
詞
の

傾
向
を
知
る
と
い
う
点
で
、
こ
の
楽
曲
も
取
り
上
げ
た
。
原
曲
第
三
番
の

「
舟
も
舟
人
も
波
に
呑
ま
れ
て
し
ま
う
」
と
い
う
歌
詞
を
取
り
出
し
て
拡

大
す
る
こ
と
に
よ
り
、
「
春
の
海
原
に
漕
ぎ
出
し
た
船
と
舟
人
が
、
嵐
に

あ
っ
て
あ
や
う
く
沈
み
そ
う
に
な
る
」
と
い
う
ス
ト
ー
リ
ー
を
作
り
出
し

て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
、
原
曲
の
歌
詞
の
一
部
を
取
り
出
し
て
拡
大
す
る

と
い
う
翻
案
は
、『
小
学
唱
歌
集
』
で
も
多
く
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
「
忠

君
愛
国
」
や
「
儒
教
的
教
訓
」
、
「
季
語
」
な
ど
の
、
『
小
学
唱
歌
集
』
で

見
ら
れ
る
よ
う
な
後
付
け
の
要
素
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。

こ
の
よ
う
に
『
明
治
唱
歌
』
第
一
集
か
ら
、
三
曲
の
み
の
分
析
で
は
あ

る
が
、
そ
こ
か
ら
は
『
明
治
唱
歌
』
に
お
け
る
歌
詞
翻
案
の
特
徴
と
し
て
、

『
小
学
唱
歌
集
』
の
よ
う
に
日
本
的
な
教
育
要
素
の
後
付
け
を
ほ
と
ん
ど

行
っ
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
余
計
な
内
容
を
含
め
ず
曲
調
と
合
っ
た

歌
詞
を
楽
曲
に
つ
け
る
と
い
う
こ
と
は
、
な
る
ほ
ど
単
純
な
こ
と
で
は
あ

る
が
、
こ
れ
も
大
和
田
の
言
う
「
高
尚
の
域
」
に
通
じ
る
要
素
で
あ
ろ
う
。



こ
の
他
に
も
、
末
日
聖
徒
イ
エ
ス
キ
リ
ス
ト
教
会
（
モ
ル
モ
ン
教
）
の
賛

美
歌G

od
S
peed

the
R
ight

を
原
曲
に
し
て
い
る

大
和
田
作
詞
の
第
二

(18)

九
曲
《
ク
リ
ス
ト
マ
ス
の
歌
》
な
ど
が
あ
る
が
、
こ
の
唱
歌
は
必
ず
し
も

原
曲
歌
詞
内
容
と
関
連
性
が
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
楽
曲
で
画
期
的
な
こ

と
は
、
「
ク
リ
ス
マ
ス
」
と
い
う
キ
リ
ス
ト
教
の
儀
式
を
テ
ー
マ
と
し
て

用
い
、
「
天
地
に
み
ち
た
る
神
の
恩
。
や
み
に
も
か
く
れ
ぬ
神
の
恩
。
み

そ
ら
の
星
と
ぞ
わ
れ
ら
を
照
ら
す
。
う
れ
し
や
神
の
恩
」
と
、
エ
ホ
バ
を

讃
え
る
内
容
を
そ
の
ま
ま
歌
詞
に
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
『
小

学
唱
歌
集
』
に
お
い
て
は
有
り
得
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
大
和
田
は
ク
リ

ス
チ
ャ
ン
で
は
な
か
っ
た
も
の
の
、
学
生
時
代
に
宣
教
師
の
聖
書
講
義
を

受
講
し
て
お
り
、
か
な
り
の
キ
リ
ス
ト
教
理
解
者
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る

。
(19)

四
、
大
和
田
と
「
新
体
詩
」

大
和
田
の
功
績
と
し
て
は
、
「
新
体
詩
」
の
概
念
を
唱
歌
に
取
り
入
れ

た
こ
と
を
記
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
も
そ
も
新
体
詩
と
は
、
明
治

時
代
に
西
洋
詩
の
影
響
を
受
け
て
、
そ
れ
ま
で
の
日
本
の
和
歌
・
俳
句
な

ど
の
定
型
詩
や
漢
詩
か
ら
新
し
い
詩
型
を
目
指
し
た
詩
作
品
の
こ
と
で
あ

る
。
こ
の
「
新
体
詩
」
は
一
八
八
二
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
新
体
詩
抄
』（
矢

田
部
良
吉
、
外
山
正
一
、
井
上
哲
次
郎
に
よ
る
共
編
）
で
広
く
知
ら
れ
、
北
村
透

谷
、
島
崎
藤
村
ら
の
詩
人
に
影
響
を
与
え
た
。
こ
の
詩
集
で
は
「
翻
訳
」

が
作
詩
の
中
心
的
な
方
法
で
あ
り
、
西
洋
の
韻
律
を
持
ち
込
む
た
め
に
七

五
調
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
ハ
ム
レ
ッ
ト

王
子
に
よ
る
有
名
な
台
詞
、"T

o
be

or
not

to
be,

that
is
the

question"

が
、
「
な
が
ら
ふ
べ
き
か
但
し
又

な
が
ら
ふ
べ
き
に
非
ず
る
か

爰
が
思

案
の
し
ど
こ
ろ
ぞ
」
・
「
死
ぬ
る
が
増
か
生
く
る
が
増
か

思
案
を
す
る
は

こ
こ
ぞ
か
し
」
と
い
う
二
つ
の
翻
訳
で
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
新
し

い
「
日
本
語
文
体
の
確
立
」
の
可
能
性
を
探
る
も
の
と
見
な
さ
れ
て
い
る

。
(20)

大
和
田
は
一
八
九
四
年
刊
行
の
『
欧
米
名
家
詩
集
』
に
お
け
る
七
五
調

に
よ
っ
て
、
文
学
界
の
中
で
模
範
的
な
詩
形
の
作
家
と
認
め
ら
れ
る
よ
う

に
な
る
が
、
そ
の
七
五
調
は
様
々
な
試
行
錯
誤
の
成
果
で
あ
っ
た
。
大
和

田
は
唱
歌
詩
形
に
関
し
て
、
一
八
九
四
年
に
刊
行
さ
れ
た
「
明
治
文
学
史
」

に
お
い
て
、『
新
体
詩
抄
』
と
『
小
学
唱
歌
集
』
を
比
較
し
、「
前
者
（『
新

体
詩
抄
』
の
こ
と
）
は
謂
は
ゆ
る
ポ
エ
ム
を
起
さ
ん
と
す
る
も
の
に
て
用
語

は
通
俗
平
易
を
主
と
し
。
後
者
（
『
小
学
唱
歌
集
』
の
こ
と
）
は
謂
は
ゆ
る
ソ

ン
グ
の
手
本
に
し
て
語
気
往
々
古
調
死
格
に
傾
け
り
。
是
れ
其
大
な
る
差

別
な
り

」
と
論
じ
、『
小
学
唱
歌
集
』
の
詩
形
を
酷
評
す
る
。
古
調
死
格

(21)

に
傾
く
唱
歌
教
育
に
対
し
て
大
和
田
が
示
し
た
の
が
『
明
治
唱
歌
』
で
あ

り
、そ
こ
で
は
前
述
し
た
も
の
も
含
め
て
様
々
な
句
格
が
試
さ
れ
て
い
る
。

例
え
ば
、「
夕
空
は
れ
て
あ
き
か
ぜ
ふ
き
、
つ
き
か
げ
落
ち
て
鈴
虫
な
く
」

と
歌
わ
れ
る
《
故
郷
の
空
》
の
句
格
は
七
六
調
で
あ
り
、
こ
れ
は
当
時
と

し
て
は
斬
新
な
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
様
々
な
試
み
を
経
て
、
新

体
詩
は
結
局
七
五
調
に
落
ち
着
く
。
山
東
は
、
こ
の
「
七
五
調
へ
の
落
ち

着
き
へ
の
一
要
因
が
、
記
憶
の
装
置
へ
と
変
化
し
た
後
の
『
唱
歌
』
で
あ

っ
た

」
述
べ
て
い
る
。
大
和
田
の
作
詞
で
有
名
な
《
鉄
道
唱
歌
》
は
、

(22)

旋
律
の
力
に
よ
っ
て
歌
詞
を
暗
記
さ
せ
る
と
い
う
装
置
的
要
素
の
強
い
も

の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
新
体
詩
の
「
詩
形
と
し
て
七
五
調
が
選
択
さ
れ
る



と
い
う
こ
と
は
、
唱
歌
の
側
か
ら
見
れ
ば
音
楽
性
の
涵
養
と
は
別
に
歌
い

や
す
さ
が
要
求
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
も
な
り
、
結
果
と
し
て
そ
れ
ら
は

共
役
的
に
機
能
し
た
」
の
で
あ
る
。
こ
の
七
五
調
の
リ
ズ
ム
は
、
歌
詞
を

調
子
よ
く
唱
え
る
の
に
適
し
て
お
り
、
歌
詞
内
容
で
人
々
を
感
化
し
や
す

い
た
め
、
後
々
の
文
部
省
に
よ
る
唱
歌
作
成
に
も
活
か
さ
れ
て
い
っ
た
。

五
、
終
わ
り
に

以
上
、
本
論
文
に
お
い
て
は
「
高
尚
の
域
」
と
い
う
言
葉
を
手
が
か
り

と
し
て
、
『
明
治
唱
歌
』
に
お
け
る
大
和
田
の
作
詞
に
つ
い
て
考
察
を
行

っ
た
。
結
論
と
し
て
言
え
ば
、
「
高
尚
の
域
」
と
は
官
製
の
『
小
学
唱
歌

集
』
と
は
異
な
る
作
詞
方
法
、
す
な
わ
ち
「
違
う
季
節
の
季
語
を
同
一
楽

曲
歌
詞
内
で
多
用
し
て
四
季
の
移
り
変
わ
り
を
表
す
こ
と
を
し
な
い
」
、

「
忠
君
愛
国
的
な
歌
詞
の
割
合
を
減
ら
す
」
、
「
原
曲
歌
詞
を
翻
訳
す
る
場

合
で
も
、
無
理
や
り
日
本
的
な
要
素
を
入
れ
な
い
」
、「
新
体
詩
に
基
づ
い

た
作
詞
を
行
う
」
こ
と
な
ど
が
関
係
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
、

『
明
治
唱
歌
』
で
実
践
さ
れ
た
大
和
田
の
作
詞
法
は
、
以
降
の
唱
歌
教
育

に
お
け
る
作
詞
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
お
り
、
文
部
省
が
一
九
一
一
年

よ
り
一
九
一
四
年
に
か
け
て
編
纂
を
行
っ
た
『
尋
常
小
学
唱
歌
』
に
お
い

て
も
、
共
通
す
る
作
詞
法
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
。

【
注
記
】

『
小
学
唱
歌
集
』
の
原
曲
情
報
に
つ
い
て
は
、
安
田
寛
、
ヘ
ル
マ
ン
・
ゴ
チ
ェ
フ
ス

1
キ
、
櫻
井
雅
人
『
仰
げ
ば
尊
し
―
幻
の
原
曲
発
見
と｢

小
学
唱
歌
集｣

全
軌
跡
』（
東
京

堂
出
版2015

）pp.310-360.

を
参
照
し
た
。

山
住
正
巳
『
唱
歌
教
育
成
立
過
程
の
研
究
』（
東
京
大
学
出
版
会
、1967

）pp.81-83.

2

伊
澤
修
二
著
、
山
住
正
巳
校
注
『
洋
楽
事
始
』（
平
凡
社
、1971

）p.
270

3

L
.
W
.
M
ason,

T
hird

M
usic

R
eader

（B
oston:

G
inn

B
rothers,

1871

）pp.32-33.

4
以
下
、
本
論
文
に
お
け
る
英
語
歌
詞
・
ド
イ
ツ
語
歌
詞
の
訳
出
は
全
て
筆
者
に
よ
る
。

『
洋
楽
事
始
』p.161

5

中
村
理
平
『
キ
リ
ス
ト
教
と
日
本
の
洋
楽
』（
大
空
社
、1996

）pp.571-575.

6

『
洋
楽
事
始
』p.224

7

H
.S.Perkins,

ed.,
T
he

S
ong

E
cho:

A
C
ollection

of
C
opyright

S
ongs,

D
uets,

8T
rios,

and
Sacred

Pieces,
S
uitable

for
Public

Schools,
Juvenile

C
lasses,

Sem
inaries,

and
the

H
om

e
C
ircle

（N
ew

Y
ork:

J.
L
.
Peters,

1871

）

p.
141

た
だ
し
こ
れ
に
つ
い
て
は
旋
律
と
歌
詞
内
容
が
合
わ
な
く
な
る
た
め
、
教
育
雑
誌
等

9
で
批
判
も
受
け
て
い
た
。
詳
し
く
は
、
拙
稿
「
明
治
期
の
唱
歌
歌
詞
に
お
け
る
『
日

本
の
美
』
―
季
語
と
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ン
テ
ィ
―
」
『
総
合
文
化
学
論
輯
第

二
号
』（
総
合
文
化
学
研
究
所
、2015

）
を
参
照
さ
れ
た
し
。

松
村
直
行
『
童
謡
・
唱
歌
で
た
ど
る
音
楽
教
科
書
の
あ
ゆ
み

明
治
・
大
正
・
昭
和
初

10
中
期
』（
和
泉
書
院
、2011

）p.
145

大
和
田
健
樹
、
奧
好
義
共
編
『
明
治
唱
歌
第
一
集-

第
六
集
』（
中
央
堂
、1888-1892

）

11
よ
り
。
以
下
、
楽
曲
の
出
典
も
同
書
籍
か
ら
。

山
田
め
ぐ
み
「『
小
学
唱
歌
集
』（
明
治

年
～
明
治

年
）
と
の
比
較
に
お
け
る
『
明

12

15

17

治
唱
歌
』
（
明
治

年
～
明
治

年
）
の
特
徴
に
関
す
る
一
考
察
」
『
教
育
学
研
究
紀

21

25

要
第

巻
』（
中
国
四
国
教
育
学
会
、2014

）p.466

60

田
村
虎
蔵
先
生
記
念
刊
行
会
編
『
音
楽
教
育
の
思
潮
と
研
究
』（
大
空
社
、1992

）p.103

13



海
後
宗
臣
『
日
本
教
科
書
大
系
近
代
編
第
二
十
五
巻

唱
歌
』（
講
談
社
、1965

）p.641
14

D
.C
aughie

eds.,
T
he

G
lasgow

Infant
School

M
agazine,

1st
series

15(L
ondon :

D
arson

&
C
o.,

1860 )
pp.31-32.

原
曲
情
報
は
、
「
斉
藤
基
彦
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ:
明
治
唱
歌
」http://w

w
w
.geocities.jp/saitohm

oto/hobby/m
usic/

m
eijishoka1/m

eijishoka1.htm
l#106

よ
り
。
斉
藤
は
、
英
文
学
者
の
櫻
井
雅
人
（
《
仰

げ
ば
尊
し
》
原
曲
の
発
見
者
）
と
の
私
信
で
情
報
を
得
た
と
い
う
注
付
け
を
し
て
い
る
。

H
.S.Perkins,

ed.,
T
he

Song
E
cho :

A
C
ollection

of
C
opyright

S
ongs,

16D
uets,

T
rios,and

Sacred
Pieces,

Suitable
for

P
ublic

Schools,
Juvenile

C
lasses,

Sem
inaries,and

the
H
om

e
C
ircle

（N
ew

Y
ork:

J.
L
.
Peters,

1871

）

p.99

原
曲
情
報
は
、
「
斉
藤
基
彦
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ:

明
治
唱
歌
」
よ
り
。

http://w
w
w
1.cpdl.org/w

iki/index.php/D
ie_L

oreley_

17(Friedrich_Silcher )
2016.8.14.

テ
キ
ス
ト
取
得

原
曲
情
報
は
、「
斉
藤
基
彦
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ:

明
治
唱
歌
」
よ
り
。
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手
代
木
俊
一
「
〈
真
白
き
富
士
の
根
〉
と
讃
美
歌
（2

）
―
大
和
田
建
樹
・
三
角
錫
子

19
と
キ
リ
ス
ト
教:

小
さ
な
教
会
と
し
て
の
〈
ホ
ー
ム
〉
―
」
『
フ
ェ
リ
ス
女
学
院
大
学

音
楽
学
部
紀

要
第

号
』（
フ
ェ
リ
ス
女
学
院
大
学
、1997

）pp.50-52.

2

井
口
正
俊
「
新
体
詩
・
唱
歌
・
賛
美
歌-

近
代
日
本
成
立
期
に
お
け
る
『
翻
訳
』

20
文
化
の
一
段
面
」『
神
と
近
代
日
本

キ
リ
ス
ト
教
の
受
容
と
変
容
』（
九
州
大
学
出

版
会
、2005

）pp.187-197.

を
参
照
し
た
。

大
和
田
建
樹
『
明
治
文
学
史
』（
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
、1982

）p.185

21

山
東
功
『
唱
歌
と
国
語

明
治
近
代
化
の
装
置
』（
講
談
社
、2008

）pp.147-155.

22【
付
記
】
本
論
文
は
、
（
公
財
）
花
王
芸
術
・
科
学
財
団
の
平
成
二
八
年
度
音
楽
研
究

助
成
を
得
て
執
筆
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。

（
九
州
大
学
大
学
院
比
較
社
会
文
化
学
府
博
士
後
期
課
程
三
年
）


