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民
謡
と
流
行
歌

海
の
歌

・
陸
の
歌

―

民
謡
の
歌
詞
、
そ
の
伝
播
と
定
着

国
語
科

木

村

重

利

は
じ
め
に

今
日
伝
え
ら
れ
て
い
る
民
謡

（地
方
歌
）
の
歌
詞
の
大
部
分
は
、
七
七
七
五

（三
四
ｏ
四
三
・
三
四
・
五
）
と
い
う
そ
の
詞
型
も
含
め
て
、
近
世
三
味
線
歌
謡

の
流
行
の
結
果
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
ま
ず

「今
日
的
民
謡
状
況
」
の
第

一
の
特

色
と
言
え
よ
う
。

民
謡
は
本
来
、
そ
の
土
地
々
々
に
お
け
る
人
々
の
暮
ら
し
に
か
か
わ
っ
て
生

ま
れ
、
謡
い
継
が
れ
て
き
た
も
の
で
あ
っ
た
。
と
は
言
え
、
も
と
よ
リ
ヒ
ト
の

暮
ら
し
で
あ
る
し
、
海
山
、
平
場
と
い
っ
た
地
理
的
条
件
、
そ
こ
で
の
生
産
生

業
に
よ
っ
て
、
生
活
形
態
、
暮
ら
し
へ
の
姿
勢
に
多
少
の
違
い
は
あ
る
も
の
の
、

基
本
的
に
は
農
耕
的
生
活
を
主
体
と
し
て
き
た
日
本
人
で
あ

っ
た
か
ら
、

「
う
た
」
（こ
こ
で
問
題
に
す
る
民
謡
）
と
か

「謡
う
」
こ
と
に
対
す
る
向
き
方
に

そ
れ
ほ
ど
大
き
な
違
い
は
な
か

っ
た
。
加
え
て
、
「
う
た
」
が
儀
式

・
祭
り

・

行
事
の
中
で

「祝
い
」
と
か

「祈
り
」
と
し
て
謡
わ
れ
て
い
た
時
代
か
ら
、
次

第
に

「情
」
と
し
て
の
慰
安
性
と
か
娯
楽
性
を
濃
く
し
て
い
き
、
仕
事
と
か
踊

り
の
場
に
お
い
て
、
「謡

っ
て
楽
し
む
」
「聞
い
て
楽
し
む
」
と
い
っ
た
時
代
に

な
る
に
つ
れ
て
、
地
域
や
種
類
を
越
え
て

「
う
た
の
言
葉
」
（文
句
・
歌
詞
）
も

律
調
も
共
通
し
た
も
の
が
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

特
に
詞
章
に
関
し
て
言
え
ば
、
民
謡
の
担
い
手
、
生
活
人
は
、
創
作
家

・
作

詞
家
で
は
な
か

っ
た
か
ら
、
耳
に
届
い
た
詞
章
に
共
感
す
れ
ば
、
そ
の
ま
ま
、

あ
る
い
は
多
少
手
を
加
え
て
自
分
達
の

「
う
た
の
言
葉
」
と
し
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
は

「
う
た
」
と
か

「謡
う
」
こ
と
へ
の

「
こ
だ
わ
り
」
（そ
の
バ
と
ト
キ
に

お
い
て
ど
う
し
て
も
発
唱
し
な
け
れ
ば
気
が
済
ま
な
い
、　
コ
ト
が
終
わ
ら
な
い
と
い
っ

た
よ
う
な
思
い
）
を
薄
く
し
た
結
果
、
耳
に
届
い
て
来
た
他
所
の
歌
、
都
会
の

流
行
歌
や
田
舎
渡
ら
い
の
職
芸
人

・
稼
ぎ
人

・
文
人
墨
客
と
い
っ
た
人
達
が
も

た
ら
し
た

（彼
等
が
創
作
・
改
作
し
た
も
の
も
含
め
て
）、
面
白
お
か
し
い
、
多
少

才
覚
め
い
て
い
る
耳
新
し
い
文
句
な
ど
、
そ
れ
自
体
に

「楽
し
む
気
分
」
を
求

め
る
よ
う
に
な

っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
可
能
に
し
、
助
長
し
た

「謡

う
側
」
の
事
情
と
し
て
い
く
つ
か
の
側
面
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

一
つ
に
は

「謡
う
機
会
」
（謡
う
人
）
が
多
く
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
ヒ
ト
の

暮
ら
し
が
豊
か
に
な
っ
て
く
る
に
つ
れ
て
、
例
え
ば
婚
礼
な
ど
の
儀
式
も
、
祝

宴
と
か
酒
盛
り
と
い
っ
た
要
素
を
強
く
し
て
来
る
し
、
そ
う
し
た
賑
々
し
い
大

振
舞
い
の

「歌
酒
盛
り
」
を
行
な
い
得
る
階
層
も
広
が
っ
て
い
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。

○
さ
し
た
盃
中
見
て
あ
が
れ
　
中
に
鶴
亀
五
葉
の
松

右
の
め
で
た
い
文
句
は
各
地
の
さ
ま
ざ
ま
な
祝
い
の
席
で
広
く
謡
い
継
が
れ

て
き
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ

一
つ
を
と

っ
て
み
て
も
、
祝
い
の
盃
事
に
朱
塗

り
の
盃

（朱
塗
り
に
金
泥
で
鶴
亀
や
松
竹
梅
を
描
い
た
も
の
）
が
持
ち
出
さ
れ
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る
こ
と
が
前
提
に
あ

っ
て
の
波
及
で
あ
り
定
着
で
あ

っ
た
。

つ
ま
り
、
民
謡
の

担
い
手
の
暮
ら
し
が
そ
れ
だ
け
の
経
済
的
な
豊
か
さ
、
余
裕
を
持

っ
た
こ
と
の

証
な
の
で
あ
る
。

次
に
は
、
な
ぜ
こ
れ
ほ
ど
に

一
つ
の
文
句
が
、
申
し
合
わ
せ
た
よ
う
に
広
く

深
く
行
き
渡

っ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
ま
ず
考
え
得
る
こ
と
は

「
謡
う
機
会
」
が
多
く
な

っ
た

（謡
う
ト
キ
と
バ
を
多
く
持
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ

り
、
歌
の
種
類
も
多
く
な
り
、
文
句
も
多
く
必
要
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
）
の

で
あ
る
が
、
先
述
し
た
よ
う
に
民
謡
の
担
い
手
は
基
本
的
に
は
作
詞
家
で
は
な

か

っ
た

（む
ろ
ん
作
曲
家
で
も
）
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
何
か
の
折

に
耳

に
届
い
た
も
の
を
、
「
な
る
ほ
ど
意
に
叶
う
」
「
い
か
に
も
面
白
い
」
と
し
て
、

自
分
達
の

「
う
た
」
の
文
句
と
し
て
受
け
入
れ
た
。
そ
の
何
か
の

「
折
」

（機

会
）
と
い
う
の
は
、
地
域
の
個
々
の
行
動
範
囲
の
広
が
り

（経
済
活
動
の
広
が
り

な
ど
に
よ
っ
て
）
や
そ
れ
に
伴

っ
て
拡
大
さ
れ
て
い
く
人
と
人
と
の
交
流

・
接

触
、
そ
れ
に
つ
れ
て
の
見
間
の
広
が
り
に
よ

っ
て
増
大
し
て
い
く
。

具
体
的
に
は
、
自
ら
の
行
動
範
囲
の
拡
大
と
し
て
は
、
神
参
り
、
寺
参
り
な

ど
の
旅

（他
所
へ
の
出
歩
き
）
が
あ
り
、　
一
方
、
他
所
か
ら
ム
ラ
に
入
り
込
ん
で

来
る
旅
の
徒

（職
人

・
芸
人
な
ど
の
渡
り
稼
ぎ
人
）
が
い
る
。

そ
う
し
た
こ
と
と

も
か
か
わ

っ
て
、
人
の
縁
、
例
え
ば
雇
い

ｏ
雇
わ
れ
る
と
い
う
関
係
や
婚
姻
圏

の
拡
大
な
ど
に
よ

っ
て
人
の
交
流
範
囲
が
広
が

っ
て
い
く
。

つ
ま
り
、
人
の
移

動
に
よ
る
交
流

・
接
触
関
係
の
拡
大
で
あ
り
、
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
、
「
う
た
」

の
交
流

・
接
触
で
あ

っ
た
と
考
え
て
い
い
。
い
や
、
「交
流
」
と
い
う
よ
り
は

「
摂
取
」
で
あ
り
、
「
接
触
」
と
い
う
よ
り
は
新
奇
な
も
の

・
洒
落
た
も
の

・

面
白
い
も
の
と
し
て
の

「受
容
」
（模
倣
・
借
入
）
で
あ

っ
た
と
言

っ
た
方
が
い

い
か
も
し
れ
な
い
。

こ
う
し
た
摂
取

ｏ
模
倣

・
借
入
と
い

っ
た
も
の
が
各
地
の

「
土
地

の
歌
」

（郷
土
の
歌
、
民
謡
）
を
旋
律
的
に
は
と
も
か
く
詞
章
的

に
同

一
・
同
類

の
も

の
の
横
溢
す
る
状
況
、
言

っ
て
み
れ
ば
、
陳
腐
な
状
況
を

つ
く
り
あ
げ
て
い
っ

た
の
で
あ
る
。
民
謡
の
歌
詞
が
土
地
や
歌
の
種
別
を
越
え
て
類
型
化
し
て
い
っ

た
大
き
な
要
因
が
そ
の
辺
に
あ
る
。

端
的
に
言
え
ば
、
民
謡
の
担
い
手
が

「
う
た
の
言
葉
」
に
関
す
る
限
り
、
原

則
的
に
は
作
詞
家
で
は
な
く
、
模
倣
家
で
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の

結
果
、
「
う
た
の
機
会
」
が
多
く
な
り
、
「
う
た
の
数
」
（種
類
と
文
句
）
が
多
く

必
要
と
な

っ
た
と
こ
ろ
で
、
そ
の
必
要
性
に
見
合
う
だ
け
の
文
句

（歌
詞
）
を

自
分
等
の
力
で
用
意
す
る
こ
と
は
無
理
で
あ

っ
た
し
、
そ
の
無
理
を
何
と
か
克

服
し
よ
う
と
努
力
す
る
前
に
、
他
所
か
ら
届
い
た
り
、
自
ら
が
他
所
に
赴
い
た

折
に
耳
に
し
た
り
し
た

「
う
た
の
文
句
」
が
、
結
構
手
近
に
あ

っ
た
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
そ
う
い
う
状
況
が
中
世
の
終
わ
り
頃
か
ら
近
世
に
か
け
て
お
い
お

い
つ
く
ら
れ
て
い
っ
て
、
近
世
が
進
み
近
代

へ
と
移
る
に
つ
れ
て

一
層
顕
著
に

な

っ
て
い
っ
た
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
の
が
、
「
今
日
の
民
謡
状
況
」

そ
の
も

の
で
あ
る
と
言
え
る
。

そ
う
し
た
こ
と
を
前
提
に
今
日
の
民
謡
の
詞
章
面
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る

と
し
て
、
大
事
な
の
は
、
「
移
入
」
「
借
入
」
「
模
倣
」
と
い
う
カ
タ

（型
）
で

自
分
達
の

「
う
た
の
言
葉
」
を
育
て
謡
い
継
い
で
き
た

「
謡
い
手
の
心
」
を
さ

ぐ
る
こ
と
で
あ
る
。
借
り
物
で
あ
れ
模
倣
で
あ
れ
、
そ
れ
が
言
葉
で
あ
る
以
上
、

そ
こ
に
何
程
か
の
情
感
を
通
わ
せ
て
い
る
、

つ
ま
り
必
ず
や

「自
分
た
ち
の
言

葉
」
「
自
分
た
ち
の
う
た
」
と
し
て
の
言
語
機
能
を
認
め
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
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そ
う
で
な
け
れ
ば
、
「謡
う
興
味
」
は
起
こ
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。

仕
事
の
場
か
祝
い
の
場
か
踊
り
の
場
か
、
と
も
あ
れ
自
分
達
の

「う
た
の
場
」

に
お
い
て
自
分
達
の

「
う
た
の
言
葉
」
と
し
て
迎
え
入
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、

そ
の
場
に
お
け
る
感
慨
に
重
ね
て
、
自
ら
の
生
活

・
暮
ら
し
に
お
け
る
感
慨
と

い
う
側
面
も
加
え
て
、
そ
の
詞
句
に
共
感
と
い
う
か
納
得
と
い
う
か
、
妥
当
性

を
認
め
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
考
え
な
け
れ
ば
、
土
地
の
歌
と
し
て
の

「定
着
」

は
あ
り
得
な
い
。

そ
う
し
た
言
わ
ば
流
行
歌
が
郷
土
の
歌
で
あ
る
民
謡
の
詞
句
と
し
て
定
着
す

る
こ
と
に
な
る
謡
う
側
の
納
得
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
、
そ
の
歌
の
場
な
り
時

と
い
う
も
の
の
中
に
据
え
て
み
る
、
ま
た
そ
う
し
た
場

・
時
は
彼
等
の
暮
ら
し

そ
の
も
の
と
無
関
係
で
は
あ
り
得
な
い
と
い
う
観
点
か
ら
そ
の
暮
ら
し

（生
産

生
活
。
信
仰
生
活
）
と
も
関
連
さ
せ
て
い
く
中
で
、
今
日
ま
で
受
け
継
が
れ
て

来
た
民
謡
の
詞
章
の
一
つ
の
問
題
点
を
明
確
に
し
な
が
ら
考
察
を
加
え
て
み
た

い
と
思
う
の
で
あ
る
。

そ
の
際
、
詞
章
の
何
を
と
り
あ
げ
る
か
と
い
う
こ
と
か
ら
し
て
問
題
に
な
る

わ
け
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
典
型
を
見
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
ま
ず

「歩

く
歌
」
そ
の
も
の
と
も
言
え
る
、
詞
章
そ
れ
自
体
に
移
動
性
と
い
う
か
浮
遊
性

・

漂
泊
性
と
い
っ
た
も
の
が
あ
る
、
言
わ
ば

「陸
の
歌
」
「海
の
歌
」
（あ
る
い
は

そ
の
両
方
に
共
通
し
て
い
る

「陸
・
海
の
歌
」）
と
い
っ
た
も
の
を
と
り
あ
げ
、
そ

の
中
の
主
要
語
と
い
う
か
主
題
語

（句
）
を
い
く
つ
か
摘
出
し
て
み
た
。

詞
句
自
体
に
移
動
性

・
漂
泊
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
詞
句
を
謡
う

人
自
体
の
生
活
形
態
な
り
生
業
形
態
に
移
動
性

・
漂
泊
性
が
あ
っ
て
、
そ
れ
を

根
底
に
し
て
い
る
こ
と
で
、
彼
等
の
担
う

「
う
た
」
の
移
動

・
漂
泊
の
可
能
性

が
高
く
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
を
前
提
に

一
つ
の
例
と
し
て
、
「
海

の
歌
」
の

〈
～
が
見
え
ま
す
ほ
の
ぼ
の
と
〉
、
「
陸
の
歌
」

の

〈
笠
を
忘
れ

た
〉
、
そ
し
て

「
海
と
陸
の
歌
」
と
し
て
の
広
が
り
を
も

つ

〈泣
い
て
く
れ
る

な
〉
の
三

つ
を
、
そ
の
分
布
と
広
が
り
に
お
い
て
追
う
こ
と
で
、
各
土
地
々
々

の
歌

「
民
謡
」
と
し
て
の
定
着
の
相
を
通
し
て
、
民
謡
の
言
葉
の
機
能

（謡
う

側
が
期
待
し
て
い
る
も
の
、
謡
う
こ
と
の
納
得
と
し
て
い
る
も
の
）
を
確
認
し
て
み

た
い
。

一
、
松
が
見
え
ま
す
ほ
の
ぼ
の
と

―

望
郷
と
祈
願
―

集
団
の

「
う
た
」
で
あ
る
歌
謡
を
支
え
る
も
の
は
、
常
に
そ
の
担
い
手
の
心

情

・
情
感
で
あ
り
、
そ
の
生
命
は
抒
情
性
に
あ
る
。
そ
の
こ
と
は

「生
活
の
歌
」

で
あ
る
民
謡
の
世
界
で
は

一
層
顕
著
で
あ
る
。　
一
見
、
叙
景
歌
と
思
わ
れ
る
も

の
が
あ
っ
て
も
、
そ
こ
に
は
自
然
の
景
物

・
事
象
に
重
ね
て
の
そ
の
ト
キ

・
バ

に
お
け
る
謡
い
手
の
心
情
が
重
ね
ら
れ
て
い
て
、
決
し
て
単
純
な
風
景
の
描
写

な
ど
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。

○
磯
で
名
所
は
大
洗
様
よ
　
松
が
見
え
ま
す
ほ
の
ぼ
の
と

（磯
節
、
茨
城
県
、

『
日
本
民
謡
集
」）

一
見
、
名
所
を
謡

っ
た
だ
け
か
に
見
え
る
こ
の
詞
章
も
、
以
下
の
各
地
の
伝

承
例
と
思
い
合
わ
せ
て
み
る
と
、
決
し
て
単
な
る
叙
景
歌
で
は
な
か
っ
た
こ
と

が
わ
か
っ
て
く
る
。
そ
の
辺
の
吟
味
か
ら
始
め
よ
う
と
思
う
。

○
は
る
か
向
こ
う
の
赤
石
岳
に
雪
が
見
え
ま
す
ほ
の
ぼ
の
と

（伊
那
節
、
長

-3-



野
県
、
『同
』）

「
は
る
か
向
こ
う
の
～
」
と
か
単
に

「向
こ
う
の
～
」
（「向
こ
う
通
る
は
～
し

と
い
う
謡
い
出
し
を
待

つ
歌
は
広
範
な
分
布
と
展
開
を
示
し
、
各
地
の
各
種
の

歌
に
散
見
す
る
も
の
で
、
民
謡
の
歌
詞
の

一
類
型
に
つ
い
て
の

一
つ
の
問
題
点

を
提
供
し
て
く
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
へ
の
深
入
り
は
こ
こ
で

の
課
題
で
は
な
い
の
で
先
に
進
め
る
。
た
だ
こ
の
歌
の
場
合
も
、
「
向

こ
う
」

が
気
に
な
る
こ
と
か
ら
発
想
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
押
さ
え
る
べ
き
歌
で
あ
る

こ
と
が
肝
心
な
の
だ
と
い
う
こ
と
が
出
発
と
な
る
。

「
向
こ
う
に
見
え
る
赤
石
岳
に
雪
が
見
え
る
」
と
い
う
単
純
な
謡
い
口
で
あ

る
が
、
そ
の
情
景
に
風
流
さ
や
見
事
さ
を
感
じ
て
謡
い
出
し
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
。
こ
の
、
訃
の
詞
章
の
問
題
と
す
べ
き
は
、

０

「
向
こ
う
を
眺
め
る
」
の
は
ど
う
し
て
か
。

②
赤
石
岳
は
土
地
の
人
に
と

っ
て
ど
ん
な
山
で
あ
る
の
か
。

０
そ
の
赤
石
岳
の
雪
が
気
に
な
る
の
は
ど
う
し
て
な
の
か
。

と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
上
で
、

○
だ
か
ら
ど
う
だ
と
い
う
の
か
。

あ
る
い
は
、

○
ど
う
し
よ
う
と
い
う
の
か
。

と
い
う
こ
と
を
明
確
に
し
な
い
限
り
、
こ
の
詞
章
を
め
ぐ

っ
て
の
民
謡
研
究
は

完
了
し
な
い
。

つ
ま
り
、
単
な
る
叙
景
歌
と
し
て
片
付
け
て
し
ま

っ
て
は
、
民

謡
の
詞
章
と
し
て
は
血
の
通
わ
な
い
も
の
に
な

っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
こ
の
詞
章
の
場
合
、
「
ほ
の
ぼ
の
と
見
え
る
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
情
が
出

て
い
る
が
、
そ
れ
を
取
り
立
て
て
も
そ
れ
だ
け
で
は
ま
だ
民
謡
の
詞
章
と
し
て

の
生
命
を
感
じ
取

っ
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。

土
地
の
人
達
に
と

っ
て
は
、
日
々
の
暮
ら
し
の
中
で
朝
夕
眺
め
る
山
は
、
生

き
る
た
め
の
心
の
拠
り
所
な
の
で
あ

っ
て

（具
体
的
な
あ
る
信
仰
対
象
と
し
て
の

山
と
ま
で
い
か
な
く
て
も
）、
そ
の
山
の
た
た
ず
ま
い
は
日
々
の
暮
ら
し

（生
産
生

業
な
ど
）
に
か
か
わ
る
も
の
と
し
て
気
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
観
察
は
小

さ
く
は
日
々
の
天
候
の
判
断
で
あ

っ
た
り
、
大
き
く
は
季
節
や
時
節
の
到
来
を

そ
こ
に
見
て
、
個
々
の
農
作
業
の
開
始
、
あ
る
い
は
終
了
の
時
の
判
断
で
あ

っ

た
り
す
る
。

こ
の
歌
な
ど
も

「
ほ
の
ぼ
の
と
」
と
い
う
言
葉
か
ら
す
れ
ば
、
「
わ
ず
か
な
」

「
か
す
か
な
」
ま
た
は

「
や
さ
し
く
」
「
穏
や
か
に
」
と
い

っ
た

ニ
ュ
ア
ン
ス

が
あ
る
か
ら
、
そ
の
雪
は
残
雪
、
春
の
名
残
の
雪
で
あ

っ
た
ろ
う
か
。
だ
と
す

れ
ば
、
そ
れ
を
見
て
、
も
う

「
本
格
的
な
春
の
到
来
」
も
真
近
い
こ
と
を
確
信

し
、
戸
外
の
農
仕
事
の
開
始
を
決
意
し
て
い
る
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
伝
承
地
で

の
実
際
の
採
集
で
は
な
い
か
ら
、
あ
く
ま
で
も
想
像
に
す
ぎ
な
い
が
、
そ
う
し

た
観
点
を
持

っ
て
眺
め
て
こ
そ
、
こ
の
詞
章
は

「
民
謡
の
歌
詞
」
に
な
る
の
で

あ
る
。

同
じ
長
野
県
諏
訪
地
方
の
盆
踊
り
唄

（諏
訪
節
）
に
次
の
も
の
が
あ
る
。

○
は
る
か
向
こ
う
の
赤
石
山
に
　
雪
が
見
え
ま
す
初
雪
が

（有
賀
恭

一
、
「
諏

訪
の
民
謡
』、
昭
和
二
六
）

こ
の
方
は
は
っ
き
り

「初
雪
」
と
あ
る
か
ら
、
感
じ
取

っ
て
い
る
の
は

「
冬

の
到
来
」
で
あ
る
。
「
あ
の
高
い
赤
石
山
に
白
い
も
の
が
見
え
は
じ
め
た
。
本

格
的
な
冬
も
間
近
い
。
た
と
え
ば

「取
り
入
れ
を
急
が
ね
ば
」
と
い
っ
た
よ
う

な
、
田
や
畑
な
ど
の
戸
外
で
の
仕
事
に
一
層
精
を
出
そ
う
と
い
う
心
持
ち
を
謡

っ
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た
も
の
で
あ
ろ
う
。
「盆
踊
り
唄
」
と
し
て
の
採
録
で
あ
る
が
、
盆
の
踊
り
の

時
期
に
、
い
く
ら
高
い
山
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
実
際
に
は
ま
だ
雪
は
見
え

て
は
い
な
い
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
こ
に
不
都
合
は
な
い
。
収
穫
を
前
に

し
た
盆
の
踊
り
の
中
で
、
盆
が
終
わ
れ
ば
、
す
ぐ
息

つ
く
暇
も
な
い
ほ
ど
の
忙

し
い
取
り
入
れ
の
開
始
に
な
る
。
し
か
も
山
里
の
秋
は
短
い
。
ボ
ヤ
ボ
ヤ
し
て

い
た
ら
す
ぐ
雪
が
来
て
冬
の
到
来
と
な
る
。
こ
れ
か
ら
の
秋
仕
事
に
は
精

一
杯

立
ち
向
か
い
着
実
に
こ
な
し
て
い
か
な
け
れ
ば
と
い
う
、
「
わ
れ
」
と

「
ひ
と
」

互
い
の
確
認
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
民
謡
の
素
材
は

「謡
う
人
」
自
身
の
生
活

で
あ
り
、
そ
の
生
活
に
根
ざ
し
た
感
慨

（生
活
感
情
）
で
あ
る
と
い
う
の
が
大

原
則
で
あ
る
。

さ
て
、
最
初
に
挙
げ
た

「磯
節
」
は
今
日
で
は
御
座
敷
唄
に
な
っ
て
い
る
が
、

そ
の
曲
名
が
示
す
よ
う
に
、
本
来
は

「海
辺
の
歌
」
で
あ
り
、
常
陸
海
岸
の
漁

師
の
間
に
江
戸
時
代
か
ら
謡
わ
れ
て
い
た

「舟
唄
」
（櫓
漕
唄
）
で
あ

っ
た
と
い

わ
れ
て
い
る
凄３

そ
う
す
る
と
、
表
向
き

「磯
で
名
所
は
大
洗
様
よ
」
と
い
う
、

歌
の
発
想
上
か
ら
は

「
お
国
自
慢
」
の

一
章
で
あ
る
よ
う
に
見
え
な
が
ら
も
、

単
純
に
そ
れ
の
み
で
謡
い
に
出
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

「松
が
見
え
ま
す
ほ
の
ぼ
の
と
」
と
い
う
の
は
、
海
上
に
あ
っ
て
、
遠
く
に

見
え
る
故
郷
の
地
を
思
う
郷
愁
、

つ
ま
り
望
郷
の
念
が
根
底
に
あ
っ
て
の
詞
句

で
あ
っ
た
と
見
た
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
重
ね
て
い
る
の
は
、
早
く
陸
に
帰
り

着
き
た
い
と
い
う
思
い
で
あ
り
、
海
上
に
あ
る
こ
と
の
危
険
さ
か
ら
の
解
放
を

祈
る
思
い
で
あ

っ
た
。

長
野
県
の

「伊
那
節
」
な
ど
の
例
は
海
歌
が
完
全
に
陸
地
に
あ
が
っ
た
後
の

改
作
、
つ
ま
り
陸
歌
に
な

っ
た
こ
の
類
歌
中
の
数
少
な
い
例
で
あ
り
、
主
題
も

「
望
郷
」
で
も

「祈
願
」
で
も
な
く
な

っ
て
い
る
が
、
以
下
の
よ
う
な
類
歌
を

並
べ
立
て
て
み
る
と
、
や
は
り
、
定
住
地

（故
郷
）
を
離
れ
て
漂
う
者

の

「
望

郷
の
念
」
が
こ
の
章
句
の
本
音
で
あ

っ
た
こ
と
が
か
わ
る
。

○
高
田
恋
し
や
伊
佐
壽
美
様
よ
　
森
が
見
え
ま
す
ほ
の
ぼ
の
と

（高
田
甚
句
、

福
島
県
、
「東
北
の
民
謡
』

〈
日
本
放
送
協
会
仙
台
放
送
局
編
、
昭
和
九
〉
）

○
な

つ
か
し
や
ゥ
ヮ
ハ
ン
　
大
宮
様
の

ウ
ワ
ハ
ン
ヨ
ー
　
杉
が
見
え
ま
す
ほ
の

ぼ
の
と

（大
宮
踊
、
岡
山
県
真
庭
郡
川
上
村

・
八
束
村
、
「岡
山
の
民
謡
し

○

ェ
ー
ャ
ー
　
越
後
弥
彦
の
明
神
様
の
　

ェ
ー
ャ
ー
　
杉
が
見
え
ま
す
　
ヤ
サ

ほ
の
ぼ
の
と

（
一
之
宮
甚
句
、
新
潟
県
西
蒲
原
郡
弥
彦
村
弥
彦
、
「新
潟
県
の
民

謡
じ

○
故
郷
恋
し
や
氏
神
さ
ん
の
　
森
が
見
え
ま
す
ほ
の
ぼ
の
と

（雑
謡
、
山
梨

県
東
山
梨
郡
、
「但
謡
集
拾
遺
』）

最
後
の
も
の
は
は

っ
き
り
と

「故
郷
恋
し
や
」
と
望
郷
の
念
を
謡
い
出
す
も

の
に
な

っ
て
い
る
。
以
上
の
も
の
は
、
そ
の
伝
承
地
か
ら
し
て
海
辺
と
い
う
よ

り
は
内
陸
部
の
、
し
か
も
盆
踊
り
な
ど
の

「
踊
り
歌
」
の
そ
れ
で
あ
る
が
、
こ

の
歌
の
成
立
し
て
来
る
基
盤
に
あ
る
も
の
は

「
海
上
か
ら
の
故
郷
の
方

へ
の
望

見
」
で
あ
り
、
海
歌
と
し
て
生
ま
れ
た
も
の
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
が

人
の

「
渡
り
」
と
と
も
に
各
地
の
港
々
に
立
ち
寄
り
、
や
が
て
内
陸
部
に
も
浸

透
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
各
地
の
港
を
経
由
し
た

流
行
歌
と
い
う
の
が
こ
の
歌
の
広
範
な
伝
播
を
可
能
に
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。○

ハ
ァ
東
浪
見
恋
し
や
軍
茶
利
様
よ
　
森
が
見
え
ま
す
ほ
の
ぼ
の
と

（東
浪

見
甚
句
、
千
葉
県
、
「民
俗
芸
能
」
３８
号
）
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ｏ
新
潟
恋
し
や
白
山
様
の
　
松
が
見
え
ま
す
ほ
の
ぼ
の
と

（新
潟
お
け
さ
、

新
潟
市
、
『新
潟
県
の
民
謡
』）

○

ヤ
ー
レ
玉
島
ち
ょ
い
と
出
り
ゃ
ョ
‐
　
は
や
丸
亀

の

ョ
ー
　
ョ
イ
ト
コ
リ
ャ

ョ
イ
ト
コ
リ
ャ
　
一城
が
見
え
ま
す

ョ
‐
　
ほ
の
ぼ
の
と

ョ
ー

（押
し
切
り
舟
唄
、

岡
山
県
玉
島
、
『岡
山
の
民
謡
』）

ｏ
和
田
見
恋
し
や
伊
勢
宮
さ
ま
の
　
松
が
見
え
ま
す
ほ
の
ぼ
の
と

（安
来
節
、

島
根
県
、
「
日
本
民
謡
集
』）

最
後
の
例
は
、
安
来
が
港
町
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
「
安
来
節
」

の
原
調

が
古
い

「出
雲
節
」
に
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も

（『
日
本
民
謡
集
』

二
八
八
頁
）、
こ
の
詞
章
が
海
上
経
由
の
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
陸

に
あ
が

っ
て
か
ら
の
新
し
い
展
開
も
見
せ
て
い
る
。
遊
廓
町
で
あ
る

「和
田
見
」

を

「恋
し
」
と
い
う
、
遊
び
歌

へ
の
展
開
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
陸
の
望
郷
歌
が

遊
廓
通
い

（馴
染
み
の
女
）
へ
の
思
い
を
謡
う
歌

へ
の
展
開
を
見
せ
て
い
る
こ

と
に
も
通
じ
る
。

海
歌
か
ら
陸
歌

へ
と
い
う
展
開
の

一
つ
に
、
業
歌

へ
の
転
用
が
あ
る
。

○
夜
明
け
恋
し
や
神
門
が
浜
で
　
松
が
見
え
ま
す
ほ
の
ぼ
の
と

島
根
県
の
踏
輔
唄
で
あ
る

（『
日
本
民
謡
集
」
「民
謡
研
究
」

一
の
一
）。

踏
輔
仕
事
に
は

一
連
の
流
れ
が
あ
る
。
「
ひ
と
タ
タ
ラ
」
打
ち
終
わ
る
の
に

十
六
の
役
割
が
必
要
で
、
そ
こ
に
歌
が
組
み
こ
ま
れ
て
い
る
。
「
籠
り
夜
の
唄

五
」
「
翌
明
押
の
日
の
唄
四
」
「中
日
の
唄
四
」
「
出
鐵
の
日
の
唄
三
」
と
い
う

よ
う
に
、
作
業
の
行
程
に
よ
っ
て
決
ま

っ
た
歌
が
あ

っ
て
、
そ
れ
ら
を
謡

っ
て

い
く
こ
と
で
作
業
が
進
め
ら
れ
る
。
こ
の
歌
は
そ
の
第
二
の
行
程

「
翌
明
押
の

日
の
唄
」
の
第

一
番
目
に
謡
わ
れ
る
ヨ、
ア、
ケ、
の、
唄
で
あ
る
群
８

「
海
」
の
聯
想
を
受
け
継
ぎ
な
が
ら
も
、
夜
通
し
の
作
業
を
続
け
る
バ
ン
コ

（踏
輔
唄
を
謡
っ
て
テ
ン
ビ
ン
を
踏
む
者
）
の
本
音
が

「
夜
明
け
恋
し
」

に
こ
め

ら
れ
て
い
て
、
見
事
な
転
用
と
い
え
る
。

海
か
ら
離
れ
た
土
地
の
歌
の
中
に
も
こ
の
類
歌
は
広
が

っ
て
い
る
。

○
と
ん
と
出
ま
す
り
ゃ
は
や
住
吉
の
　
松
が
見
え
ま
す
ほ
の
ぼ
の
と

（酒
屋

唄

「仕
込
唄
」、
群
馬
県
館
林
市
、
『群
馬
県
郷
土
民
謡
集
』
〈群
馬
県
教
育
委
員
会

編
、
昭
和
四
七
〉
）

○
ま
は
れ
ば
は
や
　
大
阪
の
城
が
み
え
ま
す
ほ
の
ぼ
の
と
―

（酒
造
歌
、
三

重
県
二
重
郡
、
『狸
謡
集
』

〈文
部
省
文
芸
委
員
会
編
、
大
正
三
〉
）

ｏ
小
坂
恋
し
や
観
音
様
の
　
森
が
見
え
ま
す
ほ
の
ぼ
の
と

（潮
唄
、
長
野
県
、

『諏
訪
の
民
謡
』）

○
故
郷
恋
し
や
氏
神
さ
ん
の
　
森
が
見
え
ま
す
ほ
の
ぼ
の
と

（童
謡
、
山
梨

県
、
「
日
本
歌
謡
集
成
』

一
二
）

二
番
目
の

「
大
阪
繁
昌
」
を
謡
う
も
の
は
、
祝
福
に
大
き
く
傾
い
た
も
の
で

あ
る
が
、
あ
と
の
も
の
は
や
は
り

「
望
郷
の
念
」
が
主
題
に
な

っ
て
い
る
。

故
郷
が
見
え
な
い
と
い
っ
て

「山
が
憎
い
」
と
謡
う
も
の
が
陸
地
の
旅
の
望

郷
歌
と
し
て
広
が

っ
て
い
っ
た
の
に
対
し
て
、
「～
が
見
え
ま
す
ほ
の
ぼ
の
と
」

の
発
想
基
盤
に
あ
る
も
の
は

「
海
上
」
に
あ
り
、
い
わ
ば
海
上
の
旅

（漁
や
船

運
な
ど
の
仕
事
の
場
合
も
含
め
て
）
の
望
郷
歌
で
あ

っ
た
と
言
え
よ
う
。

そ
し
て
、
実
は

「～
が
見
え
ま
す
ほ
の
ぼ
の
と
」
と
い
う
発
想
は
、
海
上
の

旅
に
あ

っ
て
の
望
郷
歌
に
な
る
以
前
が
あ

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
こ
の
発
想
の
型
が
家
郷
は
む
ろ
ん
の
こ
と
陸
地
そ
の
も
の
か
ら
離
れ
て
、

「板
子

一
枚
下
は
地
獄
」
と
い
う
、
海
上
に
あ
る
船
乗
り
男
ど
も
が
心
細
さ
や

-6-



切
無
さ
か
ら
、
恋
人
が
恋
し
い
と
か
故
郷
が
恋
し
い
と
い
う
だ
け
で
謡
い
出
し

た
も
の
で
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
は
、
見
え
る
も
の
と
し
て
挙
げ
て
い
る
も

の
が
多
く

「神
の
杜
」
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
挙
げ
た
中
で
も

「大
洗
様
」
を
は
じ
め

「伊
佐
壽
美
様
」
「
軍
茶

利
様
」
「白
山
様
」
「伊
勢
宮
様
」
「住
吉
様
」
「弥
彦
明
神
様
」
「
氏
神
さ
ん
」

な
ど
の
森

（杜
）
の
松
な
り
杉
な
り
の
木
立
ち
の
遠
望
を
謡

っ
て
い
た
。
「
観

音
様
の
森
」
と
い
う
の
も
あ

っ
た
が
、
圧
倒
的
に
は
信
仰
の
対
し
て
の

「神
の

社
」
を
謡
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
こ
の
歌
が
同
じ
旅
の
歌
で
あ
り
な
が

ら
、
「山
が
憎
い
」
と
謡
う
陸
地
の
旅
の
歌
よ
り
も
深
刻

ｏ
真
剣
な
も
の
で
あ
っ

た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。
そ
の
深
刻
さ

・
真
剣
さ
は
海
上
の
旅
が
陸
地
の
そ
れ
よ

り
も
危
険
度
が
大
き
か
っ
た
と
い
う
部
分
が
直
接
的
な
理
由
と
し
て

一
つ
の
説

明
に
な
ろ
う
が
、
そ
れ
よ
り
大
事
な
こ
と
は
、
陸
地
の
旅
の
歌
が

「望
郷
」
か

ら

「恋
」
へ
と
い
う
展
開
を
示
し
て
い
っ
た
の
に
対
し
て
、
こ
の
方
は
そ
う
し

た

「情
」
の
ふ
く
ら
み
を
拒
ん
で
広
が
り
、
謡
い
継
が
れ
て
来
た
と
い
う
点
で

あ
る
。「～

が
見
え
ま
す
ほ
の
ぼ
の
と
」
の
歌
は
、
遠
く

『土
佐
日
記
』
の

「舟
唄
」、

○
な
を
こ
そ
国
の
方
は
見
や
ら
る
れ
　
わ
が
父
わ
が
母
あ
り
と
し
思

へ
は

か
へ
ら
や

に
重
な
る

「望
郷
」
と
い
う
点
で
発
想
的
に
は
一
つ
な
が
り
で
あ
る
が
、
そ
う

し
た

「情
」
に
終
始
し
て
い
な
い
も
の
が
こ
ち
ら
に
は
あ
る
の
で
あ
る
。

端
的
に
言
え
ば
、
魂
の
不
安
を
感
じ
て
の
呪
歌
と
い
う

一
面
で
あ
る
。
こ
と

さ
ら

「神
の
杜
」
が
謡
わ
れ
る
の
は
、
そ
れ
が
海
上
で
の

一
種
の
鎮
魂

（
こ
れ

を
謡
う
船
乗
り
男
た
ち
の
現
実
的
心
情
と
す
れ
ば
、
安
全
祈
願
と
い
っ
た
も
の
で
あ
っ

た
ろ
う
が
）
の
儀
礼
歌

・
神
歌
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

実
際
に
は
海
上
遠
く
に
あ
っ
て

「神
の
杜
」
は
む
ろ
ん
、
陸
地
す
ら
ま
だ
見
え

な
く
て
も

「～
が
見
え
ま
す
」
と
謡
う
と
こ
ろ
に
儀
礼
性

・
呪
術
性
が
あ
っ
た

も
の
と
思
う
。
そ
れ
は
、
「見
る
呪
術
」
（古
代
の

「国
見
歌
」
も
こ
こ
に
立
っ
て

い
る
）
に
根
ざ
し
て
い
る
も
の
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
言
え
ば
、
そ
の
見
え
方
を

「
ほ
の
ぼ
の
と
」
と
形
容
す
る
と
こ
ろ
に
、

儀
礼
歌
と
し
て
の
こ
だ
わ
り
が
生
き
続
け
て
き
た

一
章
と
い
え
よ
う
。
「
ほ
の

ぼ
の
と
見
え
る
」
と
い
う

「
ほ
の
ぼ
の
と
」
は
単
に

「
か
す
か
に
」
「
わ
ず
か

に
」
「
ぼ
ん
や
り
」
と
い
っ
た
見
え
る
程
度
の
問
題
を
い
っ
て
い
る
の
で
は
な

く
、
見
る
側
が
感
じ
取
る

「神
霊

・
霊
威
な
ど
の
霊
妙
な
息
付
き
」
の
受
け
止

め
方
を
表
わ
す
語
で
あ

っ
た
ろ
う
と
思
う
。

二
、
泣
い
て
く
れ
る
な

―

海
と
陸
の
別
れ
歌

謡
い
出
し
に

「
泣
い
て
く
れ
る
な
」
を
持

つ
民
謡
の
詞
章
に
二

つ
あ

っ
た
。

そ
の

一
つ
は
、

○
泣
い
て
く
れ
る
な
出
船
の
と
き
は
　
沖
で
櫓
櫂
が
手
に
つ
か
ぬ

と
い
う
も
の
。
各
地
の
各
種
の
歌
の
文
句
と
し
て
広
く
分
布
し
て
い
る
。
こ
れ

も
近
世
期
か
ら
の
流
行
民
謡
の

一
つ
で
あ

っ
た
。
こ
れ
ま
で
確
認
し
得
た
も
の

を

「
定
着
の
相
」
を
見
る
意
味
で
挙
げ
て
み
る
。

○
小
木
お
け
さ

（新
潟
県
佐
渡
郡
小
木
町
小
木
）

○
盆
踊
歌

（同
岩
船
郡
関
川
村
）
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○
新
潟
お
け
さ

（同
新
潟
市
）

〇
七
浦
甚
句

（同
佐
渡
郡
七
浦
）

○
す

っ
と
さ
踊

（石
川
県
内
浦
町
白
丸
）

○
あ
ら
く
り
歌
八
同
輪
島
市
西
山
町
）

ｏ
舟
漕
ぎ
歌

（同
七
尾
市
石
崎
町
）

○
船
頭
唄

（千
葉
県
）

○
川
越
舟
唄

〈千
住
節
〉
（埼
玉
県
川
越
市
）

○
島
甚
句

（岩
手
県
気
仙
沼
地
方
）

○
内
郷
甚
句

（福
島
県
い
わ
き
市
内
郷
）

○
ジ
ャ
コ
曳̈
一船
歌

（二
重
県
伊
勢
市
大
淀
町
）

○
麦
た
た
き
歌
八
島
根
県
江
津
市
和
木
）

○
櫓
漕
唄

（鳥
取
県
伯
書
地
方
）

○
サ
エ
モ
ン

〈盆
踊
唄
〉
（大
分
県
杵
築
市
）

後
半
句
は

「沖
で
櫓
櫂
が
手
に
つ
か
ぬ
」
と
謡
う
の
が
典
型
で
あ

っ
た
が
、

次
の
よ
う
に
多
少
の
変
化
も
し
て
い
る
。

「
泣
く
と
出
船
が
お
そ
く
な
る

「
綱
も
錨
も
手
に
つ
か
ぬ

「
樟
も
櫓
槽
も
手
に
つ
か
ぬ

「
泣
け
ば
櫓
槽
が
手
に
つ
か
ぬ

と
も
あ
れ
、
盆
踊
り
や
麦
打
ち
の
歌
と
し
て
も
伝
承
さ
れ
て
い
る
が
、
圧
倒

的
に
は
櫓
漕
ぎ
や
船
引
き
な
ど
の
海
の
仕
事
歌
と
し
て
の
伝
承
で
あ
る
。

歌
の
内
容
と
し
て
は
、
港
々
を
渡
り
歩
く
船
頭
が

一
夜
の
情
を
交
わ
し
た
女
、

あ
る
い
は
幾
晩
か
の
馴
染
み
を
重
ね
た
女
と
の
別
れ
の
辛
さ
を
謡
う

「
恋
歌
」

に
な

っ
て
い
る
。
別
れ
に
臨
ん
で
女
に
泣
か
れ
る
と
、
そ
こ
に
気
持
ち
が

つ
な

ぎ
止
め
ら
れ
て
、
船
頭
稼
業
に
身
に
入
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
別
れ
に
臨

ん
で
の
男
の
女
に
対
す
る
情
愛
の
深
さ
を
謡

っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
れ

は

「
た
て
ま
え
」
で
あ

っ
て
、
演
じ
た
恋
を
謡
う

「遊
里
歌
」
、
色
里
の
遊
び

歌
の
発
想
の
枠
内
に
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。
別
れ
の
悲
痛
さ

・
深
刻
さ
が
言

葉
通
り
に
働
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
港
々
を
経
由
し
て
各
地
に
広
が
っ

て
流
行
歌
に
な
る
の
で
あ
る
。

と
は
言
え
、
た
と
え
表
面
上
で
は
あ

っ
て
も
、
別
れ
に
際
し
て
泣
か
れ
た
女

を
思

っ
て
、
「沖
で
櫓
櫂
が
手
に
つ
か
ぬ
」
と
口
に
出
し
て
み
る
の
は
男
に
と
っ

て
は
い
い
気
分
の
も
の
、
そ
れ
を
味
気
な
い
船
上
で
日
に
出
し
て
謡
う
こ
と
自

体
が
大
き
な
気
晴
ら
し

・
張
り
合
い
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。

船
漕
ぎ
唄
と
か
船
唄
と
い
う
と
、
い
か
に
も
櫓
や
櫂
を
使

っ
て
の
船
漕
ぎ
の

労
働
歌
と
い
う
よ
う
な
響
き
で
受
け
止
め
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は

「沖
で
櫓
櫂
が

手
に
つ
か
ぬ
」
と
い
う
文
句
か
ら
来
た
流
用
で
あ

っ
て
、
も
と
も
と
は
港
や
船

着
場
の
飯
宿
や
遊
女
宿
の
酒
席
に
お
け
る
座
興
歌

・
騒
ぎ
歌
と
し
て
生
ま
れ
た

も
の
で
あ

っ
た
し
、
船
人

・
船
頭
と
い
う
男
た
ち
が
謡
い
出
し
た
と
い
う
よ
り
、

旅
の
男

・
渡
り
男
に

「
そ
う
言

っ
て
も
ら
い
た
い
」
「
そ
れ
く
ら
い
の
深
情
け

を
示
し
て
も
ら
い
た
い
」
と
い
う
、
飯
盛
り
女
や
遊
女
た
ち

の
思
い

（
こ
れ
と

て
も
本
心
そ
う
願
っ
て
い
る
わ
け
で
な
く
、
あ
く
ま
で
も

「
た
て
ま
え
」
と
し
て
で
あ

り
、
そ
う
あ
っ
て
こ
そ
、　
一
夜
の
情
が
芝
居
立
て
に
な
っ
て
完
結
す
る
と
い
う
程
度
の

こ
と
）
か
ら
謡
い
出
さ
れ
た
も
の
で
あ

っ
た
。

つ
ま
り
は
、
港

の
色
街
で
の
は

や
り
歌
と
し
て
生
ま
れ
た
詞
章
で
あ

っ
て
、
酒
席
の
騒
ぎ
歌

・
遊
び
歌
で
あ

っ

た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
を
船
乗
り
男
が
海
上
で
の
つ
れ
づ
れ
に
、
あ
る
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い
は
櫓
櫂
を
取
り
な
が
ら
の
気
晴
ら
し
に
謡

っ
た
と
い
う
の
が
実
際
で
あ

っ
た

と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
各
地
に
運
ば
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
港
々
を
渡

り
行
く
船
人

・
船
頭
た
ち
の
歌
に
な

っ
た
か
ら
で
は
あ
る
。
と
も
あ
れ
、
そ
う

し
た
言
わ
ば
娯
楽
歌

・
余
興
歌
で
あ

っ
た
こ
と
が
港
か
ら
里
、
さ
ら
に
山
里
ヘ

と
、
盆
踊
り
な
ど
の
踊
り
歌
の
文
句
と
し
て
も
迎
え
入
れ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る

の
で
あ
る
。

川
船
の
舟
唄
と
し
て
の
伝
承
で
あ
る

「
川
越
舟
唄
」
は

「
千
住
節
」
の
名
も

あ
る
よ
う
に
、
千
住
と
い
う
船
着
き
場

・
宿
場
と
し
て
も
賑
わ
っ
た
千
住
宿
の

騒
ぎ
歌
な
の
で
あ

っ
た
。
海
辺
の
歌
で
な
く
な
っ
た
こ
と
で
、
「
か

０
櫓
櫂
が

手
に
つ
か
ぬ
」
を

「泣
く
と
出
船
が
お
そ
く
な
る
」
と
謡
い
換
え
て
い
る
の
は
、

ま
さ
に
船
宿
で
の
客
と
接
待
女
と
の
や
り
と
り
に
叶
っ
た
も
の
に
し
て
い
る
と

い
え
る
。

さ
て
、
こ
の
海
の
船
歌
系
の

「泣
い
て
く
れ
る
な
」
が
、
ど
の
よ
う
な
展
開

を
見
せ
て
広
が

っ
て
い
る
の
か
を
も
う
少
し
追

っ
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

ま
ず
、
こ
れ
ま
で
の
も
の
を

「櫓
櫂
型
」
と
す
れ
ば
、
「
烏
鳴
き
型
」
と
も

い
う
べ
き
も
の
が
あ
る
。
後
半
句
を
大
き
く
謡
い
換
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

○
泣
い
て
く
れ
る
な
出
船
の
時
に
　
烏
鳴
く
さ
え
気
に
か
か
る

前
半
句
に
も
多
少
の
変
化
は
あ
る
が
、
後
半
句
の
変
化
も

「烏
鳴
く
の
が
気

に
か
か
る
」
「烏
鳴
く
な
よ
気
に
か
か
る
」
「
烏
鳴
く
の
も
よ
気
に
か
か
る
」

「烏
鳴
い
て
さ
え
気
に
か
か
る
」
な
ど
、
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
は
な
い
。
細
か
い

こ
と
を
言
え
ば
、
「烏
鳴
く
な
よ
」
と

「烏
鳴
い
て
さ
え
」
（烏
鳴
き
さ
え
・
烏

鳴
く
さ
え
）
と
で
は
い
く
ら
か
意
味
合
い
が
違

っ
て
い
よ
う
か
。

後
者
は

「泣
い
て
く
れ
る
な
」
と
言

っ
て
い
る
の
は

「女
」
に
対
し
て
言

っ

た
も
の
で
、
「
出
船
の
時
に
お
前
に
泣
か
れ
る
と
、
別
れ
た
あ
と
、
烏
が
鳴
い

て
さ
え
、
お
前
の
泣
い
て
い
た
姿
を
思
い
出
し
て
、
そ
の
後
ど
う
し
て
い
る
や

ら
と
気
に
な

っ
て
し
ま
う
」
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
対
し
て
前
者
の
場

合
は

「
泣
い
て
く
れ
る
な
」
は
、
「
烏
」
そ
の
も
の
に
言

っ
て
い
る
よ
う
な
響

き
が
強
く
な
る
。

つ
ま
り
、
「
気
に
か
か
る
」
の
は

「女

の
こ
と
」

で
は
な
く

て

「烏
鳴
き
」
そ
の
も
の
で
、
「烏
鳴
き
が
悪
い
」
の
は
何
か
よ
か
ら
ぬ
こ
と

の
起
こ
る
前
兆
だ
と
い
う
伝
承
か
ら
す
る
と
、
こ
れ
か
ら
の
船
旅
を
不
安
が

っ

て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

た
だ
、
「櫓
櫂
型
」
と
比
較
し
た
と
き
、
こ
の

「
烏
鳴
き
型
」

は
、
現
在
ま

で
の
管
見
の
及
ぶ
限
り
で
は
あ
る
が
、
地
域
的
に
片
寄

っ
た
伝
承
し
か
確
認
で

き
て
い
な
い
。

ｏ
静
岡
県
榛
原
郡
中
川
根
町

「
二
上
り
」
「端
唄
」
（『静
岡
県
の
民
謡
』

〈文

化
財
報
告
書
３４
〉
、
文
化
財
保
存
協
会
、
昭
六

一
・
三
）

ｏ
愛
知
県
豊
橋
市

「古
歌
謡
」
（伊
奈
森
太
郎
編

「愛
知
県
地
方
の
古
歌
謡
」
第

二
集
、
昭
二
八
年
度

〈『
日
本
庶
民
生
活
史
料
集
成
二
四
」
所
収
〉
）

ｏ
和
歌
山
県

「
子
守
唄
」
（北
原
白
秋
編

『
日
本
伝
承
童
謡
集
成
』
第

一
巻
、
昭

和
四
九
、
九
、
新
版
）

○
大
分
県
臼
杵
市

「
ジ

ョ
ウ
サ
節
」
（『大
分
県
の
民
謡
』
第

一
集
、
大
分
県
民

俗
学
会
、
昭
和
三
六

・
八
）

○
同
東
国
東
郡
国
東
町

「
マ
テ
ツ
キ
唄
」
（右
同
）

ｏ
高
知
県
幡
多
郡
沖

一
島
村

「
子
守
歌
」
（高
知
県
立
女
子
師
範
郷
土
室
編

「土

佐
民
謡
集
第

一
輯
」
昭
八
・
六
、
謄
写
刷
り
、
〈『
日
本
庶
民
生
活
史
料
集
成
二
四
』

所
収
〉
）
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「
二
上
り
」
「端
唄
」
は
具
体
的
に
は
ど
う
い
う
と
き
に
謡
わ
れ
る
歌
な
の

か
明
確
で
は
な
い
が
、
「
ジ

ョ
ウ
サ
節
」
な
ど
も
合
わ
せ
て
、
い
ず
れ
宴
席
の

騒
ぎ
歌
、
余
興
歌
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
「
マ
テ
ツ
キ
唄
」
は
地
嶋
き
な
ど

の
工
事
歌
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
力
仕
事
の
調
子
合
わ
せ
に
謡
わ
れ
る
も
の
と

し
て
、
余
興
的

・
娯
楽
的
な
側
面
が
強
調
さ
れ
て
の
こ
の
詞
句
の
採
用
で
あ
っ

た
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
「
子
守
唄
」
と
し
て
の
伝
承
に
至

っ
て
は
、

い
く
ら

で
も
歌
が
欲
し
い
と
い
う
子
守
り
唄
そ
の
も
の
の
貪
欲
さ
故
に
採
り
込
ま
れ
た

も
の
で
あ

っ
て
、
そ
こ
に
子
守
り
娘
の
感
慨
が
投
影
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
あ

る
ま
い
。
た
だ
文
句
の
面
白
さ
を
楽
し
ん
で
い
る
だ
け
で
あ

っ
た
こ
と
は
、
続

け
て
次
の
文
句
を
生
ん
で
い
る
こ
と
で
も
知
れ
る
。

○
烏
な
く
の
を
気
に
か
け
よ
す
な
　
こ
こ
は
森
の
下
い
つ
も
な
く

た
だ

「
泣
く
な
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
小
さ
い
子
を
守
り
す
る
子
守
り
娘
の

感
慨
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
子
守
り
仕
事
で
最
も
切
無
い
の
は
、

守
り
を
す
る
子
に
グ
ズ
ら
れ
泣
か
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
十
歳
前
後
で
自
分
自
身

が
ま
だ
親
の
傍
ら
で
甘
え
て
い
た
い
年
頃
の
年
期
奉
公
の
子
守
り
娘
に
と

っ
て

は

「
子
に
泣
か
れ
る
こ
と
」
は
ま
さ
に
途
方
に
く
れ
る
辛
さ
で
あ

っ
た
の
で
あ

る
。
「
泣
く
な
」
の

一
章
が
子
守
り
唄
に
採
用
さ
れ
る
根
底
は
そ
こ
で
あ

っ
た
。

○
泣
い
て
お
く
れ
な
　
殿
御

の
留
守
に
よ
う
　
烏
喘
く
さ
え
気

に
か
か
る

（徳
島
県
、
『
日
本
伝
承
童
謡
集
成
』

一
）

○
泣
い
て
く
れ
る
な
こ
の
身
が
や
つ
る
　
身
よ
り
心
が
や
つ
れ
ま
す

（二
重

県
志
摩
郡
、
『僅
謡
集
拾
遺
』）

○
泣
い
て
く
れ
る
な
　
ま
だ
夜
は
夜
中
　
明
け
り
ゃ
お
寺
の
鐘
が
な
る
　
ヨ

イ
ョ
イ
ョ
イ
ョ
ー
　
ネ
ン
ネ
ン
ネ
ン
ネ
ー

（二
重
県
鈴
鹿
市
庄
野
町
、
『三
重

県
の
民
謡
』
〈県
教
育
委
員
会
、
平
成
二
・
三
〉
）

む
ろ
ん
、
子
守
り
娘
の
工
夫

・
才
覚
で
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
に
大
人
の
歌
と
し

て
の
前
身
が
あ

っ
て

（少
な
く
と
も
大
人
の
才
覚
が
働
い
て
）
の
子
守
り
唄
で
の

定
着
そ
し
て
発
展
で
あ

っ
た
。

子
守
り
唄
に
お
け
る
展
開
は
別
に
し
て
、
「
烏
鳴
き
型
」

は
、
詞
章
の
上
か

ら
の
海
歌
的
要
素
を
薄
く
し
て
い
な
が
ら
、
前
半
句
の

「
泣
い
て
く
れ
る
な
出

船
の
時
は
」
（「出
船
の
時
」
ト
モ

「出
船
の
先
に
」
ト
モ
）
を
捨
て
き
れ
ず
に
い
る

の
は
ど
う
し
て
な
の
か
。
そ
れ
ほ
ど
こ
の
謡
い
出
し
の
文
句
は
気
に
入
ら
れ
、

も
て
は
や
さ
れ
、
印
象
深
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
し
て
、
実
は
す
で
に
見
た
子
守
り
唄
の
展
開
に
見
ら
れ
た

「
櫓
櫂
型
」

「烏
鳴
き
型
」
を
離
れ
た

「泣
い
て
く
れ
る
な
」
が
第
二
段
階
の
変
化
な
の
で

あ

っ
た
。
そ
れ
は
ま
さ
に

「泣
い
て
く
れ
る
な
」
だ
け
を
残
し
、
「
出
船
の
時

は
」
と
い
う
限
定
を
捨
て
て
の
展
開
で
あ
る
。
そ
れ
は
海

・
川
な
ど
の
水
辺
の

別
れ
歌
か
ら
大
き
く
は
ず
れ
て
の
定
着
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。

子
守
り
唄
の

「
泣
い
て
く
れ
る
な
」
か
ら
拾
う
。

○
泣
い
て
く
れ
る
な
親
な
い
子
ど
も
　
親
は
ご
ざ
れ
ど
極
楽

に

（金
沢
市
才

田
町
）

○
泣
い
て
く
れ
る
な
背
中
の
上
で
　
守
が
泣
か
す
と
思
わ
れ
る

（石
川
県
能

勢
地
方
）

そ
の
他
、
様
々
な
歌
と
し
て

「
泣
い
て
く
れ
る
な
」
が
伝
承
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。

０
泣
い
て
く
れ
る
な
今
別
れ
て
も
　
死
ぬ
る
身
で
な
い
ま
た
会
え
る

（石
川

県
能
勢
郡
町
山
田
郷
、
田
切
り
歌
）
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②
泣
い
て
く
れ
る
な
仕
事
の
邪
魔
や
　
切
れ
る
飽
も
切
れ
止
ま
る

〈
反
復
省

略
〉

（七
尾
市
三
室
町
、
草
刈
り
唄
）

同
地
の
、
同
じ

「草
刈
り
唄
」
と
し
て

「泣
い
て
く
れ
る
な
　
出
船
の
邪
魔

や
　
沖
で
い
る
か
い
な
手
に
つ
か
な
い
」
も
あ
げ
て
い
る
が
、
こ
の
方
は
あ
き

ら
か
に
海
歌
の

「泣
い
て
く
れ
る
な
」
で
あ
り
、
「沖
で
い
る
か
い
な
」
は

「沖
で
櫓
櫂
が
」
の
変
化
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
し
、
陸
の
草
刈
り

仕
事
の
歌
と
し
て
は
無
頓
着
で
い
い
部
分
で
あ
っ
た
結
果
の
変
化
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
を
い
か
に
も

「草
刈
り
唄
」
ら
し
く
言
い
換
え
た
の
が

「仕
事
の
邪
魔
や
」

「切
れ
る
飽
も
切
れ
止
ま
る
」
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

０
泣
い
て
く
れ
る
な
出
掛
け
る
時
に
ゃ
　
草
を
刈
る
鎌
手
に
つ
か
ぬ

（福
島

県
石
川
町
大
字
曲
木
、
草
刈
り
唄
）

０
泣
い
て
く
れ
る
な
な
か
ん
で
さ
え
も
　
き
れ
る
鈍
も
き
れ
か
ね
る

（群
馬

県
上
野
村
日
井

。
碓
氷
、
馬
子
唄
）

固
泣
い
て
く
れ
る
な
気
持
ち
が
悪
い
　
泣
い
て
添
わ
れ
る
身
で
は
な
い

（石

川
県
石
川
郡
松
任
町
、
自
す
り
唄
）

０
鳴
い
て
く
れ
る
な
夜
明
け
の
烏
　
可
愛
い
殿
御
の
目
を
さ
ま
す

（同
県
、

て
ん
や
節
）

０
鳴
い
て
呉
れ
る
な
ま
だ
夜
は
明
け
ぬ
　
早
く
返
す
も
人

に
よ
る

（神
奈
川

県
横
浜
市
、
朧
暉
）

０
鳴
い
て
く
れ
る
な
仕
事
の
邪
魔
よ
　
鳴
け
ば
烏
が
ま
た
笑
う

（石
川
県
羽

咋
市
神
子
原
町
、
神
田
烏

〈盆
踊
り
歌
〉
）

０
泣
い
て
く
れ
る
な
主
ゃ
泣
き
ゃ
お
ら
も
　
と
も
に
涙
が
出
て
な
ら
ぬ

（石

川
県
鳳
至
郡
門
前
町
八
ヶ
川
流
域
地
方
、
三
度
笠
）

側
泣
い
て
く
れ
る
な
別
れ
た
と
て
も
　
泣
い
て
別
れ
が
止
む
で
な
い

（長
野

県
、
諏
訪
節
）

ｍ
泣
い
て
く
れ
る
な
ャ
ー
　
き
け
と
ヤ
ー
　
き
け
な
ら
　
恨
ま
れ
て
も
　
離

れ
座
敷
に
ゃ
　
寝
た
思
い

（七
尾
市
、
追
分
節

〈盆
踊
り
唄
〉
）

囮
泣
い
て
く
れ
る
な
別
れ
じ
ゃ
な
い
ぞ
　
命
さ
え
あ
り
ゃ
　
ノ
ー
サ
ー
又
会

え
る

ω
泣
い
て
く
れ
る
な
未
練
が
残
る
　
残
る
未
練
が
ノ
ー
サ
　
し
ゃ
く
の
た
ね

（以
上
、
静
岡
県
磐
田
郡
水
窪
町
、
ノ
ー
サ
甚
句

〈盆
踊
り
唄
〉
）

ｍ
泣
い
て
く
れ
る
な
別
れ
ぢ
ゃ
な
い
に
　
今
度
別
れ
に
ゃ
泣
い
て
く
り
ょ

（長
野
県
木
曽
地
方
、
踊
り
唄
）

個
泣
い
て
く
れ
る
な
今
立

つ
酒
に
　
わ
し
の
心
も
に
ぶ
く
な
る

（宮
城
県
、

お
た
つ
酒
唄
）

⑩
泣
い
て
く
れ
る
な
出
船
の
時
に
　
沖
で
ろ
か
い
が
手
に
つ
か
ぬ

（久
賀
町
、

酒
造
り
歌
）

数
多
い
歌
謡
集

・
民
謡
集
か
ら
す
れ
ば
、
ほ
ん
の
わ
ず
か
で
は
あ
る
が
、
こ

れ
ま
で
管
見
に
入
り
、
手
元
に
集
め
得
た
も
の
の
う
ち
、
海
歌

（港
や
船
着
き

場
の
盛
り
場
で
の
騒
ぎ
歌
も
含
め
て
）
と
し
て
の
も
の
以
外

の
も
の
を
列
記
し
て

み
た
。
今
後
の
歌
謡
集

・
民
謡
集

（民
俗
誌

・
民
謡
報
告
書
等
も
）
の
渉
猟

で
、

さ
ら
に
い
く

つ
も
加
わ

っ
て
く
る
に
違
い
な
い
が
、
お
お
よ
そ
こ
の
歌
の
テ
ー

マ
と
、
そ
れ
に
か
か
わ

っ
て
の
詞
句
の
変
化
と
い
う
か
伝
承
に
お
け
る
展
開
の

相
は
、
以
上
挙
げ
た
も
の
か
ら
だ
け
で
も
十
分
に
う
か
が
い
知
れ
る
か
と
思
う
。

そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
多
少
の
検
討
を
加
え
て
み
よ
う
。

０
の

「
田
切
り
歌
」
と
し
て
の
も
の
は
、
「
泣
い
て
く
れ
る
な
」

に
歌
の
場
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（田
切
り
と
い
う
仕
事
の
場
）
か
ら
の
機
能
が
投
与
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
る

ま
い
。
戯
歌
め
い
た
展
開
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
流
行
歌
か
ら
の
借
用
で
あ

り
、
娯
楽
歌

・
慰
安
歌
と
し
て
の
採
用
で
あ
る
こ
と
を
見
せ
て
い
る
。
日
々
の

田
仕
事
へ
の
出
が
け
に

「
別
れ
」
を
持
ち
出
す
こ
と
自
体
が

「笑
い
」
で
あ
る
。

②
の
草
刈
り
唄
と
し
て
の
も
の
は
、
後
半
句
に
多
少
歌
の
場
に
叶

っ
た
変
化

を
見
る
が
、
「飽
」
は
草
刈
り
の
道
具
で
は
あ
る
ま
い
か
ら
、
木
挽
き
唄
な
ど

の
山
歌
と
し
て
の
前
身
が
あ

っ
て
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。

ヤ
マ
は
、
ウ
ミ
に
対
し
て
野

・
陸
を
も
意
味
す
る
。
ヤ
マ
ウ
タ
は
、
平
た
く

言
え
ば
陸
地
の
戸
外
仕
事
の
歌
全
般
を
さ
す
こ
と
に
な
る
か
ら
、
草
刈
り
仕
事

に
も
謡
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
②
に
関
し
て
も
う

一
つ
確
認
し
て
お

く
べ
き
は
、
「
泣
い
て
く
れ
る
な
仕
事
の
邪
魔
や
」
と
い
う
部
分
で
あ
る
。
「出

掛
け
」
に
際
し
て
の

「泣
き
」
が
仕
事
の
支
障
に
な
る
と
い
う
の
で
は
な
い
ら

し
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「泣
く
な
」
と
い
う
の
は
、
仕
事
の
そ
の
場
に
お

け
る
ナ
ク
モ
ノ
に
対
し
て
言

っ
て
い
る
の
で
あ
る
ら
し
い
。
し
か
も
人
に
対
し

て
で
は
な
く
、
鳥
か
獣
か
に
向
か

っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
う
い
う
点
で

「泣
い
て
く
れ
る
な
」
の
歌
の
本
幹
と
い
う
か
本
質
的
テ
ー
マ
で
あ
る

「別
れ
」

の
歌
で
す
ら
な
く
な
っ
て
い
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
０
は
は
っ
き
り
と
草
刈
り
の
労
作
歌
仕
立
て
に
な

っ
て
い

る
し
、
「出
掛
け
る
」
時
の
別
れ
歌
と
し
て
の
本
質
は
失

っ
て
い
な
い
。
た
だ
、

誰
と
の
別
れ
に
し
ろ
、
草
刈
り
仕
事
へ
の
出
が
け
に

「泣
く
」
ほ
ど
の
こ
と
は

あ
る
ま
い
と
思
わ
れ
る
の
で
、
そ
の
点
か
ら
す
れ
ば
、
こ
れ
も
戯
笑
歌
的
な
側

面
が
大
き
い
と
言
え
る
。
し
か
し
、
所
に
よ
っ
て
は
、
男
衆
が
共
同
で
ム
ラ
の

入
合
い
地
な
ど
に
入
っ
て
、
小
屋
掛
け
し
た
上
で
何
日
か
泊
ま
り
込
ん
で
草
刈

り
を
す
る
な
ど
と
い
う
こ
と
も
あ

っ
た
か
ら
、
そ
う
し
た
場
合
に
は
妻
な
り
恋

人
な
り
と
の
出
が
け
の
別
れ
は
、
そ
れ
な
り
の
重
み
を
持

っ
て
胸
に
迫
ま
る
と

い
う
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

０
は
②
の
系
統
。
た
だ
し

「馬
子
唄
」
と
な

っ
て
い
る
。
木
伐
り

・
下
草
刈

り
な
ど
の
山
仕
事
や
野
面
の
草
刈
り
、
そ
し
て
そ
の
行
き
来
の
道
中
で
謡
う
歌

に
は
共
通
す
る
も
の
が
多
い
。
こ
の
馬
子
唄
は
、
専
門
の
馬
方
の
歌
で
は
な
く
、

馬
を
引
い
て
の
仕
事
の
行
き
帰
り
に
謡
う
歌

（道
中
歌

。
道
歌
）
と
し
て
の
馬

子
唄
で
あ
ろ
う
。

働
は
ず

っ
と
く
だ
け
た
も
の
。
若
い
男
女
の
夜
な
べ
仕
事
の
自
摺
り
作
業
で

の
戯
れ
歌
と
し
て
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
「
気
持
ち
が
悪
い
」
と
か

「
あ
ん
た
が

ど
れ
ほ
ど
泣
い
て
く
ど
い
た
っ
て
、
わ
た
し
は
あ
な
た
と
添
わ
れ
る
身
で
は
な

い
」
、

つ
ま
り
、
も
う
夫
が
い
る
、
あ
る
い
は
心
に
決
め
た
人
が
い
る
と
い
う

こ
と
で
あ
ろ
う
か
ら
、
「
泣
い
て
く
れ
る
な
」
の
歌
は
本
来
、
男

の
歌
で
あ

っ

た
ら
し
い
の
に
、
大
き
く
変
化
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

０
は
、
船
歌
系
統
と
は
全
く
違
う

「
な
い
て
く
れ
る
な
」
で
あ
る
。
い
わ
ゆ

る
い
と
し
い
人
と
寝
た
夜
の
夜
明
け
を
厭
う
、
「
後
朝
の
歌
」

の
系
譜
に
立

つ

も
の
で
あ
る
。

０
も
後
朝
歌
の
発
想
に
立

っ
て
い
る
も
の
の
、
後
半
句
は
類
型
で
な
い
変
化

を
し
て
い
る
。
「
早
く
返
す
も
人
に
よ
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
「
こ
の
人
は
帰
し

た
く
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
だ
か
ら
ま
だ
夜
が
明
け
て
い
な
い
の
だ
か

ら
鳴
い
て
く
れ
る
な
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
「松

（船
）
唄
」
と
あ
る
が
、
出

自
は
港
の
騒
ぎ
歌
で
あ
ろ
う
。
０
０
で

「鳴
く
な
」
と
い
っ
て
い
る
の
は

「鶏
」

に
対
し
て
で
あ
り
、
同
じ

「男
女
の
別
れ
」
を
テ
ー
マ
に
し
て
い
る

「
な
い
て
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く
れ
る
な
」
の
歌
で
あ
っ
て
も
鶏
鳴
と
か
寺
の
鐘
な
ど
を
謡
う

「夜
明
け
」
の

歌
の
系
列
に
近
い
も
の
と
言
え
る
。

③
は
０
と
同
じ
謡
い
出
し
を
持

つ
も
の
。
「盆
踊
り
歌
」
と
あ
る
が
、
仕
事

歌
経
由
で
入

っ
て
き
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
後
半
句
の

「鳴
け
ば
烏
が
ま
た
笑
う
」

は
、
流
行
歌

（歌
謡
曲
）
あ
た
り
の
文
句
に
刺
激
さ
れ
て
の
戯
れ
で
あ
ろ
う
。

「
な
い
て
く
れ
る
な
」
と
い
う
の
は
人
に
対
し
て
な
の
か
烏
に
対
し
て
な
の
か

０
は
、
今
の
と
こ
ろ
あ
ま
り
類
歌
の
な
い
変
化
を
見
せ
て
い
る
も
の
。
男
女

ど
ち
ら
が
謡
い
出
し
た
と
し
て
も
い
い
も
の
で
あ
る
が
、
「
三
度
笠
」
と
あ
る

か
ら
、
「別
れ
」
歌
で
あ
る
こ
と
に
間
違
い
な
い
。
「祭
礼

・
盆
踊
り
に
謡
う
」

と
い
う
が
、
流
行
歌
あ
る
い
は
酒
席
の
騒
ぎ
歌
の
詞
章
を
と
り
込
ん
だ
も
の
で

あ

っ
た
ろ
う
か
。

⑩
の
諏
訪
節
も
含
め
て
囮
ま
で
盆
踊
り
歌
で
あ
る
。
謡
い
出
し
は
と
も
に

「泣
い
て
く
れ
る
な
」
で
あ
る
が
、
以
下
が
様
々
に
変
化
し
て
い
る
の
は
、
盆

踊
り
が
盆
の
娯
楽
踊
り
と
な
っ
て
い
く
中
で
、
そ
の
歌
の
詞
章
も
く
だ
け
た
も

の
に
な
っ
て
い
っ
た
結
果
で
あ
ろ
う
。
他
の
歌
の
文
句
か
ら
の
借
用
も
あ
ろ
う

し
、
多
少
気
の
き
い
た
物
言
い
の
で
き
る
文
人

・
才
人
の
類

（自
称
も
含
め
て
）

は
ム
ラ
の
踊
り
の
輪
の
中
に
も
い
る
。
そ
う
し
た
人
の
ふ
と
思
い
つ
い
た
言
い

回
し
が
採
用
さ
れ
て
伝
承
さ
れ
て
い
く
。
そ
う
し
た
結
果
の

一
つ
の
表
わ
れ
を

こ
れ
ら
の
盆
踊
り
唄

「な
い
て
く
れ
る
な
」
歌
の
詞
章
展
開
の
上
に
見
て
い
い

の
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
し
て
も
、
冒
頭
部
分
に
あ
げ
た
海
歌
そ
の
も
の
の

「泣
い

て
く
れ
る
な
」
を
盆
踊
り
唄
と
し
て
伝
承
し
て
い
る
例
も
多
か

っ
た
。
そ
う
し

た
も
の
も
合
わ
せ
て
、
盆
踊
り
唄
と

「
な
い
て
く
れ
る
な
」
に
は
、
切
り
離
せ

な
い
結
び
付
き
が
あ

っ
た
と
思
わ
れ

る
し
、

そ
の

「
う
た
の
場
」

と

「
う
た
」
と
の
強
い
結
び
付
き
故
に
、
ど
う
く
だ
け
、
戯
れ
て
い
て
も

「
な
い

て
く
れ
る
な
」
を
捨
て
き
れ
ず
に
い
た
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
と
思
う
。
そ

の
強
い
結
び
付
き
、
「
こ
だ
わ
り
」
の
部
分
が
歌
謡
儀
礼
論
を
構
築
す
る

一
つ

一
つ
に
な
る
の
だ
と
思
う
。

鰤
は
ま
さ
に
儀
礼
歌
で
あ
る
。
婚
礼
歌
の
う
ち
、
座
敷
で
の
嫁
取
り
の
祝
宴

が
果
て
て
、
花
嫁
側
の

一
行
が
帰
る
の
を
、
門
口
で
送
る
と
き
の
盃
事
の
中
で

謡
わ
れ
る
も
の
。
「
お
立
ち
酒
」
と
も
い
う
。
「別
れ
」
「
名
残
」
が
主
題
で
あ

り
、
「泣
い
て
く
れ
る
な
」
の
謡
い
出
し
が
生
き
て
機
能
し
て
い
る
。

⑩
は
、
冒
頭
で
眺
め
た
海
歌
そ
の
ま
ま
の
詞
章
で
あ
る
が
、
同
じ
く
櫓
櫂
を

使
う
こ
と
か
ら
酒
造
り
唄
に
転
用
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
歌
全
体
に
心
が
向
い

て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
「櫓
櫂
」
に
引
か
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
り
、
「手
に
つ

か
ぬ
」
に
櫓
櫂
を
使

っ
て
の
作
業
の
大
変
さ

・
難
儀
さ
を
重
ね
て
い
る
の
か
も

し
れ
な
い
。
む
ろ
ん
、
「
別
れ
」
と
か

「
名
残
」
と
は
無
縁
に
な
っ
て
い
る
。

あ
る
程
度
、
そ
の
都
度
々
々
に
多
少
の
分
析
と
考
察
も
加
え
た
が
、
以
上
を

通
じ
て
こ
れ
ま
で
の
検
討
の
中
で
ひ
と

つ
の
し
め
く
く
り
を

つ
け
て
お
い
た
方

ま
ず
大
き
く
は

「泣
い
て
く
れ
る
な
」
は
、
歌
の
部
類
と
し
て
は
恋
歌
で
あ

り
、
主
題
と
し
て
は

「別
れ
」
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ

の
生
ま
れ
は
海
辺

（港
）
の
色
街
で
あ
り
、
酒
席
の
座
興
歌

・
騒
ぎ
歌
で
あ

っ

た
。
そ
れ
が
、
船
乗
り
男
達
の
船
上
で
の
回
ず
さ
み
歌
、
あ
る
い
は
櫓
櫂
さ
ば

き
の
仕
事
歌
と
も
な
る
中
で
、
彼
等
の
経
由
す
る
港
々
に
運
ば
れ
て
流
行
歌
的

半1

然
と
し
な
い

が
い
い
と
思
つ
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な
も
て
は
や
し
方
を
さ
れ
て
、
港

・
船
着
き
場
の
歌
、
色
街
の
騒
ぎ
歌
の
枠
を

出
て
、
草
刈
り

●
馬
引
き

・
臼
摺
り
な
ど
の
仕
事
歌
、
盆
踊
り
な
ど
の
踊
り
歌

と
い
っ
た
、
及
ん
だ
そ
れ
ぞ
れ
の
土
地
で
、
い
わ
ゆ
る
民
謡
と
し
て
定
着
し
て

い
っ
た
。
海
の
歌
と
し
て
の
伝
播

・
種
相
に
加
え
て
、
陸
の
歌
と
し
て
の
定
着

の
種
相
が
交
錯
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
う
し
た
民
謡
の
定
着
の
種
相
に
お
い
て
、
こ
の

「
泣
い
て
く
れ
る
な
」
歌

の
場
合
に
は
、
流
行
歌
か
ら
儀
礼
歌

へ
の
転
換
が
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
確

認
し
て
お
き
た
い
の
が
、
宮
城
県
の

「
お
た

つ
酒
唄
」
と
各
地
の
盆
踊
り
唄
と

し
て
の
定
着
と
、
そ
れ
に
こ
め
ら
れ
た
思
い
で
あ
る
。

「
お
た

つ
酒
唄
」
は
ま
さ
に
儀
礼
歌
で
あ
る
。
『東
北

の
民
謡
』

の
注
記
に

次
の
よ
う
に
あ
る
。

お
た

つ
酒
は
立
振
舞
酒
の
意
味
で
、
祝
儀
の
席
を
立

っ
た
総
客

（嫁
な

り
婿
な
り
に
附
き
添
ふ
て
来
た
先
方
の
客
）
に
庭
前

で
大
茶
碗
或
は
大
盃

に
な
み
々
々
と
酒
を
注
い
で
振
舞
ふ
こ
と
で
あ
る
。

婚
礼
歌
の

一
つ
な
の
で
あ
る
。
婚
礼
歌
は
普
通
に
は
、
「
長
持
ち
唄
」
な
ど

に
代
表
さ
れ
る
嫁
入
り
の
道
中
歌
と
、
婚
儀
の
進
行
に
合
わ
せ
、
あ
る
い
は
祝

宴
の
余
興
に
謡
わ
れ
る
祝
い
座
敷
の
歌
と
に
分
か
れ
る
。
そ
し
て
後
者
の
中
に

祝
宴
の
は
じ
め
に
謡
う
歌
、
中
程
に
謡
う
歌
、
終
わ
り

（果
て
）
に
謡
う
歌
と

い
っ
た
、
種
類
を
明
確
に
し
て
い
る
場
合
が
多
い
が
、
も
う

一
つ
、
そ
の
終
わ

り
の
部
分
を
、
座
敷
を
立

っ
て
婚
家
の
玄
関
先

・
門
先
に
移
し
て
、
そ
こ
で
改

め
て
の
盃
事
を
行
な
い
、
そ
の
時
に
座
敷
で
の
も
の
と
は
別
の
歌
を
謡
う
の
が
、

宮
城
県
な
ど
の

「
お
立
ち
酒
」
と
い
う
儀
式
で
あ
り
、
歌
な
の
で
あ
る
。
座
敷

で
の
果
て
の
歌
が
祝
い
の

「
結
び
」
「納
め
」
で
あ

っ
て
、

テ
ー
マ
は
あ
く
ま

で
も

「祝
福
」
で
あ
り
、
時
に

「祝

い
客
」

の
辞
去

に
際
し
て
の

「
礼
心
」

（家
ぼ
め
、
旦
那
ぼ
め
、
ご
馳
走
ぼ
め
な
ど
に
寄
せ
て
の
）
で
あ

っ
た
。

む
ろ
ん
、

「
果
て
の
歌
」
で
あ
る
か
ら
、
「
終
わ
り
」
「止
め
」
の
意
識
は
出
て
来
る
し
、

そ
こ
に

「
別
れ
」
と
か

「名
残
惜
し
さ
」
が
重
な

っ
て
来
る
が
、
祝
儀
と
し
て

の

「
別
れ
」
「名
残
惜
し
さ
」
を
テ
ー
マ
と
し
て
い
る
の
が
こ
の
門
先

で
の
盃

事
で
あ
る
。
「
泣
い
て
く
れ
る
な
」
は
ま
さ
に

「
別
れ
」
「名
残
」
の
歌
と
し
て

こ
こ
に
儀
礼
歌
と
し
て
組
み
込
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
今
日

一
般
に

「
お
立

ち
酒
」
の
文
句
と
し
て
謡
わ
れ
知
ら
れ
て
い
る
の
が
次
の
二
つ
の
詞
章
で
あ
る
。

○
お
前
お
立
ち
か
お
名
残
惜
し
や
　
名
残
情
け
の
ふ
く
み
酒

○
ま
た
も
来
る
か
ら
身
を
大
切
に
　
は
や
り
風
邪
な
ど
引
か
ぬ
よ
に

海
辺
の
男
女
の
恋
の
別
れ
歌
の

「
泣
い
て
く
れ
る
な
」
は
、
婚
礼
の
儀
礼
歌
、

嫁
と
そ
の
両
親

（嫁
方
の
祝
い
客
）
と
の

「
別
れ
」
「
名
残
」
の
歌
に
な

っ
た
の

で
あ
る
。

も
う

一
つ
の
盆
踊
り
唄
と
し
て
の
定
着
で
あ
る
が
、
こ
の
詞
章
の
取
り
込
み

は
、
盆
の
娯
楽
踊
り
の
歌
と
し
て
の
歌
詞
の
貪
欲
さ
が
最
大
の
契
機
で
あ
り
、

そ
の
心
情
は
、
詞
句
の
上
で
男
女
の
恋
の
気
分
を
楽
し
む
と
こ
ろ
に
あ

っ
た
。

盆
踊
り
唄
に
圧
倒
的
に
多
い
の
は
恋
歌
の
文
句
で
あ
る
。
「泣
い
て
く
れ
る
な
」

も
そ
の

一
つ
と
し
て
、
何
事
に
も
窮
屈
な
ム
ラ
の
暮
ら
し
に
あ

っ
て
、
自
由
に

は
い
か
な
か

っ
た

「
惚
れ
た
、
惚
れ
ら
れ
た
」
を
歌
の
文
句
で
楽
し
ん
で
い
た

の
で
あ
る
。

ま
さ
に
自
分
が
当
事
者
に
な

っ
た

つ
も
り
で
恋
の
気
分
に
浸
れ
ば
よ
か

っ
た

か
ら
、
「出
船
の
と
き
」
と
か

「沖
で
櫓
櫂
が
手
に
つ
か
ぬ
」
と
い

っ
た
海
歌

的
部
分
も
特
に
言
い
換
え
る
必
要
も
な
か

っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
、
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こ
こ
ま
で
が
こ
の
歌
の
効
用
で
あ

っ
た
と
は
思
え
な
い
。
「
男
女
の
別
れ
」

の

歌
を
こ
う
ま
で
謡
い
継
ぎ
、
広
め
て
い
る
の
は
、
そ
こ
に
も
う

一
つ
の

「別
れ
」

を
感
じ
取

っ
て
い
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は

「
盆
の
踊
り
」
、
「盆
」
そ
の

も
の
と
の

「
別
れ
」
で
あ
り
、
「名
残
惜
し
さ
」
で
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
盆
踊
り
唄
の

「流
れ
」
に
も
や
は
り
、
「
は
じ
め
」
「盛
り
」
そ
し
て

「
終

わ
り
」
が
あ

っ
て
、
「終
わ
り
」
は

「
別
れ
」
と
か

「名
残
」
を
謡
う
こ
と
で

あ

っ
た
。
男
女
の
別
れ
が

「
夜
明
け
」
で
あ

っ
た
こ
と
か
ら
、
「
後
朝

の
歌
」

（「鶏
鳴
」
「寺
の
鐘
」）
が
入

っ
て
く
る
の
も
そ
れ
で
あ

っ
た
。
「鳴
く
な
鶏
ま
だ

夜
が
明
け
ぬ
」
と
い
う
後
朝
歌
の
持

つ
機
能
に
近
い
も
の
が

「泣
い
て
く
れ
る

な
出
船
の
時
は
」
に
も
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

実
は
も
う

一
つ
、
「
な
い
て
く
れ
る
な
歌
」
が
あ
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
、

次
の
よ
う
な
詞
章
で
あ
る
。

○
鳴
い
て
く
れ
る
な
都
が
恋
し
　
な
く
な
八
幡
の
ほ
と
と
ぎ
す

「
八
幡
の
里
の
ほ
と
と
ぎ
す
」
に

「
鳴
い
て
く
れ
る
な
」
「
鳴
く
な
」
と
い

う
。
「
ほ
と
と
ぎ
す
」
が
鳴
く
と
都
が
恋
し
く
な
る
と
い
う
こ
の
詞
章

の
奥
に

あ
る
も
の
は
何
だ
ろ
う
。

郷
里
、
新
潟
県
北
蒲
原
郡
の

一
新
田
村

（現
在
、
豊
浦
町
天
王
）
の
盆
踊
り
唄

と
し
て
謡
わ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
周
辺
の
集
落
で
は
も
ち
ろ
ん
、
北
蒲
原

郡

・
岩
船
郡
な
ど
、
県
北
部
地
方
に
盆
踊
り
唄
と
し
て
広
く
謡
わ
れ
て
き
た
も

の
で
あ
る
が
、
他
所
で
の
伝
承
は
今
の
と
こ
ろ
確
認
で
き
て
い
な
い
。

『
狸
謡
集
』
に
新
潟
県
佐
渡
郡
の

「越
後
甚
句
」
の
章
句
と
し
て
次
の
も
の

が
あ
げ
て
あ
る
。

○
哺
く
な
子
規
　
な
け
ば
都
を
お
も
ひ
出
す

そ
の
解
説
に
、

承
久
帝
八
幡
の
里
に
て
子
規
の
喘
く
を
聞
し
召
し
て

「哺
け
ば
聞
く
、

聞
け
ば
都
の
こ
ひ
し
き
に
、
こ
の
里
す
ぎ
よ
山
子
規
」
と
御
詠
あ
ら
せ

ら
れ
し
も
の
の
換
骨
脱
体
な
る
べ
し
。

と
あ
る
。
「承
久
帝
」
は
佐
渡
に
流
さ
れ
た
順
徳
院
。
八
幡
の
里

（現
在
、
佐
和

田
町
八
幡
）
に
近
い
真
野

（真
野
町
）
に
御
陵
が
あ
る
。

も
う

一
つ
、
世
阿
弥
が
佐
渡
で
書
い
た
と
い
う

『金
島
書
』
（永
享
八
年
、
世

阿
弥
七
十
四
歳
）
な
る
書
物
が
あ

っ
て
、
そ
の

一
章

「
時
鳥
」

で
、
世
阿
弥
が

や
は
り
八
幡
の
里
を
訪
れ
て
聞
い
た
京
極
為
兼
の
こ
と
を
書
い
て
い
る
。
同
じ

流
さ
れ
人
で
あ
る
為
兼
の
心
に
自
分
の
心
を
重
ね
て

「
都
恋
し
」
の
思
い
を

「時
鳥
」
の
章
題
に
こ
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
か
ら
考
え
て
も

「な
く
な
八
幡
の
ほ
と
と
ぎ
す
」
の

「八
幡
」
は
佐

渡
の

「八
幡
の
里
」
で
あ
っ
て
、
こ
の
章
句
の
出
所
が
越
後
佐
渡
で
あ
っ
た
こ

と
は
明
確
の
よ
う
だ
。
む
ろ
ん
、
順
徳
院
と
か
世
阿
弥
の
作
詞
と
い
う
の
で
は

な
い
。
佐
渡
が
島
と
い
う
流
人
の
島
で

「都
恋
し
」
に
身
も
心
も
よ
じ
っ
た
貴

顕

・
文
人
に
同
情
を
寄
せ
て
後
人
が
作

っ
た

一
章
が
佐
渡
の
島
歌
と
し
て
謡
わ

れ
て
い
る
う
ち
に
、
や
が
て

「佐
渡
お
け
さ
」
な
ど
が
流
行
民
謡
と
な
っ
て
各

地
に
及
ぶ
中
で
ム
ラ
の
盆
踊
り
の
章
句
と
し
て
採
り
込
ま
れ
て
い
っ
た
の
だ
と

思
う
。

地
方
の
盆
踊
り
唄
に

「草
津
節
」
「常
磐
炭
坑
節
」
「
三
池
炭
坑
節
」
「
花
笠

音
頭
」
な
ど
の
流
行
民
謡
の
歌
詞
が
入
り
込
ん
だ
時
期
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

郷
里
の
盆
踊
り
唄
に
は
、
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○
来
い
と
ゆ
た
と
て
行
か
り
ょ
か
佐
渡
へ
　
佐
渡
は
四
十
九
里
波
の
上

○
佐
渡
と
越
後
は
竿
さ
し
ゃ
届
く
　
な
ぜ
に
届
か
ぬ
我
が
思
い

○
佐
渡

へ
佐
渡
へ
と
草
木
も
靡
く
　
佐
渡
は
居
よ
い
か
住
み
よ
い
か

○
佐
渡
へ
八
里
の
さ
ざ
波
越
え
て
　
鐘
が
聞
こ
ゆ
る
寺
泊

な
ど
、
あ
き
ら
か
に

「佐
渡
の
歌
」
か
ら
採
り
込
ん
だ
詞
章
が
い
つ
く
も
入
っ

て
い
る
。
「鳴
い
て
く
れ
る
な
都
が
恋
し
」
も
同
じ
経
路
で
ム
ラ
の
盆
踊
り
唄

に
な
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

と
も
あ
れ
、
流
人
の
島
佐
渡
で
の
佗
び
し
い
暮
ら
し
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
都

人
の
心
情
に
寄
せ
て
謡
い
出
さ
れ
た

（そ
の
境
涯
に
同
情
を
寄
せ
た
島
人
の
詠
出
で

あ
れ
）
「鳴
い
て
く
れ
る
な
」
の

「
ほ
と
と
ぎ
す
型
」
は

「
望
郷
」
が
テ
ー
マ

と
な

っ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
本
来
的
に
は
ム
ラ
人
が
自
分
等
の
心
情
を
謡

っ
た

「
ム
ラ
の

う
た
」
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
発
想
が
都
歌
的

（和
歌
的
）
で

あ
る
こ
と
は
、
「
ほ
と
と
ぎ
す
」
が
歌
語
で
あ
り
雅
語
で
あ
る
こ
と
に
も
見
ら

れ
、
そ
の

「
み
や
び
や
か
さ
」
が
都
恋
し
さ
に
つ
な
が
る
の
で
あ
る
。
「
八
幡
」

は
、
こ
の
詞
章
の
生
ま
れ
た
土
地
の
特
定
の
地
名
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
が
、
ム

ラ
の
地
名
と
し
て
普
遍
性
を
持

つ
地
名
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
ま
ま
各
地

に
及
ん
で
も
通
用
し
た
の
で
あ
る
。
現
に
わ
が
ム
ラ
の
近
く
に
も

「八
幡
新
田
」

な
る
集
落
が
あ
る
し
、
ハ
チ
マ
ン

（「八
万
」
と
書
く
が
）
と
い
う
集
落
も
あ
る
。

そ
う
し
た
こ
と
も
、
借
り
物
の
こ
の
詞
章
を
全
く
の

「
ヨ
ソ
の
う
た
」
と
し
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
、
わ
が
ム
ラ
か
ら
離
れ
た
こ
と
の
な
い
盆
踊
り
唄
の

管
理
者
に

「望
郷
の
念
」
は
無
縁
で
あ
る
。
と
す
る
と
、
そ
の
辺
を
ど
う
処
理

し
て

「
ム
ラ
の
う
た
」
「自
分
達
の
う
た
」
と
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
単
に

都
的
情
緒
、
流
れ
人
の
悲
哀
な
ど
を
、
無
縁
で
あ
る
が
故
の
新
奇
さ
で
味
わ
う

だ
け
で
は
な
か

っ
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
を
盆
踊
り
な
ら
盆
踊
り
と
い
う

「
う
た
の
場
」
に
お
い
て
跡
付
け
る
こ
と
が
、
民
謡
の
儀
礼
的
研
究
の
課
題
な

の
で
あ
る
。

そ
れ
を
解
く
鍵
は

「
な
い
て
く
れ
る
な
」
「
な
く
な
」
と
い
う
二
度
繰
り
返

さ
れ
て
い
る

「
な
く
こ
と
」
の
禁
止
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
強
調
法
に
な

っ
て

い
る
の
で
あ
る
。

一
つ
は
、
海
歌
の

「
な
い
て
く
れ
る
な
」
の
刺
激
と
い
う
か
、
そ
の
詞
章
が

前
提
に
あ

っ
て
耳
慣
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
も
あ

っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
の
海

歌
の
も
の
も
含
め
て
、
盆
踊
り
の
ニ
ワ
に
お
い
て

「
な
い
て
く
れ
る
な
」
が
何

か
特
別
な
意
味
を
持

っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

歌
の
掛
け
合
い
の
場
に
お
い
て

「
泣
く
」
は

「謡
う
」
で
あ
る
の
だ
が
、
そ

の
禁
止
と
す
る
と
、
「歌
止
め
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
果
た
し
て
そ

う
な
の
だ
ろ
う
か
。

盆
の
踊
り
は
せ
い
ぜ
い
で
三
晩
で
あ
る
。　
一
晩

一
晩
、
そ
れ
こ
そ
踊
り
ぬ
き

謡
い
ぬ
き
た
い
思
い
は
誰
に
も
あ

っ
て
、
な
か
な
か
そ
の
日
の
踊
り
を
終
わ
ろ

う
と
は
し
な
い
。
そ
う
し
た
と
き
に
、
夜
明
け
が
近
い
と
い
う
の
に
い
つ
ま
で

も
謡
い
続
け
踊
り
続
け
て
は
い
ら
れ
な
い
。
「
終
わ
り
に
し
な
け
れ
ば
」
と
い

う
こ
と
を
、
わ
れ
ひ
と
と
も
に
覚
悟
し
よ
う
と
い
う
こ
と
で
、
「
も
う
歌
を
止

め
よ
う
」
「
謡
う
こ
と
を
や
め
よ
う
」
と
い
う
こ
と
で
、
踊
り
の
終
盤

に
謡
い

出
す
も
の
と
し
て
、
こ
の
詞
章
が
存
在
し
た
も
の
で
あ

っ
た
と
す
る
と
納
得
で

き
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
実
際
に
は
、
盆
の
踊
り
が
祖
霊
の
供
養
踊
り
か
ら
娯
楽
踊
り
に
な
っ
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て
、
「
ま
つ
り
の
方
式
」
に
こ
だ
わ
ら
な
く
な

っ
て
、
「
う
た
の
バ
」
（「踊
り
の

パ
」
で
も
あ
る
）
の

「名
残
」
「果
て
」
と
い
う
こ
と
も
そ
れ
ほ
ど
意
識
さ
れ
な

く
な
っ
た
こ
と
で
数
多
さ
を
求
め
た
結
果

（踊
り
歌
の
貪
欲
さ
）
だ
け
の
詞
章
の

ふ
く
ら
み
に
よ
る

「な
い
て
く
れ
る
な
」
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

三
、
笠
を
忘
れ
た

１
、
二
つ
の

「笠
忘
れ
」
の
歌

「笠
を
忘
れ
た
」
の
一
句
を
持

つ
歌
の
分
布
は
広
い
。
広
く
各
地
の
仕
事
歌

・

踊
り
歌
な
ど
、
種
々
の
歌
に
謡
わ
れ
て
い
る
。
民
謡
の
流
行
詞
句
の
代
表
の
一

つ
と
し
て
、
そ
の
伝
播

・
定
着
の
相
の
厚
さ
を
持

っ
て
い
る
。

い
は
た
し
た
え
　
笠
忘
れ
た
り
　
や
　
い
は
た
し
た
え
　
殿
ば
ら
も
　
著

く
も
が
な
や
　
笠
ま
つ
り
お
か
む
　
笠
ま
つ
り
お
か
む
　
や
　
知
ら
ざ
ら

む
　
あ
ぜ
か
そ
の
殿
ば
ら
知
ら
ざ
ら
む
　
い
は
た
な
る
や
た
べ
の
殿
は

（或
は

「は
」
を

「
の
」
と
な
す
）

近
き
隣
を
　
近
き
隣
を

東
遊
歌
の

「駿
河
舞
」
の
詞
章
で
あ
る
。
「笠
忘
れ
」
の
歌
と
し
て
は
、
最

も
古
い
も
の
と
言
え
る
が
、
こ
こ
で
論
じ
よ
う
と
し
て
い
る

「笠
を
忘
れ
た
」

歌
か
ら
は
あ
ま
り
に
遠
い
。
今
日
の
民
謡
の
母
体
と
な

っ
た
も
の
は
、
や
は
り

近
世
歌
謡
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

○
笠
を
わ
す
れ
た
伊
勢
路
の
茶
や
に
　
空
が
曇
れ
ば
思
ひ
出
す

（『延
享
五
年

小
歌
し
や
う
が
集
し

○
笠
を
忘
れ
た
駿
河
の
茶
屋
で
　
空
が
曇
れ
ば
思
い
出
す

（『御
船
唄
留
」
、

文
化
五
年
）

ｏ
雨
は
降
る
　
船
場
に
笠
を
忘
れ
た
　
笠
も
笠
　
四
十
八
取

の
編
笠

（
「
部

廼

一
曲
」、
文
化
六
年
？
）

こ
れ
ら
近
世
の
歌
謡
集
で
確
認
さ
れ
る
書
承
は
そ
の
ま
ま
、
日
承
と
し
て
そ

の
後
も
各
地
の
民
謡
の
詞
章
と
し
て
生
き
続
け
て
今
日
に
ま
で
及
ん
で
い
る
の

で
あ
る
。

前
記
の
三
例
か
ら
も
う
か
が
え
る
の
だ
が
、
「笠
を
忘
れ
た
」

の
詞
章
に
二

つ
の
系
統
が
あ

っ
た
。

一
つ
は
、
後
半
句
が

「空
が
曇
れ
ば
思
い
出
す
」
と
い
う
も
の
。

○
笠
を
忘
れ
た
箱
根
の
茶
屋
に
　
空
が
曇
れ
ば
思
い
出
す

（箱
根
馬
子
唄
、

静
岡
県
榛
原
郡
金
谷
町
根
岸
、
『静
岡
県
の
民
謡
じ

○
笠
を
忘
れ
た
敦
賀
の
宿
さ
　
西
が
曇
れ
ば
思
い
出
す

（と
さ
の
砂
山

〈十
三

盆
踊
〉
、
青
森
県
、
『東
北
の
民
謡
じ

○
笠
を
忘
れ
た

つ
る
が
の
宿
さ
　
天
気
ア
曇
れ
ば
笠

こ
ひ
し

（
に
ひ
が
た
、

青
森
県
八
戸
付
近
、
「東
北
の
民
謡
じ

○
笠
を
忘
れ
た
恥
沖
ぽ
〓吼
嗅中へ
に
　
お
空
く
も
れ
ば
思
い
出
す

（馬
追
唄
、
長

野
県
諏
訪
地
方
、
「諏
訪
の
民
謡
』
）

○
笠
を
忘
れ
た
今
庄
の
茶
屋
に
　
空
が
曇
れ
ば
思
い
出
す

（石
川
県
能
登
地

方
、
「能
登
の
唄
」）

○
笠
を
忘
れ
た
よ
　
敦
賀
の
工
ゝ
茶
屋

へ
よ
　
工
ゝ
雨
の
降
る
た
び
思
い
出

す

（馬
士
唄
、
千
葉
県
、
「樫
謡
集
拾
遺
じ

○
笠
を
忘
れ
た
最
上
の
茶
屋
に
　
雨
の
降
る
た
び
思
ひ
出
す

（麦
揚
き
歌
、

岩
手
県
気
仙
沼
地
方
、
『気
仙
沼
地
方
童
謡

・
民
謡
集
し
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○
笠
を
忘
れ
た
イ
ヤ
ノ
ン
　
駿
河
の
茶
屋
に
　
空
が
曇
れ
ば
思
ひ
出
す
ノ
ン

（御
座
船
唄
、
「歌
枕
」、
愛
媛
県
、
『狸
謡
集
拾
遺
』）

○
笠
を
忘
れ
た
津
川
の
宿
に
　
西
が
曇
れ
ば
思
い
出
す

（津
川
お
け
さ
、
新
潟

県
東
蒲
原
郡
津
川
町
、
『新
潟
県
の
民
謡
』）

○
笠
を
忘
れ
た
鶴
賀
の
茶
屋
で
　
空
が
曇
れ
ば
気
に
か
ゝ
る

（
は
ん
や
節
、

鹿
児
島
県
川
内
町
、
「西
薩
摩
の
民
謡
」）

○
笠
を
忘
れ
た
笠
野
の
茶
屋
に
　
雨
の
降
る
た
び
思

い
出
す

（笠
浜
甚
句
、

宮
城
県
亘
理
郡
山
元
町
、
『
み
や
ぎ
の
民
謡
』）

○
笠
を
忘
れ
た
駿
河
の
茶
屋
で
　
空
が
曇
れ
ば
思
い
出
す

（松
島
御
船
歌
、

宮
城
県
宮
城
郡
松
島
町
、
『右
同
』）

○
笠
を
忘
れ
た
箱
根
の
茶
屋
に
　
空
が
曇
れ
ば
思
い
出
す

（箱
根
駕
籠
昇
唄
、

神
奈
川
県
、
『
日
本
民
謡
集
』）

○
笠
を
忘
れ
て
山
茶
花
の
茶
屋
に
　
空
が
く
も
れ
ば
思
い
出
す

（岳
の
新
太

郎
さ
ん
、
佐
賀
県
、
『
日
本
民
謡
集
』）

○
笠
を
忘
れ
た
敦
賀
屋
の
宿
さ
　
西
が
曇
れ
ば
思
い
出
す

（北
上
流
し
網
唄
、

宮
城
県
、
「東
北
の
民
謡
』）

○
傘
を
忘
れ
た
峠
の
茶
屋
に
　
雨
の
降
る
た
び
　
思
い
出
す

（須
賀
川
盆
唄
、

福
島
県
中
通
り
、
「福
島
県
民
謡
全
集
』）

ｏ
傘
を
忘
れ
た
兎
田
の
茶
屋
で
　
ド
ッ
コ
イ
空
が
曇
れ
ば
思
ひ
出
す

（雑
謡
、

肥
後
国
、
「
日
本
民
謡
大
全
』）

○
笠
を
わ
す
れ
て
峠
の
茶
屋
で
　
そ
ら
が
く
も
り
て
お
も
ひ
出
す

（木
遣
唄

酒
田
、
東
京
府
、
「但
謡
集
拾
遺
』
）

○
笠
を
お
い
て
き
た
敦
賀
の
宿
で
　
西
が
曇
れ
ば
思
い
出
す

（加
茂
盆
踊
り

歌
、
福
井
県
越
廼
村
、
『福
井
県
の
民
謡
』）

○
傘
を
忘
れ
た
　
米
子
の
茶
屋

へ
　
北
が
曇
れ
ば
思
ひ
出
す

（雑
謡
、
岡
山

県
吉
備
郡
、
『吉
備
郡
民
謡
集
』
）

目
に
つ
い
た
も
の
を
手
元
の
資
料
か
ら
拾
い
出
し
て
並
べ
て
み
た
。
こ
の
類

歌
の
分
布
な
り
傾
向
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
、
と
り
た
て
て
言
い
立
て
る
ほ
ど

の
こ
と
は
な
い
。
資
料
の
枠
を
さ
ら
に
広
げ
れ
ば
、
ま
だ
ま
だ
い
く
ら
で
も
こ

の
類
歌
の
伝
承
例
を
拾
い
出
す
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。

そ
し
て
、
も
う

一
つ
の
展
開
を
示
し
て
い
る

「笠
忘
れ
」
の
歌
に
つ
い
て
も
、

管
見
に
入

っ
た
も
の
を
列
記
し
て
み
よ
う
と
思
う
。

こ
の
系
統
の
古
い
伝
承
例
は
、
す
で
に
挙
げ
た

『
部
廼

一
曲
』
の
も
の
で
あ

る
。
「
同
じ
國
俗
、
摺
臼
唄
」
と
あ
る
。
「
同
じ
國
」
は

「陸
奥
国
」
を
さ
し
て

い
る
。
現
行
の
民
謡
の
中
で
の
分
布
は
、
前
者
と
比
較
す
る
と
、
伝
承
地
域
が

か
な
り
限
ら
れ
た
も
の
で
あ

っ
た
ら
し
い
。
し
か
も
、
そ
の
う
ち
定
着
が
色
濃

い
こ
と
が
確
認
で
き
た
の
は
宮
城
県
で
あ
る
。
県
教
育
委
員
会
に
よ
る
民
謡
緊

急
調
査
報
告
書
で
あ
る

『
み
や
ぎ
の
民
謡
』
に
は
、
か
な
り
の
伝
承
例
の
報
告

が
あ
る
。
ま
ず
そ
の
辺
か
ら
列
記
し
て
み
る
。

○
雨
が
降
る
　
船
場
に
笠
を
　
忘
れ
来
た
　
笠
も
笠
　
御
江
戸
で
流
行
る

菅
の
笠

（歌
い
揚
げ
、
本
吉
郡
松
岩
村
）

○
雨
が
降
る
船
場
に
笠
を
　
忘
れ
き
た

（大
漁
歌
い
込
み
、
同
郡
鹿
折
村
、

小
々
汐
）

○
笠
を
忘
れ
た
　
船
場
に
笠
を
　
笠
も
笠
　
お
江
戸

で
は
や
る
　
菅

の
笠

（長
持
唄
、
同
郡
志
津
川
町
入
谷
）

○
雨
が
降
る
　
舟
場
に
笠
を
　
忘
れ
た
　
笠
も
笠
　
八
ツ
緒
の
笠
を
　
忘
れ
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た

（餅
鶴
唄
、
玉
造
郡
岩
出
山
町

〈旧
一
栗
村
〉
）

○
雨
が
降
る
サ
ヨ
ー
　
船
場
に
笠
を
　
忘
れ
き
た
ト
エ
ー
　
笠
も
笠
　
お
江

戸
で
は
や
る
　
菅
の
笠
ト
エ
ー

（ど
や
節
、
桃
生
郡
雄
勝
町
）

○
雨
が
ふ
る
ヤ
ー
ヨ
ー
　
船
場
に
笠
を
　
忘
れ
来
た
ド
ー
エ
ー
　
か
さ
も
か

さ
や
ヤ
ー
ヨ
ー
　
お
江
戸
で
は
や
る
菅
の
笠
ド
ー
エ

（さ
い
た
ら
節
、
宮
城

県
七
ケ
浜
町
松
ケ
浜
）

○
雨
が
降
る
サ
ー
ヨ
イ
船
場
に
笠
を
　
忘
れ
来
―
た
ド
エ
ー
　
笠
も
笠
　
お

江
戸
で
流
行
る
　
菅
の
笠

（麦
打
ち
唄
、
本
吉
郡
唐
桑
町
）

『狸
謡
集
拾
遺
』
の

「宮
城
県
」
に
も
本
吉
郡
の

「
え
せ
ん
節
」
と
し
て
次

の
も
の
を
挙
げ
て
い
る
。

○
雨
は
降
る
　
船
場
に
笠
を
忘
れ
来
た
　
笠
も
笠
　
お
江
戸
で
流
行
る
　
伊

達て犠
（囃
子
省
略
）

『東
北
の
民
謡
』
に
も
宮
城
県
の
も
の
と
し
て
二
つ
載

っ
て
い
る
。

○
忘
れ
来
た
　
船
場
に
笠
を
忘
れ
来
た
　
お
江
戸
で
は
や
る
菅
の
笠

（銭
鋳

唄
）

○
雨
が
降
る
　
船
場
に
笠
を
忘
れ
来
た
　
笠
も
笠
　
お
江
戸
で
は
や
る
菅
の

笠

（北
上
流
し
網
唄
）

そ
の
隣
り
岩
手
県
で
の
伝
承
も
色
濃
い
。

○
雨
は
降
る
　
船
場
に
笠
を
忘
れ
た
　
笠
も
笠
　
お
江
戸
で
は
や
る
菅
の
笠

（麦
打
ち
歌
、
気
仙
沼
地
方
、
「気
仙
沼
地
方
童
謡
・
民
謡
集
』）

○
雨
が
降
る
　
ヤ
ー
船
場
に
笠
を
わ
す
れ
た
―
　
ヤ
ー
笠
も
笠
　
ヤ
ー
八
つ

緒
を
た
て
た
す
げ
の
笠

（麦
打
歌
、
西
磐
井
郡
）

○
雨
が
ふ
る
　
ヤ
船
場
さ
笠
を
忘
れ
た
よ
　
笠
も
笠
　
ヤ
お
江
戸
で
は
や
る

菅
の
笠

（長
持
歌
、
東
磐
井
郡
、
以
上
二
つ
『僅
し

東
北
の
こ
の
二
県
の
伝
承
例
以
外
に

「船
場
型
」
の

「笠
忘
れ
歌
」
の
分
布

は
そ
れ
ほ
ど
見
ら
れ
な
い
。
次
の
も
の
は
、
そ
の
例
外
的
な

一
つ
と
い
え
る
。

○
雨
降
り
に
船
場
に
笠
を
忘
れ
き
た
　
笠
も
笠
だ
よ
　
京
都
に
は
や
る
菅
の

笠
　
ヨ
イ
ト
コ
リ
ャ
サ
　
仲
が
よ
い

（酒
屋
歌

〈も
と
す
り
歌
〉
、
新
潟
県

新
発
田
市
太
田
新
田
）

ま
ず
、
ざ
っ
と
二
つ
の
型
の

「笠
を
忘
れ
た
」
の
詞
章
の
分
布
状
況
を
眺
め

て
き
た
。
な
お
広
く
資
料
に
あ
た
れ
ば
、
い
く
ら
で
も
そ
の
伝
承
例
を
こ
こ
に

加
え
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
思
う
が
、
す
で
に
挙
げ
た
も
の
が
同
じ
程
度
に

お
い
て
資
料
に
あ
た
り
、
そ
こ
か
ら
拾
い
出
し
た
両
詞
章
の
伝
承
例
で
あ
る
と

こ
ろ
か
ら
し
て
、
そ
こ
に
こ
の
二
詞
章
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
な
り
傾
向
を
指
摘
で

き
る
よ
う
に
思
う
。

ま
ず
伝
承
地
の
広
が
り
に
お
い
て
、
前
者
の

「空
が
曇
れ
ば
思
い
出
す
」
型

（「空
曇
り
型
」）
の
も
の
は
、
そ
の
伝
承
地
が
広
く
、
ほ
と
ん
ど
全
国
的
と
い
っ

て
い
い
の
に
対
し
て
、
後
者
の

「船
場
型
」、
忘
れ
た
笠
の
特
徴
と
い
う
か
し

る
し
を
謡
う
も
の
は
、
岩
手

・
宮
城
周
辺
の
伝
承
に
限
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
そ
こ
に
ど
の
よ
う
な
事
情
が
介
在
し
て
い
る
の
か
も

「笠
忘
れ
歌
」

の
課
題
の

一
つ
で
は
あ
る
が
、
前
者
が
自
由
に
広
く
各
地
に
飛
ん
で
定
着
す
る

こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
の
は
、
ど
こ
に
忘
れ
た
の
か
の
部
分
に
つ
い
て
、
具
体

的
地
名
を
出
し
て
い
る
歌
の
型
に
か
か
わ
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

る
。
そ
の
部
分
を
入
れ
換
え
る
だ
け
で
容
易
に
自
分
達
の
歌
、
郷
土
の
歌
、

つ

ま
り
民
謡
の
歌
詞
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
後
者
の

「船
場
に
」
と
い
う
の
は
、
ど
こ
に
で
も
あ
て
は
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ま
る
よ
う
で
、
か
え
っ
て

「自
分
達
の
歌
」
と
い
う
実
感
を
持
ち
に
く
か
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

と
も
あ
れ
、
二
つ
合
わ
せ
て
、
こ
う
し
て
伝
承
例
を
並
記
し
て
み
る
と
、
民

謡
の
歌
詞
の
成
長

・
伝
播
を
め
ぐ
っ
て
の
法
則
性
の
よ
う
な
も
の
、
あ
る
い
は

民
謡
の
本
質

・
特
質
と
い
っ
た
も
の
の
解
明
に
い
く
ら
か
の
暗
示
を
得
ら
れ
る

よ
う
に
思
う
。２

、
伝
播
の
要
因

「笠
忘
れ
の
歌
」
が
各
地
に
行
な
わ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
要
因
と
し
て
は
、

こ
の
歌
が
、

○
旅
の
歌
で
あ
る
こ
と

○
地
名
を
含
ん
で
い
る
こ
と

○

「笠
」
の
歌
で
あ
る
こ
と

の
三
点
が
考
え
ら
れ
る
。
「旅
の
歌
で
あ
る
こ
と
」
に
つ
い
て
は
、

こ
の
詞
章

が

「旅
す
る
人
」
の
感
慨
に
出
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
を
象
徴
す

る
の
が

「笠
」
で
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
、
「地
名
」
の
入
れ
換
え
で
歌
自
体
が

「歩
く
」
「旅
す
る
」
こ
と
が
容
易
に
で
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
上

に
立

っ
て
、
「地
名
」
と

「笠
」
の
二
点
に
つ
い
て
は
多
少
の
説
明
と
分
析
が

必
要
で
あ
ろ
う
。

ま
ず

「地
名
を
含
ん
で
い
る
こ
と
」
に
つ
い
て
。

歌
詞
の
中
に

「地
名
を
含
む
」
と
い
う
の
は
、
歌
が
伝
播
し
て
い
く
際
、
及

ん
だ
先
々
で
最
も
迎
え
ら
れ
や
す
い
要
因
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
地
名
を
入
れ

換
え
る
だ
け
で
、
そ
の
ま
ま
及
ん
だ
土
地
の
歌

に
な
り
得
る
か
ら
で
あ
る
。

「空
曇
り
型
」
の

「
笠
忘
れ
歌
」
の
場
合
、
列
記
し
た
も
の
を
見
て
も
、
た
だ

地
名
を
入
れ
換
え
た
だ
け
で
各
地
の
歌
に
な
り
得
て
い
た
と
い
う
こ
と
の
確
認

と
し
て
十
分
だ
と
思
う
。

そ
し
て
、
実
は
元
歌
の
探
索
も
こ
の
地
名
部
分
の
吟
味
に
か
か

っ
て
い
る
よ

う
な
の
で
あ
る
。
前
記
の
類
歌
の
並
記
の
中
か
ら
だ
け
で
も
、
ま
ず
、
こ
の
詞

章
の
原
点
に
あ
る
の
が
ツ
ル
ガ
か
ス
ル
ガ
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
ら
し
い
の
は

わ
か
る
。
そ
の
上
で
、
ツ
ル
ガ

・
ス
ル
ガ
の
類
似
音
か
ら
す
れ
ば
、　
一
方
か
ら

一
方
が
出
て
き
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
し
、
こ
の
ど
ち
ら
か
が
元
歌

ら
し
い
と
の
見
当
は
つ
く
。
し
か
し
、
ど
ち
ら
が
先
か
の
見
極
め
は
そ
ん
な
に

容
易
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ

「駿
河
」
は
陸
路
、
「
敦
賀
」

は
海
路

を
往
来
す
る
人
々
に
よ
っ
て
育
ち
、
持
ち
運
ば
れ
て
き
た
も
の
で
あ
ろ
う
こ
と

は
、
「
駿
河
の
茶
屋
」
と
な
り
、
「敦
賀
の
宿
」
と
な
る
こ
と
で
も
知
れ
る
。

陸
路

・
海
路
の
両
方
に
よ

っ
て
運
ば
れ
て
行

っ
た
こ
と
は
わ
か
る
が
、
挙
げ

た
例
の
中

で
、
陸
路
を
移
り
行

っ
た
形
跡
を
見
せ
て
い
る
も
の
が
、

伊
勢
路
の
茶
や
　
今
庄
の
茶
屋

箱
根
の
茶
屋
　
　
最
上
の
茶
屋

笠
野
の
茶
屋
　
　
山
茶
花
の
茶
屋

峠
の
茶
屋
　
　
　
兎
田
の
茶
屋

米
子
の
茶
屋

な
ど
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
が

「
駿
河
の
茶
屋
」
か
ら
生
ま
れ
た
の
か
ど

う
か
は
確
か
め
難
し
い
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の

「
茶
屋
」
系
は
ど
ち
ら
か
と
い

う
と
陸
路
を
歩
い
て
広
が

っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
こ
と
は
動
く
ま
い
。
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こ
れ
に
対
し
て
、
「敦
賀
の
宿
」
の
方
は
、
ど
こ
ま
で
も
ツ
ル
ガ
に
こ
だ
わ
っ

て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
は
、

「と
さ
の
砂
山
」
（青
森
県
）

「
に
ひ
が
た
」
（同
）

「北
山
流
し
網
唄
」
（「敦
賀
屋
の
宿
さ
」、
宮
城
県
）

「加
茂
盆
踊
り
歌
」
（福
井
県
）

と
そ
の
ま
ま

「
ツ
ル
ガ
」
を
残
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
は

「敦
賀
の

茶
屋
」
と
あ
る
千
葉
県
の

「馬
士
唄
」、
「津
川
の
宿
」
と
謡

っ
て
い
る
新
潟
県

の

「津
川
お
け
さ
」、
「鶴
賀
の
茶
屋
」
と
謡
う
鹿
児
島
県
の

「
は
ん
や
節
」
な

ど
も

「
ツ
ル
ガ
」

へ
の
こ
だ
わ
り
を
捨
て
き
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
そ
の
類

似
音
に
引
か
れ
て
の
地
元
の
地
名
と
の
入
れ
換
え
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

と
も
あ
れ
、
陸
路
に
よ
る
定
着
の
仕
方
と
海
路
に
よ
る
定
着
の
仕
方
に
は
、

そ
こ
に
介
在
し
た
人
の
生
活
形
態
の
違
い
、
そ
れ
ぞ
れ
受
け
入
れ
た
人
の
こ
の

詞
章

へ
の
思
い
入
れ
の
違
い
と
、
受
け
入
れ
に
働
い
た

「
う
た
」
へ
の
姿
勢
の

違
い
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

陸
路
に
よ
っ
て
及
び
行

っ
た
も
の
は
、
当
然
内
陸
部
に
直
接
入

っ
て
い
く
わ

け
で
あ
る
か
ら
、
野
の
生
活

・
山
の
生
活
と
深
く
関
わ
り
を
持

っ
た
定
着
を
し

て
い
く
。
そ
の
結
果
の
一
つ
が
自
分
た
ち
の
生
活
圏
内
に
照
ら
し
て
の
地
名
と

入
れ
換
え
る
と
い
う
形
で
表
わ
れ
る
。
そ
し
て

「旅
の
歌
」
か
ら

「生
活
の
歌
」

と
し
て
の
機
能
を
も
っ
て
、
盆
踊
り
な
ど
の
踊
り
歌
、
各
種
の
仕
事
歌
と
し
て

の
定
着
が
完
了
す
る
。

一
方
、
海
路
を
経
由
し
て
及
ん
だ
も
の
は
、
海
歌
つ
ま
り
船
乗
り
た
ち
の
歌

と
し
て
繰
り
返
さ
れ
る
わ
け
で
、
特
に
北
前
船
の
船
頭
た
ち
が
そ
の
運
搬
人
で

あ
る
ら
し
い
こ
の
詞
章
の
場
合
、
各
地
の
港
々
で
謡

っ
て
も
、
「
敦
賀
の
宿
」

は
彼
等
と
無
縁
な
土
地
で
は
な
か
っ
た
か
ら
、
特
に
地
名
を
入
れ
換
え
る
必
要

は
な
か
っ
た
し
、
そ
れ
を
受
け
入
れ
た

一
番
手
で
あ
る
港
々
の
宿
屋
の
女
た
ち

も
、
も
と
よ
り
他
所
の
流
行
歌
と
し
て
接
し
た
か
ら
、
た
と
え

「敦
賀
」
か
ら

遠
く
離
れ
た
土
地
で
の
迎
え
入
れ
に
も
何
の
不
自
然
さ

・
不
都
合
さ
も
感
じ
な

か
っ
た
。
そ
の
ま
ま
定
着
し
て
海
辺
の
村
や
町
の
盆
踊
り
唄
に
採
り
込
ま
れ
た

り
し
て
い
る
の
は
、
踊
り
歌
の
文
句
へ
の
貪
欲
さ

（い
く
ら
で
も
歌
の
数
が
欲
し

い
と
い
う
こ
と
）
か
ら
く
る
無
頓
着
さ
ば
か
り
で
な
く
、
「敦
賀
」
を
無
縁
と
し

な
い
人
々
の
生
活
、
あ
る
い
は
意
識
が
そ
の
土
地
に
あ
る
程
度
久
し
く
あ
っ
た

か
ら
で
あ
ろ
う
。

む
ろ
ん
、
こ
れ
と
て
そ
の
定
着
の
時
間
の
経
過
の
中
で
、
そ
の
海
辺
の
土
地

を
起
点
に
、
今
度
は
陸
の
歌
と
し
て
内
陸
部
に
向
け
て
波
及
し
て
い
く
方
向
も

と
ら
れ
て
い
く
。
そ
の
時
点
で
祝
い
歌

・
仕
事
歌

・
踊
り
歌
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま

な
機
能
を
与
え
ら
れ
て
の
定
着
の
相
が
表
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
機
能

的
変
化
に
つ
れ
て
、
「
ツ
ル
ガ
」
も

「津
川
」
や

「鶴
賀
」
に
、
さ
ら
に
は
全

く
別
の
響
き
の
地
名
に
置
き
換
え
ら
れ
て
い
い
納
得
も
生
ま
れ
て
く
る
。

地
名
の
入
れ
換
え
に
つ
い
て
、
そ
の

「津
川
」
と
か

「鶴
賀
」
と
い
う
、
い

わ
ば
中
間
段
階
の
変
化
の
例
と
し
て
、
次
の
も
の
も
こ
こ
に
加
え
得
る
。

○
笠
を
忘
れ
た
角
浦
の
小
屋
に
　
雨
が
降
る
た
び
思
い
出
す

新
潟
県
岩
船
郡
粟
島
村
内
浦
の
盆
踊
り
唄
の
文
句
の

一
つ
と
し
て
伝
承
し
て

い
る
も
の
で
あ
る

（昭
和
五
十
三
年
採
集
）。
こ
れ
は
、
同
じ
地
名
の
入
れ
換
え

で
も
、
も
う

一
つ
深
い
転
化
と
い
う
か
吸
収
が
行
な
わ
れ
て
い
て
、
も
は
や

「旅
の
歌
」
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
。
「
角
浦
」
が
島
内

（地
内
）
の
地
名
で
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あ
る
こ
と
は
、
身
近
な
地
名
と
の
交
換
と
い
う
、
民
謡
伝
播
の
常
道
と
し
て
処

理
し
て
い
い
の
で
あ
る
が
、
「角
浦
の
小
屋
」
に
な

っ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し

た
い
。

つ
ま
り
、
忘
れ
か
ね
て
い
る
場
所
が
漁
仕
事
の
出
先
き
小
屋

（浜
小
屋
）
に

な

っ
て
い
る
の
だ
。
集
落
か
ら
そ
れ
ほ
ど
遠
く
な
い
浜
小
屋
に
忘
れ
た
笠
を
愛

く
し
む
思
い
は
、
雨
の
た
め
漁
仕
事
が
休
み
と
な

っ
た
日
、
浜
小
屋
で
二
人
が

逢

っ
た
こ
と

へ
の
懐
し
み
で
あ
る
。
そ
の
意
味
か
ら
す
れ
ば
、
北
前
船
の
船
乗

り
男
が

「敦
賀
の
宿
」
で
の
馴
染
み
女
と
の

一
夜
を
忘
れ
か
ね
て
い
る
思
い
と

通
じ
て
い
る
が
、
粟
島
の
そ
れ
に
は
渡
り
者
か
ら
島
人

の
歌

（土
地
の
歌
）
と

し
て
の
手
続
き
が
完
了
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
に
お
い
て
、
盆
唄
の
戯
れ
歌
と

し
て
、
踊
り
の
ニ
ワ

（集
落
の
真
中
を
通
っ
て
い
る
ウ
ワ
ド
オ
リ
ー
上
通
り
―
と
い

う
通
り
が
盆
踊
り
の
場
と
な
っ
て
い
る
。
後
に
は
昭
和
三
十
九
年
の
新
潟
地
震
等
に
よ

る
隆
起
で
で
き
た
砂
浜
に
移
る
）
に
臨
む
島
人
の
共
通
す
る
感
慨
の
表
出
さ
れ
た

も
の
と
な

っ
て
い
る
。

な
お
、
特
定
の
地
名
を
入
れ
ず
に
、
「船
場
に
」
と
な
る
の
は
そ
れ
だ
け

一

般
性
を
持

っ
て
い
る
こ
と
に
な
る

（実
際
の
こ
の
類
歌
の
広
が
り
に
は
あ
る
地
域
性

が
あ
る
の
だ
が
）
が
、
「
雨
が
降
る
」
で
謡
い
出
す
も
の
と
の
折
衷

で
あ
る
ら
し

い
。
「笠
を
忘
れ
た
」
と

「雨
が
降
る
」
で
謡
い
出
す
も
の
と
は
、
同
じ

「
笠

忘
れ
」
を
謡

っ
て
も
、
そ
の
成
立
や
伝
播
経
路
は
別
の
よ
う
に
思
う
。
と
も
に

「
旅
を
す
る
―
歩
く
」
歌
で
は
あ
る
が
、　
一
方
は
曇
り
出
し
た
空
を
見
上
げ
て

の
詠
、
他
方
は
降
り
出
し
た
雨
に
困
惑
し
て
の
詠
で
あ
る
。
さ
ら
に
前
者
は
、

忘
れ
来
た
笠

へ
の

「
し
み
じ
み
と
し
た
愛
し
さ
」
を
謡

っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、

後
者
は
、
忘
れ
来
た
流
行
笠

へ
の

「
も

っ
た
い
な
さ
」
「
惜
し
さ
」
を
謡

っ
て

い
る
。
し
か
も
、
そ
の
も

っ
た
い
な
さ
、
惜
し
さ
の
根
源
に
あ
る
も
の
は

「
お

江
戸
」
に
対
す
る
愛
惜
で
あ
る
。

「
笠
を
忘
れ
た
」
の
歌
の
主
題
は
、
忘
れ
来
た
場
所
で
馴
染
ん
だ
女

へ
の
恋

心
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て

「
雨
が
降
る
」
の
歌
の
主
題
は
、
繁
昌
し
て
い
る

「
お
江
戸
」

へ
の
讃
美
で
あ
る
。
「
笠
を
忘
れ
た
」
の
元
歌
が

「
駿
河
」

で
あ

れ
ば
、
こ
れ
に
も

「徳
川
」
の
家
に
対
す
る
讃
仰
が
あ

っ
て
、
二

つ
な
が
ら
に

あ
る
い
は
ど
こ
か
に
脈
絡
を
持

つ
も
の
か
も
し
れ
な
い
と
は
思
う
が
、
微
妙
な

発
想
の
相
違
が
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
「
雨
が
降
る
」

の
類
歌
の
広
が

り
は
宮
城

・
岩
手

・
青
森

（津
軽
）
に
色
濃
い
と
い
う
こ
と
は
、
伊
達
藩
主
の

船
遊
び
の
歌

「
松
島
御
船
歌
」
あ
た
り
が
そ
の
基
盤
で
あ

っ
た
の
か
も
し
れ
な

次
に

「
笠
」
を
謡
う
こ
と
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
こ
と
に
す
る
。

も
う

一
つ
、
こ
の
詞
章
が
陸
路

・
海
路
を
問
わ
ず
、
旅
行
く
人
の
歌
と
し
て

持
ち
運
ば
れ
や
す
か

っ
た
の
は
、
「
笠
」
を
謡

っ
て
い
る
か
ら
で
あ

っ
た
。

「蓑
笠
姿
」
と
い
う
よ
う
に
、
「
笠
」
は
旅
仕
度
に
欠
か
せ
な
い
も
の
で
あ

る
が
、
何
よ
り
も

「笠
」
は
旅
す
る
者
の
象
徴
で
あ

っ
た
。
そ
こ
に
は
蓑
笠
姿

の
遠
来
神

へ
の
信
仰
が
遠
く
作
用
し
て
い
て
、
蓑
笠
姿
の
者

（
ま
れ
人
）
を

一

種
畏
敬
の
念
で
迎
え
入
れ
た
祖
々
の
心
と
生
活
に
根
ざ
し
て
い
る
も
の
で
あ

っ

た
。

「笠
を
忘
れ
た
駿
河
の
茶
屋
に
」
が
前
述
の
古
い
駿
河
の
風
俗
歌

（東
遊
歌

「駿
河
舞
」）
と
脈
絡
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
見
方
も
、
「
神
事
」
か
ら

出
て
く
る

「
笠
の
信
仰
」
の
重
さ

・
久
し
さ
が
近
世
期
の
俗
謡
な
ど
に
も
影
響

し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ

っ
た
。
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近
世
俗
謡
の

「
笠
を
謡
う
」
旅
の
歌

・
別
れ
歌
、

○
笠
を
手
に
持
ち
ど
な
た
も
さ
ら
ば
　
永
の
お
世
話
に
な
り
ま
し
た

な
ど
に
至
る
前
に
、
中
国
地
方
の
田
植
え
唄
に
見
ら
れ
る
次
の
歌
詞
な
ど
に
は
、

田
植
え
が
田
の
神
を
迎
え
て
の

「
神
事
」
で
あ

っ
た
こ
と
か
ら
く
る

「笠
譜
望
´
一

「
笠

へ
の
愛
惜
」
が
あ
る
。

○
ひ
る
ま
の
峠
で
笠
を
忘
れ
た
よ
な
う
　
笠
も
よ
い
笠
化
粧
笠
よ

（広
島
県

山
縣
郡
、
「理
謡
集
し

○
ひ
る
寝
が
た
う
げ
に
笠
を
わ
す
れ
た
よ
ナ
　
さ
ら
ば
よ
い
笠
き
き
や
う
笠

（島
根
県
、
「同
じ

○
お
昼
ま
の
峠
で
笠
を
わ
す
れ
た
よ
な
　
笠
は
よ
い
笠
桔
梗
笠

（同
県
能
義

郡
、
『但
』
）

○
ひ
る
ま
が
た
う
げ
に
笠
を
わ
す
れ
た
よ
な
　
か
さ
は
よ
い
か
さ
は
た
の
ほ

つ
れ

（同
県
大
原
郡
、
『同
』）

和
歌
山
県
に
も

「笠
忘
れ
」
の
田
植
え
唄
の
伝
承
が
あ
る
。

○
植
ゑ
を

へ
て
後
を
見
た
ら
ば
　
田
中

へ
笠
を
忘
れ
た

（東
牟
婁
郡
、
『和
歌

山
県
但
謡
集
し

○
十
七
が
粉
河
参
り
　
田
中

へ
笠
を
置
い
て
来
た
か
忘
れ
て
来
た
か
　
ま
た

行
こ
と
思
て
置
い
て
来
た

（有
田
郡
西
部
、
「紀
州
の
田
植
歌
」）

田
植
え
唄
に

「
笠
忘
れ
」
の
歌
が
深
い
か
か
わ
り
を
持

っ
て
い
た
ら
し
い
こ

と
は
、
次
の
伝
承
も
合
わ
せ
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

○

ア
ラ
　
田
植
弁
当
忘
れ
て
も
　
忘
れ
ま
い
ぞ
え
　
蓑
と
笠

（鳥
取
県
東
伯
郡

関
金
地
方
、
朝
の
啜
）

も

っ
と
も
、
田
植
え
唄
の
テ
ー
マ
と
し
て
は

「笠
」
に
こ
だ
わ
ら
な
い

「忘

れ
」
そ
の
も
の
が
大
事
で
あ

っ
た
か
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
に
、
様
々
な
物
に
つ
い

て
の

「忘
れ
」
を
謡
う
詞
章
が
あ
る
。

と
も
か
く
、
「笠
忘
れ
」
の
歌
は
、
神
来
臨
の
姿
を
遠
く
そ
の
根
底
に
持

つ

蓑
笠
姿
を
人
の
旅
装
東
と
し
て
捉
え
た
と
こ
ろ
で

「旅
の
歌
」
の
機
能
を
持
ち
、

実
際
に
旅
す
る
人
の
手
で
、
そ
の
人
々
の
心
情
を
含
み
つ
つ
持
ち
運
ば
れ
、
そ

の
運
ば
れ
た
先
々
で
、
「笠
」
が

「
う
た
の
場
」
の
景
物
で
あ
る
こ
と
に
結
び

つ
い
て
、
船
頭
唄

・
田
植
え
唄

・
麦
打
ち
唄
と
い
っ
た
仕
事
歌
や
婚
礼
の
祝
い

歌

（長
持
ち
唄
―

こ
の
場
合
、
単
に
景
物
と
い
う
以
上
に
、
婚
礼
習
俗
の
中
に
広
く

見
ら
れ
る

「笠
」
「草
軽
」
に
関
す
る
儀
礼
と
も
合
わ
せ
て
、
婿
の
訪
れ
に
重
ね
て
遠
来

神
の
姿
を
感
じ
た
歴
史
が
あ
る
の
だ
ろ
う
）、
馬
追
い
唄
と
い
っ
た
道
歌

（長
持
ち

唄
は
一
面
道
歌
で
も
あ
る
）、
ま
た
盆
踊
り
唄
と
い
っ
た
踊
り
歌

（「笠
踊
り
」
な
ど
、

笠
が
踊
り
装
束
の
道
具
で
あ
っ
た
）
に
も
転
用
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

３
、
芸
謡
と
民
謡

―
―
も
う

一
つ
の

「笠
を
忘
れ
た
」

「笠
を
忘
れ
た
」
の
歌
の
二
系
統
に
つ
い
て
述
べ
た
が
、
そ
の
二
つ
の
接
近

と
い
う
か
混
入
を
働
き
か
け
た
の
が
、
渡
り
稼
ぎ
人
や
や
は
り
各
地
を
渡
り
歩

く
門
付
け
な
ど
の
祝
福
芸
人
が
持
ち
歩
い
た
歌

（芸
謡
）
で
あ

っ
た
。
主
に
長

編
の
そ
れ
ら
も
、
や
が
て
酒
席
の
騒
ぎ
歌

・
余
興
歌
と
な

っ
て
、

こ
れ
ま
た

「土
地
の
歌
」
と
し
て
根
付
く
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
る
。

○
と
の
さ
―
い
　
西
が
く
も
れ
ば
涙
が
流
る
　
傘
を
忘
れ
ま
し
た
　
駿
河
屋

の
茶
屋

へ
　
と
の
さ
行
く
な
ら
取

っ
て
き
て
お
く
れ
　
私
の
傘
に
は
じ
る

し
が
ご
ざ
る
　
傘
が
小
が
さ
で
　
糸
ぬ
い
傘
で
　
ま
は
り
が
赤
銅
で
　
小
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骨
が
真
鍮
で
　
傘
あ
て
ど
ん
す
で
　
傘

節
、
埼
玉
県
北
葛
飾
郡
、
「狸
謡
集
』）

ひ
も
紅
絹
だ
　
ヤ
ー
レ

（と
の
さ

○
笠
を
お
い
て
来
た
　
ヤ
ー
レ
　
す
る
が
富
士

へ
　
殿
さ

ェ
い
き
ら
ば
持

っ

て
き
や
ら
れ
　
わ
し
が
笠
に
は
目
印
が
ご
ざ
る
　
ふ
ち
が
真
鍮
で
　
小
骨

が
赤
銅
　
ふ
と
ん
緞
子
で
　
し
き
緒
が
紅
絹
だ

（高
大
寺
、
新
潟
県
、
「
理

謡
集
し

○
笠
を
忘
れ
た
石
部
の
宿
で
　
と
り
に
行
か
れ
ぬ
持
て
来
て
く
れ
る
　
空
の

曇
る
を
思
ひ
ま
す

（伊
勢
音
頭
、
大
阪
府
清
水
村
、
「大
阪
但
謡
集
」）

○
忘
れ
た
が
な
は
何
々
を
忘
れ
た
　
紅
葉
笠
を
忘
れ
た
　
空
が
曇
れ
ば
思
ひ

出
す
さ

（お
ん
ご
く
、
大
阪
府
大
阪
市
、
『裡
謡
集
拾
遺
』）

○
ア
ー
ヨ
ー
イ
サ
ー
　
笠
を
忘
れ
た
ヨ
　
ア
ー
ヨ
イ
ヨ
イ
　
明
星
の
ヨ
ー
茶

屋
に
　
ア
ー
ヨ
イ
ヤ
コ
リ
ャ
セ
　
ア
ー
あ
ん
た
た
ち
ゃ
行
く
な
ら
　
と
て

き
て
お
く
れ
よ
　
笠
当
て
ド
ン
ス
で
笠
紐
は
さ
ら
し
で
　
裏
に
ゃ
な
あ
―

お
伊
勢
参
り
と
　
ョ
ー
オ
イ
ン
ソ
リ
ャ
　

ア
書
い
て
あ
る
　
ソ
リ
ャ
　
ヤ

ト
コ
セ
ョ
イ
ヤ
ナ
　
ア
リ
ャ
リ
ャ
コ
レ
ワ
イ
セ
　
サ
ヨ
イ
ト
コ
セ

（
ヨ
イ

サ
節
、
二
重
県
志
摩
郡
大
王
町
船
越
、
「二
重
県
の
民
謡
し

○
ほ
う
ど
の
′
ヽ
　
津
し
ま
通
ひ
に
　
関
屋
々
々
で
笠
を
忘
れ
た
　
其
の
笠

は
　
た
ゞ
の
笠
か
よ
　
へ
り
を
ば
銀
を
ま
は
し
て
　
中
は
黄
金
の
強
い
筋

（雨
乞
踊
唄
、
和
歌
山
県
那
賀
郡
、
「和
歌
山
県
僅
謡
集
」）

最
後
の
も
の
は
、
「雨
乞
い
」
の
歌
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は

「
笠
」
を
謡
う

こ
と
で

「雨
」
を
呼
ぼ
う
と
い
う
ね
ら
い
が
あ

っ
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
ら
、

そ
の
点
で
、
単
な
る
余
興
歌

・
騒
ぎ
歌
の
場
合
と
は
違
う
も
の
が

「
う
た
の
心
」

と
し
て
働
い
て
い
る
。

４
、
民
謡
を
必
要
と
し
た
心

民
謡
の
生
命
を
支
え
る
も
の
は
曲
節
と
詞
章
の
二
つ
で
あ
り
、
二
つ
な
が
ら

大
事
な
要
素
で
あ
る
こ
と
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、
民
謡
が
生
活
の
場
で
生

き
て
い
た
時
点
で
は
、
そ
の
曲
調
よ
り
は

「
こ
と
ば
」
の
方
に
よ
り
大
き
な
機

能
が
働
い
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
民
謡
が
も
と
も
と

「謡
う
う
た
」
で
あ
っ
て
、
「聞
く
う
た
」
で
は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
生

活
の
場
に
あ

っ
た
民
謡
は
、
そ
こ
に
生
活
す
る
人
々
が
す
べ
て

「
謡
い
手
」

（実
際
に
は
謡
わ
な
い
人
も
い
た
ろ
う
が
、
彼
等
も
単
な
る
聞
き
手
で
は
な
か
っ
た
）

に
な
っ
て
支
え
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。

む
ろ
ん
、
実
際
の

「
う
た
の
場
」
に
お
い
て
は
、
よ
り
声
良
し

・
謡
い
上
手

が
中
心
的
に
謡
い
手
を

つ
と
め
る
こ
と
は
あ
っ
た
ろ
う
が
、
そ
れ
は

一
堂
の
者

が
そ
の
人
に
専
門
の
謡
い
手
を
委
ね
た
わ
け
で
も
な
く
、
そ
の

「謡
い
ぶ
り
」

の
見
事
さ
に
酔
い
痴
れ
て
い
た
の
で
も
な
い
。
誰
が
発
唱
し
よ
う
と

「
う
た
の

場
」
に
居
合
わ
せ
た
者
の
心
は
、
発
せ
ら
れ
た
そ
の

「
こ
と
ば
」
の
中
に
預
け

ら
れ
て
い
て
、
そ
こ
に
謡
い
手

・
聞
き
手
と
い
っ
た
分
化
は
な
か
っ
た
。

つ
ま
り
、
民
謡
の

「
こ
と
ば
」
は
、
そ
の
民
謡
が
行
な
わ
れ
て
い
る
社
会
の

人
々
の
共
通
感
情
に
根
ざ
し
て
い
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
民
謡
の

「
こ

と
ば
」
（歌
詞
・
文
句
）
が
そ
の
成
立
基
盤
に
生
活
す
る
人
々
の
共
通
感
情
の
表

出
で
あ
る
と
は
言

っ
て
も
、
そ
れ
が
そ
の
土
地
根
生
い
の
も
の
で
あ
る
必
要
は

な
か
っ
た
。

今
日
の
民
謡
と
言
わ
れ
る
も
の
が
、
直
接
そ
の
詞
章
面
を
成
立
さ
せ
た
時
期

は
、
せ
い
ぜ
い
近
世
の
中
期
以
降
、
明
治
の
中
頃
ま
で
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
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て
曲
節
的
に
は
七
七
七
五

（三
四
・
四
三
・
三
四
ｏ
五
）
と
い
う
、

い
わ
ゆ
る
近

世
三
味
線
調

（都
々
逸
調
）、
そ
し
て
内
容
的
に
は
男
女
の
恋
の
や
り
と
り
に
終

始
し
た
近
世
廓
情
緒

一
辺
倒
と
い
う
、
近
世
の
流
行
歌
が
詞
曲
両
面
に
わ
た
っ

て
民
謡
を
大
き
く
規
制
し
た
の
で
あ
る
。

祝
い
の
歌
で
あ
れ
、
ま
つ
り
●
行
事

・
仕
事

・
踊
り
の
歌
で
あ
れ
、
土
地
を

越
え
、
「
う
た
の
場
」
の
機
能
の
枠
を
越
え
て
す
ら
行
な
わ
れ
て
い
る
詞
句
及

び
発
想
の
類
似
性
は
、
近
世
三
味
線
歌
謡
の
隆
盛
と
、
そ
の
伝
播
波
及
の
い
か

に
徹
底
し
て
行
な
わ
れ
た
か
を
物
語

っ
て
い
る
。
そ
れ
に
力
を
貸
し
た
の
が
、

そ
れ
以
前
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
ほ
ど
頻
繁
に
な
っ
た
、
人
の
往
来
で
あ
る
。

具
体
的
に
は
陸
路

・
海
路
を
行
く
渡
り
稼
ぎ
人
や
芸
人
と
い
う
他
所
者
の
ほ
か
、

神
仏
へ
の
信
心
詣
で
に
行
き
帰
る
土
地
々
々
の
人
々
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、

「
う
た
」
を
採
り
込
む
契
機
が
何
で
あ
ろ
う
と
、
そ
れ
を
自
分
た
ち
の

「生
活

の
う
た
」
と
し
て
根
付
か
せ
て
い
た
事
実
を
考
え
る
と
き
、
そ
の

「
う
た
」
に

対
す
る
何
程
か
の
納
得
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
自
分
た
ち

の
日
常
と
は
違

っ
た
遊
里
歌
の
情
調
を
自
分
達
の

「生
活
の
う
た
」
の
中
に
採

り
込
む
心
情
は
何
で
あ
っ
た
か
を

「
う
た
の
場
」
に
戻
し
て
究
明
す
る
の
で
な

け
れ
ば
、
民
謡
の
詞
句

（歌
詞
）
の
類
型
化

・
類
似
性
を
論
じ
て
も
意
味
は
な

か
ろ
う
。

民
謡
の

「
こ
と
ば
」
と
し
て
、
各
地
に
共
通
し
て
同
類
詞
句
が
謡
わ
れ
て
い

る
の
は
、
「
う
た
の
場
」
の
機
能
と
し
て
娯
楽
性
や
慰
安
性
ば
か
り
が
強
調
さ

れ
た
段
階
で
、
長
々
と
続
く
労
働
の
場
や
踊
り
の
ニ
ワ
な
ど
で
は
謡
う
歌
詞
を

多
く
必
要
と
し
た
こ
と
か
ら
、
流
行
歌
の
文
句
を
迎
え
入
れ
た
こ
と
が

一
つ
考

え
ら
れ
る
。
も
う

一
つ
、
流
行
歌
の
採
用
と
合
わ
せ
て
類
歌
を
生
ん
だ
の
は
即

興
歌
の
側
面
で
あ
る
。
即
興
的
に
生
み
出
さ
れ
る
文
句
に
は
、
そ
の
場
の
景
物

を
謡
い
込
ん
だ
り
、
そ
の
時
々
の
心
情
に
大
幅
な
表
現
過
多
を
採
用
し
て
文
句

仕
立
て
を
し
た
も
の
が
多
い
。　
一
座
の
哄
笑
を
生
む
猥
雑
な
詞
句
仕
立
て
の
戯

れ
文
句
が
生
ま
れ
る
の
も
こ
う
し
た
側
面
で
あ
る
。
即
興
歌
の
過
剰
表
現
を
好

む
心
と
廓
情
緒
か
ら
出
た
恋
の
流
行
歌
の
非
現
実
性

・
非
日
常
性
を
弄
ん
だ
心

は
共
通
し
て
い
て
、
そ
れ
が

「
う
た
を
必
要
と
し
た
心
」
の
一
面
に
あ

っ
た
の

で
あ
る
。

さ
ら
に

「
う
た
」
の
移
入
と
即
興
仕
立
て
に
絡
ん
で
、　
一
層
民
謡
歌
詞
の
類

型
化
現
象
を
作
り
出
し
た
の
が
既
製
の
歌
詞
を
元
歌
に
し
て
の
作
り
替
え
で
あ

る
。　
一
部
詞
句
の
入
れ
替
え
と
発
想
を
真
似
て
の
案
出
、

つ
ま
り
替
え
歌
で
あ

る
。

「
う
た
」
の
移
入
が
も
た
ら
し
た
同

一
文
句
の
各
地
で
の
定
着
の
相
を
横
の

類
型
化
と
す
れ
ば
、　
一
地
域
で
の
即
興
歌

・
替
え
歌
に
よ
る
類
似
性
は
縦
の
類

型
化
と
言
え
る
。
両
者
は
相
互
に
刺
激
し
合
い
な
が
ら
伝
承
さ
れ
て
い
く
中
で

多
少
の
才
覚

（文
芸
的
欲
求
と
い
っ
て
も
い
い
）
が
働
い
て
、
例
え
ば
地
名
を
入

れ
換
え
て
の
採
用
と
い
っ
た
こ
と
も
含
め
て
、
何
と
か

「自
分
等
の
う
た
」
と

し
て
承
認
す
る
た
め
の
手
直
し
を
し
て
い
く
。
そ
の

「手
直
し
」
が
妥
当
な
も

の
と
い
う
承
認
を
獲
得
し
た
も
の
は
、
反
復
演
唱
と
い
う
中
で
よ
り
し
っ
か
り

と

「土
地
の
歌
」
と
し
て
定
着
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

「敦
賀
の
宿
」
を

「角
浦
の
小
屋
」
と
す
る
こ
と
で
、
「
笠
を
忘
れ
た
」
の

歌
を
土
地
の
盆
唄
に
し
た
心
こ
そ
、
民
謡
を
必
要
と
し
育
て
て
き
た
心
で
あ
っ

た
。
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注
１
、
町
田
嘉
章

・
浅
野
建
二
著

（岩
波
文
庫
）

注
２
、
柳
田
国
男

「母
の
手
毬
歌
」
（『村
の
学
童
』
所
収
、
昭
和
二
四
）

注
３
、
注
１
同
書

「磯
節
」
解
説

（
一
二
四
頁
）

注
４
、
「民
謡
緊
急
調
査
報
告
書
」
新
潟
県
教
育
委
員
会
、
昭
和
六

一
。
三

注
５
、
高
野
班
山

ｏ
大
竹
紫
葉
共
編
、
大
正
四

。
四
、
六
合
館

注
６
、
注
５
同
書
の
新
潟
県
の
部
で
は

「盆
踊
唄
」
と
し
て
あ
げ
て
い
る
。

注
７
、
例
え
ば
、
山
形
県
の

「新
庄
節
」
の
、

○
あ
の
山
高
く
て
新
庄
が
見
え
ぬ
　
新
庄
恋
し
や
山
憎
く
や

と
い
う
望
郷
歌
に
、

ｏ
猿
羽
根
山
越
え
舟
形
越
え
て
　
逢
い
に
来
た
ぞ
え
万
場
町
に

と
い
う
遊
廓
通
い
の
詞
章
が
混
入
し
て
く
る
と
い
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

注
８
、
牛
尾
三
千
夫

「踏
輔
唄
き
ゝ
が
き
抄
」
（「民
謡
研
究
」

一
の
一
）

注
９
、
以
下

「見
え
ま
す
太
閤
さ
ん
の
坂
よ
　
ま
へ
は
淀
川
舟
が
つ
く
」
「
淀
川
舟

が
つ
け
や
ご
ざ
れ
　
ひ
よ
い
大
阪
が
は
ん
じ
よ
す
る
―
」
と
続
く
。

注
１０
、
山
形
県
の

「新
庄
節
」
の
ほ
か
に
も
、
い
く
つ
も
の
類
歌
が
拾
え
る
。

○
あ
の
山
高
い
の
で
我
家
が
見
え
ぬ
　
我
家
恋
し
や
山
憎
く
や

（子
守
唄
、

二
重
県
、
「
日
本
歌
謡
集
成
」
三
）

ｏ
山
が
高
く
て
馬
関
が
見
え
ぬ
　
関
は
恋
し
や
山
憎
い

（雑
謡
、
山
口
県
、

「同
じ

ｏ
山
が
高
く
て
あ
の
家
が
見
え
ぬ
　
あ
の
娘
恋
し
や
山
に
く
や

（舞
踊
歌
、

島
根
県
、
「同
じ

ｏ
山
が
高
う
て
山
中
見
え
ぬ
　
山
中
恋
し
や
山
憎
く
や

（山
中
節
、
石
川
県
、

「
日
本
民
謡
集
』
）

ｏ
山
が
高
う
て
と
い
ち
が
見
え
ぬ
　
と
い
ち
か
わ
い
や
山
憎
い

（田
の
草
取

唄
、
岡
山
県
川
上
郡
川
上
町
、
「
岡
山
の
民
謡
じ

ｏ
山
が
高
う
て
あ
の
家
が
見
え
ぬ
　
あ
の
家
恋
し
や
山
に
く
や

（木
挽
き
唄
、

岡
山
県
久
米
郡
久
米
南
町
、
「
同
』
）

こ
の
方
は
、
わ
が
故
郷

・
家
が
見
え
ぬ
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
「
い
と
し
い

人
の
家
が
見
え
ぬ
」
と
い
う
展
開
を
見
せ
て
、
恋
歌
に
も
転
換
し
て
い
く
が
、

「～
が
見
え
ま
す
ほ
の
ぼ
の
と
」
の
方
は
恋
歌
へ
の
転
換
は
成
立
し
て
い
な
い
。

な
お
、
見
た
い
も
の
を
見
え
な
く
す
る

「山
が
憎
い
」
と
い
う
歌
は
、
遠
く

『万
葉
集
』
の
柿
本
人
麿
の

「妹
が
門
見
む
　
靡
け
こ
の
山
」
（巻
二
、　
一
三

一
）
に
も
通
じ
て
い
る
し
、
現
行
民
謡
で
は
次
の
よ
う
な

「山
よ
退
け
」
と
い

う
謡
い
口
に
も
な
っ
て
く
る
。

ｏ
山
も
と
山
が
退
い
た
ら
よ
か
ろ
　
塩
津
が
見
得
て
尚
な
か
ろ

（杵
唄
、
自

曳
歌
、
淡
海
國
、
『部
廼

一
曲
』
〈菅
江
真
澄
、
文
化
六
頃
〉
）

注
ｎ
、
祭
礼
、
盆
踊
り
に
謡
う
と
し
て
い
る
。

注
１２
、
「東
北
の
民
謡
』
に
は
、
ω
歌
と
こ
の
二
章
の
ほ
か
に
次
の
二
章
の
五
章
を

「
お
た
つ
酒
唄
」
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。

ｏ
今
日
は
日
も
よ
し
天
気
も
よ
い
し
　
七
福
神
の
お
酒
盛

ｏ
障
子
あ
け
れ
ば
紅
葉
の
座
敷
　
お
客
そ
ろ
そ
ろ
立
田
川

注
１３
、
「静
岡
県
文
化
財
報
告
書
第
二
十
四
集
」
文
化
財
保
護
協
会
、
昭
和
六

一
・

三

注
１４
、
南
栄
三
著
、
「旅
と
伝
説
」
九
の
八

・
九

（「
日
本
民
俗
大
系
」
十

〓
算
脚
じ

注
１５
、
気
仙
沼
郷
土
文
化
研
究
会
、
昭

一
一
。
一
（『
日
本
庶
民
生
活
史
料
集
成
」

二
十
四
巻
所
収
）

-26-



注
１６
、
「
旧
宇
和
島
藩
主
乗
船
の
時
の
唄
」
と
い
う
注
記
が
あ
る
。

注
１７
、
鹿
児
島
県
立
川
内
中
学
校
編
、
昭
和

〓
二
・
一
二

（『
日
本
庶
民
生
活
史
料

集
成
」
二
十
四
巻
所
収
）

注
１８
、
宮
城
県
教
育
委
員
会
編
、
昭
和
六
〇

・
三

注
１９
、
福
島
県
民
謡
連
盟
編
、
昭
和
五
五

・
四
、
高
島
書
房

注
２０
、
童
謡
研
究
会

（橋
本
繁
）
編
。
大
正

一
五
、
春
陽
堂

注
２１
、
福
井
県
民
俗
学
会
編

・
発
行
、
昭
和
四
二
・
七

注
２２
、
炉
辺
叢
書
、
槙
本
楠
郎
編
、
大
正

一
四
・
三
、
郷
土
研
究
社

注
２３
、
「但
謡
集
拾
遺
」
「附
録
、
明
治
年
間
流
行
唄
」
に
も

「
え
せ
ん
節
」
と
し
て

載
る
。

注
２４
、
「新
発
田
地
方
の
民
謡
」
（昔
し
ば
た
暮
ら
し
叢
書
第
二
集
）

注
２５
、
馬
子
唄
の
ほ
か
、
婚
礼
歌
で
あ
る

「お
立
酒
」
「長
持
ち
唄
」
な
ど
に
も
謡

わ
れ
て
、
こ
れ
も
各
地
の
民
謡
と
し
て
定
着
し
て
い
る
。

ｏ
笠
を
手
に
持
ち
両
親
さ
ま
よ
　
重
ね
が
さ
ね
の
い
と
ま
乞
い

○
笠
を
手
に
持
ち
ふ
た
親
さ
ま
に
よ
ね
　
今
度
来
る
と
き
孫
を
抱
い
て
よ

と
い
っ
た
詞
章
変
化
も
あ
る
。

注
２６
、
県
立
日
方
高
等
女
学
校
郷
土
研
究
室
、
「郷
土
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表 題 書    名 頁 初出年

京大教授時代―西田先生夏日清談 わたしの生涯から 173～ 180

京代教授時代―西田先生のこと (1) わたしの生涯から 181～ 184

京大教授時代―西田先生のこと (2) わたしの生涯から 185～ 198

京大教授時代―浜田耕作先生のこと わたしの生涯から 199～208

京大教授時代―浜田総長の追憶 わたしの生涯から 209～212

一高校長時代―一高校長就任の辞 わたしの生涯から 213′-219

一高校長時代―新入学生諸君を迎う わたしの生涯から 220～227

一高校長時代―一高記念祭に寄せる わたしの生涯から 228～229

一高校長時代―一高を去るに際して わたしの生涯から 230～232

文部大臣時代―就任の感想 わたしの生涯から 233～240

文部大臣時代一文部行政ニケ年 わたしの生涯から 241～255

神と人とに仕える道 わたしの生涯から 256～260

弱 い少 年 若き日の思い出 36～ 38

才能を見出す 若き日の思い出 38～ 40

玉磨かざれば光なし 若き日の思い出 40～ 41

カ  ン ト 私の好きな人 11～ 16

"相模気質"で陸軍批判 わが人生 9～ 12

面白かった通俗三国志 わが人生 13～  16

小学二年から常に主席 わが人生 17～  20

自然児のように過ごす わが人生 21～ 24

政治にささげた父 わが人生 27～ 30

親友ができた獨協時代 わが人生 31～ 34

教育者になるため復学 わが人生 35～ 38

野球から多く学ぶ わが人生 39～ 42

名著を読みふける わが人生 43～ 46

哲学は岩元先生の勧め わが人生 47～ 50

終生の研究対象にカント わが人生 51～ 54

独語教師で教壇に わが人生 55～ 58

カントの翻訳に全力 わが人生 59～ 62

師の勧めで京大復帰 わが人生 63～ 65

忘れ得ぬ筆禍事件 わが人生 66～ 68

横暴な軍部と闘う わが人生 69～ 71

一高の校長に就任 わが人生 72～ 74

懐かしの一高去る わが人生 75～ 78

育英制度の拡充に努める わが人生 79～ 82

総理 (吉田)の懇請で文相に わが人生 87～ 90

印象深い「教員給与法」 わが人生 91～ 94

自由学園の理事長に わが人生 95～ 98

理想実現に大学を創立 わが人生 99～ 102

社会生活に必要な道徳 わが人生 103～ 106

決断に大使責任を負う わが人生 107～ 110
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表 題 書    名 頁 初出年

生活のうるおい 若き女性のために 55～ 64

運命と幸福 若き女性のために 65～ 80

幸福の一断面 若き女性のために 81～ 86

新年の言葉 (1) 若き女性のために 87～ 92

新年の言葉 (2) 若き女性のために 93～ 97

新春の感想 若き女性のために 99～ 101

文化と教養 若き女性のために 103～ 113

教育と社会 若き女性のために 115～ 127

教 育 問 答 若き女性のために 129～ 132

女性の敬重 若き女性のために 133～ 135

教養ということ 若き女性のために 137～ 140

これからの家庭教育 若き女性のために 141～ 153

若き青年学徒に与う 若き女性のために 155～ 160

学習の原則 若き女性のために 161～166

私の少年時代 若き女性のために 167～ 172

思い出の先生 若き女性のために 173～ 177

わが母のことなど 若き女性のために 179～ 182

感心 したことしないこと 若き女性のために 183～ 186

満   点 若き女性のために 187～ 190

自然と人生 若き女性のために 191～ 195

短文五章―新   年 若き女性のために 197～ 198

短文五章一手のない話 若き女性のために 198～ 199

短文五章―ひとの運命 若き女性のために 200～202

短文五章一世界をわが家に 若き女性のために 202～203

短文五章―歴史を信ぜよ 若き女性のために 204～207

短文五章―自覚と反省 若き女性のために 209～227

わたしの生涯から わたしの生涯から 1～ 18

小中学時代―わがふるさと わたしの生涯から 19～  20

小中学時代―わたしの少年時代 わたしの生涯から 21～ 26

小中学時代―わたしの中学時代 わたしの生涯から 27～ 31

小中学時代―わが母のことなど わたしの生涯から 32～ 35

小中学時代―私の歩んだ道 わたしの生涯から 36～ 45

小中学時代―野球と私 わたしの生涯から 46～ 58

一高時代―岩元先生の追憶 わたしの生涯から 59～ 63

一高時代―一高の思い出 わたしの生涯から 64～ 76

一高時代一九鬼君のこと わたしの生涯から 77～ 89

一高時代―岩下壮一君の追憶 わたしの生涯から 90～ 93

一高時代一九鬼・岩下両君のことなど わたしの生涯から 94～ 107

一高時代―内村鑑三先生のこと (1) わたしの生涯から 108～ 115

一高時代一内村鑑三先生のこと (2) わたしの生涯から 116～ 121

京大学生時代―姉崎博士のことなど わたしの生涯から 122～ 134

京代学生時代一大学を出た頃のこと わたしの生涯から 135～ 139

京代学生時代―不幸な天才者 わたしの生涯から 140～ 143

七高時代― ドクトル・ クレスレルのことなど わたしの生涯から 144～ 156

七高時代一学習院教授・商大講師時代 わたしの生涯から

七高時代一本多謙三君の追憶 わたしの生涯から 157～ 159

留学時代―ハイデルベルクの思い出 わたしの生涯から 160～ 168

留学時代一日本的なるもの わたしの生涯から 169～ 172
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表 題 書    名 頁 初出年

甲南高校長時代一読書の思い出 (東京堂月報。学生に与ふる書) 忘れえぬ人々 332～337 1939

小さな自画像 私たちはどう生きるか 8～ 10

おむすびの思い出 私たちはどう生きるか 11～ 13

春のおもい 私たちはどう生きるか 14～  19

武 蔵 野 私たちはどう生きるか 20～ 23

青春なき青春の記 私たちはどう生きるか 24～ 31

大学を出たころのこと 私たちはどう生きるか 32～ 36

わたしの生活から 私たちはどう生きるか 37～ 41

新しい社会人のために 私たちはどう生きるか 42～ 54

今の世を生きぬく力 私たちはどう生きるか 55～ 60

人間形成のために 私たちはどう生きるか 61～ 65

人間の活動について 私たちはどう生きるか 66～ 77

幸福について 私たちはどう生きるか 78～ 87

読書について 私たちはどう生きるか 88～ 94

わたしの読書生活 私たちはどう生きるか 95～ 99

「泣虫小僧」をみる 私たちはどう生きるか 100～ 104

人間の尊重 私たちはどう生きるか 105～ 119

内村先生とわたし 私たちはどう生きるか 120～ 123

死んだつもり 私たちはどう生きるか 124～ 126

時間の審判 私たちはどう生きるか 127～ 131

あるドイツ婦人のこと 私たちはどう生きるか 132～ 137

責任ということ 私たちはどう生きるか 138～ 141

スポーツに学ぶ 私たちはどう生きるか 142～ 145

人生哲学と野球哲学 私たちはどう生きるか 146～ 148

スポーツと人生 私たちはどう生きるか 149～ 154

野球とわたし 私たちはどう生きるか 155～ 169

知者と愛知者 私たちはどう生きるか 170～ 172

永久平和へのあこがれ 私たちはどう生きるか 173～ 176

平和をねがう心 私たちはどう生きるか 177～ 179

眠っていた良心 私たちはどう生きるか 180～ 183

人間生活の大道 私たちはどう生きるか 184～ 190

旧道徳と新道徳 私たちはどう生きるか 191～212

友情について 私たちはどう生きるか 213～223

わたしの歩んだ道 私たちはどう生きるか 224～234

学園を巣立つ諸君ヘ 私たちはどう生きるか 235～ 238

新しい時代に生きる女性たちヘ 若き女性のために 1～ 16

婦人学徒に与う 若き女性のために 17～  24

若き女性に与う 若き女性のために 25～ 32

若き人達と幸福を語る 若き女性のために 33～ 44

幸福の意味 若き女性のために

快楽と苦痛 若き女性のために 45～ 46

快楽と幸福 若き女性のために 46～ 47

完全な幸福とは 若き女性のために 48

豚の幸福とソクラテスの不幸 若き女性のために 48～ 50

徳に即 しての活動 若き女性のために 50～ 51

正直者が損をしない社会 若き女性のために 51～ 52

幸福の女神の話 若き女性のために 52～ 54

幸福の秘密 若き女性のために 54
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表 題 書    名 頁 初出年

新年に際して高校生に与う (高校新聞・教育試論) 若き人たちヘ 298～301 1948

高等学校新聞の発刊に寄す ( ) 若き人たちヘ 302～308 1947

青年諸君に与う (民衆大学 生きゆく道) 若き人たちヘ 309～317 1947

若き人達と幸福を語る (若 き女性のために) 若き人たちヘ 318～329

生活への勇気 (鉄道文化・生きゆく道) 若き人たちヘ 330～340 1946

小 。中学時代―わがふるさと (京都帝大新聞・信念と実践) 忘れえぬ人々 14～  15 1941

小 。中学時代―わたしの少年時代 (真理の国。若き女性のために) 忘れえぬ人々 16^′  22 1946

小 。中学時代―思い出の先生  ( ) 忘れえぬ人々 23～ 27 1947

小 。中学時代一わが母のことなど (現代・私の人生観) 忘れえぬ人々 28～ 31 1941

小・中学時代―村野常右衛門氏のことなど (政界往来。私の人生観) 忘れえぬ人々 32～ 36 1941

小 。中学時代一三樹一平氏の追憶 (桂川遺響) 忘れえぬ人々 37～ 41 1925

小 。中学時代一斎藤君の話 (財政・信念と実践) 忘れえぬ人々 42～ 46 1941

一高時代―岩元先生の追憶 (一高会誌・信念と実践) 忘れえぬ人々 48～ 52 1941

一高時代―一高の思い出 (信念と実践) 忘れえぬ人々 53～ 68 1944

一高時代一九鬼君のこと (1)(思想「をりにふれて」後語。信念と実践) 忘れえぬ人々 69～ 76 1941

一高時代一九鬼君のこと (2)(思想「をりにふれて」後語。信念と実践) 忘れえぬ人々 76～ 84 1941

一高時代―岩下壮一君の追憶 (カ トリック新聞・私の人生観) 忘れえぬ人々 85～ 88 1940

一高時代―九鬼・岩下両君のことなど (朝 日評論) 忘れえぬ人々 89～105 1948

一高時代―牛山茂樹君の追憶 (信濃文芸。学生に与ふる書) 忘れえぬ人々 106～ 109 1937

一高時代―立沢君の追憶 (向陵時報) 忘れえぬ人々 110～ 114 1936

一高時代―内村鑑三先生のこと (1)(京都帝大新聞・道理の感覚) 忘れえぬ人々 115～ 124 1932

一高時代―内村鑑三先生のこと (2)(内村全集附録月報。道理の感覚) 忘れえぬ人々 125～  31 1933

一高時代一人物雑話 (夕刊大阪新聞・学生に与ふる書) 忘れえぬ人々 132～ 137

京大学生時代―姉崎博士のことなど (改造文芸) 忘れえぬ人々 140～ 155 1949

京大学生時代―京大文学部二十周年感想、(京大文学部二十周年史・道理の感覚) 忘れえぬ人々 156～ 159 1936

京大学生時代一大学を出た頃のこと (人間・如何に生 くべきか) 忘れえぬ人々 160～ 164 1949

七高教授時代―不幸な天才者 (文芸春秋。学生に与ふる書) 忘れえぬ人々 166～ 170 1937

七高教授時代― ドクトル・ クレスレルのことなど (朝 日評論) 忘れえぬ人々 171～ 186 1948

学習院教授。商大講師時代一本多謙三君の追憶 (― ツ橋新聞・学生に与ふる書) 忘れえぬ人々 188～ 191 1938

留学時代―ハイデルベルク学派の人々 (理想・学生に与ふる書) 忘れえぬ人々 194～ 202 1938

留学時代―ハイデルベルクの思い出 (京都帝大新聞・道理の感覚) 忘れえぬ人々 203～213 1931

留学時代―鶏が神経質になる話 (文芸春秋・道理の感覚) 忘れえぬ人々 214～217 1937

留学時代一日本的なるもの (文芸春秋。学生に与ふる書) 忘れえぬ人々 218～222 1938

京大教授時代―アマゴとアナゴ (洛味。私の人生観) 忘れえぬ人々 224～227 1940

京大教授時代―西田先生夏日清談 (文芸・信念と実践) 忘れえぬ人々 228～237 1942

京大教授時代―西田先生のこと (1)(思想) 忘れえぬ人々 238～242 1945

京大教授時代―西田先生のこと (2)(新潮) 忘れえぬ人々 243～259 1947

京大教授時代―濱田耕作先生のこと (知性。学生に与ふる書) 忘れえぬ人々 260～ 271 1938

京大教授時代―濱田総長の追憶 (京都帝大新聞・学生に与ふる書) 忘れえぬ人々 272～276 1938

京大教授時代一清徳君のこと (「形而上学」序) 忘れえぬ人々 277～278 1939

京大教授時代―哲学精神の実践 (週刊朝日・信念と実践) 忘れえぬ人々 279～282 1941

京大教授時代―カメラートとフロイント(京都帝大新聞・私の人生観) 忘れえぬ人々 283～286 1940

京大教授時代―京大教授回顧録 (構想) 忘れえぬ人々 287～ 301 1945

甲南高校長時代―平生先生喜寿祝賀式式辞 (甲南) 忘れえぬ人々 304～ 311 1942

甲南高校長時代―この生涯を見よ (毎 日新聞・信念と実践) 忘れえぬ人々 312～317 1943

甲南高校長時代―一高校長異語 岩波さんの追憶 (信濃教育) 忘れえぬ人々 320～323 1946

甲南高校長時代―岩波書店回顧三十年感謝晩餐会における挨拶 忘れえぬ人々 324～325 1942

甲南高校長時代一岩井希夫君「病床哲学」序 忘れえぬ人々 326～330 1948
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表 題 書    名 頁 初出年

如何に生 くべきか―何をたよりに生きるか 日日の倫理わたしの人生案内 62～ 64

如何に生 くべきか―道徳は変化するか 日日の倫理わたしの人生案内 64～ 68

如何に生 くべきか―中道を求めて 日日の倫理わたしの人生案内 68～ 76

如何に医くべきか一人生の目的 日日の倫理わたしの人生案内

如何に生くべきか一時   間 日日の倫理わたしの人生案内 79～ 82

個人と国家―運   命 日日の倫理わたしの人生案内 84～ 86

個人と国家一国家と個人 日日の倫理わたしの人生案内 86～ 88

個人と国家―止揚ということ 日日の倫理わたしの人生案内 88～ 91

個人と国家―逆コース 日日の倫理わたしの人生案内 91～ 93

個人と国家―独 立 日本 日日の倫理わたしの人生案内 93～ 95

個人と国家―愛について 日日の倫理わたしの人生案内 95～ 97

個人と国家―愛 国 心 日日の倫理わたしの人生案内 98～ 99

個人と国家―象徴ということ 日日の倫理わたしの人生案内 99～ 102

道徳教育その他一学生諸君に想う 日日の倫理わたしの人生案内 104～ 109

道徳教育その他―断定に先立って研究すること 日日の倫理わたしの人生案内 109～ 111

道徳教育その他―歴史教育と愛国心 日日の倫理わたしの人生案内 112´-114

道徳教育その他―道徳教育について 長野県筑西部支会における講演筆記 日日の倫理わたしの人生案内 115～160 1953

道徳教育その他―わたしの心境「実践要領」をめぐって 日日の倫理わたしの人生案内 161～ 168 1951

現代学生論 (読売新聞。道理への意志) 若き人たちヘ 7～ 12 1940

学問と人生 (改造。道理への意志) 若き人たちヘ 13～  29 1940

学問の進歩と普及 (潮流・教育試論) 若き人たちヘ 30～ 46 1948

読書論 (知性。学生に与うる書) 若き人たちヘ 47～ 64 1939

読書と思考について (都新聞・学生に与うる書) 若き人たちヘ 65～ 76 1939

友情論 (学生に与うる書) 若き人たちヘ 77～ 93 1939

友情 。同情・愛 (新愛知。道理への意志) 若き人たちヘ 94～ 103 1940

学生と音楽 (音楽評論・学生に与うる書) 若き人たちヘ 104～ 108

学生とアルバイト (中部日本新聞・教育試論) 若き人たちヘ 109～ 112 1948

学生と犯罪 (中部日本新聞・教育試論) 若き人たちヘ 113～ 116 1948

幸福について (婦人公論。道理への意志) 若き人たちヘ 117～ 132 1940

新入学生諸君を迎う (京都帝大新聞。私の人生観) 若き人たちヘ 133～ 145 1940

新学年に際して学生諸君に与う (読売新聞・道理への意志) 若き人たちヘ 146～ 153 1940

年少諸君に与う (甲南・私の人生観) 若き人たちヘ 154～ 159 1941

学生諸君に与う (学生諸君に与うる書) 若き人たちヘ 160～ 179 1939

学生 。学友会・学生課 (京都帝大新聞・学生に与うる書) 若き人たちヘ 180～ 194 1938

就職に対する心構え ( ) 若き人たちヘ 195～ 197 1938

落第の悩み (私の人生観) 若き人たちヘ 198～200

文化と教養 (若 き女性のために) 若き人たちヘ 201～ 212 1947

学習の原則 (蛍雪時代。若き女性のために) 若き人たちヘ 213～218 1949

青年学徒に想う (毎 日新聞・生きゆく道) 若き人たちへ 219～226 1946

年少学徒に与う (若 き女性のために) 若き人たちヘ 227～232

新しい時代に生きる女性たちへ (婦人。若き女性のために) 若き人たちヘ 233～248 1948

若き女性に与う (若 き女性のために) 若き人たちヘ 249～256

婦人学徒に与う ( ) 若き人たちヘ 257～264

一高校長就任の辞 (向陵時報・教育試論) 若き人たちヘ 265～273 1946

新入学諸君を迎う (教育試論) 若き人たちヘ 274～ 283 1947

一高記念祭へ寄せる (記念祭パンフレット教育試論) 若き人たちヘ 284～ 285 1948

一高記念祭に際して ( ) 若き人たちヘ 286～ 288 1948

一高を去るに際して (生 きゆく道・教育試論) 若き人たちヘ 289～ 292 1948

(47)
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表 題 書    名 頁 初出年

愛 国 心―皇室と国民 日日の生活 37～ 39

愛 国 心―男女の友情 日日の生活 39～ 41

愛 国 心―平和条約の成立 日日の生活 41～ 42

愛 国 心―如何に生くべきか 日日の生活 43～ 44

愛 国 心一何をたよりに生きるか 日日の生活 45～ 47

愛 国 心―母への思慕 日日の生活 47～ 48 1951

愛 国 心一勤労者のために 日日の生活

勤労者のために一働くこと 日日の生活 50～ 52 1951

勤労者のために一人生観ということ 日日の生活 52´ ′ヽ 55 1951

勤労者のために一人生の目的 日日の生活 55～ 58

勤労者のために一文化ということ 日日の生活 58～ 60

勤労者のために一決断と責任 日日の生活 61～ 63

勤労者のために一国家と個人 日日の生活 63～ 65

日日の生活 66～ 68

勤労者のために一道徳は変化するか 日日の生活 68～ 73

勤労者のために一講話の問題 日日の生活 73～ 76

勤労者のために一断定に先立って研究すること 日日の生活 76～ 78

勤労者のために一人生の大道 日日の生活 78～ 80

わたしの生活から一わたしの顔 日日の生活 82～ 83

わたしの生活から一自己を語る 日日の生活 83～ 84

わたしの生活から一わたしの心境「実践要領」をめぐって 日日の生活 85～ 94 1951

わたしの生活から―就任の感想 日日の生活 94～ 103

わたしの生活から一学生諸君に想う 日日の生活 104～ 110

わたしの生活から一米国教育使節団を迎えて 日日の生活 110～ 115

わたしの生活から一長岡博士の葬儀に列して 日日の生活 115～ 118

わたしの生活から一中道を求めて 日日の生活 118～ 127

人間とはどういうものか―精神と物質 日日の倫理わたしの人生案内 6～ 10

人間とはどういうものか一物 と 心 日日の倫理わたしの人生案内 10～  12

人間とはどういうものか一道理の感覚 日日の倫理わたしの人生案内 13～  14

人間とはどういうものか一人   間 日日の倫理わたしの人生案内 14～  16

人間とはどういうものか一抽象的ということ 日日の倫理わたしの人生案内 16～  19

人間とはどういうものか―人格と自由 日日の倫理わたしの人生案内 19～  24

人間とはどういうものか一人間の品位 日日の倫理わたしの人生案内 24～ 25

人間とはどういうものか一人間の尊重 日日の倫理わたしの人生案内 26～ 28

人間とはどういうものか一人間の尊厳 日日の倫理わたしの人生案内 28～ 30

人間とはどういうものか―自分と他人 日日の倫理わたしの人生案内 30～ 32

如何に生くべきか一人生観ということ 日日の倫理わたしの人生案内 34～ 36

如何に生くべきか一人生の二途 日日の倫理わたしの人生案内

如何に生くべきか一人生の大道 日日の倫理わたしの人生案内 38～ 39

如何に生くべきか―さ が す 日日の倫理わたしの人生案内 39～ 41

如何に生くべきか―日日の生き方 日日の倫理わたしの人生案内 41～ 43

如何に生くべきか―働 く こ と 日日の倫理わたしの人生案内 43～ 45

如何に生くべきか―高能率・高賃金 日日の倫理わたしの人生案内 46～ 48

如何に生くべきか一人に仕える心 日日の倫理わたしの人生案内 48～ 51

如何に生くべきか―決断と責任 日日の倫理わたしの人生案内 51～ 53

如何に生くべきか一人さまざま 日日の倫理わたしの人生案内 53～ 55

如何に生くべきか一読書について 日日の倫理わたしの人生案内 56～ 58

如何に生くべきか一人間の優等生 日日の倫理わたしの人生案内 58～ 61

(46)

勤労者のために一象徴ということ

36～ 37



表 題 書    名 頁 初出年

知育の徳育性 (学生評論) 道理の感覚 155～ 163 1936

個体と全体 (信濃教育。信濃教育会総集会講演) 道理の感覚 164～ 196 1936

夏日随想―夏の幸福 (帝国大学新聞) 道理の感覚 197～ 201 1936

夏日随想―私の鎗夏生活 (京都日日新聞) 道理の感覚 201～ 203 1936

夏日随想―野球見物 (京都帝大新聞) 道理の感覚 203～ 206 1936

人生の諸相 (1)(夕刊大阪新聞) 道理の感覚 207～212 1936

人生の諸相 (2)(夕刊大阪新聞) 道理の感覚 213～215 1937

ヒューマニズムについて 道理の感覚 216～232 1936

鶏が神経質になる話 (文芸春秋) 道理の感覚 233～237 1937

徳育について (教育) 道理の感覚 238～ 263 1937

道理について 三輪・岩垂・鵜飼三先生記念会講演 道理の感覚 264～ 288 1937

発刊のことば (巻頭語につき頁づけなし) 童話集 そよ風 頁づけなし

西田幾太郎に学ぶべきもの(燈影撰書) 西田幾太郎とその弟子 7～  41

人間 。政治・教育一人間とは何か 人間 。政治・教育 3～ 5

人間 。政治・教育一人間と理性 人間 。政治・教育 6～ 9
人間・政治・教育一人間と環境のちから 人間 。政治・教育 9～ 12

人間・政治・教育―運命をになう 人間 。政治・教育 12～  14

人間・政治・教育一決断する「自由」 人間 。政治・教育 14～  16

人間・政治・教育―「手段」と「目的」 人間 。政治・教育 16～  20

人間・政治・教育―道徳は変わらない 人間 。政治・教育 20～ 23

人間 。政治・教育―道徳は変わる 人間 。政治・教育 23～ 26

人間 。政治・教育―必要条件と十分条件 人間 。政治・教育 26～ 29

人間 。政治・教育一道徳教育の方法 人間・政治・教育 29～ 31

人間 。政治・教育―「愛国」の意味 人間 。政治・教育 31～ 35

天皇について 人間 。政治・教育 35～ 38

平和の問題 人間 。政治・教育 38～ 40

教育の政治的中立 人間・政治・教育 40～ 46

日本の将来と教育 人間 。政治・教育 46～ 48

女性のために一新年の言葉 日日の生活 1～  3

女性のために一湯川博士 日日の生活 4～ 5

女性のために一人間の品位 日日の生活 5～  7

女性のために一時代の苦悶 日日の生 活 7～  9

女性のために一女性の解放 日日の生活 9～ 10

女性のために一人生の春 日日の生活 11～  12

女性のために一真実への願い 日日の生活 13～  14

女性のために一人生の二途 日日の生活 14～  16

女性のために一わたしの生活から 日日の生活 16～  18

女性のために一「婦人公論」四百号の感想 日日の生活 18～  19

女性のために一道理の感覚 日日の生活 19～  21

女性のために一ひろい心 日日の生活 21～ 23

女性のために一新 生 日日の生活 23～ 24

女性のために一国旗と国家 日日の生活 25～ 26

女性のために一信 頼 日日の生活 26～ 28

愛 国 心 日日の生活 28～ 32

愛 国 心―自分と他人 日日の生活 30～ 32

愛 国 心―お説教 日日の生活 32～ 33

愛 国 心一日曜日 日日の生活 34～ 35

愛 国 心―女性の解放 日日の生活 35～ 37

45



表 題 書    名 頁 初出年

序言 桑木厳翼 共訳 哲学序説 1～ 26

凡ての形而上的認識の特質に関する緒言 哲学序説

形而上学の起源について 哲学序説 27～ 29

形而上的と称し得る唯一の認識方法について 哲学序説 29～ 38

判断を一般に分析的と綜合的とに分かつことに関する注意 哲学序説 39～ 41

一般的問題一一般に形而上学は可能なるか 哲学序説 41～ 53

一般的問題―如何して純粋理性による認識は可能なるか 哲学序説 53～ 65

先験的主要問題 第一篇 如何にして純粋数学は可能なるか 哲学序説 67～ 101

先験的主要問題 第二篇 如何にして純粋自然科学は可能なるか 哲学序説 103～168

純粋自然科学に対する附録 哲学序説 168～ 177

先験的主要問題 第二篇 如何にして形而上学一般は可能なるか 哲学序説 179～ 194

一 心理学的理念 哲学序説 194～ 204

宇宙論的理念 哲学序説 204～ 226

三 神学的理念 哲学序説 227～228

先験的理念に対する一般的注意 哲学序説 229～232

結語 純粋理性の限界決定に就いて 哲学序説 233～267

一般的問題の解答一如何にして学としての形而上学は可能なるか 哲学序説 268～284

附録 学としての形而上学を実現するために為し得る事に関して 哲学序説 285～287

「批判」を攻究せずに之に下した批判の見本 哲学序説 287～304

「批判」を判定する前に之を研究することの建議 哲学序説 304～314

附  註 哲学序説 316～337

訳者附録 哲学序説

「純粋理性批判」に対するゲッチンゲン学派の批判 哲学序説 340～354

「序説」の出版後ガルヴェのカントに送れる手紙 。同返書 哲学序説 354～386

イムマヌエル 0カ ント略年譜 哲学序説 387～404

読書のことなど 読書のすすめ 82～ 84 1950

友情 。同情・愛 (新愛知) 道理への意志 1～ 13 1940

学問と人生 (改造) 道理への意志 15～  35 1940

東洋的学問と西洋的学問 (理想) 道理への意志 37～ 47 1939

社会生活の反省 (日本評論) 道理への意志 49～ 66 1940

生形成と個人性 (文芸春秋) 道理への意志 67～ 94 1939

現代学生論 (読売新聞) 道理への意志 95～ 102 1940

新学年に際して学生諸君に与ふ 道理への意志 103～ 113

自覚と自負 (日本評論) 道理への意志 115～ 136 1937

大学の理念 (中央公論) 道理への意志 131～ 163 1940

幸福について一若き女性に与ふ (婦人公論) 道理への意志 165～ 185 1940

人生の道 (公論) 道理への意志 187～ 199 1940

人間の苦悩と創造 道理への意志 201～243

ハイデルベルクの思い出 (京都帝大新聞) 道理の感覚 1～ 12 1931

内村鑑三先生のこと (1)(京都帝大新聞) 道理の感覚 13～  23 1932

内村鑑三先生のこと (2)(内村全集附録月報) 道理の感覚 23～  30 1933

自由の問題 (旧題 人格と自由)(岩波哲学講座) 道理の感覚 31～ 98 1932

国難の克服 (青年) 道理の感覚 99～ 106 1933

貧乏論 (1)高田教授の「貧乏の話」を読む 道理の感覚 107～ 120

貧乏論 (2)貧乏に関する高田教授の解明を読む (京都帝大新聞) 道理の感覚 120～ 129 1934

貧乏論追記 (京都帝大新聞) 道理の感覚 130～ 133 1935

人生私見 (旧題 実在と人世)(経済往来) 道理の感覚 134～ 150 1935

京大文学部三十周年感想―明治から大正へ (京大文学部30周年史) 道理の感覚 151～ 154 1936

(44)



表 題 書    名 頁 初出年

新年 (第一新聞。若き女性のために) 随 想 録 165 1947

新春の感想 (第一新聞。若き女性のために) 随 想 録 166～ 168 1948

自然と人生 (地  上。若き女性のために) 随 想 録 169～ 173

満   点 (地  上。若き女性のために) 随 想 録 174～ 177 1947

春が来た (中央公論。私の人生観) 随 想 録 178～ 189 1940

「泣轟小僧」を観る (夕刊大阪新聞。学生に与ふる書) 随 想 録 190～ 194 1938

夏日随想―夏の幸福 (帝国大学新聞・道理の感覚) 随 想 録 195～ 199 1936

夏日随想―私の鎗夏生活 (京都日日新聞。道理の感覚) 随 想 録 199～200 1936

夏日随想一野球見物 (京都帝大新聞。道理の感覚) 随 想 録 200～ 203 1936

スポーツと人生 (帝国大学新聞・学生に与ふる書) 随 想 録 204～209 1938

人生の諸相 (1)(夕刊大阪新聞・道理の感覚) 随 想 録 210～215 1938

人生の諸相 (2)(夕刊大阪新聞・道理の感覚) 随 想 録 216～ 218 1937

友達のように (夕刊大阪新聞。私の人生観) 随 想 録 219～ 220 1937

親切心 (大阪新聞・信念と実践) 随 想 録 221´ヽ́222 1941

感心 したことしないこと (自警。若き女性のために) 随 想 録 223～226 1948

車中の時間 (大阪新聞・信念と実践) 随 想 録 227～229 1941

旅行雑和 (現代 。私の人生観) 随 想 録 230～234 1940

晏子の御者 (夕刊大阪。私の人生観) 随 想 録 235～237 1940

倭人 (倫理学月報。私の人生観) 随 想 録 238～ 241 1940

京の夏 (京都帝大新聞・学生に与ふる書) 随 想 録 242～244 1937

夏に親じむ (大阪新聞・信念と実践) 随 想 録 245～246 1941

平凡な教訓 (夕 刊大阪 。私の人生観) 随 想 録 247～249 1937

手のない話 (第一新聞。若き女性のために) 随 想 録 250～ 251 1947

教養ということ (主婦の友。若き女性のために) 随 想 録 252～255 1949

言説と実践 (大阪新聞・信念と実践) 随 想 録 257～258 1941

性格の鍛練 (大阪新聞・信念と実践) 随 想 録 259～ 260 1941

平常の心 (夕刊大阪。私の人生観) 随 想 録 261～ 262 1937

小学教育の重要性 (夕刊大阪。私の人生観) 随 想 録 263～ 264 1937

岩波「国語」を読みて (岩波国語特報。学生に与ふる書) 随 想 録 265～ 270 1938

職域と教育 (大阪新聞・信念と実践) 随 想 録 271～ 273 1941

女性の敬重 (婦人生活・若き女性のために) 随 想 録 274～276 1948

迷う心 (国鉄情報・生きゆく道) 随 想 録 277～ 285 1946

生は悩み (文芸春秋・生きゆく道) 随 想 録 286～300 1946

ひとの運命 (朝 日新聞。若き女性のために) 随 想 録 301～303 1946

歴史を信ぜよ (青年週報。若き女性のために) 随 想 録 304～ 307 1947

世界をわが家に (若 き女性のために) 随 想 録 308～ 309

世界の新生 (新生。生きゆく道) 随 想 録 310～317 1948

新生二年目への叡智 (と くに復員せる諸兄姉に与う。社会 生きゆく道) 随 想 録 318～328 1948

新年の言葉 (1)(若 き女性のために) 随 想 録 329～334 1949

新年の言葉 (2)(若 き女性のために) 随 想 録 335～ 339 1941

生きゆく道 (新潮・生きゆく道) 随 想 録 340～ 355 1947

私の考え方 全体的に考える (芙蓉。私の人生観) 随 想 録 356～ 357 1942

私の考え方 勤労への積極性 (芙蓉。私の人生観) 随 想 録 357～358 1941

幸福の一断面 (PHP。 生きゆく道) 随 想 録 359～ 364 1949

序  文 大学生活 1～  4 1949

日常について 大学生活 9～ 29

内村鑑三先生のこと 追想集 内村鑑三 45～ 54

先生の追憶 追想集 内村鑑三 55～ 62
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表 題 書    名 頁 初出年

私の人生観 (科学園) 人 生 論 136～ 141 1947

哲学と人生 (夕刊大阪新聞) 人 生 論 143～ 152 1937

カント哲学の精神―序   言   (世 界精神史講座) 人 生 論 153～ 158 1940

カント哲学の精神一カント精神の成熟 ( ) 人 生 論 158～ 180 1940

カント哲学の精神―理論的精神   ( ) 人 生 論 181～ 185 1940

カント哲学の精神―実践的精神   ( ) 人 生 論 186～ 206 1940

西田哲学と歴史の問題 (夕刊大阪新聞) 人 生 論 207～227 1938

生形成と個人性 (文芸春秋) 人 生 論 229～250 1939

自由の問題 (岩波哲学講座) 人 生 論 251～313 1932

ヒューマニズムについて (近代選書) 人 生 論 314～340 1936

道理について (思想)(三輪 。岩垂・鵜飼三先生記念会講演) 人 生 論 341～363

野球と私 (文芸春秋) スポーツに学ぶ 9～ 24 1948

私の歩んだ道 (蛍雪時代) スポーツに学ぶ 25～ 36 1950

私の中学時代 (中学時代) スポーツに学ぶ 37～ 42 1950

スポーツに学ぶ (朝 日スポーッ) スポーツに学ぶ 43～ 46 1951

野球の流行 (ラ ジオ放送「真実を求めて」) スポーツに学ぶ 47～ 51 1948

スポーツと人生 (帝国大学新聞) スポーツに学ぶ 51～ 57 1938

教育問題  (光) スポーツに学ぶ 59～ 63 1947

人生の諸相 (夕刊大阪新聞) スポーツに学ぶ 65～ 71 1936

夏日随想 夏の幸福 (帝国大学新聞) スポーツに学ぶ 73～ 77 1936

夏日随想 私の鎗夏生活 (京都日日新聞) スポーツに学ぶ 77～ 78 1936

夏日随想 野球見物 (京都帝大新聞) スポーツに学ぶ 78～ 82 1936

学生野球に望む (ラ ジオ放送) スポーツに学ぶ 83～ 86 1949

スポーツを語る (報知新聞) スポーツに学ぶ 87～ 89 1950

少年野球について (少年野球協会全国総会 (少年野球協会第1回全国総会祝辞)) スポーツに学ぶ 91～ 93 1951

新制大学入学の諸君へ (中部日本新聞) スポーツに学ぶ 95～ 99 1949

時代の苦悶と奨学生 スポーツに学ぶ 101～105 1950

学生 。学友会・学生課「京大学生親睦の夕」講演 x,tt- Yla+$ 107～ 122

幸福と幸運 (夕刊大阪。信念と実践) 随 想 録 15～  19 1941

幸福の意味―快楽と苦痛 (新女苑 若き女性のために) 随 想 録 20～ 21 1948

幸福の意味―快楽と幸福 (  〃 ) 随 想 録 21～ 22 1948

幸福の意味―完全な幸福とは   ( ) 随 想 録 23 1948

幸福の意味―豚の幸福とソクラテスの不幸 (″ ) 随 想 録 23～ 25 1948

幸福の意味―徳に即しての活動 ( ) 随 想 録 25～ 26 1948

幸福の意味一正直者が損をしない社会  ( ) 随 想 録 26～ 27 1948

幸福の意味―幸福の女神の話 (″ ) 随 想 録 27～ 29 1948

幸福の意味―幸福の秘密 (″ ) 随 想 録 29～ 30 1948

運命と幸福 (青年。若き女性のために) 随 想 録 31～ 46 1948

生活のうるおい (生活文化。若き女性のために) 随 想 録 47～ 57 1964

貧乏論 (1)高田教授の「貧乏の話」を読む (京都帝大新聞・道理の感覚) 随 想 録 58～ 70 1934

貧乏論 (2)高 田教授の解明を読む (京都帝大新聞・道理の感覚) 随 想 録 71～ 79 1934

貧乏論追記 (京都帝大新聞・道理の感覚) 随 想 録 80～ 83 1935

自覚と自負 (日本評論。道理への意志) 随 想 録 84～ 101 1937

自覚と反省 (婦人公論・信念と実践) 随 想 録 102～ 121 1942

伝統と独立 (大阪新聞・教育試論) 随 想 録 122～ 126 1948

伝統と創造 (一高記念祭講演。私の人生観) 随 想 録 127～ 147 1941

東洋的学問と西洋的学問 (理想。道理への意志) 随 想 録 148～ 156 1939

自由について (思索・生きゆく道) 随 想 録 157～ 163 1948

(42)
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表 題 書    名 頁 初出年

一高の思出 信念と実践 322～ 342

この生涯を見よ (毎 日新聞) 信念と実践 343～ 350 1943

短文十二章―歴史の激流に立つ (大阪新聞その他 (1941～ 1943に かけて)) 信念と実践 351～ 354 1941

短文十二章―落第の悩み一 信念と実践 354～ 357

短文十二章―言葉と実践― 信念と実践

短文十二章―国政参与の自覚― 信念と実践 360～362

短文十二章―親切心― 信念と実践 362～364

短文十二章一国力の源泉― 信念と実践 365～367

短文十二章一職域と教育― 信念と実践

短文十二章一性格の鍛練― 信念と実践 370～372

短文十二章一夏に親 じむ― 信念と実践 372～374

短文十二章―わがふるさと一 信念と実践

短文十二章―車中の時間― 信念と実践 377～379

短文十二章―岩波書店回顧二十年感謝晩餐会における挨拶― ″ 信念と実践 380～382

教育試論 (学生と学園) 信念と実践 383～404 1939

教育問題私見 (理想) 信念と実践 405～ 426 1942

社会と人倫 善とは何か (第二巻補遺) 新倫理講座Ⅳ 91～ 107

道徳とは何か―正 しく働いて正しく生きる 新倫理講座Ⅱ 174～ 179

新憲法と倫理―表紙右肩に天野貞祐先生講演とあり 新憲法と倫理 1～ 32

新憲法と倫理― ―天野先生をかこむ座談会筆記 新憲法と倫理

人 生 の道 人 生 読 本 3～ 12

哲学と人生 人 生 読 本

人格と自由 人 生 読 本 23～ 28

迷 う 心 人 生 読 本 29～ 37

友情 。同情・愛 人 生 読 本 38～ 47

読書と思考について 人 生 読 本

自覚と反省 人 生 読 本 60～ 79

伝統と独立 人 生 読 本

幸福と幸運 人 生 読 本 86～ 90

正 しく働いて正しく生きる 人 生 読 本

奉公の誠について 人 生 読 本 101～ 116

今の世を生きぬく力 人 生 読 本 117～ 123

私の考え方 人 生 読 本 124～ 126

学生諸君に想う 人 生 読 本

新しい社会人のために 人 生 読 本 134～ 148

新日本の在り方 人 生 読 本 149～ 164 1952

人生の道公論 人 生 論 13～  22 1940

人間の苦悩と創造 (改造) 人 生 論 23～ 55 1939

人生と創造―立身出世から事柄自体へ (婦人の友)(自 由学園講演) 人 生 論 56～ 58 1940

人生と創造一人間性の畏敬 人 生 論 58～ 61 1940

人生と創造―死して生 くること 人 生 論 61～ 66 1940

人生と創造―創造ということ 人 生 論 66～ 70 1940

人生と創造―自由ということ 人 生 論 70～ 73 1940

人生と創造―道理の感覚 人 生 論 74～ 75 1940

人生と創造一人生の意味 人 生 論 75～ 77 1940

創造的人生観 大朝京都版 (大朝京都支局学術講演会講演) 人 生 論 78～ 102 1938

科学と世界 。人生観 (学生と科学) 人 生 論 103～ 119 1939

人生私見 (経済往来) 人 生 論 120～ 135 1935

41

357～ 3591

367～3691

374～3761

33～ 651
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表 題 書    名 頁 初出年

青年の理想―友情と青春 心の対話君の情熱と僕の真実 87～ 90

青年の理想―「心」の心 心の対話君の情熱と僕の真実 91～ 96

青年の理想―青年の理想 心の対話君の情熱と僕の真実 97～ 101

日本を愛する一天皇の権威 心の対話君の情熱と僕の真実 105～ 109

日本を愛する一日本という国 心の対話君の情熱と僕の真実 109～ 114

日本を愛する一政治家の資質 心の対話君の情熱と僕の真実 114～ 120

日本を愛する一憲法談議 心の対話君の情熱と僕の真実 120～ 122

日本を愛する一民主主義の精神 心の対話君の情熱と僕の真実 122～ 125

日本を愛する一平和について 心の対話君の情熱と僕の真実 125～ 127

日本を愛する一税金を考える 心の対話君の情熱と僕の真実 128～130

わが読書―演義三国志と内村鑑三 心の対話君の情熱と僕の真実 133～137

わが読書一 トルストイとメーテルリンク 心の対話君の情熱と僕の真実 137～ 141

わが読書―多読と寡読 心の対話君の情熱と僕の真実 141～ 145

わが読書―論語の人間味 心の対話君の情熱と僕の真実 145～ 149

忘れ得ぬ人々一わが師友 心の対話君の情熱と僕の真実 153～ 158

忘れ得ぬ人々―志賀直哉 心の対話君の情熱と僕の真実 158～ 161

忘れ得ぬ人々―安倍能成 心の対話君の情熱と僕の真実 161～ 164

忘れ得ぬ人々―岩波茂雄 心の対話君の情熱と僕の真実 164～ 166

人生雑感一絵画と人生 心の対話君の情熱と僕の真実 169～ 175

人生雑感一学べば禄あり 心の対話君の情熱と僕の真実 175～ 178

人生雑感―漢字と国語 心の対話君の情熱と僕の真実 178～ 181

人生雑感―食い物と酒 心の対話君の情熱と僕の真実 182～ 185

人生雑感―作家の良心 心の対話君の情熱と僕の真実 186～ 187

自分と他人 今日のしつけ 144～ 145

わたしの生活から 今日のしつけ 145～ 147

奉公の誠について (婦人公論) 信念と実践 1～ 21 1943

自覚と反省 (婦人公論) 信念と実践 22～ 46 1942

新体制の精神について (華北電々論叢) 信念と実践 47～ 68 1940

人生と勤労 (川崎重工業株式会社講演・川崎重工業バンフレット) 信念と実践 69～100 1941

公に奉ずる心 (同志社大学予科講演。同志社予科バンフレット) 信念と実践 101～ 147 1941

日本はなぜ強いか (大阪八尾高等女学校講演・八尾高女会誌) 信念と実践 148～ 163 1942

科学と世界 。人生観一学生と科学 信念と実践 164～ 185 1939

甲南訓話―報国隊結成式式辞 (甲南) 信念と実践 187～ 195 1941

甲南訓話一朝礼訓話 (甲南) 信念と実践 195～197 1941

甲南訓話―始業式の言葉 信念と実践 200～209 1942

甲南訓話一入学式式辞 信念と実践 209～219 1942

甲南訓話―平生先生喜寿祝賀式式辞 信念と実践 219～229 1942

甲南訓話一新年の言葉―拝賀式式辞 信念と実践 229～234 1943

甲南訓話―新年の言葉一始業式訓話 信念と実践 234～239 1943

甲南訓話―入学式訓辞 信念と実践 239～ 251 1943

道は近きに在り (婦人公論) 信念と実践 253～258 1941

哲学精神の実践 (週刊朝日) 信念と実践 259～264 1941

斎藤君の話 (財政) 信念と実践 265～ 270 1941

幸福と幸運 (夕刊大阪新聞) 信念と実践 271～ 276 1941

女性に与う (毎 日新聞) 信念と実践 277～ 281 1942

西田先生夏日清談 (文芸) 信念と実践 282～294 1942

岩元先生の追憶 (高会誌) 信念と実践 295～301 1941

九鬼君のこと (思想) 信念と実践 302～321 1941
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表 題 書    名 頁 初出年

新家庭の道―ある日の対談―恋愛と親子の立場 今日に生きる女性の道 128～ 129

新家庭の道―ある日の対談―若い家庭に二つの希い 今日に生きる女性の道 129～ 130

私の人生観 今日に生きる女性の道 131～ 136

神と人に仕える道 今日に生きる女性の道 137～ 142

私の教育方針 今日に生きる女性の道 143～ 156

時間的存在―今日の意味 今日に生きる倫理 1～  6

今日の問題 今日に生きる倫理 6～ 12

環境と自由性―自由の主体 今日に生きる倫理 13～  20

個体と全体 今日に生きる倫理 20～ 30

作くられて作くる存在 今日に生きる倫理 30～ 35

徳 今日に生きる倫理 35～ 46

理知的徳 今日に生きる倫理 46～ 55

人間智としての思慮 今日に生きる倫理 55～ 63

徳目と実践 今日に生きる倫理 63～ 71

道徳の変易性と不易性 今日に生きる倫理 71～ 82

道徳的基準としての勅語 今日に生きる倫理 82～ 89

叡智的空間 今日に生きる倫理 89～ 93

国家と個人 今日に生きる倫理 94～ 111

世界国家の理念一個性と普遍性 今日に生きる倫理 111´ヽ́121

平和日本の在り方 今日に生きる倫理 121～ 164

結語 歴史的現実の反省と自覚 今日に生きる倫理 164～ 177

付録 ものの考え方について一はじめに 今日に生きる倫理 179～ 181

ものの考え方について一古来の代表的な人間像 今日に生きる倫理 181～ 186

ものの考え方について一洞穴のイドーラ 今日に生きる倫理 186～ 193

ものの考え方について一権威盲従のイドーラ 今日に生きる倫理 193～ 194

ものの考え方について一市場のイドーラ 今日に生きる倫理 195～ 198

ものの考え方について一知力のイドーラ 今日に生きる倫理 198～201

ものの考え方について一道徳の本質は変わらない 今日に生きる倫理 201～ 208

ものの考え方について一道徳とは社会生活のルールである 今日に生きる倫理 208^ψ 212

ものの考え方について一道徳性を養う三つの要素 今日に生きる倫理 212～ 216

ものの考え方について一個人と国家 今日に生きる倫理 216～ 220

ものの考え方について一愛国心について 今日に生きる倫理 220～ 226

ものの考え方について一天皇は国家の象徴であるということについて 今日に生きる倫理 226～ 229

ものの考え方について一個性的な文化の創造は世界性につながる 今日に生きる倫理 230～ 235

ものの考え方について一教育界を道理が支配するように 今日に生きる倫理 235～ 238

学生問題と教育―新制大学は程度が低い 東京中野ほととぎすに於ける対談をもとに 心の対話君の情熱と僕の真実 19～  23

学生問題と教育―デモ参加者は諭旨退学 心の対話君の情熱と僕の真実 23～ 26

学生問題と教育―講堂占拠の道徳感覚 心の対話君の情熱と僕の真実 26～ 31

学生問題と教育一大学院大学設置と学長の任命 心の対話君の情熱と僕の真実 32～ 36

学生問題と教育―教育の場での "団交" 心の対話君の情熱と僕の真実 36～ 40

学生問題と教育一 "価値"は変わらない 心の対話君の情熱と僕の真実 41～ 46

学生問題と教育一三島海雲と竹中藤右衛門 心の対話君の情熱と僕の真実 47～ 49

新しき村五十年一個人の完成を目指す 心の対話君の情熱と僕の真実 53～ 57

新しき村五十年一 "新 しき村"の発展 心の対話君の情熱と僕の真実 57～ 63

新しき村五十年一人間が人間らしく生きる 心の対話君の情熱と僕の真実 63～ 69

青年の理想一日本人の宗教心 心の対話君の情熱と僕の真実 73～ 77

青年の理想―天国と人間 心の対話君の情熱と僕の真実 77～ 80

青年の理想―自殺について 心の対話君の情熱と僕の真実 81～ 86
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表 題 書    名 頁 初出年

勉強の秘訣一受験生に与う一学びつつ考えること 高校生のために 66～ 67

勉強の秘訣―受験生に与う一受験はスポーツである 高校生のために 67～ 69

勉強の秘訣一受験生に与う一人間としての優等生 高校生のために 70～ 71

勉強の秘訣―受験生に与う一恵まれている諸君の資格 高校生のために 71～ 72

勉強の秘訣一受験生に与う―アルバイトの倫理 高校生のために 72～ 73

勉強の秘訣一受験生に与う一毎日の感謝を 高校生のために 73～ 74

勉強の秘訣一受験生に与 う一試験は人間修養の一過程 高校生のために 74～ 76

勉強の秘訣―受験生に与う一わたしの読書生活 高校生のために 77～ 80

勉強の秘訣―受験生に与う一読書と生活 高校生のために 81～ 94

勉強の秘訣一受験生に与う一思い出は読書に 高校生のために 95～ 98

よき人間形成のために一修学旅行に学ぶ 高校生のために 99～ 106

よき人間形成のために一勤労の尊重について 高校生のために 107～ 109

よき人間形成のために一知者と愛知者 高校生のために 110～ 112

よき人間形成のために一人間の尊重 高校生のために 113～ 126

よき人間形成のために一人間形成のために 高校生のために 127～ 131

よき人間形成のために一人間生活の大道 高校生のために 132～ 139

よき人間形成のために一歴史の進歩と青年の使命 高校生のために 140～ 145

よき人間形成のために一個人・国家 。世界 高校生のために 146～ 150

よき人間形成のために―旧道徳と新道徳 高校生のために 151～ 171

よき人間形成のために一学園を巣立つ人たちヘ 高校生のために 172～ 174

大学人の反省 京都帝国大学新聞部篇 決戦下学生に与う 6～ 12

明日の日本 ここに希望あり 7～  23

今日に生きる女性の道 今日に生きる女性の道 5～  9 1979

今日に生きる女性の道 10～  12

若き女性に寄せて一運 命 今日に生きる女性の道 12～  15

若き女性に寄せて一女性の解放 今日に生きる女性の道 15～  16

若き女性に寄せて一男女の真の平等―高校生に答えて 今日に生きる女性の道 17～  19

若き女性に寄せて一男女の友情 今日に生きる女性の道 20～ 21

若き女性に寄せて一仕事の義務 今日に生きる女性の道 21～ 24

若き女性に寄せて一批判について 今日に生きる女性の道 24～ 26

若き女性に寄せて一愛について 今日に生きる女性の道 26～ 29

若き女性に寄せて―女性のために 今日に生きる女性の道 30～ 35

勤めを持つ若き人達ヘ 今日に生きる女性の道 36～ 41

幸福について 今日に生きる女性の道 42～ 58

美しさについて一新年の言葉 今日に生きる女性の道 59～ 64

自由について 今日に生きる女性の道 65～ 72

読書について 今日に生きる女性の道 73～ 81

新年と読書 今日に生きる女性の道 82～ 83

中道を求めて 今日に生きる女性の道 84～ 93

親 切 心 今日に生きる女性の道 94～ 96

平凡な教訓 今日に生きる女性の道 97～ 99

二人の女性 今日に生きる女性の道 100～ 102

主張への勇気 今日に生きる女性の道 103～ 105

生活への勇気 今日に生きる女性の道 106～ 117

新家庭の道―ある日の対談―夫婦お互いが尊敬しあう 今日に生きる女性の道 118～ 121

新家庭の道一ある日の対談―とくに女性に教養を 今日に生きる女性の道 121～ 124

新家庭の道―ある日の対談一健康な過程をつくる 今日に生きる女性の道 125～ 126

新家庭の道一ある日の対談―天分を伸ばし職業に生きる 今日に生きる女性の道 126～ 127

(38)
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表 題 書    名 頁 初出年

前期大学論 (大学新聞・教育試論) 教 育 論 76～ 81 1948

学芸大学の構想 (第一新聞・教育試論) 教 育 論 82～ 85 1947

大学院の問題 (時事新報・教育試論) 教 育 論 86～ 91 1948

高等学校論 (中央公論・教育試論) 教 育 論 92～ 107 1948

高等学校の運命 (読売新聞・教育試論) 教 育 論 108～ 112 1960

六・三・三制私見 (第一新聞・教育試論) 教 育 論 113～ 115 1947

教育刷新の問題 (朝 日評論・教育試論) 教 育 論 116～ 141 1947

教育刷新の基盤 (朝 日新聞・教育試論) 教 育 論 142～ 147 1947

教育の理想 (毎 日新聞・教育試論) 教 育 論 148～ 151 1947

徳育について (教育。道理の感覚) 教 育 論 152～ 175 1937

知育の徳育性 (学生評論。道理の感覚) 教 育 論 176～ 184 1936

固体と物体 (信濃教育。信濃教育会総集会講演) 教 育 論 185～215 1960

社会生活の反省 (道理の意志) 教 育 論 216～229

教育と社会 (若 き女性のために) 教 育 論 230～242

これからの家庭教育 (若 き女性のために) 教 育 論 243～ 255

教育問答 (光 。若き女性のために) 教 育 論 256～ 259 1947

国難の克服 (青年。道理の感覚) 教 育 論 260～ 266 1933

道はちかきに在り (公論。信念と実践) 教 育 論 267^ψ 270 1941

奉公の誠について (婦人公論・信念と実践) 教 育 論 271～ 286 1943

勤労のよろこびについて (文芸春秋・ラジオ講演 (1940.8.7)私の人生観) 教 育 論 187～315 1940

人間は平等なり (生 きゆく道) 教 育 論 316～328

道義頼廃の所在 (生 きゆく道) 教 育 論 329～333

言論への勇気 (中部日本新聞・教育試論) 教 育 論 334～336 1947

国家建設の生命力 (生 きゆく道) 教 育 論 337～340

平和に生くる道 (生 きゆく道) 教 育 論 341～343

美しい人生のために 高校生のために 7～  9

美しい人生のために一愛について一愛の多様な発露 高校生のために 10´ ′ヽ 14

美しい人生のために一愛について一祖国愛 高校生のために 14～  16

美しい人生のために一愛について一友 情 高校生のために 16～  19

美しい人生のために一愛について一恋 愛 高校生のために 20

美しい人生のために一友情について 高校生のために 21～ 31

美しい人生のために一郷土愛について 高校生のために 32～ 33

美しい人生のために一反省について 高校生のために 34～ 35

美しい人生のために一無限の可能性について一京都駅ですっばかしを食う 高校生のために 36～ 38

美しい人生のために―無限の可能性について一―鎌倉の「さんもん書生」たち 高校生のために 38～ 40

美しい人生のために一無限の可能性について一学者の才能は勤勉努力のみ 高校生のために 40～ 41

美しい人生のために一無限の可能性について一専門をもつ難しさと楽しさ 高校生のために 41～ 43

美しい人生のために一無限の可能性について一無声の声を聞き無形の形を見る 高校生のために 43～ 44

美しい人生のために一無限の可能性について一哲学とは「途上にあること」 高校生のために 44～ 46

美しい人生のために一無限の可能性について一四つの偶像にかえりみ謙虚なこころ 高校生のために 46～ 47

美しい人生のために一文化の特質について 高校生のために 48～ 51

美しい人生のために一恩師を語る一岩元先生と「幸福論」 高校生のために 52～ 54

美しい人生のために―恩師を語る一いまも毎日讀むカント 高校生のために 54～ 56

勉強の秘訣 高校生のために 57～ 60

勉強の秘訣―受験生に与う一受験生第一歩の目標は 高校生のために 61～ 62

勉強の秘訣―受験生に与う一第一目標へ二回試みよ 高校生のために 62～ 63

勉強の秘訣―受験生に与う一「沈潜反復」すること 高校生のために 63～ 65

勉強の秘訣―受験生に与う一何よりも良き習慣を 高校生のために 65～ 66

37



表 題 書 名 頁 初出年

教育問題私見 教 育 論 29～ 45

大学の理念 教 育 論 46～ 70

フンボルトの大学論 教 育 論 71～ 72

フンボルトの大学論―
～
レリンにおける最高学府の内的及び外的組織について 教 育 論 73～ 81

前期大学論 教 育 論 82～ 87

学芸大学の構想 教 育 論 88～ 91

大学院の問題 教 育 論 92～ 97

高等学校論 教 育 論 98～ 113

高等学校の運命 教 育 論 114～ 118

六・三・三 制私見 教 育 論 119～ 121

教育刷新の問題 教 育 論 122～147

教育刷新の基盤 教 育 論 148～ 153

教育の理想 教 育 論 154～ 157

徳育について 教 育 論 158～ 181

知育の徳育性 教 育 論 182～ 190

固体と全体―信濃教育会総集会講演 教 育 論 191´ ′ヽ221

社会生活の反省 教 育 論 222～235

教育と社会 教 育 論 236～248

これからの家庭教育 教 育 論 249～ 261

教 育 問 答 教 育 論 262～265

国難の克服 教 育 論 266～272

道はちかきに在り 教 育 論 273～276

奉公の誠について 教 育 論 277～292

勤労のよろこびについて一ラジオ講演 1940.8.7 教 育 論 293～322 1940

人間は平等なり 教 育 論 322～334

道義額廃の所在 教 育 論 335～339

言論への勇気 教 育 論 340～342

国家建設の生命力 教 育 論 343～346

平和に生くる道 教 育 論 347～349

立 志 まで 教育五十年 3～ 10

一 高 時 代 教育五十年 10～  14

一 高 時 代 (続) 教育五十年 15～  29

修 業 時 代 一高より京大へ 教育五十年 29～ 43

七高教授時代 教育五十年 43～ 57

学習院教授時代 教育五十年 57～ 72

京大教授時代 教育五十年 73～ 88

甲南高校長時代 教育五十年 88～103

一高校長時代 教育五十年 103～ 117

一高から文部省ヘ 教育五十年 117～ 132

文部行政ニケ年 教育五十年 132～ 146

自由学園と私 教育五十年 147～ 161

獨協学園の復興 教育五十年 162～ 176

附録 人 間 論 教育五十年 179～ 247

教 育 試 論  (学生と学園・信念と実践) 教 育 論 7～ 22 1939

教育問題私見 (理想。信念と実践) 教 育 論 23～ 39 1942

大学の理念  (中央公論・道理への意志) 教 育 論 40～ 64 1940

フンボルトの大学論 (図書 0私の人生観) 教 育 論 65～ 66 1941

ベルリンにおける最高学府の内的及び外的組織について 教 育 論 67～ 75

(36)



表 題 書    名 頁 初出年

村野常右衛門氏のことなど 回想 天野貞祐 94～ 96 1941

三樹一平氏の追憶 回想 天野貞祐 96～ 99 1925

読書の思い出 回想 天野貞祐 99～ 102 1939

一高の思い出 回想 天野貞祐 102～ 110 1944

岩元先生の追憶 回想 天野貞祐 110´-113 1941

立沢君の追憶 回想 天野貞祐 113～ 116 1936

内村鑑三先生のこと (1) 回想 天野貞祐 116′ヽ́121 1932

内村鑑三先生のこと (2) 回想 天野貞祐 121´ ′ヽ125 1933

岩下壮一君の追憶 回想 天野貞祐 125～ 127 1940

人 物 雑 話 回想 天野貞祐 127～ 130 1938

九鬼・岩下両君のことなど 回想 天野貞祐 130～ 139 1948

教育者十話―立  志 回想 天野貞祐 139～ 141

教育者十話一生い立ち 回想 天野貞祐 141～ 143

教育者十話―中学・高校―修業時代 (1) 回想 天野貞祐 143～ 144

教育者十話―一高   一修業時代 (2) 回想 天野貞祐 145～ 146

教育者十話―一高・京大一修業時代 (3) 回想 天野貞祐 146^‐ 148

教育者十話一大学生活 一修業時代 (4) 回想 天野貞祐 148～ 150

教育者十話―七高 。学習院―教育の実践 (1) 回想 天野貞祐 150～ 152

教育者十話―京大    ―教育の実践 (2) 回想 天野貞祐 152～ 153

教育者十話―一高 。文部省一教育の実践 (3) 回想 天野貞祐 154～ 155

教育者十話―自由学園・獨協学園   (4) 回想 天野貞祐 155′ヤ157

学生諸君に与ふ 学生に与ふる書 1～ 20

学生・学友会・学生課 学生に与ふる書 21～ 36

就職に対する心構ヘ 学生に与ふる書 37～ 39

「月曜講義」の創設に際して 学生に与ふる書 40

日本文化講義の新計画について 学生に与ふる書 40～ 41

月曜講義開講の挨拶 学生に与ふる書 41～ 44

濱田総長の追憶 学生に与ふる書 45～49

濱田耕作先生のこと 学生に与ふる書 50～ 61

西田哲学と歴史の問題 学生に与ふる書 62～ 82

哲学と人生 学生に与ふる書 83～ 92

学生と音楽 学生に与ふる書 93～ 97

読 書 論 学生に与ふる書 98～ 115

読書と思考について 学生に与ふる書 116～ 127

読書の思出 学生に与ふる書 128～ 133

ハイデルベルク学派の人々 学生に与ふる書 134～ 142

岩波「国語」を読みて 学生に与ふる書 143～ 148

本多謙三君の追憶 学生に与ふる書 149～ 152

牛山茂樹君の追憶 学生に与ふる書 153～ 156

不幸な天才者 学生に与ふる書 157～ 161

スポーッと人生 学生に与ふる書 162～ 167

京 の 夏 学生に与ふる書 168～ 170

日本的なるもの 学生に与ふる書 171´ ′ヽ175

人 物 雑 話 学生に与ふる書 176～ 181

「泣虫小僧」を鑑る 学生に与ふる書 182～ 186

友 情 論 学生に与ふる書 187～204

創造的人生観 学生に与ふる書 205～ 230

教 育 試 論 教 育 論 13～ 28

(35)



表 題 書    名 頁 初出年

人倫の形而上学序論―幸福と苦悩 カント哲学の精神 186～ 191

人倫の形而上学序論―結 語 カント哲学の精神 191～ 199

人間カント 人 間 カント哲学の精神 200～212

人間カント 年 譜 カント哲学の精神 212～237

人間カント 肖像画 カント哲学の精神 238～244

善とは何か カント哲学の精神 245～269

序説 形而上学の再生 カント純粋理性批判 1～  7

序説 純粋理性批判の出る迄 カント純粋理性批判 7～ 27

序説 先験的主要問題 カント純粋理性批判 27～ 34

先験的感性論 空間時間論 カント純粋理性批判 35～ 43

先験的分析論 範疇論 範疇の形而上的演繹 カント純粋理性批判 45～ 51

先験的分析論 範疇論 範疇の先験的演繹 カント純粋理性批判 51～ 65

先験的分析論 図式論 カント純粋理性批判 65～ 71

先験的分析論 原則論 カント純粋理性批判 72^‐ 81

先験的分析論 カント純粋理性批判 81～ 91

先験的弁証論 カント純粋理性批判 93～124

先験的弁証論一心の不滅性の問題 カント純粋理性批判 124～ 128

先験的弁証論―心の不滅性の問題―実体性の誤謬推理 カント純粋理性批判 128～ 130

先験的弁証論―心の不滅性の問題―単純性の誤謬推理 カント純粋理性批判 130～ 133

先験的弁証論―心の不滅性の問題一人格性の誤謬推理 カント純粋理性批判 133～ 136

先験的弁証論―心の不滅性の問題―観念性の誤謬推理 カント純粋理性批判 136～ 142

先験的弁証論―アンティノミーの問題 カント純粋理性批判 142～ 146

先験的弁証論―アンティノミーの問題一

第 1ア ンティノミー (世界の量に関する矛盾)

カント純粋理性批判 146～ 149

先験的弁証論―アンティノミーの問題―

第 2ア ンティノミー (世界の質量に関する矛盾)

カント純粋理性批判 149～ 152

先験的弁証論一アンティノミーの問題―

第 3ア ンティノミー (世界における物の成立に関する矛盾)

カント純粋理性批判 152～ 156

先験的弁証論―アンティノミーの問題―

第 4ア ンティノミー (世界の依存性に関する矛盾)

カント純粋理性批判 156～ 174

先験的弁証論―神の存在の証明問題 カント純粋理性批判 174～184

先験的方法論―実践主張的形而上学 カント純粋理性批判 185～ 199

結語 ヘッリゲル「カント実践理性優位説」参照とあり カント純粋理性批判 201～205

イマーヌエル・ カント略年譜 カント純粋理性批判 207～218

人間カント 人 間 カ ント 275～285

人間カント 年 譜 カン ト 285～311

人間カント 肖像画 カント 311～316

「道理の感覚」 回想 天野貞祐 3～  4 1936

ヒュウマニズムについて 回想 天野貞祐 5～ 14 1986

徳育について 回想 天野貞祐 15～ 29 1937

奉公の誠について 回想 天野貞祐 30～39 1943

教 育 試 論 回想 天野貞祐 40～49 1939

西田哲学に学ぶべきもの 回想 天野貞祐 50～ 73 1948

友 情 論 回想 天野貞祐 74～84 1939

わがふるさと 回想 天野貞祐 85 1941

私の少年時代 回想 天野貞祐 86～ 89 1946

思い出の先生 回想 天野貞祐 89～ 92 1947

わが母のことなど 回想 天野貞祐 92～ 94 1941

(34)



表 題 書    名 頁 初出年

生きゆく道 生きゆく道 3～ 22

生 は悩 み 生きゆく道 23～ 42

生活への勇気 生きゆく道 43～ 56

迷 う 心 生きゆく道 57～ 67

世界の新生 生きゆく道 69～ 79

新生二年目への叡智一とくに復員せる諸兄姉に与う 生きゆく道 81～ 94

人間は平等なり 生きゆく道 95～ 110

自由について 生きゆく道 111´ヽ́120

青年学徒に懇う 生きゆく道 121～ 130

青年諸君に与う 生きゆく道 131～ 141

道義額廃の所在 生きゆく道 143～149

国家建設の生命力 生きゆく道 151～156

幸福の一段面 生きゆく道 157～ 164

私の人生観 生きゆく道 165～ 172

一高を去るに際して 生きゆく道 173～ 178

平和に生くる道 生きゆく道 179～ 183

道理の感覚― "自 由主義"一筋に 想   う 116～ 119

静かな愛国心―個人は国家の細胞 想   う 119～ 121

"内村精神"と抽象論一強いものへの反感 想   う 122～ 124

野球の哲学― "全 と個"を考える 想   う 124～ 127

カント学徒一生活態度に基準 想   う 127～ 130

"酒 と歌"― この道は晩学 想   う 130～ 132

生涯の友一無口だった九鬼君 想  う 132～ 135

さらば一高―学問と友情の花園 想   う 135～ 138

東大病―一高の併合に根源 想   う 138～ 140

吉田茂氏の思い出―入閣要請文に感銘 想   う 140～ 143

私の純粋経験―痛快 "期限なし法" 想   う 143～ 146

スクールランチー・給食"と いう "こ とば"がまずい 想   う 146～ 149

知育・徳育―知恵こそ徳の根源 想   う 149～ 151

教育者の倫理―教壇の "内 と外" 想   う 152～ 154

受験地獄をなくせ―緩和には資格試験 想   う 154～ 157

アンビションー教育のために努力 想   う 157～ 160

若い世代ヘー何よりも学問 想   う 160～ 163

生きる一まだまだ研究したいテーマが 想   う 163～ 166

カント哲学の精神―序  言 カント哲学の精神 7～ 11

カント哲学の精神一カント精神の成熟 カント哲学の精神 12～  32

カント哲学の精神―理論的精神 カント哲学の精神 32～ 36

カント哲学の精神―実践的精神 カント哲学の精神 37´ ′ヽ 55

人格と自由 カント哲学の精神 56～ 114

人倫の形而上学序論  緒  言 カント哲学の精神 115～ 117

人倫の形而上学序論―物質から生命ヘ カント哲学の精神 117～ 126

人倫の形而上学序論一生命から精神ヘ カント哲学の精神 127～ 131

人倫の形而上学序論―精神の諸相 0 企画性 カント哲学の精神 132～ 136

人倫の形而上学序論―精神の諸相 0 価値感覚 カント哲学の精神 137～ 149

人倫の形而上学序論―精神の諸相 |, 自由性 カント哲学の精神 150～ 158

人倫の形而上学序論―ヘーゲル人倫の形而上学 カント哲学の精神 158～ 170

人倫の形而上学序論一主観性の主張 カント哲学の精神 170～ 179

人倫の形而上学序論―ショウペンハウエルの苦悩の形而上学 カント哲学の精神 179～ 186
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表 題 書    名 頁 初出年

内村先生と私 医科と教養 174～ 176

平 凡 な道 医科と教養 177

随想 三夜―西独をたずねて 医科と教養 178～ 181

随想 三夜―祖  国 医科と教養 181～ 185

随想 三夜―秩  序 医科と教養 185～ 189

青年に与う 如何に生くべきか 7～24

学生と政治運動 如何に生くべきか 25～29

学園を巣立つ諸君ヘ 如何に生くべきか 30～ 34

知識人とモラル 如何に生くべきか 35～40

如何に生くべきか 41～45

生 は悩 み 如何に生 くべきか 46～48

新 春 随 想 如何に生 くべきか 49～ 51

新文化国家の構想 如何に生 くべきか 52～ 54

国民の自覚 如何に生 くべきか 55～ 56

明日の日本 如何に生 くべきか 57´ ンヽ62

わたしの生活から 如何に生 くべきか 63～69

大学を出た頃のこと 如何に生くべきか 70～ 75

若き女性に寄せる一新年の言葉 如何に生 くべきか 76～81

生活は単純に思想は高く―実社会に巣立つ若き女性に送る手紙 如何に生くべきか 82^‐88

新家庭の道一ある日のインタアヴューー夫婦お互いが尊敬しあう 如何に生くべきか 89～ 92

新家庭の道―ある日のインタアヴューーとくに女性に教養を 如何に生くべきか 93～96

新家庭の道―ある日のインタアヴューー健康な家庭をつくる 如何に生 くべきか 96～98

新家庭の道―ある日のインタアヴューー天分を伸ばし職業に生きる 如何に生 くべきか 98～99

新家庭の道一ある日のインタアヴューー恋愛と親子の立場 如何に生くべきか 99～ 101

新家庭の道一ある日のインタアヴューー若い家庭に二つの希い 如何に生くべきか 101´ヽ́102

自由と幸福―谷川徹三氏との対談―楽 し み 如何に生くべきか 103～ 110

自由と幸福―谷川徹三氏との対談一幸福の内容 如何に生くべきか 110～ 113

自由と幸福―谷川徹三氏との対談一生 きか た 如何に生くべきか 114～119

自由と幸福―谷川徹三氏との対話一自 由 と は 如何に生くべきか 119～ 122

自由と幸福一谷川徹三氏との対話―あ や ま ち 如何に生くべきか 122～ 126

希望と勇気一真下信一氏との対話―青年は何を求めているか 如何に生 くべきか 127～ 132

希望と勇気一真下信一氏との対話一安楽よりは理性ある苦痛を 如何に生 くべきか 132^‐ 136

希望と勇気―真下信一氏との対話―真理こそ一切を貫 く力 如何に生 くべきか 136～ 141

希望と勇気一真下信一氏との対話一戦争の批判から再出発せよ 如何に生 くべきか 141～ 144

希望と勇気―真下信一氏との対話一不道理に遂に勝利なし 如何に生くべきか 145～ 148

希望と勇気―真下信一氏との対話一社会の暗黒と青年の立場 如何に生 くべきか 148～ 152

希望と勇気―真下信一氏との対話―哲学流行は社会の不幸から 如何に生くべきか 152～ 156

希望と勇気―真下信一氏との対話―単純さに帰ることの必要 如何に生くべきか 156～ 159

希望と勇気―真下信一氏との対話―ほんものの文化はこれから 如何に生 くべきか 159～ 163

緑蔭閑談―新島繁氏との対談―歴史への信頼、生活への勇気 如何に生 くべきか 163^‐ 166

緑陰閑談―新島繁氏との対談―戸坂潤のことなど 如何に生くべきか 167～ 171

緑陰閑談―新島繁氏との対談―内村鑑三先生の講義をきいた頃 如何に生くべきか 171～ 172

緑陰閑談―新島繁氏との対談―主体性論議今昔 如何に生くべきか 172～176

緑陰閑談―新島繁氏との対談―信州人と西田哲学 如何に生くべきか 176～ 177

緑陰閑談―新島繁氏との対談一カントと西田哲学 如何に生くべきか 178～ 180

緑陰閑談―新島繁氏との対談―唯物論に対する誤解 如何に生くべきか 181～ 182

緑陰閑談―新島繁氏との対談―新教育制度に関連して 如何に生くべきか 183～ 185

緑陰閑談―新島繁氏との対談一新学制と新生中学 如何に生くべきか 185～ 187
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表 題 書    名 頁 初出年

学問と人生―新入学生諸君を迎う 京都帝大新入学生歓迎会講演 天野貞祐集 230～ 238 1940

学問と人生一年少諸君に与う 甲南高等学校顧問就任の言葉 天野貞祐集 238～ 242 1941

学問と人生一高校長就任の辞 天野貞祐集 242～ 247

学問と人生―新入学生諸君を迎う 天野貞祐集 247～ 253

学問と人生―一高を去るに際して 天野貞祐集 253～ 255

学問と人生一学生諸君に想う 天野貞祐集 255～ 259

学問と人生一学園を巣立つ人たちヘ 天野貞祐集 259～ 261

読書について一読 書 論 天野貞祐集 263～ 273

読書について一読書と思考について 天野貞祐集 273～280

読書について一読書の思い出 天野貞祐集 280^‐ 283

読書について一読書について 天野貞祐集 283～ 290

忘れえぬ人々―わが母のことなど 天野貞祐集 291～ 293

忘れえぬ人々一岩元先生の追憶 天野貞祐集 298～ 296

忘れえぬ人々一九鬼 。岩下両君のことなど 天野貞祐集 297～ 306

忘れえぬ人々―内村鑑三先生のこと 天野貞祐集 306～312

忘れえぬ人々― ドクトル・ クレスレルのことなど 天野貞祐集 312～322

忘れえぬ人々一西田先生のこと 天野貞祐集 322～332

忘れえぬ人々―浜田総長の追憶 天野貞祐集 332～335

忘れえぬ人々一ハイデルベルクの思い出 天野貞祐集 335～341

読者のために 天野貞祐集 343～346

医家と教養 東京大学病理学教室七十周年記念会講演 医科と教養 1～ 15

日本医学会総会祝辞 文部大臣として 医科と教養 15～  19

新しい時代に生きる道「蘭学事始」記念会講演 医科と教養 20～ 58

新教育の方向 医科と教養 59～ 76 1955

新教育に望むこと 医科と教養 77～ 82

入試不合格の諸君ヘ 医科と教養 83～ 84

倫理科の独立 医科と教養 85～ 86

痛ましい出来事 医科と教養 87～ 88

知育と徳育 医科と教養 89～ 90

暑中休暇一年少学徒ヘ 医科と教養 91～ 92

日本人だという自覚一国旗、国歌で国家観念を培養 医科と教養 93～ 95

修学旅行の問題 医科と教養 96～ 98

私 学 と私 医科と教養 99～ 103

大学入試の問 医科と教養 104～107

わたしの教師像一教師の主体性の掘り下げの論拠 医科と教養 108～ 109

わたしの教師像―聖職の自覚は不可欠の条件 医科と教養 109～ 112

わたしの教師像一教師は愛国者、生徒は愛国者に教育 医科と教養 112～113

わたしの教師像―教育者に要求する見識 医科と教養 114～ 115

わたしの文章道 医科と教養 116～ 128

翻訳 難 儀 医科と教養 129～ 135

わたしと国語 医科と教養 136～ 139

外国語の修得 医科と教養 140～ 153

国を愛する心 医科と教養 154～ 155

平和をねがう心 医科と教養 156～ 157

敗戦後十年の感想―道理は決してひっこまない 医科と教養 158～ 160

政治と倫理 医科と教養 161～ 168

わたしの宗教 医科と教養 169～ 170

心  友 医科と教養 171～ 173
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表 題 書    名 頁 初出年

日本の文化を大切に 第 2回卒業証書授与式式辞 天野貞祐講話集 150～ 157 1969

如何に生くべきか一人生の道 天野貞祐集 9～ 15

如何に生くべきか一人生私見 天野貞祐集 15～  24

如何に生くべきか一私の人生観 天野貞祐集 24～ 27

如何に生くべきか―哲学と人生 天野貞祐集 28～ 33

如何に生くべきか一自然と人生 天野貞祐集 33～ 36

如何に生くべきか―スポーツと人生 天野貞祐集 36～ 40

如何に生くべきか一生きゆく道 天野貞祐集 40～ 49

如何に生くべきか一人生観ということ 天野貞祐集 50～ 51

如何に生くべきか一人生の二途 天野貞祐集 51～ 52

如何に生くべきか一人生の大道 天野貞祐集 52～ 53

如何に生くべきか一如何に生くべきか 天野貞祐集 53～ 55

如何に生くべきか一日日の生き方 天野貞祐集 55～ 56

如何に生くべきか―働らくこと 天野貞祐集 56～ 57

如何に生くべきか一人に仕える心 天野貞祐集 58～ 59

如何に生くべきか―決断と責任 天野貞祐集 59～ 61

如何に生 くべきか一人さまざま 天野貞祐集 61～ 62

如何に生くべきか―人間の優等生 天野貞祐集 62～ 64

如何に生くべきか―何をたよりに生きるか 天野貞祐集 65～ 66

如何に生くべきか一人生の目的 天野貞祐集 66～ 68

如何に生くべきか一時   間 天野貞祐集 68～ 70

如何に生くべきか―公共奉仕の精神について 天野貞祐集 70～ 77

道理について一道理について一三輪・岩垂 0鵜飼三先生記念会講演 天野貞祐集 79～ 92

道理について一人間の苦悩と創造 天野貞祐集 93～ 112

道理について一自覚の反省 天野貞祐集 113～ 124

道理について一国難の克服 天野貞祐集 124～ 128

道理について一自由について 天野貞祐集 128～ 132

道理について―迷 う 心 天野貞祐集 132～137

道理について一精神と物質 天野貞祐集 138～ 140

道理について―道理の感覚 天野貞祐集 141～ 142

道理について一人格と自由 天野貞祐集 142～ 145

道理について一人間の品位 天野貞祐集 145～ 146

道理について一人間の尊重 天野貞祐集 146～147

道理について一人格の尊厳 天野貞祐集 148～ 149

道理について一自分と他人 天野貞祐集 149～ 150

道理について一国を愛する心 天野貞祐集 150～ 152

道理について一基本的人権の哲学的基礎 天野貞祐集 152～ 166

友情・愛・幸福―友情論 天野貞祐集 167～177

友情・愛・幸福―友情 。同情・愛 天野貞祐集 177～ 183

友情・愛・幸福一友情について 天野貞祐集 183～ 190

友情・愛・幸福一愛について一愛の多様な発露 天野貞祐集 191～ 193

友情・愛・幸福一愛について一祖国愛 天野貞祐集 193～195

友情・愛・幸福―愛について一友 情 天野貞祐集 195～ 197

友情 0愛・幸福―幸福について (1)―若き女性に与う 天野貞祐集 197～ 207

友情 。愛 。幸福―幸福について (2) 天野貞祐集 207～213

友情・愛 。幸福―幸福への道 天野貞祐集 213～222

友情・愛・幸福一幸福の一断面 天野貞祐集 222～225

学問と人生一学習の原則 天野貞祐集 227～230
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表 題 書    名 頁 初出年

第六節 自然的神学的証明の不可能性について 天野貞祐全集 9 48～ 56

第七節 理性の思弁的諸原理に基づく凡ての神学の批判 天野貞祐全集 9 56～ 64

先験的弁償論付録 天野貞祐全集 9 65

純粋理性の理念の統制的使用について 天野貞祐全集 9 65～ 83

人間的理性の自然的弁証性の究極意図について 天野貞祐全集 9 83～ 106

先験的方法論 天野貞祐全集 9 107

緒  言 天野貞祐全集 9 109～ 110

第一章 純粋理性の訓練 天野貞祐全集 9 111～ 113

第一節 独断的使用における純粋理性の訓練 天野貞祐全集 9 114～ 130

第二節 抗争的使用に関する純粋理性の訓練 天野貞祐全集 9 131～ 145

自己矛盾を起した純粋理性の懐疑的満足の不可能性について 天野貞祐全集 9 145～ 153

第二節 仮説に関する純粋理性の訓練 天野貞祐全集 9 153～ 162

第四節 証明に関する純粋理性の訓練 天野貞祐全集 9 162～170

第二章 純粋理性の基準 天野貞祐全集 9 171～ 172

第一節 我々の理性の純粋使用の究極目的について 天野貞祐全集 9 172～ 177

第二節 最高善の理想について 天野貞祐全集 9 177～ 188

第二節 私見、知識及び信仰について 天野貞祐全集 9 188～ 197

第二章 純粋理性の建築術 天野貞祐全集 9 198～ 211

第四章 純粋理性の歴史 天野貞祐全集 9 212～ 215

補遺一 日  次 天野貞祐全集 9 219～ 220

補遺二 純粋悟性概念の演繹 天野貞祐全集 9 221

第二節 経験の可能性に対する先験的理由について 天野貞祐全集 9 221～234

第二節 対象一般に対する悟性の関係と対象の先験的認識の可能性について 天野貞祐全集 9 234～243

純粋悟性概念の此の演繹の正当にして唯一可能的なることの要約 天野貞祐全集 9 243～244

補遺三 純粋理性の誤謬について 天野貞祐全集 9 245

第一誤謬推理 天野貞祐全集 9 245～247

第二誤謬推理 天野貞祐全集 9 247～ 254

第二誤謬推理 天野貞祐全集 9 254～ 258

第四誤謬推理 天野貞祐全集 9 258～ 268

純粋心理学の総体に関する考察 天野貞祐全集 9 268～ 285

本書の成立事情及び第一版二版論 天野貞祐全集 9 289～317

栄光の過去を土台に未来をみつめて一新大学の創設 天野貞祐講話集 3～ 6 1963

大学における人間形成 第 1回入学式式辞 天野貞祐講話集 7～ 13 1964

品位のある獨協大学生として 学長講話 天野貞祐講話集 14～  19 1964

地震に想う 学長講話 天野貞祐講話集 20～ 28 1964

オリンピックの聖火に思う 学長講話 天野貞祐講話集 29～ 38 1964

親愛と友情関係の形成  学友会発会式式辞 天野貞祐講話集 39～ 41 1964

大学は学問修得による人間形成が大道 第 2回入学式式辞 天野貞祐講話集 42～ 55 1965

本当の意味での大学生のスタート 学部進学式式辞 天野貞祐講話集 56～ 60 1966

自由について 学長講話 天野貞祐講話集 61～ 71 1966

大学教育のあり方 獨協大学開学式式辞 天野貞祐講話集 72～ 79 1967

就職希望者のために 学長講話 天野貞祐講話集 80～ 85 1967

夏休み読書のすすめ 学長講話 天野貞祐講話集 86～ 96 1967

よき日本人こそ真の国際人 第 1回卒業証書授与式式辞 天野貞祐講話集 97～ 103 1968

学問を通じての人間形成 学長講話 天野貞祐講話集 104～ 117 1968

図書館の開館に想う 学長講話 天野貞祐講話集 118～ 128 1968

獨協学園の伝統と獨協教育 獨協学園85周年記念式典式辞 天野貞祐講話集 129～ 138 1968

就職内定者に対 して 学長講話 天野貞祐講話集 139～ 149 1968
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表 題 書    名 頁 初出年

原則の体系に対する一般的註 天野貞祐全集 8 262～266

第二章 あらゆる対象一般を現象体と可想体とに区別する理由について 天野貞祐全集 8 267～286

付
・録 悟性の経験的使用と先験的使用との混同に依って生ずる反省概念の多義性に 天野貞祐全集 8 287～ 292

反省概念の多義性に対する註 天野貞祐全集 8 292～309

第二門 先験的弁証論 天野貞祐全集 8 311

緒  言 天野貞祐全集 8 311

先験的仮象について 天野貞祐全集 8 311～315

先験的仮象の座としての純粋理性について 天野貞祐全集 8 315～318

イ 理性一般について 天野貞祐全集 8 315～318

ロ 理性の論理的使用について 天野貞祐全集 8 318～319

理性の純粋使用について 天野貞祐全集 8 320～323

第一篇 純粋理性の概念について 天野貞祐全集 8 324～325

第一節 理念一般について 天野貞祐全集 8 325～331

第二節 先験的理念について 天野貞祐全集 8 331～339

第三節 先験的理念の体系 天野貞祐全集 8 340～343

第二篇 純粋理性の弁証的推理について 天野貞祐全集 8 344～345

第一章 純粋理性の誤謬推理について 天野貞祐全集 8 346～366

合理的心理学から宇宙論へ移るについての一般的註 天野貞祐全集 8 366～369

第二章 純粋理性の二律背反 天野貞祐全集 8 370～372

第一節 宇宙論的理念の体系 天野貞祐全集 8 372～380

第二節 純粋理性の背反論 天野貞祐全集 8 380～384

第一 二律背反 天野貞祐全集 8 384～390

第二 二律背反 天野貞祐全集 8 391～398

第二 二律背反 天野貞祐全集 8 399～405

第四 二律背反 天野貞祐全集 8 405～412

第二節 この矛盾における理性の感心について 天野貞祐全集 8 412～422

第四節 純粋理性の先験的課題について 天野貞祐全集 8 422^‐ 428

:第五:節  四個の先験的理念の凡てによってなされる字宙論的問題の懐疑的表現 天野貞祐全集 8 428～431

第六節 宇宙論的弁証論解決の鍵鎗としての先験的観念論 天野貞祐全集 8 432～436

第七節 理性の宇宙論的自己矛盾の批判的解決 天野貞祐全集 8 436～444

第八節 宇宙論的理念に関する純粋理性の統制的原理 天野貞祐全集 8 444～449

第;九
`節  凡ての字宙論的理念に関する理性の統制的原理の経験的使用について 天野貞祐全集 8 449～450

一 現象を綜合して世界全体性たらしむるところの綜合の総体性に関する宇宙論的理念 天野貞祐全集 8 451～455

三1 直観に与へられた一つの全体的なものの分割の総体性に関する宇宙論的理念の解 天野貞祐全集 8 455～458

数学的。先験的理念の解決に対する結語及び力学的先験的理念の解決に対する 天野貞祐全集 8 458～461

:三 世界の出来事をその原因から導き出す導出の総体性に関する宇宙論的理念の 天野貞祐全集 8 461～464

自由による原因性の可能性 天野貞祐全集 8 465～467

自由といふ宇宙論的理念の解明 天野貞祐全集 8 467～479

四 現象の現存在一般から見られる現象の依存性の総体性に関する字宙論的理念 天野貞祐全集 8 479～483

純粋理性の全二律背反に対する結語 天野貞祐全集 8 483～484

先験的弁証論 天野貞祐全集 9
第二章 純粋理性の理想 天野貞祐全集 9
第一節 理想一般について 天野貞祐全集 9 9～ 12

第二節 先験的理想について 天野貞祐全集 9 12～ 20

第二節 思弁的理性が最高存在体の現存在を推論する諸々の論拠について 天野貞祐全集 9 21～ 27

第四節 神の現存在の実体論的証明の不可能性について 天野貞祐全集 9 27～ 35

第五節 神の現存在の字宙論的証明の不可能性について 天野貞祐全集 9 35～ 44

必然的存在体の現存在に関する凡ての先験的証明における弁償的仮象の発見及び説明 天野貞祐全集 9 44～ 48
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表 題 書    名 頁 初出年

緒  言 天野貞祐全集 8 49

純粋認識と経験的認識との区別について 天野貞祐全集 8 49～ 50

二 我々は或種の先験的認識を有する、普通の悟性といへども決し

てそれを欠いていない
天野貞祐全集 8 50～ 53

三 哲学はあらゆる先天的認識の可能性、原理及び範囲を定むる一

個の学を要す
天野貞祐全集 8 53～ 57

四 分析的判断と総合的判断との区別について 天野貞祐全集 8 57～ 60

五 理性のあらゆる理論学には先天的総合的判断が原理としてふく

まれて居る
天野貞祐全集 8 60～ 65

六 純粋理性の一般的課題 天野貞祐全集 8 65～ 69

七 純粋理性批判といふ名をもつ特殊な学問の観念と区分 天野貞祐全集 8 69～ 73

一 先験的原理論 天野貞祐全集 8 77

第一部 先験的感性論 天野貞祐全集 8 77

緒  言 天野貞祐全集 8 77

第一節 空間について 天野貞祐全集 8 80～ 88

第二節 時間について 天野貞祐全集 8 89～ 98

先験的感性論に対する一般的註 天野貞祐全集 8 98～108

第二部 先験的論理学 天野貞祐全集 8 109

緒  言 先験的論理学の概念 天野貞祐全集 8 109

論理学一般について 天野貞祐全集 8 109～ 112

先験的論理学について 天野貞祐全集 8 112～ 114

三 一般的論理学の区分一分析論と弁証論と 天野貞祐全集 8 114～ 117

四 先験的論理学の区分一先験的分析論と先験的弁証論と 天野貞祐全集 8 117～ 118

第一門 先験的分析論 天野貞祐全集 8 119～ 120

第一篇 概念の分析論 天野貞祐全集 8 121

第一章 凡ての純粋悟性概念を発見する手引について 天野貞祐全集 8 122～ 123

第一節 悟性の論理的使用一般について 天野貞祐全集 8 123～ 124

第二節 判断に於ける悟性の論理的機能について 天野貞祐全集 8 125～ 129

第二節 純粋悟性概念即ち範疇について 天野貞祐全集 8 130～ 139

第二章 純粋悟性概念の演繹について 天野貞祐全集 8 140

第一節 先験的演繹一般の原理について 天野貞祐全集 8 140～ 145

範疇の先験的演繹へのうつり行 天野貞祐全集 8 146～ 149

第二節 純粋悟性概念の先験的演繹 天野貞祐全集 8 150～ 178

第二篇 原則の分析論 (判断力の先験的理説) 天野貞祐全集 8 179～ 180

緒 言 先験的判断カー般について 天野貞祐全集 8 180～ 183

第一章 純粋悟性概念の図式性について 天野貞祐全集 8 184～ 191

第二章 純粋悟性のあらゆる原則の体系 天野貞祐全集 8 192～ 193

第一節 あらゆる分析的判断の最高原則について 天野貞祐全集 8 198～ 196

第二節 あらゆる綜合的判断の最高原則について 天野貞祐全集 8 196～ 199

第二節 純粋悟性のあらゆる綜合的原則の体系的表現 天野貞祐全集 8 199～202

一 直観の公理 天野貞祐全集 8 202～205

二 知覚の予科 天野貞祐全集 8 206～213

三 経験の類推 天野貞祐全集 8 214～218

甲 第一の類推 実体持続性の原則 天野貞祐全集 8 218～224

乙 第二の類推 因果律に従へる継起の原則 天野貞祐全集 8 224～240

丙 第三の類推 交互作用或は相互性の法則に従へる共存の原則 天野貞祐全集 8 241～247

四 経験的思惟一般の公準 天野貞祐全集 8 247～252

観念論論駁 天野貞祐全集 8 253～262
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表 題 書    名 頁 初出年

純枠理性批判の形而上学的性格一第二章先験的分析論 感性界より可想界ヘ 天野貞祐全集 7 60～ 66

純粋理性批判の形而上学的性格一第四章先験的弁証論 イデー論 天野貞祐全集 7 67～ 84

純粋理性批判の形而上学的性格一第四章先験的弁証論 心の不滅性の問題 天野貞祐全集 7 84～ 94

純粋理性批判の形而上学的性格一第四章先験的弁証論 アンティノミーの問題 天野貞祐全集 7 94～ 112

純粋理性批判の形而上学的性格一第四章先験的弁証論 神の存在の証明問題 天野貞祐全集 7 112～118

純粋理性批判の形而上学的性格一第五章先験的方法論 実践主張的形而上学 天野貞祐全集 7 119～126

純粋理性枇判の形而上学的性格一第六章 結語 天野貞祐全集 7 127～ 129

カント哲学の精神―序  言 天野貞祐全集 7 131～ 135

カント哲学の精神―カント精神の成熟 天野貞祐全集 7 135～ 149

カント哲学の精神一理論的精神 天野貞祐全集 7 150～153

カント哲学の精神―実践的精神 天野貞祐全集 7 153～167 1940

人倫の形而上学序論一緒  言 天野貞祐全集 7 169～ 170

人倫の形而上学序論―物質から生命ヘ 天野貞祐全集 7 171～ 177

人倫の形而上学序論一生命から精神ヘ 天野貞祐全集 7 177～ 181

人倫の形而上学序論―精神の諸相―企画性 天野貞祐全集 7 181～ 184

人倫の形而上学序論―精神の諸相―価値感覚 天野貞祐全集 7 185～ 194

人倫の形而上学序論―精神の諸相―自由性 天野貞祐全集 7 194～ 200

人倫の形而上学序論―ヘーゲル人倫の形而上学 天野貞祐全集 7 200～208

人倫の形而上学序論一主観性の主張 天野貞祐全集 7 209～215

人倫の形而上学序論―ショウペンハウエルの苦悩の形而上学 天野貞祐全集 7 215～220

人倫の形而上学序論一幸福と苦悩 天野貞祐全集 7 220～224

人倫の形而上学序論―結  語 天野貞祐全集 7 224～230 1941

人間カントー人 間 天野貞祐全集 7 231～238

人間カントー年 譜 天野貞祐全集 7 238～254

人間カントー肖像画 天野貞祐全集 7 254～259 1940

プロレゴーメナ解題及び成立事情 天野貞祐全集 7 261～ 271 1914

カント プロレゴーメナ(訳)凡例 天野貞祐全集 7 274 1926

一学として現はれ得べきあらゆる将来の形而上学に対する序説 天野貞祐全集 7 277～288

凡ての形而上学的認識の特質に関する緒言―形而上学の源泉について 天野貞祐全集 7 289～290

凡ての形而上学的認識の特質に関する緒言

一形而上学と名づけられ得る唯一の認識の種類について
天野貞祐全集 7 290～298

凡ての形而上学的認識の特質に関する緒言

一判断を一般に分析的と綜合的とに区分することに対する註
天野貞祐全集 7 298～299

序説の一般的問題―一般に形而上学は可能であるか 天野貞祐全集 7 300～303

序説の一般的問題一如何にして純粋理性からの認識は可能的であるか 天野貞祐全集 7 304～310

先験的主要問題一第一編 如何にして純粋数学は可能的であるか 天野貞祐全集 7 311～328

先験的主要問題―第二編 如何にして純粋自然科学は可能であるか 天野貞祐全集 7 329～369

先験的主要問題―第二編 如何にして形而上学一般は可能的であるか 天野貞祐全集 7 370～398

結 語―純粋理性の限界決定について 天野貞祐全集 7 399～416

序説の一般的問題の解決―如何にして学としての形而上学は可能的であるか 天野貞祐全集 7 417～424

付 録一学としての形而上学を実現するために起り得る事に関して 天野貞祐全集 7 425～426

―「批判 の攻究に先立って「批判」に下された判断の見本 天野貞祐全集 7 426～435

―「批判」を判定する前に之を研究することの建議 天野貞祐全集 7 435～439

プロレゴーメナ 索引 天野貞祐全集 7 440～450

* 後語 天野貞祐全集 7 451

* 天野貞祐年賦 天野貞祐全集 7 461～465

第一版序言 天野貞祐全集 8 15～  24

第二版序言 天野貞祐全集 8 25～ 48
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表 題 書    名 頁 初出年

自由学園訓話―自由学園の教育の特色―どこまでも信頼して 天野貞祐全集 6 348～ 349

自由学園訓話―「感じつつ」の重要さ(協力総会) 天野貞祐全集 6 349～ 355 1965

自由学園訓話一善き卒業生、善き日本人、善き世界人たれ (卒業式) 天野貞祐全集 6 355^‐ 360 1966

自由学園訓話一二つのJ(卒業式) 天野貞祐全集 6 361～ 364 1967

自由学園訓話一体も心も健康に一家庭に帰る皆さんへ(一学期終業式) 天野貞祐全集 6 364 1968

自由学園訓話一体も心も健康に一孝行は今でも大切 天野貞祐全集 6 364～365

自由学園訓話一体も心も健康に一思い出す読書の夏休み 天野貞祐全集 6 365

自由学園訓話一体も心も健康に一母への思慕 天野貞祐全集 6 366

自由学園訓話一体も心も健康に一物質的生活の変化にとらわれず 天野貞祐全集 6 366～ 367

自由学園訓話一体も心も健康に一昔のことばが今も生きている実例 天野貞祐全集 6 367

自由学園訓話一体も心も健康に一秋の勉学にそなえて 天野貞祐全集 6 367～368

自由学園訓話|―信頼の乏しい社会の中に親愛と信仰を見出す (完全出帯の朝) 天野貞祐全集 6 368～372

自由学園訓話―新年というオアシスに休んで (三学期始業式) 天野貞祐全集 6 372 1969

自由学園訓話一新年というオアシスに休んで一理屈以上の新年の意味 天野貞祐全集 6 372～374

自由学園訓話―新年というオアシスに休んで一教育全体のなかの大学問題 天野貞祐全集 6 374～377

自由学園訓話―新年というオアシスに休んで一生活の中に生きている知識 天野貞祐全集 6 377～378

自由学園訓話―新 しい時代に魂をもって生きたい (入学式) 天野貞祐全集 6 378～379 1969

自由学園訓話―新しい時代に魂をもって生きたい―ものの値打ちに対する感覚 天野貞祐全集 6 379～380

自由学園訓話―新しい時代に魂をもって生きたい一「自由]の誤解 天野貞祐全集 6 380～ 381

自由学園訓話―新しい時代に魂をもって生きたい―ミセス羽仁の「パッと」 天野貞祐全集 6 381～ 382

自由学園訓話一新しい時代に魂をもって生きたい

一自由を与えられている人間の値打ちと辛さ
天野貞祐全集 6 383

自由学園訓話―新しい時代に魂をもって生きたい

一普通に自由といわれているもの
天野貞祐全集 6 384

自由学園訓話―新 しい時代に魂をもって生きたい一してもよい自由 天野貞祐全集 6 384～386

自由学園訓話―新しい時代に魂をもって生きたい一真の「平等」とは何か 天野貞祐全集 6 386

自由学園訓話―新しい時代に魂をもって生きたい一人間ゆえの自由や平等 天野貞祐全集 6 387

自由学園訓話一新しい時代に魂をもって生きたい―キング牧師のいったこと 天野貞祐全集 6 387～ 388

自由学園訓話一新しい時代に魂をもって生きたい

一人間の精神が作った物質文明 。しぜん科学
天野貞祐全集 6 388～ 389

自由学園訓話―結 び 天野貞祐全集 6 389～390

自由学園訓話―男子普通科高等科の諸君へ (ミ スター羽仁の誕生日) 天野貞祐全集 6 390～393 1970

自由学園訓話一女子部の皆さんへ (女子部食堂でのお話) 天野貞祐全集 6 393～397 1970

自由学園訓話―新卒業生におくる言葉 (卒業式) 天野貞祐全集 6 397～398 1971

自由学園訓話―祖父のような気持ちをもって一規則正しい生活 天野貞祐全集 6 398～ 399

自由学園訓吉:―祖父のような気持ちをもって一決して純真だけでは足りない 天野貞祐全集 6 399～400

自由学園訓1吉:一祖父のような気持ちをもって一属する団体の本来の性格を助ける 天野貞祐全集 6 400～ 402

純粋理性批判の形而上学的性格一序 天野貞祐全集 7 11～ 14

純粋理性批判の形而上学的性格一第一章序説 形而上学の再生 天野貞祐全集 7 15～  18

純粋理性批判の形而上学的性格一第一章序説 純粋理性批判の出る迄 天野貞祐全集 7 18～  30

純粋理性批判の形而上学的性格一第一章序説 先験的主要問題 天野貞祐全集 7 30～ 34

純粋理性批判の形而上学的性格一第二章先験的感性論 空間時間論 天野貞祐全集 7 35～ 39

純粋理性批判の形而上学的性格一第二章先験的分析論

範疇論―範疇の形而上的演繹
天野貞祐全集 7 40～ 43

純粋理性批判の形而上学的性格一第二章先験的分析論

範疇論―範疇の先験的演繹
天野貞祐全集 7 43～ 51

純粋理性批判の形而上学的性格一第二章先験的分析論 図式論 天野貞祐全集 7 51～ 55

純粋理性批判の形而上学的性格一第二章先験的分析論 原則論 天野貞祐全集 7 55～ 60
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表 題 書    名 頁 初出年

自由学園訓話―歴史的教養と論理的鍛練 (二学期始業式)

一知力の前に意志の力
天野貞祐全集 6 274～276

自由学園訓話―創立者の精神は太陽のように (創立記念日) 天野貞祐全集 6 276～279 1859

自由学園訓話―新寮舎によせる希望 (記念学寮落成式) 天野貞祐全集 6 280～ 281 1959

自由学園訓話一平和の精神を心に宿して (ク リスマスの食卓でのお話) 天野貞祐全集 6 281～283

自由学園訓話―若き者よ、夢をもて (一学期終業式) 天野貞祐全集 6 283～285

自由学園訓話一 ミセス羽仁のような究理の精神と構想力を

(理科研究室開きでのお話)
天野貞祐全集 6 286～287

自由学園訓話一 ミセス羽仁のような究理の精神と構想力を

(理科研究室開きでのお話)一科学教育と
天野貞祐全集 6 287～289

自由学園訓話一 ミセス羽仁のような究理の精神と構想力を

(理科研究室開きでのお話)一将来を想望
天野貞祐全集 6 289

自由学園訓話一若い人々の幸福を希って (卒業式) 天野貞祐全集 6 289～290 1961

自由学園訓話―若い人々の幸福を希って一幸福についてのグレイ卿の言葉 天野貞祐全集 6 290～ 291

自由学園訓話―若い人々の幸福を希って一この条件を生活に活かす道 天野貞祐全集 6 291～ 293

自由学園訓話一若い人々の幸福を希って一幸福の不思議さ 天野貞祐全集 6 293～294

自由学園訓話―今の時代が昔より進歩 している点 (三学期終業式) 天野貞祐全集 6 294～298

自由学園訓話一国家 。天皇 。世界 (天皇誕生日記念講演) 天野貞祐全集 6 298～299

自由学園訓話一国家 。天皇 。世界一静かなる愛国心 天野貞祐全集 6 299～300

自由学園訓話―国家 。天皇 。世界―天皇ということ 天野貞祐全集 6 300

自由学園訓話一国家 。天皇・世界一国の象徴 天野貞祐全集 6 301

自由学園訓話一国家・天皇 。世界一象徴とは何か 天野貞祐全集 6 301～302

自由学園訓話一国家 。天皇 。世界一日本国民的統合の象徴 天野貞祐全集 6 302～303

自由学園訓話一国家・天皇・世界一独裁国家とのちがい 天野貞祐全集 6 303～304

自由学園訓話一国家・天皇 。世界一天皇の権威と親愛 天野貞祐全集 6 304～307

自由学園訓話一国家・天皇 。世界一国歌のこと 天野貞祐全集 6 307～308

自由学園訓話一国家・天皇・世界―国の値打ちとは何か 天野貞祐全集 6 308～ 309

自由学園訓話一国家・天皇・世界一文化創造の力 天野貞祐全集 6 310～ 311

自由学園訓話一国家 。天皇・世界一日本はよくなっている 天野貞祐全集 6 311～313

自由学園訓話一国家 。天皇 。世界一進歩とは何か 天野貞祐全集 6 313～314

自由学園訓話一国家 。天皇 。世界一真の日本人は真の世界人 天野貞祐全集 6 314～316

自由学園訓話一人間の魂を美しくするために (工芸室の落成式) 天野貞祐全集 6 316～318

自由学園訓話一バックボーンのとおった教育 (入学式)

一学園の特色の一つ
天野貞祐全集 6 318～319 1962

自由学園訓話―バックポーンのとおった教育―知性と信仰の一致 天野貞祐全集 6 319～320

自由学園訓話―バックボーンのとおった教育

―「キリストのため、国のため」の実践
天野貞祐全集 6 320～ 321

自由学園訓話―過去には感謝、現在には信頼、未来には希望

(三学期始業式)
天野貞祐全集 6 322～326 1963

自由学園訓話一カントによって世に出た青年哲学者、フィヒテ(三学期始業式) 天野貞祐全集 6 326～ 331

自由学園訓話一人生の不幸と神の愛 (三学期終業式) 天野貞祐全集 6 332～338 1963

自由学園訓話―希望と人生 (卒業式) 天野貞祐全集 6 338～343 1964

自由学園訓話―自由学園の教育の特色 (入学式) 天野貞祐全集 6 344 1964

自由学園訓話―自由学園の教育の特色―新入生の仕合わせ、父母の仕合わせ 天野貞祐全集 6 344～345

自由学園訓話―自由学園の教育の特色―行きとどいた教育 天野貞祐全集 6 345

自由学園訓話一自由学園の教育の特色―その特色 天野貞祐全集 6 346

自由学園訓話一自由学園の教育の特色―受験準備のない学校 天野貞祐全集 6 346～347

自由学園訓話一自由学園の教育の特色―一つの美しい話 天野貞祐全集 6 348
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表 題 書    名 頁 初出年

獨協学園訓話―朝   ネL 天野貞祐全集 6 195～ 198 1956

獨協学園訓話―朝   ネL 天野貞祐全集 6 198～ 202 1956

獨協学園訓話―朝   ネL 天野貞祐全集 6 203～ 205 1956

獨協学園訓話一始 業 式 天野貞祐全集 6 205～ 210 1956

獨協学園訓話―朝   ネL 天野貞祐全集 6 210～ 213 1956

獨協学園訓話―朝   ネL 天野貞祐全集 6 213～ 216 1956

獨協学園訓話―朝   ネL 天野貞祐全集 6 217～221 1956

獨協学園訓話―朝   ネL 天野貞祐全集 6 222～225 1956

獨協学園訓話―第七十三回創立記念式典 天野貞祐全集 6 225～229 1956

獨協学園訓話―高校卒業式 天野貞祐全集 6 229～230 1957

獨協学園訓話一中学卒業式 天野貞祐全集 6 230～234 1957

獨協学園訓話―朝   ネL 天野貞祐全集 6 234～237 1957

獨協学園訓話―朝   ネL 天野貞祐全集 6 237～240 1957

獨協学園訓話―朝   ネL 天野貞祐全集 6 240～ 243 1957

獨協学園訓話一朝   ネL 天野貞祐全集 6 243～ 247 1957

獨協学園訓話―卒 業 式 天野貞祐全集 6 247～ 251 1963

自由学園訓話―心に羽仁先生の人間像を (卒業式) 天野貞祐全集 6 255～ 257 1956

自由学園訓話―幸福 (男子最高学部食堂でのお話) 天野貞祐全集 6 257～ 258 1957

自由学園訓話―思想・生活。信仰三者の相互に媒介する思想 (卒業式)

学園の教育の神髄
天野貞祐全集 6 259 1958

自由学園訓話―思想。生活。信仰三者の相互に媒介する思想 (卒業式)

信仰を根底にもっ生活と思想
天野貞祐全集 6 259～260

自由学園訓話―思想・生活。信仰三者の相互に媒介する思想 (卒業式)

二つの人生観
天野貞祐全集 6 260～ 261

自由学園訓話―思想・生活。信仰三者の相互に媒介する思想 (卒業式) 天野貞祐全集 6 261～ 263

自由学園訓話―質素堅実な社会を見て (女子部体操館でのお話)

一ベートープェン・ギムナシジム
天野貞祐全集 6 263～ 265

自由学園訓話一質素堅実な社会を見て (女子部体操館でのお話)

一生活を楽しむ西 ドイツ
天野貞祐全集 6 265～ 266

自由学園訓話―質素堅実な社会を見て (女子部体操館でのお話)

一ハイデッガー教室
天野貞祐全集 6 266～ 267

自由学園訓話一質素堅実な社会を見て (女子部体操館でのお話)

一自由・正義・平和 。の碑
天野貞祐全集 6 267～ 268

自由学園訓話―質素堅実な社会を見て (女子部体操館でのお話)

一驚嘆した二つのもの
天野貞祐全集 6 268

自由学園訓話―質素堅実な社会を見て (女子部体操館でのお話)

一法を守るのは当たり前
天野貞祐全集 6 268

自由学園訓話一質素堅実な社会を見て (女子部体操館でのお話)

一健全な西欧
天野貞祐全集 6 269

自由学園訓話―歴史的教養と論理的鍛練 (二学期始業式)一幸福の自覚 天野貞祐全集 6 269～ 270

自由学園訓話―歴史的教養と論理的鍛練 (  ″  )
―立派な故にむずかしい

天野貞祐全集 6 270～ 271

自由学園訓話―歴史的教養と論理的鍛練 (  ″  )
― リッケルト教授の学生への忠告

天野貞祐全集 6 271´ヽ́272

自由学園訓話―歴史的教養と論理的鍛練 (  ″  )
一「学問不思・則岡・思而不学・則殆」

天野貞祐全集 6 273

自由学園訓話―歴史的教養と論理的鍛練 (  ″  )
一どうしてもわかろうとする努力

天野貞祐全集 6 273～ 274
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表 題 書    名 頁 初出年

教養の諸相一わたしの文章道 天野貞祐全集 5 343～353

教養の諸相一翻 訳 難 儀 天野貞祐全集 5 353～358

教養の諸相―私 と国 語 天野貞祐全集 5 359～361

教養の諸相一外国語の習得 天野貞祐全集 5 361～372

教養の諸相一国を愛する心 天野貞祐全集 5 372～ 373

教養の諸相―平和をねがう心 天野貞祐全集 5 373～375

教養の諸相―敗戦後十年の感想一道理は決してひっこまない 天野貞祐全集 5 375～377

教養の諸相―政治と倫理 天野貞祐全集 5 377～382

教養の諸相―わたしの宗教 天野貞祐全集 5 383～384

教養の諸相―心   友 天野貞祐全集 5 384～386

教養の諸相―平凡な道 天野貞祐全集 5 386

教養の諸相―随想 三 夜一西獨をたずねて 天野貞祐全集 5 387～389

教養の諸相一随想 三 夜一祖  国 天野貞祐全集 5 390～392

教養の諸相―随想 三 夜―秩  序 天野貞祐全集 5 392～395

道徳教育について 天野貞祐全集 6 5～ 32 1959

知育の徳育性 天野貞祐全集 6 33～ 38 1936

今日の問題一環境と自由 天野貞祐全集 6 41～ 48

今日の問題―道   徳 天野貞祐全集 6 49～ 52

今日の問題―教   養 天野貞祐全集 6 52～ 53

今日の問題―個人と国家 天野貞祐全集 6 53～ 54

今日の問題―愛 国 心 天野貞祐全集 6 55´ ′ヽ 57

今日の問題―皇   室 天野貞祐全集 6 57～  58

今日の問題―世界と日本 天野貞祐全集 6 58～ 61

今日の問題一結   語 天野貞祐全集 6 61～ 64

真実と世論 天野貞祐全集 6 65～ 87 1970

法 と 自由 天野貞祐全集 6 89～ 103 1965

甲南訓話一報告隊結成式辞 天野貞祐全集 6 107～113 1941

甲南訓話一朝 礼 訓 話 天野貞祐全集 6 113～ 115 1941

甲南訓話―始業式の言葉 天野貞祐全集 6 115´-120 1942

甲南訓話―入学式式辞 天野貞祐全集 6 120～ 125 1942

甲南訓話―新年の言葉 (拝賀式式辞) 天野貞祐全集 6 125～ 128 1943

甲南訓話―始業式訓話 天野貞祐全集 6 128～ 130 1943

甲南訓話一入学式訓辞 天野貞祐全集 6 130～ 136 1943

一高訓話―一高校長就任の辞 天野貞祐全集 6 139～ 144 1947

一高訓話―一高記念祭へ寄せる 天野貞祐全集 6 144～ 145 1947

一高訓話―新入学生諸君を迎う 天野貞祐全集 6 145～ 151 1947

一高訓話―高等学校新聞の発刊に寄す 天野貞祐全集 6 152～ 156 1947

一高訓話―新年に際して高校生に与う 天野貞祐全集 6 156～ 161 1948

一高訓話一一高記念祭に際して 天野貞祐全集 6 162～ 163 1948

一高訓話―一高を去るに際して 天野貞祐全集 6 163～165 1948

獨協学園訓話―中学入学式 天野貞祐全集 6 169～173 1956

獨協学園訓話一高校入学式 天野貞祐全集 6 173～ 177 1956

獨協学園訓話―朝   ネL 天野貞祐全集 6 178～ 180 1956

獨協学園訓話―朝   ネL 天野貞祐全集 6 180～ 183 1956

獨協学園訓話―朝   ネL 天野貞祐全集 6 183～ 186 1956

獨協学園訓話一朝   ネL 天野貞祐全集 6 186～ 188 1956

獨協学園訓話―朝   ネL 天野貞祐全集 6 189～ 191 1956

獨協学園訓話―朝   ネL 天野貞祐全集 6 191～ 195 1956
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表 題 書    名 頁 初出年

新時代に思う一法を守ること 天野貞祐全集 5 160～ 162 1952

新時代に思う―象   徴 天野貞祐全集 5 162～ 163 1952

新時代に思う一教育と劣等感 天野貞祐全集 5 164～ 166 1952

新時代に思う一誤解と怠惰 天野貞祐全集 5 166～ 168 1952

新時代に思う―春のおもい 天野貞祐全集 5 168～ 171 1952

新時代に思う一国際道徳と個人道徳 天野貞祐全集 5 171～ 173 1952

新時代に思う一人間の活動について 天野貞祐全集 5 173～ 181 1952

新時代に思う一天野は九鬼にラヴしている 天野貞祐全集 5 181～ 182 1952

新時代に思う一学制改革の急務 天野貞祐全集 5 183～ 184 1952

新時代に思う一帰依するところ 天野貞祐全集 5 184～ 186 1952

新時代に思う一わたしの趣味 天野貞祐全集 5 186～ 188 1952

新時代に思う一道 徳 教 育 天野貞祐全集 5 188～ 189 1952

新時代に思う一愛国心と歴史教育 天野貞祐全集 5 189～ 191 1952

新時代に思う一一 ドイツ婦人のこと 天野貞祐全集 5 191～ 195 1952

新時代に思う一死んだつもり 天野貞祐全集 5 195～ 197 1952

新時代に思う一倫理科の問題 天野貞祐全集 5 197～ 198 1952

新時代に思う一新 と 1日 天野貞祐全集 5 199～ 201 1952

新時代に思う一わたしのくせ 天野貞祐全集 5 201 1952

新時代に思う一象牙の塔を出でて 天野貞祐全集 5 202～ 203 1952

新時代に思う一教育の現状についての不安 天野貞祐全集 5 203～ 213 1952

新時代に思う一大学院大学 天野貞祐全集 5 217´-215 1952

新時代に思う一科学的技術教育 天野貞祐全集 5 215～ 216 1952

新時代に思う一内村鑑三先生と私 天野貞祐全集 5 217´-219 1952

新時代に思う一小泉信三さんと私 天野貞祐全集 5 219～220 1952

新時代に思う一羽仁もと子夫人をかなしむ 天野貞祐全集 5 221´ ′ヽ222 1952

新時代に思う一野村東宮大夫を哀しむ 天野貞祐全集 5 222～ 223 1952

新時代に思う一和辻哲郎君 天野貞祐全集 5 224～ 225 1952

新時代に思う一朝永三十郎先生の思い出 天野貞祐全集 5 226～ 229 1952

新時代に思う一青少年対策の基本理念 天野貞祐全集 5 229～ 239 1952

新時代に思う一基本的人権の哲学的基礎 天野貞祐全集 5 239～ 254 1952

教養の諸相 (1955～ 1960)一 医家と教養一東京大学病理学教室七十周年記念会講演 天野貞祐全集 5 257～ 268 1965

教養の諸相一日本医学会総会祝辞一文部大臣として 天野貞祐全集 5 268～ 291 1965

教養の諸相―新 しい時代に生きる道―「蘭学事始」記念会講演 天野貞祐全集 5 271～300 1965

教養の諸相―新教育の方向 天野貞祐全集 5 301～ 314 1995

教養の諸相―新教育に臨むこと 天野貞祐全集 5 314～ 319

教養の諸相―入試不合格の諸君ヘ 天野貞祐全集 5 319～320

教養の諸相―倫理科の独立 天野貞祐全集 5 320～322

教養の諸相―痛ましい出来事 天野貞祐全集 5 322～324

教養の諸相―知育と徳育 天野貞祐全集 5 324～ 325

教養の諸相―暑中休暇一年少学徒へ 天野貞祐全集 5 325～ 327

教養の諸相一日本人だという自覚一国旗、国歌で国家観念を培養 天野貞祐全集 5 327～ 329

教養の諸相―修学旅行の問題 天野貞祐全集 5 329～ 331

教養の諸相―私 学 と私 天野貞祐全集 5 331～ 334

教養の諸相一大学入試の問題 天野貞祐全集 5 334～ 337

教養の諸相―わたしの教師像―教師の主体性の掘下げの論拠 天野貞祐全集 5 337～ 339

教養の諸相―わたしの教師像―聖職の自覚は不可決の条件 天野貞祐全集 5 339～ 340

教養の諸相―わたしの教師像―教師は愛国者、生徒は愛国者に教育 天野貞祐全集 5 341～ 342

教養の諸相―わたしの教師像―教育者に要求する見識 天野貞祐全集 5 342～343
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表 題 書    名 頁 初出年

生きゆく道一国家建設の生命力 天野貞祐全集 4 317～319 1946

生きゆく道―私の人生観 天野貞祐全集 4 320～323 1947

生 きゆく道―平和に生 くる道 天野貞祐全集 4 324～325 1947

人間の哀しみ 天野貞祐全集 4 327～342 1949

平和国家の理念 天野貞祐全集 4 343～371 1947

善とは何か 天野貞祐全集 4 373～390 1950

国民実践要領 天野貞祐全集 4 391～405

教育刷新の問題 (1947～ 1948)一 教育刷新の問題 天野貞祐全集 5 7～  23 1947

教育刷新の問題―前期大学論 天野貞祐全集 5 24～ 27 1948

教育刷新の問題―高等学校論 天野貞祐全集 5 28～ 38 1948

教育刷新の問題一大学院の問題 天野貞祐全集 5 39～ 42 1948

教育刷新の問題―教育刷新の基盤 天野貞祐全集 5 43～ 46 1947

教育刷新の問題一六・三・三制私見 天野貞祐全集 5 47～ 48 1947

教育刷新の問題一学芸大学の構想 天野貞祐全集 5 49～ 51 1947

教育刷新の問題―学問の進歩と普及 天野貞祐全集 5 52～ 62 1948

教育刷新の問題―教育の理想 天野貞祐全集 5 63～ 65 1947

新しい大学のビジョンー大学院大学の創設一日本には不幸の新学制 天野貞祐全集 5 69～ 70 1964

新しい大学のビジョンー大学院大学の創設―小中高は受験予備校 天野貞祐全集 5 70～ 72 1964

新しい大学のビジョンー大学院大学の創設―博士課程だけの大学院大学 天野貞祐全集 5 72～ 73 1964

新しい大学のビジョン日本教育の行くえ 天野貞祐全集 5 74～ 84 1964

新しい大学のビジョンー大学入試の問題―

「入るは易く出ずるは難き」大学とせよ―一人あたり
天野貞祐全集 5 85～ 87

同 同 同  一校長を軟禁するとは 天野貞祐全集 5 87～ 88

同 同 同  一大学院だけの大学 天野貞祐全集 5 88～ 90

同 同 同  一転学の自由 天野貞祐全集 5 91～ 92

同 同 同  一ひろく知ってふかく考える 天野貞祐全集 5 92～ 93

同 同 同  一コペルニクス的転回 天野貞祐全集 5 93～ 95 1964

同  一獨協大学のねらい一

学問を通じて人間形成の場に一大学教育の問題点
天野貞祐全集 5 96～ 97

同 同 同  一普通の学力で入学 天野貞祐全集 5 97～ 98

同 同 同  一生涯最後の仕事 天野貞祐全集 5 98 1964

新しい大学のビジョンー私の大学像 天野貞祐全集 5 99～110 1969

新時代に思う (1952～33)一公共奉仕の精神について 天野貞祐全集 5 113～ 121 1952

新時代に思う一言語の魔術 天野貞祐全集 5 121～123 1952

新時代に思う一共学の問題 天野貞祐全集 5 123～124 1952

新時代に思う一批判的精神 天野貞祐全集 5 125～ 126 1952

新時代に思う一武 蔵 野 天野貞祐全集 5 126～ 128 1952

新時代に思う一原子力時代の世界観 天野貞祐全集 5 128～ 132 1952

新時代に思う一少 数 意 見 天野貞祐全集 5 133～ 136 1952

新時代に思う一学 生 野 球 天野貞祐全集 5 136～ 138 1952

新時代に思う一思慮と自己犠牲 天野貞祐全集 5 138～ 140 1952

新時代に思う一京の正月のことなど 天野貞祐全集 5 140～ 142 1952

新時代に思う一眠っていた良心 天野貞祐全集 5 143～ 145 1952

新時代に思う一倫理的な生命体 天野貞祐全集 5 145～ 147

新時代に思う―理想的な教師とは 天野貞祐全集 5 147～ 151 1952

新時代に思う一お む す び 天野貞祐全集 5 151～ 153 1952

新時代に思う一寛容と政治 天野貞祐全集 5 153～ 155 1952

新時代に思う一青春なき青春の記 天野貞祐全集 5 155～ 160 1952
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表 題 書    名 頁 初出年

如何に生 くべきか―中道を求めて 天野貞祐全集 4 142～ 148

如何に生 くべきか一人生の目的 天野貞祐全集 4 148～ 150

如何に生 くべきか―時   間 天野貞祐全集 4 150～ 152

如何に生 くべきか一人 生 の春 天野貞祐全集 4 152～ 153

如何に生 くべきか―ひ ろ い心 天野貞祐全集 4 153～ 154

如何に生くべきか―新   生 天野貞祐全集 4 154～ 155

如何に生くべきか―お 説 教 天野貞祐全集 4 156～ 157

如何に生 くべきか一男女の友情 天野貞祐全集 4 157～ 158

如何に生 くべきか一時間の苦悶 天野貞祐全集 4 159～ 160

如何に生 くべきか一女性の解放 天野貞祐全集 4 160～ 161

個人と国家一運  命 天野貞祐全集 4 162^‐ 163

個人と国家一国家と個人 天野貞祐全集 4 163～ 165

個人と国家―止揚 (揚棄)と いうこと 天野貞祐全集 4 165～ 167

個人と国家―逆コース 天野貞祐全集 4 167～168

個人と国家―独立日本 天野貞祐全集 4 168～170

個人と国家―愛について 天野貞祐全集 4 170～ 171

個人と国家―愛 国 心 天野貞祐全集 4 172～ 173

個人と国家―象徴ということ 天野貞祐全集 4 173～ 174

個人と国家一文化ということ 天野貞祐全集 4 175～ 176

個人と国家―講和の問題 天野貞祐全集 4 176～ 178

個人と国家一国旗と国家 天野貞祐全集 4 178～ 179

個人と国家―女性の解放 天野貞祐全集 4 179～ 180

個人と国家―皇室と国民 天野貞祐全集 4 180～ 181

個人と国家―平和条約の成立 天野貞祐全集 4 181～ 182

道徳教育一学生諸君に想う 天野貞祐全集 4 183～ 187

道徳教育―断定に先立って研究すること 天野貞祐全集 4 187～ 188

道徳教育―歴史教育と愛国心 天野貞祐全集 4 188～ 190

胴欲教育―道徳教育について 天野貞祐全集 4 190～ 223

道徳教育―わたしの心境一「実践要領」をめぐって 天野貞祐全集 4 223～ 228 1951

わたしの生活から一新年の言葉 天野貞祐全集 4 229～230

わたしの生活から一湯川博士 天野貞祐全集 4 230～ 231

わたしの生活から一わたしの生活から 天野貞祐全集 4 231～232

わたしの生活から一「婦人公論」四百号の感想 天野貞祐全集 4 230～233

わたしの生活から一母への思慕 天野貞祐全集 4 233～234

わたしの生活から一日 曜 日 天野貞祐全集 4 234～235

わたしの生活から一わたしの顔 天野貞祐全集 4 235～ 236

わたしの生活から一自己を語る 天野貞祐全集 4 236～ 237 1949

生きゆく道一生きゆく道 天野貞祐全集 4 239～249 1947

生きゆく道一生 は悩 み 天野貞祐全集 4 250～259

生きゆく道―生活への勇気 天野貞祐全集 4 260～267 1946

生きゆく道一迷 う 心 天野貞祐全集 4 268～273

生きゆく道―世界の新生 天野貞祐全集 4 274～ 279

生きゆく道―新生二年目への叡智―とくに復員せる諸兄姉に与う 天野貞祐全集 4 280～ 287 1948

生きゆく道一人間は平等なり 天野貞祐全集 4 288～ 296 1946

生きゆく道―自由について 天野貞祐全集 4 297～ 301 1948

生きゆく道―青年学徒に想う 天野貞祐全集 4 302～ 307 1947

生きゆく道―青年諸君に与う 天野貞祐全集 4 308～313 1947

生きゆく道―道義頼廃の所在 天野貞祐全集 4 314～316 1946
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表 題 =量 名 頁 初出年

わたしの生活から一終身への郷愁 天野貞祐全集 3 369～ 371

わたしの生活から一高坂君をかなしむ 天野貞祐全集 3 372～374

高坂さんと私 天野貞祐全集 3 374～378 1969

今日に生きる倫理一時間的存在一今日の意味 天野貞祐全集 4 7～  9

今日に生きる倫理―今日の問題 天野貞祐全集 4 9～ 12

今日に生きる倫理一環境と自由性―自由の主体 天野貞祐全集 4 13～  17

今日に生きる倫理―個体と全体 天野貞祐全集 4 17～  22

今日に生きる倫理―作られて作存在 天野貞祐全集 4 22～ 24

今日に生きる倫理―徳 天野貞祐全集 4 24～ 29

今日に生きる倫理―理知的徳 天野貞祐全集 4 30～ 34

今日に生きる倫理一人間智としての思慮 天野貞祐全集 4 34～ 38

今日に生きる倫理一徳目と実践 天野貞祐全集 4 38～ 42

今日に生きる倫理―道徳の変易性と不易性 天野貞祐全集 4 42～ 48

今日に生きる倫理―道徳的基準としての勅語 天野貞祐全集 4 48～ 51

今日に生きる倫理―叡智的空間 天野貞祐全集 4 52～ 54

今日に生きる倫理一国家と個人 (1) 天野貞祐全集 4 54～ 59

今日に生きる倫理一国家と個人 (Ⅱ ) 天野貞祐全集 4 59～ 64

今日に生きる倫理―世界国家の理念―個性と普遍性 天野貞祐全集 4 64～ 67

今日に生きる倫理―平和日本の在り方 (I) 天野貞祐全集 4 67～ 73

今日に生きる倫理一平和日本の在り方 (Ⅱ ) 天野貞祐全集 4 73～ 77

今日に生きる倫理―平和日本の在り方 (Ⅲ ) 天野貞祐全集 4 77～ 83

今日に生きる倫理―平和日本の在り方 (Ⅳ) 天野貞祐全集 4 83～ 89

今日に生きる倫理―結語―歴史的現実の反省と自覚 天野貞祐全集 4 90～ 96 1950

日々の倫理一人間とはどういうものか―精神と物質 天野貞祐全集 4 97～ 100

日日の倫理一人間とはどういうものか―物 と 心 天野貞祐全集 4 100～ 102

日日の倫理一人間とはどういうものか―道理の感覚 天野貞祐全集 4 102～ 103

日日の倫理一人間とはどういうものか一人   間 天野貞祐全集 4 103～ 104

日日の倫理一人間とはどういうものか―抽象的ということ 天野貞祐全集 4 105～ 106

日日の倫理一人間とはどういうものか―人格と自由 天野貞祐全集 4 106～ 110

日日の倫理一人間とはどういうものか一人間の品位 天野貞祐全集 4 110～ 111

日日の倫理一人間とはどういうものか一人間の尊重 天野貞祐全集 4 111～113

日日の倫理一人間とはどういうものか一人格の尊厳 天野貞祐全集 4 113～ 114

日日の倫理一人間とはどういうものか一自分と他人 天野貞祐全集 4 114～ 115

日日の倫理一人間とはどういうものか―真実への願い 天野貞祐全集 4 116～ 117

如何に生くべきか一人生観ということ 天野貞祐全集 4 118～ 119

如何に生くべきか一人生の二途 天野貞祐全集 4 119～ 120

如何に生くべきか一人生の大道 天野貞祐全集 4 120´ ン`121

如何に生くべきか―如何に生くべきか 天野貞祐全集 4 121～ 123

如何に生くべきか一日々の生き方 天野貞祐全集 4 123～ 124

女口何に生くべきか一働 く こ と 天野貞祐全集 4 125～126

如何に生くべきか―高能率 。高賃金 天野貞祐全集 4 126～ 128

如何に生くべきか一人に仕える心 天野貞祐全集 4 128～ 130

如何に生くべきか一決断と責任 天野貞祐全集 4 130～ 131

如何に生くべきか一人さまざま 天野貞祐全集 4 131～ 133

如何に生くべきか―読書について 天野貞祐全集 4 133～ 135

如何に生くべきか一人間の優等生 天野貞祐全集 4 135～ 137

如何に生くべきか一何をたよりに生きるか 天野貞祐全集 4 137～ 139

如何に生くべきか一道徳は変化するか 天野貞祐全集 4 139～ 142
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表 題 書    名 頁 初出年

信念と実践一教 育 試 論 天野貞祐全集 3 149～ 159 1939

信念と実践―教育問題私見 天野貞祐全集 3 160～ 170 1942

文部行政ニケ年一文部大臣就任の感想 天野貞祐全集 3 171～ 177 1950

文部行政ニケ年一文部行政二 1ケ年 天野貞祐全集 3 178～ 189 1952

文部行政ニケ年一文部広報と私 天野貞祐全集 3 190～ 192 1965

文部行政ニケ年一米国教育使節団を迎えて 天野貞祐全集 3 193～ 196 1950

文部行政ニケ年一長岡博士の葬儀に列して 天野貞祐全集 3 197～ 199 1950

内村山脈の一員として 天野貞祐全集 3 201～ 210 1961

真実を求めて一新しい社会人のために 天野貞祐全集 3 211～220

真実を求めて一今の世を生きぬく力 天野貞祐全集 3 221´ ′ヽ225

真実を求めて一勤めを持つ若き人々へ 天野貞祐全集 3 226～229

真実を求めて一若き女性に寄せる一新年の言葉 天野貞祐全集 3 230～233

真実を求めて一幸福への道 天野貞祐全集 3 234～ 243

真実を求めて一読書について 天野貞祐全集 3 244～ 248

真実を求めて一知識人とモラル 天野貞祐全集 3 249～ 252

真実を求めて一責任ということ 天野貞祐全集 3 253～ 256

真実を求めて一生 は悩 み 天野貞祐全集 3 256～ 257

真実を求めて一日常性について 天野貞祐全集 3 258～268

真実を求めて一秀 才 論 天野貞祐全集 3 269～279

真実を求めて一学生と政治運動 天野貞祐全集 3 280～282

真実を求めて一学園を巣立つ諸君ヘ 天野貞祐全集 3 283～ 285

真実を求めて一わたしの生活から 天野貞祐全集 3 286～ 289

真実を求めて一国民の道義と文化の創造 天野貞祐全集 3 290～ 292

真実を求めて一文化国家への激励 天野貞祐全集 3 293～295

真実を求めて一永久平和へのあこがれ 天野貞祐全集 3 296～298

真実を求めて一自然的必然と歴史的必然 天野貞祐全集 3 299～303

真実を求めて一時間の審判 天野貞祐全集 3 304～307

真実を求めて一自分に誠実であれ 天野貞祐全集 3 308～ 311

真実を求めて一日本は誇っていい―まれな国民的エネルギー 天野貞祐全集 3 312～313

真実を求めて一日本は誇っていい一非凡な文化創造力 天野貞祐全集 3 313～314

真実を求めて一日本は誇っていい一現代の四つの進展 天野貞祐全集 3 314～315

教育十話―立   志 天野貞祐全集 3 317～ 319

教育十話一生 い立 ち 天野貞祐全集 3 320～ 322

教育十話―中学 。高校一修業時代 (1) 天野貞祐全集 3 323～ 325

教育十話―一高一修業時代 (2) 天野貞祐全集 3 326～ 328

教育十話一一高・京大―修業時代 (3) 天野貞祐全集 3 329～ 331

教育十話一大学生活―修業時代 (4) 天野貞祐全集 3 332～ 334

教育十話―七高 。学習院一教育の実践 (1) 天野貞祐全集 3 335～ 337

教育十話―京大―教育の実践 (2) 天野貞祐全集 3 338^‐ 340

教育十話―一高・文部省―教育の実践 (3) 天野貞祐全集 3 341～343

教育十話―自由学園・獨協学園一教育の実践 (4) 天野貞祐全集 3 344～346

わたしの生活から一老   年 天野貞祐全集 3 347～349

わたしの生活から一教育者の哀しみ 天野貞祐全集 3 350～352

わたしの生活から一道理への信頼 天野貞祐全集 3 353～355

わたしの生活から一断   絶 天野貞祐全集 3 356～358

わたしの生活から一葬儀委員長 天野貞祐全集 3 359～ 362

わたしの生活から一晩   学 天野貞祐全集 3 363～ 365

わたしの生活から一高校生の反抗 天野貞祐全集 3 366～ 368

(17)
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表 題 書 名 頁 初出年

思い出すこと一思い出の先生 天野貞祐全集 2 353～356 1947

身辺雑記―感心したことしないこと 天野貞祐全集 2 357～359 1948

身辺雑記―満   点 天野貞祐全集 2 360～362 1947

身辺雑記―自然と人生 天野貞祐全集 2 363～ 366 1948

身辺雑記―短文五章―新   年 天野貞祐全集 2 367

身辺雑記―短文五章―手のない話 天野貞祐全集 2 367～368

身辺雑記―短文五章―ひとの運命 天野貞祐全集 2 368～370

身辺雑記―短文五章―世界をわが家に 天野貞祐全集 2 370～371

身辺雑記―短文五章一歴史を信ぜよ 天野貞祐全集 2 371～373

ものの考え方について 天野貞祐全集 2 375～376

ものの考え方について一古来の代表的な人間像 天野貞祐全集 2 376～378

ものの考え方について一洞穴のイドーラ 天野貞祐全集 2 378～382

ものの考え方について一権威盲従のイドーラ 天野貞祐全集 2 382～383

ものの考え方について一市場のイドーラ 天野貞祐全集 2 383～ 384

ものの考え方について―知力のイドーラ 天野貞祐全集 2 385～386

ものの考え方について一道徳の本質は変わらない 天野貞祐全集 2 386～390

ものの考え方について一道徳とは社会生活のルールである 天野貞祐全集 2 390～392

ものの考え方について―道徳性を養う三つの要素 天野貞祐全集 2 392～394

ものの考え方について一個人と国家 天野貞祐全集 2 394～396

ものの考え方について一愛国心について 天野貞祐全集 2 396～399

ものの考え方について一天皇は国の象徴であるということについて 天野貞祐全集 2 399～401

ものの考え方について―個性的な文化の創造は世界性につながる 天野貞祐全集 2 401～404

ものの考え方について一教育界を道理が支配するように 天野貞祐全集 2 404～405 1959

大学を出た頃のこと 天野貞祐全集 2 407～410 1949

信念と実践―道はちかきに在り 天野貞祐全集 3 7～  9 1941

信念と実践―奉公の誠について 天野貞祐全集 3 10～  20 1943

信念と実践―自覚と反省 天野貞祐全集 3 21～ 33 1942

信念と実践一人生と勤労 天野貞祐全集 3 34～ 49 1941

信念と実践―公に奉ずる心 天野貞祐全集 3 50～ 73 1941

信念と実践―科学と世界 。人生観 天野貞祐全集 3 71～ 84 1939

信念と実践―哲学精神の実践 天野貞祐全集 3 85～ 87 1941

信念と実践―幸福と幸運 天野貞祐全集 3 88～ 90 1941

信念と実践―西田先生夏日清談 天野貞祐全集 3 91～ 97 1942

信念と実践―平生先生喜寿祝賀式式辞 天野貞祐全集 3 98～ 102 1942

信念と実践―この生涯を見よ 天野貞祐全集 3 104～ 107 1943

信念と実践―岩元先生の追憶 天野貞祐全集 3 108～ 111 1941

信念と実践―一高の思い出 天野貞祐全集 3 112～ 122 1944

信念と実践一九鬼君のこと 天野貞祐全集 3 123～ 133 1941

信念と実践―短文十章―落第の悩み 天野貞祐全集 3 134～ 135

信念と実践―短文十章一言説と実践 天野貞祐全集 3 135～ 136

信念と実践―短文十章―親切心 天野貞祐全集 3 136～ 138

信念と実践―短文十章―職場と教育 天野貞祐全集 3 138～ 139

信念と実践―短文十章一性格の鍛練 天野貞祐全集 3 139～ 140

信念と実践一短文十章―夏に親 じむ 天野貞祐全集 3 140～ 141

信念と実践―短文十章一わがふるさと 天野貞祐全集 3 141～ 142

信念と実践一短文十章―斎藤君の話 天野貞祐全集 3 143～ 145

信念と実践―短文十章―車中の時間 天野貞祐全集 3 145～ 147

信念と実践―短文十章―岩波書店回顧三十年感謝晩餐会における挨拶 天野貞祐全集 3 147～148 1941
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表 題 書    名 頁 初出年

無限の可能性について一四つの偶像にかえりみ謙虚なこころ 天野貞祐全集 2 171

文化の得失について 天野貞祐全集 2 172～ 174

勉強の秘訣 天野貞祐全集 2 175～ 176

受験生に与う一受験生第一歩の目標は 天野貞祐全集 2 177～ 178

受験生に与う一第一目標へ二回試みよ 天野貞祐全集 2 178

受験生に与う一「沈潜反復」すること 天野貞祐全集 2 178～ 179

受験生に与う一何よりも良き習慣を 天野貞祐全集 2 180～ 181

受験生に与う一学びつつ考えること 天野貞祐全集 2 181

受験生に与う一受験はスポーツである 天野貞祐全集 2 181～ 183

受験生に与う一人間としての優等生 天野貞祐全集 2 183～ 184

受験生に与う一恵まれている諸君の資格 天野貞祐全集 2 184～ 185

受験生に与う一アルバイトの倫理 天野貞祐全集 2 185

受験生に与う一毎日の感謝を 天野貞祐全集 2 186

受験生に与う一試験は人間修養の一過程 天野貞祐全集 2 186～ 188

修学旅行に学ぶ 天野貞祐全集 2 189～ 192

知者と愛知者 天野貞祐全集 2 193～ 194

人間の尊重 天野貞祐全集 2 195～206

人間生活の大道 天野貞祐全集 2 206～210

歴史の進歩と青年の使命 天野貞祐全集 2 211～214

個人・国家 。世界 天野貞祐全集 2 215～218

旧道徳と新道徳 天野貞祐全集 2 219～233

学園を巣立つ人たちヘ 天野貞祐全集 2 234～236

若き女性のために一新しい時代に生きる女性たちヘ 天野貞祐全集 2 237～247 1948

若き女性のために一婦人学徒に与う 天野貞祐全集 2 248～253

若き女性のために一若き女性に与う 天野貞祐全集 2 254～259

幸福とはなにか―若き人たちと幸福を語る 天野貞祐全集 2 260～ 267

幸福とはなにか―幸福の意味―快楽と苦痛 天野貞祐全集 2 268～ 269

幸福とはなにか一幸福の意味―完全な幸福とは 天野貞祐全集 2 270

幸福とはなにか一幸福の意味―豚の幸福とソクラテスの不幸 天野貞祐全集 2 270～ 271

幸福とはなにか―幸福の意味―徳に即しての活動 天野貞祐全集 2 271～ 272

幸福とはなにか一幸福の意味―正直者が損をしない社会 天野貞祐全集 2 272～ 273

幸福とはなにか―幸福の意味―幸福の女神の話 天野貞祐全集 2 273～274

幸福とはなにか―幸福に意味―幸福の秘密 天野貞祐全集 2 274

幸福とはなにか一生活のうるおい 天野貞祐全集 2 275～ 281 1949

幸福とはなにか―運命と幸福 天野貞祐全集 2 282～292 1940

幸福とはなにか―幸福の一断面 天野貞祐全集 2 293～296 1947

教養への道一文化と教養 天野貞祐全集 2 297～304

教養への道―教育と社会 天野貞祐全集 2 305～313

教養への道―教育問答 天野貞祐全集 2 314～316 1947

教養への道―女性の敬重 天野貞祐全集 2 317～318 1948

教養への道―教養ということ 天野貞祐全集 2 319～ 321 1949

教養への道―これからの家庭教育 天野貞祐全集 2 322～ 330 1948

青年の自覚のために一新年のことば (1) 天野貞祐全集 2 331～ 334 1949

青年の自覚のために一新年のことば (2) 天野貞祐全集 2 335～337 1949

青年の自覚のために一新春の感想 天野貞祐全集 2 338～339 1948

青年の自覚のために一年少学徒に与う 天野貞祐全集 2 340～343

青年の自覚のために一学習の原則 天野貞祐全集 2 344～347 1949

思い出すこと一私の少年時代 天野貞祐全集 2 348～352 1948
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表 題 書    名 頁 初出年
カメラートとフロイント 仲間と友人 天野貞祐全集 1 389～391 1940

旅 行 雑 和 天野貞祐全集 1 392～395 1940

アマゴとアナゴ 天野貞祐全集 1 396～398 1940

春 が 来 た 天野貞祐全集 1 399～406 1940

倭   人 天野貞祐全集 1 407～409 1940

岩下壮一君の追憶 天野貞祐全集 1 410～412 1940

村野常右衛門氏のことなど 天野貞祐全集 1 413～415 1941

わが母のことなど 天野貞祐全集 1 416～418 1941

私の考え方 全体的に考える 天野貞祐全集 1 419～420

私の考え方 勤労への積極性 天野貞祐全集 1 420 1941

私の科学知識 天野貞祐全集 1 421～422 1941

短文七章 平凡な教訓 天野貞祐全集 1 423～424

短文七章 総親和 天野貞祐全集 1 424～425

短文七章 小学教育の重要性 天野貞祐全集 1 426

短文七章 友達のように 天野貞祐全集 1 427

短文七章 政党の更生 天野貞祐全集 1 428～429

短文七章 道理と無理 天野貞祐全集 1 429～430

短文七章 平常の心 天野貞祐全集 1 430～431

学生諸君に与う 天野貞祐全集 2 7～ 20 1939

学生 。学友会 。学生課「京大学生親睦の夕」講演 天野貞祐全集 2 21～ 30 1939

就職に対する心構え 天野貞祐全集 2 31～ 32 1938

「月曜講義」の創設に際して 天野貞祐全集 2 33～ 36 1938

浜田総長の追憶 天野貞祐全集 2 37～ 39 1938

浜田耕作先生のこと 天野貞祐全集 2 40～ 47 1938

西田哲学と歴史の問題 天野貞祐全集 2 48～ 61

哲学と人生 天野貞祐全集 2 62～ 68 1937

学生と音楽 天野貞祐全集 2 69～ 72 1939

読 書 論 天野貞祐全集 2 73～ 84

読書と思考について 天野貞祐全集 2 85～ 92 1939

読書の思い出 天野貞祐全集 2 93～ 96 1939
)\1f )v/s)v2*ffi.A^a 天野貞祐全集 2 97～ 102 1938

岩波「国語」を読んで 天野貞祐全集 2 103～ 106 1938

本多謙三君の追憶 天野貞祐全集 2 107～ 109 1938

牛山茂樹君の追憶 天野貞祐全集 2 110～ 112 1937

不幸な天才者 天野貞祐全集 2 113～ 115 1937

スポーツと人生 天野貞祐全集 2 116～ 119 1938

京 の 夏 天野貞祐全集 2 120～ 121 1937

日本的なるもの 天野貞祐全集 2 122～124 1938

人 物 雑 和 天野貞祐全集 2 125～ 128 1938

「泣虫小僧」を観る 天野貞祐全集 2 129′-132 1938

友 情 論 天野貞祐全集 2 133～ 144 1939

創造的人生観 天野貞祐全集 2 145～ 161 1938

無限の可能性について一京都駅ですっぼかしを食う 天野貞祐全集 2 163～ 165

無限の可能性について一鎌倉の「三もん書生」たち 天野貞祐全集 2 165～ 166

観現の可能性について一学者の才能は勤勉努力のみ 天野貞祐全集 2 166～ 167

無限の可能性について一専門をもつ難 しさと楽しさ 天野貞祐全集 2 167～ 168

無限の可能性について一無声の声を聞き無形の形を見る 天野貞祐全集 2 168～169

無限の可能性について一哲学とは「途上にあること」 天野貞祐全集 2 169^‐ 171
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表 題 書    名 頁 初出年

自由の問題 天野貞祐全集 1 30～ 72 1932

国難の克服 天野貞祐全集 1 73～ 78 1933

貧 乏 論 (1)高田教授の「貧乏の話」を読む 天野貞祐全集 1 78～85 1934

貧 乏 論 (2)貧乏に関する高田教授の解明を読む 天野貞祐全集 1 86～ 91 1934

貧乏論追記 天野貞祐全集 1 92～ 94 1935

人 生 私 見 天野貞祐全集 1 95～ 105 1935

京大文学部二十周年感想 明治から大正ヘ 天野貞祐全集 1 106～ 108 1936

個体と全体 信濃教育会総集会講演 天野貞祐全集 1 109～ 128 1936

夏日随想 1夏の幸福 天野貞祐全集 1 129～ 131

夏日随想 2私の鎗夏生活 天野貞祐全集 1 131～ 132

夏日随想 3野球見物 天野貞祐全集 1 133～ 135 1936

人生の諸相 (1) 天野貞祐全集 1 136～ 139 1936

人生の諸相 (2) 天野貞祐全集 1 140～ 141 1937

ヒューマニズムについて 天野貞祐全集 1 142～ 151 1936

鶏が神経質になる話 天野貞祐全集 1 152～ 154 1937

徳育について 天野貞祐全集 1 155～ 170 1937

道理について 三輪・岩垂・鵜飼三先生記念講演 天野貞祐全集 1 171～ 186 1937

友情 。同情・愛 天野貞祐全集 1 191～ 197 1940

学問と人生 天野貞祐全集 1 198～ 208 1940

東洋的学問と西洋的学問 天野貞祐全集 1 209～214 1939

社会生活の反省 天野貞祐全集 1 215～ 223 1940

生形式と個人性 天野貞祐全集 1 224～237 1939

現代学生論 天野貞祐全集 1 238～ 241 1940

新学年に際して学生諸君に与う 天野貞祐全集 1 242～247 1940

自覚と自負 天野貞祐全集 1 248～255 1937

大学の理念 1大学の形成 (本文タイトルは大学理念の形成) 天野貞祐全集 1 256^‐ 260

大学の理念 2全体感覚 全体性の理念 天野貞祐全集 1 260～ 264

大学の理念 3大学理念の契機 0学問研究 天野貞祐全集 1 264～266

大学の理念 4人格の陶冶 天野貞祐全集 1 266～268

大学の理念 5職業への準備 天野貞祐全集 1 268～270

大学の理念 6国家への奉仕 天野貞祐全集 1 270～ 272 1940

幸福について 若き女性に与う 天野貞祐全集 1 273～ 283 1940

人 生 の道 天野貞祐全集 1 284～290 1940

人間の苦悩と創造 天野貞祐全集 1 291～312 1939

勤労のよろこびについて 天野貞祐全集 1 317～336 1940

人生と創造 (1)立身出世から事柄自体へ 自由学園講演 天野貞祐全集 1 337～338 1940

人生と創造 (2)人間性の畏敬 天野貞祐全集 1 338～340

人生と創造 (3)死 して生くること 天野貞祐全集 1 340～ 343

人生と創造 (4)倉1造 ということ 天野貞祐全集 1 343～ 346

人生と創造 (5)自 由ということ 天野貞祐全集 1 346～349

人生と創造 (6)道理の感覚 天野貞祐全集 1 349～350

人生と創造 (7)人生の意味 天野貞祐全集 1 350～ 351 1940

年少諸君に与う 甲南高等学校顧問就任の言葉 天野貞祐全集 1 352～355 1941

新入学生諸君を迎う 京都帝大新入学生歓迎会講演 天野貞祐全集 1 356～ 364 1940

伝統と創造 一高記念祭講演 天野貞祐全集 1 365～378 1939

フンボル トの大学論 天野貞祐全集 1 379～380

ベルリンにおける最高学府の内的及び外的組織について 天野貞祐全集 1 380～ 386 1941

晏子の御者 天野貞祐全集 1 387～ 388 1941
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表 題 書    名 頁 初出年

小 。中学時代 わがふるさと (京都帝大新聞・信念と実践) 天野貞‐祐著作集 4 14～  15 1941

小・中学時代 わたしの少年時代 (真理の国。若き女性のために) 天野貞祐著作集 4 16～  22 1946

小 。中学時代 思い出の先生 (真理の国。若き女性のために) 天野貞祐著作集 4 23～ 27 1947

小 。中学時代 わが母のことなど (現代。私の人生観。若き女性のために) 天野貞祐著作集 4 28～ 31 1941

小 。中学時代 村野常右衛門氏のことなど (政界往来・私の人生観) 天野貞祐著作集 4 32～ 36 1941

小 。中学時代 三樹一平氏の追憶  (桂川遺響) 天野貞祐著作集 4 37～ 41 1925

小 。中学時代 斎藤君の話  (財政。信念と実践) 天野貞祐著作集 4 42～ 46 1941

一高時代 岩元先生の追憶  (一高会誌) 天野貞祐著作集 4 48～ 52 1941

一高時代 一高の思い出  (信念と実践) 天野貞祐著作集 4 53～ 68 1944

一高時代 九鬼君のこと (1)(思想) 天野貞祐著作集 4 69～ 70 1941

一高時代 九鬼君のこと (2)(「をりにふれて」後語いずれも信念と実践) 天野貞祐著作集 4 70～ 84 1941

一高時代 岩下壮一君の追憶 (カ トリック新聞・私の人生観) 天野貞祐著作集 4 85～ 88 1940

一高時代 九鬼・岩下両君のことなど (朝 日評論) 天野貞祐著作集 4 89～ 105 1948

一高時代 牛山茂樹君の追憶  (信濃文芸・学生に与ふる書) 天野貞祐著作集 4 106～ 109 1937

一高時代 立沢君の追憶  (向陵時報) 天野貞祐著作集 4 110～ 114 1936

一高時代 内村鑑三先生のこと (1)(京都帝大新聞。道理の感覚) 天野貞祐著作集 4 115～ 124 1932

一高時代 内村鑑三先生のこと (2)(内村全集 (付録月報)。 道理の感覚) 天野貞祐著作集 4 125～ 131 1933

一高時代 人物雑和 (夕刊大阪新聞・学生に与ふる書) 天野貞祐著作集 4 132～ 137 1938

京大学生時代 姉崎博士のことなど (改造文芸) 天野貞祐著作集 4 140～155 1949

京大学生時代 京大文学部三十周年感想 (京大文学部三十周年史,道理の感覚) 天野貞祐著作集 4 156～ 159 1986

京大学生時代 大学を出た頃のこと (人間・如何に生 くべきか) 天野貞祐著作集 4 160～ 164 1949

七高教授時代 不幸な天才者 (文芸春秋。学生に与ふる書) 天野貞祐著作集 4 166～ 170 1937

七高教授時代 ドクトル・クレスレルのことなど (朝 日評論) 天野貞祐著作集 4 171～ 186 1948

学習院教授。商大講師時代 本多謙三君の追憶 (一橋新聞。学生に与ふる書) 天野貞祐著作集 4 188～ 191 1938

留学時代 ハイデルベルク学派の人々 (理想・学生に与ふる書) 天野貞祐著作集 4 194～ 202 1938

留学時代 ハイデルベルクの思い出 (京都帝大新聞・道理の感覚) 天野貞祐著作集 4 203～ 231 1931

留学時代 鶏が神経質になる話 (文芸春秋・道理の感覚) 天野貞祐著作集 4 214～217 1937

留学時代 日本的なるもの (文芸春秋・学生に与ふる書) 天野貞祐著作集 4 218～222 1938

京大教授時代 アマゴとアナゴ (洛味。私の人生観) 天野貞祐著作集 4 224～227 1940

京大教授時代 西田先生夏日清談 (文芸・信念と実践) 天野貞祐著作集 4 228～237

京大教授時代 西田先生のこと (1)(思想) 天野貞祐著作集 4 238～242 1945

京大教授時代 西田先生のこと (2)(新潮) 天野貞祐著作集 4 243～ 259 1947

京大教授時代 浜田耕作先生のこと (知性。学生に与ふる書) 天野貞祐著作集 4 260～271 1938

京大教授時代 浜田総長の追憶 (京都帝大新聞・学生に与ふる書) 天野貞祐著作集 4 272～276 1938

京大教授時代 清徳君のこと (「形而上学」序) 天野貞祐著作集 4 277^‐ 278 1939

京大教授時代 哲学精神の実践 (週刊朝日・信念と実践) 天野貞祐著作集 4 279～ 282 1941

京ブヽ教i受時代 カメラートとフロイント(仲間と友人)(京都帝大新聞。私の人生観) 天野貞祐著作集 4 283～ 286 1940

京大教授時代 京大教授回顧談 (構想) 天野貞祐著作集 4 287～303 1945

甲南高校時代 平生先生喜寿祝賀式式辞 (甲南。信念と実践) 天野貞祐著作集 4 304～ 311 1942

甲南高校時代 この生涯を見よ (毎 日新聞・信念と実践) 天野貞祐著作集 4 312～317 1943

一高校長以後岩波さんの追憶 (信濃教育) 天野貞祐著作集 4 320～323 1946

岩波書店回顧三十年感謝晩餐会における挨拶 (信念と実践) 天野貞祐著作集 4 324～325 1942

岩井希夫君 (「病床哲学」序) 天野貞祐著作集 4 326～330 1948

読書の思い出 1939.1(東京堂月報・学生に与ふる書) 天野貞祐著作集 4 332～337 1939

後   語 天野貞祐著作集 4 340～ 341

ハイデルベルクの思い出 天野貞祐全集 1 11～ 17 1931

内村鑑三先生のこと (1) 天野貞祐全集 1 18～  24 1932

内村鑑三先生のこと (2) 天野貞祐全集 1 25～ 29 1933
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天野貞祐先生著作目録 (稿 )

情 報 セ ン タ

はじめに

獨協中学・高等学校の第13代校長天野貞祐先生の著書は、1914年、先生の恩師京都帝国大学教授桑木厳

氏と共訳 したカントの『 プロレゴーメナ』(哲学序説)や先生の全集・著作集など含めると40冊以上にも

なる。現在本校情報センター内の学園資料室には、国語科の安藤維男教諭をはじめ多くの教職員の協力に

よって先生の上梓された単行本が揃いつつある。

ところで、訳本以外のこうした単行本を紐解いてみると、そこに載せられている文章は新聞・雑誌など

に寄稿されたものが多いことがわかる。つまり、最初雑誌や新聞に掲載したものが複数の単行本に再録さ

れ、さらに全集・ 著作集などに再々録されているのであり、再録の際には表題を改める場合もあったよう

である。そして、再録、再々録の際に原載を明記していない場合がままあり、さらに原載の雑誌名や新聞

名を明記 してあっても雑誌の号数や新聞の発行日を必ずしも明記していない場合が多い。

戦前・戦後を通 じて教育・ 倫理・哲学などの分野で常に厳格かつ鋭い提言をされてこられた天野先生の

さまざまな文章を集め、年代順に再配列して先生の業績の全貌を明らかにしようとする企画は、だいぶ以

前からあったようだが、実際に作業を始めてみると時間の制約や初出の雑誌の調査など多くの困難に直面

した。そしてそうした状況は現在も続いている。 しかし一方で天野先生が御健在のころの様子を知る教職

員は一人去り二人去りと次第に少なくなりつつあり、日録を完成させるまであまり時間の猶予はないと思

い、今回、試作の形で著作目録を掲載することにした。タイトルの最後に「稿」を付けた所以である。

今回の著作目録は、単行本・全集・著作集などにどのような文章が掲載されているかをまず確認する意

味で、著書の中の表題をすべて抽出し、著書ごとにまとめ (著書は五十音配列)、 頁数を付 し、初出の年

代が判明している場合はそれも付記した。また、単行本などに原載雑誌名や他に再録 している単行本名が

わかる場合は表題の項の中で (  )を付して示しておいた。

情報センターとしては、今回作成 したこの目録をもとに各文章の原載雑誌・新聞などの調査をさらに進

め、各文章を発表された年代順にまとめ、表題・原載・再録単行本名などを付して、より充実した著作目

録の作成を今後目指していきたい。

今回の目録作成に当たっては安藤教諭に大変お世話になった。また情報センターの高橋とし子氏には目

録カードの作成から目録原稿の打ち込みまですべてを担当いただいた。お二人の尽力がなければ今回のこ

の目録は作成できなかった。衷心より深謝申し上げる。お二人のご協力を無駄にせぬよう著作目録の充実

に一層努力する所存である。                            (文 責 兼田)
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背筋力 握カ

表1身長3区分の体格・体カテスト結果

学年  群  身長  体■

150.0    44.4 24.3    47.7     6.2    70.2

42.9    62.0    22_7    43.1

Ml
(1995)

(5.0)

152.2

(2.5)

143.2

(9.8)

44.5

(7.9)

37.5

０
３８・２〔〕瑯

44.8

(6.7)

45.2

(4.7)

39.7

70.2

(14.5)

61.2

(12.1)

55.2

25.8

(5.0)

23.2

(2.6)

19.8

(7.3)

44.6

〈6.6)

41.4

(5.9)

6.2

(6.3)

5.4

(7.9)

60.3

(10.1)

58.0

49.9    43.3    49.7 7.9    70.8

160.7    52.3    41.0 45.4     6.5 57.9

(ao(9.3)   (11.7)    (3.3)    (7.3)   (16.4)    (5.6)    (8.9)    (6.2)

171.0

(3.9)

160.9

(1.7)

151.2

61.7

(10.3)

51.8

(3.8)

44.1

４２・‐〔〕僣
②
鋭

49.6    04.7    32.2    46.4     5.9    59.6

(6.1)   (15.01)    (4.7)    (3.1)    (5.7)    (6.9)

50.3    80.0    00.6    45.4     7.1    53.0
(5.7)  (11.0)   (3.7)  (10.1)   (3.0)  (11.0)
44.7    65.7    25.2    `44.5     6.6    56.3

M2
(1996)    2

44.5    54.4   110.2 73.1

(12.6)_______」 i■ユ!L.__.⊆ !2.___⊆ユL___■8)_■:里」と____(1豊_____豊2)_(■2)
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０

１
・
５

０

‐
・
９

Ｃ

５０

■

４８

(4.3)
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168.4    58.6 .5    38.8    54.0

3.1
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Hl
(1998)

(3.8)

168.8

(1.0)

162.0
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(9.3)
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(ao
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〔〕椰

(60)
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(6.1)

54.7

(22.5)

110.0

(26.9)

106.0

(5.4)
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(3.6)
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9.3

(6.6)

11.3

(3.0)

3.1

59.9

(7.2)

58.7

(11.3)

59.4

29.3    42.4    55.0

59.5   117.5 41.9
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178.9
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翻
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122.6
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111.7

43.9    55.1     10.1    62.3
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00) (11.1)  (3.3) (11.4)
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_           (6.5)    (9.4)    (5.3)    (7.5)
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上段は平均値、下段は標準偏差     N=51、「1」…20、「2」…13、「3」…18



今回、身長低群「 1」の生徒の伸びが一番優れているという結果から、低身長だ

から不利ということのないような教育的配慮をして指導が可能となるよう今後も資

料分析を継続していきたいと思う。また、発育•発達の過程にある生徒の身体的な

有利・不利のない評価表を検討して、それを教育の場で活用出来ように取り組んで

いきたいと考える。

今後中学・高校一貫教育校が多くなり、小学生の受験勉強による身体活動の減少

に伴う子どものからだの変化が叫ばれる時11)、生徒の心（精神）身（肉体）の発育

発達過程の測定継続をして生徒との関わりの一助になることを願っている。

〔参考文献〕

1) 小沢治夫 (2002)特集 1子どもの体力低下、いまなにを考えるべきか 青少年

の体力低下に体育教師は何をなすべきか．体育科教育．50(4) : 28-31. 

2) 音海紀一郎音海哲子．青山昌二 (1998)男子中学生の体格及び体力診断テス

トの縦断的考察 CIRCULAR. 59 : 187-193. 

3) 音海紀一郎津久井さと子．音海哲子． 青山昌二 (1999)体格・体力に関する

12~15歳の縦断的一考察．獨協中学・高等学校研究紀要17• 18: 1-14. 

4) 音海紀一郎白土祐二．音海哲子 (2000)体格・体カテストの縦断的考察獨

協中学・高等学校研究紀要19: 1-14. 

5) 加藤勇之助．合田浩二．入江友生岡崎勝博小沢治夫 (2001.11) 

中・高一貫校のカリキュラム構成に関する基礎的研究ー総集編一 報告集 第

6集（改訂版）．筑波大学附属駒場中・高等学校 ：163-171.

6) 杉原一昭(1999) 何が子どもを変えたか．体育の科学49. 1 : 4-8. 

7) 杉原 隆 (2000) I子どもの心とからだ 子どもの心とからだの発達と社会的

反映．体育科教育第48巻第 1号 1: 10-13. 

8) 西嶋尚彦 (2002)青少年の体力低下傾向．体育の科学52. 1 : 4-14. 

9) 宮下充正（2,000) 論説子どもにサイエンスを教えるのも必要だが運動させ

るのはもっと大切．体育の科学50. 9 : 724-727. 

10) 特集 I子どもの「体力低下」一何が問題か (2,000)体育科教育．第4腱き第14号．
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11) 子どものからだと心・連絡会議 (2001)「子どものからだと心白書2001」.2001:

1-112. 

12) 文部省体育局 (1995~2,000) 体カ・運動能力報告書．
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比べて顕著である。(以降「 1」・「 2」・「 3」 とする)

体カテスト項目について、反復横とび (図 3)は、「 1」 の伸びが各学年で一番

劣っている。その一要因として身長差によるところが大きいと思われる。

垂直とび (図 4)は、「 1」 の伸びは学年が進むにつれて「 2」・「 3」 より大き

く伸びを示 している。

背筋力 (図 5)・ 握力 (図 6)の 2項目も「 1」 の伸びは、他の「 2」・「 3」 に

比べて伸びが大きいことを示している.

柔軟性の伏臥上体そらし (図 7)の伸びは、「 3」 より「 1」 の伸びが大きく、

「 2」 の伸びが一番劣っている。立位体前屈 (図 8)は、学年が進むにつれて「 3」

が大きく伸び、「 1」 の伸びが一番劣っている。同じ柔軟性測定でも伸びの結果の

異なることがわかった。

踏み台昇降運動 (図 9)は、中学 1年値を100と した時、「 1」 の中学 3年値と

高校 1年値が100を少し越しているが、「 2」・「 3」 の区分は全て100を下回ってい

る。

以上のことから、身長 3区分による各学年間の伸びをみると、「 1」 の生徒の伸

びが体格に影響するであろう反復横とびを除いた全ての項目で優れている。

立位体前屈は「 3」・「 2」 に対し「 1」 の伸びの悪い要因は何か。今後調査検討

を加える必要があると思われる。

<ま とめ>
中学 1年時から高校 3年時までの、同一生徒を対象とした丸 5ケ 年間の体格と体力

テスト結果の経年的変化を資料分析した結果、次のようなことが明らかになった。

① 年度の体格と体カテスト結果を全国平均値と比較すると、体格は全国値並みに発

育・ 発達しているといえよう。

体カテスト結果項目も同様に比較すると、中学 1年時は入学受験の影響が大きく

影響 して全国値を下回っていると考えられる。在学期間中に全国値並みに体力を維

持するが、高校 3年時になると受験勉強の影響で、身体運動が減ることにより劣る

項目が目立ってくる。

② 身長 3区分のそれぞれの伸びをみると、体格の大小に影響のあると思われる反復

横とびは、身長低群「 1」 の伸びが劣るが、他の項目では全て身長低群「 1」 の伸

びが優れていることが分かった。

(4)



立位体前屈は、中学 1年値から高校 2年値まで獨協値は全国平均値並み (-0.8

m、 -1.4釧、-0.9cm、 +0.4cm、 -0.5cm)で、高校 3年値は全国平均値に比較 し

て、獨協値は5%水準で有意に劣っている (-2.3m)。

踏み台昇降運動は、中学 1年値から高校 3年値まで全国平均値と比較すると、獨

協値は1%水準で有意に劣っている (-10.4、 -12.9、 -14.4、 -119、 -16.7、

-15.8)。

体格と体カテスト結果を全国平均値と比較すると、体格の身長と体重は全国値と

似かよった発育発達を示 しているといえよう5)。

体カテスト結果は全身的筋力である背筋力と全身持久力である踏み台昇降運動の

2項目は、中学 1年値から高校 3年値において、獨協値は1～ 5%水準で有意に劣っ

ている。その他の項目は中学受験の影響で、中学 1年値は劣っているが在学期間中

に体力は全国平均値並みになる。また、高校 3年値が全国平均値より劣る項目につ

いては、高校 2年の 2学期以降、受験勉強が増える事による身体運動の減少が劣る

傾向の一要因として考えられる。

2)身長 3区分の伸び

図 1か ら図 9は、身長 3区分 した体格と体カテストの各学年、各項目がそれぞれ

どのような伸びを示したかを示 している。

身長 3区分の算出法は、身長の平均値・標準偏差から求めた。

身長高群 (平均値+0.5標準偏差以上)・…… 3

身長中群 (平均値±0.5標準偏差)・ …̈……・2

身長低群 (平均値-0.5標準偏差未満)・ …… 1

各区分の人数は「 3」 18名  「 2」 13名  「 1」 20名 である。

伸び率の算出法は、中学 1年値を100と した。

(中学 2年値―中学 1年値)■中学 1年値×100+100か ら求めた。

例えば「 3」 の身長の中学 1年値から2年値でいえば、

(171.0-163.4)■ 163.4× 100+100=104.65

従って、中学 1年値から中学 2年値について、身長の伸びは4.65%を示 した

ことになる。

このように、各項目の 3区分の伸びを比較すると、体格の身長 (図 1)で は身長

低群「 1」 が各学年で一番伸びが大きい。同様に体重 (図 2)も身長と同 じことが

言える。特に身長低群「 1」 の高校 1年値から高校 3年値の体重の伸びが、身長に

(3)



<結果 と考察>

1)全国平均値との比較

対象者51名の中学 1年時から高校 3年時までの体格と体カテスト結果については

表 1に示 した。

体格の身長と体重の 2項目について、全国平均値
2)と 比較すると、本校値 (以下

獨協値とする)の身長平均値は、中学 1年値-0.4m、 中学 2年値+0.lm、 中学 3

年値+1.Om、 高校 1年値+1.lm、 高校 2年値+0.2m、 高校 3年値+0.3mである。

中学 3年値から高校 1年値にかけて、全国平均値より1.0～ 1.lmと この年代に一番

伸びが大きいことを示している。

同様に、体重も中学 1年値から高校 3年値までを比較すると、+0.4聴、 +2.4kg、

+1.7ヒ、+1.Okg、 -0.9聴、+0.5聴 で、高校 2年値を除 く他の学年で全国平均値

を上回っていることを示している。

身長、体重 2項目を全国平均値と比較 した結果、獨協値の方が数値的にはやや上

回っているが、その差は有意と認められなかった。という事は、獨協生は身長、体

重ともに全国的レベルにあるといえよう。

体カテスト7項目について、全国平均値②と比較すると、反復横とびは、中学 2

年値のその差-2.3点は1%水準で獨協値が有意に劣っているが、中学 3年値、高

校 1年値で全国レベルに達 し、高校 2年値、 3年値で+2.5点、+2.1点 と1%水準

で獨協値が有意に優れている。

垂直とびは、学年が進むに従って、全国平均値レベルに達 してくる (-0.6m、

-1.9口哄 -1.7m、 -0.5m、 +0.3m、 +0.5cm)。

背筋力は、中学 1年値から高校 3年値の全てにおいて、全国平均値より獨協値は

1～ 5%水準で有意に劣っている (-19。 7聴、-24.5kg、 -18.1ヒ、-8.2kg、 -11.8

kg、 -15.0ヒ )。

握力は、中学 1年値、2年値は全国平均値より獨協値は5%水準で有意に劣って

いる (-2.1贈、-2.3聴 )。 中学 3年値から高校 2年値は全国平均値近 くまで回復

(-0.6セ、+0.4kg、 -0.3kg)し、高校 3年値において再び5%水準で獨協値の方

が有意に劣る (-2.1贈)。

伏臥上体そらしは、中学 1年値から高校 1年値まで全国平均値と比較すると、獨

協値は1～ 5%水準で有意に劣っているが (-4.6m、 -5.7m、 -3.3m、 -2.8cm)、

高校 2年値、 3年値においては、全国平均値近くまで回復 (-1.5m、 -1.5m)す

る。

(2)



身長 3区分にみる体格・体カテストの縦断的研究

―一良Б (獨協中学・高等学校)

三1(獨協中学・ 高等学校)

子 (相 模 女 子 大 学)

<目 的>

青少年の体力低下が文部科学省の統計的報告をはじめ、さまざまな研究から明らか

になっている1,7■9,10。 本校生徒においても、体格は年々向上 したものの、体力は低下

していることが実感される獅)。 近年走・跳・投の基本的な動作が満足に出来ない生

徒が保健体育教師はもとより、他教科の教師からも指摘されている。現に昼休み・放

課後の生徒たちの実態をみると、グラウンド0中庭で活動的にボールゲームに熱中す

る生徒がいる反面、図書館やパソコンルームで静かに過ごす生徒もいる。このように

生徒の自由時間の過ごし方が二極化 している。この延長として全体的に体力低下がう

かがえるのではないだろうか。

本研究は、中学・高校一貫教育の中で発育期にあり心身ともに大きく成長していく

生徒の運動・健康への理解を高め、生き生きした学校生活を過ごす手助けとなること

を目的としている。そして本研究では、中学入学後、生徒の体格と体力の変化を継続

して測定し、体格のうち身長により生徒を 3区分に分け、各区分でどのような成長過

程がみられるか分析を試みた。その結果が今後保健体育科における生徒指導に反映さ

れ、その指導に対する新たな方法を見いだすための参考になればと思う。

<方 法>

対象者は平成 7年度 (1995)獨協中学校入学生 180名 のうち、中学 1年時から高校

3年時までの丸 5ケ 年間の体格と体カテスト結果の欠測値のない126名。その126名

の各年度における身長の平均値から、身長 3区分 して中学入学時から高校 3年時まで

に、同一区分に該当する51名を本分析の対象者とした。

分析にあたり、身長、体重、背筋力、握力は春季健康診断時の記録を用いた。

体カテスト項目は、体育授業および昼休み、放課後等に実施要項に従い実施した。
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