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以
前
ど
こ
か
で
、
若
い
世
代
向
け
の

文
庫
で
は
、
夏
目
漱
石
の
小
説
の
「
車

で
」
と
い
う
箇
所
に
「
人
力
車
の
こ
と
」

と
註
を
入
れ
て
あ
る
、
と
読
ん
だ
こ
と

が
あ
り
ま
す
。
タ
ク
シ
ー
を
使
っ
た
の

だ
と
思
っ
て
し
ま
う
か
ら
、
と
い
う
こ

と
で
し
た
。
明
治
期
の
本
を
読
む
に
は
、

当
時
の
時
代
背
景
や
空
気
感
も
、
あ
る

程
度
は
理
解
し
て
い
な
い
と
、
こ
の
よ

う
な
誤
解
も
生
ま
れ
ま
す
。
と
は
い
え
、

資
料
に
接
し
て
、
そ
の
あ
た
り
の
こ
と

を
理
解
す
る
の
は
な
か
な
か
難
し
い
も

の
で
す
。

前
置
き
が
長
く
な
り
ま
し
た
が
、
ご

紹
介
す
る
の
は
神
津
仙
三
郎
著
『
音

楽
利
害
』（
明
治
24
）
で
す
。
古
今
東
西

の
図
書
を
渉
猟
し
、
音
楽
の
利
と
害
に

つ
い
て
の
記
述
を
主
題
ご
と
に
列
挙
し

て
い
る
引
用
文
献
集
で
す
。
こ
こ
に
掲

げ
ら
れ
て
い
る
量
が
半
端
で
な
い
。
し

か
も
日
本
の
古
典
だ
け
で
は
な
く
、
欧

文
も
、
漢
籍
も
、
と
い
う
の
で
す
か
ら
、

個
人
の
著
作
で
こ
れ
ほ
ど
幅
広
く
目
を

配
っ
て
い
る
こ
と
に
驚
く
ほ
か
は
あ
り

ま
せ
ん
。
引
用
書
目
の
一
覧
だ
け
で
、

19
頁
も
あ
る
の
で
す
。

巻
之
三
は
「
音
楽
ノ
衛
生
ニ
関
ス
ル

事
」
で
、
今
日
で
い
う
音
楽
療
法
に
あ

た
る
事
柄
が
集
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ

こ
に
あ
る
20
の
記
述
の
う
ち
、
６
つ
は

「
音
楽
衛
生
論
」
か
ら
の
引
用
で
す
。
神

津
が
こ
の
本
を
重
要
視
し
て
い
た
こ
と

が
よ
く
分
か
り
ま
す
。
原
書
は
『The 

influence of m
usic on health 

and life

』（1875
）
で
す
。「
音
楽
衛

生
論
」
と
は
実
に
う
ま
い
訳
だ
と
思
い

ま
せ
ん
か
？
著
者
は
フ
ラ
ン
ス
人
医
師

で
、
こ
れ
は
仏
語
か
ら
英
語
へ
の
翻
訳

書
で
す
。
原
書
が
出
た
１
年
後
に
英
訳

が
出
版
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
み
て
も
、

こ
の
主
題
が
当
時
注
目
さ
れ
た
こ
と
が

分
か
り
ま
す
。
と
は
い
え
翻
訳
者
は
著

者
に
対
し
て
微
妙
な
距
離
を
と
っ
て
い

ま
す
。
と
い
う
の
は
、
著
者
自
身
が
構

想
は
１
８
４
６
年
か
ら
、
と
断
っ
て
い

る
よ
う
に
、
音
楽
に
つ
い
て
の
、
あ
る

捉
え
方
が
発
表
当
時
す
で
に
時
代
遅
れ

の
面
が
あ
っ
た
た
め
で
す
。
医
師
と
し

て
の
著
者
は
、
臨
床
場
面
が
音
楽
の
力

に
よ
っ
て
動
く
こ
と
を
解
明
し
た
い
と

の
思
い
か
ら
、
そ
こ
に
何
か
物
理
的
な

も
の
が
存
在
す
る
の
で
は
な
い
か
と
の

仮
説
を
立
て
た
の
で
す
。
そ
の
部
分
は

当
時
で
す
ら
到
底
受
け
入
れ
が
た
い
も

の
で
は
あ
っ
た
の
で
す
が
、
音
楽
を
臨

床
の
場
に
適
用
す
る
こ
と
の
ま
と
ま
っ

た
最
初
の
記
述
で
あ
る
、
と
い
う
価
値

は
、
そ
の
仮
説
の
時
代
的
制
約
で
減
ず

る
も
の
で
は
な
く
、
神
津
も
そ
う
し
た

部
分
は
す
ん
な
り
と
飛
ば
し
て
、
必
要

と
考
え
た
部
分
だ
け
を
引
用
し
て
い 

ま
す
。

さ
て
、
こ
の
明
治
期
の
大
著
を
読
ん

で
い
て
不
思
議
に
思
う
の
は
、
ど
う
や

ら
当
時
、
雅
楽
は
上
品
で
三
味
線
は
下

品
と
さ
れ
て
い
る
ら
し
い
こ
と
や
、
淫

楽
と
し
て
、
あ
る
種
の
音
楽
を
退
け
て

い
る
価
値
観
で
す
。
現
代
に
生
き
る
私

た
ち
は
伝
統
邦
楽
に
な
じ
み
は
な
く
と

も
見
下
す
も
の
で
も
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、

こ
こ
は
理
解
の
た
め
の
手
助
け
が
必
要

に
な
り
ま
す
。

そ
こ
で
参
考
に
な
る
の
が
『
ド
レ
ミ

を
選
ん
だ
日
本
人
』
と
『
国
家
と
音
楽
』

で
す
。
ど
ち
ら
も
明
治
に
つ
い
て
、“
頭

で
理
解
す
る
”
と
い
う
フ
ィ
ル
タ
ー
を

通
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。

当
然
知
っ
て
い
る
だ
ろ
う
、
と
い
う
時

代
の
空
気
感
の
共
有
を
前
提
と
し
て
い

る
記
述
で
は
つ
い
て
い
け
な
い
私
た
ち

で
も
理
解
で
き
る
も
の
で
し
た
。
こ
う

し
た
本
を
読
ん
で
か
ら
、
例
え
ば
田

辺
尚
雄
の
『
明
治
音
楽
物
語
』
を
読
み
、

そ
の
上
で
『
音
楽
利
害
』
に
取
り
組
む

と
、
受
け
止
め
方
が
少
し
変
わ
っ
て
く

る
こ
と
で
し
ょ
う
。

ま
ず
当
時
と
現
代
の
ス
ピ
ー
ド
感
が

違
い
ま
す
し
、
音
楽
も
専
門
化
し
て
お

ら
ず
、
素
朴
に
“
智
育
・
体
育
・
徳
育
” 

が
ゆ
る
や
か
に
ま
と
め
て
捉
え
ら
れ
、

「
人
を
育
て
る
」
と
い
う
こ
と
に
フ
ォ
ー

カ
ス
で
き
て
い
た
時
代
で
す
。
こ
の
視

点
に
時
間
を
加
え
、
特
定
の
人
間
の
成

長
に
フ
ォ
ー
カ
ス
す
る
と
、
当
然
「
進

歩
・
向
上
」
が
起
こ
り
、
そ
の
先
は
、

日
本
で
は
そ
の
後
新
設
さ
れ
る
音
楽
大

学
は
西
洋
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
一
辺
倒
へ

と
舵
が
切
ら
れ
て
い
く
こ
と
は
み
な
さ

ん
ご
存
知
で
す
ね
。
激
動
の
明
治
は
制

度
上
の
変
化
は
目
ま
ぐ
る
し
く
、
人
の

暮
ら
し
も
緩
や
か
な
が
ら
も
、
去
年
と

今
年
は
確
実
に
変
わ
っ
て
い
く
時
代
で

し
た
。
平
成
生
ま
れ
の
み
な
さ
ん
に
は

難
し
い
こ
と
で
し
ょ
う
が
、
昭
和
で
の

64
年
間
の
変
貌
も
考
え
て
、
明
治
に
想

像
力
を
働
か
せ
て
み
て
く
だ
さ
い
。

⃝ 

や
べ  

み
さ
お　
宮
本
常一を
何
冊
か
読
み
、
日
本
に
道
路
が
で
き
た
頃
、
天
狗
も
き
つ
ね
も

た
ぬ
き
も
い
な
く
な
っ
た
こ
と
に
気
づ
き
ま
し
た
。そ
れ
ほ
ど
昔
の
こ
と
で
は
な
か
っ
た
の
で
す
。

屋
部  

操

音
楽
療
法
か
ら
読
む
『
音
楽
利
害
』 

—
 

明
治
期
の
音
楽
書
を
読
む
と
き

・『音楽利害』復刻版．大空社 (C53-029)
・ The influence of music on health and life. 復刻版 (J115-247) 
 復刻版は目次と序文が欠けている・原本は貴重書として所蔵

・『ドレミを選んだ日本人』音楽之友社 (J110-731)
・『国家と音楽』春秋社 (J113-496)


