
新
し
い
日
本
の
音
楽 

 

日
本
の
音
楽
を
語
る
と
き
、
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
ひ
と
り
の
天
才
が
い
ま
す
。
そ
の
人
は
、
宮
城

道
雄
で
す
。 

明
治
二
七
（
一
八
九
四
）

年
四
月
七
日
、
宮
城
道
雄
は
神
戸
で
生
ま
れ
ま
し
た
。
生
ま
れ
て
二
百
日
た
っ
た

こ
ろ
、
目
の
病
気
に
か
か
り
、
八
歳
を
過
ぎ
る
と
目
が
全
く
見
え
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
失
明
の

宣
告
を
受
け
た
彼
は
、
人
の
す
す
め
も
あ
っ
て
、
琴
を
習
う
こ
と
に
し
ま
し
た
。
琴
は
、
昔
か
ら
目
の
見

え
な
い
男
の
人
が
な
る
主
な
仕
事
の
一
つ
で
し
た
。 

道
雄
は
、
二
代
中
島
検
校

け
ん
ぎ
ょ
う

に
入
門
し
ま
し
た
。
琴
の
先
生
の
教
え
方
は
、
大
変
厳
し
い
も
の
で
し
た
。 

「
目
の
見
え
な
い
人
は
、
記
憶
力
が
よ
く
な
く
て
は
な
ら
ん
。
一
度
教
え
た
こ
と
を
忘
れ
る
よ
う
で
は
だ

め
だ
。
わ
し
は
一
度
し
か
教
え
て
や
ら
ん
か
ら
、
習
っ
た
こ
と
を
決
し
て
忘
れ
ん
よ
う
に
。」
と
、
道
雄
に

厳
し
く
注
意
し
ま
し
た
。
彼
は
、
毎
回
、
自
分
の
す
べ
て
の
能
力
を
集
中
さ
せ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
先
生

の
教
え
の
と
お
り
、
教
わ
っ
た
こ
と
を
一
度
で
自
分
の
も
の
に
し
て
い
き
ま
し
た
。
彼
は
非
常
に
熱
心
で
、

人
よ
り
多
く
学
び
、
ひ
と
月
に
三
十
曲
も
覚
え
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。 

苦
労
の
か
い
が
あ
っ
て
、
道
雄
の
腕
前
は
め
き
め
き
上
達
し
ま
し
た
。
そ
し
て
十
一
歳
の
時
、
彼
は
三

代
中
島
検
校
よ
り
免
許
皆
伝
を
授
か
り
ま
し
た
。
免
許
皆
伝
と
は
、
演
奏
技
術
な
ど
の
奥
義

お

う

ぎ

（
最
も
奥
深
い
大

切
な
こ
と
が
ら
）

を
師
匠
が
弟
子
に
全
て
を
伝
え
、
人
に
教
え
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
こ
と
で
す
。
こ
こ
に
ひ
と

り
の
箏
曲
家

そ
う
き
ょ
く
か(

弦
楽
器
の
箏 そ

う(

琴)

を
演
奏
し
た
り
、
作
曲
し
た
り
す
る
人)

が
誕
生
し
た
の
で
す
。 

道
雄
は
、
学
校
で
琴
を
ひ
い
て
聴
か
せ
た
り
、
大
人
に
琴
を
教
え
た
り
し
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
夜
は
尺

八
を
練
習
し
、
小
学
校
で
は
オ
ル
ガ
ン
を
弾
か
せ
て
も
ら
い
、
た
ち
ま
ち
の
う
ち
に
上
達
し
ま
し
た
。 

道
雄
が
十
三
歳
の
こ
ろ
、
朝
鮮
で
働
い
て
い
た
父
親
が
け
が
を
し
て
働
け
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

そ
の
た
め
彼
は
朝
鮮
の
仁
川

じ
ん
せ
ん

（
現
韓
国
の
イ
ン
チ
ョ
ン
）
へ
渡
り
、
琴
の
先
生
を
し
て
、
家
族
の
生
活
を
支
え

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
彼
は
、
昼
は
箏こ

と

、
夜
は
尺
八
を
教
え
て
一
家
を
支
え
た
の
で
し
た
。 

そ
の
こ
ろ
道
雄
は
、
す
で
に
習
い
終
わ
っ
た
何
百
と
い
う
曲
は
弾
き
つ
く
し
て
し
ま
い
、
何
か
あ
き
た

ら
な
い
も
の
を
感
じ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
ま
で
の
日
本
の
音
楽
は
、
た
く
さ
ん
の
型
で
成
り
立
っ
て
い
ま

 



し
た
。
そ
の
た
く
さ
ん
の
型
の
中
か
ら
ど
れ
か
を
選
ん
で
、
曲
を
作
っ
て
い
く
の
が
、
日
本
の
作
曲
の
方

法
で
し
た
。
彼
は
、
日
本
の
古
い
曲
を
深
く
学
び
尊
敬
し
て
い
ま
し
た
が
、
そ
の
良
さ
だ
け
で
な
く
、
足

り
な
い
点
も
分
か
り
ま
し
た
。
彼
は
、
い
つ
し
か
作
曲
を
し
て
み
た
い
と
考
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

あ
る
日
の
こ
と
、「
よ
し
、
自
分
で
新
し
い
曲
を
作
ろ
う
」
と
決
心
し
ま
し
た
。
道
雄
は
考
え
ま
し
た
。

来
る
日
も
来
る
日
も
考
え
ま
し
た
。「
西
洋
の
音
楽
は
、
覚
え
や
す
く
、
歌
い
や
す
い
。
日
本
に
も
覚
え
や

す
い
メ
ロ
デ
ィ
ー
が
あ
っ
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
。」
彼
は
、
西
洋
音
楽
の
要
素
を
日
本
の
音
楽
に
導
入

し
、
邦
楽
の
活
性
化
を
考
え
ま
し
た
。
彼
は
、
夢
中
に
な
っ
て
、
ひ
い
て
は
直
し
、
ひ
い
て
は
直
し
て
作

曲
を
進
め
て
い
き
ま
し
た
。
つ
い
に
、
十
四
歳
の
と
き
（
一
九
○
九
年
）
、
初
め
て
の
曲
「
水
の
変
態
」
と
い

う
曲
を
作
り
ま
し
た
。
こ
の
曲
は
新
し
く
、
の
び
や
か
な
美
し
さ
を
も
ち
、
聴
い
た
人
々
を
驚
か
し
ま
し

た
。 め

き
め
き
と
才
能
を
発
揮
し
た
道
雄
は
、
二
二
歳
（
一
九
一
六
年
）

と
い
う
若
さ
で
、
最
高
の
位
で
あ
る
大

検
校
と
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
彼
は
こ
の
こ
と
で
満
足
せ
ず
、
翌
年
（
大
正
六
年
四
月
）
、
青
雲
の
志
（
徳
を

磨
い
て
立
派
な
人
物
に
な
ろ
う
と
す
る
心
）

を
抱
い
て
上
京
（
東
京
へ
移
住
）

し
ま
し
た
。
道
雄
は
二
五
歳
で
、
作
曲
家

と
し
て
本
格
的
に
デ
ビ
ュ
ー
し
ま
し
た
。 

道
雄
は
、
自
分
の
新
し
い
音
楽
世
界
を
開
拓
し
続
け
、｢

春
の
海｣｢

さ
く
ら
変
奏
曲｣｢
秋
の
調
べ｣

な
ど
、

た
く
さ
ん
の
曲
を
作
っ
て
い
き
ま
し
た
。
彼
の
作
っ
た
曲
に
つ
い
て
、
あ
る
人
が
「
と
て
も
す
ば
ら
し
い

曲
で
す
ね
。」
と
ほ
め
る
と
、
道
雄
は
反
省
し
な
が
ら
、「
い
い
え
。
こ
こ
は
こ
う
な
の
で
す
。」
と
自
ら
欠

点
を
指
摘
し
、
さ
ら
に
よ
い
曲
を
目
指
し
て
い
き
ま
し
た
。 

彼
の
作
品
は
、
覚
え
や
す
く
、
歌
い
や
す
い
の
で
、
今
も
な
お
た
く
さ
ん
の
作
品
が
、
多
く
の
人
々
に

愛
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 〈
わ
た
し
た
ち
は
、
宮
城
道
雄
か
ら
何
を
学
ぶ
か
？
〉 

 

  

 

◎ 

一
つ
、
努
力
・
向
上
心 

◎ 

二
つ
、
不
撓
不
屈
・
強
い
心 

◎ 

三
つ
、
創
意
工
夫
（
新
し
い
も
の
を
創
ろ
う
と
す
る
意
欲
） 



◎ 

愛
日
小
学
校
の
実
践 

音
楽
専
科 

田
中
舘 

玲
教
諭 

㈠ 

五
年
生
の
三
学
期 

「
日
本
の
音
楽
に
親
し
も
う
」
（
和
楽
器
体
験
） 

○ 

音
楽
室
に
琴
が
三
台
あ
り
、
児
童
は
琴
の
音
出
し
体
験
を
し
ま
し
た
。
琴
爪
を
付
け
て 

音
を
出
す
こ
と
が
、
思
っ
た
以
上
に
難
し
い
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。
絃
が
硬
く
簡
単
に 

は
音
が
出
せ
な
い
の
で
驚
き
、
苦
労
す
る
そ
う
で
す
。 

㈡ 

六
年
生
の
一
学
期
（
六
月
） 

 

「
宮
城
道
雄
記
念
館
」（
徒
歩
五
分
）
へ
行
っ
て
体
験
学
習
を
行
い
ま
し
た
。 

① 

宮
城
道
雄
の
少
年
時
代
を
ス
ラ
イ
ド
で
詳
し
く
学
習
し
ま
し
た
。 

 

② 

箏
の
説
明
を
聞
き
、
生
演
奏
を
聴
き
ま
し
た
。 

 
 
 

曲
目
は
、「
ロ
ン
ド
ン
の
夜
の
雨
」「
汽
車
ご
っ
こ
」
で
し
た
。 

 

③ 

箏
の
先
生
か
ら
「
さ
く
ら
さ
く
ら
」
を
個
別
に
指
導
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

 

④ 

展
示
室
を
見
学
し
ま
し
た
。 

館
の
裏
手
に
は
、「
検
校
の
間
」
さ
ら
に
「
宮
城
喜
代
子
記
念
室
」「
日
本
庭
園
」
な
ど
も
あ
り
ま
す
。 

＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
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◎ 

国
は
文
化
財
保
護
法
に
よ
り
、「
歴
史
上
、
学
術
上
価
値
の
高
い
も
の
」
を
文
化
財
と
し
て
い
ま
す
。「
無
形
文

化
財
」
は
、
演
劇
・
音
楽
・
工
芸
な
ど
の
技
術
で
す
。
芸
能
の
部
（
能
・
浄
瑠
璃
・
歌
舞
伎
・
音
楽
な
ど
）
と
工

芸
技
術
の
部
が
あ
り
ま
す
。
無
形
文
化
財
で
国
の
指
定
を
受
け
る
と
「
重
要
無
形
文
化
財
」
と
呼
ば
れ
ま
す
。
保

持
者
と
認
定
さ
れ
た
人
が
「
人
間
国
宝
」
で
す
。 

叔
父
の
宮
城
道
雄
の
弟
子
・
家
族
で
あ
っ
た
宮
城
喜
代
子
は
、
道
雄
の
楽
曲
を
最
も
よ
く
理
解
し
、
演
奏
を
体

現
し
人
間
国
宝
に
認
定
さ
れ
ま
し
た
。
道
雄
の
死
後
も
宮
城
箏
曲
の
普
及
に
つ
と
め
、
後
継
者
の
育
成
に
尽
力
し

ま
し
た
。 

◎ 

地
域
文
化
財
の
活
用
に
つ
い
て 

 
 

新
宿
区
内
に
は
平
成
二
四
年
五
月
二
日
現
在
、
区
指
定
文
化
財
は
百
四
件
、
区
登
録
文
化
財
は
三
九
件
、
地
域

文
化
財
は
一
五
件
を
数
え
ま
す
。
各
学
校
に
お
い
て
は
、
地
域
文
化
財
を
教
育
課
程
に
位
置
づ
け
て
、
大
い
に
活

用
し
て
く
だ
さ
い
。 

 

 



《
参
考
資
料
》 

◎ 
宮
城
道
雄
は
新
し
い
音
楽
世
界
を
開
拓
す
る
た
め
に
、
日
本
の
古
典
楽
器
を
改
良
し
、
新
し
い
楽
器
の
開
発
も
、
次
々

と
行
っ
て
い
き
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
十
七
絃(

一
九
二
一
年)

、
短
琴

た
ん
ご
と

、
大
胡
弓

だ
い
こ
き
ゅ
う(

一
九
二
四
年)

、
八
十
絃(

一
九
二
九

年)

を
考
案
し
ま
し
た
。 

◎ 

八
十
絃
（
は
ち
じ
ゅ
う
げ
ん
）

と
は
、
宮
城
道
雄
が
発
明
し
た
八
十
本
の
絃
を
持
つ
大
型
の
箏 こ

と

で
す
。
一
九
二
九
年
に
開

発
さ
れ
ま
し
た
。「
十
三
本
の
絃
」
を
持
つ
普
通
の
箏
、
道
雄
の
発
明
し
た
低
音
を
拡
張
し
た
「
十
七
絃
」
に
比
べ
、

は
る
か
に
幅
広
い
音
量
と
音
高
を
表
出
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
大
き
さ
と
形
状
は
ま
る
で
ピ
ア
ノ
の
よ
う
で
す
（
ピ

ア
ノ
の
弦
は
八
八
本
で
す
）。
八
十
絃
で
は
、
箏
の
伝
統
的
奏
法
（
揺
り
、
突
き
な
ど
）
に
よ
る
音
色
の
変
化
や
、
柱

の
移
動
に
よ
る
調
弦
の
変
更
も
可
能
で
す
。
幅
広
い
音
楽
を
演
奏
す
る
た
め
に
製
作
さ
れ
ま
し
た
。 

◎ 

道
雄
は
、
門
人
の
指
導
だ
け
で
は
な
く
、
昭
和
五
（
一
九
三
〇
）
年
か
ら
、
東
京
音
楽
学
校
（
現
東
京
芸
大
音
楽
学

部
）
で
教
授
を
し
ま
し
た
。 

◎ 

五
線
譜
・
絃
名
譜
を
積
極
的
に
活
用
し
、
初
心
者
用
の
箏
や
三
味
線
の
た
め
の
教
則
本
を
執
筆
、
出
版
し
ま
し
た
。 

ラ
ジ
オ
に
よ
る
箏
曲
講
習
な
ど
、
新
し
い
邦
楽
教
育
を
実
践
し
ま
し
た
。
随
筆
家
と
し
て
も
人
々
を
魅
了
し
ま
し
た
。 

◎ 

昭
和
三
一
（
一
九
五
六
）
年
六
月
二
五
日
未
明
、
演
奏
の
た
め
大
阪
へ
向
か
う
途
中
、
東
海
道
線
刈
谷
駅
付
近
で
急

行
「
銀
河
」
か
ら
転
落
し
、
同
日
午
前
七
時
一
五
分
、
刈
谷
の
豊
田
病
院
で
死
去
し
ま
し
た
。
六
二
歳
で
し
た
。 

◎ 

道
雄
の
死
後
、
夫
人
の
貞
子
、
姪
の
喜
代
子
、
数
江
姉
妹
が
受
け
継
ぎ
ま
し
た
。 

◎ 

道
雄
の
エ
ピ
ソ
ー
ド 

大
正
一
二
年
春
、
道
雄
は
こ
れ
ま
で
の
拂
方
町
の
家
を
引
き
は
ら
っ
て
、
そ
こ
か
ら
さ
ほ
ど
遠
く
な
い
市
谷
加
賀
町
へ

引
っ
越
し
ま
し
た
。
大
き
な
家
で
、
し
っ
か
り
し
た
木
の
門
と
小
さ
な
庭
、
そ
れ
に
風
呂
も
あ
り
ま
し
た
。
加
賀
町
は
閑

静
な
住
宅
街
で
し
た
が
、
両
隣
の
家
が
か
な
り
近
く
、
道
雄
は
お
稽
古
の
音
が
さ
ぞ
か
し
う
る
さ
い
だ
ろ
う
と
し
き
り
に

気
に
し
て
い
ま
し
た
。
文
学
者
の
内
田
百
閒

ひ
ゃ
っ
け
ん

と
の
会
話
で
す
。 

百
閒
「
庭
の
向
う
の
お
隣
り
の
板
壁
に
、
蓆(

む
し
ろ)

を
一
ぱ
い
に
打
ち
つ
け
て
、
ぶ
ら
下
げ
て
お
く
と
よ
ろ
し
い
。」 

道
雄
「
そ
う
す
る
と
、
ど
う
な
り
ま
す
か
。」 

百
閒
「
そ
う
す
る
と
、
お
稽
古
の
音
が
蓆
に
ぶ
つ
か
り
ま
す
。」 

道
雄
「
そ
れ
で
。」 

百
閒
「
そ
れ
で
夕
方
お
稽
古
の
す
ん
だ
後
で
、
蓆
を
外
し
て
は
た
き
ま
す
と
、 

一
日
中
た
ま
っ
て
い
た
音
が
み
ん
な
落
ち
ま
す
か
ら
、
そ
れ
を
掃
き
寄
せ
て
捨
て
れ
ば
よ
ろ
し
い
。」 

道
雄
「
本
当
か
と
思
い
ま
し
た
。」 

（
百
閒
「
明
暗
交
友
録
」
よ
り
） 

「
む
し
ろ
」
は
ワ
ラ
を
縦
横
に 

編
み
こ
ん
だ
も
の
で
す
。 

門
松
や
植
木
の
根
巻
き
、
農
産

物
の
保
管
や
敷
物
と
し
て
使
用

さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

 



◎  

宮
城
道
雄
記
念
館
（
新
宿
区
中
町
三
五
番
地
） 

    

                

 

記念館内にある道雄の胸像 

 

検校の間 

(道雄が作曲・著作に使った離れ) 

 

   離れの中の様子 

 

 

宮城曲の視聴室 

 

 

   愛箏の「越天楽」 

 

道雄作の八十絃箏 

 

点字タイプライターと楽譜 

 

道雄の遺品 

 

佐藤春夫による道雄の 

略伝を刻んだ石碑 

 

記念館正面 

○ 

宮
城
道
雄
の
偉
業
を
記
念
し
て
建
て
ら
れ
た
記
念
館
で
す
。 

○ 

道
雄
が
晩
年
ま
で
住
ん
で
い
た
所
に
建
設
さ
れ
ま
し
た
。 

○ 

道
雄
の
作
品
や
ビ
デ
オ
を
楽
し
め
る
視
聴
覚
室
や
、
道
雄
が
考
案 

し
た
楽
器
の
展
示
等
を
行
っ
て
い
ま
す
。 
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