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音
楽
に
お
け
る
「
ヒ
ロ
シ
マ
」

	
	

―	

体
験
の
語
り
と
記
憶
の
継
承
を
め
ぐ
っ
て	

―

能
登
原	

由
美

は
じ
め
に

広
島
、
長
崎
へ
の
原
爆
投
下
か
ら
七
三
年
目
を
迎
え
、
被
爆
や
戦
争
体
験
の
記
憶
の
風
化

と
継
承
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
中
、
被
爆
遺
物
や
写
真
、
映
像
な
ど
の
資
料
の

収
集
と
ア
ー
カ
イ
ブ
化
が
進
め
ら
れ
る
と
と
も
に
、
体
験
談
の
聞
き
取
り
や
、
絵
画
に
よ
る

書
き
起
こ
し
な
ど
、
体
験
記
憶
の
記
録
化
が
行
わ
れ
て
い
る
の
も
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
　

音
楽
に
つ
い
て
も
、
こ
う
し
た
記
録
化
は
二
〇
年
余
り
前
か
ら
進
め
ら
れ
て
き
た
。
筆

者
が
現
在
代
表
を
務
め
る
「
ヒ
ロ
シ
マ
と
音
楽
」
委
員
会
は
、
被
爆
五
〇
周
年
を
迎
え
た

一
九
九
五
年
に
広
島
の
有
識
者
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
が
、
そ
の
目
的
は
、「
ヒ
ロ
シ
マ
・
ナ

ガ
サ
キ
」
や
「
反
核
」
に
関
す
る
音
楽
作
品
の
散
逸
と
消
失
を
防
ぐ
べ
く
、
作
品
情
報
の
収

集
と
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
、
さ
ら
に
音
源
の
記
録
化
で
あ
っ
た
。
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
の
作
業
に

つ
い
て
は
、
筆
者
自
身
も
会
の
発
足
か
ら
ま
も
な
く
し
て
携
わ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
作
品
の

定
義
や
分
類
方
法
、
収
集
ジ
ャ
ン
ル
な
ど
に
ま
だ
多
く
の
課
題
を
残
す
と
は
い
え
、
現
在
ま

で
に
一
八
〇
〇
曲
余
り
の
作
品
情
報
を
デ
ー
タ
と
し
て
登
録
し
（1）
、
二
〇
〇
二
年
に
は
デ
ー

タ
の
一
部
を
広
島
平
和
記
念
資
料
館
に
移
管
し
て
い
る
。
被
爆
の
描
写
や
犠
牲
者
へ
の
追
悼

の
念
、
あ
る
い
は
被
爆
地
の
復
興
や
核
兵
器
廃
絶
へ
の
願
い
な
ど
そ
の
内
容
は
多
岐
に
わ
た

る
が
、
い
ず
れ
も
広
島
、
長
崎
へ
の
原
爆
投
下
が
創
作
の
起
点
に
あ
る
と
言
え
る
。

し
か
し
な
が
ら
、「
体
験
記
憶
」
と
言
う
視
点
で
み
る
と
、
被
爆
者
自
身
に
よ
る
音
楽
作
品

は
少
な
く
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
し
た
作
品
の
多
く
は
直
接
被
爆
を
体
験

し
て
い
な
い
者
、
す
な
わ
ち
非
体
験
者
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
作
品
を

被
爆
体
験
の
記
憶
と
見
做
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
む
し
ろ
、
こ
れ
ら
の
表
現
を
み
る
こ
と
で
、

非
体
験
者
に
と
っ
て
原
爆
投
下
が
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
か
、
す
な
わ
ち
原
爆
投

下
の
記
憶
が
ど
の
よ
う
に
継
承
さ
れ
て
い
る
の
か
を
知
る
こ
と
は
で
き
る
。
本
論
の
中
で
明

ら
か
に
す
る
よ
う
に
、
音
楽
作
品
に
見
ら
れ
る
こ
う
し
た
記
憶
の
「
継
承
」
は
被
爆
後
ま
も

な
く
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
体
験
記
憶
の
風
化
と
継
承
が
問
題
と
な
る
中
で
、
今
後
の

議
論
の
端
緒
を
与
え
て
く
れ
る
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
論
で
は
、
被
爆
体
験
の
語
り
と
記
憶
の
継
承
に
つ
い
て
、
音
楽
作

品
に
見
ら
れ
る
事
例
を
も
と
に
検
討
す
る
こ
と
で
そ
の
問
題
の
提
示
を
試
み
る
。
ま
ず
は
第

一
章
で
、
被
爆
体
験
の
語
り
に
焦
点
を
当
て
る
。
こ
こ
で
は
、
体
験
の
記
憶
の
多
様
性
と
そ

の
語
り
の
難
し
さ
に
つ
い
て
述
べ
る
。
第
二
章
で
は
、
被
爆
者
自
身
に
よ
る
音
楽
表
現
を
取

り
上
げ
る
。
第
一
章
で
述
べ
た
記
憶
の
多
様
性
、
そ
の
語
り
が
た
さ
を
音
楽
の
う
ち
に
み
て

い
く
。
一
方
、
第
三
章
で
は
、
被
爆
を
体
験
し
て
い
な
い
者
の
音
楽
作
品
を
み
て
い
く
。
こ

こ
で
は
、
非
体
験
者
に
よ
る
音
楽
作
品
に
、
あ
る
種
の
類
型
化
が
み
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
す

る
が
、
そ
れ
を
通
し
て
み
ら
れ
る
体
験
者
と
非
体
験
者
の
齟
齬
を
示
し
た
い
。
こ
う
し
た
音

楽
作
品
に
み
ら
れ
る
被
爆
体
験
の
記
憶
の
表
象
の
難
し
さ
を
踏
ま
え
た
上
で
、
第
四
章
に
お

い
て
「
継
承
」
を
考
え
る
べ
く
、「
ヒ
ロ
シ
マ
」
を
語
っ
た
音
楽
作
品
の
聴
取
と
受
容
を
み
る
。

そ
の
上
で
、
音
楽
行
為
を
通
じ
た
個
人
記
憶
と
集
団
記
憶
（
社
会
的
記
憶
）
の
形
成
に
つ
い
て
も

若
干
触
れ
な
が
ら
、
体
験
の
語
り
と
記
憶
の
継
承
に
つ
い
て
の
課
題
を
示
し
た
い
。

本
論
に
入
る
前
に
、
い
く
つ
か
の
重
要
な
概
念
を
整
理
し
て
お
き
た
い
。
本
論
で
は
、
原

爆
投
下
の
記
憶
に
つ
い
て
は
、
直
接
体
験
の
み
な
ら
ず
、
写
真
や
被
爆
証
言
・
記
録
な
ど
を

も
と
に
間
接
的
に
追
体
験
し
て
得
ら
れ
る
記
憶
も
含
め
る
こ
と
と
し
、
そ
れ
ら
の
記
憶
を
総

称
し
て
「
ヒ
ロ
シ
マ
」
の
記
憶
と
い
う
。
そ
の
よ
う
な
「
ヒ
ロ
シ
マ
」
の
記
憶
を
音
楽
で
語

っ
た
も
の
、
歌
っ
た
も
の
、
表
現
し
た
も
の
を
「
ヒ
ロ
シ
マ
」
の
音
楽
と
総
称
す
る
。
な
お
、

こ
こ
で
い
う
「
語
り
」
と
は
、
言
葉
の
み
な
ら
ず
、
音
楽
や
絵
画
な
ど
の
あ
ら
ゆ
る
表
現
行

為
を
含
め
た
も
の
を
指
す
。

一
、
被
爆
体
験
の
語
り
と
共
有
の
難
し
さ

そ
も
そ
も
被
爆
か
ら
七
〇
年
以
上
を
経
て
、「
ヒ
ロ
シ
マ
」
の
記
憶
を
語
る
こ
と
は
可
能
な

の
で
あ
ろ
う
か
。
本
章
で
は
、
音
楽
の
事
例
を
み
る
手
が
か
り
と
し
て
、
体
験
記
憶
の
多
様

性
と
そ
の
語
り
の
難
し
さ
に
つ
い
て
事
例
を
も
と
に
み
て
い
く
。

（
一
）
七
〇
年
を
経
た
「
ヒ
ロ
シ
マ
」

二
〇
一
六
年
五
月
二
七
日
、
ア
メ
リ
カ
の
バ
ラ
ク
・
オ
バ
マ
が
現
職
の
大
統
領
と
し
て
初

め
て
広
島
平
和
記
念
公
園
を
訪
れ
た
。
そ
の
模
様
は
テ
レ
ビ
各
局
に
よ
っ
て
全
国
実
況
中
継

さ
れ
、
地
元
広
島
の
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
や
市
民
も
「
歓
迎
ム
ー
ド
一
色
」
だ
っ
た
と
伝
え
ら

れ
る
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
こ
の
訪
問
に
つ
い
て
は
、
被
爆
者
の
九
割
ま
で
が
好
意
的
に
評
価

し
た
と
言
わ
れ
る
（2）
。
一
方
で
、
学
識
経
験
者
か
ら
は
、
政
治
的
な
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
と
し
て
、
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い
る
こ
と
を
示
す
も
の
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

こ
の
山
野
上
の
言
葉
が
示
唆
す
る
よ
う
に
、
一
つ
の
出
来
事
を
、
写
真
や
証
言
を
も
と
に

い
く
ら
追
体
験
し
た
と
こ
ろ
で
そ
の
体
験
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
も
の
、
す
な
わ
ち
そ
の
記

憶
を
体
験
し
て
い
な
い
者
が
共
有
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
だ
が
実
は
、
こ
う
し
た
記
憶
の

共
有
の
不
可
能
性
は
、
同
じ
体
験
者
の
間
に
も
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

当
時
、
広
島
県
立
第
二
高
等
女
学
校
二
年
生
だ
っ
た
関
千
枝
子
は
、
八
月
六
日
の
朝
、
た

ま
た
ま
体
調
不
良
の
た
め
学
校
を
欠
席
し
た
。
そ
の
日
、
学
徒
動
員
で
市
内
中
心
部
の
建
物

疎
開
の
作
業
に
駆
り
出
さ
れ
て
い
た
同
級
生
の
ほ
と
ん
ど
は
被
爆
死
し
た
。「
学
校
を
休
ん
で

助
か
っ
た
、
と
い
う
の
は
私
の
負
い
目
」（11）
と
言
う
よ
う
に
、
体
調
不
良
と
は
い
え
学
校
を
休

み
、
結
果
的
に
自
分
だ
け
が
生
き
残
っ
た
こ
と
へ
の
後
ろ
め
た
さ
が
ト
ラ
ウ
マ
と
な
っ
て
そ

の
後
の
人
生
に
の
し
か
か
る
。
彼
女
は
言
う
。「
原
爆
の
生
き
残
り
は
『
す
ま
な
い
』
と
い

う
言
葉
で
表
現
す
る
。
…
（
中
略
）
…
す
ま
な
さ
、
あ
ま
り
の
辛
さ
は
む
し
ろ
原
爆
に
対
し
て

寡
黙
に
さ
せ
る
」（12）
。
つ
ま
り
、
彼
女
に
と
っ
て
の
「
ヒ
ロ
シ
マ
」
は
、
死
者
に
対
し
て
「
す

ま
な
い
」
と
い
う
思
い
、
生
き
残
っ
た
こ
と
へ
の
後
ろ
め
た
さ
の
記
憶
で
も
あ
る
と
言
え
よ

う
。
戦
後
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
と
な
っ
た
彼
女
は
、
亡
く
な
っ
た
同
級
生
の
遺
族
を
訪
ね
歩

き
、
一
人
一
人
の
被
爆
か
ら
死
に
至
る
ま
で
の
様
子
を
本
に
書
き
綴
っ
た
（13）
。
つ
ま
り
、
彼

女
が
原
爆
に
つ
い
て
語
り
始
め
た
の
は
自
ら
の
被
爆
体
験
に
つ
い
て
で
は
な
く
、
亡
く
な
っ

た
同
級
生
の
体
験
で
あ
り
、
死
者
に
代
わ
っ
て
そ
の
体
験
の
記
憶
を
語
る
道
を
選
ん
だ
の
で

あ
る
。

実
は
、
こ
の
よ
う
な
「
生
き
残
っ
た
こ
と
へ
の
後
ろ
め
た
さ
」
と
、
そ
こ
に
起
因
す
る
「
語

り
難
さ
」
は
関
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
生
き
延
び
た
多
く
の
被
爆
者
が
少
な
か
ら
ず
抱
え
て

い
る
よ
う
で
あ
る
。
先
に
触
れ
た
山
野
上
も
そ
う
し
た
心
情
を
「
広
島
の
煩
悩
」
あ
る
い
は

「
広
島
の
タ
ブ
ー
」
と
称
し
て
い
く
つ
か
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
紹
介
し
た
（14）
。
彼
に
よ
れ
ば
、
そ

れ
が
消
え
る
ま
で
に
は
半
世
紀
を
要
し
た
と
い
う
。

こ
の
よ
う
に
、
そ
の
出
来
事
に
居
合
わ
せ
た
者
で
す
ら
思
い
は
大
き
く
異
な
り
、
そ
の
違

い
は
体
験
の
語
り
に
お
い
て
も
現
れ
て
く
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
な
お
さ
ら
、
そ
の
場
に
居
合

わ
せ
な
か
っ
た
者
、
体
験
し
て
い
な
い
者
と
の
間
に
生
じ
る
溝
は
、
途
方
も
な
い
も
の
と
な

る
で
あ
ろ
う
。

二
、
音
楽
に
み
る
被
爆
体
験
の
語
り
が
た
さ

「
ヒ
ロ
シ
マ
」
の
体
験
を
音
楽
で
語
る
行
為
も
、
原
爆
投
下
か
ら
程
な
く
し
て
見
ら
れ
た
（15）
。

あ
る
い
は
被
爆
者
の
間
で
さ
え
謝
罪
の
要
求
が
出
な
い
こ
と
に
対
し
、
懐
疑
的
・
批
判
的
な

声
が
上
が
っ
た
（3）
。

そ
う
し
た
声
の
一
つ
に
対
し
、
被
爆
者
の
山
野
上
純
夫
が
示
し
た
反
論
（4）
は
、
体
験
の
語

り
と
記
憶
の
継
承
を
考
え
る
上
で
議
論
の
糸
口
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
山
野
上
は
十
六
歳
の

時
に
広
島
で
被
爆
し
、
戦
後
は
全
国
紙
の
新
聞
記
者
と
し
て
広
島
支
局
で
も
働
い
た
経
験
を

も
つ
。
彼
は
、
あ
る
著
名
な
作
家
A
（5）
が
「
歓
迎
ム
ー
ド
一
色
だ
っ
た
オ
バ
マ
氏
の
広
島
訪

問
」
と
述
べ
た
上
で
、「
こ
の
国
に
お
い
て
、
原
爆
を
落
と
さ
れ
た
こ
と
の
怒
り
や
苦
し
み
は

も
は
や
完
全
に
風
化
し
た
こ
と
を
告
げ
る
も
の
」
と
批
判
（6）
し
た
こ
と
を
取
り
上
げ
な
が
ら
、

そ
の
批
判
に
対
し
「
被
爆
者
の
思
い
が
わ
か
っ
て
い
な
い
」
と
言
う
の
で
あ
る
。
山
野
上
に

よ
れ
ば
、
そ
の
批
判
は
「
理
に
お
い
て
は
間
違
っ
て
い
な
い
が
、
情
に
お
い
て
わ
か
っ
て
い

な
い
」
と
言
う
。

こ
こ
で
オ
バ
マ
の
広
島
訪
問
や
そ
の
反
応
に
対
す
る
是
非
、
あ
る
い
は
歓
迎
ム
ー
ド
に
対

す
る
A
の
批
判
や
そ
の
言
葉
に
対
す
る
山
野
上
の
反
論
に
つ
い
て
の
是
非
を
論
じ
る
つ
も
り

は
な
い
。
問
題
に
し
た
い
の
は
、「
ヒ
ロ
シ
マ
」
を
前
に
し
た
意
識
の
相
違
で
あ
る
。
そ
の
女

性
作
家
は
、「
…
一
般
市
民
が
史
上
初
の
原
子
爆
弾
の
実
験
台
に
さ
れ
、
想
像
を
絶
す
る
地
獄

絵
図
を
味
わ
わ
せ
ら
れ
た
こ
と
の
怒
り
と
恨
み
は
…
け
っ
し
て
消
え
去
っ
て
は
い
な
い
」（7）
と

述
べ
る
。「
原
子
爆
弾
の
実
験
台
」、「
想
像
を
絶
す
る
地
獄
絵
図
」、「
怒
り
と
恨
み
」
な
ど
、

い
ず
れ
も
「
ヒ
ロ
シ
マ
」
に
つ
い
て
語
る
際
に
し
ば
し
ば
出
く
わ
す
言
葉
で
あ
り
、
山
野
上

も
そ
れ
ら
に
つ
い
て
決
し
て
異
論
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら

ず
、「
情
に
お
い
て
わ
か
っ
て
い
な
い
」
と
言
う
の
で
あ
る
。
一
体
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う

か
。

（
二
）
体
験
の
語
り
が
た
さ

山
野
上
は
ド
イ
ツ
語
を
引
き
合
い
に
出
し
、「
物
事
に
は
ゾ
ル
レ
ン
（
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
）
と
ザ
イ

ン
（
現
実
は
こ
う
で
あ
る
）
の
両
面
の
認
識
が
必
要
」（8）
で
あ
る
と
言
う
。
つ
ま
り
、「
広
島
・
長
崎

の
被
爆
者
に
は
、
心
を
励
ま
し
て
原
爆
に
抗
議
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
ゾ
ル
レ
ン
が
あ
る
。

し
か
し
、
あ
の
日
、
む
ご
た
ら
し
く
焼
き
殺
さ
れ
た
肉
親
の
姿
を
思
い
出
し
た
く
な
い
と
い

う
ザ
イ
ン
も
あ
る
。
A
さ
ん
は
そ
れ
に
気
付
い
て
い
な
い
の
か
。」（9）
と
批
判
的
に
問
い
か
け

る
。
そ
の
上
で
、「
実
体
験
の
な
い
人
と
、
ゾ
ル
レ
ン
を
語
る
こ
と
は
容
易
で
あ
る
が
、
ザ
イ

ン
の
境
地
を
共
に
す
る
の
が
い
か
に
困
難
で
あ
る
か
」（10）
と
も
述
べ
る
。
こ
の
言
葉
は
、「
実

体
験
の
有
無
」
が
「
ヒ
ロ
シ
マ
」
の
認
識
に
相
違
を
も
た
ら
し
、
そ
の
共
有
を
困
難
に
し
て
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訳
な
さ
」
と
い
っ
た
心
情
が
感
じ
ら
れ
た
。

ま
ず
、
川
崎
に
よ
れ
ば
、
原
爆
を
音
楽
で
表
現
す
る
こ
と
な
ど
で
き
な
い
、
あ
る
い
は
、
怒

り
や
憎
し
み
と
い
っ
た
感
情
を
音
楽
に
表
す
こ
と
な
ど
で
き
な
い
と
い
う
。
そ
の
上
で
、
こ

の
作
品
に
込
め
た
思
い
は
、「
紙
一
重
で
犠
牲
に
な
ら
れ
た
方
に
申
し
訳
な
い
」
と
い
う
気
持

ち
と
、「
安
ら
か
に
お
眠
り
く
だ
さ
い
と
い
う
祈
り
」
の
気
持
ち
だ
け
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

自
ら
が
被
爆
し
た
状
況
や
そ
の
後
の
後
遺
症
な
ど
に
つ
い
て
は
丁
寧
に
説
明
す
る
が
、
作
品

に
込
め
ら
れ
た
思
い
や
表
現
に
つ
い
て
の
問
い
で
は
、
こ
の
よ
う
に
死
者
に
対
し
て
向
け
ら

れ
た
言
葉
以
外
の
も
の
が
聞
か
れ
る
こ
と
は
な
い
。
関
の
よ
う
な
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
に
と
っ

て
の
表
現
手
段
が
言
葉
で
あ
る
な
ら
、
川
崎
の
よ
う
な
音
楽
家
に
と
っ
て
は
音
楽
が
表
現
手

段
で
あ
る
。
関
も
川
崎
も
、
死
者
を
前
に
原
爆
に
つ
い
て
は
何
も
語
れ
な
い
表
現
者
＝
被
爆

者
の
姿
を
見
せ
る
も
の
と
言
え
よ
う
。

（
二
）
竹
西
正
志
の
場
合

こ
の
姿
は
川
崎
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
も
う
一
人
の
作
曲
家
の
例
を
あ
げ
た
い
。
中

学
一
年
生
の
時
に
広
島
で
被
爆
し
た
竹た
け
に
し西

正ま
さ
ゆ
き志で

あ
る
。
関
と
同
じ
く
竹
西
は
、
八
月
六
日

当
日
は
体
調
不
良
で
学
校
を
休
ん
で
い
た
た
め
助
か
っ
た
。
彼
が
在
学
し
て
い
た
広
島
県
立

広
島
第
一
中
学
校
の
生
徒
の
ほ
と
ん
ど
は
、
市
内
中
心
部
に
あ
っ
た
学
校
の
校
舎
や
建
物
疎

開
の
作
業
中
に
被
爆
し
、
亡
く
な
っ
て
い
る
。
一
方
、
竹
西
は
戦
後
、
作
曲
を
池
内
友
次
郎

の
下
で
学
ん
で
作
曲
家
と
し
て
デ
ビ
ュ
ー
し
、
一
九
五
一
年
に
は
芸
術
祭
奨
励
賞
も
受
賞
し

て
い
る
（18）
。

竹
西
が
「
ヒ
ロ
シ
マ
」
を
題
材
に
し
た
創
作
を
最
初
に
行
っ
た
の
は
、
被
爆
か
ら
三
〇
年

が
過
ぎ
た
一
九
七
八
年
、
ピ
ア
ニ
ス
ト
（19）
か
ら
の
委
嘱
が
き
っ
か
け
で
あ
っ
た
（20）
。
そ
の
結
果

生
ま
れ
た
の
が
ピ
ア
ノ
独
奏
曲
《
哀
傷
I
》
で
あ
る
。
そ
の
四
年
後
に
は
、
や
は
り
ピ
ア
ノ

独
奏
曲
の
《
哀
傷
II
》
を
作
曲
し
て
い
る
。
後
者
は
広
島
原
爆
資
料
館
に
展
示
さ
れ
る
動
員

学
徒
の
遺
品
を
取
り
上
げ
た
N
H
K
制
作
の
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
番
組
（21）
の
テ
ー
マ
曲
と
し

て
委
嘱
さ
れ
た
も
の
で
、
二
分
余
り
の
短
い
曲
で
あ
る
。
当
時
の
新
聞
の
取
材
に
対
し
、
竹

西
は
こ
う
答
え
て
い
る
。「
私
に
は
ま
だ
鎮
魂
の
曲
は
書
け
な
い
。
だ
か
ら
哀
傷
と
し
た
」（22）
。

「
哀
傷
」
と
は
す
な
わ
ち
、「
人
の
死
な
ど
を
悲
し
み
惜
し
む
こ
と
」（23）
で
あ
る
。
寡
作
の
作
曲

家
で
あ
り
、
原
爆
に
つ
い
て
も
創
作
活
動
に
つ
い
て
も
ほ
と
ん
ど
発
言
を
残
し
て
い
な
い
竹

西
の
場
合
、
こ
の
言
葉
が
唯
一
、
自
ら
の
作
品
に
つ
い
て
語
っ
た
記
録
と
な
っ
た
。
よ
っ
て
、

そ
の
真
意
に
つ
い
て
は
測
り
よ
う
が
な
い
。
け
れ
ど
も
、
十
分
余
り
に
及
ぶ
曲
の
冒
頭
で
、
ひ

た
だ
し
、
被
爆
体
験
記
や
原
爆
の
絵
な
ど
、
言
語
や
絵
画
で
の
語
り
は
か
な
り
の
数
に
上
る

の
に
比
べ
る
と
、
被
爆
体
験
が
音
楽
で
語
ら
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
筆
者
が
確
認
し

た
も
の
の
う
ち
、「
ヒ
ロ
シ
マ
」
を
音
楽
で
語
っ
た
被
爆
者
は
五
人
し
か
い
な
い
（16）
。
恐
ら
く
、

言
語
や
絵
画
と
違
い
、
音
楽
の
場
合
は
記
録
に
残
す
時
に
さ
え
、
記
譜
能
力
や
歌
唱
能
力
、
楽

器
の
演
奏
能
力
な
ど
一
定
水
準
の
音
楽
技
能
が
必
要
で
あ
る
こ
と
が
、
そ
れ
に
よ
る
語
り
を

遠
ざ
け
る
理
由
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
言
語
や
絵
画
に
比
べ
る
と
、
音
楽
は
被
爆
体
験
を
語
る
手
段
と
し
て

一
般
的
で
な
か
っ
た
こ
と
は
踏
ま
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
音
楽
の
場
合
、

そ
の
大
半
は
直
接
体
験
の
記
憶
を
有
し
て
い
な
い
者
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。
先
に
見

た
よ
う
に
、
体
験
の
有
無
が
記
憶
の
内
容
に
相
違
を
与
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
音
楽
で
語
る
際

に
も
そ
う
し
た
相
違
が
現
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

（
一
）
川
崎
優
の
場
合

被
爆
者
で
「
ヒ
ロ
シ
マ
」
を
表
現
し
た
作
曲
家
の
う
ち
、
そ
の
作
品
が
も
っ
と
も
広
く
知

ら
れ
て
い
る
の
が
川か
わ
さ
き崎

優ま
さ
る

で
あ
る
（17）
。
川
崎
は
東
京
藝
術
大
学
で
フ
ル
ー
ト
を
学
ん
で
い
た

時
に
徴
兵
さ
れ
た
が
、
体
調
を
崩
し
広
島
の
親
戚
宅
で
療
養
し
て
い
た
際
に
被
爆
し
た
。
自

ら
も
瀕
死
の
重
傷
を
負
う
と
と
も
に
、
母
親
に
一
目
会
わ
せ
よ
う
と
前
日
に
疎
開
先
か
ら
川

崎
自
身
が
連
れ
て
き
た
幼
い
い
と
こ
二
人
を
失
っ
て
い
る
。
諸
井
三
郎
の
も
と
で
作
曲
を
学

ん
で
い
た
川
崎
は
、
原
爆
の
後
遺
症
に
苦
し
み
な
が
ら
も
戦
後
は
フ
ル
ー
ト
奏
者
兼
作
曲
家

と
し
て
の
道
を
歩
み
始
め
た
。
そ
う
し
た
な
か
で
、
広
島
の
平
和
記
念
式
典
の
た
め
の
楽
曲

の
委
嘱
を
受
け
、
被
爆
三
〇
年
目
と
な
る
一
九
七
五
年
に
初
め
て
「
ヒ
ロ
シ
マ
」
を
題
材
に

し
た
作
品
を
作
曲
す
る
。
こ
の
時
に
作
曲
さ
れ
た
《
祈
り
の
曲
第
一
「
哀
悼
歌
」》
は
、
そ
の

後
現
在
に
至
る
ま
で
毎
年
八
月
六
日
の
平
和
記
念
式
典
で
演
奏
さ
れ
続
け
る
こ
と
に
な
る
。

た
だ
し
、
川
崎
に
よ
れ
ば
、
作
品
の
委
嘱
は
す
で
に
そ
の
十
年
前
か
ら
あ
っ
た
。
け
れ
ど

も
、「
原
爆
を
売
り
物
に
し
た
と
言
わ
れ
た
く
な
い
」
と
の
思
い
か
ら
、
委
嘱
を
断
り
続
け
て

い
た
。
被
爆
か
ら
三
〇
年
に
な
る
の
を
機
に
、「
そ
ろ
そ
ろ
時
効
で
は
な
い
か
」
と
思
い
、
創

作
に
い
た
っ
た
と
言
う
。
そ
の
創
作
時
の
こ
と
を
尋
ね
る
と
、
ま
ず
は
作
曲
技
法
上
の
創
意

工
夫
や
、
式
典
の
性
格
・
条
件
に
巧
み
に
考
慮
し
た
こ
と
な
ど
、
被
爆
者
と
し
て
の
個
人
的

な
思
い
よ
り
も
む
し
ろ
、
プ
ロ
の
作
曲
家
と
し
て
の
意
識
が
前
面
に
伝
わ
っ
て
き
た
。
け
れ

ど
も
、「
ヒ
ロ
シ
マ
」
を
音
楽
で
語
る
こ
と
に
対
す
る
思
い
を
深
く
聞
い
て
み
る
と
、
前
章
で

取
り
上
げ
た
山
野
上
や
関
同
様
に
、
原
爆
に
つ
い
て
語
る
こ
と
の
「
後
ろ
め
た
さ
」、「
申
し
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て
は
以
前
発
表
し
た
拙
論
（25）
で
明
ら
か
に
し
て
い
る
た
め
こ
こ
で
は
触
れ
な
い
。
こ
こ
で
は
、

本
作
に
こ
う
し
た
「
ヒ
ロ
シ
マ
の
物
語
」
が
読
み
取
れ
る
こ
と
だ
け
を
指
摘
し
て
お
く
。

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
そ
の
作
曲
の
時
期
で
あ
る
。
被
爆
か
ら
僅
か
四
年
後
の

一
九
四
九
年
と
言
え
ば
、
日
本
は
ま
だ
G
H
Q
の
占
領
下
に
置
か
れ
、
原
爆
の
被
害
を
広
く

知
ら
し
め
る
よ
う
な
写
真
や
文
書
記
録
の
公
表
に
つ
い
て
は
制
限
が
設
け
ら
れ
て
い
た
。
フ
ィ

ン
ラ
ン
ド
に
お
い
て
も
、
原
爆
投
下
の
ニ
ュ
ー
ス
は
新
聞
な
ど
で
報
道
さ
れ
て
い
る
が
、
投

下
後
の
広
島
や
長
崎
を
写
し
た
写
真
な
ど
が
当
時
流
れ
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

つ
ま
り
、
こ
こ
で
表
現
さ
れ
て
い
る
の
は
あ
く
ま
で
彼
の
想
像
を
も
と
に
し
た
も
の
で
あ

っ
た
。
で
は
、
何
を
想
像
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
彼
自
身
が
残
し
た
言
葉
は
な

い
が
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
に
お
け
る
戦
争
の
体
験
、
と
り
わ
け
彼
自
身
の
二
度
の
従
軍
経
験
を

見
逃
す
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
第
二
次
大
戦
中
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
は
ソ
連
と
の
間
で
二

度
に
わ
た
り
交
戦
し
て
お
り
、
い
ず
れ
の
戦
争
に
も
ア
ー
ル
ト
ネ
ン
は
従
軍
し
て
い
る
。
ま

た
、
首
都
ヘ
ル
シ
ン
キ
も
度
々
空
襲
に
見
舞
わ
れ
た
。
本
作
に
見
ら
れ
る
原
子
爆
弾
の
炸
裂

と
爆
風
、
そ
の
後
の
廃
墟
の
描
写
な
ど
も
、
彼
自
身
の
体
験
が
少
な
か
ら
ず
反
映
さ
れ
て
い

る
と
考
え
て
良
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

一
方
、
短
調
か
ら
一
転
し
て
長
調
へ
と
変
わ
り
、
全
合
奏
で
力
強
く
華
や
か
に
終
わ
る
終

楽
章
は
、
ア
ー
ル
ト
ネ
ン
が
「
力
強
い
反
抗
を
反
映
し
た
」（26）
と
述
べ
る
よ
う
に
、
原
爆
に
打

ち
克
つ
姿
が
描
か
れ
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
実
際
の
広
島
の
復
興
の

様
子
を
表
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
原
爆
に
打
ち
克
っ
て
欲
し
い
と
い
う
願
い
で
あ

り
、
未
来
の
あ
る
べ
き
姿
と
し
て
ア
ー
ル
ト
ネ
ン
が
想
像
し
た
も
の
と
言
え
る
。

要
す
る
に
、
本
作
で
表
現
さ
れ
た
「
ヒ
ロ
シ
マ
」
は
実
際
の
記
憶
で
は
な
く
、
類
似
の
体

験
の
記
憶
を
も
と
に
構
築
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
、
あ
る
い
は
そ
こ
か
ら
形
成
さ
れ
た
、
未
来
の

あ
る
べ
き
姿
の
イ
メ
ー
ジ
の
表
現
で
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

（
二
）
体
験
の
有
無
と
記
憶
の
主
体

も
う
一
つ
注
目
し
た
い
の
は
、
ア
ー
ル
ト
ネ
ン
が
表
現
の
主
体
を
「
私
」
で
は
な
く
「
私

た
ち
」
に
置
き
換
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
爆
弾
の
炸
裂
か
ら
廃
墟
へ
の
過
程

を
表
す
箇
所
に
つ
い
て
、「
こ
の
心
理
的
な
衝
撃
は
唯
々
犠
牲
者
の
み
に
止
ま
ら
な
い
。
全
人

類
が
こ
の
不
幸
を
嘆
き
、
そ
の
憤
り
は
絶
頂
に
達
し
た
。」（27）
と
述
べ
る
。
こ
こ
で
の
嘆
き
や

憤
り
の
主
体
は
「
私
」
と
い
う
個
人
で
は
な
く
「
全
人
類
」、「
私
た
ち
」
と
い
う
集
団
な
の

で
あ
る
。

た
す
ら
二
つ
の
音
を
重
ね
た
だ
け
の
シ
ン
プ
ル
な
和
音
を
数
小
節
に
わ
た
っ
て
静
か
に
繰
り

返
す
そ
の
音
に
よ
る
「
語
り
」
を
き
く
時
、
あ
る
い
は
創
作
に
お
い
て
も
発
言
に
お
い
て
も

一
切
の
沈
黙
を
守
る
そ
の
態
度
が
、「
ヒ
ロ
シ
マ
」
の
記
憶
の
「
語
り
が
た
さ
」
を
示
し
て
い

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
（
譜
例
１
参
照
）。

こ
の
よ
う
に
、「
ヒ
ロ
シ
マ
」
を
直
接
体
験
し
た
者
の
言
葉
や
音
楽
に
は
、「
語
り
が
た
さ
」

と
い
っ
た
体
験
を
語
る
こ
と
へ
の
躊
躇
、
戸
惑
い
が
見
て
取
れ
る
。
何
故
、
語
り
が
た
い
の

か
。
彼
ら
の
言
葉
、
音
楽
や
被
爆
時
の
状
況
を
突
き
詰
め
て
み
る
と
、
そ
こ
に
は
「
多
く
の

犠
牲
者
を
前
に
自
ら
は
生
き
残
っ
た
」
と
い
う
、
死
者
に
対
す
る
「
後
ろ
め
た
さ
」
と
い
っ

た
感
情
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

三
、「
ヒ
ロ
シ
マ
」
の
語
り
の
類
型

一
方
、「
ヒ
ロ
シ
マ
」
を
音
楽
で
表
現
す
る
者
の
大
半
は
被
爆
を
直
接
体
験
し
て
い
な
い
者

で
あ
る
。
こ
う
し
た
作
品
で
は
、
先
の
被
爆
者
に
よ
る
も
の
と
は
異
な
り
、「
ヒ
ロ
シ
マ
」

の
語
り
に
お
い
て
よ
り
饒
舌
と
な
る
。
例
え
ば
、
廃
墟
と
化
し
た
被
爆
直
後
の
惨
状
な
ど
の

表
現
、
あ
る
い
は
原
爆
に
対
す
る
怒
り
や
抗
議
、
ま
た
復
興
と
平
和
へ
の
願
い
な
ど
の
表
現

で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
多
岐
に
わ
た
る
が
、
そ
の
う
ち
こ
こ
で
は
あ
る
一
つ
の
型
、
つ
ま
り

「
ヒ
ロ
シ
マ
の
物
語
」
を
語
る
音
楽
に
つ
い
て
紹
介
し
た
い
。

（
一
）「
ヒ
ロ
シ
マ
」
の
物
語
と
イ
メ
ー
ジ
の
構
築

そ
の
例
と
し
て
挙
げ
る
の
が
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
作
曲
家
、
エ
ル
ッ
キ
・
ア
ー
ル
ト
ネ
ン

の
《
交
響
曲
第
二
番
「
ヒ
ロ
シ
マ
」》
で
あ
る
（24）
。

ア
ー
ル
ト
ネ
ン
が
交
響
曲
「
ヒ
ロ
シ
マ
」
を
作
曲
し
た
の
は
被
爆
か
ら
わ
ず
か
四
年
後
の

一
九
四
九
年
で
、
こ
れ
は
筆
者
の
知
る
限
り
、「
ヒ
ロ
シ
マ
」
を
表
現
し
た
純
器
楽
作
品
の
う
ち
、

最
も
早
い
時
期
に
作
曲
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
初
演
は
曲
の
完
成
直
後
、
一
九
四
九

年
十
一
月
に
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
首
都
ヘ
ル
シ
ン
キ
で
行
わ
れ
た
。
全
七
楽
章
か
ら
な
る
が
、

全
体
が
一
つ
の
ソ
ナ
タ
形
式
と
し
て
作
曲
さ
れ
て
い
る
上
に
楽
章
間
の
途
切
れ
は
な
く
、
原

爆
投
下
を
描
写
し
た
標
題
音
楽
的
な
要
素
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
交
響
曲
よ
り
も
交
響
詩

と
言
っ
て
も
良
い
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
楽
曲
全
体
で
「
被
爆
地
の
物
語
」
と
も
言
え
る
よ
う

な
内
容
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
広
島
の
、
原
爆
投
下
に
よ
る
破
壊
の
前
、
破
壊
後
、

そ
し
て
復
興
と
い
っ
た
流
れ
が
時
系
列
で
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
、
あ
え
て
言

う
な
ら
「
ヒ
ロ
シ
マ
の
物
語
」
と
も
言
え
る
よ
う
な
、
広
島
の
変
遷
の
音
楽
的
展
開
に
つ
い
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に
広
島
で
日
本
初
演
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
時
の
聴
き
手
の
反
応
の
中
に
は
被
爆
者
自
身
の
言

葉
と
し
て
、「
当
時
の
こ
と
を
思
い
出
し
た
」
と
言
い
つ
つ
好
意
的
な
反
応
を
見
せ
る
多
数
の

意
見
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
お
く
（29）
。

で
は
、
被
爆
を
体
験
し
て
い
な
い
者
の
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
被
爆
を
体
験
し
て
い
な

い
者
の
場
合
に
は
、
音
楽
を
聴
く
場
合
で
も
一
方
的
に
自
ら
の
イ
メ
ー
ジ
で
「
ヒ
ロ
シ
マ
」

を
読
み
取
る
こ
と
が
あ
る
。
最
後
に
、
そ
の
例
を
一
つ
だ
け
挙
げ
て
お
こ
う
。

そ
の
例
と
は
、
平
和
記
念
式
典
の
た
め
に
作
曲
さ
れ
た
川
崎
の
《
祈
り
の
曲
第
一
「
哀
悼

歌
」》
で
あ
る
。
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
川
崎
は
こ
の
作
品
に
お
い
て
原
爆
投
下
後
の
広
島
の

様
子
を
表
現
し
た
わ
け
で
は
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
だ
が
、
毎
年
市
内
の
中
学
、
高
等
学
校

の
合
同
吹
奏
楽
団
に
よ
っ
て
演
奏
さ
れ
る
こ
の
作
品
に
つ
い
て
は
、「
傷
つ
い
た
被
爆
者
が
歩

い
て
い
る
よ
う
な
」
と
い
っ
た
感
想
や
、
冒
頭
の
ト
ラ
ン
ペ
ッ
ト
・
ソ
ロ
に
つ
い
て
「『
助
け

て
』
と
叫
ん
で
い
る
よ
う
な
」
と
い
っ
た
感
想
が
聞
か
れ
る
（
譜
例
２
参
照
）。
川
崎
が
こ
の
作

品
の
創
作
に
つ
い
て
述
べ
た
「
原
爆
を
描
写
し
た
わ
け
で
は
な
い
」
と
い
う
言
葉
、
さ
ら
に

は
「
犠
牲
者
に
対
す
る
申
し
訳
な
さ
」
や
「
祈
り
」
の
気
持
ち
が
あ
っ
た
と
い
う
言
葉
を
思

い
起
こ
し
て
欲
し
い
。
こ
こ
に
は
、
川
崎
の
思
い
を
よ
そ
に
、
聴
き
手
の
中
に
別
の
「
ヒ
ロ

シ
マ
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
想
起
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
も
は
や
、
体

験
者
の
記
憶
の
語
り
を
受
容
す
る
と
い
う
よ
り
、「
ヒ
ロ
シ
マ
」
と
い
う
新
た
な
記
憶
を
、
音

楽
の
聴
取
に
お
い
て
再
構
築
し
て
い
る
と
言
っ
て
も
良
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
本
作
が
被
爆
三
〇
年
目
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
、
す
で
に
四
二

年
に
も
わ
た
っ
て
毎
年
平
和
記
念
式
典
で
演
奏
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
留
意
す
る
必
要
が
あ
る

だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
作
品
か
ら
喚
起
さ
れ
る
と
い
う
「
ヒ
ロ
シ
マ
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
、
式

典
を
通
じ
て
人
々
の
記
憶
と
し
て
構
築
さ
れ
て
き
た
と
思
わ
れ
る
。
い
や
、
そ
も
そ
も
コ
ナ

ト
ン
が
指
摘
す
る
よ
う
に
（30）
、
記
念
式
典
に
社
会
の
記
憶
が
見
い
出
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
被

爆
三
〇
年
で
最
初
に
演
奏
さ
れ
た
時
点
で
す
で
に
、「
ヒ
ロ
シ
マ
」
の
社
会
的
記
憶
の
形
成
に

こ
の
作
品
も
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

お
わ
り
に

本
論
で
は
、
被
爆
者
の
山
野
上
や
関
、
作
曲
家
の
川
崎
や
竹
西
を
通
し
て
、
生
き
残
っ
た

こ
と
へ
の
「
す
ま
な
さ
」、
死
者
に
対
す
る
「
う
し
ろ
め
た
さ
」
と
い
っ
た
感
情
が
「
ヒ
ロ
シ

マ
」
の
記
憶
と
そ
の
「
語
り
」
の
形
成
に
大
き
く
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
を
見
た
。
そ
の

上
で
、
原
爆
を
体
験
し
て
い
な
い
者
に
よ
る
「
ヒ
ロ
シ
マ
」
の
「
語
り
」
に
つ
い
て
見
て
き

こ
う
し
た
主
体
の
脱
個
人
化
は
、
実
際
に
被
爆
し
た
作
曲
家
の
語
り
と
は
大
き
く
異
な
る

も
の
で
あ
っ
た
。
改
め
て
振
り
返
る
と
、
被
爆
者
た
ち
は
「
生
き
残
っ
た
こ
と
」
へ
の
「
後

ろ
め
た
さ
」
の
前
で
、
被
爆
体
験
、
す
な
わ
ち
「
ヒ
ロ
シ
マ
」
の
記
憶
の
語
り
が
た
さ
を
抱

え
て
い
た
。
つ
ま
り
、
こ
の
語
り
に
見
ら
れ
る
違
い
は
、
実
際
に
体
験
し
た
も
の
と
そ
う
で

な
い
も
の
の
違
い
で
あ
り
、
実
体
験
の
記
憶
と
構
築
さ
れ
た
記
憶
の
違
い
が
、
そ
の
語
り
に

お
い
て
「
個
人
」
か
ら
「
集
団
」
と
い
う
主
体
の
転
化
を
促
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
は
出

来
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
も
う
少
し
他
の
事
例
な
ど
を
踏
ま
え
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
が
、

こ
こ
で
指
摘
し
て
お
き
た
い
の
は
、
こ
の
「
ヒ
ロ
シ
マ
の
物
語
」
が
「
ヒ
ロ
シ
マ
」
の
音
楽

表
現
の
中
で
、
一
つ
の
類
型
と
し
て
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
ア
ー
ル
ト
ネ
ン
の
交

響
曲
第
２
番
「
ヒ
ロ
シ
マ
」
は
、
こ
の
よ
う
な
「
ヒ
ロ
シ
マ
の
物
語
」
を
表
現
し
た
一
連
の

楽
曲
の
先
駆
的
な
例
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
新
実
徳
英
の
合
唱
曲

《
祈
り
の
虹
》（
一
九
八
三
）
や
團
伊
玖
磨
の
《
交
響
曲
第
六
番
「H

IRO
SH

IM
A

」》（
一
九
八
五
）

な
ど
が
あ
る
（28）
。
こ
れ
ら
の
作
品
で
は
い
ず
れ
も
詩
を
用
い
て
い
る
た
め
一
様
に
比
較
は
で

き
な
い
が
、
原
爆
に
よ
る
破
壊
か
ら
そ
の
復
興
、
超
越
と
い
っ
た
流
れ
に
お
い
て
は
同
じ
で

あ
る
。
こ
こ
で
も
そ
の
語
り
の
主
体
は
個
人
で
は
な
く
、「
私
た
ち
」
と
い
う
集
団
で
あ
り
、

や
は
り
そ
れ
を
創
作
し
た
の
は
、
被
爆
を
直
接
体
験
し
て
い
な
い
作
曲
家
で
あ
っ
た
。
体
験

の
有
無
が
、
個
人
と
集
団
と
い
う
主
体
の
違
い
と
な
っ
て
現
れ
て
い
る
こ
と
を
示
唆
す
る
も

の
で
あ
ろ
う
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
う
し
た
類
型
化
が
ア
ー
ル
ト
ネ
ン
の
交
響
曲
、
す
な
わ
ち
、
被
爆

か
ら
間
も
な
い
一
九
四
九
年
に
海
外
の
作
曲
家
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
音
楽
で
見
ら
れ
始
め
た

こ
と
は
興
味
深
い
。
さ
ら
に
、
そ
こ
に
見
ら
れ
る
「
個
人
」
か
ら
「
集
団
」
へ
と
い
う
主
体

の
転
化
が
、
記
憶
の
相
違
、
す
な
わ
ち
個
人
記
憶
と
集
団
的
記
憶
の
違
い
と
考
え
る
こ
と
が

可
能
で
あ
れ
ば
、
集
団
的
記
憶
の
形
成
が
こ
の
時
期
の
海
外
の
音
楽
に
す
で
に
見
ら
れ
る
こ

と
は
特
筆
に
値
す
る
だ
ろ
う
。

四
、「
ヒ
ロ
シ
マ
」
を
語
っ
た
音
楽
作
品
の
受
容

こ
の
よ
う
に
、
体
験
の
有
無
は
音
楽
に
お
け
る
記
憶
の
語
り
に
も
反
映
さ
れ
て
い
る
と
思
わ

れ
る
。
一
方
、
こ
う
し
た
語
り
の
「
聴
き
手
」
の
立
場
に
な
っ
た
時
、
つ
ま
り
音
楽
の
受
容

に
お
い
て
体
験
の
有
無
が
ど
の
よ
う
に
反
映
さ
れ
て
い
る
の
か
は
現
時
点
で
は
わ
か
ら
な
い
。

た
だ
ア
ー
ル
ト
ネ
ン
の
交
響
曲
で
言
え
ば
、
こ
の
作
品
は
被
爆
か
ら
十
年
後
の
一
九
五
五
年
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（⽵⻄正志《哀傷》⾳楽之友社、出版年不明より転載）

譜例1　⽵⻄正志《哀傷I》より第1‒15	⼩節註（1）
　
作
品
情
報
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
に
お
け
る
作
品
の
定
義
や
分
類
方
法
な
ど
は
、
下
記
を

参
照
。「
ヒ
ロ
シ
マ
と
音
楽
」
委
員
会
編
『
ヒ
ロ
シ
マ
と
音
楽
』
汐
文
社
、
二
〇
〇
六
年
、

九

－

十
一
頁
。
な
お
、
一
八
〇
〇
曲
と
い
う
数
値
に
つ
い
て
は
、
こ
の
中
で
の
定
義
に

基
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
を
付
け
加
え
て
お
く
。

（2）
　
中
国
新
聞
社
が
オ
バ
マ
氏
訪
問
後
に
被
爆
者
団
体
に
行
な
っ
た
ア
ン
ケ
ー
ト
の
結
果
よ

り
。『
中
国
新
聞
』
二
〇
一
六
年
七
月
三
一
日
付
朝
刊
。
な
お
、
当
記
事
に
つ
い
て
は
、

中
国
新
聞
平
和
メ
デ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
の
サ
イ
ト
で
も
閲
覧
で
き
る
。

http://www.hiroshim
apeacem

edia.jp/?p=62283

（
二
〇
一
八
年
五
月
三
日
時
点
）。

（3）
　
こ
う
し
た
意
見
は
、
オ
バ
マ
に
よ
る
広
島
訪
問
を
受
け
て
急
遽
特
集
が
組
ま
れ
た
下
記

の
評
論
集
な
ど
に
見
ら
れ
る
。「
特
集
〈
広
島
〉
の
思
想
－
い
く
つ
も
の
戦
後
史
」『
現

代
思
想
』
青
土
社
、
二
〇
一
六
年
八
月
号
。

（4）
　
山
野
上
純
夫
「
ゾ
ル
レ
ン
と
ザ
イ
ン
」『
サ
ツ
ト
バ
』
二
〇
一
六
年
秋
号
、
二
〇

－

二
一

頁
。
ま
た
筆
者
は
、
山
野
上
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
（
二
〇
一
六
年
九
月
二
五
日
大
阪
府
内
で
実
施
）

た
。
両
者
の
間
に
は
大
き
な
溝
が
横
た
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
が
、
一
方
で
、
そ
の
多

く
が
非
体
験
者
に
よ
っ
て
創
作
さ
れ
て
き
た
音
楽
に
お
い
て
は
、
被
爆
後
ま
も
な
い
時
期
か

ら
「
ヒ
ロ
シ
マ
の
物
語
」
的
な
表
現
法
が
一
つ
の
類
型
と
し
て
形
成
さ
れ
始
め
た
こ
と
が
わ

か
る
。

も
ち
ろ
ん
、
体
験
の
記
憶
を
他
者
と
共
有
す
る
こ
と
が
不
可
能
な
こ
と
は
誰
の
目
に
も
明

ら
か
で
あ
る
。
自
分
自
身
を
振
り
返
っ
て
み
れ
ば
、
自
ら
の
体
験
を
寸
分
た
が
わ
ず
他
者
が

体
験
す
る
こ
と
な
ど
不
可
能
な
の
だ
か
ら
、
そ
も
そ
も
共
有
す
る
記
憶
と
い
う
も
の
な
ど
存

在
し
な
い
は
ず
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
戦
争
体
験
や
大
災
害
の
経
験
を
後
世
に
残
す
べ
く
そ

の
記
憶
の
「
継
承
」
が
叫
ば
れ
る
時
、
語
り
継
ぐ
行
為
を
容
易
に
す
る
べ
く
、
し
ば
し
ば
個

人
の
記
憶
は
捨
象
さ
れ
、
多
数
の
人
々
の
記
憶
を
最
大
公
約
数
的
に
捉
え
た
集
団
の
記
憶
の

物
語
が
語
ら
れ
る
傾
向
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

本
論
で
見
た
よ
う
に
音
楽
の
場
合
、
当
初
か
ら
体
験
を
有
し
な
い
者
に
よ
る
、「
私
た
ち
」

と
い
う
集
団
を
主
体
と
し
た
記
憶
の
語
り
が
見
ら
れ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
一
つ
が
ア
ー

ル
ト
ネ
ン
の
交
響
曲
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
「
ヒ
ロ
シ
マ
の
物
語
」
と
い
っ
た
類
型
だ
っ
た
わ

け
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
が
演
奏
を
通
じ
て
「
ヒ
ロ
シ
マ
」
の
記
憶
と
し
て
広
ま
っ
て
い
っ
た

可
能
性
を
考
え
る
と
な
お
興
味
深
い
。
さ
ら
に
、
被
爆
者
で
あ
る
川
崎
自
身
の
作
品
に
お
い

て
も
、
川
崎
の
意
図
と
は
関
係
な
く
「
ヒ
ロ
シ
マ
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
構
築
さ
れ
、
毎
年
の
平

和
祈
念
式
典
で
演
奏
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
れ
か
ら
ま
す
ま
す
声
高
く
叫
ば
れ

る
で
あ
ろ
う
「
ヒ
ロ
シ
マ
」
の
記
憶
の
「
継
承
」
に
つ
い
て
、
今
一
度
振
り
返
る
必
要
が
あ

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（譜例作成は能登原⾃⾝による）

譜例2　川崎優《祈りの曲第１「哀悼歌」》より第３‒４⼩節
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ム

－

原
爆
・
戦
争
犠
牲
者
と
の
対
話
の
音

－

」『
春
秋
』 

二
〇
一
六
年
五
月
号
、
十
二

－

十
五
頁
。

（21）
　「
き
み
は
ヒ
ロ
シ
マ
を
見
た
か
」
一
九
八
二
年
八
月
六
日
放
送
。

（22）
　『
中
国
新
聞
』
一
九
八
二
年
七
月
十
五
日
付
夕
刊
。

（23）
　『
ス
ー
パ
ー
大
辞
林
3.0
』
三
省
堂
、
二
〇
〇
六

－

二
〇
〇
八
年
。

（24）
　
以
下
、
ア
ー
ル
ト
ネ
ン
の
《
交
響
曲
第
二
番
「
ヒ
ロ
シ
マ
」》
の
作
曲
の
経
緯
や
上
演
の

背
景
に
つ
い
て
は
、
能
登
原  

二
〇
一
五
年  

第
二
章
、
四
章
を
参
照
の
こ
と
。

（25）
　Yum

i N
otohara 

“Musical N
arrative in R

epresenting H
iroshim

a: A
 C

ase Study 
of E

rkki A
altonen

’s Second Sym
phony H

iroshim
a (1949),

” R. Povilioniene ed., 
Sounds, Societies, Significations, Springer, 2017, 115 -130.

（26）
　
ア
ー
ル
ト
ネ
ン
《
交
響
曲
第
二
番
「
ヒ
ロ
シ
マ
」》
日
本
初
演
時
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
よ
り

（
一
九
五
五
年
八
月
十
五
日
、
広
島
市
公
会
堂
）

（27）
　
同
上
。

（28）
　
能
登
原  

二
〇
一
五
年  

四
四

－

五
〇
頁
。

（29）
　
能
登
原  

前
掲
書  

一
一
三

－

一
一
四
頁
。

（30）
　
ポ
ー
ル
・
コ
ナ
ト
ン
『
社
会
は
い
か
に
記
憶
す
る
か
』
芦
刈
美
紀
子
訳
、
新
曜
社
、

二
〇
一
一
年
、
一
二
六
頁
。

を
行
な
う
と
と
も
に
、
書
簡
の
や
り
と
り
も
行
っ
て
き
た
。
以
下
の
内
容
は
、
そ
の
中

で
山
野
上
が
語
っ
た
言
葉
か
ら
の
引
用
で
あ
る
が
、
特
に
前
掲
書
か
ら
の
引
用
部
分
に

つ
い
て
は
都
度
表
記
す
る
。

（5）
　
山
野
上
は
前
掲
書
の
中
で
、
女
性
作
家
に
つ
い
て
「
A
さ
ん
」
と
匿
名
表
記
し
て
い
る

こ
と
か
ら
本
論
で
も
そ
れ
に
従
っ
た
。

（6）
　
高
村
薫
「
二
〇
一
六
年
の
ヒ
ロ
シ
マ
」『
図
書
』
二
〇
一
六
年
八
月
号
、
四
三
頁
。

（7）
　
同
上
。

（8）
　
山
野
上  
前
掲
書  

二
〇
頁
。

（9）
　
同
上
。

（10）
　
山
野
上  

前
掲
書  
二
一
頁
。

（11）
　
関
千
枝
子
『
広
島
第
二
県
女
二
年
西
組
』
ち
く
ま
文
庫
、
一
九
八
八
年
、
二
三
八
頁
。

（12）
　
関  

前
掲
書  

二
四
〇
頁
。

（13）
　
同
上
。

（14）
　
山
野
上
純
夫
『
ふ
る
さ
と
暦
』
洛
西
書
院
、
二
〇
一
二
年
、
十
二

－

二
七
頁
。

（15）
　
そ
の
最
も
早
い
例
と
み
ら
れ
る
の
が
、
長
崎
で
被
爆
し
た
木
野
普
見
雄
で
あ
る
。
木
野

の
被
爆
体
験
を
歌
人
の
桑
名
茗
菫
が
歌
に
し
、
木
野
が
旋
律
を
つ
け
た
。
そ
れ
ら
の
歌

曲
は
、
被
爆
か
ら
半
年
後
に
長
崎
で
初
演
さ
れ
て
い
る
。
以
上
、
能
登
原
由
美
『「
ヒ
ロ

シ
マ
」
が
鳴
り
響
く
と
き
』
春
秋
社
、
二
〇
一
五
年
、
五
九

－

六
三
頁
参
照
。

（16）
　
実
は
先
に
例
示
し
た
山
野
上
自
身
も
、
被
爆
を
題
材
に
し
た
歌
曲
を
創
作
し
て
い
る
が
、

他
者
の
テ
ク
ス
ト
を
用
い
た
い
も
の
で
あ
る
上
、
未
発
表
の
作
品
で
あ
る
た
め
、
こ
れ

ら
の
作
品
に
つ
い
て
は
別
稿
で
取
り
上
げ
た
い
。

（17）
　
以
下
の
内
容
は
、
能
登
原
が
川
崎
に
お
こ
な
っ
た
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
基
づ
く
（
二
〇
〇
九
年

七
月
一
二
日
、
同
八
月
九
日
、
二
〇
一
〇
年
六
月
二
五
日
、
い
ず
れ
も
神
奈
川
県
内
に
て
実
施
）。
ま
た
、
能

登
原   

二
〇
一
五
年  

六
三

－

七
一
頁
参
照
。

（18）
　《
混
声
合
唱
と
ピ
ア
ノ
の
た
め
の
組
曲
「
海
」》
で
第
十
六
回
文
部
省
芸
術
祭
奨
励
賞
を

受
賞
。

（19）
　
竹
西
自
身
の
談
に
基
づ
く
。
本
作
を
初
演
し
た
池
上
郁
子
に
よ
る
委
嘱
。
初
演
は

一
九
七
八
年
十
月
二
四
日
広
島
市
で
開
催
。

（20）
　
筆
者
は
竹
西
に
何
度
か
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
申
し
込
ん
だ
が
返
答
を
も
ら
え
な
か
っ
た
た

め
、
以
下
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
作
品
発
表
時
の
新
聞
記
事
な
ど
の
資
料
を
も
と
に
述

べ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
下
記
も
参
照
の
こ
と
。
能
登
原
由
美
「
日
本
の
レ
ク
イ
エ


