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序
： 

「
ヒ
ロ
シ
マ
」
を
テ
ー
マ
と
す
る
音
楽
創
作
と
ア
ー
ル
ト
ネ
ン
の

《H
iroshim

a

》

　

原
爆
投
下
か
ら
六
〇
余
年
、
こ
れ
ま
で
に
、
被
爆
し
た
広
島
の
街
、
す
わ
な

ち
「
ヒ
ロ
シ
マ

0

」
や
原
爆
を
テ
ー
マ
に
数
多
く
の
音
楽
作
品
が
作
ら
れ
て
き
た
。

筆
者
も
携
わ
っ
て
き
た
「
ヒ
ロ
シ
マ
と
音
楽
」
委
員
会
は
、
被
爆
五
〇
周
年
を

皮
切
り
に
こ
う
し
た
音
楽
作
品
の
情
報
を
収
集
し
デ
ー
タ
・
ベ
ー
ス
化
す
る
事

業
を
始
め
、
こ
れ
ま
で
に
一
九
〇
〇
曲
余
り
の
音
楽
作
品
の
存
在
を
確
認
し
て

い
る

1

。
そ
の
ジ
ャ
ン
ル
は
、
い
わ
ゆ
る
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
か
ら
邦
楽
、
民
謡
、

ポ
ピ
ュ
ラ
ー
音
楽
に
至
る
ま
で
幅
広
い
が
、
演
奏
形
態
で
言
え
ば
器
楽
作
品
よ

り
も
声
楽
作
品
が
圧
倒
的
に
多
く
、
全
体
の
八
割
以
上
を
占
め
る

2

。
ま
た
、
作

曲
者
に
関
し
て
言
え
ば
、
邦
人
が
圧
倒
的
に
多
い
と
は
い
え
外
国
人
に
よ
る
作

品
も
一
三
〇
曲
近
く
に
の
ぼ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、「
ヒ
ロ
シ
マ
」
や
原
爆
を
主
題
に
し
た
音
楽
創
作
は
ジ
ャ
ン

ル
や
国
を
超
え
広
く
み
ら
れ
る
行
為
と
言
え
る
が
、
人
類
史
上
も
っ
と
も
悲
惨

な
出
来
事
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
る
原
爆
投
下
と
い
う
事
象
を
音
楽
で
表
現
す
る

こ
と
は
果
た
し
て
可
能
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
一
方
で
、
す
で
に
創
作
さ
れ
た
作

品
を
前
に
我
々
は
ど
の
よ
う
な
音
楽
を
期
待
し
、あ
る
い
は
期
待
し
な
い
の
か
。

そ
も
そ
も
、「
ヒ
ロ
シ
マ
」
を
音
楽
で
描
写
す
る
と
い
う
行
為
―
―
作
曲
で
あ

れ
演
奏
で
あ
れ
―
―
は
い
つ
か
ら
ど
の
よ
う
な
形
で
現
わ
れ
て
き
た
の
で
あ
ろ

う
か
。「
ヒ
ロ
シ
マ
」
や
原
爆
を
主
題
に
し
た
音
楽
作
品
に
つ
い
て
は
、
こ
の

よ
う
に
創
作
か
ら
聴
取
を
含
め
た
様
々
な
表
象
行
為
に
お
い
て
論
じ
る
こ
と
が

可
能
だ
が
、
い
ず
れ
の
視
点
に
お
い
て
も
こ
れ
ま
で
本
格
的
に
追
求
さ
れ
る
こ

と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た

3

。
よ
っ
て
本
論
で
は
、「
ヒ
ロ
シ
マ
」
の
表
象
を
取

り
巻
く
歴
史
的
経
緯
の
一
端
に
つ
い
て
追
求
す
る
べ
く
一
つ
の
作
品
を
取
り
上

げ
、
ま
ず
は
こ
の
作
品
が
演
奏
さ
れ
た
経
緯
と
市
民
の
反
応
を
み
る
こ
と
に
よ

り
、「
ヒ
ロ
シ
マ
」
を
め
ぐ
る
音
楽
作
品
の
演
奏
と
受
容
の
一
例
に
つ
い
て
紹

介
し
た
い
。

　

ア
ー
ル
ト
ネ
ン
の
《
交
響
曲
第
二
番
〝H
iroshim

a

〞》

　
　
　
　
　
　
　

│
│
被
爆
十
年
後
の
広
島
公
演
を
め
ぐ
っ
て
│
│

　

能 

登 

原　
　

由　
　

美
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シ
ュ
パ
ン
ゲ
マ
ッ
ハ
ー
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
確
か
に
一
九
六
〇
年
代
に
入

り
、
広
島
、
長
崎
で
の
原
爆
投
下
や
反
核
な
ど
を
作
品
や
タ
イ
ト
ル
で
扱
っ
た

音
楽
作
品
が
多
く
見
ら
れ
始
め
る
よ
う
に
な
っ
た

4

。
こ
の
こ
と
は
特
に
、
外
国

の
作
曲
家
に
よ
る
作
品
に
つ
い
て
当
て
は
ま
る
。
こ
れ
ま
で
筆
者
が
調
べ
た
と

こ
ろ
で
は
、
一
九
六
〇
年
以
前
に
原
爆
や
反
核
を
テ
ー
マ
と
し
て
作
ら
れ
た
外

国
の
作
曲
家
に
よ
る
音
楽
作
品
は
、
四
〇
年
代
末
か
ら
の
日
本
の
「
う
た
ご
え

運
動
」
の
中
で
生
み
出
さ
れ
た
作
品
が
い
く
つ
か
見
ら
れ
る
程
度
で
あ
っ
た

5

。

し
か
も
、
そ
れ
ら
の
作
品
は
よ
り
多
く
の
大
衆
が
容
易
に
歌
え
る
こ
と
や
政
治

的
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
伝
達
が
重
視
さ
れ
た
作
品
で
あ
り
、
シ
ュ
パ
ン
ゲ
マ
ッ
ハ
ー

が
挙
げ
て
い
る
よ
う
な
、
高
度
な
演
奏
技
術
を
要
し
新
し
い
音
楽
技
法
を
追
求

し
た
、
す
な
わ
ち
音
楽
性
を
よ
り
重
視
し
た
作
品
と
は
明
ら
か
に
異
な
っ
て
い

た
。
大
衆
性
や
政
治
的
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
性
で
は
な
く
、
前
衛
を
意
識
し
な
が
ら

音
楽
性
を
追
求
し
た
作
品
と
し
て
は
、
戦
後
ロ
シ
ア
を
代
表
す
る
作
曲
家
の
一

人
、
ア
リ
フ
レ
ー
ド
・
シ
ュ
ニ
ト
ケ
（A

l'fred Shnitke, 

一
九
三
四
〜
九
八
）

に
よ
る
《
オ
ラ
ト
リ
オ N

agasaki

》（
一
九
五
八
）
が
あ
る
が
、
そ
れ
以
外
に

は
、
少
な
く
と
も
筆
者
の
知
る
限
り
、
こ
れ
か
ら
本
論
で
取
り
上
げ
る 

エ
ル
ッ

キ
・
ア
ー
ル
ト
ネ
ン
（Erkki A

altonen, 

一
九
一
〇
〜
九
〇
）
の
《
交
響
曲

第
二
番 

〝H
iroshim

a

〞》（
以
後
、《H

iroshim
a

》
と
略
）
の
記
録
が
あ
る
の

み
で
あ
る
。

　

被
爆
か
ら
僅
か
四
年
後
の
一
九
四
九
年
に
作
曲
さ
れ
た
《H

iroshim
a

》

は

6

、「
ヒ
ロ
シ
マ
」
を
テ
ー
マ
と
し
た
音
楽
作
品
の
う
ち
外
国
の
作
曲
家
に
よ
っ

て
初
め
て
作
曲
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
と
と
も
に
、
テ
ク
ス
ト
を
用
い
て
い
な
い

純
器
楽
作
品
と
し
て
は
内
外
の
作
曲
家
を
通
じ
て
最
初
の
作
品
と
み
ら
れ
る

7

。

そ
れ
ば
か
り
で
は
な
く
、
被
爆
十
年
後
に
広
島
で
日
本
初
演
さ
れ
て
お
り
、
被

爆
後
の
広
島
市
民
に
と
っ
て
は
初
め
て
生
演
奏
で
触
れ
る
、
原
爆
を
扱
っ
た
大

規
模
な
音
楽
作
品
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
本
論
で
は
、こ
の《H

iroshim
a

》

の
作
品
概
要
と
広
島
公
演
事
情
、
そ
こ
で
の
反
応
に
つ
い
て
述
べ
て
い
く
。
た

だ
残
念
な
こ
と
に
こ
の
作
品
は
、
発
表
当
初
は
母
国
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
ほ
か
日

本
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
で
演
奏
さ
れ
た
に
も
関
わ
ら
ず

8

、
現
在
で
は
演
奏
さ
れ

る
こ
と
が
な
く
録
音
も
残
さ
れ
て
い
な
い
。
作
曲
家
自
身
の
名
前
と
と
も
に

そ
の
存
在
は
母
国
で
さ
え
忘
れ
ら
れ
つ
つ
あ
り
、
創
作
背
景
や
公
演
状
況
な

ど
、作
品
の
詳
細
を
把
握
す
る
こ
と
は
現
在
で
は
極
め
て
困
難
と
な
っ
て
い
る
。

よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
に
入
手
し
た
資
料
と
ス
コ
ア
、
さ
ら
に
広
島
公
演
に
立
ち

会
っ
た
人
々
か
ら
の
聞
き
取
り
な
ど
を
基
に
、
可
能
な
限
り
作
品
と
そ
の
受
容

に
つ
い
て
迫
っ
て
み
た
い

9

。

１
．
ア
ー
ル
ト
ネ
ン
に
つ
い
て

　

ア
ー
ル
ト
ネ
ン
は
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
を
代
表
す
る
作
曲
家
、
ジ
ャ
ン
・
シ
ベ

リ
ウ
ス
（Jean Sibelius, 

一
八
六
五
〜
一
九
五
七
）
と
同
郷
の
ハ
メ
ー
ン
リ

ン
ナ
ー
に
生
ま
れ
た

A

。
一
九
二
九
年
か
ら
四
七
年
に
か
け
て
ヘ
ル
シ
ン
キ
音

楽
院
（
一
九
三
九
年
に
シ
ベ
リ
ウ
ス
・
ア
カ
デ
ミ
ー
と
改
称
）
で
ピ
ア
ノ
と
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ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
、
指
揮
も
学
ん
だ
ほ
か
、
ヴ
ァ
イ
ノ
・
ラ
イ
テ
ィ
オ
（V

äinö 

R
aitio, 

一
八
九
一
〜
一
九
四
五
）
と
セ
リ
ム
・
パ
ル
ム
グ
レ
ン
（Selim

 

Palm
gren, 

一
八
七
八
〜
一
九
五
一
）
か
ら
作
曲
を
学
ん
で
い
る
。
一
九
三
五

年
か
ら
四
五
年
に
か
け
て
は
ヘ
ル
シ
ン
キ
劇
場
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
に
お
い
て
ヴ
ァ

イ
オ
リ
ン
奏
者
と
し
て
、
四
五
年
か
ら
六
六
年
の
間
は
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
随
一
の

オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
、
ヘ
ル
シ
ン
キ
・
フ
ィ
ル
ハ
ー
モ
ニ
ー
・
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
（
以

後
、H

PO

と
略
）
で
ヴ
ィ
オ
ラ
奏
者
と
し
て
活
動
す
る
と
と
も
に
、
い
く
つ

か
の
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
に
客
演
指
揮
者
と
し
て
招
か
れ
て
い
る
。
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ

退
団
後
は
各
地
の
音
楽
院
で
教
鞭
を
取
る
と
と
も
に
、
音
楽
監
督
や
指
揮
者
と

し
て
活
動
し
、
一
九
九
〇
年
に
ヘ
ル
シ
ン
キ
で
生
涯
を
終
え
て
い
る
。

　

創
作
活
動
は
第
二
次
大
戦
直
後
の
一
九
四
五
年
か
ら
本
格
化
し
、H

PO

を

退
団
す
る
六
六
年
頃
ま
で
断
続
的
に
行
わ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
戦
前
に
も
ピ
ア

ノ
曲
や
弦
楽
四
重
奏
曲
な
ど
小
編
成
の
作
品
を
い
く
つ
か
書
い
て
い
た
と
み
ら

れ
る
が
、
彼
の
創
作
の
中
心
と
な
る
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
作
品
、
つ
ま
り
五
つ
の
交

響
曲
（
一
九
四
七
、四
九
、 

五
二
、五
九
、六
四
）
を
は
じ
め
、
二
つ
の
ピ
ア
ノ

協
奏
曲
（
一
九
四
八
、五
四
）、
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
協
奏
曲
（
一
九
六
六
）
が
書
か

れ
た
の
は
い
ず
れ
も
戦
後
で
あ
っ
た
。
そ
の
作
風
に
つ
い
て
は
、
ソ
ナ
タ
形
式

や
フ
ー
ガ
な
ど
古
典
的
な
形
式
の
使
用
や
、
後
期
ロ
マ
ン
主
義
的
な
調
性
を
主

軸
と
し
な
が
ら
も
、
十
二
音
音
楽
風
の
無
調
的
な
試
み
も
時
に
取
り
入
れ
る

な
ど
折
衷
的
で
あ
る
。
こ
う
し
た
傾
向
の
作
風
は
、
戦
後
間
も
な
い
時
期
の

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
音
楽
界
で
は
珍
し
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
が

B

、
同
地
で
は

一
九
五
〇
年
代
以
降
に
盛
ん
と
な
る
、
十
二
音
技
法
や
無
調
を
中
心
と
す
る
実

験
的
な
音
楽
創
作
に
ま
で
は
、
ア
ー
ル
ト
ネ
ン
の
場
合
至
ら
な
か
っ
た
と
み
ら

れ
る
。
一
方
で
、
生
ま
れ
故
郷
ハ
メ
ー
ン
リ
ン
ナ
ー
を
テ
ー
マ
と
し
た
作
品

（
一
九
四
五
）
や
民
謡
を
用
い
た
作
品
（
一
九
五
三
〜
六
〇
）
な
ど
民
族
主
義

的
な
作
風
の
作
品
も
残
し
て
お
り
、
戦
前
の
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
音
楽
界
に
お
い
て

民
族
意
識
の
高
ま
り
と
と
も
に
顕
著
に
見
ら
れ
た
、
民
族
の
伝
統
を
意
識
し
た

音
楽
様
式
の
影
響
も
と
ど
め
て
い
た
と
い
え
る

C

。

 

こ
の
よ
う
に
、
ア
ー
ル
ト
ネ
ン
の
創
作
活
動
は
当
時
の
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
音
楽

界
に
お
い
て
は
む
し
ろ
伝
統
的
、
保
守
的
な
流
派
に
属
す
る
も
の
で
あ
っ
た

と
み
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
活
動
の
中
で
、
極
東
の
ア
ジ
ア
を
テ
ー
マ
に
し
た

《H
iroshim

a

》
の
存
在
は
異
彩
を
放
っ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
興
味

深
い
こ
と
に
、
後
に
こ
の
作
品
が
彼
の
代
表
作
と
見
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
る

D

。

２
．《H

iroshim
a

》
の
作
品
概
要

　

ア
ー
ル
ト
ネ
ン
の
二
つ
目
の
交
響
曲
、《H

iroshim
a

》
に
つ
い
て
は
、

一
九
四
九
年
に
作
曲
さ
れ
た
後
、
初
演
が
い
つ
、
ど
こ
で
、
ど
の
団
体
に
よ
っ

て
行
わ
れ
た
の
か
、現
在
入
手
し
た
資
料
の
中
で
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。

し
か
し
、
少
な
く
と
もH

PO

に
残
さ
れ
た
記
録
を
見
る
限
り
、
一
九
五
四

年
三
月
二
六
日
に
ヘ
ル
シ
ン
キ
大
学
講
堂
でH

PO

が
演
奏
を
行
っ
て
お
り
、

一
九
五
五
年
の
広
島
公
演
以
前
に
す
で
に
演
奏
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
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い
。
作
品
の
詳
細
な
楽
曲
分
析
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
る
こ
と
と
し
、
こ
こ
で

は
ス
コ
ア

E

の
ほ
か
ヘ
ル
シ
ン
キ
公
演
時
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
掲
載
さ
れ
た
、
ア
ー

ル
ト
ネ
ン
自
身
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
作
品
解
説

F

を
基
に
、
作
品
の
概
要
に
つ
い

て
述
べ
よ
う
。

　

全
体
は
七
つ
の
部
分
で
構
成
さ
れ
、
第
二
部
を
除
き
、
速
度
標
語
と
は
別
に

次
の
よ
う
な
書
き
込
み
が
各
部
の
冒
頭
に
書
か
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
序
奏

（
第
一
部
）、
ス
ケ
ル
ツ
ォ
（
第
三
部
）、
フ
ー
ガ
（
第
四
部
）、
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク

ス
（Culm

inazione, 

第
五
部
）、碑
銘
（Epitafio, 

第
六
部
）、そ
し
て
フ
ィ
ナ
ー

レ
（
第
七
部
）
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
ア
ー
ル
ト
ネ
ン
に
よ
れ
ば
、
全
体
は
一
つ

の
大
き
な
ソ
ナ
タ
形
式
と
し
て
想
定
さ
れ
て
お
り
、
第
二
部
が
提
示
部
、
第
三
、

四
部
が
展
開
部
、
第
五
部
が
再
現
部
、
そ
し
て
第
六
部
が
コ
ー
ダ
に
当
た
る
と

さ
れ
る
。
た
だ
し
、
第
五
部
で
再
現
さ
れ
る
テ
ー
マ
は
提
示
部
と
さ
れ
た
第
二

部
で
は
な
く
第
一
部
の
序
奏
で
用
い
ら
れ
た
テ
ー
マ
で
あ
り
、
こ
の
テ
ー
マ
が

全
体
を
通
じ
て
何
度
も
再
現
さ
れ
て
い
る
。
半
音
階
進
行
や
増
四
度
進
行
の
多

用
に
よ
っ
て
無
調
的
な
響
き
が
強
め
ら
れ
た
第
三
部
や
、
十
二
音
音
楽
風
に
書

か
れ
た
第
四
部
な
ど
、
中
間
部
に
お
い
て
は
調
性
を
逸
脱
し
た
書
法
が
中
心
と

な
っ
て
い
る
が
、第
一
部
か
ら
第
二
部
に
か
け
て
続
く
短
調
に
よ
る
始
ま
り
と
、

フ
ィ
ナ
ー
レ
に
お
い
て
ハ
長
調
に
よ
っ
て
締
め
く
く
ら
れ
る
終
結
部
分
が
あ
る

こ
と
で
、
全
体
と
し
て
は
調
性
的
な
安
定
感
が
も
た
ら
さ
れ
る
作
品
と
な
っ
て

い
る
。

　

広
島
公
演
時
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
よ
れ
ば
、
ア
ー
ル
ト
ネ
ン
は
創
作
に
際
し
、

「
焦
土
に
起
ち
上
る
広
島
の
姿
を
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
丹
精
こ
め
て
作
曲
し
た
」

と
述
べ
、
被
爆
し
た
広
島
の
様
子
と
そ
の
後
の
復
興
の
様
子
を
念
頭
に
置
い
て

い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
実
際
、
作
品
解
説
の
中
で
も
、
そ
う
し
た
イ
メ
ー
ジ
が

作
品
に
反
映
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
第
五
部

の
「
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
」
に
お
い
て
再
現
さ
れ
た
テ
ー
マ
は
次
第
に
増
幅
さ
れ

セ
ク
シ
ョ
ン
の
終
り
で
爆
発
的
な
頂
点
を
迎
え
る
が
、
ア
ー
ル
ト
ネ
ン
は
作
品

解
説
の
中
で
そ
れ
を「
火
の
爆
風
」と
表
現
す
る
。
さ
ら
に
、続
く
第
六
部
の「
碑

銘
」
に
つ
い
て
は
、「
葬
送
の
ア
ン
ダ
ン
テ
（A

ndante funebre

）」
の
表
示

を
冒
頭
で
示
す
と
と
も
に
、「
葬
送
行
進
曲
風
の
リ
ズ
ム
が
、
一
瞬
に
し
て
惨

事
の
犠
牲
と
な
っ
た
数
え
き
れ
な
い
ほ
ど
の
老
人
、
女
性
や
子
供
た
ち
を
あ
た

か
も
自
分
の
目
で
見
た
か
の
よ
う
な
錯
覚
を
も
た
ら
す
」
と
述
べ
て
い
る
。
た

だ
し
、
ア
ー
ル
ト
ネ
ン
は
「
こ
の
出
来
事
が
原
爆
犠
牲
者
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず

全
人
類
に
怒
り
を
も
た
ら
し
狂
気
の
象
徴
と
な
っ
た
」
と
述
べ
、「
碑
銘
」
と

い
う
名
の
由
来
に
も
そ
の
よ
う
な
思
い
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
述
べ
る
。逆
に
、

同
じ
テ
ー
マ
が
変
形
さ
れ
力
強
く
再
現
さ
れ
た
フ
ィ
ナ
ー
レ
に
つ
い
て
は
、「
裡

に
み
な
ぎ
る
根
源
的
な
力
の
反
映
」
で
あ
る
と
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、《H

iroshim
a

》
は
原
爆
投
下
を
描
写
し
た
「
標
題
音
楽
」

と
は
言
え
な
い
ま
で
も
、「
火
の
爆
風
」
や
「
葬
送
」、「
碑
銘
」
な
ど
、
被
爆

の
イ
メ
ー
ジ
や
そ
れ
に
対
す
る
思
い
が
象
徴
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
作
品
で
あ

る
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
、
そ
う
し
た
惨
禍
か
ら
復
興
す
る
広
島
に
力
強
さ

を
見
い
だ
し
、
短
調
や
無
調
の
連
続
に
よ
っ
て
不
安
で
陰
鬱
な
気
分
に
支
配
さ
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れ
て
い
た
音
楽
を
長
調
で
終
え
る
こ
と
に
よ
り
、
人
類
の
生
命
力
に
対
す
る
期

待
と
希
望
を
表
現
し
た
作
品
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

３
．
広
島
公
演
の
経
緯

　
《H

iroshim
a

》
の
日
本
初
演
、
し
か
も
作
品
の
主
題
で
あ
っ
た
広
島
の
地

で
の
公
演
が
実
現
し
た
の
は
、
当
時
日
本
を
代
表
す
る
指
揮
者
と
し
て
世
界
的

に
も
知
名
度
を
上
げ
て
い
た
朝
比
奈
隆
（
一
九
〇
八
〜
二
〇
〇
一
）
の
ヘ
ル
シ

ン
キ
訪
問
（
一
九
五
三
年
一
二
月
）
が
き
っ
か
け
で
あ
っ
た
。
ド
イ
ツ
を
訪

問
し
て
い
た
朝
比
奈
にH

PO

か
ら
指
揮
の
依
頼
が
あ
り
、
予
定
を
変
更
し
て

ヘ
ル
シ
ン
キ
を
訪
れ
た
際
、
楽
団
員
で
あ
っ
た
ア
ー
ル
ト
ネ
ン
か
ら
「
こ
の

曲
は
私
が
原
爆
ヒ
ロ
シ
マ
市
民
の
方
々
へ
な
し
得
る
最
大
の
プ
レ
ゼ
ン
ト
で

あ
る
。
あ
な
た
の
楽
団
に
よ
っ
て
広
島
で
初
の
演
奏
し
て
も
ら
い
た
い

G

」
と

《H
iroshim

a

》
の
ス
コ
ア
を
手
渡
さ
れ
た
の
で
あ
る

H

。
当
初
は
翌
年
の
原
爆

記
念
日
で
の
公
演
を
目
指
し
て
い
た
が
、
朝
比
奈
が
帰
国
す
る
際
に
ス
コ
ア
が

一
時
行
方
不
明
と
な
っ
た
た
め
に
か
な
わ
ず
、
一
年
遅
れ
の
一
九
五
五
年
、
奇

し
く
も
被
爆
十
周
年
目
の
終
戦
記
念
日
に
公
演
が
実
現
さ
れ
た
。
朝
比
奈
は
、

自
ら
が
専
任
指
揮
者
を
務
め
て
い
た
関
西
交
響
楽
団
（
一
九
六
〇
年
に
大
阪

フ
ィ
ル
ハ
ー
モ
ニ
ー
交
響
楽
団
と
改
称
）
を
率
い
て
来
広
し
、
昼
と
夜
の
二
回

の
公
演
を
行
っ
て
い
る
。
曲
目
は
《H

iroshim
a

》
の
ほ
か
、
シ
ュ
ー
ベ
ル
ト

の
《
交
響
曲
第
八
番
「
未
完
成
」》
と
シ
ベ
リ
ウ
ス
の
《
交
響
詩
「
フ
ィ
ン
ラ

ン
デ
ィ
ア
」》
で
あ
っ
た
。

　

会
場
は
、そ
の
年
の
三
月
に
開
館
し
た
ば
か
り
の
広
島
市
公
会
堂（
一
七
四
六

席
、
一
九
八
六
年
三
月
に
閉
館
）
で
あ
っ
た
。
こ
の
建
物
は
、
平
和
公
園
と
し

て
整
備
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
場
所
に
、
や
は
り
同
年
に
開
館
し
た
平
和
記
念
資
料

館
に
隣
接
し
て
建
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
被
爆
に
よ
っ
て
演
奏
会
場
に
適
し

た
建
物
を
こ
と
ご
と
く
失
っ
て
い
た
広
島
で
は
、
新
し
い
ホ
ー
ル
の
開
館
は
誰

も
が
待
ち
望
ん
で
い
た
こ
と
だ
っ
た
と
い
う

I

。
一
方
で
、《H

iroshim
a

》
の

公
演
が
原
爆
記
念
日
で
は
な
く
終
戦
記
念
日
の
開
催
と
な
っ
た
の
は
、
そ
の
原

爆
記
念
日
に
同
じ
公
会
堂
に
お
い
て
第
一
回
原
水
爆
禁
止
世
界
大
会
が
開
催
さ

れ
た
た
め
と
思
わ
れ
る
。
内
外
か
ら
五
千
人
も
の
参
加
者
を
集
め
た
こ
の
反
核

集
会
は
、
六
日
か
ら
三
日
間
に
わ
た
り
開
催
さ
れ
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
を
使
用
し
た
演
奏
会
の
開
催
に
は
莫
大
な
費
用

を
要
す
る
。
と
く
に
関
西
の
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
と
い
う
、
移
動
費
用
を
含
め
ば
地

元
の
楽
団
よ
り
は
る
か
に
費
用
が
嵩
ん
だ
は
ず
の
こ
の
《H

iroshim
a

》
公
演

の
実
現
に
は
、
実
業
界
で
活
躍
す
る
二
人
の
広
島
出
身
者
が
大
き
な
役
割
を
果

た
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
関
西
財
界
の
中
心
的
な
人
物
で
当
時
は
関
西
交
響

楽
協
会
理
事
長
で
も
あ
り
、
関
西
交
響
楽
団
設
立
に
も
関
わ
っ
た
鈴
木
剛
と
、

サ
ン
ス
タ
ー
の
創
業
者
で
当
時
社
長
を
し
て
い
た
金
田
邦
夫
で
あ
る
。
い
ず
れ

も
、
戦
前
に
大
阪
に
移
住
し
す
で
に
広
島
を
離
れ
て
久
し
か
っ
た
よ
う
だ
が
、

「『
こ
の
種
の
催
し
は
ぜ
ひ
広
島
で
』
と
の
合
言
葉
で
立
ち
上
が
り
」、
公
演
が

実
現
し
た
と
い
う

J

。
地
元
新
聞
で
は
「
原
爆
記
念
行
事
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
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広
島
と
大
阪
を
結
ぶ
県
出
身
者
の
郷
土
愛
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
催
し
と
し
て
も

意
義
が
深
い
」
と
し
て
、「
ヒ
ロ
シ
マ
」
を
テ
ー
マ
と
し
た
音
楽
作
品
の
公
演

に
加
え
、
そ
の
実
現
に
他
県
在
住
の
郷
土
出
身
者
が
尽
力
し
た
こ
と
を
大
き
く

取
り
上
げ
て
い
る

K

。

　

こ
う
し
て
、
広
島
で
初
と
な
る
「
ヒ
ロ
シ
マ
」
を
テ
ー
マ
と
し
た
大
規
模
な

音
楽
作
品
の
公
演
は
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
と
大
阪
と
い
う
い
ず
れ
も
広
島
に
在
住

し
な
い
人
々
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

４
．
公
演
へ
の
期
待
と
反
応

４
―
１
．
地
元
広
島
の
期
待
と
反
応

　

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、《H

iroshim
a

》
の
公
演
に
つ
い
て
地
元
メ

デ
ィ
ア
は
こ
れ
を
大
き
く
取
り
上
げ
た
。
公
演
日
の
三
週
間
前
に「
交
響
曲『
広

島
』
初
演

L

」
と
の
見
出
し
で
大
き
く
取
り
上
げ
る
と
と
も
に
、
公
演
翌
日
に
は

そ
の
模
様

M

、
さ
ら
に
そ
れ
と
は
別
枠
で
指
揮
者
朝
比
奈
隆
の
人
物
紹
介
も
行
っ

て
い
る

N

。
も
ち
ろ
ん
こ
う
し
た
報
道
の
背
景
に
は
、
こ
れ
を
取
り
上
げ
た
中
国

新
聞
社
が
公
演
自
体
の
主
催
者
で
あ
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
し
か

し
、
当
日
は
演
奏
に
先
立
ち
中
国
新
聞
社
文
化
局
長
が
挨
拶
を
述
べ
て
お
り
、

主
催
だ
っ
た
と
は
い
え
こ
の
公
演
に
対
し
特
別
な
期
待
が
あ
っ
た
こ
と
が
う
か

が
え
る
。
さ
ら
に
、
公
演
の
模
様
は
六
日
後
の
八
月
二
十
一
日
に
ラ
ジ
オ
中
国

（
一
九
六
七
年
に
中
国
放
送
と
改
称
）
で
放
送
さ
れ
て
い
る
。
新
聞
の
ラ
ジ
オ

欄
に
は
、「
交
響
曲
『
ヒ
ロ
シ
マ
』　

作
曲
エ
ル
ッ
キ
ー
ア
ー
ル
ト
ネ
ン　

関
西

交
響
楽
団
」
と
だ
け
書
か
れ
て
い
る
た
め
、
こ
れ
が
公
演
全
体
の
放
送
だ
っ
た

の
か
、
あ
る
い
は
《H

iroshim
a

》
の
演
奏
だ
け
を
放
送
し
た
の
か
は
定
か
で

は
な
い
。
し
か
し
、
次
の
番
組
ま
で
に
は
四
十
五
分
も
の
余
裕
が
あ
る
こ
と
か

ら
演
奏
の
か
な
り
の
部
分
を
放
送
し
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
ま
だ
テ

レ
ビ
放
送
の
始
ま
っ
て
い
な
か
っ
た
当
時
の
広
島
に
お
い
て

O

、
広
島
初
の
民
間

放
送
局
と
し
て
三
年
前
に
開
局
し
た
ば
か
り
の
ラ
ジ
オ
中
国
の
存
在
は
市
民
に

と
っ
て
大
き
な
も
の
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
放
送
局
が
、
日
曜
日
の
夜
九

時
半
と
い
う
ゴ
ー
ル
デ
ン
・
タ
イ
ム
に
四
十
五
分
も
の
時
間
を
割
い
て
公
演
の

模
様
を
放
送
し
た
と
い
う
事
実
は
、
こ
の
公
演
が
ラ
ジ
オ
中
国
に
お
い
て
も
重

要
視
さ
れ
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

と
こ
ろ
で
、
公
演
に
先
立
ち
挨
拶
を
述
べ
た
人
物
に
は
も
う
一
人
い
た
。
当

時
の
広
島
市
長
、
渡
辺
忠
雄
で
あ
る
。
同
年
四
月
に
就
任
し
た
ば
か
り
の
新
し

い
市
長
が
挨
拶
を
述
べ
る
こ
と
に
な
っ
た
経
緯
や
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
定
か

で
は
な
く
、
こ
の
公
演
に
広
島
市
自
体
が
ど
の
程
度
関
与
し
て
い
た
の
か
は
わ

か
ら
な
い
。
ま
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
は
、
市
が
関
与
し
て
い
る
こ
と
を
う
か
が
わ

せ
る
内
容
は
一
切
書
か
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
公
演
に
先
立
ち
聴
衆
を
前
に

挨
拶
を
述
べ
て
お
り
、
挨
拶
自
体
は
公
的
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な

い
。
そ
し
て
、
市
長
に
よ
る
挨
拶
が
冒
頭
に
置
か
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の

公
演
が
「
街
を
挙
げ
て
の
コ
ン
サ
ー
ト
」
で
あ
る
と
い
う
印
象
を
内
外
に
与
え

る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
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こ
の
よ
う
に
メ
デ
ィ
ア
の
後
押
し
や
市
当
局
か
ら
の
「
お
墨
付
き
」
を
得
て

開
催
さ
れ
た
公
演
は
、そ
の
翌
日
の
新
聞
に
お
い
て
直
ち
に
報
道
さ
れ
た
。「『
広

島
へ
の
祈
り
』
の
贈
物
」
と
題
し
、
公
演
の
経
緯
と
曲
目
の
紹
介
、
さ
ら
に
朝

比
奈
の
コ
メ
ン
ト
を
掲
載
し
て
い
る

P

 

。
そ
し
て
会
場
は
、「
超
満
員
」
だ
っ
た

と
い
う
。
も
ち
ろ
ん
、
多
少
の
誇
張
が
あ
っ
た
可
能
性
は
否
め
な
い
が
、
広
島

市
民
が
待
望
す
る
中
で
開
館
し
た
公
会
堂
は
「
ど
の
よ
う
な
公
演
で
も
客
席
は

い
つ
も
一
杯
に
な
っ
た
」
と
言
わ
れ

Q

、
多
く
の
観
客
が
詰
め
か
け
た
の
は
事
実

だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

そ
れ
に
対
し
、
観
客
を
は
じ
め
受
け
手
と
な
る
広
島
市
民
の
反
応
は
ど
の
よ

う
な
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
公
演
か
ら
す
で
に
半
世
紀
以
上
の
年
月
が
過

ぎ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
当
時
の
観
客
を
探
し
出
す
の
は
容
易
で
は
な
く
、
ま
た

探
し
出
し
た
と
し
て
も
記
憶
に
残
っ
て
い
な
い
こ
と
が
多
い
。
さ
ら
に
、
人
に

よ
っ
て
印
象
や
受
け
止
め
方
も
異
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
当
時
公
会
堂
の

職
員
を
し
て
い
た
公
会
堂
元
館
長
の
山
科
訓
三
に
よ
れ
ば
、「
当
時
わ
れ
わ
れ

に
と
っ
て
八
月
は
特
別
な
緊
張
感
に
し
め
つ
け
ら
れ
る
時
期
」
で
あ
り
、
こ
の

公
演
も
含
め
八
月
に
行
わ
れ
る
催
事
に
つ
い
て
は
印
象
が
残
り
に
く
い
と
い

う
。
一
方
で
、
そ
の
直
前
に
開
か
れ
た
原
水
爆
禁
止
世
界
大
会
に
つ
い
て
の
山

科
の
記
憶
は
鮮
明
で
あ
っ
た

R

。
無
論
、
職
員
と
し
て
は
規
模
の
大
き
な
行
事
の

記
憶
が
強
く
残
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
新
聞
報
道
が
事
実
で
あ
る

と
す
れ
ば
昼
夜
二
回
行
わ
れ
た
こ
の
公
演
で
も
約
三
千
五
百
人
の
観
客
が
集

ま
っ
た
こ
と
に
な
り
、
一
日
の
公
演
と
し
て
は
か
な
り
大
き
な
行
事
で
あ
っ
た

は
ず
だ
。
そ
の
記
憶
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
つ
ま
り
、
原
水
爆
禁
止
世
界
大
会

の
強
烈
な
印
象
に
比
べ
る
と
、《H

iroshim
a

》
の
公
演
は
特
に
大
き
な
印
象

を
与
え
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

観
客
を
は
じ
め
公
演
に
立
ち
会
っ
た
市
民
の
反
応
に
つ
い
て
は
、
現
段

階
で
は
こ
れ
以
上
の
こ
と
を
知
る
由
も
な
い
。
た
だ
先
に
触
れ
た
よ
う
な
、

《H
iroshim

a

》
の
公
演
に
対
す
る
メ
デ
ィ
ア
や
市
当
局
の
熱
い
期
待
に
対
し
、

市
民
が
果
た
し
て
同
じ
よ
う
な
期
待
や
興
奮
を
共
有
し
て
い
た
の
か
。
少
な
く

と
も
山
科
の
証
言
を
見
る
限
り
は
疑
問
が
残
る
が
、
結
論
を
出
す
に
は
さ
ら
な

る
証
言
が
必
要
と
な
ろ
う
。

４
―
２
．
外
部
か
ら
の
期
待

　

一
方
で
、
こ
の
公
演
が
広
島
に
在
住
し
な
い
人
々
を
中
心
に
し
て
生
み
出
さ

れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
心
に
留
め
て
お
く
べ
き
だ
ろ
う
。
作
曲
家
の
ア
ー

ル
ト
ネ
ン
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
演
奏
者
は
関
西
在
住
者
、
計
画
の
実
現
に
奔

走
し
た
人
々
は
広
島
出
身
と
は
い
え
い
ず
れ
も
関
西
に
移
住
し
て
久
し
い
人
々

で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
中
に
被
爆
者
は
一
人
も
含
ま
れ
て
い
な
い
。
要
す

る
に
、
朝
比
奈
が
《H

iroshim
a

》
の
演
奏
前
の
挨
拶
で
述
べ
た
言
葉
、「
音

楽
を
通
じ
て
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
人
に
よ
る
広
島
へ
の
祈
り
を
お
贈
り
し
ま
す

S

」
に

象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、こ
の
公
演
は
広
島
の
「
内
部
」
か
ら
で
は
な
く
「
外
部
」

か
ら
広
島
へ
贈
ら
れ
た
も
の
、も
た
ら
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。「
外
部
」

と
い
う
認
識
は
、郷
土
出
身
者
で
あ
っ
た
二
人
の
言
葉
に
も
表
れ
て
い
る
。「
…
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音
楽
を
通
じ
て
広
島
の
方
々

4

4

4

4

4

が
希
望
あ
る
将
来
を
見
出
さ
れ
る
こ
と
を
望
ん
で

い
る
」（
傍
点
筆
者
、
以
下
同
）
と
金
田
は
語
り
、
鈴
木
も
「
…
こ
う
し
て
遠

く
国
を
へ
だ
て
て
住
む
人
々
が
音
楽
を
通
じ
て
広
島
の
人

4

4

4

4

を
慰
め
勇
気
づ
け
よ

う
と
い
う
熱
意
に
は
頭
が
下
が
る
ば
か
り
だ
。」
と
述
べ
る

T

。「
広
島
の
方
々
」、

「
広
島
の
人
」
と
い
う
三
人
称
に
は
、
自
ら
を
そ
こ
に
は
含
ま
な
い
、
つ
ま
り
、

広
島
の
「
外
部
」
の
者
と
み
な
す
意
識
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
に
広
島
の
「
外
部
」
か
ら
向
け
ら
れ
た
広
島
へ
の
思
い

を
メ
デ
ィ
ア
が
盛
ん
に
取
り
上
げ
て
い
る
こ
と
に
も
注
目
し
た
い
。
公
演
前
の

記
事
で
は
、「
外
人
作
曲
家
の
悲
願
実
る
」
と
大
き
く
書
か
れ
た
上
、「
一
外
国

人
が
平
和
へ
の
懇
願
を
こ
め
て
広
島
被
爆
当
時
の
惨
状
を
マ
ブ
タ
に
描
き
な
が

ら
作
曲
し
た
交
響
曲
『
広
島

U

』」
と
の
出
だ
し
で
始
ま
っ
て
い
る
。
公
演
翌
日

の
記
事
は
、
先
に
紹
介
し
た
朝
比
奈
の
言
葉
「
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
人
に
よ
る
広
島

へ
の
祈
り
を
お
贈
り
し
ま
す
」
を
受
け
た
と
み
ら
れ
、「『
広
島
へ
の
祈
り
』
の

贈
物
」
と
見
出
し
に
書
か
れ
て
い
る

V

。《H
iroshim

a

》
は
外
国
人
に
よ
っ
て

初
め
て
作
ら
れ
た
「
ヒ
ロ
シ
マ
」
を
テ
ー
マ
と
す
る
音
楽
作
品
で
あ
っ
た
が
、

こ
の
よ
う
な
メ
デ
ィ
ア
の
反
応
を
見
る
限
り
、
他
国
の
作
曲
家
が
広
島
の
た
め

に
奔
走
し
た
と
い
う
事
実
は
、
地
元
メ
デ
ィ
ア
に
と
っ
て
も
新
鮮
で
強
調
す
べ

き
逸
話
に
映
っ
て
い
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
て
い
る
。

結
び

　

被
爆
か
ら
僅
か
４
年
後
に
、
広
島
か
ら
遠
く
離
れ
た
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
作
曲

家
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
《H

iroshim
a

》
は
、
こ
う
し
て
メ
デ
ィ
ア
や
市

当
局
、
さ
ら
に
広
島
の
外
に
住
む
人
々
の
後
押
し
を
受
け
、
被
爆
か
ら
十
年
を

迎
え
た
広
島
の
市
民
の
耳
に
も
届
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
公
演
の
実
現
に

込
め
ら
れ
た
思
い
に
は
い
ず
れ
も
、「
被
爆
地
、ヒ
ロ
シ
マ
」
で
の
惨
禍
を
嘆
き
、

そ
の
復
興
へ
の
祈
り
を
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
一
方
で
、

そ
の
よ
う
な
期
待
に
満
ち
て
開
催
さ
れ
た
大
き
な
音
楽
公
演
を
、
市
民
が
同
じ

よ
う
に
受
け
と
め
た
の
か
に
つ
い
て
は
疑
問
が
残
る
。「
八
月
は
特
別
な
緊
張

感
に
し
め
つ
け
ら
れ
る
時
期
」
の
言
葉
が
示
す
よ
う
に
、
当
時
の
市
民
に
と
っ

て
原
爆
や
「
ヒ
ロ
シ
マ
」
を
象
っ
た
音
楽
作
品
は
、
そ
れ
が
異
国
の
地
や
他
県

か
ら
贈
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
は
い
え
、
被
爆
や
終
戦
に
対
す
る
感
慨
の
前

で
は
強
い
印
象
を
残
さ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
無
論
、
こ
の
点
に

つ
い
て
の
結
論
を
出
す
に
は
よ
り
多
く
の
証
言
を
ま
た
ね
ば
な
ら
な
い
。た
だ
、

「
ヒ
ロ
シ
マ
」
を
テ
ー
マ
に
し
た
最
初
の
大
き
な
器
楽
作
品
の
創
作
と
そ
の
公

演
に
、
広
島
市
民
で
は
な
く
広
島
の
「
外
部
」
の
人
々
が
奔
走
し
て
い
た
と
い

う
事
実
に
つ
い
て
は
、「
ヒ
ロ
シ
マ
」
の
表
象
が
形
成
さ
れ
て
い
く
経
緯
を
考

察
し
て
い
く
上
で
重
要
な
示
唆
を
与
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
今
後

の
課
題
と
し
て
は
、
広
島
公
演
に
つ
い
て
の
さ
ら
な
る
証
言
を
得
る
と
と
も
に

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
で
の
反
応
を
明
ら
か
に
し
、
広
島
を
離
れ
た
異
国
で
の
「
ヒ
ロ
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シ
マ
」
の
受
容
に
つ
い
て
も
追
求
す
る
必
要
が
あ
る
。
同
時
に
、
音
楽
に
お
け

る
「
ヒ
ロ
シ
マ
」
の
表
象
行
為
の
歴
史
的
な
端
緒
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
も
、

《H
iroshim

a
》
が
創
作
さ
れ
た
経
緯
や
作
品
分
析
を
行
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。

（
１
）　

現
在
で
は
、
被
爆
都
市
と
し
て
の
広
島
を
象
徴
的
に
表
わ
す
際
に
「
ヒ
ロ
シ
マ
」

と
カ
タ
カ
ナ
書
き
で
表
す
こ
と
が
一
般
的
と
な
っ
て
お
り
、
本
論
で
も
そ
の
よ
う

に
表
記
す
る
こ
と
と
す
る
。

（
２
）　 

「
ヒ
ロ
シ
マ
と
音
楽
」
委
員
会
の
組
織
詳
細
や
、
収
集
方
法
、
ジ
ャ
ン
ル
毎
の

作
品
数
な
ど
の
詳
細
、
及
び
作
品
リ
ス
ト
に
つ
い
て
は
、「
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
）、お
よ
び
委
員
会
の
ウ
ェ
ブ
・

サ
イ
ト
（http://hirongaku.exblog.jp/
）
を
参
照
の
こ
と
。
ま
た
、
一
部
作
品

に
つ
い
て
は
、
委
員
会
の
サ
イ
ト
か
ら
リ
ン
ク
さ
れ
た
平
和
文
化
セ
ン
タ
ー
の
検

索
サ
イ
ト
で
も
そ
の
概
要
を
閲
覧
で
き
る
（http://w
w
w
.pcf.city.hiroshim

a.
jp/database/

）。

（
３
）　

こ
れ
ら
の
数
値
は
筆
者
調
べ
に
よ
る
。
以
下
同
じ
。

（
４
）　

若
干
の
先
行
研
究
と
し
て
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。Friedrich Spangem

acher, 

〝H
iroshim

a in der M
usik: Bem

erkungen zu einigen K
om
positionen 

m
it dem

《T
hem

a

》der nuklearen B
edrohung,

〞 S
ch

w
eizerisch

e 

M
u

sikzeitu
n

g, 120, N
o.2, 1980, pp. 78-88.; Ben A

rnold, M
u

sic an
d

 W
ar: 

A
 R

esearch
 an

d
 In

form
ation

 G
u

id
e, （N

ew
 Y
ork, 1993

）, p. 235-238. 

（
５
）　Spangem

acher, op. cit. 

彼
は
一
連
の
作
品
と
し
て
、
ク
シ
シ
ュ
ト
フ
・
ペ
ン

デ
レ
ツ
キ
の
《
広
島
の
犠
牲
者
の
た
め
の
哀
歌
》（
一
九
六
〇
）、
ヘ
ル
ベ
ル
ト
・

ア
イ
メ
ル
ト
の
《
久
保
山
愛
吉
の
墓
碑
銘
》（
一
九
六
二
）、
ル
イ
ー
ジ
・
ノ
ー

ノ
の
《
愛
と
生
命
の
歌
》（
一
九
六
二
）、
松
平
頼
暁
の
作
品
と
し
て
《
暗
い
鏡
》

（
一
九
六
二
）、
大
木
正
夫
の
《
広
島
の
被
爆
十
七
周
年
の
た
め
の
カ
ン
タ
ー
タ
》

（
一
九
六
二
）、そ
し
て
ジ
ャ
コ
モ
・
マ
ン
ゾ
ー
ニ
の
《
ア
ト
ム
ト
ッ
ド
》（
一
九
六
四
）

を
挙
げ
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
の
う
ち
《
暗
い
鏡
》
に
つ
い
て
は
筆
者
が
こ
れ
ま

で
に
確
認
し
た
限
り
、
松
平
の
作
品
に
こ
の
よ
う
な
タ
イ
ト
ル
を
も
つ
も
の
は
な

い
。
シ
ュ
パ
ン
ゲ
マ
ッ
ハ
ー
は
こ
の
作
品
の
詳
細
に
つ
い
て
は
触
れ
て
お
ら
ず
、

ま
た
情
報
の
典
拠
も
挙
げ
て
い
な
い
た
め
、
真
相
に
つ
い
て
は
今
後
慎
重
に
調
査

す
る
必
要
が
あ
る
が
、
筆
者
が
こ
れ
ま
で
調
べ
た
限
り
で
は
、
こ
の
作
品
は
大
江

健
三
郎
作
の
台
本
を
も
と
に
芥
川
也
寸
志
に
よ
っ
て
一
九
六
〇
年
に
作
曲
、
初
演

さ
れ
た
オ
ペ
ラ
《
暗
い
鏡
》
を
指
す
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
次
の

よ
う
な
根
拠
に
よ
る
。
シ
ュ
パ
ン
ゲ
マ
ッ
ハ
ー
と
同
様
の
提
示
は
ア
ー
ノ
ル
ド
に

よ
っ
て
も
な
さ
れ
て
お
り
（A

rnold, op. cit., pp. 236, 295

）、
ア
ー
ノ
ル
ド
は

そ
の
典
拠
と
し
て
、
ニ
コ
ラ
ス
・
ス
ロ
ニ
ム
ス
キ
ー
に
よ
っ
て
調
査
さ
れ
た
世
界

各
地
で
の
現
代
音
楽
の
公
演
記
録
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
の
中
で
ス
ロ
ニ
ム
ス
キ
ー

は
、
一
九
六
二
年
四
月
に
大
阪
で
開
催
さ
れ
た
第
五
回
大
阪
国
際
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ

ル
に
言
及
し
、「
三
人
の
作
曲
家
が
自
作
を
指
揮
し
た
」
と
述
べ
た
上
で
、團
伊
玖
磨
、

黛
敏
郎
の
作
品
の
ほ
か「
松
平
頼
暁
指
揮
」の《
暗
い
鏡
》に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
、

N
icholas Slonim

sky, M
u

sic S
in

ce 1900. 4
th ed., 

（N
ew
 Y
ork, 1971

）, p. 
1134. 

し
か
し
こ
の
音
楽
祭
で
は
、
芥
川
也
寸
志
に
よ
る
《
暗
い
鏡
》
も
公
演
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
音
楽
祭
当
日
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
な
ど
を
入
手
し
て
い
な
い
た

め
断
定
は
で
き
な
い
が
、
芥
川
は
團
、
黛
と
と
も
に
「
三
人
の
会
」
を
結
成
し
て

自
作
発
表
の
た
め
の
演
奏
会
を
行
っ
て
お
り
、
こ
の
時
も
そ
の
活
動
の
一
環
が
プ

ロ
グ
ラ
ム
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
よ
っ
て
、
ス
ロ
ニ

ム
ス
キ
ー
が
挙
げ
た
オ
ペ
ラ
《
暗
い
鏡
》
の
作
曲
者
は
松
平
頼
暁
で
は
な
く
、
芥

川
也
寸
志
で
あ
る
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
こ
の
芥
川
に
よ
る
《
暗

い
鏡
》
は
、
の
ち
に
《
ヒ
ロ
シ
マ
の
オ
ル
フ
ェ
》
と
改
題
さ
れ
て
い
る
。

（
６
）　

い
ず
れ
も「
青
年
歌
集
」に
収
め
ら
れ
た
作
品
で
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
の
作
曲
家
、ノ
ヴ
ィ

コ
フ
に
よ
る「
明
日
の
日
の
た
め
に
」（
一
九
五
五
）や
ブ
ラ
ン
テ
ル
の「
ヒ
ロ
シ
マ
」

（
一
九
五
九
）
な
ど
が
あ
る
。

（
７
）　

前
掲
の
『
ヒ
ロ
シ
マ
と
音
楽
』
巻
末
に
あ
る
作
品
リ
ス
ト
で
は
、
作
曲
年
を

一
九
四
五
年
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
後
の
調
べ
で
一
九
四
九
年
に
作
曲
さ
れ
た
こ

と
が
判
明
し
た
。

（
８
）　

原
爆
投
下
や
反
核
を
テ
ー
マ
に
し
た
音
楽
作
品
を
「
原
爆
音
楽
」
と
称
し
、
そ

の
収
集
、
保
存
と
体
系
化
の
必
要
性
を
い
ち
早
く
提
唱
し
た
芝
田
進
午
の
調
査
に

よ
れ
ば
、
被
爆
の
翌
年
に
山
田
耕
筰
に
よ
っ
て
作
曲
さ
れ
た
《
原
子
爆
弾
に
寄
せ

る
譜
》
と
題
さ
れ
た
器
楽
作
品
の
記
録
が
あ
る
が
、
楽
譜
も
記
録
自
体
に
つ
い
て

も
現
在
の
と
こ
ろ
未
確
認
で
あ
る
た
め
本
論
で
は
除
外
し
た
。
芝
田
進
午
ほ
か
編
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『
反
核
・
日
本
の
音
楽
』（
汐
文
社
、
一
九
八
二
年
）、
一
七
一
頁
。

（
９
）　K

im
m
o K
orhonen, 〝Com

poser in Profile: Erkki A
altonen,

〞 Contem
porary 

M
u

sic 

（D
atabase

）, available from
 the w

ebsite of F
innish M

usic 
Inform

ation Centre, （2000

）, （http://w
w
w
.fim
ic.fi/

）.

（
10
）　

ア
ー
ル
ト
ネ
ン
の
生
涯
や
《H

iroshim
a

》
の
ヘ
ル
シ
ン
キ
公
演
状
況
に
つ
い
て

は
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
音
楽
情
報
セ
ン
タ
ー
か
ら
可
能
な
限
り
の
情
報
提
供
を
い
た

だ
い
た
ほ
か
、
ヘ
ル
シ
ン
キ
・
フ
ィ
ル
ハ
ー
モ
ニ
ー
・
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
、
マ
リ
ア
ン
ナ
・
カ
ン
カ
ー
レ
―
ロ
イ
ッ
カ
ネ

ン
氏
に
資
料
提
供
と
現
楽
団
員
へ
の
聞
き
取
り
、
さ
ら
に
ヘ
ル
シ
ン
キ
公
演
時
の

プ
ロ
グ
ラ
ム
の
英
訳
な
ど
多
大
な
ご
協
力
を
い
た
だ
い
た
。
一
方
、
広
島
公
演
に

つ
い
て
は
、
や
は
り
公
演
時
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
所
有
す
る
大
阪
フ
ィ
ル
ハ
ー
モ
ニ
ー

交
響
楽
団
の
事
務
局
長
小
野
寺
昭
爾
氏
か
ら
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
コ
ピ
ー
を
提
供
し
て

い
た
だ
く
な
ど
多
大
な
ご
協
力
を
い
た
だ
い
た
。
と
も
に
、
こ
こ
に
記
し
て
感
謝

し
た
い
。

（
11
）　

以
下
に
述
べ
る
ア
ー
ル
ト
ネ
ン
の
生
涯
や
活
動
状
況
に
つ
い
て
は
、
次
の
資

料
を
参
照
し
た
。T

auno K
arila ed., C

om
p

osers of F
in

la
n

d, 

（H
elsinki, 

1965

）; K
im
m
o K
orhonen, F

in
n

ish
 O

rch
estral M

u
sic, 

（H
elsinki, 1995

）, 
p. 19; idem

., 

（2000

）; idem
., In

ven
tin

g F
in

n
ish

 M
u

sic, 
（H

elsinki, 2003

）, 
pp. 73-75, 83; N

icolas Slonim
sky, ed., B

aker’s B
iograph

ical D
iction

ary 

of M
u

sician
s, centennial ed., 

（N
ew
 Y
ork, c. 2001

）, p. 1; 
カ
レ
ヴ
ィ
・
ア

ホ
「
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
音
楽
」
カ
レ
ヴ
ィ
・
ア
ホ
、
ペ
ッ
カ
・

ヤ
ル
カ
ネ
ン
、
エ
ル
ッ
キ
・
サ
ル
メ
ン
ハ
ー
ラ
、
ケ
イ
ヨ
・
ヴ
ィ
ル
タ
モ
『
フ
ィ

ン
ラ
ン
ド
の
音
楽
』
大
倉
純
一
郎
訳
（
オ
タ
ヴ
ァ
出
版
、
一
九
九
七
年
）、
八
〇
―

一
〇
二
頁
。

（
12
）　

ア
ホ
（
一
九
九
七
年
）、
八
二
―
九
〇
頁; K

orhonen, （2003

）, pp. 73-75.

（
13
）　K

orhonen, （2000

）.

（
14
）　K

orhonen, （1995

）, p. 19.

（
15
）　E
rkki A

altonen, H
IR
O
SH
IM
A
 S

in
fon

ia p
er G

ra
n

d
e O

rch
estra 

N
o. 2,  facsim

ile of the autograph m
anuscript in the Finnish M

usic 
Inform

ation Centre, 355, （H
elsinki, 1996

）

（
16
）　

広
島
公
演
時
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
も
ア
ー
ル
ト
ネ
ン
自
身
に
よ
る
同
様
の
作
品
解

説
文
が
付
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
原
文
は
ヘ
ル
シ
ン
キ
公
演
時
の
も
の
と
同
じ
で
あ
っ

た
と
み
ら
れ
る
が
、
翻
訳
の
過
程
で
両
者
の
間
に
多
少
の
相
違
が
生
じ
て
い
る
。

ス
コ
ア
と
照
合
し
た
結
果
、
ヘ
ル
シ
ン
キ
公
演
時
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
方
が
適
切
で

あ
る
と
判
断
し
、
本
論
で
は
こ
ち
ら
を
用
い
て
述
べ
る
こ
と
と
す
る
。

（
17
）　
『
中
国
新
聞
』
一
九
五
五
年
七
月
二
十
六
日
第
七
面
。

（
18
）　

同
前
。
ま
た
、
朝
比
奈
自
身
も
後
に
ヘ
ル
シ
ン
キ
で
の
こ
の
出
来
事
に
つ
い
て

回
想
し
て
い
る
。
朝
比
奈
隆
『
こ
の
響
の
中
に
：
私
の
音
楽
・
酒
・
人
生
』（
実
業

之
日
本
社
、
二
〇
〇
〇
年
）、
一
八
〇
頁
。

（
19
）　

筆
者
が
携
わ
る
「
ヒ
ロ
シ
マ
と
音
楽
」
委
員
会
で
は
現
在
、
戦
後
広
島
に
お
け

る
西
洋
音
楽
を
中
心
と
し
た
音
楽
活
動
の
実
態
調
査
を
、
関
係
者
へ
の
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
を
中
心
に
行
っ
て
い
る
。
こ
の
証
言
は
、
開
館
当
時
を
知
る
人
々
の
大
半

か
ら
得
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

（
20
）　
『
中
国
新
聞
』、
前
掲
。

（
21
）　

同
前
。

（
22
）　

同
前
。

（
23
）　
『
中
国
新
聞
』
一
九
五
五
年
八
月
十
六
日
第
七
面
。

（
24
）　
『
中
国
新
聞
』
一
九
五
五
年
八
月
十
六
日
第
八
面
。

（
25
）　

広
島
でN

H
K

に
よ
り
テ
レ
ビ
放
送
が
開
始
さ
れ
る
の
は
、
一
九
五
六
年
の
こ
と

で
あ
る
。

（
26
）　
『
中
国
新
聞
』
一
九
五
五
年
八
月
十
六
日
第
七
面
。

（
27
）　

広
島
市
公
会
堂
の
開
館
直
後
か
ら
閉
館
ま
で
職
員
と
し
て
働
い
て
こ
ら
れ
た
公

会
堂
元
館
長
山
科
訓
三
氏
に
は
、
公
会
堂
の
歴
史
に
つ
い
て
多
く
の
貴
重
な
証
言

を
い
た
だ
い
た
。
こ
こ
に
記
し
て
感
謝
し
た
い
。
な
お
こ
の
証
言
は
、
そ
の
時
の

対
面
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
よ
る
も
の
（
二
〇
〇
九
年
四
月
十
日
実
施
）。

（
28
）　

同
前
。

（
29
）　
『
中
国
新
聞
』、
前
掲
。

（
30
）　

い
ず
れ
も
『
中
国
新
聞
』、
一
九
五
五
年
七
月
二
十
六
日
第
七
面
。

（
31
）　

同
前
。

（
32
）　
『
中
国
新
聞
』、
一
九
五
五
年
八
月
十
六
日
第
七
面
。

 

（
の
と
は
ら
・
ゆ
み　

広
島
大
学
非
常
勤
講
師
）




