
な
楽
曲
が
蓄
積
さ
れ
て
い
き
ま
し
た
。
１
３
４
７
年
、
地
中
海
か
ら
広
が
っ

た
ペ
ス
ト
に
よ
っ
て
欧
州
で
は
３
人
に
１
人
が
亡
く
な
り
、
そ
の
終
息
後
、

宗
教
が
支
配
し
た
封
建
的
な
中
世
も
終
わ
り
ま
す
。
イ
タ
リ
ア
か
ら
ル
ネ
サ

ン
ス
が
始
ま
る
と
、
フ
ラ
ン
ス
の
ジ
ョ
ス
カ
ン
・
デ
プ
レ
（
１
４
５
０
？
〜

１
５
２
１
年
）
ら
の
音
楽
家
が
世
に
出
て
き
ま
し
た
。
デ
プ
レ
の
「
千
々
の

悲
し
み
」
は
、
天
正
遣
欧
使
節
団
の
４
人
が
１
５
９
１
年
に
豊
臣
秀
吉
の
前

で
演
奏
し
た
と
い
う
記
録
も
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
後
も
欧
州
で
音
楽
は

発
展
し
ま
す
。
西
洋
人
が
基
本
倍
音
列
を
発
見
し
て
ハ
ー
モ
ニ
ー
を
つ
く
り

出
し
、
人
々
の
感
性
を
踏
ま
え
た
時
代
精
神
を
採
り
入
れ
て
い
っ
た
た
め
で

す
。
そ
の
結
果
、
国
際
標
準
の
文
化
と
な
る
音
楽
が
生
ま
れ
、
２
５
０
年
前

に
生
ま
れ
た
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
が
芸
術
に
昇
華
さ
せ
ま
し
た
。
モ
ー
ツ
ア
ル

苦
境
の
中
で
響
き
わ
た
る
歓
喜

│
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
対
策
で
「
緊
急
事
態
宣
言
」
が
発
出
さ
れ
、
ク

ラ
シ
ッ
ク
音
楽
の
世
界
も
苦
境
に
立
た
さ
れ
て
い
ま
す
ね
。

三
枝　

２
０
２
０
年
春
か
ら
、
私
が
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
と
し
て
関
わ
っ
て
い

た
も
の
も
含
め
、
コ
ン
サ
ー
ト
が
軒
並
み
中
止
と
な
り
、
私
の
事
務
所
も
収

入
が
減
少
し
ま
し
た
。
こ
れ
を
機
に
時
間
の
か
か
る
オ
ペ
ラ
の
作
曲
に
日
々

い
そ
し
ん
で
い
ま
す
。
し
か
し
、
苦
し
ん
で
い
る
の
は
指
揮
者
や
ソ
リ
ス
ト
、

楽
団
員
で
し
ょ
う
。
演
奏
で
き
な
い
つ
ら
さ
に
加
え
て
、
収
入
が
途
絶
え
て

い
ま
す
か
ら
ね
。

│
先
生
が
毎
年
、プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
さ
れ
て
い
る
大
み
そ
か
恒
例
の
コ
ン
サ
ー
ト

「
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
は
凄
い
！
全
交
響
曲
連
続
演
奏
」
は
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

三
枝　

開
催
で
き
て
良
か
っ
た
で
す
。２
０
２
０
年
は
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン（
１

７
７
０

－

１
８
２
７
年
）
生
誕
２
５
０
年
で
し
た
か
ら
、
無
事
に
行
わ
れ
、

一
条
の
光
を
見
出
せ
ま
し
た
。
こ
の
状
況
下
、年
の
瀬
に
第
九
の「Freude

」

（
歓
喜
）が
響
き
わ
た
っ
た
の
は
素
晴
ら
し
い
こ
と
で
し
た
。

国
際
標
準
の
文
化
、
誕
生
と
発
展

│
な
ぜ
、
２
０
０
年
以
上
も
前
の
音
楽
に
現
代
の
日
本
人
が
酔
い
し
れ
る

の
で
し
ょ
う
か
。

創
立
50
周
年
を
迎
え
る
日
本
交
響
楽
振
興
財
団

作
曲
家
・
日
本
交
響
楽
振
興
財
団
理
事

三さえぐ
さ枝
成しげあ

き彰

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

文
化
が
国
力
を
つ
く
る
と
い
う
現
実

三
枝　

ク
ラ
シ
ッ
ク

音
楽
は
、
10
世
紀
末

に
生
ま
れ
た
イ
タ
リ

ア
の
修
道
士
グ
イ
ー

ド
が
記
譜
法
の
原
型

を
考
案
し
て
発
展
し

ま
す
。
楽
譜
に
音
楽

が
残
せ
る
よ
う
に
な

り
、
聖
歌
な
ど
膨
大
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三
枝　

Ｎ
Ｈ
Ｋ
交
響
楽
団
は
世
界
の
十
指
に
入
る
と
思
い
ま
す
。
レ
ベ
ル
が

高
く
、
７
、
８
番
目
で
し
ょ
う
か
。
日
本
に
は
、
素
晴
ら
し
い
演
奏
を
日
々

気
軽
に
聴
け
る
環
境
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
平
時
で
も
財
政
支
援
が
な

い
と
成
り
立
た
な
い
の
が
交
響
楽
団
で
す
。
大
勢
の
団
員
や
指
揮
者
、
ソ
リ

ス
ト
の
生
活
を
支
え
る
の
は
、
も
ち
ろ
ん
お
客
様
で
す
が
、
足
ら
ざ
る
部
分

は
企
業
に
支
援
を
お
願
い
し
た
い
で
す
。

│
先
生
は
、
オ
ペ
ラ
を
何
曲
も
つ
く
ら
れ
、
上
演
も
さ
れ
て
、
２
０
２
０

年
に
文
化
功
労
者
に
も
選
ば
れ
て
い
ま
す
。

三
枝　

こ
れ
ま
で
私
が
オ
ペ
ラ
の
作
曲
と
上
演
に
か
け
た
金
額
は
約
64
億
円

で
す
。
自
分
で
出
せ
た
の
は
10
億
円
で
、作
曲
し
た
「
機
動
戦
士
ガ
ン
ダ
ム
」

な
ど
の
楽
曲
の
著
作
権
印
税
を
全
て
つ
ぎ
込
ん
だ
も
の
で
す
。
足
ら
ざ
る
部

分
は
経
済
界
の
皆
さ
ん
に
出
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
一
人
ひ
と
り
の
お
名

前
は
挙
げ
ら
れ
ま
せ
ん
が
、
多
く
の
方
々
に
支
え
て
い
た
だ
き
、
今
の
私
が

あ
る
の
で
す
。
心
か
ら
感
謝
し
て
お
り
ま
す
。

地
域
の
活
性
化
に
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
を

│
日
本
に
は
各
地
に
交
響
楽
団
が
あ
り
ま
す
が
、
地
域
で
交
響
楽
団
が
活

動
す
る
意
味
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
し
ょ
う
。

三
枝　

ド
イ
ツ
に
は
人
口
数
万
人
の
都
市
に
も
交
響
楽
団
が
あ
り
、
定
期
演

奏
会
を
開
い
て
い
ま
す
。
レ
ベ
ル
が
高
く
、
町
の
誇
り
で
す
。
だ
か
ら
チ
ケ

ッ
ト
を
買
っ
て
聴
き
に
行
き
ま
す
。
そ
う
い
う
文
化
的
土
壌
の
上
に
日
常
生

活
が
あ
る
の
で
す
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
町
の
企
業
も
支
援
し
て
い
ま
す
。

│
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
は
、
地
域
振
興
の
柱
と
な
り
得
る
の
で
す
ね
。

三
枝　

先
日
、
河
村
た
か
し
名
古
屋
市
長
に
お
会
い
し
た
際
、「
リ
ニ
ア
中

央
新
幹
線
が
で
き
る
と
東
京
ま
で
40
分
、
み
ん
な
東
京
に
吸
い
取
ら
れ
て
し

ま
い
ま
す
よ
。
そ
の
前
に
手
を
打
た
な
い
と
」
と
申
し
上
げ
ま
し
た
。
東
京

に
は
現
在
、
交
響
楽
団
が
10
以
上
あ
り
ま
す
。
優
秀
な
ア
マ
チ
ュ
ア
の
交
響

ト
や
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
時
代
ま
で
音
楽
家
は
世
襲
で
し
た
が
、
ロ
マ
ン
派

以
降
は
、
音
楽
家
の
家
系
で
は
な
い
人
が
大
半
で
す
。

高
み
を
目
指
す
者
を
育
て
る
意
味

│
日
本
で
も
、
世
襲
的
な
色
合
い
が
と
て
も
薄
い
世
界
だ
と
感
じ
ま
す
。

三
枝　

多
く
の
国
で
様
々
な
人
が
高
み
に
挑
戦
し
て
い
ま
す
。
日
本
で
は
戦

後
、
音
楽
教
育
が
強
化
さ
れ
ま
し
た
。
か
つ
て
小
学
校
の
先
生
は
オ
ル
ガ
ン

が
弾
け
な
い
と
就
け
ま
せ
ん
で
し
た
。
義
務
教
育
課
程
で
音
楽
が
正
科
に
な

っ
て
い
る
の
は
世
界
で
も
稀
で
す
。
そ
う
し
た
環
境
が
、
世
界
的
な
指
揮
者

で
あ
る
小
澤
征
爾
さ
ん
な
ど
の
音
楽
家
を
誕
生
さ
せ
た
わ
け
で
す
。
１
９
７

３
年
に
は
日
本
交
響
楽
振
興
財
団
が
設
立
さ
れ
ま
し
た
。
小
澤
さ
ん
ご
自
身

も
経
団
連
に
赴
き
働
き
掛
け
て
で
き
た
団
体
で
す
。
企
業
が
資
金
を
出
し
合

い
、
若
手
の
音
楽
家
に
世
界
で
活
躍
す
る
チ
ャ
ン
ス
を
与
え
、
各
地
の
交
響

楽
団
が
定
期
的
に
演
奏
会
を
開
け
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

│
小
澤
さ
ん
は
、
日
本
で
は
人
材
育
成
に
も
尽
力
し
て
い
ま
す
。

三
枝　

日
本
を
代
表
す
る
指
揮
者
や
ソ
リ
ス
ト
、
交
響
楽
団
を
育
て
、
世
界

の
舞
台
で
活
躍
さ
せ
る
こ
と
は
、
国
力
強
化
に
繋
が
り
ま
す
。
世
界
に
は
、

経
済
力
が
伸
び
て
い
て
も
、
世
界
の
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
に
は
及
ば
な
い
交
響
楽

団
し
か
な
い
国
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
国
際
政
治
の
パ
ワ
ー
バ
ラ
ン
ス
に
も

影
響
す
る
こ
と
に
気
付
く
べ
き
で
し
ょ
う
。
国
力
が
文
化
を
つ
く
る
の
で
は

な
く
、
文
化
が
国
力
を
つ
く
る
の
で
す
。
よ
り
重
要
な
の
は
、
演
奏
者
だ
け

で
な
く
、
聴
く
側
に
も
教
養
が
求
め
ら
れ
、
歴
史
を
理
解
す
る
こ
と
が
必
要

な
の
で
す
。
教
養
あ
る
人
間
を
育
て
る
意
味
で
も
、
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
は
重

要
な
ツ
ー
ル
で
す
。

ハ
イ
レ
ベ
ル
の
音
楽
文
化
は
企
業
が
支
え
る

│
日
本
の
交
響
楽
団
の
レ
ベ
ル
は
ど
う
な
の
で
し
ょ
う
か
。
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楽
団
も
数
多
く
活
動
し
て
い
ま
す
。
世
界
か
ら
著
名
な
指
揮
者
や
ソ
リ
ス
ト

を
招
き
、
演
奏
の
レ
ベ
ル
は
ど
ん
ど
ん
上
が
っ
て
い
ま
す
。
演
奏
会
を
聴
き

に
リ
ニ
ア
で
名
古
屋
か
ら
東
京
に
来
て
、
聴
い
た
後
、
日
帰
り
で
帰
る
、
と

い
う
よ
う
な
事
態
を
想
定
し
て
、
名
古
屋
か
ら
世
界
に
打
っ
て
出
る
指
揮
者
、

ソ
リ
ス
ト
、
交
響
楽
団
を
育
て
る
べ
き
で
す
。

知
ら
れ
て
い
な
い
あ
ま
た
の
楽
曲
を
楽
し
む

│
ず
ば
り
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
の
魅
力
と
は
、
何
で
し
ょ
う
か
。

三
枝　

先
ほ
ど
申
し
上
げ
た
倍
音
列
の
心
地
よ
さ
で
し
ょ
う
。
そ
れ
は
、
地

球
上
の
民
族
が
共
通
し
て
感
じ
る
自
然
の
摂
理
で
す
。
西
洋
人
が
発
見
し
て

理
論
的
に
体
系
化
し
築
き
上
げ
た
も
の
で
す
。
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
の
ベ
ー
ス

に
な
っ
て
い
ま
す
。
現
代
音
楽
の
世
界
で
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
作
曲
家
シ

ェ
ー
ン
ベ
ル
ク（
１
８
７
４

－

１
９
５
１
年
）が
１
１
０
年
ほ
ど
前
に
調
性
の

な
い
音
楽
を
世
に
問
い
、
そ
れ
以
来
、
多
く
の
作
曲
家
が
先
鋭
的
な
も
の
を

追
い
求
め
て
き
ま
し
た
。
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
の
音
楽
は
究
極
の
改
革
で
し
た

が
、
心
地
よ
さ
の
点
で
は
古
典
派
や
ロ
マ
ン
派
に
か
な
い
ま
せ
ん
。
シ
ェ
ー

ン
ベ
ル
ク
の
改
革
に
よ
っ
て
日
の
目
を
見
な
か
っ
た
20
世
紀
初
頭
の
調
性
の

あ
る
優
れ
た
楽
曲
は
あ
ま
た
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ら
を
作
曲
し
た
音
楽
家
に
光

を
当
て
る
こ
と
も
、
現
代
の
指
揮
者
や
交
響
楽
団
に
求
め
ら
れ
ま
す
。
多
く

の
人
に
聴
い
て
も
ら
い
、
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
の
奥
深
さ
を
知
っ
て
ほ
し
い
と

願
っ
て
い
ま
す
。

ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
は
、
日
本
か
ら
興
っ
た
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
音
楽

に
限
ら
ず
、
今
日
に
お
け
る
世
界
水
準
と
呼
ば
れ
る
も
の
は
、
殆
ど
西
洋
人

が
つ
く
っ
た
も
の
で
す
。
私
達
が
な
ぜ
キ
モ
ノ
を
着
ず
に
洋
服
を
着
て
生
活

す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
を
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

日
本
と
西
洋
の
違
い
は
、
米
文
化
と
麦
文
化
の
違
い
で
す
。
お
米
は
何
年

で
も
同
じ
土
地
か
ら
獲
れ
ま
す
が
、
麦
は
畑
を
変
え
、
常
に
技
術
革
新
を
し

な
け
れ
ば
獲
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
中
で
日
本
人
は
、
文
化
に
お
い
て
も
先
祖
が

残
し
た
も
の
を
大
切
に
継
承
す
る
こ
と
を
重
ん
じ
、
逆
に
西
洋
人
は
常
に
新

し
さ
を
求
め
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
歌
舞
伎
や
能
は
素
晴
ら
し
い
文
化
で

す
が
、
伝
統
芸
能
で
あ
り
、
西
洋
人
が
考
え
る
「
芸
術
」
と
は
違
い
ま
す
。

西
洋
人
は
、
古
き
よ
き
も
の
を
継
承
す
る
よ
り
、
た
と
え
大
衆
に
受
け
入
れ

ら
れ
な
く
て
も
、そ
れ
ま
で
に
な
か
っ
た
新
し
い
切
り
口
の
あ
る
も
の
を「
芸

術
」
と
し
て
評
価
す
る
の
で
す
。
こ
れ
は
、
三
千
年
前
か
ら
変
わ
っ
て
い
な

い
胡
弓
を
今
で
も
使
っ
て
い
る
ア
ジ
ア
人
の
理
解
と
は
異
な
る
考
え
方
で
す
。

変
え
な
い
と
い
け
な
い
と
思
っ
て
い
る
西
洋
人
と
、
変
え
る
こ
と
を
し
な
い

ア
ジ
ア
人
の
精
神
性
に
は
、
こ
の
よ
う
な
対
立
構
造
が
あ
る
の
で
す
。
そ
れ

が
正
し
い
か
ど
う
か
は
別
の
話
で
す
が
。

個
々
の
演
奏
家
が
優
れ
て
い
て
も
、
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
に
は
ま
だ
こ
れ
と
い

っ
た
団
体
が
な
い
と
い
う
国
も
あ
り
ま
す
。
世
界
の
実
情
を
み
る
と
、
優
れ

三枝成彰氏略歴

1942 年生まれ。作曲家。代表作にオペラ「忠
臣蔵」「Jr. バタフライ」「KAMIKAZE ｰ神風ｰ」
「狂おしき真夏の一日」、NHK大河ドラマ「太
平記」「花の乱」。1988 年に「二十四の瞳」「光
る女」で日本アカデミー賞優秀音楽賞、1989
年に「椿姫」「優駿」で同最優秀音楽賞を受賞。
2007 年に紫綬褒章、2017 年に旭日小綬章を
受章。2020年11月、文化功労者顕彰を受けた。

た
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
が
あ
る
か
ど

う
か
は
国
の
文
化
レ
ベ
ル
の
表

れ
と
も
言
え
そ
う
で
す
。
い
ろ

い
ろ
な
国
で
優
れ
た
オ
ー
ケ
ス

ト
ラ
が
増
え
る
こ
と
を
期
待
し

た
い
と
思
い
ま
す
。

│
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
の
魅
力

を
語
っ
て
い
た
だ
き
、
た
く
さ

ん
の
発
見
が
あ
り
ま
し
た
。
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

（
４
月
27
日
、
三
枝
氏
が
代
表
を
務

め
る
東
京
・
六
本
木
の
メ
イ
・
コ
ー

ポ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
て
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
）
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