
戦
争
と
音
楽　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

片
山　

杜
秀

　

ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
は
、「
交
響
曲
第
三
番
《
英
雄
》」
を
一
八
〇
三
年
か
ら
翌
年
に
か
け
て
、同
じ
く
「
第
五
番
《
運
命
》」

を
一
八
〇
五
年
か
ら
一
八
〇
八
年
に
か
け
て
、「
ピ
ア
ノ
協
奏
曲
第
五
番
《
皇
帝
》」
を
一
八
〇
八
年
か
ら
翌
年
に
か
け

て
、
そ
れ
ぞ
れ
作
曲
し
た
。
以
上
の
三
曲
に
限
ら
な
い
、
こ
の
頃
の
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
創
作
は
、
西
洋
音
楽
史
を
変

え
た
。
芸
術
音
楽
の
顔
つ
き
や
骨
格
が
、
そ
の
前
と
後
で
は
違
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
以
前
の
ハ
イ
ド
ン
や
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
ス
タ
イ
ル
を
支
え
て
い
た
の
は
、
音
楽
を
享
受
す
る
者
同
士
に
暗
黙
に

前
提
さ
れ
る
親
密
さ
だ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
《
英
雄
》
な
ど
で
は
、
親
密
さ
よ
り
も
暴
力
性
や
攻
撃
性
が
先
に
立
つ
。
主

題
の
性
格
も
、
そ
の
展
開
の
仕
方
も
、
転
調
の
仕
掛
け
も
、
リ
ズ
ム
法
も
、
楽
器
法
も
、
す
べ
て
が
大
胆
で
力
づ
く
に

な
る
。
見
ず
知
ら
ず
の
人
間
に
も
匕
首
を
押
し
つ
け
て
無
理
矢
理
に
分
か
ら
せ
る
具
合
で
あ
る
。

　

い
っ
た
い
何
が
あ
っ
た
の
か
。《
英
雄
》
か
ら
《
皇
帝
》
の
作
曲
時
期
は
、
ち
ょ
う
ど
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
時
代
だ
っ
た
。

そ
の
フ
ラ
ン
ス
皇
帝
即
位
年
は
《
英
雄
》
の
完
成
年
に
合
致
し
、
し
か
も
《
英
雄
》
は
ナ
ポ
レ
オ
ン
に
献
呈
さ
れ
る
つ

も
り
で
書
き
進
め
ら
れ
た
。《
運
命
》
の
起
稿
さ
れ
た
年
に
は
フ
ラ
ン
ス
軍
は
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
住
む
ウ
ィ
ー
ン
を

占
領
し
、
翌
年
に
作
曲
家
は
混
乱
す
る
ウ
ィ
ー
ン
か
ら
ハ
ン
ガ
リ
ー
や
シ
レ
ジ
ア
へ
と
逃
げ
出
し
て
い
る
。《
皇
帝
》

は
と
い
う
と
、
フ
ラ
ン
ス
軍
が
再
度
ウ
ィ
ー
ン
を
占
領
し
、
そ
の
際
の
砲
撃
音
の
衝
撃
で
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
師
で
も

あ
る
老
ハ
イ
ド
ン
が
体
調
を
悪
化
さ
せ
て
逝
っ
た
り
す
る
、
た
い
へ
ん
な
修
羅
場
で
仕
上
げ
ら
れ
た
。

　

だ
か
ら
、こ
れ
ら
三
つ
の
作
品
が
、独
裁
者
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
似
姿
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、人
間
の
意
志
の
力
が
赤
裸
々

に
前
の
め
り
に
出
て
、
押
し
つ
け
が
ま
し
く
ひ
た
す
ら
高
潮
し
、
千
軍
万
馬
の
大
団
円
を
迎
え
る
恰
好
に
作
ら
れ
、
し

か
も
軍
隊
行
進
曲
や
葬
送
行
進
曲
や
フ
ァ
ン
フ
ァ
ー
レ
や
勝
利
の
凱
歌
と
い
っ
た
戦
争
が
ら
み
の
響
き
と
そ
こ
か
し
こ

で
結
び
つ
い
て
い
る
の
は
、
偶
然
で
も
な
ん
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
と
て
つ
も
な
く
マ
ッ
チ
ョ
な
武
闘
者
の
イ
メ
ー
ジ
、

あ
る
い
は
戦
争
・
革
命
・
騒
乱
・
暴
力
・
軍
楽
と
い
っ
た
も
の
が
あ
っ
て
こ
そ
の
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
な
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
戦
争
が
近
代
戦
争
史
の
、
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
音
楽
が
近
代
音
楽
史
の
、
と
も
に
一
大
起

点
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、「
戦
争
と
音
楽
」、
な
い
し
は
「
軍
事
と
音
楽
」
と
い
っ
た
主
題
は
、
と
う
て
い
軍
楽
や
軍
歌

や
そ
の
他
の
戦
争
描
写
音
楽
等
、美
術
で
言
え
ば
「
戦
争
画
」
に
相
当
す
る
表
層
的
次
元
に
局
限
さ
れ
え
な
い
だ
ろ
う
。

少
な
く
と
も
近
代
西
洋
音
楽
に
は
、
官
僚
制
や
軍
隊
機
構
に
似
た
高
度
な
組
織
性
、
そ
れ
か
ら
耳
を
聾
す
る
暴
力
性
と

不
可
分
で
あ
り
、
そ
の
本
質
の
究
明
に
は
「
戦
争
と
音
楽
」
な
る
問
題
設
定
が
欠
か
せ
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　

と
こ
ろ
が
世
間
で
は
、「
マ
ル
ス
（
軍
神
）
の
前
で
は
ミ
ュ
ー
ズ
（
芸
術
の
神
）
は
沈
黙
す
る
」
と
い
う
無
難
な
台

詞
が
長
く
幅
を
利
か
せ
て
き
た
。「
戦
争
と
音
楽
」
に
つ
い
て
語
る
の
を
潔
し
と
せ
ず
、
そ
の
種
の
言
説
を
排
斥
す
る

意
識
さ
え
は
び
こ
っ
て
き
た
。
そ
の
甚
だ
し
き
一
例
は
近
代
日
本
音
楽
史
の
語
ら
れ
方
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
諸
外
国

に
比
し
て
も
「
マ
ル
ス
に
導
か
れ
る
ミ
ュ
ー
ズ
」
と
い
っ
た
構
図
が
と
り
わ
け
濃
厚
に
看
取
さ
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

戦
後
に
お
い
て
は
多
く
の
当
事
者
や
史
家
が
「
マ
ル
ス
と
ミ
ュ
ー
ズ
は
並
び
立
た
ず
」
と
い
う
人
文
主
義
的
常
識
を
あ

く
ま
で
押
し
通
そ
う
と
し
て
き
た
た
め
に
、
歴
史
が
す
っ
か
り
歪
め
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。

　

多
少
具
体
的
に
す
れ
ば
、
昭
和
一
〇
年
代
こ
そ
が
軍
楽
や
戦
時
歌
謡
の
み
な
ら
ず
交
響
曲
や
オ
ペ
ラ
ま
で
を
含
め
た

日
本
近
代
音
楽
の
高
潮
期
で
あ
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
の
に
、
芸
術
は
そ
の
時
代
に
沈
黙
を
強
い
ら
れ
た
筈
と
い
う
、
初

め
に
答
え
あ
り
き
の
史
観
が
跋
扈
し
た
ゆ
え
に
、
文
学
史
に
譬
え
れ
ば
芥
川
龍
之
介
や
川
端
康
成
級
の
重
要
作
す
ら
、

そ
も
そ
も
存
在
を
認
知
さ
れ
ず
、
演
奏
も
さ
れ
な
い
と
い
っ
た
呆
れ
た
状
況
が
、
ず
っ
と
続
い
た
の
で
あ
る
。

　

そ
ん
な
歴
史
観
の
修
正
の
た
め
に
も
、「
戦
争
と
音
楽
」
に
関
心
を
寄
せ
る
研
究
者
が
今
後
輩
出
す
る
こ
と
を
、
強

く
期
待
し
て
や
ま
な
い
。　
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