
Music bring Peace

　
　

理
事
長　

松
尾　

康
二

平
和
は
楽
し
い
（
趣
旨
）

「
人
の
心
に
平
和
の
と
り
で
を
築
く
ン
サ
ー
ト
」
の
タ
イ
ト
ル
は
、
ユ
ネ
ス

コ
憲
章
前
文
の
宣
言「
戦
争
は
人
の
心
の
中
で
生
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、

人
の
心
の
中
に
平
和
の
と
り
で
を
築
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
か
ら
取
っ
て

い
る
。

第
二
次
世
界
大
戦
で
の
犠
牲
者
は
約
８
，
５
０
０
万
人
と
も
い
わ
れ
る
が
、

主
た
る
原
因
は
交
戦
国
が
「
国
民
国
家
」
で
、
国
家
総
動
員
体
制
の
も
と
非

戦
闘
員
ま
で
が
被
害
に
あ
っ
た
こ
と
に
あ
る
。「
国
民
国
家
」
は
「
愛
国
心
」

が
前
提
と
な
る
が
、「
愛
国
心
」
が
国
家
、
民
族
間
の
不
信
、
差
別
の
暴
走

を
生
み
、こ
れ
が
戦
争
の
主
た
る
原
因
と
な
っ
た
。
こ
の
た
め
「
国
際
連
合
」

設
立
に
当
た
り
、
以
前
の
「
国
際
連
盟
」
が
平
和
を
目
的
と
し
つ
つ
も
政
治

交
渉
の
み
の
機
関
で
あ
っ
た
こ
と
へ
の
反
省
か
ら
、「
心
」
の
問
題
に
ま
で

踏
み
込
ん
で
ユ
ネ
ス
コ
「
国
連
教
育
科
学
文
化
機
構
」
の
設
立
と
な
っ
た
。

広
島
は
「
被
爆
の
町
」、ま
た
は
「
被
爆
者
の
町
」
と
し
て
、非
戦
の
誓
い
「
安

ら
か
に
眠
っ
て
く
だ
さ
い
。
過
ち
は
繰
り
返
し
ま
せ
ぬ
か
ら
」
の
実
現
に
努

め
て
き
た
。
ま
た
広
島
の
再
建
、
復
興
に
際
し
て
特
別
立
法
「
広
島
平
和
記

念
都
市
建
設
法
」
の
恩
恵
を
受
け
て
い
る
が
、
国
内
１
２
０
の
被
災
都
市
の

う
ち
広
島
だ
け
が
特
別
立
法
の
対
象
に
な
っ
た
の
は
、「
科
学
の
進
歩
が
限

界
を
超
え
、
兵
器
の
発
達
は
人
類
を
絶
滅
の
危
機
に
追
い
込
み
か
ね
な
い
。

も
は
や
戦
争
を
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
」と
い
う
故
・
濱
井
信
三
氏(

当

時
広
島
市
長)

の
主
張
が
占
領
軍
や
吉
田
茂
首
相(

当
時 )
か
ら
「
こ
れ

は
都
市
や
国
家
の
枠
を
超
え
た
地
球
・
人
類
の
課
題
で
あ
る
」
と
い
う
理
解

を
得
て
、衆
参
両
満
場
一
致
で
法
律
化
し
た
。
同
法
は
今
で
も
生
き
て
お
り
、

と
言
う
こ
と
は
、「
広
島
」
は
戦
争
廃
絶
の
義
務
を
、
今
で
も
負
い
続
け
て

る
こ
と
に
な
る
。

「
被
爆
の
町
」
は
、
そ
れ
自
身
善
と
考
え
ら
れ
て
い
た
科
学
の
研
究
が
大
量

殺
人
兵
器
を
生
み
出
す
に
至
っ
た
科
学
者
の
責
任
の
記
録
と
し
て
今
後
も
引

き
継
が
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
方
「
被
爆
者
の
町
」
は
近
い
将
来
、
被

爆
者
の
消
滅
に
よ
っ
て
証
言
能
力
を
失
う
。

何
よ
り
も
、
い
ず
れ
も
「
悲
し
い
記
憶
」
の
持
続
に
よ
っ
て
、
そ
の
反
対
側

に
あ
る
「
平
和
」
を
発
信
し
よ
う
と
す
る
た
め
「
平
和
」
を
強
調
す
る
た
め

に
は
悲
劇
性
を
強
調
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
「
暗
さ
」
が
付
き
ま
と
う
。

ま
た
、
心
の
底
に
「
う
ら
み
の
連
鎖
」
が
引
き
継
が
れ
る
可
能
性
が
ゼ
ロ
で

は
な
い
。
世
代
交
代
の
時
期
で
あ
る
終
戦
７
０
周
年
を
区
切
り
に
、「
平
和

で
あ
る
こ
と
は
楽
し
い
」
と
い
う
明
る
い
発
信
が
あ
っ
て
も
い
い
の
で
は
な

い
か
。
ユ
ネ
ス
コ
が
目
指
し
た
「
平
和
の
と
り
で
」
の
目
的
に
合
致
す
る
の

で
は
な
い
か
。

「
平
和
は
楽
し
い
」
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
は
、
音
楽
が
も
っ
と
も
ふ

さ
わ
し
い
。
音
楽
に
は
国
境
が
な
く
、言
語
、宗
教
、民
族
の
壁
を
乗
り
超
え
、

調
和
を
生
む
力
が
あ
る
。
音
楽
の
共
有
に
よ
っ
て
、「
う
ら
み
の
連
鎖
」
を

昇
華
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

小
澤
征
爾
氏
は
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
に
つ
い
て
言
う
。

「
発
祥
は
欧
州
で
あ
る
が
、
世
界
中
誰
も
が
平
等
に
す
ば
ら
し
さ
を
享
受
で

き
る
。
音
楽
は
共
通
語
と
し
て
世
界
を
つ
な
ぐ
。
世
界
的
な
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ

の
仕
事
を
通
じ
て
、
理
想
的
な
民
主
主
義
の
あ
り
方
を
経
験
さ
せ
て
も
ら
っ

た
」(

読
売
新
聞
よ
り
引
用)

。

小
澤
氏
は
世
界
最
高
水
準
の
指
揮
者
で
あ
る
が
、
演
奏
の
技
量
に
差
は
あ

っ
て
も
、
音
楽
共
通
の
本
質
を
語
っ
て
い
る
。
い
ろ
ん
な
民
族
、
国
々
が
音

楽
を
共
有
す
る
こ
と
が
、
回
り
道
で
あ
っ
て
も
平
和
実
現
の
有
力
な
手
段
で

あ
る
と
確
信
し
て
い
る
。


