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チ
ャ
リ
テ
ィ
ー
コ
ン
サ
ー
ト
で

地
球
環
境
問
題
を
考
え
る

ギ
タ
リ
ス
ト
、
作
曲
家
：
佐
野
正
隆
氏
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

今
回
の
コ
ン
サ
ー
ト
の
特
徴
は
？

 

「
地
球
温
暖
化
防
止
」
を
目
的
に
、
環
境
問
題
を

テ
ー
マ
に
し
た
ク
ラ
シ
ッ
ク
ギ
タ
ー
の
作
品
な
ど
を

演
奏
し
て
、
チ
ケ
ッ
ト
や
C
D
な
ど
の
売
り
上
げ
の

一
部
を
地
球
環
境
基
金
に
寄
付
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。

自
分
で
作
曲
し
た
ギ
タ
ー
の
独
奏
、
重
奏
、
合

奏
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
作
品
の
み
を
披
露
し
た
の
で
す

が
、
一
ギ
タ
リ
ス
ト
の
作
曲
作
品
だ
け
の
コ
ン
サ
ー

ト
を
開
催
す
る
の
は
、
日
本
の
ク
ラ
ッ
シ
ッ
ク
ギ

タ
ー
界
で
は
お
そ
ら
く
今
回
が
初
め
て
の
試
み
だ

と
思
い
ま
す
。

コ
ン
サ
ー
ト
の
最
後
に
は
、
佐
野
ギ
タ
ー
教
室

の
門
下
生
80
人
編
成
で
「
火
神
鳴
」（
ひ
か
み
な
り
）

と
い
う
曲
を
演
奏
し
ま
し
た
。
こ
の
曲
は
、
日
本

ギ
タ
ー
合
奏
連
盟
平
成
17
年
度
の
委
嘱
作
品
で
、

終
戦
60
周
年
に
想
い
を
寄
せ
、
悲
惨
な
戦
争
が
二

度
と
起
き
な
い
こ
と
を
願
っ
て
作
曲
し
た
の
で
す

が
、
ほ
か
に
例
を
見
な
い
大
人
数
で
の
演
奏
に
な

り
ま
し
た
。
通
常
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
と
い
っ
た
ら
せ

い
ぜ
い
10
人
程
度
で
す
か
ら
。
出
演
者
が
大
勢
な

の
で
、
20
〜
30
名
ず
つ
に
分
か
れ
て
1
年
が
か
り

で
練
習
を
重
ね
ま
し
た
。

佐
野
さ
ん
が
環
境
問
題
を
テ
ー
マ
に
し
た
曲

作
り
を
始
め
た
い
き
さ
つ
と
そ
の
代
表
作
に

つ
い
て
教
え
て
く
だ
さ
い
。

テ
レ
ビ
な
ど
の
情
報
で
環
境
問
題
の
話
題
を
耳
に

し
な
い
日
は
な
い
で
す
よ
ね
。
私
は
作
曲
を
し
て
い

る
の
で
、
作
品
の
テ
ー
マ
と
な
る
自
然
や
環
境
の
こ

と
に
は
人
一
倍
関
心
が
高
く
な
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

環
境
問
題
を
意
識
し
て
作
っ
た
曲
に
は
、
例
え
ば

今
回
演
奏
し
た
「
木
霊
（
こ
だ
ま
）
の
祈
り
」
が
あ

り
ま
す
。
木
霊
と
は
木
に
宿
る
精
霊
の
こ
と
で
、
こ

の
作
品
で
は
木
霊
の
人
類
に
対
す
る
嘆
き
や
憤
り
、

そ
し
て
警
告
、
最
後
に
は
何
と
か
し
て
欲
し
い
と
い

う
祈
り
を
即
興
的
に
書
き
ま
し
た
。

イ
メ
ー
ジ
し
た
の
は
、
ギ
タ
ー
用
材
と
し
て
最
高
級

素
材
の
ブ
ラ
ジ
リ
ア
ン･

ロ
ー
ズ
ウ
ッ
ド
、
い
わ
ゆ
る

ハ
カ
ラ
ン
ダ
と
い
う
木
。
今
、
こ
の
木
は
ほ
と
ん
ど
な

く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
て
、
ワ
シ
ン
ト
ン
条
約
の
対
象

に
な
っ
て
い
る
の
で
、
伐
採
も
で
き
な
け
れ
ば
も
ち
ろ

ん
輸
入
も
で
き
な
い（
コ
ラ
ム
①
）。
こ
の
木
が
ギ
タ
ー

の
素
材
に
一
番
適
し
て
い
る
の
に
、
今
は
も
う
使
え
な

い
の
で
す
。
こ
の
ハ
カ
ラ
ン
ダ
も
含
め
て
、
す
べ
て
の

木
が
「
瀕
死
の
現
状
を
何
と
か
し
て
く
だ
さ
い
よ
」
と

い
う
祈
り
を
捧
げ
て
い
る
、
そ
う
い
う
曲
で
す
。

最
近
、
チ
ャ
リ
テ
ィ
ー
コ
ン
サ
ー
ト
を
通
じ
た
地
球
環
境
基
金
へ
の
寄
付
が

増
え
て
い
ま
す
。
そ
の
一
例
と
し
て
、
収
益
の
一
部
を
ご
寄
付
い
た
だ
い
た

「
佐
野
正
隆
作
曲
作
品
コ
ン
サ
ー
トfor G

uitar 

“C
ool E

arth

”」
の
代
表
：

佐
野
正
隆
氏
に
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

「
音
楽
家
」＝「
自
然
環
境
の
メ
ッ
セ
ン
ジ
ャ
ー
」の
一
人
と
し
て
伝
え
た
い
こ
と

「佐野正隆作曲作品コンサート　for　Guitar “Cool Earth”」
さいたま芸術劇場　平成19 年12 月16 日（日）に開催されました。

「火神鳴」の演奏。火神鳴とは、雨が降っていないのになっている雷のことで、雷の情景と戦争のイメージをダブらせた曲。
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ま
た
、
こ
れ
も
今
回
の
演
奏
曲
の
ひ
と
つ
で
、
温

暖
化
に
歯
止
め
を
か
け
た
い
と
願
っ
て
作
っ
た「
ク
ー

ル
ア
ー
ス
」
と
い
う
作
品
が
あ
り
ま
す
。
美
し
い
地

球
が
だ
ん
だ
ん
と
変
わ
っ
て
い
く
様
を
単
純
な
音
の

流
れ
で
表
現
し
、
最
後
に
は
平
和
な
状
態
を
取
り
戻

す
た
め
、
そ
う
い
う
安
ら
ぎ
感
で
終
わ
る
よ
う
に
作

ら
れ
た
曲
で
す
。

チ
ャ
リ
テ
ィ
ー
コ
ン
サ
ー
ト
を
開
こ
う
と

思
っ
た
の
は
な
ぜ
で
す
か
？

音
楽
家
も
そ
う
で
す
が
、
多
く
の
人
を
集
め
て
何

か
を
す
る
職
業
の
人
は
、
自
分
の
本
来
の
仕
事
に
加

え
て
社
会
的
な
役
割
を
担
っ
て
い
く
こ
と
が
大
事
だ

と
思
っ
て
い
ま
す
。

今
回
の
コ
ン
サ
ー
ト
の
こ
と
は
、
2
年
近
く
前
か
ら

や
り
た
い
と
い
う
想
い
を
温
め
て
き
ま
し
た
。
よ
り
多

く
の
人
に
想
い
を
伝
え
る
た
め
に
は
、
や
は
り
チ
ケ
ッ

ト
の
金
額
も
手
ご
ろ
な
チ
ャ
リ
テ
ィ
ー
が
い
い
と
。

普
通
の
コ
ン
サ
ー
ト
で
す
と
、お
客
さ
ん
は
ギ
タ
ー

関
係
者
が
多
い
の
で
す
が
、
今
回
は
ギ
タ
ー
を
や
っ

て
い
な
い
方
や
一
般
の
方
が
結
構
多
く
聴
き
に
来
て

く
れ
た
の
で
嬉
し
か
っ
た
で
す
ね
。

演
奏
は
曲
に
よ
っ
て
、
プ
ロ
の
ソ
ロ
ギ
タ
リ
ス
ト

や
4
人
編
成
の
カ
ル
テ
ッ
ト
、
10
名
編
成
の
ア
ン
サ

ン
ブ
ル
の
ほ
か
に
、
佐
野
ギ
タ
ー
教
室
の
生
徒
た
ち

が
出
演
し
、
全
14
曲
を
演
奏
披
露
し
ま
し
た
。

正
直
、
出
演
者
は
演
奏
の
こ
と
で
精
一
杯
で
、
チ
ャ

リ
テ
ィ
ー
の
こ
と
ま
で
は
意
識
す
る
余
裕
も
な
か
っ

た
よ
う
で
す
が
、
た
く
さ
ん
の
ス
タ
ッ
フ
に
支
え
ら

れ
て
、
成
し
遂
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

コ
ン
サ
ー
ト
で
は
ど
ん
な
お
話
を
な
さ
っ
た

の
で
す
か
？

テ
レ
ビ
で
知
っ
て
驚
い
た
「
待
機
電
力
」
の
話
を

し
ま
し
た
。
テ
レ
ビ
の
パ
ワ
ー
ラ
ン
プ
や
コ
ン
セ
ン

ト
プ
ラ
グ
に
刺
さ
っ
た
ま
ま
流
れ
て
い
る
微
量
電
力

の
こ
と
で
す
。
も
し
日
本
の
全
家
庭
で
こ
れ
を
カ
ッ

ト
し
た
ら
、
日
本
の
原
子
力
発
電
所
が
３
つ
分
減
る

と
い
う
の
で
す
。

ま
た
、
一
番
反
応
が
あ
っ
た
の
が
、
地
球
を
一
つ

の
生
命
体
に
例
え
た
話
。
地
球
が
一
つ
の
生
命
体
だ

と
仮
定
す
る
と
、
生
物
は
す
べ
て
一
つ
の
小
さ
な
細

胞
で
、
人
間
は
地
球
の
ガ
ン
細
胞
に
な
っ
て
い
る
の

で
は
な
い
か
と
。
要
す
る
に
、
地
球
を
壊
し
て
い
る

わ
け
で
す
。

だ
か
ら
地
球
と
い
う
体
が
ガ
ン
細
胞
を
除
去
し
よ
う

と
す
る
。
そ
れ
が
異
常
気
象
と
な
っ
た
り
し
て
、
邪
魔

な
人
間
を
地
球
が
排
除
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な

い
か
、
と
感
じ
て
い
る
こ
と
を
お
伝
え
し
た
の
で
す
。

イ
ン
パ
ク
ト
が
あ
っ
た
た
め
か
、
そ
の
話
を
聞
い

て
環
境
問
題
の
現
状
を
意
識
し
て
く
だ
さ
っ
た
方
が

多
か
っ
た
よ
う
で
す
。

環
境
問
題
へ
の
気
付
き
を
呼
び
か
け
る
上
で
、

音
楽
が
果
た
し
う
る
役
割
や
パ
ワ
ー
に
つ
い

て
お
聞
か
せ
願
え
ま
せ
ん
か
。

も
と
も
と
音
は
人
間
よ
り
も
先
に
存
在
し
て
い
て
、

地
球
が
出
来
た
と
き
に
既
に
あ
っ
た
も
の
で
す
。
物

質
を
叩
く
と
音
が
し
ま
す
よ
ね
。
そ
の
な
か
に
、
例

え
ば
ド
ミ
ソ
な
ど
の
音
が
入
っ
て
い
て
、
音
階
が
生

ま
れ
た
の
で
す
。「
水
琴
窟
」（
す
い
き
ん
く
つ
）
を

ご
存
知
で
す
か
？
人
間
が
地
中
に
甕
（
か
め
）
を
埋

め
て
水
音
を
楽
し
む
も
の
で
す
が
、
こ
れ
は
も
と
も

と
は
自
然
の
も
の
で
、
水
の
滴
る
ポ
ト
っ
と
い
う
音

が
き
れ
い
だ
っ
た
の
で
、
人
工
的
に
再
現
し
た
も
の

で
す
（
コ
ラ
ム
②
）。

ま
た
、
ベ
ー
ト
ー
ベ
ン
の
よ
う
に
ウ
イ
ー
ン
の
森

の
鳥
の
さ
え
ず
り
を
、
ビ
バ
ル
デ
ィ
の
よ
う
に
せ
せ

ら
ぎ
の
音
を
そ
の
ま
ま
楽
譜
に
し
て
、
自
然
の
音
を

取
り
込
ん
だ
曲
も
あ
り
ま
す
よ
ね
。

つ
ま
り
、
音
楽
は
「
最
初
に
音
あ
り
き
」
み
た
い

な
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
す
。
自
然
か
ら
の
恩
恵
と
も

い
え
る
も
の
で
、
そ
れ
を
ま
た
人
間
が
自
然
や
環
境

と
い
う
テ
ー
マ
で
再
現
し
た
り
、
曲
に
し
て
自
然
に

返
し
て
あ
げ
る
よ
う
な
、音
楽
家
に
は
そ
う
い
う
メ
ッ

セ
ン
ジ
ャ
ー
的
な
役
割
が
あ
る
と
思
う
の
で
す
。

な
る
ほ
ど
。「
環
境
」
を
広
い
視
野
で
捉
え

て
、
い
ろ
い
ろ
な
職
業
の
方
が
自
然
と
の
関

わ
り
や
環
境
問
題
を
意
識
し
て
ア
ピ
ー
ル
し

て
く
だ
さ
れ
ば
、
一
般
の
人
た
ち
に
も
抵
抗

な
く
受
け
入
れ
て
も
ら
え
る
の
か
も
知
れ
ま

せ
ん
ね
。

音
楽
家
も
含
め
、
い
わ
ゆ
る
メ
ジ
ャ
ー
な
方
々
に

は
、
ぜ
ひ
自
分
の
使
命
を
意
識
し
て
、
環
境
問
題
に
も

関
心
を
も
っ
て
呼
び
か
け
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
う
の

で
す
。
今
後
、
機
会
が
あ
れ
ば
引
き
続
き
私
も
協
力
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
が
、
そ
う
い
う
メ
ジ
ャ
ー
な
方
た

ち
が
地
球
環
境
基
金
に
関
心
を
も
っ
て
く
れ
る
と
良
い

で
す
よ
ね
。私
も
折
に
触
れ
て
、知
り
合
い
の
ア
ー
テ
ィ

ス
ト
に
協
力
の
お
願
い
を
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

心
強
い
励
ま
し
の
言
葉
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
！
佐
野
さ
ん
の
今
後
ま
す
ま
す
の

ご
活
躍
を
期
待
し
て
お
り
ま
す
。

佐野氏指揮による「水神」の演奏。第二楽章には、インタビューにも登場する
「水琴窟」というタイトルがつけられている。

コラム①　—「ハカランダ」と「ワシントン条約」 —
ハカランダは、1960 年代までは上質な素材として、家具や楽器などに多用されていた。高
級ギターの裏板・横板にも使われていたが、大量伐採の結果、ワシントン条約（「絶滅のお
それのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」）に指定されるまでに激減。今は、原
木での輸出は一切禁止され、加工品も輸出入国の許可証がないと取引できない希少材と
なっている。現在、ギターの素材としては、マツ・スギ・黒檀・メイプル・シダー・マホガニー・
ローズウッドなどの木材が使われる。 佐

さ の ま さ た か

野正隆氏
●プロフィール
佐野ギターサロンメヌエット主宰
社団法人：日本ギター連盟正会員
日本ギター合奏連盟常任理事

ギタリストとしてだけでなく、作曲、編曲、指揮
の分野においても活躍。編曲においては300 曲
以上をアレンジ。ギター独奏CD、ギターアンサ
ンブルCD、ギター作品集など多数発行。

CD アルバム
「SAUDADE」

コラム②　— 大自然の音響装置「水琴窟」 —
地中に逆さに埋められた甕に落ちる水滴の音が琴に似ていることが名前の由来と言われ
る「水琴窟」。その構造は独特で、甕の上の鉢から溢れた水やそこで手を清めた後の水を
利用して、音を生み出す仕組みになっている。江戸時代中期より作られたとされ、風や水の
音に興じる日本の文化的背景から昭和初期頃まで全国各地で造られた。




