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は
、
す
で
に
ス
ラ
イ
ド
を
も
っ
て
い
た
ト
ロ
ン
ボ
ー

ン
以
上
に
演
奏
上
の
制
約
が
大
き
か
っ
た
か
ら
で
あ

ろ
う
。
テ
ィ
ン
パ
ニ
以
外
の
打
楽
器
に
は
、
軍
楽
的

な
役
割
が
当
初
は
濃
か
っ
た
が
、
そ
れ
も
ア
ク
セ
ン

ト
を
与
え
た
り
、
リ
ズ
ム
や
音
色
を
多
彩
に
す
る
た

め
に
そ
の
種
類
を
増
や
し
て
い
っ
た
。
今
世
紀
の
作

曲
家
た
ち
は
、
打
楽
器
を
多
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

新
し
い
響
き
を
求
め
る
よ
う
な
傾
向
も
み
せ
て
い
る
。

ま
た
、
弦
楽
器
や
管
楽
器
に
対
し
て
も
、
特
殊
な
奏

法
を
要
求
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
｀
新
し
い
音
響
を
生

み
だ
す
こ
と
も
試
み
ら
れ
て
い
る
。

ス
テ
ー
ジ
上
で
の
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
配
置
は
、
楽

団
や
指
揮
者
の
好
み
に
よ
っ
て
か
な
り
の
違
．
い
も
見

せ
て
い
る
が
、
弦
楽
器
群
を
指
揮
者
を
囲
む
よ
う
に

前
面
に
配
置
し
、
そ
の
後
ろ
に
、
木
管
を
中
央
に
し

て
金
管
や
打
楽
器
を
適
宜
配
置
す
る
と
い
う
方
法
が
、

最
も
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
上
の

図
は
そ
の
一
例
で
あ
る
が
、
第
一
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
と

第
ニ
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
と
を
指
揮
者
の
両
側
に
置
く
形

も
よ
く
と
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
も
と
も
と
歌
劇

場
の
ピ
ッ
ト
に
あ
っ
た
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
を
ス
テ
ー
ジ

に
移
し
た
こ
と
の
名
残
り
と
も
さ
れ
て
い
る
が
、
そ

れ
を
図
の
よ
う
に
音
域
順
に
配
置
す
る
よ
う
に
し
た

の
は
ス
ト
コ
フ
ス
キ
ー
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

ハ
ー
プ
な
ど
は
、
下
手
側
の
中
間
に
置
か
れ
る
こ
と

が
多
い
が
、
音
量
的
な
こ
と
も
考
慮
し
て
弦
楽
器
の

外
側
に
出
す
こ
と
も
あ
る
。
一
方
、
近
代
以
降
の
作

品
の
中
に
は
、
楽
器
が
多
様
化
さ
れ
て
い
る
ば
か
り

で
な
く
、
楽
器
の
配
置
に
つ
い
て
も
特
別
に
指
定
さ

れ
た
も
の
が
あ
り
、
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
は
、
い
ろ
い
ろ

な
面
か
ら
、
多
様
で
多
彩
な
表
現
力
を
求
め
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
と
も
い
え
よ
う
。
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と
こ
ろ
で
、
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
歴
史
は
、
そ
の
呼

ぴ
名
か
ら
い
え
ば
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
劇
の
上
演
で
舞

オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
構
成
と
演
奏
形
態
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現
代
の
人
ぴ
と
に
と
っ
て
は
、
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の

存
在
は
、
か
つ
て
ほ
ど
遠
い
も
の
で
は
な
く
な
っ
て

い
る
。
た
と
え
そ
れ
が
身
近
に
な
い
と
し
て
も
、
い

ろ
い
ろ
な
メ
デ
ィ
ア
を
通
じ
て
、
視
覚
的
に
も
聴
覚

的
に
も
そ
れ
に
接
す
る
機
会
が
増
大
し
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
が
、
あ
る
規

模
以
上
の
器
楽
の
合
奏
体
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
け

か
ら
い
え
ば
、
そ
こ
に
は
か
な
り
多
様
な
形
態
も
考

え
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
オ
ペ
ラ
や
シ
ン
フ
ォ
ニ

ー
の
演
奏
に
携
わ
る
ご
く
一
般
的
な
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ

に
つ
い
て
見
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

現
代
の
基
本
的
な
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
規
模
は
、
長

い
歴
史
を
経
て
一
応
整
理
さ
れ
た
段
階
に
あ
り
、
八

十
名
前
後
か
ら
百
十
名
程
度
の
奏
者
を
、
バ
ラ
ン
ス

の
と
れ
た
楽
器
編
成
に
よ
っ
て
常
備
し
て
い
る
の
が

普
通
で
あ
る
。
楽
器
の
種
類
は
、
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
（
通

常
二
群
に
分
か
れ
る
。
）
、
ヴ
ィ
オ
ラ
、
チ
ェ
ロ
、
コ

ン
ト
ラ
バ
ス
の
四
種
の
楽
器
を
中
心
と
す
る
弦
楽
器

群
、
フ
ル
ー
ト
、
オ
ー
ボ
エ
、
ク
ラ
リ
ネ
ッ
ト
、
フ
ァ
ゴ

ッ
ト
を
中
心
と
す
る
木
管
と
、
ホ
ル
ン
、
ト
ラ
ン
ペ

ッ
ト
、
ト
ロ
ン
ボ
ー
ン
、
テ
ュ
ー
バ
な
ど
の
金
管
と

に
よ
る
管
楽
器
群
、
テ
ィ
ン
パ
ニ
を
は
じ
め
と
す
る

各
種
の
太
鼓
、
シ
ン
バ
ル
、
ト
ラ
イ
ア
ン
グ
ル
、
カ
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ス
タ
ネ
ッ
ト
、
木
琴
、
鉄
琴
な
ど
か
な
り
の
種
類
を

も
つ
打
楽
器
群
、
そ
れ
に
ハ
ー
プ
、
ピ
ア
ノ
な
ど
に

大
別
さ
れ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
楽
器
、
特
に
管
楽
器

に
は
親
族
を
な
す
も
の
が
あ
っ
て
、
ご
く
一
般
的
に

み
て
も
か
な
り
多
彩
で
あ
る
。
例
え
ば
、
フ
ル
ー
ト

属
の
ピ
ッ
コ
ロ
や
オ
ー
ボ
エ
属
の
イ
ン
グ
リ
ッ
シ
ュ
・

ホ
ル
ン
を
は
じ
め
と
し
て
、
ピ
ッ
コ
ロ
（
変
ホ
調
）

ク
ラ
リ
ネ
ッ
ト
、
バ
ス
・
ク
ラ
リ
ネ
ッ
ト
、
コ
ン
ト

ラ
フ
ァ
ゴ
ッ
ト
な
ど
の
木
管
、
コ
ル
ネ
ッ
ト
や
ワ
ー

グ
ナ
ー
・
テ
ュ
ー
バ
な
ど
の
金
管
が
そ
れ
で
あ
る
。

そ
れ
に
鍵
盤
楽
器
に
は
チ
ェ
レ
ス
タ
や
オ
ル
ガ
ン
が

加
え
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
し
、
打
楽
器
に
い
た
っ
て

は
無
限
と
い
っ
て
も
よ
い
ほ
ど
の
種
類
が
考
え
ら
れ

る
。
ま
た
、
ウ
ィ
ン
ド
・
マ
シ
ー
ン
や
鳥
の
暗
き
声

オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
誕
生
と
そ
の
歴
史

音
楽
評
論
家

今
B
の
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
と

そ

の

歴

史

藤
田
由
之

を
求
め
た
作
品
な
ど
も
あ
っ
て
、
実
際
に
は
、
オ
ー

ケ
ス
ト
ラ
の
表
現
機
能
は
、
極
め
て
幅
広
い
も
の
に

ま
で
拡
大
さ
れ
て
き
て
い
る
。
と
は
い
え
、
楽
団
は
、

主
と
し
て
古
典
派
か
ら
現
代
に
い
た
る
ス
タ
ン
ダ
ー

ド
な
レ
パ
ー
ト
リ
ー
を
中
心
に
常
備
さ
れ
て
い
る
の

が
普
通
で
あ
り
、
特
殊
な
要
求
に
対
し
て
は
、
エ
キ

ス
ト
ラ
の
奏
者
も
加
え
て
、
そ
の
都
度
対
応
す
る
姿

勢
を
と
っ
て
い
る
。

ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
属
を
中
心
と
す
る
弦
楽
器
群
は
、

長
い
間
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
主
体
と
な
っ
て
き
た
が
、

そ
れ
は
、
そ
れ
ら
が
、
等
質
の
音
に
よ
っ
て
広
い
音

域
を
支
配
す
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
幅
広
い
ダ
イ
ナ

ミ
ク
ス
と
、
論
理
的
に
は
長
い
音
を
不
断
に
ひ
き
続

け
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
よ
う
な
機
能
を
も
っ
て

い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
木
管
楽
器
は
、
個
々
の
音
色

が
か
な
り
異
な
る
と
こ
ろ
か
ら
、
旋
律
線
や
リ
ズ
ム

な
ど
に
多
彩
な
音
色
的
変
化
を
与
え
る
た
め
に
用
い

ら
れ
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
そ
し
て
、
組
合
せ
に

よ
っ
て
、
そ
れ
は
も
っ
と
多
様
な
音
色
を
生
み
だ
す

こ
と
に
も
な
る
。
金
管
楽
器
の
中
で
は
、
ホ
ル
ン
だ

け
が
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
木
管
に
近
い
役
割
を
早

く
か
ら
与
え
ら
れ
て
き
た
し
、
初
期
古
典
派
の
頃
ま

で
の
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
管
楽
器
と
し
て
は
、
オ
ー
ポ

工
と
と
も
に
中
心
的
存
在
を
な
し
て
い
た
。
ト
ラ
ン

ペ
ッ
ト
は
、
徐
々
に
旋
律
や
複
雑
な
楽
句
を
演
奏
す

る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
が
、
当
初
は
、
ど
ち
ら
か
と

い
え
ば
フ
ァ
ン
フ
ァ
ー
レ
風
の
扱
い
や
、
テ
ィ
ン
パ

二
と
と
も
に
音
楽
に
ア
ク
セ
ン
ト
を
与
え
る
役
割
が

強
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
十
九
世
紀
前
半
に
ヴ
ァ
ル
ヴ

（
ピ
ス
ト
ン
）
が
実
用
化
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
ま
で

台
と
観
客
席
と
の
間
に
位
置
す
る
場
所
を
＂
オ
ル
ケ

ス
ト
ラ
＂
と
呼
ん
だ
こ
と
に
ま
で
遡
れ
る
が
、
今
日

の
い
わ
ば
演
奏
団
体
と
し
て
の
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
歴

史
と
し
て
は
、
オ
ペ
ラ
の
起
源
に
ま
で
遡
れ
ば
充
分

で
あ
ろ
う
。
こ
の
オ
ペ
ラ
と
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
と
の
結

び
つ
き
は
、
一
六

0
0
年
代
初
め
に
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ

で
ギ
リ
シ
ャ
古
典
劇
の
復
活
が
図
ら
れ
、
そ
の
歌
詞

に
付
随
し
て
器
楽
の
伴
奏
が
加
え
ら
れ
た
こ
と
か
ら

始
ま
っ
た
。
一
六

0
七
年
に
初
演
さ
れ
た
モ
ン
テ
ヴ

ェ
ル
デ
ィ
の
「
オ
ル
フ
ェ
オ
」
の
総
譜
に
は
、
そ
の

際
の
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
詳
細
が
記
録
さ
れ
て
お
り
、

そ
こ
に
は
、
十
四
種
ほ
ど
の
楽
器
に
三
十
六
名
の
奏

者
が
加
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
人
数
の
大
き
さ
に
は
驚
か
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
、
一

お
そ
ら
く
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
が
舞
台
の
裏
側
に
置
か
れ
、

5
 

衣
装
を
つ
け
た
歌
手
た
ち
も
そ
こ
に
加
わ
っ
て
い
た

た
め
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
そ
こ
一

で
使
わ
れ
て
い
る
楽
器
は
、
ハ
ー
プ
を
含
む
弦
楽
器

を
は
じ
め
、
木
管
と
金
管
、
そ
れ
に
鍵
盤
楽
器
な
ど

極
め
て
多
様
な
も
の
が
あ
り
、
し
か
も
、
そ
の
す
べ

‘
て
が
使
わ
れ
た
の
が
全
曲
中
の
一
部
で
あ
る
と
い
う

こ
と
を
考
え
あ
わ
せ
る
と
、
こ
の
時
期
か
ら
す
で
に
、

オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
最
も
重
要
な
要
素
の
ひ
と
つ
で
あ

る
音
色
の
多
様
性
や
対
比
感
が
か
な
り
意
識
さ
れ
て

い
た
よ
う
に
思
わ
れ
て
興
味
深
い
。

こ
う
し
た
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
を
舞
台
裏
か
ら
引
き
出

し
た
の
は
、
十
七
世
紀
後
半
に
ル
イ
十
四
世
の
寵
愛

を
受
け
、
そ
の
宮
廷
楽
団
を
も
託
さ
れ
た
リ
ュ
リ
で

あ
っ
た
ろ
う
と
い
わ
れ
て
い
る
。
彼
は
、
こ
の
楽
団

に
ス
パ
ル
タ
式
の
訓
練
を
施
し
、
ア
ン
サ
ン
プ
ル
を

一 4 ---
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整
え
る
一
方
、
そ
の
作
品
で
は
、
弦
楽
四
部
を
主
体

と
す
る
基
本
的
な
オ

rケ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
を
も
確

立
し
た
。
し
か
し
、
バ
ロ
ッ
ク
期
に
各
地
に
存
在
し

て
い
た
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
記
録
は
、
そ
れ
ら
が
必
ず

し
も
今
日
考
え
ら
れ
る
よ
う
な
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た

編
成
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。

そ
れ
は
、
お
そ
ら
く
目
的
や
楽
器
の
機
能
な
ど
、
い

ろ
い
ろ
な
条
件
に
よ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
こ

う
し
た
文
字
通
り
の
バ
ロ
ッ
ク
的
な
時
代
を
経
る
と
、

オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
は
、
次
第
に
、
使
う
楽
器
の
種
類
も

整
理
さ
れ
、
数
の
上
で
も
均
衡
の
と
れ
た
も
の
と
な

っ
て
い
っ
た
。
例
え
ば
、
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
頃
の
オ

ー
ケ
ス
ト
ラ
に
は
、
そ
れ
が
歴
然
と
し
て
い
る
。
弦

楽
器
群
の
運
弓
法
を
揃
え
た
り
、
正
確
な
ア
ク
セ
ン

ト
や
フ
レ
ー
ジ
ン
グ
を
与
え
て
奏
法
を
統
一
し
、
ク

レ
ッ
シ
ェ
ン
ド
や
デ
ィ
ミ
ヌ
エ
ン
ド
を
駆
使
し
て
ア

ン
サ
ン
プ
ル
と
演
奏
効
果
を
高
め
、
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ

の
近
代
化
に
重
要
な
役
割
り
を
果
た
し
た
一
七
七

0

年
代
の
マ
ン
ハ
イ
ム
の
楽
団
や
、
彼
に
「
パ
リ
」
交

響
曲
な
ど
を
作
曲
さ
せ
た
パ
リ
の
コ
ン
セ
ー
ル
・
ス

ピ
リ
チ
ュ
エ
ル
な
ど
は
、
当
時
の
最
も
充
実
し
た
オ

ー
ケ
ス
ト
ラ
と
し
て
整
っ
た
規
模
を
み
せ
て
い
た
し
、

一
七
九

0
年
代
に
ハ
イ
ド
ン
が
二
回
に
わ
た
っ
て
ロ

ン
ド
ン
に
招
か
れ
た
際
に
は
、
す
で
に
弦
楽
器
だ
け

で
も
四
十
名
近
い
編
成
を
も
っ
た
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
が
、

そ
の
演
奏
を
受
け
持
っ
て
い
る
。
古
典
派
の
時
代
の

オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
は
小
人
数
で
あ
っ
た
と
い
う
の
が
一

般
的
な
通
念
に
な
っ
て
い
る
が
、
実
際
に
は
か
な
り

多
様
で
、
セ
イ
ヤ
ー
は
、
一
八

l

四
年
の
ウ
ィ
ー
ン

で
の
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
演
奏
会
で
は
、
七
十
九
名

日
本
の
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
誕
生
と
歴
史

＂ ，
 

m
 ・．

 
，
 ．
 

，
 
＂ ，
 
＂ ，
 

＂ 
日
本
の
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
歴
史
が
、
実
質
的
に
百

年
に
も
満
た
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
鎖
国
の
時
代
を

経
て
き
た
以
上
、
や
む
を
得
ま
い
。
そ
し
て
、
ペ
リ

ー
の
来
航
は
、
開
国
を
迫
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
日

本
の
風
土
に
最
初
に
軍
楽
隊
の
響
き
を
も
も
た
ら
し

た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、
幕
末
に
相
つ
い
で

~
組
織
さ
れ
た
鼓
笛
隊
や
軍
楽
隊
と
し
て
の
吹
奏
楽
団

の
活
動
が
、
日
本
の
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
前
史
を
な
す

も
の
で
あ
り
、
一
八
七

0
年
代
も
終
ろ
う
と
い
う
頃

に
は
、
当
時
の
宮
内
省
雅
楽
部
の
入
ぴ
と
が
、
早
く

も
西
欧
的
な
意
味
で
の
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
組
織
や
運

営
の
研
究
を
始
め
た
と
い
う
こ
と
も
見
の
が
せ
な
い

が
、
そ
の
頃
発
足
し
た
音
楽
取
調
掛
の
伝
習
人
た
ち

の
弦
楽
器
群
が
使
わ
れ
た
と
も
伝
え
て
い
る
。

一
七
四
三
年
に
室
内
楽
的
な
規
模
で
発
足
し
た
世

界
最
初
の
民
間
人
の
手
に
な
る
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
と
も

考
え
ら
れ
る
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
・
ゲ
ヴ
ァ
ン
ト
ハ
ウ
ス

管
弦
楽
団
は
、
一
七
八

0
年
代
か
ら
ハ
イ
ド
ン
や
モ

ー
ツ
ァ
ル
ト
の
作
品
を
演
奏
し
、
後
に
は
ベ
ー
ト
ー

ヴ
ェ
ン
の
作
品
も
積
極
的
に
取
り
上
げ
た
が
、
現
存

す
る
最
古
の
フ
ィ
ル
ハ
ー
モ
ニ
ッ
ク
協
会
と
な
っ
た

ロ
ン
ド
ン
の
ロ
イ
ヤ
ル
・
フ
ィ
ル
ハ
ー
モ
ニ
ッ
ク
協

会
は
、
一
八

l

三
年
に
創
設
さ
れ
て
お
り
、
一
八
四

二
年
に
は
、
ウ
ィ
ー
ン
・
フ
ィ
ル
と
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・

フ
ィ
ル
と
が
発
足
し
た
。
そ
の
間
一
八
二
八
年
に
は
、

パ
リ
音
楽
院
管
弦
楽
団
も
創
立
さ
れ
て
お
り
、
世
界

的
に
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
隆
盛
へ
の
傾
向
が
示
さ
れ
て
い

る
が
、
そ
の
一
方
で
、
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
機
能
的
な

近
代
化
は
、
楽
器
そ
の
も
の
の
改
良
発
達
に
よ
っ
て

も
促
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
中
で
最
も
重
要
な
も

の
は
、
フ
ル
ー
ト
の
音
量
増
大
を
も
も
た
ら
し
た
木

管
楽
器
で
の
ベ
ー
ム
式
の
開
発
と
、
金
管
楽
器
の
半

音
階
的
な
演
奏
を
可
能
あ
る
い
は
容
易
に
し
た
ヴ
ァ

ル
ヴ
装
置
の
発
明
と
実
用
化
と
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し

た
楽
器
の
改
良
発
達
は
、
当
然
、
作
曲
家
た
ち
を
も

刺
激
す
る
こ
と
に
な
り
、
ベ
ル
リ
オ
ー
ズ
を
は
じ
め

数
多
く
の
ロ
マ
ン
派
の
人
ぴ
と
が
、
大
編
成
の
オ
ー

ケ
ス
ト
ラ
作
品
を
書
く
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
に
伴
っ

て
常
設
の
楽
団
も
そ
の
規
模
を
拡
充
し
て
い
っ
た
。

十
九
世
紀
後
半
は
そ
の
熟
成
期
で
あ
り
、
ア
ム
ス
テ

ル
ダ
ム
・
コ
ン
セ
ル
ト
ヘ
ボ
ウ
管
弦
楽
団
は
一
八
八

三
年
に
創
設
さ
れ
、
ボ
ス
ト
ン
、
シ
カ
ゴ
と
い
っ
た

ア
メ
リ
カ
の
主
要
楽
団
や
ベ
ル
リ
ン
・
フ
ィ
ル
も
、

が
一
八
八
一
年
に
行
っ
た
演
奏
が
、
日
本
最
初
の
オ

ー
ケ
ス
ト
ラ
演
奏
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
て
い
る
。
そ

し
て
一
八
八
七
年
の
卒
業
演
奏
会
で
は
、
ベ
ー
ト
ー

ヴ
ェ
ン
の
交
響
曲
（
お
そ
ら
く
第
一
番
）
の
一
部
が
、

楽
器
編
成
を
縮
小
し
て
演
奏
さ
れ
た
。
宮
内
省
雅
楽

部
は
、
一
九
〇
七
年
に
楽
部
と
改
称
し
、
西
欧
音
楽

を
併
行
し
て
取
り
上
げ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
そ
の

後
は
東
京
音
楽
学
校
の
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
に
も
協
力
し
、

重
要
な
一
部
を
占
め
た
。
鹿
鳴
館
で
の
舞
踏
会
や
コ

ン
サ
ー
ト
を
含
め
た
政
府
側
の
活
動
に
対
し
て
、
一

八
八

0
年
代
後
半
に
は
、
民
間
の
動
き
も
始
ま
り
、

横
浜
グ
ラ
ン
ド
・
ホ
テ
ル
を
本
拠
と
し
た
東
京
（
後

に
東
洋
）
市
中
音
楽
会
が
発
足
し
、
一
九

0
九
年
頃

か
ら
は
、
学
生
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
組
織
も
相
つ
ぎ
、

ま
た
、
東
京
日
本
橋
の
三
越
と
名
古
屋
の
松
坂
屋
と

に
少
年
音
楽
隊
が
結
成
さ
れ
た
。
後
者
は
、
現
在
の

東
京
フ
ィ
ル
ハ
ー
モ
ニ
ー
交
響
楽
団
の
基
礎
と
も
な

っ
た
も
の
で
あ
る
。

一
九
一
五
年
に
は
、
山
田
耕
搾
指
揮
の
東
京
フ
ィ

ル
ハ
ー
モ
ニ
ー
会
が
、
日
本
最
初
の
定
期
（
予
約
）

演
奏
会
の
形
で
出
発
し
な
が
ら
、
そ
の
年
一
杯
で
挫

折
し
た
が
、
こ
れ
は
、
日
本
の
本
格
的
な
オ
ー
ケ
ス

ト
ラ
活
動
へ
の
強
い
刺
激
と
は
な
っ
た
。
ま
た
、
こ

の
頃
か
ら
、
大
阪
、
京
都
、
宝
塚
、
札
幌
等
で
、
オ

ー
ケ
ス
ト
ラ
が
組
織
さ
れ
始
め
て
い
る
。
一
九
二

0

年
代
に
は
、
い
ろ
い
ろ
な
形
で
楽
団
が
生
ま
れ
、
そ

し
て
消
え
て
い
っ
た
。
な
か
で
は
、
一
九
二
五
年
の

山
田
と
近
衛
秀
麿
と
の
指
揮
に
よ
る
日
露
交
歓
管
弦

楽
演
奏
会
が
忘
れ
難
い
。
日
本
に
本
格
的
な
フ
ル
編

成
の
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
音
を
響
か
せ
た
か
ら
で
あ
る

そ
れ
と
前
後
し
て
発
足
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
十
九

世
紀
末
か
ら
今
世
紀
初
頭
に
か
け
て
は
、
特
に
ア
メ

リ
カ
を
中
心
と
し
て
世
界
の
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
界
は
ひ

と
つ
の
頂
点
に
達
し
た
が
、
一
部
の
国
々
の
政
治
的

な
変
革
や
二
回
に
わ
た
る
大
戦
は
、
か
な
り
の
部
分

で
そ
の
力
を
低
下
さ
せ
た
。
そ
し
て
、
弦
楽
合
奏
や

小
編
成
の
ア
ン
サ
ン
プ
ル
の
活
動
が
活
発
化
し
た
が
、

そ
れ
は
ま
た
、
今
世
紀
の
バ
ロ
ッ
ク
音
楽
の
復
活
と

も
無
関
係
で
は
な
い
。
近
年
で
は
、
大
編
成
の
近
代

的
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
と
、
そ
う
し
た
室
内
オ
ー
ケ
ス
ト

ラ
と
の
活
動
に
加
え
て
、
古
楽
器
あ
る
い
は
そ
の
コ

ピ
ー
に
よ
る
ア
ン
サ
ン
プ
ル
や
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
活

躍
も
数
多
く
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
・
オ
ー
ケ
ス
ト

ラ
そ
の
も
の
も
多
様
化
し
て
き
て
い
る
。

が
、
こ
の
二
人
は
、
翌
年
に
は
日
本
交
響
楽
協
会
の

予
約
演
奏
会
を
発
足
さ
せ
、
そ
の
年
十
月
に
は
、
山

田
と
袂
を
分
か
っ
た
近
衛
は
、
新
交
響
楽
団
を
創
立

し
、
そ
の
後
、
約
十
年
に
わ
た
っ
て
私
財
を
投
じ
て
、

そ
の
運
営
と
指
揮
を
続
け
た
。
そ
れ
が
後
に
日
本
交

響
楽
団
と
な
り
、
現
在
の

N
H
K
交
響
楽
団
と
な
っ

た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。
そ
の
間
に
も
、

東
京
音
楽
学
校
の
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
や
他
の
楽
団
の
活

動
が
見
ら
れ
た
が
、
一
九
三
五
年
に
は
名
古
屋
の
松

坂
屋
シ
ン
フ
ォ
ニ
ー
が
東
京
に
進
出
し
た
。
一
九
三

六
年
か
ら
は
、
新
響
は
ロ
ー
ゼ
ン
シ
ュ
ト
ッ
ク
の
時

代
を
迎
え
、
一
九
三
九
年
発
足
の
コ
ン
セ
ー
ル
・
ポ

ピ
ュ
レ
ー
ル
は
青
年
日
本
交
響
楽
団
、
一
九
四

0
年

創
立
の
中
央
交
響
楽
団
は
東
京
交
響
楽
団
、
一
九
四
一

二
年
発
足
の
松
竹
交
響
楽
団
は
大
東
亜
交
響
楽
団
と

7
 

そ
れ
ぞ
れ
改
称
し
＂
戦
時
下
の
色
を
強
め
て
い
っ
た
。

戦
後
の
日
本
の
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
界
に
つ
い
て
は
、
'
-

詳
述
を
避
け
る
が
、
一
九
四
六
年
に
は
、
東
宝
交
響

楽
団
が
発
足
し
、
間
も
な
く
現
在
の
東
京
交
響
楽
団

と
な
り
、
ま
た
、
現
在
の
群
馬
交
響
楽
団
の
基
と
な

る
高
崎
市
民
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
も
発
足
し
た
。
翌
年
に

は
、
現
在
の
大
阪
フ
ィ
ル
ハ
ー
モ
ニ
ー
交
響
楽
団
の

前
身
で
あ
る
関
西
交
響
楽
団
も
結
成
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
か
ら
約
四
十
年
、
日
本
の
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
は
、

数
の
上
で
も
質
の
上
で
も
、
大
き
な
飛
躍
を
み
せ
た
。

地
方
の
楽
団
の
充
実
も
見
の
が
せ
な
い
が
、
全
国
に

散
在
す
る
膨
大
な
数
の
ア
マ
テ
ュ
ア
団
体
の
活
動
も

無
視
で
き
な
い
も
の
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
隆
盛

を
真
に
実
の
あ
る
も
の
と
す
る
た
め
に
は
、
多
く
の

人
び
と
に
実
態
を
知
っ
て
も
ら
う
必
要
も
あ
ろ
う
。

左力ら，現代のヴァルヴホルン，ヴァルトホルン（ナチュ

ラルホルン）（19世紀）．．狩猟ホ）レン(18世紀）

（写真提供：武蔵野音楽大学）
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で
も
か
ん
で
も
ス
ペ
ア
人
間
で
、
サ
ス
ペ
ン
ダ
ー
と

ち

五

か
白
の
蝶
ネ
ク
タ
イ
、
サ
ッ
シ
ュ
等
、
お
よ
そ
干
切

れ
た
り
こ
わ
れ
た
り
す
る
可
能
性
の
あ
る
も
の
は
、

必
ず
ス
ペ
ア
を
持
っ
て
い
る
。
燕
尾
服
も
も
ち
ろ
ん

二
着
携
行
で
あ
る
。
腕
の
付
け
根
が
ビ
リ
ッ
と
裂
け

た
ら
ど
う
す
る
。
指
揮
棒
の
ス
ペ
ア
は
当
た
り
前
だ

が
、
仕
事
に
必
要
な
も
の
に
は
こ
の
よ
う
に
用
心
す

る
べ
し
と
、
エ
ラ
ソ
ウ
に
ぶ
っ
て
い
た
の
だ
っ
た
。

時
間
が
き
た
。
さ
あ
着
替
え
よ
う
。
ヤ
ヤ
ッ
、
大

変
だ
！
燕
尾
が
な
い
。
忘
れ
て
き
た
の
だ
。

「
夕
、
夕
頼
む
。
ホ
テ
ル
に
取
り
に
い
っ
て
く
れ
」

そ
れ
ま
で
の
威
信
も
ク
ソ
も
な
い
。
二
人
は
す
っ

と
ん
で
出
て
行
っ
た
。

同
時
に
バ
ル
ト
ロ
ー
ク
さ
ん
を
呼
ん
だ
。
慌
て
ふ

た
め
い
て
、

「
燕
尾
服
を
、
ホ
、
ホ
、
ホ
テ
ル
に
…
…
」

と
言
っ
た
だ
け
で
、
彼
は
全
て
を
了
解
し
て
、
受

話
器
を
取
り
上
げ
た
。

「
こ
ち
ら
は
ベ
ル
リ
ン
・
プ
ィ
ル
ハ
ー
モ
ニ
ー
。
若

い
日
本
の
男
が
二
人
行
く
か
ら
、
イ
ワ
キ
さ
ん
の
部

屋
の
鍵
を
渡
し
て
や
っ
て
く
れ
」

そ
う
告
げ
た
の
だ
っ
た
。

二
人
は
車
を
持
っ
て
い
な
い
し
、
い
っ
た
い
ど
う

や
っ
て
ぼ
く
の
ホ
テ
ル
に
す
っ
と
ぶ
の
だ
ろ
う
。
本

番
ま
で
、
も
う
二
十
五
分
を
切
っ
て
い
る
。
演
奏
会

用
の
シ
ャ
ツ
に
蝶
ネ
ク
タ
イ
を
つ
け
、
下
は
ジ
ー
ン

ズ
と
い
う
珍
妙
な
姿
で
、
イ
ラ
イ
ラ
待
つ
。

二
、
三
分
お
き
に
、
バ
ル
ト
ロ
ー
ク
さ
ん
が
部
屋

に
現
れ
る
。
太
い
大
き
な
、
し
か
も
優
し
い
声
で
あ

る。

音

の

甑

ベルリン・フィルハーモニーの舘内（写真提供：在日ドイツ連邦共和国大使館）

世
界
中
ど
こ
の
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
で
も
同
じ
だ
が
、

初
め
て
指
揮
す
る
と
き
、
ま
ず
最
初
に
ぽ
く
が
注
目

す
る
の
は
、
そ
の
団
体
の
裏
方
で
あ
る
。

最
近
は
初
顔
合
わ
せ
の
ケ
ー
ス
が
少
な
く
な
っ
て

き
た
け
れ
ど
、
世
界
は
や
は
り
広
い
も
の
で
、
一
シ

ー
ズ
ン
に
必
ず
ひ
と
つ
か
二
つ
は
あ
る
。
有
名
な
オ

ー
ケ
ス
ト
ラ
で
も
ひ
ど
く
荒
れ
て
い
て
、
ま
る
で
「
昔

の
名
前
で
出
て
い
ま
す
」
だ
け
の
団
体
が
あ
る
。

な
に
し
ろ
初
め
て
な
の
だ
か
ら
、
実
際
に
音
を
出

し
て
み
な
け
れ
ば
、
そ
の
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
レ
ヴ
ェ

ル
、
意
欲
、
集
中
力
、
デ
ィ
ス
ィ
プ
リ
ン
は
わ
か
ら

な
い
。
も
ち
ろ
ん
大
部
分
が
こ
ち
ら
の
力
量
に
か
か

っ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
レ
ヴ
ェ
ル
だ
け
は
、
客
演
指

揮
者
に
は
ど
う
し
よ
う
も
な
い
こ
と
だ
。

大
低
の
場
合
、
初
め
て
の
ゲ
ス
ト
を
迎
え
て
意
欲

満
々
、
と
い
う
雰
囲
気
を
感
ず
る
も
の
だ
が
、
中
に

は
そ
ん
な
こ
と
に
は
全
く
関
心
が
な
く
、
た
だ
も
う

そ
の
日
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
面
倒
く
さ
そ
う
に
こ
な

す
ば
か
り
の
、
荒
廃
し
た
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
も
あ
る
。

二
、
三
十
年
前
の
名
演
の
レ
コ
ー
ド
を
当
て
に
し
て

「
リ
ラ
ッ
ク
ス
、
リ
ラ
ッ
ク
ス
。
：
も
し
間
に
合
わ
な

く
て
も
、
そ
の
お
姿
で
い
い
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
か
。

お
客
は
音
楽
を
聴
き
に
き
て
い
る
ん
で
す
か
ら
。
お

気
楽
に
、
お
気
楽
に
、
ハ
ハ
ハ
…
…
」

時
が
切
迫
す
る
に
つ
れ
て
、
彼
の
声
は
よ
り
優
し

く
な
る
の
だ
っ
た
。

「
着
き
ま
し
た
1
.
」

開
演
時
間
ジ
ャ
ス
ト
だ
っ
た
。
ズ
ボ
ン
を
履
き
、

指
揮
者
岩
城
宏
之

上
着
を
着
る
。
燕
尾
姿
が
完
成
し
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

で
は
、
ど
の
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
も
、
お
客
の
静
ま
る
の

を
待
っ
て
か
ら
始
め
る
か
ら
、
音
出
し
は
五
分
遅
れ

が
普
通
で
あ
る
。
バ
ル
ト
ロ
ー
ク
さ
ん
が
コ
ー
ヒ
ー

を
持
っ
て
き
た
。

「
ち
ょ
う
ど
雨
が
降
り
出
し
た
の
で
、
お
客
の
入
場

が
少
し
遅
れ
て
い
ま
す
。
ま
あ
コ
ー
ヒ
ー
で
も
ご
ゆ

っ
く
り
」

ウ
ソ
に
き
ま
っ
て
い
る
。
ぼ
く
の
気
持
ち
を
落
ち

着
か
せ
る
た
め
、
彼
は
開
演
を
知
ら
せ
る
鐘
の
ベ
ル

を
、
十
分
遅
ら
せ
た
の
だ
っ
た
。

一
度
、
新
品
の
ス
テ
ー
ジ
靴
を
持
っ
て
い
っ
た
こ

と
が
あ
っ
た
。
張
り
切
っ
て
お
ニ
ュ
ー
を
用
意
し
た

の
だ
っ
た
が
、
ま
っ
さ
ら
な
靴
の
裏
は
、
と
て
も
滑

り
や
す
い
の
だ
。
ハ
タ
と
思
い
つ
い
た
。
バ
ス
ル
ー

ム
の
で
か
い
タ
オ
ル
を
ぴ
し
ょ
ぴ
し
ょ
に
濡
ら
し
、

指
揮
者
室
の
ド
ア
を
ち
ょ
っ
と
開
け
た
。
ベ
ル
リ
ン

の
フ
ィ
ル
ハ
ー
モ
ニ
ー
ホ
ー
ル
は
、
こ
こ
か
ら
左
の

方
十
メ
ー
ト
ル
ぐ
ら
い
に
、
舞
台
の
袖
が
あ
る
。

間
髪
を
容
れ
ず
、
バ
ル
ト
ロ
ー
ク
さ
ん
が
と
ん
で

き
た
。
本
番
の
三
十
分
く
ら
い
前
か
ら
、
彼
は
ス
テ

，
ー
ジ
脇
の
と
こ
ろ
で
、
指
揮
者
室
の
ド
ア
を
常
に
凝

視
し
て
い
る
の
だ
。
ド
ア
が
一
寸
開
い
た
だ
け
で
、

彼
は
駆
け
つ
け
て
く
る
。

「
あ
の
う
…
…
」

「
ヤ
ー
・
ヴ
ォ
ー
ル
ー
・
」

会
話
は
一
切
な
し
で
あ
る
。
あ
れ
で
何
が
わ
か
っ

た
の
か
、
少
し
ば
か
り
心
配
だ
っ
た
が
、
ス
テ
ー
ジ

に
出
る
と
き
、
ぼ
く
が
思
い
つ
い
た
通
り
に
な
っ
て

い
た
の
で
感
心
し
た
。
い
や
、
感
動
し
た
。
ス
テ
ー

I

い
る
と
、
と
ん
で
も
な
い
こ
と
に
な
る
。

実
際
に
リ
ハ
ー
サ
ル
を
開
始
す
る
以
前
の
接
触
は
、

事
務
局
長
や
楽
譜
係
、
そ
れ
に
裏
方
の
チ
ー
フ
で
あ

る
。
裏
方
さ
ん
は
自
分
の
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
伝
統
的

楽
器
配
置
に
つ
い
て
説
明
し
、
こ
ち
ら
の
要
望
と
の

接
点
を
見
出
し
て
、
指
揮
者
室
か
ら
出
て
い
く
。
や

が
て
時
間
が
き
て
、
ぼ
く
を
指
揮
台
へ
案
内
す
る
た

め
に
迎
え
に
く
る
。
こ
の
裏
方
さ
ん
の
態
度
、
感
じ
、

キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
で
、
ほ
ぼ
百
パ
ー
セ
ン
ト
、
オ
ー
ケ

ス
ト
ラ
の
レ
ヴ
ェ
ル
が
わ
か
る
も
の
だ
。

一
流
の
団
体
に
は
、
必
ず
一
流
の
裏
方
が
い
る
。

逆
も
ま
た
真
で
あ
っ
て
、
二
流
に
は
二
流
の
感
じ
の

ひ
と
が
い
る
。
だ
か
ら
裏
方
さ
ん
と
の
初
対
面
で
、

こ
ち
ら
は
そ
の
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
に
対
す
る
覚
悟
と
い

う
か
、
作
戦
計
画
を
た
て
る
わ
け
だ
。

ぼ
く
の
知
る
限
り
、
世
界
最
高
の
裏
方
は
、
も
う

引
退
し
た
が
、
ベ
ル
リ
ン
・
フ
ィ
ル
ハ
ー
モ
ニ
ー
の

バ
ル
ト
ロ
ー
ク
さ
ん
で
あ
る
。
本
当
に
素
晴
ら
し
か

っ
た
。
ぼ
く
は
彼
の
フ
ァ
ン
だ
っ
た
。
ベ
ル
リ
ン
・

フ
ィ
ル
と
の
仕
事
の
度
に
、
指
揮
を
す
る
嬉
し
さ
は

当
然
に
し
て
も
、
む
し
ろ
バ
ル
ト
ロ
ー
ク
さ
ん
と
ま

た
付
き
合
え
る
喜
び
の
方
が
、
大
き
か
っ
た
よ
う
な

気
持
ち
さ
え
す
る
。

一
度
、
日
本
の
若
い
指
揮
者
の
卵
二
人
に
付
き
添

わ
れ
て
、
楽
屋
入
り
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
要
す
る

に
、
ホ
テ
ル
か
ら
鞄
を
持
っ
て
も
ら
っ
た
の
で
あ
る
。

ぼ
く
に
は
開
演
二
十
五
分
前
に
、
燕
尾
服
に
着
替
え

る
習
慣
と
い
う
か
、
癖
が
あ
る
。

ま
だ
時
間
が
あ
っ
た
の
で
、
若
い
二
人
に
自
慢
話

め
い
た
教
訓
（
？
）
を
た
れ
て
い
た
。
ぼ
く
は
な
ん

ー，― 一 8―
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戦
前
の
ア
メ
リ
カ
映
画
に
「
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
少

女
」
と
い
う
の
が
あ
っ
て
、
当
時
中
学
生
の
私
は
何

度
も
こ
の
映
画
を
見
に
行
っ
た
。
話
の
筋
は
ス
ポ
ン

サ
ー
に
見
放
さ
れ
、
失
業
し
た
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
楽

団
貝
ー
あ
る
ト
ロ
ン
ボ
ー
ン
奏
者
の
娘
が
、
こ
の
オ

ー
ケ
ス
ト
ラ
を
救
お
う
と
し
て
著
名
な
指
揮
者
ス
ト

コ
フ
ス
キ
ー
に
出
演
を
頼
み
に
行
く
。
ス
ト
コ
フ
ス

キ
ー
は
戸
惑
う
が
、
少
女
の
ひ
た
む
き
な
願
い
に
、

つ
い
ほ
だ
さ
れ
て
出
演
を
引
き
受
け
る
。
失
業
に
打

ち
ひ
し
が
れ
て
い
た
音
楽
家
た
ち
は
、
夢
の
よ
う
な

巨
匠
の
出
現
に
、
眼
を
輝
か
せ
て
練
習
を
始
め
る
の

で
あ
る
。

燕
尾
服
、
イ
ヴ
ニ
ン
グ
ド
レ
ス
に
身
を
整
え
た
オ

ー
ケ
ス
ト
ラ
も
、
一
歩
舞
台
裏
に
廻
れ
ば
火
の
車
、

交
響
楽
団
の
経
営
が
大
変
な
こ
と
は
古
今
東
西
、
変

り
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。

オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
が
経
済
的
に
自
立
で
き
な
い
存
在

で
あ
る
こ
と
は
、
そ
の
揺
藍
期
、
十
七
世
紀
以
来
、

宮
廷
や
国
家
、
都
市
の
手
厚
い
保
護
の
も
と
に
育
っ

て
来
た
と
い
う
、
歴
史
の
証
明
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

近
年
、
文
化
庁
や
地
方
公
共
団
体
、
財
界
の
指
導

的
な
立
場
に
あ
る
人
々
が
、
苦
悩
す
る
日
本
の
オ
ー

ケ
ス
ト
ラ
に
、
何
ら
か
の
援
助
の
手
を
さ
し
の
べ
る

べ
き
だ
と
い
う
思
想
を
持
っ
て
く
だ
さ
る
傾
向
に
あ

る
こ
と
は
、
我
々
当
事
者
に
と
っ
て
は
誠
に
有
難
い

こ
と
で
あ
り
、
同
時
に
そ
の
御
好
意
に
対
し
責
任
を

痛
感
す
る
の
で
あ
る
。

，
 
，
 
，
 

i
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
は
何
故
、

u
 一

金

が

カ

カ

る

の

カ

，
 

¥
 ，
 
＂ 

オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
を
経
営
し
て
ゆ
く
に
は
、
ス
テ
ー

ジ
で
は
眼
に
見
え
な
い
、
莫
大
な
経
費
が
要
る
の
で

あ
る
。ひ

と
つ
の
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
を
編
成
す
る
に
は
、
中

堅
ど
こ
ろ
の
規
模
で
、
九
十
人
の
楽
員
と
十
人
位
の

事
務
局
員
、
合
わ
せ
て
百
人
の
職
員
が
必
要
で
あ
る
。

そ
し
て
、
最
小
で
七
十
坪
の
練
習
所
と
二
十
坪
の
事

務
室
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
練
習
所

は
、
大
き
な
音
を
出
す
関
係
か
ら
、
完
全
に
防
音
、

こ
れ
に
伴
っ
て
冷
暖
房
完
備
、
し
か
も
あ
ま
り
都
心

か
ら
遠
く
て
は
困
る
、
天
井
は
高
く
、
出
来
れ
ば
駐

車
場
も
欲
し
い
ー
と
な
る
と
、
今
ど
き
、
そ
ん
な

建
物
を
入
手
す
る
こ
と
は
至
難
で
あ
る
。
現
在
日
本

で
満
足
す
べ
き
練
習
所
を
持
っ
て
い
る
の
は

N
H
K

交
響
楽
団
と
東
京
都
交
響
楽
団
、
そ
れ
に
九
州
交
響

楽
団
ぐ
ら
い
の
も
の
で
、

N
響
は

N
H
K
、
都
響
は

東
京
都
、
九
響
は
地
元
の
有
力
者
の
好
意
で
提
供
さ

れ
て
い
る
。
東
京
フ
ィ
ル
は
虎
ノ
門
の
寺
院
の
会
館

を
有
料
で
借
り
て
い
る
が
、
寺
の
行
事
が
あ
れ
ば
使

用
不
能
、
夜
間
は
近
所
の
迷
惑
に
な
る
か
ら
使
用
禁

止
で
あ
る
。
専
用
の
練
習
所
を
持
つ
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
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東
京
フ
ィ
ル
ハ
ー
モ
ニ
ー
交
響
楽
団
旦
ぷ
公
＂
北
叩
田
刀

常
務
理
事

オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
・
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
の

泣

き

ど

こ

ろ
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ジ
の
一
歩
手
前
の
と
こ
ろ
に
、
き
ち
ん
と
四
つ
に
畳

ん
だ
び
し
ょ
濡
れ
の
バ
ス
タ
オ
ル
が
置
い
て
あ
っ
た
。

こ
れ
を
四
、
五
回
、
ぽ
く
は
新
品
の
靴
で
踏
ん
で
、

ス
ッ
テ
ン
コ
ロ
リ
ン
の
心
配
な
し
に
、
指
揮
台
に
歩

い
て
行
く
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
も
驚
い
た
こ
と
に
、

一
曲
終
わ
る
度
に
タ
オ
ル
の
水
分
が
、
む
し
ろ
増
え

て
い
た
の
で
あ
る
。
き
っ
と
演
奏
中
に
コ
ッ
プ
一
杯

ず
つ
、
水
を
追
加
し
た
の
だ
ろ
う
。

演
奏
会
が
終
わ
る
。
着
替
え
を
し
、
お
客
へ
の
サ

イ
ン
も
終
わ
り
、
さ
あ
帰
ろ
う
と
な
る
。
ド
ア
の
横

に
バ
ル
ト
ロ
ー
ク
さ
ん
が
立
っ
て
い
て
、
指
揮
者
用

の
裏
口
に
案
内
し
て
く
れ
る
。

ベルリン・フィルの夜景（写真提供：在日ドイツ連邦共和国大使館）

「
ハ
イ
、
右
に
曲
が
り
ま
す
。
ハ
イ
、
二
段
降
り
ま

す
。
ハ
イ
、
左
に
曲
が
り
ま
す
。
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
を

待
ち
ま
す
。
二
重
ド
ア
で
す
か
ら
、
ご
ゆ
っ
く
り
。

外
は
冷
え
ま
す
か
ら
、
肩
に
オ
ー
ヴ
ァ
ー
コ
ー
ト
を

羽
織
っ
て
く
だ
さ
い
・
・
・
・
・
・
」

い
つ
も
、
い
つ
も
、
何
十
回
も
同
じ
こ
と
を
繰
り

返
す
。
カ
ラ
ヤ
ン
を
含
め
て
、
全
て
の
指
揮
者
が
演

奏
会
の
あ
と
、
ど
れ
ほ
ど
痴
呆
状
態
に
な
っ
て
い
る

か
、
こ
の
ひ
と
ほ
ど
把
握
し
て
い
た
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ

ョ
ナ
ル
は
、
い
な
か
っ
た
と
思
う
。

わ
が
国
に
も
天
才
的
な
プ
ロ
の
裏
方
が
い
た
。
元

N
H
K
交
響
楽
団
の
延
命
千
之
助
さ
ん
、
元
新
日
本

フ
ィ
ル
ハ
ー
モ
ニ
ー
、
現
在
サ
ン
ト
リ
ー
・
ホ
ー
ル

の
裏
で
活
躍
中
の
宮
崎
隆
男
さ
ん
で
あ
る
。

宮
崎
さ
ん
ー
—
マ
ー
チ
ャ
ン
に
は
、
い
つ
も
び
っ

く
り
し
た
も
の
だ
っ
た
。
ス
テ
ー
ジ
か
ら
戻
っ
て
く

る
と
き
、
冷
た
い
お
し
ぼ
り
で
顔
を
拭
き
た
い
な
あ

と
思
っ
て
い
る
と
、
ち
ゃ
ん
と
そ
れ
を
持
っ
て
待
っ

て
い
る
。
乾
い
た
タ
オ
ル
が
欲
し
い
と
思
い
な
が
ら

袖
に
辿
り
着
く
と
、
気
持
ち
の
よ
い
乾
い
た
の
が
、

顔
に
か
ぶ
せ
ら
れ
る
。
い
っ
た
い
ど
う
や
っ
て
、
こ

ち
ら
の
気
持
ち
を
見
破
る
の
だ
ろ
う
。

日
本
中
、
優
れ
た
現
役
の
裏
方
さ
ん
が
何
人
も
い

る
。
例
え
ば

N
響
の
、
上
村
さ
ん
ー
通
称
シ
ゲ
サ

ン
で
あ
る
。
こ
う
い
う
ひ
と
た
ち
が
裏
で
助
け
て
く

れ
る
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
だ
と
、
安
心
し
て
心
お
き
な
く

指
揮
だ
け
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
若
い
世
代
に
は
、

ま
だ
こ
れ
ほ
ど
の
人
物
が
育
っ
て
い
な
い
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
無
理
も
な
い
こ
と
で
は
あ

る
。
指
揮
者
の
心
理
状
態
を
見
破
る
に
は
、
よ
ほ
ど

東フィル演奏風景

の
キ
ャ
リ
ア
が
必
要
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
生
来
の

「
小
屋
感
覚
」
と
も
い
う
べ
き
才
能
が
要
る
。

バ
ル
ト
ロ
ー
ク
、
延
命
、
宮
崎
さ
ん
た
ち
に
共
通

す
る
の
は
、
舞
台
の
裏
で
働
く
の
を
こ
よ
な
く
愛
し
、

立
派
な
音
を
舞
台
で
出
さ
し
て
い
る
の
は
自
分
た
ち

「
音
の
蔭
」
だ
と
い
う
、
自
信
と
誇
り
な
の
だ
。
日

本
中
に
沢
山
の
後
継
者
が
出
て
ほ
し
い
と
、
切
に
願

う
。
音
楽
家
の
レ
ヴ
ェ
ル
ア
ッ
プ
は
も
ち
ろ
ん
の
こ

と
だ
が
、
最
初
に
書
い
た
よ
う
に
、
優
れ
た
裏
方
が

い
て
初
め
て
素
晴
ら
し
い
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
が
存
在
す

る
と
思
う
の
だ
。
「
音
の
蔭
」
の
お
か
げ
で
、
わ
れ
わ

れ
は
「
音
の
表
」
に
な
れ
る
の
だ
。

こ
れ
ま
で
書
い
た
の
は
、
あ
く
ま
で
指
揮
者
か
ら

見
た
裏
方
像
で
あ
っ
て
、
バ
ル
ト
ロ
ー
ク
さ
ん
を
始

め
と
す
る
天
才
的
裏
方
た
ち
は
、
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
全

員
の
心
を
見
通
し
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
か
れ
ら

あ
っ
て
の
ア
ン
サ
ン
プ
ル
な
の
で
あ
る
。

ス
テ
ー
ジ
を
つ
く
る
ひ
と
た
ち
、
楽
器
を
傷
め
ず

に
運
搬
す
る
ひ
と
た
ち
、
入
り
口
で
大
勢
の
お
客
を

混
乱
な
く
さ
ば
い
て
い
る
切
符
切
り
の
お
ぱ
さ
ん
た

ち
…
…
多
く
の
「
音
の
蔭
」
な
し
に
、
聴
衆
は
音
楽

を
楽
し
む
こ
と
は
で
き
な
い
。

「
蔭
の
ひ
と
た
ち
」
は
も
と
も
と
光
を
当
て
ら
れ
る

の
を
好
ま
な
い
。
し
か
し
別
の
光
を
、
も
っ
と
も
っ

と
当
て
た
い
も
の
で
あ
る
。
よ
り
良
い
待
遇
を
、
と

い
う
意
味
だ
。

指
揮
者
と
し
て
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
「
音
の
蔭
」
に

つ
い
て
だ
け
書
い
た
け
れ
ど
、
演
劇
を
は
じ
め
、
全

て
の
芸
術
、
興
行
の
「
蔭
」
に
実
り
あ
る
光
を
、
と

叫
ぴ
た
い
。

-l 1 - - 10 --



［特 集：オーケストラいここ言で三こ 疇 '~—` --_ -、――--―▼ ← -~— ニニーニ→ー 戸ーニニニーニ→ーで三三：：ー一―—-----下← ----‘ -.―こー：ー・――ごーーニーニー：一三ニーニーニーニー→ー←ニーニーニ—→：→［ 特 集：オーケストラ］

東フィル演奏風景

に
対
し
、
持
た
な
い
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
は
、
大
き
い
ハ

ン
デ
ィ
を
背
負
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
深
刻
な
問
題

に
対
し
て
、
最
近
、
新
宿
在
住
の
奇
特
な
方
か
ら
、

東
京
フ
ィ
ル
の
た
め
に
練
習
所
を
提
供
し
て
も
よ
い

と
い
う
御
申
出
が
あ
る
。
こ
れ
は
誠
に
有
難
い
話
で

あ
る
。次

に
必
要
な
も
の
は
楽
器
で
あ
る
。
ウ
ィ
ー
ン
・

フ
ィ
ル
の
よ
う
に
、
す
べ
て
の
楽
器
を
楽
団
が
用
意

す
る
こ
と
は
日
本
で
は
考
え
ら
れ
な
い
が
、
コ
ン
ト

ラ
バ
ス
、
テ
ィ
ン
パ
ニ
、
ハ
ー
プ
、
ピ
ア
ノ
、
チ
ェ

レ
ス
タ
の
よ
う
な
大
型
楽
器
や
コ
ン
ト
ラ
フ
ァ
ゴ
ッ

ト
等
、
特
殊
楽
器
は
楽
団
が
購
入
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
こ
れ
は
直
接
、
音
に
影
響
す
る
商
売
道
具
だ

か
ら
、
安
物
で
は
ダ
メ
で
あ
る
。

演
奏
会
を
や
る
上
で
、
絶
対
に
必
要
な
の
が
ホ
ー

ル
で
あ
る
。
最
近
、
す
ば
ら
し
い
ホ
ー
ル
が
続
々
建

設
さ
れ
る
が
、
そ
の
使
用
料
は
年
々
高
額
と
な
っ
て

ゆ
く
。
公
共
ホ
ー
ル
に
比
べ
て
、
民
間
ホ
ー
ル
の
使
へ

用
料
は
格
段
に
高
い
。
地
価
高
騰
、
建
設
費
の
上
昇

を
考
え
れ
ば
、
や
む
を
得
な
い
こ
と
も
判
る
が
、
音

楽
会
の
売
上
げ
を
、
ホ
ー
ル
借
用
料
に
全
部
持
っ
て

行
か
れ
る
こ
と
も
珍
し
く
な
い
。
こ
れ
で
は
オ
ー
ケ

ス
ト
ラ
は
「
飯
の
食
い
上
げ
」
で
あ
る
。
東
京
フ
ィ

ル
が
渋
谷
の
東
急
文
化
村
ホ
ー
ル
と
の
間
に
結
ん
だ

「
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
契
約
」
な
る
も
の
は
、
こ
う
い

う
苦
境
に
対
す
る
企
業
の
援
助
計
画
で
あ
る
。
又
、

最
近
多
く
な
っ
た
「
冠
つ
き
コ
ン
サ
ー
ト
」
も
企
業

が
手
を
貸
し
て
、
コ
ン
サ
ー
ト
を
成
り
立
た
せ
る
方

式
で
、
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
に
と
っ
て
は
有
難
い
こ
と
で

あ
る
。

ト
ラ
は
「
手
造
り
」
し
か
な
い
の
だ
。

・" ，
 

一
人
間
管
理
の
特
殊
性

5
 ＂ ，

 
＂ 

帝
王
カ
ラ
ヤ
ン
が
、
女
流
ク
ラ
リ
ネ
ッ
ト
の
名
手

ザ
ビ
ー
ネ
・
マ
イ
ア
ー
を
ベ
ル
リ
ン
・
フ
ィ
ル
に
入

れ
よ
う
と
し
て
、
楽
団
員
に
反
対
さ
れ
、
諦
め
た
事

件
が
あ
っ
た
。
音
楽
監
督
や
理
事
者
に
は
人
事
権
が

あ
る
が
、
一
般
会
社
の
そ
れ
と
は
趣
が
違
う
の
で
あ

る
。
新
人
を
採
用
す
る
に
は
、
必
ず
全
楽
貝
の
オ
ー

デ
ィ
シ
ョ
ン
に
よ
る
同
意
が
必
要
で
、
そ
の
結
果
を

理
事
者
が
覆
す
こ
と
は
不
可
能
に
近
い
。
こ
れ
は
自

治
を
重
ん
じ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
伝

統
に
よ
る
と
思
う
が
、
運
用
を
誤
る
と
弊
害
も
出
て

港
区
高
輪
に
あ
る

N
響
練
習
所
。
第
1
演
奏
室
は
80
坪
、
こ
の

他
に
事
務
室
、
控
室
、
楽
器
庫
、
楽
譜
庫
、
分
奏
室
、
駐
車
場

が
完
備
し
て
い
る
。
（
写
真
提
供
gN
H
K
交
響
楽
団
）

m
 

鯛
u
 "
 
＂ ＂ 
u
 

鱒¥
 ＂ 

日
本
の
交
響
楽
団
は
全
国
に
二
十
団
体
近
く
あ
る

が
、
そ
の
約
半
数
、
九
団
体
が
東
京
に
集
中
し
て
い

る
。
こ
れ
は
確
か
に
異
常
で
あ
り
、
過
当
競
争
を
生

む
。
よ
く
、
私
達
に
向
か
っ
て
、
そ
の
愚
か
さ
を
説

く
人
も
あ
る
が
、
私
は
そ
れ
は
酷
だ
と
思
う
。
そ
の

責
任
は
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
だ
け
に
あ
る
の
で
は
な
く
、

日
本
全
体
が
、
何
も
か
も
東
京
に
集
中
し
た
結
果
だ

と
思
う
。
ド
イ
ツ
や
ア
メ
リ
カ
の
交
響
楽
団
の
よ
う

に
平
均
的
に
各
地
に
存
在
す
る
の
が
理
想
だ
が
、
そ

来
る
。オ

ー
ケ
ス
ト
ラ
の
楽
員
は
雇
用
関
係
が
あ
る
。
し

か
し
、
長
年
の
間
に
は
、
ど
う
し
て
も
技
術
の
低
下

す
る
者
が
出
て
く
る
。
特
に
、
管
楽
器
奏
者
の
歯
の

老
化
が
問
題
に
な
る
。
ど
ん
な
良
い
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ

に
も
必
ず
、
こ
う
い
う
問
題
の
人
が
い
る
も
の
だ
。

さ
り
と
て
、
技
能
が
落
ち
た
か
ら
即
、
解
雇
と
は
行

か
な
い
。
特
に
日
本
の
よ
う
な
終
身
雇
用
の
社
会
で

は
大
問
題
と
な
る
。
こ
れ
が
会
社
な
ら
ど
う
す
る
か
。

配
置
転
換
、
閑
職
に
廻
す
、
転
勤
さ
せ
る
な
ど
、
一

時
的
な
が
ら
方
策
は
あ
る
。
し
か
し
、
オ
ー
ケ
ス
ト

ラ
は
そ
の
ど
れ
も
不
可
能
で
あ
る
。
フ
ル
ー
ト
奏
者

は
終
身
フ
ル
ー
ト
奏
者
で
あ
っ
て
、
来
月
か
ら
コ
ン

ト
ラ
バ
ス
を
や
れ
と
い
っ
て
も
無
理
で
あ
る
。
事
務

を
や
れ
と
い
っ
て
も
無
理
だ
し
、
事
務
局
は
十
人
も

い
れ
ば
十
分
で
あ
る
。
第
一
、
閑
職
な
ど
と
い
う
ポ

ス
ト
を
賄
う
余
裕
が
な
い
。
定
年
制
は
こ
れ
を
解
決

す
る
唯
一
の
歯
止
め
に
な
る
が
、
普
通
の
オ
ー
ケ
ス

ト
ラ
は
退
職
金
を
用
意
す
る
余
裕
さ
え
な
い
の
で
あ

る。
普
通
、
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
は
弦
楽
六
十
人
、
管
、
打

楽
器
三
十
人
ぐ
ら
い
で
編
成
し
て
い
る
。
こ
れ
は
古

典
か
ら
ロ
マ
ン
派
中
期
迄
の
「
交
響
曲
」
の
演
奏
を

想
定
し
た
編
成
と
い
え
る
。
と
こ
ろ
が
、
ロ
マ
ン
派

後
期
か
ら
現
代
音
楽
と
な
る
と
、
全
く
こ
の
編
成
で

は
カ
バ
ー
し
き
れ
な
い
。
ま
た
、
梃
端
な
例
で
は
ヤ

ナ
ー
チ
ェ
ク
の
シ
ン
フ
ォ
ニ
エ
ッ
タ
で
は
十
二
人
の

ト
ラ
ン
ペ
ッ
ト
を
要
求
さ
れ
、
逆
に
ス
ト
ラ
ヴ
ィ
ン

ス
キ
ー
の
詩
篇
交
響
曲
で
は
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
、
ヴ
ィ

オ
ラ
は
不
要
、
但
し
、
打
楽
器
い
ろ
い
ろ
と
合
唱
が

交
響
楽
団
の
東
京
集
中
に
つ
い
て

N響練習所での練習風景

れ
は
、
国
家
構
造
自
体
が
連
邦
国
家
で
あ
り
、
合
衆

国
だ
か
ら
可
能
な
の
で
あ
る
。
不
思
議
な
こ
と
に
、

東
京
の
す
べ
て
の
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
が
、
年
中
多
忙
で
、

遊
ん
で
い
る
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
は
ひ
と
つ
も
な
い
の
で

あ
る
。
．

＂ “
 
〖
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
を

，
 

＂ i
工
場
に
見
立
て
る
と
—
ー

m
 

u
 ＂ 近

代
産
業
の
飛
躍
的
な
発
展
は
、
そ
の
合
理
化
さ

れ
た
マ
ス
プ
ロ
の
お
蔭
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
オ
ー
ケ

ス
ト
ラ
は
全
く
、
合
理
化
、
マ
ス
プ
ロ
の
利
か
な
い

性
格
の
も
の
で
あ
る
。
生
産
工
場
で
つ
く
ら
れ
た
商

品
は
、
流
通
機
構
に
乗
っ
て
津
々
浦
々
ま
で
送
ら
れ
、

各
地
、
同
時
に
莫
大
な
利
益
を
あ
げ
る
こ
と
が
出
来

る
。
こ
れ
に
対
し
、
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
は
「
音
」
を
生

産
す
る
工
場
1

「
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
」
自
体
が
津
々
浦

浦
ま
で
出
か
け
て
、
一
回
の
演
奏
会
を
や
る
他
は
な

い
。
大
阪
と
名
古
屋
で
同
時
に
収
入
を
得
る
こ
と
は

出
来
な
い
。
放
送
と
か
レ
コ
ー
ド
と
い
う
マ
ス
メ
デ

ィ
ア
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
演
奏
会
で
は
な
く
、
又
、

多
く
の
収
入
は
期
待
で
き
な
い
。
商
売
に
「
二
八
（
ニ

ッ
パ
チ
）
」
と
い
う
言
葉
が
あ
っ
て
、
二
月
、
八
月

は
売
行
き
が
香
し
く
な
い
そ
う
だ
が
、
オ
ー
ケ
ス
ト

ラ
も
こ
の
例
外
で
は
な
く
、
加
え
て
四
月
が
比
較
的

閑
で
あ
る
。
年
度
始
め
の
た
め
注
文
が
少
な
い
の
で

あ
る
。
そ
し
て
、
秋
の
シ
ー
ズ
ン
で
は
、
多
忙
を
極

め
、
折
角
の
演
奏
会
の
申
込
み
を
、
涙
を
呑
ん
で
断

る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
生
産
工
場
な
ら
閑
な
時
も

ド
ン
ド
ン
生
産
し
て
需
要
期
に
備
え
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
演
奏
会
は
貯
蔵
が
出
来
な
い
。
オ
ー
ケ
ス

要
る
。
不
経
済
極
ま
る
作
品
で
、
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
泣

か
せ
の
交
響
曲
で
あ
る
。
当
然
、
自
分
の
楽
団
で
足

り
な
い
分
は
、
フ
リ
ー
の
音
楽
家
や
他
の
交
響
楽
団

か
ら
人
を
借
り
て
演
奏
す
る
わ
け
で
、
そ
の
出
演
料

が
大
変
で
あ
る
。
ハ
ル
ト
マ
ン
の
交
響
曲
六
番
で
は
、

マ
ン
ド
リ
ン
奏
者
が
最
低
弦
を
チ
リ
チ
リ
チ
リ
と
弾

く
の
だ
が
、
そ
こ
は
大
管
弦
楽
が
咆
晦
し
て
い
て
、

絶
対
に
誰
に
も
聞
え
な
い
。
こ
う
い
う
作
品
に
は
腹

が
立
つ
。
無
意
味
な
失
費
を
さ
せ
ら
れ
る
の
だ
。

他
の
交
響
楽
団
か
ら
人
を
借
り
る
と
書
い
た
が
、

考
え
て
み
れ
ば
、
こ
ん
な
こ
と
は
一
般
の
社
会
で
は

あ
り
得
な
い
話
だ
。

B
社
の
社
員
が

A
社
で
働
い
た

り
、
ジ
ャ
イ
ア
ン
ツ
の
選
手
が
ド
ラ
ゴ
ン
ズ
の
助
っ

人
と
し
て
出
る
よ
う
な
も
の
だ
か
ら
。

・・
 

．
 

i
オ
ー
ケ
ス
ヒ
フ
の
出
演
料

"・
 

＂ ，
 

・" 

オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
出
演
料
は
、
指
揮
者
、
ソ
リ
ス

ト
、
旅
費
等
を
除
い
て
、
二
百
五
十
万
円
か
ら
三
百

五
十
万
円
止
ま
り
だ
が
、
そ
の
話
を
す
る
と
世
間
の

人
は
「
エ
ッ
、
そ
ん
な
に
高
い
の
で
す
か
」
と
い
う
。

で
も
考
え
て
も
見
て
下
さ
い
。
演
奏
会
に
は
必
ず
練

習
日
が
要
る
。
二
日
か
か
っ
て
一
回
の
演
奏
会
を
百

人
の
音
楽
家
が
や
っ
た
ら
、
一
人
あ
た
り
い
く
ら
に

な
る
か
、
答
は
明
白
で
あ
る
。
楽
団
員
は
す
べ
て
音

楽
大
学
出
身
の
エ
キ
ス
パ
ー
ト
で
あ
る
。
そ
の
集
団

が
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
を
編
成
し
て
い
る
こ
と
を
考
え
て

貰
い
た
い
の
で
あ
る
。
勿
論
、
我
々
と
し
て
は
、
喜

ん
で
出
演
料
を
払
っ
て
戴
け
る
に
足
る
、
優
れ
た
演

奏
を
お
聴
か
せ
す
る
責
任
が
あ
る
事
は
い
う
ま
で
も

な
い
が
。

-13― -12― 
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く地方のオーケストラ＞

オーケストラ名 所在地 創立年 音楽監督・常任指揮者等 楽団員数 事務局員数 備 考

（音楽監督・首1/C指揮者） 昭和40発足。 Iii1時に財団

東京都交響楽団 東京 昭和40
若杉 弘

107 15 
法人。

（指揮者）
小泉和裕

（名誉指揮者） 昭和44.発足。昭和56財
山田一雄 団法人．

． 
（首1/c客派指揮者）

新星日 本交 響楽 団 東京 昭和44 オンドレイ・レナルド 73 11 
（指揮者）

星出 豊
現田茂夫

〔指揮者団〕 昭和47発足。

新日本フィルハーモニ （首席指揮者）小沢征爾

東京 昭和47 （指揮者）小泉和裕 90 12 
ー交響楽団 ( // )手塚幸紀

（ II ） 山 本 直純

（永久名誉指揮者）森 正 昭和50.発比。
（名誉顧問）団 伊玖磨

東京シティ・フィルハ 芥川也寸志

東京 昭和50 億 敏郎 56 ， 
ーモニック管弦楽団 （常任指揮者）堤 俊作

（指揮者）金 洪才

オーケストラ名 所在地 創立年 音楽監督・常任指揮者等 楽団員数 事務局員数 備 考

（常任指揮者） 昭和20.高崎市民オーケス

手塚幸紀 トラとして発足。昭和22.
（客員指揮者） 群馬フィルハーモニー・オ

群 馬交響楽団 高崎 昭和20 デヴィッド・シャローン 63 ， ーケストラと改名。昭和24.
ケーク・チャン・リム 財団法人。昭和38.群馬交
（指揮者） 評楽団と改名。

湯浅卓雄

（常任指揮者） 昭和22.関西交孵楽団とし

朝比奈隆 て発足。昭和25社団法人．
大阪フィルハーモニー

大阪 昭和22
（首席指揮者），

94 11 
昭和35.佃大阪フィルハー

交響楽団 秋山和慶 モニー協会大阪フィルハ

（指揮者） ーモニー交響楽団と改名．

大友直人 改組。

（名誉指揮者） 昭和28.発足。昭和50.財

九州交響楽団 福岡 昭和28
安永武一郎

63 II 
団法人。

（首席客演指揮者）
小泉和裕

（芸術顧問） 公立（京都市）
山田一雄

（首席指揮者）
京都市交響楽団 京都 昭和31 小林研一郎 87 12 

（首席客演指揮者）
デヴィッド・シャローン

（指揮者）金洪才

（桂冠指揮者） 昭和36.札幌市民交響楽団

岩城宏之 として発足。昭和37.札幌

（首席指揮者・ミュージック・ 交榔楽団と改称。財団法人。

アドバイザー）
札幌交響楽団 札幌 昭和36 秋山和慶 70 7 

（専属指揮者）
堤 俊作

小松一彦

高関 健

名古屋フィルハーモニ
（名誉指揮者） 昭和41.発足。昭和48財

名古屋 昭和41
外山雄三

80 
団法人。

ー交響楽団 （常任指揮者） 7 

モーシェ・アッモン

ー 特 集：オーケストラ］

＂本のオーケストラ

世界のオーケストラ

日本のオーケストラ

日本のオーケストラ活動は，近年大変盛んになってきました。現在，全国でプロ・オーケストラは約

20団体，アマチュアオーケストラは 400余団体（アマチュア・オーケストラ連盟調べ）あります。

その中で，プロのオーケストラは，公立のものが 1団体（京響），その他は，ほぼ法人で組織されてい

ます。それらの団体は，ぉおよそ次の通りです。

く東京のオーケストラ＞

9
も

オーケストラ名 所在地 創立年 音楽監督・常任指揮者等 楽団員数 事務局員数 備 考

（名誉指揮者） 大正15.新交響楽団として

ウオルフガング・サヴァリ 発足。昭和17.（財）日本交

ッンュ 響楽団に改名．改組。昭和

オットマール・スウィトナ 26.（財）NHK交響楽団と

22 改名。

NHK交響楽団 東京 大正15 ホルスト・シュタイン 112 
(:員6)ヘルペルト・プロムシュテ

ット
（正指揮者）
岩城宏之
外山雄三

（名誉指揮者） 明治43.に発足した名古屋

アルジェオ・クワドリ 松坂屋音楽隊が母体となっ

東京フィルハーモニー
（常任指揮者） て昭和13.中央交響楽団と

東京 昭和13 尾高忠明 93 11 
して発足。昭和16.東京交

交響楽団 （専属指揮者） 響楽団と改名，昭和23.東

円光寺雅彦 京フイルハーモニー交響楽
団と再改名，昭和27.財団

法人．，

（音楽監督・常任指揮者） 昭21.束宝交響楽団として

東京交響楽団 東京 昭和21
秋山和慶

89 11 
発足。昭26．東京交響楽団と

（首席客演指揮者） 改名，昭和31．財団法人。昭

小林研一郎 和56改組．再ぴ財団法人。

（創立指揮者・音楽監督） 昭和31.発足。昭和44.財

渡辺暁雄 団法人 (47まで）。昭和63.

（首屈！怜揮者）’ 財団法人
日本フィルハーモニー

東京 昭和31
小林伽一郎

78 14 
交響楽団 （客演常任指揮者）

イルジー・ビェロフラーヴ

ェク
エルヴィン・ルカーチ

（名誉指揮者） 昭和37.発足。昭和37.財
クルト・ザンデルリンク 団法人
クルト・マズア

読 売 日 本 交 響 楽団 東京 昭和37
（首席客演指揮者）

99 17 ラファエル・フリューベッ
ク・デ・プルゴス
（常任指揮者）
ハインツ・レークナー
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オーケストラ名 所・ 在 地 創立年 音楽監督・常任指挿者等 I 
フィンランド

ヘルシンキ・フィルハーモニー管弦楽団 ！ ヘルシンキ 1882 パーヴォ・ペルグルンド

ノルウエー

オスロ フィルハーモニー管弦楽団 オスロ 1919 マリス・ヤンソンス

スウェーデン

スウェーデン放送交朝楽団 ストックホルム 1923 工サ＝ペッカ・サロネン

スイス

チューリッヒ トーンハレ管弦楽団 l チューリッヒ 1868 | 若 弘

スイス・ロマンド管弦楽団 I ジュネーヴ 1918 アルミン ジョルダン

酋ドイツ

ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 西ベルリン 1882 ヘルペルト・フォン・カラヤン

ミュンヘン・フィルハーモニー管弦楽団 ミュンヘン --~ 1893 セル•ジュ・チェリピダッケ

ハンプルグ・フィルハーモニー管弦楽団 かヽンプルグ 1896 ．ハンス ツェンダー

パイエルン国..lL歌劇場管弦楽団 ミュンヘン 1911 ヴォルフガング・サヴァリッシュ

フプンクフルト放送交勃楽団 フフンクフル］、 ←』 1937 エリアフ・インバル

パンベルク交咽楽団 .I'くンベルク 1945 ホ・）レスト・シニタイン

北ドイツ放送交響楽団 ハンプルグ 卜 1945 | ギュンター・ヴァント ］Iベルリン放送交咽楽団 西ベルリン 1946 I リッカルド・シャイー

シュトゥットガルト， シュトゥットカルト放送交害楽団 1946 i ネヴィル・マリナー

ケルン放送交籾楽団 ケJレン 1947 ガリー・ベルティーニ

バイエルン放送交靱楽団 ミュンヘン 1949 コ l)ン・デーヴィス

オランダ

アムステルダム・コン七ルドヘポウ管弦楽団 I_ アムステルダム --[--1888 

I 
リッカルド・シャイー

ロッァルダム・フィルハーモニー管弦楽団 ジュームス・コンロンロッテルダム 1918 

ペルギー

ペルギー国立管弦楽団 プリュッセル 1832 ジョルジュ・オタトール

フランス

フランス国立管弦楽団 パリ
I ! , -11-99364 7 

（ロリン マセール）

パリ管弦楽団 かf 1) ダニエル・パレンポイム

リヨン管弦楽団 リヨン 1969 セルジュ・ポド

ストラスプール・フィルハーモニー管弦楽団 ストフスプール 1972 テオドール・グルシュパウアー

トゥールーズ・カピト土ル劇堤管弦楽団 トゥールーズ ミシェル・プフッソン

イタリア

ミフノ・スカラ座管弦楽団 ミラノ 1778 ！ リッカルド ムーアイ

聖チェチーリア音楽院管弦楽団 l ローマ I 1886 I 
..,,、ゞJ 4̀・ 

モニー管弦楽回

I オーストリア放送交密楽団

1 イスラエル

マドリッド
-f 

- i 
ウィーン

ウィーン

ウィーン

三 口—: | :：トウロロプレアヒトパー l、□---」
-[  1936一丁 ローター・ツァク｀ロセク

ゥ＾ーロニ」ーーロニノ

イスフエル・フィルハーモニー管弦楽団 ァルアヴィ

チェコスロヴァキア

チェコ・フィルハーモニー管弦楽団 プフハ

プラハ交靱楽団 プラハ I 1934 I イルジ・ピエロフラーヴェク

ハンガリー

ハンガ＇J-国立交響楽団 ブタペス 1、 | 1923 I 小林研一郎

ポーランド

ワルシャワ・フィルハーモニー管弦楽団 I ワルシャワ I 1901 I ガジミェシュ・コルド

）レーマニア

エネスコ国立フィルハーモニー プカレスト I 1868 I イオン・ヴィイク

口ユーゴスフヴィア

ザグレプ・フィルハーモニー管弦楽団 ザグレプ I 1920 I 大野和士

束ドイツ

ドレステン・シュターツカペレ
ドレスデン l i 1s4s I ハンス フォンク 1 I

（ドレスデン国立歌劇堪管弦楽団）

ベルリン シュターツカペレ
束ペルリン 二」742 オットマール・スウィトナー  （ペルリン国寸歌劇場管弦楽団）

フイプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団 ライプツィヒ 1781 クルト・マズア

＇ソ連

レニングフード・フィルハーモニー交郭楽団 レニングラート‘ I 1882 1 

モスクワ放送交咽楽団 モスクワ I 1930 I ウラディミール・フェドセーエマ

Iソヴィエト国立交押楽団 モスクワ I 1936 | エフゲニ・スヴェ

ソヴィエト国立文化省交帯楽団 モスクワ I 1982 I ゲンナジー・ロシ

□ メルポン交聰楽団 二：レ/--

ニストヴニンスキー

193,, I チャールズ・マグラス ー」
I 岩城宏之 1 

（文化庁芸術課芸術調査官池田 温）

口オーケスート戸---—所在地 I 創立年 I 音楽監督・常任指揮着｀］楽団貝数謳務局員数 備 差J 

I 
（指揮者） □ 手塚幸紀

ヽーモニー 飯守秦次郎

高関 健

岡田 司

山形昭和47

（首席指揮者） 昭和47 発足。

渡部勝彦
42 7 

（正指揮者）

村川千秋

昭和38広！品市民交孵楽団

I 
として発足。昭和44 広品

8 交罪楽団と改名。昭和47

（社）広烏交特楽協会と し~—て― 1l 
活動。

昭和48 発足。

昭和53 杜団法人。

6 

（常任指揮者） 昭和45. ロリエ管弦楽団と

黒岩英臣 して発足。昭和46神奈川

昭和53 57 6 フィルハーモニー管弦楽団

と改名。昭和53 財団法人。

（名営指揮者）
昭和45 ヴェール・フィル

小松一彦 ハーモニ 999 クとして発足。

昭和57 （常任指揮者）

～→ →一ー "←.. _ --

i 黒 岩英臣
45 

ィル

虚団

I I 
―--「

I 

鱈団 1広島

I ----I―--]  

｀ルハーモニー 仙台 I

--- --→  

口 横浜I

んルハーモニー• 1大 阪I
l__J 

世界のオーケストラ

世界のオーケストラ（プロ）の分布図をみますと，当然ながら誕生の地ヨーロソパに多く，その他は

ヨーロソパ文明が伝えらオしたアメリカ等多くの楽団かあります。

これらのオーケストラは， 日本のように一都市に集中せず，ほぼ各州の都市に点在しています。（ただ

しイ共リスだけは， 日本のように，やや首都集中的な傾向を示しています。）

またウオーケストラの稲類別てみますと， ヨーロッパには，アメリカ等に比べ放送局と歌劇場所属の

優れたオーケストラが多くみられることが特徴的といえるでしょう。～

次に，これらのオーケストラの中から，放送やレコードなどで，なしみの多い団体をいくつかご紹介

しましょう。
オーケストラ名 所 在 地二二］こ創立年

フィルハーモニック ！ ニューヨーク

，•：責 I セン 1̀9レ旦
--— ← I ホ｀ストン---

二—- l ；コデルマ三

亘：ーニーコ
認容楽団ーニロ 1 ：：言ォー）レ

_ 1 ロンドン

1 ロンドン

楽団

モニア管呟楽団

レ・フJ{Iレハーモニー管弦楽団

I I 
（昭和63年 9月1了汀后ら

i 1842 l . 
- 1880 
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音
楽
を
鑑
賞
し
て
い
る
と
、
現
代
社
会
の

喧
騒
か
ら
し
ば
し
解
放
さ
れ
る
気
が
し
ま
す
。

コ
マ
ー
シ
ャ
ル
に
せ
よ
カ
ラ
オ
ケ
に
せ
よ
、

音
楽
に
対
す
る
需
要
は
日
々
増
す
一
方
で
す
。

と
こ
ろ
で
、
九
月
中
旬
に
始
ま
っ
た
ゾ
ウ

ル
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
も
間
も
な
く
フ
ィ
ナ
ー
レ

を
迎
え
ま
す
。
ス
ポ
ー
ツ
が
そ
う
で
あ
る
よ

う
に
、
文
化
に
つ
い
て
も
ま
た
、
頂
点
の
レ

ベ
ル
を
高
め
る
こ
と
と
、
裾
野
を
広
げ
る
こ

と
が
二
つ
の
重
要
な
施
策
の
柱
と
な
っ
て
い

ま
す
。
芸
術
祭
が
前
者
の
例
と
す
る
な
ら
ば
、

国
民
文
化
祭
は
後
者
の
例
と
言
え
る
で
し
ょ

、つ。
十
月
一
日
、
芸
術
祭
は

N
H
K
交
響
楽
団

に
よ
る
「
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
ヘ
の
誘
い
」
で
幕

を
開
け
ま
す
。
頂
点
を
糎
め
た
高
度
な
芸
術

は
、
そ
こ
で
発
表
の
場
を
得
る
の
で
す
。

芸
術
の
秋
。
単
に
喧
騒
か
ら
の
脱
皮
と
い

う
こ
と
で
は
な
く
、
も
っ
と
積
極
的
に
芸
術

に
触
れ
て
み
た
い
気
が
し
ま
す
。
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