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ク
ラ
シ
ッ
ク
と
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
は
二
つ
の
文
化
か
？

　

音
楽
は
す
で
に
中
世
か
ら
二
つ
の
側
面
を
も
っ
て

い
た
。
そ
れ
は
保
存
さ
れ
る
音
楽
と
消
費
さ
れ
る
音

楽
で
あ
る
。
そ
の
前
者
の
保
存
さ
れ
る
音
楽
の
筆
頭

に
あ
げ
ら
れ
る
の
は
教
会
で
の
音
楽
で
あ
る
。
こ
れ

は
、
決
し
て
恣
意
的
に
変
更
や
加
筆
を
加
え
て
は
な

ら
な
い
音
楽
で
、
歴
史
を
超
え
て
歌
い
継
が
れ
る
べ

き
音
楽
で
あ
る
。
そ
し
て
後
者
の
消
費
さ
れ
る
音
楽

は
、
古
く
は
世
俗
音
楽
と
呼
ば
れ
た
音
楽
で
あ
る
。

こ
の
構
図
は
、
現
在
も
変
わ
ら
な
い
。
保
存
さ
れ
る

音
楽
は
ク
ラ
シ
ッ
ク
で
、
消
費
さ
れ
る
音
楽
が
ポ
ピ

ュ
ラ
ー
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
19
世
紀
の
ウ
ィ
ー
ン
会
議
以
降
の
、

「
ビ
ー
ダ
ー
マ
イ
ヤ
ー
文
化
」
と
称
さ
れ
る
市
民
文

化
が
隆
盛
に
な
っ
た
時
代
で
は
、
こ
の
保
存
音
楽

（
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
）
と
消
費
音
楽
（
ポ
ピ
ュ
ラ
ー

音
楽
）
は
、
ル
ネ
サ
ン
ス
や
バ
ロ
ッ
ク
時
代
の
音
楽

の
復
活
と
い
う
要
素
に
加
え
て
、
中
産
階
級
の
職
業

や
所
得
に
よ
る
新
た
な
社
会
階
層
の
区
分
と
結
び
つ

い
て
、
こ
の
二
つ
の
音
楽
の
区
分
は
多
様
に
な
っ
て

い
っ
た
。
さ
ら
に
20
世
紀
に
な
る
と
、
マ
ス
・
メ
デ

ィ
ア
の
普
及
と
連
動
し
て
、
ク
ラ
シ
ッ
ク
の
ポ
ピ
ュ

ラ
ー
化
、
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
音
楽
の
ク
ラ
シ
ッ
ク
志
向
と

い
う
現
象
が
生
ま
れ
た
。

　

近
代
市
民
社
会
に
お
け
る
音
楽
活
動
の
土
台
を
成

す
の
が
、
音
楽
愛
好
家
の
消
費
動
向
、
つ
ま
り
人
々

が
何
に
対
し
て
金
銭
を
支
払
う
か
と
い
う
問
題
で
あ

る
。
演
奏
会
の
チ
ケ
ッ
ト
や
楽
譜
、
音
楽
図
書
の
購

入
、
ピ
ア
ノ
な
ど
の
楽
器
の
購
入
、
音
楽
教
育
へ
の

支
出
な
ど
、
こ
れ
ら
す
べ
て
は
市
民
の
消
費
意
欲
と

緊
密
に
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。20
世
紀
後
半
、

と
く
に
１
９
７
０
年
代
以
降
こ
の
消
費
意
欲
と
ク
ラ

シ
ッ
ク
の
音
楽
に
対
す
る
意
識
が
大
き
く
変
化
し
始

め
て
い
る
。

　

し
か
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
は
文
化
伝
統
の
異
な
る

日
本
の
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
で

危
機
の
様
相
を
呈
し
て
い
る
。
そ
れ
を
端
的
に
示
し

て
い
る
の
が
、
昨
今
、
話
題
に
な
っ
て
い
る
交
響
楽

団
の
経
営
危
機
の
問
題
で
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
「
ク
ラ
シ
ッ
ク
」
と
は
何
を
意
味
し
て

い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
語
が
今
日
の
意
味
で
用

い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
確
か
な
時
期
は
明
ら
か
で

は
な
い
が
、
市
民
社
会
の
成
立
と
密
接
な
結
び
つ
き

を
も
っ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
元
来
「
ク
ラ

シ
スclassis

」
と
い
う
語
は
、
古
代
ロ
ー
マ
時
代
で

は
有
産
階
級
の
市
民
を
意
味
し
て
い
た
。
そ
の
後
19

世
紀
社
会
で
は
、
こ
の
語
は
富
裕
な
市
民
階
層
や
そ

の
芸
術
趣
味
と
同
義
に
用
い
ら
れ
、
彼
ら
の
愛
好
す

る
音
楽
に
は
「
ク
ラ
シ
ッ
ク
」、
つ
ま
り
「
古
典
的
」

と
い
う
レ
ッ
テ
ル
が
貼
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で

あ
る
。

　

こ
の
「
古
典
的
」
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
の
背
景
は
複

雑
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
と
く
に
建
築
の
分
野
に
お

い
て
、
１
８
２
０
年
代
以
降
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
、
ロ

ー
マ
時
代
の
様
式
を
模
し
た
擬
古
典
様
式
の
建
築
が

大
流
行
し
、
歴
史
へ
の
回
顧
が
積
極
的
に
行
わ
れ
、

復
古
思
潮
が
尊
重
さ
れ
た
。
パ
リ
や
ロ
ン
ド
ン
、
ド

イ
ツ
の
諸
都
市
は
こ
の
復
古
思
想
を
受
け
て
、
擬
古

典
主
義
の
建
造
物
が
数
多
く
建
築
さ
れ
た
の
で
あ

る
。（
写
真
１
）
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そ
の
流
れ
の
中
で
バ
ッ
ハ
が
復
活
し
、
ル
ネ
サ
ン

ス
の
パ
レ
ス
ト
リ
ー
ナ
が
再
評
価
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
つ
ま
り
、
ク
ラ
シ
ッ
ク
と
い
う
概
念
は
、
単

に
音
楽
の
ジ
ャ
ン
ル
を
指
す
だ
け
で
は
な
く
、
そ
う

し
た
復
古
的
な
音
楽
や
文
化
を
支
持
す
る
社
会
階
層

や
時
代
思
潮
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
た
。

　

19
世
紀
中
葉
以
降
の
近
代
社
会
に
お
い
て
富
裕
な

中
産
階
級
が
台
頭
す
る
と
、
新
た
に
富
み
を
得
た
彼

ら
が
音
楽
の
主
た
る
担
い
手
と
な
る
。
市
民
社
会
の

主
役
で
あ
る
彼
ら
は
、
貴
族
的
な
生
活
を
理
想
と
し

て
公
序
良
俗
を
遵
守
し
、
政
治
的
に
は
保
守
的
で
あ

っ
た
。
彼
ら
が
ル
ネ
サ
ン
ス
や
バ
ロ
ッ
ク
時
代
の
合

唱
作
品
を
愛
好
し
、
演
奏
会
の
定
期
会
員
と
な
っ
た

の
で
あ
る
。
バ
ッ
ハ
を
再
評
価
し
た
の
は
彼
ら
で
あ

り
、
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
を
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
中
心
に
据

え
、
古
典
的
な
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
・
ナ
ン
バ
ー
の
定
着

化
に
貢
献
し
た
の
も
彼
ら
で
あ
る
。

　

ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
の
確
立
に
貢
献
し
た
の
は
パ

リ
、
ロ
ン
ド
ン
、
ウ
ィ
ー
ン
の
中
産
階
級
及
び
上
流

階
級
で
あ
る
が
、
た
と
え
ば
１
８
２
８
年
か
ら
１
８

７
１
年
ま
で
の
パ
リ
音
楽
院
演
奏
協
会
の
演
奏
レ
パ

ー
ト
リ
ー
で
は
、
交
響
曲
で
は
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
が

全
体
の
66
％
を
占
め
、
ド
イ
ツ
音
楽
が
95
％
に
達
し

た
。

　

こ
の
傾
向
は
パ
リ
ほ
ど
で
は
な
い
が
、
ロ
ン
ド
ン

や
ウ
ィ
ー
ン
で
も
同
様
で
あ
る
。
つ
ま
り
ク
ラ
シ
ッ

ク
の
演
奏
会
の
レ
パ
ー
ト
リ
ー
は
19
世
紀
中
葉
に
定

ま
り
、
そ
の
内
容
は
基
本
的
に
現
在
に
至
る
ま
で
変

わ
ら
な
い
。
こ
う
し
た
交
響
楽
団
の
定
期
会
員
や
バ

ロ
ッ
ク
時
代
の
宗
教
作
品
を
レ
パ
ー
ト
リ
ー
と
す
る

合
唱
団
員
の
家
庭
に
ま
ず
ピ
ア
ノ
が
普
及
し
た
。

繁
栄
の
指
標
と
し
て
の
ピ
ア
ノ

　

ピ
ア
ノ
を
持
つ
こ
と
が
「
文
化
」
の
い
わ
ば
指
標

と
な
っ
た
の
は
19
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
一

時
代
前
の
チ
ェ
ン
バ
ロ
は
王
侯
貴
族
と
富
裕
階
層
の

楽
器
で
あ
り
、所
有
者
も
限
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、

と
く
に
イ
ギ
リ
ス
の
ブ
ロ
ー
ド
ウ
ッ
ド
や
、
ド
イ
ツ

か
ら
ロ
ン
ド
ン
に
渡
っ
た
ピ
ア
ノ
製
作
者
の
ツ
ン
ペ

ら
が
よ
り
廉
価
な
ピ
ア
ノ
の
製
造
を
始
め
て
以
降
、

富
裕
な
中
産
階
級
に
ピ
ア
ノ
が
浸
透
す
る
よ
う
に
な

る
。
ビ
ジ
ネ
ス
に
よ
っ
て
富
を
得
た
富
裕
な
中
産
階

級
は
、
大
き
な
邸
宅
を
構
え
、
素
晴
ら
し
い
リ
ヴ
ィ

ン
グ
・
ル
ー
ム
を
設
け
る
だ
け
で
は
な
く
、
貴
族
階

級
の
た
し
な
み
で
あ
る
「
音
楽
」
を
、
教
養
の
印
と

し
て
享
受
す
る
よ
う
に
あ
る
。
そ
の
時
の
も
っ
と
も

重
要
な
指
標
が
ピ
ア
ノ
で
あ
っ
た
。（
写
真
２
）

▲写真１　1842年完成のヴァルハラ神殿
　　　　　（ドイツのレーゲンスブルクのドナウ川沿いに建設）

▲写真２　家庭の中の演奏。父親がヴァイオリン、息子がフルート、娘
がピアノを演奏し、母親は左の奥で編み物をしている。グッ
ツヴィラー画（1849年）
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19
世
紀
前
期
で
は
ス
ク
ウ
ェ
ア
・
ピ
ア
ノ
で
あ
れ

ば
、
中
間
役
職
の
公
務
員
の
ほ
ぼ
年
収
分
で
購
入
可

能
で
、
現
在
の
日
本
の
感
覚
で
い
れ
ば
外
車
の
値
段

の
感
覚
で
あ
っ
た
。

　

ピ
ア
ノ
を
所
有
す
る
家
庭
が
登
場
す
る
と
、
そ
の

波
及
効
果
は
絶
大
で
あ
る
。
瞬
く
間
に
同
様
の
所
得

階
層
の
家
庭
に
ピ
ア
ノ
が
浸
透
す
る
よ
う
に
な
り
、

さ
ら
に
そ
う
し
た
富
裕
層
を
目
指
す
そ
の
下
の
階
層

の
人
々
も
ピ
ア
ノ
に
対
し
て
熱
い
視
線
を
注
ぐ
の
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
19
世
紀
か
ら
20
世
紀
に
か
け
て
、

ピ
ア
ノ
は
富
の
蓄
積
と
富
裕
階
層
の
一
つ
の
記
号
と

な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

す
で
に
19
世
紀
後
半
に
書
か
れ
た
カ
リ
カ
チ
ュ
ア

に
も
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、ピ
ア
ノ
の
演
奏
は「
文

化
」
の
記
号
で
は
あ
っ
た
が
、
そ
れ
が
演
奏
す
る
者

の
真
の
教
養
と
な
っ
て
い
る
の
か
ど
う
か
は
別
問
題

で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
19
世
紀
か
ら
20
世
紀
に
か

け
て
、
ピ
ア
ノ
は
事
実
上
、
富
裕
階
層
の
女
性
の
趣

味
の
道
具
と
な
り
、
音
楽
学
校
の
ピ
ア
ノ
科
の
在
校

生
の
過
半
が
女
性
で
占
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
か
ら

で
あ
る
。
し
か
も
、
女
性
の
演
奏
す
る
レ
パ
ー
ト
リ

ー
や
指
導
内
容
は
、
と
く
に
ド
イ
ツ
で
は
細
か
く
規

定
さ
れ
、女
性
ピ
ア
ノ
奏
者
に
求
め
ら
れ
た
の
は「
愛

ら
し
い
女
性
ら
し
さ
」
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
ピ
ア
ノ

音
楽
の
レ
パ
ー
ト
リ
ー
に
は
っ
き
り
と
反
映
さ
れ
て

い
る
。

　

そ
の
代
表
が
、
19
世
紀
の
ミ
リ
オ
ン
セ
ラ
ー
で
あ

る
、
バ
ダ
ジ
ェ
ウ
フ
ス
カ
と
い
う
女
性
ピ
ア
ニ
ス
ト

の
作
曲
し
た
「
乙
女
の
祈
り
」
で
あ
る
。（
写
真
３
）

　

立
派
な
邸
宅
と
リ
ヴ
ィ
ン
グ
・
ル
ー
ム
、
女
子
教

育
と
し
て
の
ピ
ア
ノ
は
、
と
く
に
大
正
時
代
か
ら
昭

和
50
年
代
ま
で
の
日
本
の
社
会
の
目
標
で
も
あ
っ

た
。
ピ
ア
ノ
を
持
ち
、
ピ
ア
ノ
を
習
わ
せ
る
こ
と
が

出
来
る
こ
と
は
、
親
の
夢
で
あ
り
、
家
族
の
繁
栄
の

象
徴
で
あ
り
、
家
長
で
あ
る
父
親
の
出
世
の
証
で
あ

り
、
高
度
成
長
を
成
し
遂
げ
る
日
本
国
の
経
済
の
写

し
絵
で
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
バ
ブ
ル
が
弾
け
、
高

度
成
長
経
済
が
一
転
し
た
日
本
で
は
急
速
に
ピ
ア
ノ

離
れ
が
始
ま
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
明
治
以
来
、
そ
し

て
戦
後
の
日
本
の
近
代
化
と
復
興
と
い
う
コ
ン
テ
ク

ス
ト
の
大
き
な
変
質
を
示
し
て
い
る
。

「
文
化
」
と
ク
ラ
シ
ッ
ク

　
「
文
化
」
と
い
う
言
葉
は
、
現
在
は
ほ
と
ん
ど
死

語
と
化
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
第
二
次
世
界
大

戦
後
で
は
「
文
化
包
丁
」
や
「
文
化
住
宅
」
と
い
う

語
が
、
庶
民
の
近
未
来
の
反
映
を
象
徴
し
、「
文
化

会
館
」
の
思
想
が
全
国
を
駆
け
巡
っ
た
。
こ
の
昭
和

30
年
代
か
ら
40
年
代
に
か
け
て
の
時
代
に
お
い
て

「
文
化
」
と
い
う
語
は
、
あ
る
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
持

っ
て
い
た
。
そ
れ
は
高
度
成
長
と
家
族
の
繁
栄
と
、

何
と
言
っ
て
も
「
豊
か
さ
」
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、

ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
は
「
豊
か
さ
」
を
約
束
さ
れ
て
く

れ
る
キ
ー
・
ワ
ー
ド
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
あ
る
程
度
の
豊
か
さ
を
実
感
で
き
る
よ

う
に
な
っ
た
時
点
で
、
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
＝
社
会
の

繁
栄
＝
家
族
の
満
足
＝
文
化
と
言
う
等
式
が
、
霧
消

し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
社
会
の
富
が
あ
る
程
度
、

行
き
渡
り
、
郊
外
に
一
戸
建
て
の
住
ま
い
を
求
め
、

子
供
に
大
学
教
育
を
与
え
る
と
い
う
家
族
の
目
標
が

達
成
さ
れ
る
と
、「
文
化
」
は
理
念
と
し
て
の
夢
を

失
い
、
ピ
ア
ノ
を
持
つ
こ
と
が
「
誇
り
」
と
す
る
指

標
も
実
態
を
失
う
。

　

高
度
成
長
期
に
ピ
ア
ノ
が
売
れ
た
の
は
ま
さ
に
、

▲写真３　サロンでピアノを演奏する女性
　　　　　ロバート・ナドラー画（1869年）
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一
戸
建
て
の
住
宅
環
境
の
整
備
と
子
供
に
対
す
る
、

「
文
化
」
の
指
標
と
し
て
の
お
稽
古
教
育
の
反
映
で

あ
る
。
そ
の
指
標
が
特
に
２
０
０
０
年
以
降
、
大
き

く
変
質
し
て
き
た
。

　

そ
の
変
質
は
、
ピ
ア
ノ
の
販
売
台
数
の
激
減
に
明

瞭
に
見
て
取
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
れ
で
は
人
々
は

ピ
ア
ノ
に
代
わ
る
、
何
を
文
化
の
指
標
と
し
て
き
て

い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。パ
ソ
コ
ン
な
の
で
あ
ろ
う
か
、

高
性
能
の
テ
レ
ビ
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
の
商

品
は
す
で
に
指
標
と
し
て
の
機
能
を
終
え
て
い
る
。

今
日
の
日
本
は
「
文
化
」
と
い
う
語
だ
け
で
は
な
く
、

文
化
指
標
す
ら
喪
失
し
て
き
て
い
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

ク
ラ
シ
ッ
ク
は
今

　

ク
ラ
シ
ッ
ク
の
最
後
の
華
や
か
さ
を
具
現
し
た
の

は
、
バ
ブ
ル
の
絶
頂
期
に
リ
リ
ー
ス
さ
れ
た
モ
ー
ツ

ァ
ル
ト
の
Ｃ
Ｄ
全
集
と
、
マ
ー
ラ
ー
の
全
交
響
曲
の

連
続
演
奏
会
で
あ
っ
た
。

　

１
９
９
１
年
、
日
本
は
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
死
後
２
０

０
年
記
念
事
業
に
大
い
に
沸
い
た
。
マ
ン
ガ
の
解
説

に
よ
る
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
Ｃ
Ｄ
選
集
も
発
売
さ
れ
、
そ

の
前
哨
と
も
い
え
る
マ
ー
ラ
ー
・
ブ
ー
ム
は
、
日
本

中
で
マ
ー
ラ
ー
新
時
代
と
も
い
え
る
熱
狂
を
巻
き
起

こ
し
た
。

　

し
か
し
、
こ
の
時
期
を
境
に
し
て
日
本
の
ク
ラ
シ

ッ
ク
文
化
は
大
き
な
節
目
を
迎
え
る
。
バ
ブ
ル
が
崩

壊
し
、
夢
の
文
化
の
風
船
が
は
じ
け
た
後
、
日
本
社

会
は
極
端
な
現
実
路
線
に
向
か
い
、
ク
ラ
シ
ッ
ク
や

文
化
と
い
う
実
体
性
の
な
い
浮
遊
価
値
に
背
を
向

け
、
ひ
た
す
ら
実
利
の
確
保
と
実
用
性
を
人
々
は
目

指
す
よ
う
に
な
る
。

　

か
つ
て
は
好
調
な
輸
出
に
も
支
え
ら
れ
て
、
日
本

の
ピ
ア
ノ
創
造
台
数
は
ヤ
マ
ハ
お
よ
び
カ
ワ
イ
な
ど

の
メ
ー
カ
ー
を
合
わ
せ
て
、
１
９
８
０
年
（
昭
和
55

年
）
で
は
39
万
台
に
達
し
た
、
２
０
０
２
年
で
は
11

万
台
弱
に
落
ち
込
み
、
現
在
は
韓
国
や
中
国
で
の
ピ

ア
ノ
製
造
が
急
増
し
て
い
る
こ
と
も
影
響
し
て
、
国

内
の
ピ
ア
ノ
製
造
台
数
は
さ
ら
に
低
下
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
ク
ラ
シ
ッ
ク
の
Ｃ
Ｄ
の
売
り
上
げ
も
激
減

し
、毎
年
の
リ
リ
ー
ス
点
数
も
減
少
の
一
途
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
ク
ラ
シ
ッ
ク
愛
好
者
が
減
少
し
て
い
る
の

で
あ
る
。

　

バ
ッ
ハ
や
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
、
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
、

そ
し
て
ロ
マ
ン
派
の
シ
ョ
パ
ン
や
リ
ス
ト
の
時
代

は
、
聴
衆
は
彼
ら
の
新
し
い
音
楽
に
期
待
し
た
。
ど

の
よ
う
な
真
作
が
発
表
さ
れ
る
か
を
人
々
は
固
唾
を

飲
ん
で
見
守
っ
た
に
違
い
な
い
。
演
奏
会
場
は
い
つ

も
新
し
さ
を
期
待
す
る
聴
衆
の
緊
張
感
に
満
ち
溢
れ

て
い
た
で
あ
ろ
う
。
20
世
紀
初
期
に
お
い
て
も
ド
ビ

ュ
ッ
シ
ー
や
ラ
ヴ
ェ
ル
、
ス
ト
ラ
ヴ
ィ
ン
ス
キ
ー
の

作
品
は
、
聴
衆
が
賛
否
を
巡
っ
て
大
騒
ぎ
を
す
る
ほ

ど
の
活
気
が
あ
っ
た
。

　

だ
が
、
現
在
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
現
代
音
楽
の
新

作
の
演
奏
会
は
ま
っ
た
く
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
に
も
な
ら

な
け
れ
ば
、
大
騒
動
も
起
こ
さ
な
い
。
聴
衆
は
誰
も

現
代
音
楽
に
は
期
待
し
て
い
な
い
と
言
っ
た
方
が
良

い
か
も
し
れ
な
い
。
演
奏
会
や
Ｃ
Ｄ
な
ど
で
演
奏
さ

れ
る
の
は
、
バ
ッ
ハ
の
時
代
か
ら
せ
い
ぜ
い
ラ
ヴ
ェ

ル
の
亡
く
な
る
ま
で
の
時
代
の
約
２
０
０
年
間
の
音

楽
で
、
特
定
の
作
曲
家
の
特
定
の
レ
パ
ー
ト
リ
ー
が

繰
り
返
し
リ
リ
ー
ス
さ
れ
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
個
性
豊

か
な
演
奏
者
を
発
掘
し
て
Ｃ
Ｄ
が
リ
リ
ー
ス
さ
れ
て

は
い
る
が
、
そ
の
制
作
点
数
は
年
々
、
減
少
の
一
途

で
あ
る
。

　

ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
時
代
の
よ
う
に
新
作
の
現
代

音
楽
が
話
題
と
な
っ
て
、
繰
り
返
し
演
奏
さ
れ
、
毎

年
膨
大
な
数
の
楽
譜
が
出
版
さ
れ
た
当
時
と
は
明
ら

か
に
異
な
り
、
音
楽
享
受
の
レ
パ
ー
ト
リ
ー
と
な
る

新
た
な
作
品
の
創
作
が
事
実
上
、
ス
ト
ッ
プ
し
て
い

る
現
在
、
バ
ッ
ハ
や
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
な
ど
の
ク
ラ

シ
ッ
ク
音
楽
が
、
文
化
財
あ
る
い
は
古
典
芸
能
と
し

て
聞
か
れ
る
日
も
近
い
の
か
も
し
れ
な
い
。


