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二
〇
〇
九
年
の
十
月
三
日
と
四
日
の
二
日
間
に
わ
た
り
、
広
島
市
中
区
に
あ

る
ア
ス
テ
ー
ル
プ
ラ
ザ
の
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
等
練
習
場
で
、「
東
ア
ジ
ア
の
現
代

音
楽
祭2009 in 

ヒ
ロ
シ
マ
」
と
題
す
る
現
代
音
楽
の
コ
ン
サ
ー
ト
と
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
を
開
催
し
た
。
筆
者
は
こ
の
音
楽
祭
に
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
と
し
て
携
わ
っ

た
が
、
本
稿
に
お
い
て
音
楽
祭
の
内
容
に
つ
い
て
報
告
す
る
と
と
も
に
、
運
営

と
開
催
を
通
し
て
見
え
て
き
た
今
後
の
課
題
に
つ
い
て
、
と
り
わ
け
音
楽
祭
の

テ
ー
マ
で
あ
る
「
東
ア
ジ
ア
の
現
代
音
楽
」
に
焦
点
を
当
て
な
が
ら
述
べ
て
み

た
い
。

一
．「
東
ア
ジ
ア
の
現
代
音
楽
祭2009 in 

ヒ
ロ
シ
マ
」
の
概
要

　

こ
の
音
楽
祭
で
は
、
東
ア
ジ
ア
や
東
南
ア
ジ
ア
各
地
に
拠
点
を
お
き
つ
つ
内

外
で
広
く
活
躍
す
る
作
曲
家
十
二
名
を
招
聘
し
た
。
内
訳
は
、日
本
か
ら
三
名
、

韓
国
か
ら
四
名
、
中
国
か
ら
四
名
（
香
港
一
名
、
台
湾
一
名
を
含
む
）、
フ
ィ

リ
ピ
ン
か
ら
一
名
で
あ
る
。
日
本
で
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
若
手
の
作
曲

家
も
含
ま
れ
る
が
、
す
で
に
国
際
的
に
活
躍
す
る
と
同
時
に
大
学
や
地
域
を
舞

台
に
現
代
音
楽
祭
の
企
画
・
運
営
に
携
わ
る
な
ど
、
い
ず
れ
も
グ
ロ
ー
カ
ル
に

現
代
音
楽
界
を
リ
ー
ド
す
る
存
在
と
な
っ
て
い
る
。
初
日
に
二
回
の
コ
ン
サ
ー

ト
を
開
催
し
て
彼
ら
の
作
品
を
紹
介
し
、二
日
目
に
は
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催
、

「
東
ア
ジ
ア
」
や
「
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
各
自
の
音
楽
観
や
創

作
観
を
交
換
す
る
機
会
を
設
定
し
た
。
個
々
の
作
品
や
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
内
容

に
つ
い
て
は
、
す
で
に
会
報
誌
（
第
一
〇
五
号
）
の
中
で
運
営
側
、
演
奏
側
、

聴
き
手
側
の
立
場
か
ら
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
え
て
触
れ
ず
、
本
稿
で
は
企

画
や
運
営
に
関
し
て
反
省
点
を
交
え
な
が
ら
報
告
し
た
い
。

　
（
１
）
コ
ン
サ
ー
ト

　

初
日
の
コ
ン
サ
ー
ト
で
は
計
十
五
曲
を
上
演
し
た
。
作
品
は
、
予
算
の
都
合

に
よ
り
奏
者
が
三
名
以
内
、
演
奏
時
間
が
十
分
〜
十
五
分
程
度
で
近
年
に
創
作

75

　
「
東
ア
ジ
ア
の
現
代
音
楽
祭2009 in 

ヒ
ロ
シ
マ
」
報
告
と
今
後
の
課
題

　
　
　
　
　
　

能
登
原　
　

由　
　

美



藝術研究 第 23号 2010

7676

さ
れ
た
も
の
、
と
い
う
条
件
で
作
曲
者
に
選
曲
し
て
も
ら
っ
た
。
日
本
人
作
曲

家
に
は
二
曲
の
作
品
、
海
外
の
作
曲
家
に
は
そ
れ
ぞ
れ
一
曲
ず
つ
の
作
品
の
提

出
を
依
頼
し
た
。
そ
の
結
果
、
次
表
の
よ
う
な
作
品
が
上
演
さ
れ
た
。

表　

 「
東
ア
ジ
ア
の
現
代
音
楽
祭2009 in 

ヒ
ロ
シ
マ
」
上
演
作
品
一
覧
（
プ

ロ
グ
ラ
ム
順
に
掲
載
）

コ
ン
サ
ー
ト
Ⅰ

コ
ン
サ
ー
ト
Ⅱ

　

こ
れ
ら
の
作
品
を
、
広
島
交
響
楽
団
奏
者
を
は
じ
め
、
広
島
を
中
心
に
演
奏

活
動
を
行
っ
て
い
る
二
十
八
人
の
奏
者
が
演
奏
し
た
。
五
曲
以
外
は
い
ず
れ
も

奏
者
二
名
以
上
の
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
と
な
っ
た
が
、
互
い
に
広
島
在
住
で
あ
り
な

が
ら
も
初
顔
合
わ
せ
の
組
み
合
わ
せ
も
多
く
み
ら
れ
た
。
コ
ン
サ
ー
ト
前
日
に

タ　イ　ト　ル 作　曲　者 作曲年 演奏形態
Cloud-Cuckoo-Land 
Ⅱ for Violin and 
Piano

金重希（韓国）
KIM, Joonghee 2007 ヴァイオリン、

ピアノ

Chilly River 
and Snow, for 
Flute, Piano and 
Violoncello

郭元（中国）
GUO, Yuan 2003 フルート、ピアノ、

チェロ

光と風と海と・・・、
リコーダー・ソロの
ために

伴谷晃二（日本） 2008 リコーダー

String Trio No.1 
《A Story of the 
Old and Present 
Days》

李福男（韓国）
LEE, Boknam 2003 ヴァイオリン、

ヴィオラ、チェロ

《ルブリョフの扉》
独奏ヴァイオリンの
ために

糀場富美子（日本） 2006 ヴァイオリン

Hoy!, for 
Trombone and 
Percussion duo

トレド、チノ
（フィリピン）
TOLEDO, Chino

2004
トロンボーン、
２台のパーカッ
ション

マリンバのための
音楽 湯浅譲二（日本） 2006 マリンバ

タ　イ　ト　ル 作　曲　者 作曲年 演奏形態

“It comes, it goes”, 
for an Alto Flute

呂文慈（台湾）
LU, Wen-Tze 
Grace

1990 アルト・フルート

Moving Cloud and 
Flowing Water, 
for Marimba and 
Piano

姚恒璐（中国）
YAO, Heng Lu 2004 マリンバ、ピアノ

Trio for Violon, 
Violoncello and 
Piano

李鎭宇（韓国）
LEE, Gene Woo 2006 ヴァイオリン、

チェロ、ピアノ

《ぽるとがるぶみ》
メゾソプラノと打楽
器のために

糀場富美子（日本） 2002 メゾソプラノ、
パーカッション

Oriental Garden 
for English-horn, 
Viola and Guitar

陳永華（香港）
CHAN, Wing Wah 2008

イングリッシュ・
ホルン、ヴィオラ、
ギター

余白の祈り、オーボ
エ、バスーン、筝

（十七絃）のために
伴谷晃二（日本） 2007 オーボエ、

バスーン、箏

St. Peter for Piano 
solo

朴銀荷（韓国）
PARK, Eun-Ha 2007 ピアノ

チェロとピアノのた
めの内触覚的宇宙Ⅳ 湯浅譲二（日本） 1997 チェロ、ピアノ
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作
曲
家
が
来
広
す
る
と
と
も
に
一
曲
に
つ
き
三
十
分
ず
つ
の
リ
ハ
ー
サ
ル
が
コ

ン
サ
ー
ト
会
場
で
行
わ
れ
、
作
品
を
め
ぐ
っ
て
作
曲
者
と
奏
者
の
間
で
様
々
な

や
り
取
り
が
行
わ
れ
た
。
作
品
に
よ
っ
て
は
、
作
曲
者
と
奏
者
が
事
前
に
連
絡

を
取
り
合
い
演
奏
法
な
ど
の
確
認
も
行
わ
れ
て
い
た
よ
う
だ
が
、
リ
ハ
ー
サ
ル

が
初
対
話
と
な
る
場
合
も
多
く
、
本
番
前
日
と
い
う
緊
張
感
の
中
で
作
曲
者
、

奏
者
と
も
に
と
ま
ど
い
が
見
ら
れ
る
場
面
も
少
な
く
な
か
っ
た
。
実
際
、
作
曲

者
が
同
席
す
る
リ
ハ
ー
サ
ル
が
前
日
に
１
回
限
り
と
い
う
段
取
り
に
つ
い
て
は

改
善
を
求
め
る
声
も
聞
か
れ
た
。
け
れ
ど
も
、
海
外
の
作
曲
者
を
招
聘
す
る
場

合
に
は
予
算
的
な
問
題
が
避
け
ら
れ
な
い
。
一
方
で
、
演
奏
者
が
作
曲
者
と
の

話
し
合
い
の
中
で
音
楽
を
創
り
上
げ
て
い
く
の
は
、
す
で
に
作
曲
者
の
い
な
い

古
典
作
品
で
は
不
可
能
な
、「
現
代
音
楽
」
の
特
権
で
も
あ
る
。
も
と
も
と
商

業
的
に
は
利
益
が
な
い
ど
こ
ろ
か
リ
ス
ク
の
あ
る
こ
と
を
承
知
の
上
で
現
代
音

楽
を
取
り
上
げ
る
の
だ
か
ら
、
こ
う
し
た
特
権
は
十
分
に
生
か
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
こ
の
点
は
、
今
後
検
討
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

　

コ
ン
サ
ー
ト
本
番
で
は
、
第
一
部
、
第
二
部
と
も
に
九
十
名
前
後
の
来
場
者

が
あ
っ
た
。
地
方
ば
か
り
か
首
都
圏
で
も
聴
衆
が
五
十
名
に
満
た
な
い
現
代
音

楽
の
コ
ン
サ
ー
ト
が
多
い
中
、
合
計
す
る
と
約
百
八
十
名
の
来
場
者
が
あ
っ
た

事
実
は
、
運
営
に
関
し
て
反
省
点
の
多
い
中
で
数
少
な
い
満
足
点
の
一
つ
と
な
っ

た
。
一
方
、
後
日
聞
い
た
話
だ
が
、「
演
奏
さ
れ
た
作
品
の
楽
譜
を
見
た
か
っ
た
」

と
い
う
意
見
が
聴
衆
か
ら
上
が
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
一
部
の
作
品
に
つ
い

て
は
楽
譜
の
販
売
も
行
わ
れ
た
が
、
い
ず
れ
も
日
本
人
の
作
曲
家
に
よ
る
作
品

で
あ
っ
た
。
聴
衆
に
と
っ
て
、
日
本
で
は
ま
だ
無
名
の
こ
う
し
た
東
ア
ジ
ア
の

作
曲
家
の
作
品
に
触
れ
る
機
会
は
非
常
に
少
な
く
、
楽
譜
を
介
し
た
作
曲
者
と

聴
衆
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
場
と
し
て
楽
譜
展
示
を
す
る
場
を
設
け
る

の
は
非
常
に
有
意
義
だ
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
も
今
後
の
検
討
課
題
で
あ
る
。

　
（
２
）
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

　

二
日
目
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
、
ま
ず
湯
浅
氏
に
よ
り
「
今
日
、
音
楽
創
造

に
あ
た
っ
て
考
え
る
べ
き
こ
と
」と
題
す
る
基
調
講
演
が
行
わ
れ
た
。
そ
の
後
、

休
憩
を
挟
ん
で
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
東
ア
ジ
ア
の
音
楽
と
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
」

が
開
催
さ
れ
た
。
シ
ン
ポ
ジ
ア
ス
ト
に
は
、
招
聘
作
曲
家
の
う
ち
日
本
か
ら
湯

浅
氏
、
韓
国
か
ら
李
鎭
宇
氏
、
中
国
か
ら
姚
氏
、
台
湾
の
呂
氏
、
香
港
の
陳
氏
、

フ
ィ
リ
ピ
ン
の
ト
レ
ド
氏
が
選
ば
れ
た
。
た
だ
し
、
姚
氏
と
ト
レ
ド
氏
に
関
し

て
は
来
日
が
急
遽
取
り
や
め
に
な
る
ハ
プ
ニ
ン
グ
が
あ
っ
た
。
姚
氏
の
代
役
に

は
同
じ
中
国
か
ら
参
加
し
た
郭
氏
を
立
て
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
ト
レ
ド
氏
の

代
役
は
立
て
ら
れ
ず
、
結
果
的
に
予
定
よ
り
一
名
少
な
い
五
名
に
よ
っ
て
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
は
、
先
の
基
調
講
演
に
内
容
を
連
動
さ

せ
る
べ
く
、
湯
浅
氏
に
よ
る
講
演
内
容
か
ら
二
つ
の
論
点
が
選
ば
れ
た
。
つ
ま

り
、「
音
楽
と
は
人
間
に
と
っ
て
何
か
？
」、
そ
し
て
「
東
ア
ジ
ア
の
作
曲
家
の

コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
の
反
映
と
し
て
の
音
楽
」
で
あ
る
。
こ
れ
ら
二
点
に
つ
い
て
、

湯
浅
氏
以
外
の
シ
ン
ポ
ジ
ア
ス
ト
に
五
分
程
度
で
各
自
の
意
見
を
述
べ
て
も
ら
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え
る
よ
う
、
英
語
に
よ
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
事
前
に
提
出
し
て
も
ら
い
、
当
日
は

そ
の
英
文
を
本
人
が
読
み
上
げ
る
と
と
も
に
、
日
本
語
に
翻
訳
し
た
も
の
を
会

場
内
で
配
布
し
た
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
議
論
の
段
階
と
な
る
と
日
本
語
の
ほ
か
中
国
語
と
韓
国
語

が
飛
び
交
い
、
英
語
、
中
国
語
、
韓
国
語
の
三
名
の
通
訳
者
を
準
備
し
た
と
は

い
え
通
訳
に
時
間
が
か
か
る
な
ど
進
行
方
法
に
課
題
を
残
す
こ
と
と
な
っ
た
。

た
だ
し
、
提
出
し
て
も
ら
っ
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
内
容
に
お
い
て
す
で
に
各
シ
ン

ポ
ジ
ア
ス
ト
の
論
点
が
か
み
合
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
言
語
の

問
題
と
い
う
よ
り
も
テ
ー
マ
設
定
、
あ
る
い
は
そ
の
後
の
調
整
方
法
な
ど
が
も

う
少
し
必
要
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、来
場
者
は
三
十
名
弱
で
あ
っ
た
。

二
．
今
後
の
課
題
：
「
東
ア
ジ
ア
」
の
「
現
代
音
楽
」
を
上
演
す
る
意
義

　

こ
の
よ
う
に
、
二
日
間
に
わ
た
り
四
ヶ
国
か
ら
計
十
二
名
の
作
曲
者
と

二
十
八
名
の
演
奏
者
を
迎
え
た
音
楽
祭
を
、
数
名
の
ス
タ
ッ
フ
で
、
数
ヶ
月
の

準
備
期
間
で
開
催
し
終
え
た
こ
と
に
は
ひ
と
ま
ず
安
堵
し
た
。
実
際
、
終
了
後

に
湯
浅
氏
が
語
っ
た
「
地
方
で
行
う
現
代
音
楽
祭
と
し
て
は
水
準
が
高
く
、
今

後
も
継
続
し
た
ほ
う
が
よ
い
」
と
の
言
葉
に
は
多
く
の
者
が
励
ま
さ
れ
た
こ
と

で
あ
ろ
う
。
一
方
で
、
そ
の
「
地
方
で
行
う
現
代
音
楽
祭
」
と
し
て
再
検
討
す

べ
き
課
題
が
数
多
く
見
え
て
き
た
の
も
事
実
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
西
洋
の
古

典
音
楽
が
依
然
と
し
て
主
流
の
地
方
に
お
い
て
、あ
え
て
「
東
ア
ジ
ア
」
の
「
現

代
音
楽
」
と
い
う
い
ず
れ
も
聴
衆
を
得
に
く
い
二
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
並
べ
た

音
楽
祭
を
開
催
す
る
意
義
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
同
業
者
や
愛
好
者
だ

け
を
対
象
に
し
た
の
で
あ
れ
ば
と
も
か
く
、
今
回
の
よ
う
に
よ
り
幅
広
い
聴
衆

の
獲
得
を
目
指
し
て
大
規
模
な
広
報
活
動
を
行
い
、
行
政
機
関
と
も
連
携
し
た

開
催
と
な
れ
ば
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
議
論
を
重
ね
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
今
回
の
音
楽
祭
で
は
こ
の
点
に
つ
い
て
の
事
前
の
議
論
が

十
分
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
が
も
っ
と
も
大
き
な
反
省
点
で
あ
る
。

　
「
東
ア
ジ
ア
」
に
対
す
る
眼
差
し
は
、
日
本
の
音
楽
界
で
も
近
年
熱
く
な
り

つ
つ
あ
る
。
す
で
に
多
く
の
作
曲
家
は
二
十
世
紀
後
半
に
入
り
、
自
ら
の
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
の
拠
り
所
と
し
て
ア
ジ
ア
に
盛
ん
に
目
を
向
け
る
よ
う
に

な
っ
た
。
彼
ら
は
単
に
日
本
、
あ
る
い
は
ア
ジ
ア
の
旋
律
や
伝
統
楽
器
を
西
洋

音
楽
の
語
法
と
融
合
さ
せ
た
だ
け
で
は
な
く
、
西
洋
と
は
異
な
る
ア
ジ
ア
独
自

の
音
楽
観
、
世
界
観
を
追
求
し
、
様
々
な
形
で
音
楽
に
反
映
さ
せ
た
。
こ
う
し

た
作
曲
家
の
動
向
が
、
ア
ジ
ア
の
作
曲
家
に
焦
点
を
当
て
た
音
楽
祭
の
開
催
に

も
繋
が
り
、
仙
台
や
東
京
、
あ
る
い
は
九
州
な
ど
で
ア
ジ
ア
の
作
曲
家
を
テ
ー

マ
に
し
た
様
々
な
音
楽
祭
が
こ
れ
ま
で
に
も
開
催
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
は
、「
音

楽
を
色
づ
け
る
趣
向
と
し
て
の
汎
ア
ジ
ア
の
イ
メ
ー
ジ
で
は
な
く
、
直
接
に
交

渉
／
交
流
す
る
相
手
と
し
て
の
ア
ジ
ア
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
＊
、
す
で
に
西

洋
音
楽
語
法
を
十
分
に
身
に
つ
け
た
作
曲
家
同
士
の
相
互
交
流
の
場
と
し
て
、

そ
れ
ま
で
の
よ
う
に
欧
米
だ
け
で
は
な
く
ア
ジ
ア
に
も
関
心
が
向
け
ら
れ
始
め

た
こ
と
を
表
す
も
の
と
い
え
る
。
広
島
で
も
す
で
に
、
今
回
の
音
楽
祭
の
企
画
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者
で
あ
り
音
楽
監
督
で
も
あ
る
伴
谷
晃
二
氏
が
「
ア
ジ
ア
の
作
曲
家
と
広
島
」

と
題
す
る
コ
ン
サ
ー
ト
を
一
九
九
四
年
に
開
催
し
て
お
り
、
今
回
の
音
楽
祭
は

そ
れ
を
発
展
さ
せ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
ア
ジ
ア
に
対
す
る
関
心
は
、
創
作
側
に
牽
引
さ
れ
る
形
で
演
奏

者
や
聴
衆
に
も
徐
々
に
広
が
り
つ
つ
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
け
れ
ど
も
、「
交
渉

／
交
流
相
手
と
し
て
の
ア
ジ
ア
」
は
創
作
側
に
と
っ
て
は
そ
れ
自
体
で
意
義
を

も
つ
と
し
て
も
、
す
で
に
出
来
上
が
っ
た
作
品
を
受
け
取
る
だ
け
の
聴
き
手
に

と
っ
て
は
そ
う
と
は
言
え
ま
い
。
少
な
く
と
も
、
足
を
運
ん
だ
コ
ン
サ
ー
ト
が

「
ア
ジ
ア
の
現
代
音
楽
」
を
テ
ー
マ
に
掲
げ
て
い
れ
ば
、
展
示
さ
れ
た
作
品
群

に
何
ら
か
の
「
ア
ジ
ア
的
な
も
の
」
を
期
待
す
る
は
ず
で
あ
る
。
振
り
返
っ
て

み
れ
ば
、
今
回
の
音
楽
祭
で
は
こ
う
し
た
「
ア
ジ
ア
の
」
音
楽
語
法
を
感
じ
さ

せ
る
作
品
も
あ
れ
ば
、
西
洋
の
様
式
の
み
を
踏
襲
し
て
ア
ジ
ア
的
な
響
き
の
感

じ
ら
れ
な
い
作
品
も
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
ア
ジ
ア
的
な
響
き
が
良
く
西
洋
の

語
法
が
悪
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
様
々
な
ス
タ
イ

ル
の
音
楽
が
寄
せ
集
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
た
め
に
、「
東
ア
ジ
ア
の
作
曲

家
の
作
品
展
」
と
い
う
レ
ー
ベ
ル
以
外
の
何
か
を
こ
の
コ
ン
サ
ー
ト
の
中
で
見

い
出
す
こ
と
は
、非
常
に
難
し
か
っ
た
と
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

新
し
く
生
み
出
さ
れ
る
作
品
の
多
く
は
せ
い
ぜ
い
数
回
上
演
さ
れ
た
後
、
そ

の
後
は
お
蔵
入
り
と
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
作
曲
さ
れ
た
も
の
の
一
度
も
日
の
目

を
見
る
こ
と
の
な
い
作
品
も
無
数
に
あ
り
、
音
源
化
さ
れ
て
市
場
に
出
回
る
作

品
は
ご
く
僅
か
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
現
代
音
楽
祭
は
、
聴
衆
に
と
っ
て
は
生
で

あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
以
前
に
、
滅
多
に
演
奏
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
音
楽
作
品

そ
の
も
の
に
触
れ
る
こ
と
の
で
き
る
貴
重
な
機
会
で
あ
る
。

　

演
奏
者
に
と
っ
て
も
、
と
り
わ
け
地
方
と
な
る
と
現
代
音
楽
に
触
れ
る
機
会

は
多
く
は
な
い
。
地
方
で
行
わ
れ
る
音
楽
会
の
場
合
、
演
奏
者
を
地
元
で
は
な

く
他
地
域
か
ら
招
く
場
合
が
少
な
く
な
い
の
も
そ
の
理
由
の
一
つ
で
あ
る
。
演

奏
者
に
と
っ
て
も
現
代
音
楽
祭
は
同
時
代
の
未
知
の
音
楽
に
触
れ
る
機
会
で
あ

る
と
と
も
に
、
演
奏
す
る
作
品
に
つ
い
て
そ
の
作
者
と
の
対
面
に
よ
る
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
通
じ
て
音
楽
を
創
造
で
き
る
機
会
で
も
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
現
代
音
楽
祭
は
、
地
方
に
住
む
演
奏
者
や
聴
衆
に
と
っ
て
音

楽
創
作
の
最
前
線
に
遭
遇
で
き
る
絶
好
の
機
会
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
提
示

す
る
側
（
企
画
・
運
営
側
）
の
責
任
も
非
常
に
大
き
い
。
単
な
る
作
品
の
羅
列

に
終
わ
る
の
で
は
な
く
、
提
示
す
る
作
品
の
選
別
に
も
責
任
を
も
つ
の
は
当
然

で
あ
り
、
ど
の
作
曲
家
の
ど
の
作
品
を
選
別
す
る
か
に
つ
い
て
ま
ず
は
議
論
を

重
ね
る
こ
と
が
、
現
代
音
楽
を
演
奏
者
や
聴
衆
に
も
広
げ
て
い
く
第
一
歩
と
な

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
東
ア
ジ
ア
の
現
代
音
楽
」
を
上
演
す
る
意
義
を

改
め
て
問
い
直
す
と
と
も
に
、
作
品
展
示
の
「
中
身
」
に
つ
い
て
も
議
論
を
深

め
て
い
く
こ
と
が
今
後
の
も
っ
と
も
大
き
な
課
題
で
あ
る
。

＊　

日
本
戦
後
音
楽
史
研
究
会
編
『
日
本
戦
後
音
楽
史
下
』
平
凡
社
、
二
〇
〇
七
年
、

三
二
八
頁
。

 

（
の
と
は
ら
・
ゆ
み
／
エ
リ
ザ
ベ
ト
音
楽
大
学
、
広
島
大
学
各
非
常
勤
講
師
）


