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コ
ン
サ
ー
ト
・
ホ
ー
ル
で
。
―
―
二
千
人
の
観
衆
が
席
に
つ
い
て
静
寂
を
守
り
、
百
人
の
音
楽
家
が
め
い
め
い
の
楽
器
を

手
に
準
備
し
て
い
る
。
指
揮
者
が
指タ

ク

ト
揮
棒
を
振
り
上
げ
る
と
、
ほ
ん
の
少
し
お
く
れ
て
交
響
曲
が
始
ま
る
。
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ

が
演
奏
す
る
間
、
聴
衆
た
ち
は
各
々
ひ
と
り
静
か
に
、
と
う
の
昔
に
故
人
と
な
っ
て
い
る
大
作
曲
家
の
作
品
に
耳
を
澄
ま
す
。

ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
で
。
―
―
拡
声
器
か
ら
流
れ
る
無
味
乾
燥
な
メ
ロ
デ
ィ
ー
が
、
巨
大
な
空
間
を
満
た
し
て
、
客
、

レ
ジ
打
ち
、
フ
ロ
ア
の
店
員
、
そ
し
て
店
長
を
、
売
り
買
い
と
い
う
共
通
の
目
的
の
下
に
包
み
込
ん
で
い
る
。

巨
大
ス
タ
ジ
ア
ム
。
―
―
目
も
眩
む
よ
う
な
カ
ラ
フ
ル
な
ラ
イ
ト
に
つ
つ
ま
れ
て
、
五
万
人
の
観
客
の
拍
手
と
喝
采
、
そ

れ
に
ド
ラ
ム
と
エ
レ
キ
ギ
タ
ー
の
爆
音
が
、
ロ
ッ
ク
・
ス
タ
ー
を
迎
え
る
。
レ
コ
ー
ド
や
ビ
デ
オ
で
は
見
慣
れ
た
ス
タ
ー
だ

が
、
ラ
イ
ヴ
で
見
る
の
は
ま
た
別
の
経
験
だ
。
音
量
が
あ
ま
り
に
も
大
き
い
の
で
、
最
初
の
数
分
の
間
、
演
奏
は
ほ
と
ん
ど

聴
こ
え
な
い
。

若
い
男
性
が
通
り
を
歩
い
て
い
る
。
両
耳
を
塞
い
だ
ヘ
ッ
ド
フ
ォ
ン
が
彼
を
周
囲
か
ら
隔
離
し
て
い
る
。
頭
の
中
で
は
、
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彼
だ
け
に
し
か
聴
こ
え
な
い
音
楽
が
無
限
の
空
間
を
創
り
出
し
て
い
る
。

サ
ッ
ク
ス
奏
者
が
、
古
い
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
・
ソ
ン
グ
の
メ
ロ
デ
ィ
ー
を
大
胆
に
ア
レ
ン
ジ
し
た
即
興
パ
ー
ト
を
演
奏
し
終
え

る
。
ハ
ン
カ
チ
で
額
の
汗
を
拭
い
、
百
人
ほ
ど
の
観
客
の
喝
采
に
応
え
て
頷
く
と
、
す
ぐ
さ
ま
ピ
ア
ニ
ス
ト
が
彼
の
演
奏
の

後
を
引
き
継
い
だ
。

教
会
の
オ
ル
ガ
ン
奏
者
が
、
お
馴
染
み
の
讃
美
歌
の
最
初
の
一
節
を
演
奏
す
る
と
、
会
衆
は
一
斉
に
歌
い
始
め
た
―
―
不

ぞ
ろ
い
な
ユ
ニ
ゾ
ン
で
。

あ
る
野
外
集
会
。
―
―
五
万
人
の
男
女
が
直
立
不
動
で
敬
礼
し
、
愛
国
的
な
歌
を
と
ど
ろ
か
せ
て
い
る
。
か
れ
ら
は
神
に

向
け
て
母
国
の
繁
栄
を
懇
願
し
て
い
る
の
だ
。
部
外
者
は
と
い
え
ば
、
こ
の
歌
声
を
聴
い
て
、
恐
怖
の
た
め
に
な
か
ば
背
筋

が
寒
く
な
る
の
だ
が
…
…
。

オ
ペ
ラ
・
ハ
ウ
ス
で
。
―
―
長
髪
の
ブ
ロ
ン
ド
の
鬘か
つ
ら

と
、
白
と
赤
の
縞
の
ガ
ウ
ン
を
身
に
つ
け
た
ソ
プ
ラ
ノ
歌
手
が
、

哀
れ
に
死
ん
で
し
ま
う
狂
気
の
シ
ー
ン
に
昇
り
つ
め
る
。
劇
場
に
響
き
わ
た
る
死
に
際
の
歌
声
は
、
涙
の
叫
び
と
い
う
よ
り

は
、
満
足
感
に
充
ち
た
咆
哮
だ
。
幕
が
下
り
る
と
、
拍
手
と
足
踏
み
が
鳴
動
す
る
。
し
ば
ら
く
し
て
生
き
返
っ
た
彼
女
は
、

有
り
余
る
ほ
ど
の
喝
采
と
、
バ
ル
コ
ニ
ー
か
ら
降
り
注
ぐ
バ
ラ
の
シ
ャ
ワ
ー
を
浴
び
る
た
め
に
、
カ
ー
テ
ン
の
前
に
姿
を
現

わ
す
。

あ
る
朝
。
―
―
主
婦
が
古
い
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
・
ソ
ン
グ
を
口
ず
さ
み
な
が
ら
ベ
ッ
ド
メ
イ
キ
ン
グ
を
し
て
い
る
。
歌
詞
は
お

ぼ
ろ
げ
に
し
か
覚
え
て
い
な
い
。

音
楽
は
モ
ノ
で
は
な
い
、
活
動
で
あ
る

こ
れ
ら
の
あ
ま
り
に
多
種
多
様
な
状
況
と
行
為
、
そ
れ
に
音
サ
ウ
ン
ド

を
有
意
味
に
組
織
さ
せ
る
さ
ま
ざ
ま
な
や
り
方
の
す
べ
て
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が
、
音
楽
と
名
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
世
界
中
の
人
び
と
が
満
足
感
を
お
ぼ
え
、
人
生
、
お
金
、
時
間
を
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
つ

ぎ
込
ん
で
い
る
音
楽
と
は
、
い
っ
た
い
何
な
の
だ
ろ
う
か
？
　
―
―
こ
の
問
い
は
、
少
な
く
と
も
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
時
代
か

ら
、
何
度
も
繰
り
返
さ
れ
て
き
た
。
学
者
や
音
楽
家
は
、
音
楽
の
本ネ
イ
チ
ヤ
ー質

と
意
味
を
説
明
し
よ
う
と
、
そ
し
て
音
楽
が
人
間

に
と
っ
て
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
途
方
も
な
い
パ
ワ
ー
を
も
つ
理
由
を
探
ろ
う
と
、
努
力
し
続
け
て
き
た
。

こ
の
努
力
の
多
く
は
大
変
に
複
雑
か
つ
巧
妙
な
も
の
で
、
そ
の
う
ち
の
い
く
つ
か
は
抽
象
的
な
美
と
い
う
概
念
に
と
り
憑

か
れ
て
い
る
ほ
ど
だ
。
こ
の
複
雑
さ
と
巧
妙
さ
は
、
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
〔
ド
イ
ツ
系
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
の
天

文
学
者
。
一
四
七
三
〜
一
五
四
三
〕
が
地
球
の
代
わ
り
に
太
陽

を
中
心
に
持
っ
て
く
る
こ
と
で
惑
星
の
動
き
を
非
常
に
シ
ン
プ
ル
に
説
明
す
る
以
前
の
、
プ
ト
レ
マ
イ
オ
ス
派
〔
プ
ト
レ
マ
イ
オ

ス
は
ギ
リ
シ
ャ

の
天
文
学
者
。
七
三
〜
一

五
一
。
天
動
説
を
確
立

〕
の
天
文
学
者
が
発
明
し
た
従
円
と
周
転
円
〔
ど
ち
ら
も
プ
ト
レ
マ
イ
オ
ス
体
系
の
用
語
で
、
前
者
は
地
球
を
中

心
と
す
る
軌
道
、
後
者
は
従
円
の
円
周
上
を
回
る
小
円
の
こ
と

〕
の
組
み
合
わ

せ
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
。
し
か
し
こ
の
問
い
―
―
実
際
に
は
「
音
楽
の
意
味
と
は
何
か
？
」
と
「
人
間
の
生
に
お
け
る
音
楽

の
機
能
と
は
何
か
？
」
と
い
う
二
つ
の
問
い
な
の
だ
が
―
―
に
つ
い
て
、
満
足
な
答
え
が
与
え
ら
れ
た
た
め
し
が
な
い
。

こ
の
失
敗
の
わ
け
は
非
常
に
単
純
な
と
こ
ろ
に
あ
る
。
―
―
こ
れ
ら
は
間
違
っ
た
問
い
な
の
だ
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
世
に

音
楽
な
ど
と
い
う
モ
ノ
は
な
い
の
だ
か
ら
。

音
楽
と
は
モ
ノ
で
は
な
く
て
人
が
行
な
う
何
も
の
か
、
す
な
わ
ち
活ア
ク
テ
イ
ヴ
イ
テ
イ動
な
の
だ
。
一
見
疑
い
な
く
そ
こ
に
あ
る
よ
う

に
見
え
る
「
音
楽
」
と
い
う
概
念
は
実
は
作
り
物
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
音
楽
を
生
み
出
す
あ
ら
ゆ
る
活
動
や
行
為
の
抽
象
概

念
で
し
か
な
い
。
そ
の
証
拠
に
、
抽
象
概
念
と
し
て
の
「
音
楽
」
に
じ
っ
と
目
を
凝
ら
し
て
み
る
と
、
そ
こ
に
あ
っ
た
は
ず

の
リ
ア
リ
テ
ィ
は
す
ぐ
さ
ま
消
え
て
な
く
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
こ
の
抽
象
化
に
よ
る
思
考
―
―
す
な
わ
ち
活
動
や
行
為

の
本
質
を
あ
た
か
も
モ
ノ
の
よ
う
に
取
り
出
し
て
、
そ
れ
に
名
前
を
つ
け
る
こ
と
―
―
は
お
そ
ら
く
言
語
と
同
じ
く
ら
い
に

古
い
起
源
を
も
つ
、
私
た
ち
に
元
々
そ
な
わ
っ
た
習
慣
だ
。
実
際
、
世
界
を
概
念
化
す
る
こ
と
は
非
常
に
便
利
な
こ
と
な
の

だ
が
、
そ
こ
に
は
危
険
も
あ
る
。
私
た
ち
は
い
と
も
た
や
す
く
、
抽
象
概
念
を
現
実
よ
り
も
も
っ
と
リ
ア
ル
な
も
の
だ
と
思
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い
込
ん
で
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
か
ら
だ
。
た
と
え
ば
私
た
ち
は
、
愛
憎
や
善
悪
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
、「
愛
す
る
‐
憎
む
」

と
い
う
行
為
、「
善
い
こ
と
を
す
る
‐
悪
い
こ
と
を
す
る
」
と
い
う
行
為
ぬ
き
に
も
成
り
立
ち
う
る
と
、
さ
ら
に
は
前
者
の

抽
象
的
な
「
愛
」
や
「
善
悪
」
の
方
が
後
者
よ
り
も
リ
ア
ル
で
、
そ
れ
ら
の
行
為
の
背
後
に
普
遍
的
で
抽
象
的
な
理
念
が
横

た
わ
っ
て
い
る
、
と
思
っ
て
し
ま
い
が
ち
だ
。
こ
の
物
象
化
の
罠
こ
そ
が
、
プ
ラ
ト
ン
に
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
る
、
西
洋

的
な
思
考
を
巣
食
っ
て
き
た
誤
謬
な
の
で
あ
る
。

「
音
楽
」
と
は
「
音
楽
作
品
」
の
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
？

と
こ
ろ
で
、
も
し
音
楽
な
る
モ
ノ
が
な
い
の
な
ら
、「
音
楽
の
意
味
と
は
何
か
？
」
と
い
う
問
い
に
答
え
な
ど
あ
る
わ
け

が
な
い
。
西
洋
音
楽
を
研
究
す
る
学
者
た
ち
は
、
こ
の
こ
と
を
直
感
的
に
理
解
し
て
い
た
ら
し
い
。
し
か
し
か
れ
ら
は
、
私

た
ち
が
音
楽
と
呼
ぶ
諸
行
為
と
そ
の
意
味
―
―
そ
れ
は
行
な
わ
れ
た
と
同
時
に
飛
ん
で
行
っ
て
な
く
な
っ
て
し
ま
う
よ
う
な

も
の
だ
か
ら
、
そ
の
時
そ
の
場
で
把
握
す
る
し
か
な
く
、
も
ち
ろ
ん
紙
に
書
き
留
め
ら
れ
る
類
の
も
の
で
は
な
い
―
―
に
注

意
を
は
ら
う
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
部
分
を
静
か
に
削
除
し
て
、「
西
洋
的
伝
統
の
音
楽
作ワ
ー
ク
ス

品
群
」
に
音
楽

0

0

の
意
味
を

あ
て
が
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
な
ら
少
な
く
と
も
実
際
に
、
抽
象
概
念
と
し
て
の
「
音
楽
」
が
あ
る

0

0

よ
う
に
見
え
る
か
ら
だ

（
と
は
い
え
、「
ど
こ
に
」
も
し
く
は
「
ど
ん
な
ふ
う
に
」
そ
の
音
楽
作
品
が
あ
る
か
と
い
う
問
い
は
、
ま
た
別
の
問
題
を
引

き
起
こ
す
の
だ
が
…
…
）。
そ
う
い
う
わ
け
で
、
先
ほ
ど
の
「
音
楽
の
意
味
と
は
何
か
？
」
と
い
う
問
い
は
、
よ
り
扱
い
や

す
い
「
音
楽
作
品
の
意
味
と
は
何
か
？
」
と
い
う
問
い
に
な
っ
た
の
だ
が
、
実
際
こ
れ
は
最
初
の
問
い
と
は
ま
っ
た
く
の
別

物
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
西
洋
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
だ
け
を
他
の
音
楽
か
ら
区
別
し
て
特
権
化
す
る
の
は
、
は
な
は
だ
奇
怪
で
矛
盾
し
た
現

象
だ
。
一
方
で
、
西
洋
ク
ラ
シ
ッ
ク
の
こ
と
を
、
世
界
中
の
音
楽
文
化
で
も
稀
に
み
る
、
知
性
と
精
神
性
の
達
成
な
の
だ
と
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主
張
す
る
人
び
と
が
い
る
（
私
に
は
こ
の
主
張
は
、
地
球
外
の
知
的
生
命
体
に
向
け
て
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
詰
め
込
ん
だ
ミ
サ
イ

ル
に
何
を
塔
載
す
る
べ
き
か
と
尋
ね
ら
れ
た
あ
る
科
学
者
の
発
言
―
―
「
我
々
は
Ｊ
・
Ｓ
・
バ
ッ
ハ
〔
ド
イ
ツ
の
作
曲
家
。
一

六
八
五
〜
一
七
五
〇

〕
を

載
せ
て
お
く
べ
き
だ
。
そ
れ
じ
ゃ
あ
自
慢
に
な
っ
て
し
ま
う
が
ね
」
―
―
に
要
約
で
き
る
よ
う
に
思
え
る
）。
し
か
し
そ
の

主
張
と
は
裏
腹
に
、
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
は
西
洋
産
業
社
会
で
も
ご
く
一
部
の
人
び
と
に
し
か
ア
ピ
ー
ル
し
て
い
な
い
。
レ
コ

ー
ド
の
売
り
上
げ
に
い
た
っ
て
は
、
販
売
さ
れ
る
全
レ
コ
ー
ド
の
わ
ず
か
三
％
を
占
め
る
に
過
ぎ
な
い
の
だ
。

「
音
楽
」
と
い
う
言
葉
の
使
わ
れ
方
に
も
、
似
た
よ
う
な
お
か
し
さ
が
あ
る
。
大
学
や
カ
レ
ッ
ジ
や
音
楽
学
校
で
音
楽

0

0

学

部
と
い
え
ば
、
ま
た
高
級
紙
で
音
楽

0

0

批
評
と
い
え
ば
、
そ
れ
ら
は
実
際
に
は
「
ク
ラ
シ
ッ
ク
」
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
だ
。

く
わ
え
て
、
音
楽

0

0

学
と
い
う
学
問
も
（
当
然
な
が
ら
）
ほ
と
ん
ど
西
洋
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
に
し
か
関
わ
っ
て
い
な
い
。
ク

ラ
シ
ッ
ク
以
外
の
そ
の
他
の
音
楽
文
化 other m

usics

（
こ
れ
に
は
西
洋
の
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
音
楽
も
含
ま
れ
る
）
は
と
い
え
ば
、

「
民
族
音
楽
学
」
と
呼
ば
れ
る
分
野
が
あ
つ
か
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
（
西
洋
の
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
音
楽
の
本
当
に
音
楽
的
な
研

究
―
―
と
は
い
え
従
来
の
ク
ラ
シ
ッ
ク
研
究
と
は
ま
た
違
っ
た
意
味
で
の
音
楽
的
な
研
究
―
―
は
、
ま
だ
始
ま
っ
た
ば
か
り

で
、
未
だ
ず
う
ず
う
し
く
も
「
音
楽
学
」
を
名
乗
る
に
は
い
た
っ
て
い
な
い
）。

こ
の
矛
盾
は
音
楽
の
本
質
そ
れ
自
体
〔
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
か
と
い
う
問
題
〕
に
も
及
ん
で
い
る
。
た
と
え
ば
、
ク
ラ

シ
ッ
ク
音
楽
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
は
他
の
ど
ん
な
音
楽
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
準
備
に
も
適
当
だ
と
さ
れ
て
い
て
、
つ
ま
り
は
ク

ラ
シ
ッ
ク
が
そ
の
他
す
べ
て
の
音
楽
的
な
経
験
に
共
通
し
た
規モ
デ
ル範
で
あ
り
パ
ラ
ダ
イ
ム
だ
と
思
わ
れ
て
い
る
（
有
名
ヴ
ァ
イ

オ
リ
ニ
ス
ト
は
ス
テ
フ
ァ
ン
・
グ
ラ
ッ
ペ
リ
〔
フ
ラ
ン
ス
の
ジ
ャ
ズ
・
ヴ
ァ
イ
オ

リ
ニ
ス
ト
。
一
九
〇
八
〜
九
七

〕
と
デ
ュ
エ
ッ
ト
し
て
「
ジ
ャ
ズ
」
の
レ
コ
ー
ド
を

吹
き
込
み
、
オ
ペ
ラ
の
プ
リ
マ
ド
ン
ナ
は
ブ
ロ
ー
ド
ウ
ェ
イ
・
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
の
歌
を
録
音
す
る
が
、
か
れ
ら
の
誰
も
、
自

分
た
ち
の
ク
ラ
シ
ッ
ク
の
ス
タ
イ
ル
を
く
ず
さ
ず
に
演
奏
し
て
の
け
て
い
る
）。
そ
う
か
と
思
え
ば
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
に
は
、

そ
の
他
の
音
楽
文
化
と
は
違
っ
て
、
社
会
的
な
状
況
に
価
値
が
左
右
さ
れ
な
い
と
い
う
ユ
ニ
ー
ク
さ
が
あ
る
こ
と
に
な
っ
て
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い
る
。
果
敢
に
も
こ
の
前
提
に
異
議
を
申
し
立
て
る
勇
敢
な
精
神
の
持
ち
主
が
い
た
と
し
て
、
そ
の
人
物
に
は
音
楽
学
の
権

威
に
よ
る
罰
が
降
り
か
か
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
種
の
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
を
正
そ
う
と
人
類
の
あ
ら
ゆ
る
音
楽

の
比
較
研
究
を
試
み
る
者
も
、
た
い
て
い
は
西
洋
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
と
の
比
較
を
避
け
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
ク
ラ
シ
ッ
ク

の
ユ
ニ
ー
ク
さ
と
特
権
は
、
否
定
的
に
で
は
あ
る
が
、
こ
こ
で
も
暗
黙
の
う
ち
に
強
調
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
し
か
し
、
社
会

的
な
も
の
で
あ
れ
純
粋
に
音
楽
的
な
も
の
で
あ
れ
、
批
評
に
影
響
さ
れ
や
す
い
と
い
う
意
味
で
は
、
実
際
に
は
西
洋
ク
ラ
シ

ッ
ク
音
楽
は
そ
の
他
の
人
間
の
普
通
の
音
楽
（
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
「
民エ
ス
ニ
ツ
ク
・
ミ
ユ
ー
ジ
ツ
ク

族
音
楽
」
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
だ
と
思
っ

て
も
ら
っ
て
か
ま
わ
な
い
）
と
何
ら
変
わ
り
は
な
い
。

音
楽
作
品
の
「
モ
ノ
性
」
と
い
う
誤
謬

し
た
が
っ
て
、
音
楽
の
学
者
に
も
様
々
な
意
見
や
立
場
の
違
い
が
あ
る
に
決
ま
っ
て
い
る
の
だ
が
、
次
の
た
だ
一
点
に
関

し
て
は
、
お
お
よ
そ
議
論
と
疑
問
の
余
地
の
な
い
満
場
一
致
が
得
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
音
楽
の
本
質
お
よ
び
そ
の
考

え
う
る
あ
ら
ゆ
る
意
味
は
、
音
楽
作
品
（
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
「
西
洋
古
典
音
楽
」
の
作
品
を
指
す
）
と
呼
ば
れ
る
モ
ノ
の
な

か
に
見
出
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
こ
の
理
念
の
近
代
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
は
、
現
代
ド
イ
ツ
音
楽
学
の
長
老
カ
ー
ル
・
ダ
ー
ル

ハ
ウ
ス
〔
一
九
二
八
〜
八
九
。
著
書
に

『
音
楽
史
の
基
礎
概
念
』
な
ど

〕
に
よ
っ
て
公
式
化
さ
れ
て
い
る
（D

alhaus 1983

）
―
―
彼
は
き
っ
ぱ
り
と
「
音
楽
の
主

要
な
問
題
は
、
一
義
的
に
、
そ
れ
ら
が
生
み
出
さ
れ
た
時
代
を
生
き
延
び
た
第
一
級
の
音
楽
作
品
群
か
ら
な
る
」
こ
と
、
そ

し
て
「『
出イ
ヴ
エ
ン
ト

来
事
』
と
は
別
の
『
作
品
』
と
い
う
概
念
こ
そ
、
音
楽
史
の
基
礎
で
あ
る
」
と
言
う
。
音
楽
史
研
究
の
ど
の
時

点
を
取
り
出
し
て
も
、
ダ
ー
ル
ハ
ウ
ス
の
主
張
は
証
明
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
い
う
音
楽
史
研
究
と
は
、
音
楽
作
品
と
そ

れ
を
作
っ
た
人
び
と
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
っ
て
、
作
品
が
作
り
出
さ
れ
た
そ
の
時
々
の
状
況
と
、
作
品
群
の
性
質
に
影
響

を
与
え
た
諸
要
因
に
つ
い
て
の
研
究
を
い
う
。


