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シ
ョ
パ
ン
の
ピ
ア
ノ
協
奏
曲
の
「
室
内
楽
版
」

│
よ
み
が
え
る
一
九
世
紀
の
演
奏
習
慣
│

小
岩
信
治

文
化
政
策
学
部
芸
術
文
化
学
科

序「
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
」
は
、
今
日
の
一
般
的
な
イ
メ
ー
ジ
で
は
「
ま
じ
め
」
で

「
堅
苦
し
い
」
も
の
で
あ
る
（
注
一
）。
そ
の
「
崇
高
な
」、
同
時
に
「
近
づ
き
難

い
」
雰
囲
気
が
、
あ
る
種
の
「
高
級
感
」
と
も
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
は
、
例
え

ば
大
型
の
Ｃ
Ｄ
販
売
店
の
「
ク
ラ
シ
ッ
ク
」
フ
ロ
ア
の
内
装
に
み
て
と
れ
る
。
そ

こ
は
、
お
そ
ら
く
「
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
」
専
用
の
コ
ン
サ
ー
ト
・
ホ
ー
ル
の
装
い

を
模
し
て
木
目
調
で
統
一
さ
れ
、「C

lassic

」
と
い
う
フ
ロ
ア
名
が
金
文
字
で

掲
げ
ら
れ
て
い
た
り
す
る
。
そ
こ
に
投
影
さ
れ
て
い
る
、
今
日
の
こ
の
種
の
音
楽

の
イ
メ
ー
ジ
に
従
え
ば
、「
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
」
は
「
落
ち
着
い
て
」
作
品
や
作

曲
家
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
耳
を
傾
け
る
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
し
て
、

「
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
」
が
ラ
イ
ヴ
で
演
奏
さ
れ
る
コ
ン
サ
ー
ト
・
ホ
ー
ル
で
は
、

そ
れ
は
照
明
が
落
と
さ
れ
た
会
場
で
皆
が
一
心
に
傾
聴
す
る
も
の
で
あ
る
。
で
あ

る
か
ら
、
そ
う
し
た
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
際
は
、
咳
な
ど
に
よ
っ
て
聴
取
を
妨
げ

る
こ
と
は
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
・
・
・
。

　

し
か
し
、
今
日
「
ク
ラ
シ
ッ
ク
」
な
も
の
と
し
て
分
類
さ
れ
て
い
る
音
楽
は
、

す
べ
て
が
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
生
ま
れ
た
の
で
は
な
い
。
そ
の
こ
と
を
確
か

め
る
た
め
に
は
、
例
え
ば
「
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
」
の
中
心
的
な
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
る

「
交
響
曲
」
の
歴
史
に
目
を
向
け
て
み
れ
ば
よ
い
。
こ
の
ジ
ャ
ン
ル
は
、
Ｌ
・

ｖ
・
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
や
Ｇ
・
マ
ー
ラ
ー
の
作
品
を
知
っ
て
い
る
今
日
の
聴
衆
に

と
っ
て
は
、「
作
曲
家
の
精
神
」
の
表
出
を
理
解
す
る
た
め
に
一
生
懸
命
に
聴
く

（
べ
き
）
音
楽
の
、
典
型
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
、
そ
の
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
が
最

初
の
交
響
曲
を
仕
上
げ
る
十
年
ほ
ど
前
、
当
時
最
大
級
の
音
楽
都
市
ロ
ン
ド
ン

で
、
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
師
Ｊ
・
ハ
イ
ド
ン
は
、
静
か
に
音
楽
を
聞
か
な
い
人
々

に
あ
き
れ
て
い
た
。「
ま
あ
想
像
し
て
見
給
え
、
演
奏
会
場
で
、
そ
れ
も
少
数
で

は
な
く
多
く
の
人
間
が
、
あ
る
も
の
は
荒
い
鼻
息
を
し
、
あ
る
も
の
は
い
び
き
を

か
き
、
あ
る
も
の
は
こ
っ
く
り
こ
っ
く
り
や
っ
て
い
る
場
面
を
。
厳
粛
な
ど
と
い

う
も
の
は
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
。」（
西
原
一
九
八
七
・
一
〇
三
）　

ハ
イ
ド
ン
は

こ
の
都
市
の
聴
衆
の
た
め
に
一
ダ
ー
ス
の
「
ザ
ロ
モ
ン
交
響
曲
」
を
作
曲
す
る
が

（
第
九
三
│
一
〇
四
番
、
一
七
九
一
│
九
五
年
）、《
交
響
曲
第
九
四
番
》

（
一
七
九
二
年
）
の
有
名
な
第
二
楽
章
に
、
心
地
よ
い
眠
り
を
誘
う
よ
う
に
見
せ

か
け
て
大
音
響
で
聴
き
手
を
驚
か
す
仕
掛
け
が
あ
る
の
は
、
そ
の
よ
う
な
聴
衆
が

前
提
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
人
々
に
と
っ
て
コ
ン
サ
ー
ト
・
ホ
ー
ル
は
、
そ
の
約

十
年
後
の
Ｊ
・
パ
ウ
ル
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、「
談
話
室
」
で
あ
っ
た
（『
総
合
音

楽
新
聞
』、
一
八
〇
四
年
、
西
原
一
九
八
七
・
一
〇
五
も
参
照
）。
交
響
曲
は
少
な

く
と
も
あ
る
時
期
ま
で
、
現
在
の
よ
う
に
静
寂
の
な
か
で
演
奏
さ
れ
、
聴
か
れ
る

も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

本
稿
で
は
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
ピ
ア
ノ
協
奏
曲
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
に
つ
い

て
考
え
て
み
た
い
。
こ
の
種
の
音
楽
に
つ
い
て
は
、
前
述
の
交
響
曲
な
ど
に
比
べ

て
、
そ
も
そ
も
ジ
ャ
ン
ル
の
包
括
的
な
研
究
が
と
く
に
少
な
か
っ
た
。
そ
こ
で

は
、
ピ
ア
ニ
ス
ト
の
妙
技
に
歓
喜
す
る
聴
衆
に
言
及
さ
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、

楽
譜
を
論
述
の
主
た
る
根
拠
と
す
る
作
曲
家
・
作
品
論
が
支
配
す
る
な
か
で
、
聴

衆
の
あ
り
か
た
に
つ
い
て
の
考
察
、
あ
る
い
は
聴
衆
の
反
応
を
視
野
に
入
れ
た
考

察
は
周
辺
的
な
課
題
に
留
ま
っ
て
い
た
。
本
論
で
は
ま
ず
、
一
九
世
紀
の
コ
ン

　

シ
ョ
パ
ン
が
ピ
ア
ノ
協
奏
曲
を
書
い
た
一
九
世
紀
序
盤
に
、
こ
の
ジ
ャ
ン
ル
の
音
楽
は
今

日
と
は
異
な
る
や
り
か
た
で
出
版
さ
れ
て
い
た
。
フ
ル
・
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
で
演
奏
す
る
た
め

の
、
全
パ
ー
ト
譜
の
揃
っ
た
セ
ッ
ト
の
ほ
か
、
弦
楽
器
と
ピ
ア
ノ
の
声
部
だ
け
の
「
部
分
販

売
」
セ
ッ
ト
が
し
ば
し
ば
販
売
さ
れ
て
い
た
。
こ
う
し
て
当
時
の
ピ
ア
ノ
協
奏
曲
は
、
出
版

さ
れ
る
と
同
時
に
、
ピ
ア
ノ
付
き
室
内
楽
、
つ
ま
り
管
打
楽
器
な
し
で
演
奏
で
き
る
音
楽
に

な
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
こ
の
ジ
ャ
ン
ル
が
、
家
庭
や
サ
ロ
ン
で
、
よ
り
気
楽
に
親
し
め
る
音

楽
と
し
て
存
在
し
得
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。



144静岡文化芸術大学研究紀要　VOL.5　2004

シ
ョ
パ
ン
の
ピ
ア
ノ
協
奏
曲
の
「
室
内
楽
版
」　

│
よ
み
が
え
る
一
九
世
紀
の
演
奏
習
慣
│

サ
ー
ト
・
ホ
ー
ル
に
お
け
る
ピ
ア
ノ
協
奏
曲
の
演
奏
の
様
子
を
素
描
し
（
第
一

節
）、
次
に
、
人
々
が
こ
の
ジ
ャ
ン
ル
に
親
し
む
た
め
の
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
存
在

し
て
い
た
「
室
内
楽
版
」
楽
譜
に
つ
い
て
論
じ
る
（
第
二
節
）。
そ
れ
に
よ
っ
て

か
つ
て
の
こ
の
ジ
ャ
ン
ル
の
、
後
世
の
「
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
」
と
は
か
な
り
異
な

る
あ
り
方
が
示
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
失
わ
れ
た
過
去
の
単
な
る

再
構
成
に
と
ど
ま
ら
ず
、
こ
の
ジ
ャ
ン
ル
を
よ
り
身
近
な
も
の
と
し
て
楽
し
む
た

め
の
、
多
く
の
示
唆
を
与
え
る
は
ず
で
あ
る
（
第
三
節
）。

一　

一
九
世
紀
序
盤
の
ピ
ア
ノ
協
奏
曲
の
演
奏

　

ピ
ア
ノ
協
奏
曲
は
今
日
ど
の
よ
う
に
演
奏
さ
れ
る
だ
ろ
う
か
。
今
日
の
ピ
ア
ノ

協
奏
曲
の
演
奏
の
あ
り
方
は
、
過
去
の
あ
り
方
と
ど
の
よ
う
に
違
っ
て
い
る
だ
ろ

う
か
。
こ
の
問
い
に
正
確
に
答
え
る
た
め
に
は
、
ピ
ア
ノ
演
奏
の
ス
タ
イ
ル
の
変

化
な
ど
、
本
来
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
を
扱
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
以
下
の

考
察
の
主
眼
は
、
舞
台
の
上
で
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
起
こ
る
か
、
聴
衆
が
そ
れ
に

ど
の
よ
う
に
反
応
す
る
か
、
に
つ
い
て
、
演
奏
や
聴
取
の
「
慣
習
」
の
基
本
的
な

部
分
を
整
理
す
る
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
有
名
な
Ｆ
・
シ
ョ
パ
ン

の
ピ
ア
ノ
協
奏
曲
（《
第
一
番
》
ま
た
は
《
第
二
番
》、
一
八
二
九
│
三
〇
年
）
を

例
に
、
そ
れ
ら
が
今
日
演
奏
さ
れ
る
場
合
と
、
一
九
世
紀
序
盤
に
、
つ
ま
り
こ
れ

ら
が
初
演
さ
れ
た
時
期
に
演
奏
さ
れ
た
場
合
と
を
考
え
て
み
よ
う
（
注
二
）。

一̶

一　

ピ
ア
ニ
ス
ト
が
弾
き
始
め
る
ま
で

　

今
日
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
演
奏
会
を
訪
れ
、
そ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
シ
ョ
パ
ン
の
ピ

ア
ノ
協
奏
曲
が
含
ま
れ
て
い
た
な
ら
、
客
席
に
座
っ
た
と
き
に
目
の
前
に
広
が
る

の
は
、
ま
ず
次
の
よ
う
な
光
景
で
あ
ろ
う
。　

　

オ
ー
プ
ニ
ン
グ
の
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
曲
が
終
わ
る
と
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
前
半
の
最

後
の
演
目
で
あ
る
ピ
ア
ノ
協
奏
曲
の
た
め
に
、
ピ
ア
ニ
ス
ト
が
拍
手
を
受
け
て
登

場
す
る
。
ピ
ア
ノ
の
前
に
座
っ
た
独
奏
者
た
る
ピ
ア
ノ
奏
者
が
指
揮
者
と
目
配
せ

す
る
と
、
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
演
奏
が
始
ま
る
。
ピ
ア
ニ
ス
ト
は
し
ば
ら
く
の
間
、

オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
を
眺
め
た
り
、
上
を
向
い
て
目
を
つ
ぶ
っ
た
り
し
て
、
何
も
弾
か

ず
に
待
っ
て
い
る
。
ピ
ア
ニ
ス
ト
が
そ
の
よ
う
に
、
し
ば
ら
く
の
間
「
手
持
ち
ぶ

さ
た
」
に
な
る
ピ
ア
ノ
協
奏
曲
は
、
じ
つ
は
数
あ
る
ピ
ア
ノ
協
奏
曲
の
一
部
に
す

ぎ
な
い
。
し
か
し
、
現
在
で
も
多
く
演
奏
さ
れ
る
作
品
の
な
か
に
そ
の
よ
う
な
形

式
の
も
の
が
一
定
数
存
在
す
る
の
で
、
シ
ョ
パ
ン
以
外
の
協
奏
曲
を
聴
く
場
合
で

あ
っ
て
も
、
こ
の
よ
う
な
光
景
に
出
会
う
の
は
珍
し
く
な
い
。

　

こ
の
部
分
（「
ト
ゥ
ッ
テ
ィ
」
あ
る
い
は
「
冒
頭
ト
ゥ
ッ
テ
ィ
」）
が
演
奏
さ
れ

る
と
き
、
シ
ョ
パ
ン
の
時
代
、
つ
ま
り
一
九
世
紀
前
半
の
コ
ン
サ
ー
ト
・
ホ
ー
ル

で
は
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
起
き
て
い
た
だ
ろ
う
か
。

　

ま
ず
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
客
席
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
会
話
が
交
わ
さ
れ
て
い

た
で
あ
ろ
う
。
一
九
世
紀
中
葉
の
演
奏
会
場
を
描
い
た
絵
画
の
な
か
に
は
、
ピ
ア

ノ
協
奏
曲
の
演
奏
の
際
に
聴
衆
が
語
り
合
っ
て
い
る
図
が
残
さ
れ
て
い
る

（S
chw
ab 1

9
7
1
: 1
0
9

、
邦
訳
一
〇
九
）。
そ
う
し
た
図
像
が
通
常
の
現
実

を
ど
の
程
度
正
確
に
伝
え
て
い
る
か
、
一
定
の
留
保
が
必
要
だ
と
し
て
も
、
当
時

演
奏
中
に
会
話
す
る
聴
衆
が
い
た
と
考
え
る
こ
と
は
、
決
し
て
突
飛
な
想
像
で
は

な
い
。
一
九
世
紀
の
序
盤
で
あ
れ
ば
、
協
奏
曲
の
冒
頭
に
長
い
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
部

分
が
存
在
す
る
こ
と
は
ほ
ぼ
「
お
決
ま
り
」
で
あ
っ
た
か
ら
、「
ま
だ
主
役
は
で

て
こ
な
い
か
ら
当
分
話
し
て
い
て
も
い
い
」
と
い
う
雰
囲
気
で
あ
っ
た
の
だ
ろ

う
。
さ
ら
に
、
お
そ
ら
く
演
奏
会
場
へ
の
出
入
り
の
管
理
は
今
日
ほ
ど
厳
格
で
な

か
っ
た
の
で
、
協
奏
曲
で
演
奏
す
る
「
主
役
」
を
目
当
て
に
、
し
か
し
遅
れ
て
や

っ
て
き
た
人
は
、
こ
の
部
分
で
か
ま
わ
ず
ホ
ー
ル
に
入
っ
て
き
た
だ
ろ
う
し
、
そ
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シ
ョ
パ
ン
の
ピ
ア
ノ
協
奏
曲
の
「
室
内
楽
版
」　

│
よ
み
が
え
る
一
九
世
紀
の
演
奏
習
慣
│

れ
は
と
が
め
ら
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
当
の
ピ
ア
ニ

ス
ト
で
あ
る
が
、
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
が
演
奏
を
は
じ
め
た
時
点
で
な
お
舞
台
に
現
れ

て
い
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。「
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
前
奏
が
始
ま
っ
て
か
ら
よ

う
や
く
ソ
リ
ス
ト
が
登
場
し
、
曲
が
始
ま
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
聴
衆
か
ら

万
雷
の
拍
手
で
迎
え
ら
れ
る
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
全
く
普
通
の
こ
と
で
あ

っ
た
よ
う
だ
。
例
え
ば
あ
る
ヴ
ィ
ル
ト
ゥ
オ
ー
ソ
に
つ
い
て
報
告
さ
れ
て
い
る
と

こ
ろ
で
は
、
彼
は
決
ま
っ
て
白
い
艶
革
の
手
袋
を
し
て
現
れ
、
提
示
部
﹇
冒
頭
の

オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
部
分
﹈
の
間
に
そ
れ
を
仰
々
し
く
脱
ぎ
捨
て
、
長
め
の
オ
ー
ケ
ス

ト
ラ
部
分
で
は
一
列
目
の
賓
客
と
大
声
で
会
話
し
た
。」（S

teg
em
ann 

1
9
8
2
, 2
6
9

）　

お
客
と
話
す
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
、
こ
と
登
場
に
関
し
て

今
日
の
日
本
の
音
楽
文
化
の
な
か
で
似
た
雰
囲
気
の
も
の
を
探
す
と
す
れ
ば
、
そ

れ
は
演
歌
歌
手
の
登
場
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
常
に
起
こ

っ
て
い
た
と
は
言
え
な
い
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
り
得
た
と
い
う
こ
と

だ
け
で
も
、
ピ
ア
ノ
協
奏
曲
を
芸
術
音
楽
と
と
ら
え
て
傾
聴
す
る
現
代
の
読
者
に

は
、
か
な
り
違
和
感
が
あ
る
だ
ろ
う
。

一̶

二　

ピ
ア
ニ
ス
ト
が
弾
く
最
初
の
部
分

　

今
日
の
聴
衆
に
と
っ
て
、
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
が
演
奏
す
る
ト
ゥ
ッ
テ
ィ
の
部
分
が

終
わ
っ
て
、
ピ
ア
ニ
ス
ト
が
演
奏
す
る
部
分
（
ソ
ロ
、
ま
た
は
第
一
ソ
ロ
）
に
移

っ
て
も
、
基
本
的
に
「
傾
聴
」
し
続
け
る
こ
と
に
か
わ
り
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。

ピ
ア
ニ
ス
ト
が
奏
で
る
音
は
、
細
か
い
音
や
高
い
音
に
至
る
ま
で
、
静
ま
り
か
え

っ
た
ホ
ー
ル
の
な
か
で
ク
リ
ア
に
聞
こ
え
て
く
る
。
も
ち
ろ
ん
、
有
名
な
、
あ
る

い
は
自
分
が
興
味
を
も
っ
て
い
る
ピ
ア
ニ
ス
ト
が
舞
台
に
い
る
場
合
な
ど
は
、
ト

ゥ
ッ
テ
ィ
よ
り
熱
心
に
聴
こ
う
と
し
て
当
然
で
あ
る
。
し
か
し
、
ト
ゥ
ッ
テ
ィ
と

ソ
ロ
に
対
す
る
聴
衆
の
態
度
の
違
い
は
、
一
九
世
紀
序
盤
の
音
楽
会
で
は
、
今
日

よ
り
も
は
る
か
に
明
確
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

先
述
の
よ
う
に
、
フ
ロ
ア
の
聴
衆
の
雰
囲
気
は
、
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
が
演
奏
し
て

い
る
部
分
で
、
現
在
よ
り
も
は
る
か
に
ざ
わ
つ
い
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
そ
う

考
え
た
と
き
、
当
時
は
作
曲
家
で
も
あ
っ
た
ピ
ア
ニ
ス
ト
が
、「
弾
き
は
じ
め
」

の
部
分
に
工
夫
を
こ
ら
し
た
こ
と
も
理
解
で
き
る
。
当
時
の
ピ
ア
ノ
に
可
能
な
最

大
の
音
量
で
、
激
し
く
強
く
弾
き
は
じ
め
、
い
わ
ば
ハ
イ
ド
ン
の
「
驚
愕
」
の
原

理
で
、
聴
き
手
の
注
意
を
自
分
に
向
け
さ
せ
る
と
い
う
や
り
方
が
一
方
で
存
在
し

た
（
た
と
え
ば
シ
ョ
パ
ン
が
尊
敬
し
て
い
た
Ｆ
・
カ
ル
ク
ブ
レ
ン
ナ
ー
の
《
ピ
ア

ノ
協
奏
曲
第
一
番
》（
一
八
二
三
年
以
前
）
に
そ
の
典
型
的
な
例
が
あ
る
。
ピ
ア

ノ
の
存
在
感
を
パ
ワ
ー
で
ア
ピ
ー
ル
す
る
点
で
は
、
後
年
Ｐ
・
チ
ャ
イ
コ
ー
フ
ス

キ
イ
が
作
曲
し
た
《
ピ
ア
ノ
協
奏
曲
第
一
番
》（
一
八
七
五
年
）
に
お
け
る
ピ
ア

ノ
の
登
場
の
や
り
方
も
、
同
じ
タ
イ
プ
の
も
の
で
あ
る
）。
他
方
、
オ
ー
ケ
ス
ト

ラ
の
前
奏
は
基
本
的
に
大
音
量
で
あ
る
た
め
、
逆
に
、
音
量
を
劇
的
に
下
げ
る
こ

と
で
、
ピ
ア
ニ
ス
ト
の
登
場
に
気
づ
か
せ
る
、
と
い
う
方
法
も
あ
っ
た
。
シ
ョ
パ

ン
の
場
合
、《
第
一
番
》
は
前
者
、《
第
二
番
》
は
後
者
の
手
法
を
採
っ
た
も
の
と

い
え
る
。

　

こ
う
し
て
主
役
た
る
ピ
ア
ニ
ス
ト
が
弾
き
始
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
談
話

室
」
の
人
々
た
ち
の
関
心
も
、
そ
れ
ま
で
の
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
部
分
の
時
よ
り
は

舞
台
に
向
か
う
こ
と
に
な
る
。
け
れ
ど
も
、
現
代
の
コ
ン
サ
ー
ト
・
ホ
ー
ル
に
お

け
る
よ
う
に
、
ソ
リ
ス
ト
が
産
み
出
す
ピ
ア
ノ
の
音
一
つ
一
つ
を
明
瞭
に
聞
き
取

る
こ
と
は
、
二
つ
の
理
由
か
ら
お
そ
ら
く
難
し
か
っ
た
だ
ろ
う
。
第
一
に
、
ピ
ア

ノ
と
い
う
楽
器
が
今
日
の
も
の
と
は
か
な
り
違
っ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
が
あ

る
。
全
体
的
な
音
量
と
い
う
点
で
現
在
の
ピ
ア
ノ
ほ
ど
豊
か
で
な
か
っ
た
と
い
う

だ
け
で
は
な
い
。
一
九
世
紀
序
盤
の
ピ
ア
ノ
は
、
ウ
ィ
ー
ン
の
も
の
、
イ
ギ
リ
ス

の
も
の
と
も
高
音
域
の
音
が
伸
び
な
か
っ
た
の
で
、
高
音
域
を
使
っ
た
、
と
く
に
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細
か
い
パ
ッ
セ
ー
ジ
は
、
大
き
な
会
場
で
は
聞
き
と
り
に
く
か
っ
た
は
ず
で
あ

る
。（
も
っ
と
も
そ
の
頃
の
ピ
ア
ノ
は
、
ど
の
音
域
で
も
一
様
な
音
色
で
表
現
で

き
る
現
代
の
ピ
ア
ノ
と
は
異
な
り
、
音
域
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
は
強
弱
に
よ
っ

て
、
音
色
が
万
華
鏡
の
よ
う
に
変
化
し
た
。
そ
し
て
、
ま
さ
に
そ
こ
に
、
当
時
の

ピ
ア
ノ
の
表
現
の
可
能
性
が
あ
っ
た
と
い
え
る
。）
第
二
に
、
一
九
世
紀
の
聴
衆

は
、
ピ
ア
ノ
の
演
奏
が
始
ま
っ
て
も
な
お
、
あ
る
い
は
ま
さ
に
そ
れ
ゆ
え
に
、
さ

ま
ざ
ま
な
「
雑
音
」
を
た
て
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
自
分
が
今
聴
い
て
い
る
演

奏
に
対
し
て
、
一
九
世
紀
の
人
々
は
今
日
に
お
け
る
よ
り
も
は
る
か
に
自
由
に
反

応
し
て
い
た
。
シ
ョ
パ
ン
の
ピ
ア
ノ
協
奏
曲
の
時
代
か
ら
や
や
下
る
が
、
ウ
ィ
ー

ン
の
音
楽
著
述
家
Ｅ
・
ハ
ン
ス
リ
ッ
ク
は
、
一
八
六
二
年
に
ロ
ン
ド
ン
の
と
あ
る

演
奏
会
の
様
子
を
次
の
よ
う
に
描
写
し
た
。「
才
能
を
感
じ
さ
せ
る
推
移
部
や
、

感
動
的
な
旋
律
の
と
こ
ろ
で
、
わ
か
っ
た
と
ひ
そ
ひ
そ
と
伝
え
ら
れ
る
。
ド
イ
ツ

の
コ
ン
サ
ー
ト
・
ホ
ー
ル
で
人
々
が
何
か
感
じ
た
と
き
に
、
静
か
な
稲
妻
が
走
る

と
き
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。」（S

chw
ab 1

9
7
1
: 8
6
 

邦
訳
八
六
）　

シ
ョ

パ
ン
の
協
奏
曲
で
言
え
ば
、
例
え
ば
美
し
い
長
調
の
旋
律
が
現
れ
る
と
こ
ろ
な
ど

で
、
そ
の
よ
う
な
聴
衆
の
動
き
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　

ピ
ア
ノ
が
中
心
と
な
る
部
分
は
、
数
分
経
つ
と
、
華
や
か
に
次
の
オ
ー
ケ
ス
ト

ラ
部
分
（
ト
ゥ
ッ
テ
ィ
、
ま
た
は
中
間
ト
ゥ
ッ
テ
ィ
）
に
移
行
す
る
。「
華
や
か

に
」
と
い
う
点
が
重
要
で
あ
る
。
ピ
ア
ニ
ス
ト
は
両
手
を
フ
ル
に
使
っ
て
、
装
飾

的
な
反
復
音
で
あ
る
ト
リ
ル
を
弾
き
、
自
ら
の
演
奏
が
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
に
達
し

た
こ
と
を
示
す
。
そ
の
瞬
間
は
和
声
的
に
は
ド
ミ
ナ
ン
ト
、
つ
ま
り
主
和
音
に
解

決
す
る
の
を
待
っ
て
い
る
状
態
で
、
こ
れ
が
主
和
音
に
移
っ
た
瞬
間
に
、
ピ
ア
ニ

ス
ト
の
出
番
は
い
っ
た
ん
終
わ
り
、
大
音
量
の
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
部
分
が
始
ま
る
こ

と
に
な
る
。
シ
ョ
パ
ン
時
代
よ
り
前
の
証
言
で
は
あ
る
が
、
十
八
世
紀
の
パ
リ
の

演
奏
会
シ
リ
ー
ズ
「
コ
ン
セ
ー
ル
・
ス
ピ
リ
チ
ュ
エ
ル
」
で
は
、
あ
る
パ
ッ
セ
ー

ジ
が
気
に
入
ら
れ
れ
ば
、
曲
の
途
中
で
あ
ろ
う
と
、
拍
手
が
起
き
て
い
た
。
そ
し

て
、
Ｗ
・
Ａ
・
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
は
一
七
七
八
年
に
、「
彼
ら
は
フ
ォ
ル
テ
を
聞
く

な
り
拍
手
す
る
」
と
記
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
「
慣
習
」
か
ら
す
れ
ば
、
協
奏

曲
で
ソ
ロ
か
ら
ト
ゥ
ッ
テ
ィ
に
華
々
し
く
移
行
す
る
部
分
は
、
ま
さ
に
そ
の
よ
う

な
歓
声
が
生
ま
れ
る
箇
所
で
あ
ろ
う
。
拍
手
の
あ
り
方
に
は
地
域
に
よ
っ
て
差
が

あ
り
、
例
え
ば
北
ド
イ
ツ
で
は
拍
手
が
起
き
る
こ
と
が
極
端
に
少
な
か
っ
た
と
い

う
よ
う
な
報
告
も
あ
る
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
極
端
に
「
近
代
的
な
」
場
合
で
あ

っ
て
も
、
ピ
ア
ノ
奏
者
の
演
奏
が
ひ
と
ま
ず
終
わ
っ
た
と
こ
ろ
で
、「
よ
り
集
中

的
な
聴
取
」
か
ら
「
よ
り
散
漫
な
聴
取
」
に
移
行
し
、「
も
ぞ
も
ぞ
」「
ざ
わ
ざ

わ
」
が
起
こ
る
こ
と
は
自
然
で
あ
ろ
う
（
し
、
そ
れ
は
現
代
で
も
観
察
で
き
る
こ

と
が
あ
る
）。

一̶

三　

第
一
楽
章
の
終
わ
り

　

つ
ま
り
、
協
奏
曲
の
な
か
で
独
奏
者
が
主
導
的
に
演
奏
す
る
長
い
部
分
（
ソ

ロ
）
は
、
一
九
世
紀
の
独
奏
者
に
と
っ
て
、
そ
れ
ま
で
「
ざ
わ
ざ
わ
」
し
て
い
た

聴
衆
の
関
心
を
ひ
き
つ
け
、
そ
し
て
自
ら
の
技
量
を
示
す
さ
ま
ざ
ま
な
パ
ッ
セ
ー

ジ
を
次
々
と
繰
り
出
し
、
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
を
つ
く
っ
て
華
や
か
に
次
の
オ
ー
ケ

ス
ト
ラ
部
分
に
繋
い
で
賞
賛
を
勝
ち
取
る
、
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
で
あ
っ
た
。
シ
ョ

パ
ン
の
ピ
ア
ノ
協
奏
曲
の
第
一
楽
章
の
な
か
に
、
そ
の
よ
う
な
ソ
ロ
部
分
は
、
大

ま
か
に
言
っ
て
三
回
あ
る
。
現
代
で
は
い
ず
れ
も
静
か
に
聞
き
続
け
る
こ
と
に
な

る
が
、
一
九
世
紀
の
客
席
の
あ
り
よ
う
か
ら
す
る
と
、
右
に
述
べ
た
プ
ロ
セ
ス
が

三
回
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
最
後
の
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
部
分
（
終
結
ト
ゥ
ッ

テ
ィ
）
が
終
わ
る
と
、
当
然
な
が
ら
第
一
楽
章
の
終
わ
り
で
あ
る
。
現
代
の
聴
衆

は
こ
こ
で
、
そ
れ
ま
で
が
ま
ん
し
て
い
た
咳
を
し
た
り
し
な
が
ら
、
次
の
楽
章
の

た
め
に
指
揮
者
が
棒
を
上
げ
る
の
を
黙
っ
て
待
つ
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で

シ
ョ
パ
ン
の
ピ
ア
ノ
協
奏
曲
の
「
室
内
楽
版
」　

│
よ
み
が
え
る
一
九
世
紀
の
演
奏
習
慣
│
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述
べ
て
き
た
こ
と
か
ら
す
で
に
推
察
さ
れ
る
と
お
り
、
一
九
世
紀
の
聴
衆
に
と
っ

て
第
一
楽
章
の
終
わ
り
は
、
拍
手
な
ど
に
よ
っ
て
演
奏
に
対
す
る
反
応
を
示
す
機

会
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
一
九
世
紀
の
聴
衆
の
態
度
が
現
在
よ
り
自
由
だ
っ
た
か

ら
だ
け
で
は
な
い
。
現
在
と
は
違
っ
て
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
な
か
で
、
協
奏
曲
の
演

奏
が
第
一
楽
章
と
第
二
・
第
三
楽
章
に
分
け
ら
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
第
一
楽
章
が
終
わ
っ
た
と
こ
ろ
で
ピ
ア
ニ
ス
ト
は
退
場
し
、
い
っ

た
ん
別
の
演
目
が
始
ま
り
、
そ
の
後
改
め
て
ピ
ア
ニ
ス
ト
が
登
場
し
て
第
二
楽
章

以
下
が
演
奏
さ
れ
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
パ
リ
へ
向
か
う
シ
ョ
パ
ン
が
パ
リ
へ

向
か
う
前
に
ワ
ル
シ
ャ
ワ
で
《
ピ
ア
ノ
協
奏
曲
第
一
番
》
を
演
奏
し
た
と
き
の
プ

ロ
グ
ラ
ム
は
、
そ
の
よ
う
な
例
を
示
し
て
い
る
。

第
一
部

一　

交
響
曲　

ゲ
ル
ナ
ー
作
曲

二　

協
奏
曲
ホ
短
調
の
ア
レ
グ
ロ
﹇
第
一
楽
章
﹈、
シ
ョ
パ
ン
作
曲
、
演
奏

三　

ア
リ
ア
と
合
唱
、
ゾ
リ
ヴ
ァ
作
曲
、
歌
唱
ヴ
ォ
ル
コ
フ

四　

協
奏
曲
ホ
短
調
の
ア
ダ
ー
ジ
ョ
﹇
第
二
楽
章
﹈
と
ロ
ン
ド
﹇
第
三
楽
章
﹈、

シ
ョ
パ
ン
作
曲
、
演
奏

第
二
部

一　
《
ギ
ヨ
ー
ム
・
テ
ル
》
序
曲
、
ロ
ッ
シ
ー
ニ
作
曲

二　
《
湖
上
の
美
人
》
よ
り
カ
ヴ
ァ
テ
ィ
ー
ナ
、
ロ
ッ
シ
ー
ニ
作
曲
、
歌
唱
グ
ラ

ト
コ
フ
ス
カ
嬢

三　

ポ
ー
ラ
ン
ド
民
謡
に
基
づ
く
幻
想
曲　

シ
ョ
パ
ン
作
曲
、
演
奏

（S
teg
em
ann 1

9
8
2
: 2
3
9
f.

）

　

こ
れ
ま
た
、
作
品
を
（
一
つ
の
ま
と
ま
り
と
し
て
）
聴
く
こ
と
に
慣
れ
て
い

る
、
今
日
の
「
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
」
の
聴
き
手
に
は
、
か
な
り
奇
異
な
こ
と
に
感

じ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
、
た
と
え
ば
交
響
曲
で
も
起
き

て
い
た
（
例
え
ば
渡
辺
一
九
八
九
・
一
〇
）。
本
稿
の
テ
ー
マ
に
話
を
戻
せ
ば
、
楽

章
の
間
に
拍
手
は
あ
り
得
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
仮
に
楽
章
が
連
続
し
て
演
奏

さ
れ
る
場
合
に
も
起
こ
り
え
た
。
楽
章
の
間
に
拍
手
す
る
こ
と
が
妨
げ
と
感
じ
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
二
〇
世
紀
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る

（S
chw
ab 1

9
7
1
: 8
6

）。

　

楽
章
の
間
で
の
拍
手
は
、
現
代
で
も
体
験
で
き
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば

有
名
な
ベ
ル
リ
ン
・
フ
ィ
ル
ハ
ー
モ
ニ
ー
・
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
は
、
年
に
一
度
の
野

外
コ
ン
サ
ー
ト
で
、
ピ
ク
ニ
ッ
ク
気
分
で
サ
ン
ド
イ
ッ
チ
を
つ
ま
み
な
が
ら
、
ワ

イ
ン
を
片
手
に
芝
の
上
に
横
に
な
っ
た
人
々
を
前
に
し
て
、
演
奏
す
る
。
そ
の
よ

う
な
場
で
は
、
ピ
ア
ノ
協
奏
曲
の
第
一
楽
章
が
終
わ
っ
た
と
き
に
、
続
い
て
第
二

楽
章
が
演
奏
さ
れ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
て
も
、
自
然
な
拍
手
が
わ
き
お
こ
る
。

同
じ
曲
が
ベ
ル
リ
ン
・
フ
ィ
ル
の
定
期
演
奏
会
の
会
場
で
あ
る
フ
ィ
ル
ハ
ー
モ

ニ
ー
・
ホ
ー
ル
で
演
奏
さ
れ
る
と
き
、
そ
れ
は
起
き
な
い
。
そ
れ
は
、
コ
ン
サ
ー

ト
・
ホ
ー
ル
で
は
演
奏
に
対
す
る
聴
衆
の
反
応
が
制
限
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味

し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
制
限
は
、
一
九
世
紀
の
、
シ
ョ
パ
ン
の
時
代
の
聴
衆
に

は
な
か
っ
た
（
か
、
ご
く
わ
ず
か
で
あ
っ
た
）。
そ
し
て
、
協
奏
曲
の
演
奏
を
と

り
ま
く
そ
の
よ
う
な
、
よ
り
自
由
な
雰
囲
気
の
な
か
で
、
協
奏
曲
は
一
九
世
紀
の

聴
き
手
に
と
っ
て
、
現
在
よ
り
も
は
る
か
に
親
し
み
や
す
い
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
っ
た

は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
協
奏
曲
、
と
く
に
ピ
ア
ノ
協
奏
曲
が
、
こ
の
こ
ろ
の
音
楽

生
活
の
な
か
で
現
代
に
お
け
る
よ
り
も
「
身
近
な
」
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
存
在
で
き

た
理
由
は
、
ほ
か
に
も
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
を
理
解
す
る
た
め
に
、
次
に
シ
ョ
パ

ン
時
代
の
ピ
ア
ノ
協
奏
曲
の
楽
譜
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。

シ
ョ
パ
ン
の
ピ
ア
ノ
協
奏
曲
の
「
室
内
楽
版
」　

│
よ
み
が
え
る
一
九
世
紀
の
演
奏
習
慣
│
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二　

一
九
世
紀
序
盤
の
ピ
ア
ノ
協
奏
曲
の
楽
譜
出
版

　

今
日
シ
ョ
パ
ン
の
ピ
ア
ノ
協
奏
曲
の
楽
譜
を
手
に
入
れ
る
と
す
れ
ば
、
ま
ず
は

ス
コ
ア
（
総
譜
）
を
探
す
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
ピ
ア
ノ
、
弦
楽
器
、
管
打
楽
器

す
べ
て
の
声
部
（
パ
ー
ト
）
が
縦
に
十
段
以
上
並
べ
ら
れ
、
ど
の
声
部
が
今
ど
の

よ
う
な
音
を
奏
で
て
い
る
（
べ
き
）
か
が
わ
か
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
実
際
に

演
奏
す
る
こ
と
に
な
る
と
、
パ
ー
ト
譜
を
調
達
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ

は
、
言
う
ま
で
も
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
パ
ー
ト
ご
と
の
楽
譜
で
あ
り
、
こ
の

タ
イ
プ
の
楽
譜
は
、
演
奏
し
な
い
か
ぎ
り
不
要
で
あ
ろ
う
。
今
日
で
は
こ
の
ほ

か
、
二
台
の
ピ
ア
ノ
で
演
奏
す
る
た
め
の
編
曲
譜
も
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き

る
。

　

楽
譜
の
こ
う
し
た
種
類
や
用
途
は
、
シ
ョ
パ
ン
が
ピ
ア
ノ
協
奏
曲
を
書
い
た
時

代
に
は
確
立
し
て
い
な
か
っ
た
。
現
代
の
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
重
要
な
ス
コ
ア

は
、
あ
き
ら
か
に
そ
の
制
作
の
手
間
ゆ
え
に
、
楽
譜
の
タ
イ
プ
と
し
て
は
後
発
の

も
の
で
あ
り
、
ピ
ア
ノ
協
奏
曲
の
場
合
、
シ
ョ
パ
ン
の
ピ
ア
ノ
協
奏
曲
が
出
版
さ

れ
る
一
八
三
〇
年
代
に
、
よ
う
や
く
先
駆
的
な
も
の
が
発
売
さ
れ
は
じ
め
た
と
こ

ろ
で
あ
っ
た
。
ち
な
み
に
そ
れ
は
、
そ
の
時
点
で
す
で
に
世
を
去
っ
て
い
た
ベ
ー

ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
、《
ピ
ア
ノ
協
奏
曲
第
一
番
》
の
ス
コ
ア
で
あ
っ
た
。
な
お
、
交

響
曲
に
つ
い
て
は
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
生
前
か
ら
ス
コ
ア
が
出
版
さ
れ
て
い
た
の

で
、
ス
コ
ア
の
普
及
に
は
ジ
ャ
ン
ル
に
よ
っ
て
差
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

一
九
世
紀
の
序
盤
に
ピ
ア
ノ
協
奏
曲
の
楽
譜
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
パ
ー
ト
譜
で
あ

っ
た
。
協
奏
曲
は
つ
ま
り
、
ス
コ
ア
が
な
く
て
も
演
奏
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
一
八
三
三
年
に
シ
ョ
パ
ン
の
《
ピ
ア
ノ
協
奏
曲
第
一
番
》
作
品
一
一
が

ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
の
キ
ス
ト
ナ
ー
社
か
ら
出
版
さ
れ
る
と
、
ウ
ィ
ス
リ
ン
グ
・
ホ
フ

マ
イ
ス
タ
ー
の
こ
の
時
代
随
一
の
楽
譜
出
版
カ
タ
ロ
グ
に
、
ほ
ど
な
く
し
て
こ
の

楽
譜
の
情
報
が
掲
載
さ
れ
る
。
興
味
深
い
の
は
、
編
成
別
に
楽
譜
が
リ
ス
ト
・
ア

ッ
プ
さ
れ
て
い
る
こ
の
楽
譜
カ
タ
ロ
グ
の
、
ど
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
シ
ョ
パ
ン
の
協

奏
曲
の
楽
譜
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
か
、
で
あ
る
。「
ピ
ア
ノ
の
た
め
の
協
奏
曲
」

の
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
当
然
と
し
て
、
シ
ョ
パ
ン
の
作
品
一
一
は
「
ピ
ア
ノ
の
た
め
の

八
、七
、六
、五
重
奏
」
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
も
挙
が
っ
て
い
る
。
こ
れ
が
、
当
時
こ

の
ジ
ャ
ン
ル
で
ピ
ア
ノ
協
奏
曲
の
楽
譜
が
出
版
さ
れ
る
と
き
の
、
特
徴
的
な
販
売

方
法
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
楽
譜
に
つ
い
て
は
別
の
機
会
に
詳
細
に
論
じ
た
の
で
（
小
岩
二
〇
〇
二

Ｂ
）、
こ
こ
で
は
要
点
の
み
を
示
そ
う
。

　

一　

当
時
ピ
ア
ノ
協
奏
曲
が
出
版
さ
れ
る
と
、
つ
ま
り
パ
ー
ト
譜
が
発
売
さ
れ

る
と
、
そ
の
パ
ー
ト
譜
（
フ
ル
・
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
全
パ
ー
ト
用
）
十
数
冊
の
う

ち
の
一
部
分
、
す
な
わ
ち
ピ
ア
ノ
声
部
と
弦
楽
器
声
部
の
譜
面
の
み
が
、
し
ば
し

ば
「
弦
楽
器
と
ピ
ア
ノ
用
」
と
し
て
い
わ
ば
部
分
販
売
さ
れ
た
。（
本
論
で
は
こ

の
よ
う
な
楽
譜
セ
ッ
ト
を
「
室
内
楽
版
」
と
呼
ん
で
い
る
。
な
お
、
ほ
か
に
ピ
ア

ノ
・
パ
ー
ト
譜
単
独
で
も
販
売
さ
れ
た
。）

　

二　

ピ
ア
ノ
と
弦
楽
器
の
パ
ー
ト
譜
は
、
フ
ル
・
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
用
の
完
全
な

セ
ッ
ト
と
し
て
売
ら
れ
る
場
合
も
、
そ
れ
だ
け
で
「
部
分
販
売
」
さ
れ
る
場
合

も
、
同
一
の
も
の
で
あ
っ
た
。

　

三　
「
室
内
楽
版
」
の
パ
ー
ト
譜
、
す
な
わ
ち
ピ
ア
ノ
と
弦
楽
器
の
パ
ー
ト
譜

に
は
、
対
応
す
る
音
域
の
管
楽
器
の
重
要
な
フ
レ
ー
ズ
が
、
必
要
に
応
じ
て
小
さ

い
音
符
で
記
さ
れ
て
い
た
。
例
え
ば
、
オ
ー
ボ
エ
声
部
の
重
要
な
旋
律
は
ヴ
ァ
イ

オ
リ
ン
声
部
に
印
刷
さ
れ
る
、
と
い
う
具
合
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、「
室
内
楽

版
」
だ
け
買
っ
て
き
て
も
、
ピ
ア
ノ
六
重
奏
で
こ
の
作
品
を
演
奏
す
る
こ
と
が
で

き
た
。

　

こ
の
こ
と
は
な
に
を
意
味
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
ピ
ア
ノ
協
奏
曲

シ
ョ
パ
ン
の
ピ
ア
ノ
協
奏
曲
の
「
室
内
楽
版
」　

│
よ
み
が
え
る
一
九
世
紀
の
演
奏
習
慣
│
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が
当
時
、
出
版
さ
れ
る
と
同
時
に
、（
大
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
た
め
の
音
楽
と
し
て

だ
け
で
な
く
）
室
内
楽
と
し
て
も
存
在
し
得
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し

て
、
管
打
楽
器
が
揃
わ
な
く
と
も
、
ピ
ア
ノ
協
奏
曲
を
、
例
え
ば
家
庭
で
、
例
え

ば
サ
ロ
ン
で
、
楽
し
む
こ
と
が
で
き
た
。
つ
ま
り
「
室
内
楽
版
」
は
、
現
在
の
よ

う
に
録
音
で
音
楽
が
広
ま
る
の
で
は
な
い
時
代
に
あ
っ
て
、
ピ
ア
ノ
協
奏
曲
を
広

め
て
い
く
メ
デ
ィ
ア
で
あ
っ
た
。
今
日
「
生
で
は
聞
い
た
こ
と
が
な
い
け
れ
ど
も

Ｃ
Ｄ
で
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
」
と
い
う
こ
と
が
あ
り
得
る
よ
う
に
、
当
時
は
「
フ

ル
・
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
演
奏
は
聞
い
た
た
こ
と
は
な
い
け
れ
ど
、
ピ
ア
ノ
と
弦
楽

器
の
演
奏
で
知
っ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
が
あ
り
得
た
こ
と
に
な
る
（
注
三
）。

フ
ル
・
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
で
の
演
奏
の
機
会
が
か
な
り
限
ら
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、

む
し
ろ
大
多
数
の
人
々
は
、
管
打
楽
器
の
な
い
演
奏
で
シ
ョ
パ
ン
の
協
奏
曲
を
知

っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
が
中
産
階
級
の
家
庭
で
演
奏
さ
れ
る
の
で
あ
れ

ば
、
ピ
ア
ノ
を
学
ん
で
い
る
そ
の
家
の
娘
が
ソ
リ
ス
ト
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
お
じ

さ
ま
た
ち
が
集
ま
っ
た
弦
楽
五
重
奏
が
彼
女
を
囲
ん
で
、
音
楽
を
奏
で
た
の
か
も

し
れ
な
い
。
そ
の
際
の
完
成
度
は
、
今
日
大
き
な
コ
ン
サ
ー
ト
・
ホ
ー
ル
で
プ
ロ

の
ピ
ア
ニ
ス
ト
が
弾
く
演
奏
ほ
ど
高
く
は
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
ミ
ス
・
タ

ッ
チ
も
い
っ
ぱ
い
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
は
、
今
日
「
ク
ラ
シ
ッ
ク
音

楽
」
の
演
奏
会
で
聞
く
よ
り
も
、
あ
る
い
は
Ｃ
Ｄ
で
聴
く
よ
り
も
、
は
る
か
に

生
々
し
い
、
身
近
な
音
楽
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
お
そ
ら
く
、「
シ
ョ

パ
ン
の
作
品
は
す
ば
ら
し
い
」
と
い
う
こ
と
が
実
感
さ
れ
、
当
時
あ
ま
た
の
ピ
ア

ノ
協
奏
曲
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
後
世
に
伝
え
ら
れ
る
原
動
力
と
な
っ
た
の

は
、
家
庭
や
サ
ロ
ン
で
の
そ
う
し
た
演
奏
の
蓄
積
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

三　

今
後
ピ
ア
ノ
協
奏
曲
を
よ
り
身
近
な
も
の
に
す
る
た
め
に

　

以
上
の
考
察
は
、
シ
ョ
パ
ン
の
ピ
ア
ノ
協
奏
曲
を
例
に
、
こ
の
ジ
ャ
ン
ル
の
音

楽
の
演
奏
や
享
受
の
あ
り
方
が
、
少
な
く
と
も
あ
る
時
期
ま
で
、
現
代
と
は
か
な

り
異
な
っ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
さ
て
、
そ
こ
に
描
き
出
さ
れ
た
、
こ

の
ジ
ャ
ン
ル
と
そ
れ
を
楽
し
む
人
々
と
の
も
っ
と
自
由
で
自
然
な
関
係
は
、
今
日

の
音
楽
生
活
の
な
か
で
ど
の
よ
う
に
生
か
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。

　

筆
者
は
二
〇
〇
二
年
度
か
ら
、
守
谷
育
英
財
団
の
助
成
を
受
け
、
シ
ョ
パ
ン
の

ピ
ア
ノ
協
奏
曲
の
「
室
内
楽
版
」
の
校
訂
を
進
め
て
い
る
。
そ
の
目
的
は
、
シ
ョ

パ
ン
の
協
奏
曲
二
曲
の
初
版
譜
（
一
八
三
三
、一
八
三
六
）
を
、
現
代
の
奏
者
に

と
っ
て
使
い
や
す
い
も
の
に
改
訂
し
て
公
開
・
出
版
す
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
最

初
の
試
用
版
は
二
〇
〇
二
年
に
完
成
し
、
筆
者
が
非
常
勤
講
師
と
し
て
現
在
ま
で

出
講
し
て
い
る
桐
朋
学
園
大
学
の
「
ピ
ア
ノ
協
奏
曲
史　

一
九
世
紀
を
中
心
に
」

と
い
う
講
義
の
な
か
で
、
こ
の
講
義
を
履
修
す
る
学
生
に
よ
っ
て
演
奏
さ
れ
た
。

以
来
本
年
度
ま
で
合
計
三
回
、
校
訂
譜
の
改
訂
を
重
ね
つ
つ
、
シ
ョ
パ
ン
の
ピ
ア

ノ
協
奏
曲
が
ピ
ア
ノ
と
弦
楽
器
の
み
で
演
奏
さ
れ
て
き
た
。

「
室
内
楽
版
」
と
、
通
常
聴
か
れ
て
い
る
フ
ル
・
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
で
の
演
奏
の
間

に
は
、
表
面
的
に
は
、
管
楽
器
の
有
無
と
い
う
違
い
し
か
な
い
。
し
か
し
そ
れ
を

生
演
奏
で
聴
い
た
と
き
の
違
い
は
、
シ
ョ
パ
ン
の
ピ
ア
ノ
協
奏
曲
の
印
象
を
根
本

的
に
変
え
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
管
楽
器
が
な
い
た
め
、
先
の
節
で
述

べ
た
よ
う
に
、
管
楽
器
の
重
要
な
旋
律
を
、
同
じ
音
域
の
弦
楽
器
が
担
当
す
る
こ

と
に
な
る
。
そ
の
結
果
弦
楽
器
声
部
は
、
通
常
の
演
奏
の
場
合
に
比
べ
て
、
演
奏

す
る
箇
所
が
大
幅
に
増
え
る
。
シ
ョ
パ
ン
の
ピ
ア
ノ
協
奏
曲
の
場
合
、
フ
ル
・

オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
で
演
奏
さ
れ
る
と
き
に
は
、
弦
楽
器
パ
ー
ト
は
和
音
の
充
填
な
ど

退
屈
な
役
回
り
が
多
い
が
、「
室
内
楽
版
」
で
は
、
そ
の
よ
う
な
役
割
の
合
間
に

シ
ョ
パ
ン
の
ピ
ア
ノ
協
奏
曲
の
「
室
内
楽
版
」　

│
よ
み
が
え
る
一
九
世
紀
の
演
奏
習
慣
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管
楽
器
の
美
し
い
フ
レ
ー
ズ
を
引
き
受
け
る
た
め
、
休
む
暇
が
な
い
ほ
ど
で
あ

る
。
ま
た
、
そ
れ
と
関
連
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
指
揮
者
に
統
率
さ
れ
る
大
管
弦

楽
団
で
は
な
く
、
室
内
楽
編
成
に
な
る
こ
と
に
、
シ
ョ
パ
ン
の
ピ
ア
ノ
協
奏
曲
の

場
合
、
と
て
も
大
き
な
意
味
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
弦
楽
器
奏
者
は
今
や
、
充
填

声
部
を
多
数
で
受
動
的
に
担
う
の
で
は
な
く
、
管
楽
器
声
部
か
ら
移
さ
れ
た
重
要

な
旋
律
を
各
自
独
占
的
に
引
き
受
け
つ
つ
、
音
楽
を
積
極
的
に
作
り
出
す
、
生
き

生
き
と
し
た
パ
ー
ト
に
な
る
。
こ
の
と
き
、
聴
き
手
は
シ
ョ
パ
ン
の
ピ
ア
ノ
協
奏

曲
が
、
必
ず
し
も
従
来
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
ピ
ア
ノ
中
心
の
音
楽
で
は

な
い
、
と
い
う
こ
と
に
気
づ
く
で
あ
ろ
う
。
シ
ョ
パ
ン
の
傑
出
し
た
ピ
ア
ノ
・
パ

ッ
セ
ー
ジ
は
、
従
来
の
イ
メ
ー
ジ
で
は
大
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
を
背
景
に
押
し
や
り
、

前
面
に
出
て
く
る
は
ず
の
も
の
で
あ
る
が
、「
室
内
楽
版
」
に
よ
る
演
奏
で
は
、

逆
に
「
弦
楽
器
が
主
導
す
る
音
楽
」
を
「
支
え
て
い
る
」
と
い
う
印
象
を
与
え

る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
シ
ョ
パ
ン
時
代
の
ピ
ア
ノ
と
弦
楽
器
の
音
量
の
バ
ラ
ン

ス
、
表
現
力
の
違
い
と
も
対
応
し
て
い
る
。
弦
楽
器
は
当
時
、
新
興
の
楽
器
で
あ

る
ピ
ア
ノ
に
比
べ
て
は
る
か
に
豊
か
な
表
現
力
を
誇
っ
て
い
た
（
注
四
）。

「
室
内
楽
版
」
を
今
日
「
復
活
」
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
シ
ョ
パ
ン
の
協
奏
曲

が
、
大
コ
ン
サ
ー
ト
・
ホ
ー
ル
以
外
の
、
よ
り
小
さ
な
場
所
で
演
奏
さ
れ
る
機
会

が
増
え
る
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
聴
き
手
に
と
っ
て
は
、
シ
ョ
パ
ン
の
協
奏
曲
が
、

ラ
イ
ヴ
で
、
よ
り
身
近
に
体
験
で
き
る
可
能
性
が
高
ま
る
。
例
え
ば
サ
ロ
ン
風
の

小
さ
な
集
ま
り
で
、
軽
食
と
と
も
に
シ
ョ
パ
ン
の
ピ
ア
ノ
協
奏
曲
を
楽
し
む
、
な

ど
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
一
方
「
室
内
楽
版
」
の
存
在
は
ピ
ア

ノ
奏
者
に
と
っ
て
、
シ
ョ
パ
ン
の
協
奏
曲
を
公
開
の
場
で
演
奏
す
る
チ
ャ
ン
ス
が

広
が
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
シ
ョ
パ
ン
の
作
品
に
限
ら
ず
、
ピ
ア
ノ
協
奏
曲

を
人
前
で
演
奏
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
現
代
の
音
楽
生
活
の
な
か
で
は
、
ピ
ア
ノ

を
演
奏
す
る
人
の
な
か
で
も
、
ご
く
限
ら
れ
た
、
基
本
的
に
は
き
わ
め
て
優
秀
な

ピ
ア
ニ
ス
ト
に
の
み
与
え
ら
れ
た
特
権
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
シ
ョ
パ
ン

の
ピ
ア
ノ
協
奏
曲
を
ー
一
九
世
紀
の
家
庭
で
弾
い
て
い
た
ピ
ア
ニ
ス
ト
以
上
に
ー

弾
く
こ
と
が
で
き
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
人
で
練
習
す
る
か
、
二
台
ピ
ア
ノ
版

で
満
足
す
る
し
か
な
い
人
々
が
、
数
多
く
存
在
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
「
室
内
楽

版
」
に
よ
っ
て
、
聴
き
手
に
と
っ
て
も
、
ピ
ア
ニ
ス
ト
に
と
っ
て
も
、
シ
ョ
パ
ン

の
ピ
ア
ノ
協
奏
曲
は
よ
り
身
近
な
も
の
に
な
る
で
あ
ろ
う
（
注
五
）。
そ
し
て
そ

れ
は
、
本
稿
で
述
べ
て
き
た
一
九
世
紀
の
こ
の
ジ
ャ
ン
ル
の
あ
り
方
を
、
少
な
く

と
も
そ
の
魅
力
的
な
部
分
に
つ
い
て
、
二
一
世
紀
に
蘇
ら
せ
る
契
機
と
な
る
は
ず

で
あ
る
。

注
一

： 
以
下
こ
の
段
落
で
引
用
す
る
、「
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
」
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
イ
メ
ー
ジ
は
、

今
年
度
筆
者
が
担
当
し
て
い
る
「
音
楽
芸
術
論　

西
洋
音
楽
に
お
け
る
『
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
な
も

の
』」
の
冒
頭
で
、
こ
の
講
義
を
履
修
し
て
い
る
学
生
が
抱
い
て
い
た
も
の
で
あ
る
。

注
二

：

な
お
、
こ
の
節
の
内
容
に
関
連
す
る
よ
り
詳
し
い
論
述
が
拙
稿　

小
岩
二
〇
〇
二
Ａ
に
あ
る
。

注
三

： 
シ
ョ
パ
ン
以
外
の
ピ
ア
ノ
協
奏
曲
で
「
室
内
楽
版
」
楽
譜
の
販
売
が
確
認
さ
れ
る
の
は
、
例
え

ば
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
第
一
協
奏
曲
で
あ
る
。
基
本
的
に
は
、
シ
ョ
パ
ン
以
前
の
こ
の
ジ
ャ
ン

ル
の
作
品
の
多
く
が
、
そ
の
よ
う
な
小
さ
な
編
成
で
演
奏
で
き
た
。
他
方
、
シ
ョ
パ
ン
よ
り
後

の
時
代
の
作
品
に
つ
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
楽
譜
販
売
は
ほ
と
ん
ど
確
認
で
き
な
い
。
ピ
ア
ノ

協
奏
曲
は
シ
ョ
パ
ン
の
時
代
を
最
後
に
、
つ
ま
り
一
九
世
紀
中
葉
以
降
、
室
内
楽
と
管
弦
楽
の

間
を
往
来
す
る
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
る
こ
と
を
や
め
、
ピ
ア
ノ
協
奏
曲
と
、
ピ
ア
ノ
五
重
奏
曲
や
六

重
奏
曲
は
、
Ｒ
・
シ
ュ
ー
マ
ン
や
Ｊ
・
ブ
ラ
ー
ム
ス
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
別
の
ジ
ャ
ン
ル
と

し
て
確
立
す
る
の
で
あ
る
。

注
四

： 
な
お
以
下
の
録
音
で
は
、
シ
ョ
パ
ン
の
ピ
ア
ノ
協
奏
曲
が
「
室
内
楽
版
」
を
用
い
て
演
奏
さ
れ

て
い
る
。
ま
ず
、
白
神
典
子(

ピ
ア
ノ)

と
イ
グ
ド
ラ
シ
ル
四
重
奏
団
、
ヤ
ン
・
イ
ン
ゲ
・
ハ

ウ
コ
ス(

コ
ン
ト
ラ
バ
ス)

に
よ
る
、
両
協
奏
曲
の
「
室
内
楽
版
」
世
界
初
録
音
（
一
九
九
五

年
、B

IS
: C
D
-8
4
7

）、
ジ
ャ
ン
＝
マ
ル
ク
・
ル
イ
サ
ダ
、
そ
し
て
タ
リ
シ
ュ
四
重
奏
団
と
ベ

ン
ジ
ャ
ミ
ン
・
ベ
ル
リ
オ
ー
ズ(

コ
ン
ト
ラ
バ
ス)

に
よ
る
《
第
一
番
》
の
録
音
（
一
九
九
八

年
、R

C
A
/B
M
G
: 7
4
3
2
1
 6
3
2
1
1
2

）
な
ど
。

注
五

：

シ
ョ
パ
ン
以
外
の
ピ
ア
ノ
協
奏
曲
の
「
室
内
楽
版
」
に
つ
い
て
は
、
注
三
を
参
照
。

シ
ョ
パ
ン
の
ピ
ア
ノ
協
奏
曲
の
「
室
内
楽
版
」　

│
よ
み
が
え
る
一
九
世
紀
の
演
奏
習
慣
│
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引
用
文
献　

小
岩
信
治
（
二
〇
〇
二
Ａ
）「
１
８
３
０
年
前
後
の
ピ
ア
ノ
協
奏
曲
に
お
け
る
ト
ゥ
ッ
テ
ィ
と
ソ
ロ
に

つ
い
て
」、『
音
楽
学
』
第
四
七
巻
三
号
所
収
、
一
九
二
│
二
〇
四
ペ
ー
ジ
。

小
岩
信
治
（
二
〇
〇
二
Ｂ
）「
転
換
期
の
ピ
ア
ノ
協
奏
曲　

シ
ョ
パ
ン
の
《
ピ
ア
ノ
協
奏
曲　

第
一

番
》
ホ
短
調
作
品
一
一
と
そ
の
〈
室
内
楽
版
〉
に
つ
い
て
」、『
新
世
紀
の
音
楽
学
フ
ォ
ー
ラ
ム　

転
換
期
の
音
楽
』
所
収
、
音
楽
之
友
社
、
二
一
六
│
二
二
六
ペ
ー
ジ
。

西
原
稔
（
一
九
八
七
）『
音
楽
家
の
社
会
史　

19
世
紀
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
音
楽
生
活
』、
音
楽
之
友
社
。

（
音
楽
選
書
、
五
二
）

渡
辺
裕
（
一
九
八
九
）『
聴
衆
の
誕
生　

ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ン
時
代
の
音
楽
文
化
』、
春
秋
社
。
新
装
改
訂

版
、
一
九
九
六
年
。

S
c
h
w
a
b
, H
e
in
ric
h
 W
.

（1
9
7
1

）K
o
n
ze
rt: ö

ffe
n
tlic
h
e
 M
u
s
ikd
a
rb
ie
tu
n
g
 vo
m
 

1
7
. b
is
 1
9
. J
a
h
rh
u
n
d
e
rt. L

e
ip
zig
: V
E
B
 D
e
u
ts
c
h
e
r V
e
rla
g
 fü
r M
u
s
ik.　

邦
訳

　

ハ
イ
ン
リ
ヒ
・
Ｗ
・
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
プ
『
コ
ン
サ
ー
ト: 

17
世
紀
か
ら
19
世
紀
ま
で
の
公
開
演
奏

会
』、
音
楽
之
友
社
、
一
九
八
六
年
。

S
te
g
e
m
a
n
n
, M
ic
h
a
e
l.

（1
9
8
2

）F
ré
d
é
ric
 C
h
o
p
in
: K
la
vie
r-K
o
n
ze
rt e
-M
o
ll o
p
. 

1
1
, E
in
fü
h
ru
n
g
 u
n
d
 A
n
a
lys
e
. M
a
in
z: S
c
h
o
tt.

シ
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パ
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奏
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「
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　Around 1830, at the time of the composition of Chopin's famous piano concertos, there was a 
unique practice of publishing music for sale. Not only whole parts set for a full orchestra, but also 
smaller parts set for a piano sextet or quintet without winds, could be purchased. It was therefore 
possible, if there were a pianist and some string players, to play piano concertos at salons or private 
rooms, probably in a relaxed atmosphere.

　For concertgoers of today, it is a little bit difficult to imagine a piano concerto performance in such a 
manner. Today piano concertos are performed at big concert halls for a silent audience that 
understands it as an art form. In Chopin's time a concerto performance was not so "serious." For 
example, the audience was talking and applauded after a favorite phrase, even if the soloist was 
playing the piano concerto at an orchestral concert hall. The performance was understood as 
entertainment.

　The edition of Chopin's piano concertos for a piano sextet, based on their first editions of the 
1830's, will enable musicians to perform these concertos with a small ensemble in an intimate 
circumstance, which is essential for understanding them and the genre of that time.

Shinji KOIWA
Department of Art Management

Faculty of Cultural Policy and Management

Chopin's piano concerto with a piano sextet: A 
recovered performing practice


