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こ
の
春
新
響
の
演
奏
し
た
チ
ャ
イ
コ
フ
ス
キ
ー
の
「
悲
愴
交
響
楽
」
は
、
今
も
心
の
な
か
に
或
る
感
銘

を
の
こ
し
て
い
る
。
一
度
な
ら
ず
聴
い
て
い
る
こ
の
交
響
楽
か
ら
、
あ
の
晩
、
特
別
新
鮮
に
深
い
感
動
を

与
え
ら
れ
た
の
は
お
そ
ら
く
私
一
人
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
と
思
う
。

　
十
九
世
紀
の
あ
の
時
代
の
ロ
シ
ア
、
そ
し
て
、
そ
こ
を
生
き
た
チ
ャ
イ
コ
フ
ス
キ
ー
が
、
音
楽
そ
の
も

の
の
力
で
語
り
、
描
き
訴
え
て
い
る
生
命
の
色
彩
の
生
々
し
い
古
典
性
が
、
見
事
に
流
露
さ
れ
た
。
非
常

に
面
白
く
思
わ
れ
た
。
あ
の
作
品
は
、
と
か
く
チ
ャ
イ
コ
フ
ス
キ
ー
の
ス
ラ
ブ
的
な
も
の
と
い
う
も
の
に

足
を
と
ら
れ
て
演
奏
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
そ
の
結
果
は
か
え
っ
て
作
品
の
生
命
感
を
弱
め
た
り
甘
く
し

た
り
す
る
場
合
が
多
い
。
こ
れ
ま
で
は
、
ど
こ
と
な
く
そ
ん
な
傾
き
の
伴
っ
た
「
悲
愴
」
を
よ
く
聴
い
た

よ
う
な
気
が
す
る
。

　
先
頃
の
新
響
の
「
悲
愴
」
は
、
そ
う
い
う
意
味
で
の
観
念
で
か
た
ち
づ
く
っ
た
ス
ラ
ブ
的
な
も
の
に
こ

だ
わ
ら
ず
、
音
を
つ
か
ん
で
音
の
息
づ
い
て
い
る
生
命
の
流
れ
に
従
っ
て
い
て
、
あ
れ
だ
け
音
楽
と
し
て

独
特
の
美
を
発
揮
さ
せ
た
と
思
え
る
。
チ
ャ
イ
コ
フ
ス
キ
ー
の
生
粋
な
芸
術
家
と
し
て
の
創
作
の
力
を
も

感
銘
さ
せ
ら
れ
た
。
民
族
の
さ
ま
ざ
ま
な
特
質
や
そ
の
特
質
を
更
に
個
性
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
音
楽
に
う
ち

こ
め
て
い
る
作
品
の
再
現
と
し
て
の
演
奏
が
、
純
粋
に
音
の
領
域
か
ら
入
っ
て
そ
の
精
髄
に
ふ
れ
て
ゆ
く
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こ
と
も
、
い
ろ
い
ろ
と
考
え
さ
せ
て
感
興
ふ
か
か
っ
た
。

　
音
楽
に
も
民
族
の
性
格
が
顕
著
な
の
は
自
然
だ
が
、
そ
の
自
然
な
も
の
を
扱
う
手
法
に
は
、
種
々
の
不

自
然
さ
が
生
じ
て
い
る
の
が
現
代
社
会
の
一
つ
の
悩
み
で
あ
り
、
課
題
で
も
あ
る
。
こ
の
間
の
「
悲
愴
」

の
美
し
さ
か
ら
思
い
め
ぐ
ら
し
て
も
、
音
楽
に
あ
る
民
族
的
な
特
性
と
い
う
も
の
を
、
音
楽
の
外
か
ら
の

解
釈
や
説
明
で
つ
け
加
え
て
も
、
そ
れ
が
芸
術
音
楽
と
し
て
の
内
在
的
な
充
実
感
と
な
っ
て
来
な
い
と
い

う
こ
と
は
、
し
み
じ
み
わ
か
る
。
そ
し
て
ま
た
、
音
そ
の
も
の
の
記
号
の
上
に
だ
け
民
族
的
特
徴
を
と
ら

え
た
と
し
て
、
そ
れ
の
羅
列
で
作
っ
た
と
こ
ろ
で
、
や
は
り
流
動
す
る
生
命
の
リ
ズ
ム
と
し
て
の
民
族
性

は
人
の
心
を
う
つ
も
の
た
り
得
な
い
こ
と
が
実
感
さ
れ
た
の
も
興
味
ふ
か
か
っ
た
。
文
学
は
、
文
字
で
か

か
れ
つ
つ
文
字
の
上
に
だ
け
そ
の
生
気
を
と
ら
え
て
い
る
の
で
な
く
て
、
む
し
ろ
、
文
字
か
ら
文
字
へ
の

う
つ
り
の
底
に
、
流
れ
動
き
脈
う
つ
芸
術
性
を
湛
え
て
い
る
。
音
楽
の
日
本
的
な
要
素
の
こ
と
が
い
ろ
い

ろ
問
題
に
な
っ
て
い
る
が
、
私
た
ち
に
と
っ
て
関
心
を
ひ
か
れ
る
点
は
、
や
は
り
、
こ
の
音
の
記
号
の
上

で
の
日
本
ら
し
さ
の
試
み
が
、
ど
の
よ
う
に
音
の
流
れ
そ
の
も
の
の
生
命
が
語
る
日
本
ら
し
い
も
の
に
成

熟
さ
せ
ら
れ
て
ゆ
く
か
と
い
う
こ
と
で
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
日
本
独
特
の
日
本
ら
し
い
も
の
と
い
う
と
き
、
今
日
の
日
本
ら
し
さ
が
、
ど
ん
な
風
に
音
楽
に
は
生
か

さ
れ
て
ゆ
く
も
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
も
、
難
し
く
て
し
か
も
避
け
ら
れ
な
い
芸
術
家
へ
の
課
題
だ
と
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思
わ
れ
る
。

　
い
ろ
ん
な
そ
ん
な
こ
と
を
考
え
て
い
る
と
き
、
中
央
公
論
社
か
ら
出
し
て
い
る
現
代
世
界
文
学
叢
書
の

一
冊
の
「
黄
金
の
仔
牛
」
を
読
ん
だ
。
こ
れ
は
ソ
ヴ
ェ
ト
の
諷
刺
小
説
で
、
以
前
「
十
二
の
椅
子
」
と
い

う
諷
刺
小
説
を
書
い
た
イ
リ
フ
、
ペ
ト
ロ
フ
合
作
の
長
篇
で
あ
る
。
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
出
身
の
ペ
ト
ロ
フ

が
素
材
を
あ
つ
め
る
こ
と
を
主
に
働
き
、
詩
人
で
あ
る
イ
リ
フ
が
作
品
と
し
て
書
き
あ
げ
て
ゆ
く
と
い
う
、

新
し
い
仕
事
ぶ
り
で
七
年
ほ
ど
前
に
完
成
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
。

　
主
人
公
は
オ
ス
タ
ッ
プ
・
ベ
ン
デ
ル
と
い
う
山
師
で
、
北
極
飛
行
で
世
界
に
有
名
な
シ
ュ
ミ
ッ
ト
博
士

の
息
子
と
称
す
る
い
か
さ
ま
師
で
あ
る
。
こ
の
ベ
ン
デ
ル
が
、
永
年
の
夢
と
し
て
抱
い
て
い
る
リ
オ
・
デ

ジ
ャ
ネ
イ
ロ
市
へ
永
住
す
る
た
め
の
資
金
を
稼
ご
う
と
し
て
、
数
年
来
あ
ら
ゆ
る
悪
辣
な
秘
密
手
段
を
つ

か
っ
て
こ
っ
そ
り
金
を
た
め
て
い
る
「
ヘ
リ
ク
レ
ス
」
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
の
会
計
係
コ
レ
イ
コ
か
ら
、
そ
の

金
を
捲
き
上
げ
よ
う
と
す
る
。
そ
の
過
程
に
イ
リ
フ
、
ペ
ト
ロ
フ
は
極
め
て
ユ
ー
モ
ラ
ス
で
辛
辣
で
明
快

な
調
子
で
、
ソ
ヴ
ェ
ト
社
会
の
旧
い
考
え
旧
い
生
き
か
た
の
諷
刺
を
行
っ
て
い
る
。
オ
ス
タ
ッ
プ
・
ベ
ン

デ
ル
自
身
の
山
師
と
し
て
の
社
会
的
存
在
の
意
義
も
、
彼
の
哀
れ
な
失
敗
そ
の
も
の
で
容
赦
な
く
批
判
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
だ
ん
だ
ん
こ
の
小
説
を
読
ん
で
行
っ
て
、
大
変
面
白
く
思
わ
れ
る
の
は
、
ロ
シ
ア
が
生
ん
だ
世
界
的
な
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諷
刺
作
家
ゴ
ー
ゴ
リ
の
作
品
の
世
界
と
、
こ
の
「
黄
金
の
仔
牛
」
の
世
界
の
違
い
か
た
、
同
時
に
そ
こ
に

あ
る
共
通
性
で
あ
っ
た
。

　
ゴ
ー
ゴ
リ
の
作
品
の
価
値
は
世
界
古
典
の
う
ち
に
一
つ
の
峰
と
し
て
聳
え
立
っ
て
い
る
。
彼
の
涙
と
苦

し
い
笑
い
と
ひ
そ
め
ら
れ
た
憤
の
震
え
る
調
子
は
、
ア
メ
リ
カ
の
諷
刺
作
家
で
あ
っ
た
マ
ー
ク
・
ト
ゥ
ウ

エ
ン
の
作
品
な
ど
と
全
く
異
っ
た
悲
傷
な
諷
刺
を
つ
く
り
出
し
て
い
る
。
マ
ー
ク
・
ト
ゥ
ウ
エ
ン
の
諷
刺

は
、
そ
の
基
調
に
何
と
云
っ
て
も
辛
酸
を
な
め
つ
く
し
た
後
に
、
新
興
の
ア
メ
リ
カ
社
会
で
世
俗
の
生
活

で
安
定
を
か
ち
得
た
そ
の
作
者
ら
し
い
妥
協
、
気
や
す
め
が
あ
る
。
ゴ
ー
ゴ
リ
の
作
品
に
は
そ
れ
が
な
い
。

悲
哀
の
底
が
抜
け
て
い
る
。
作
者
と
し
て
の
ゴ
ー
ゴ
リ
は
、
わ
が
心
の
よ
り
す
が
る
べ
き
小
さ
い
気
休
め

の
小
枝
に
も
ど
ん
づ
ま
り
ま
で
皮
肉
と
諷
刺
と
の
鎌
を
当
て
て
い
て
、
彼
の
涙
と
笑
い
の
果
い
は
、
一
種

の
虚
無
感
が
連
っ
て
い
る
よ
う
で
さ
え
あ
る
。

　
イ
リ
フ
、
ペ
ト
ロ
フ
の
「
黄
金
の
仔
牛
」
の
世
界
は
、
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
ゴ
ー
ゴ
リ
の
世
界
と
全

く
ち
が
う
。
訳
者
は
「
黄
金
の
仔
牛
」
の
世
界
の
ユ
ー
モ
ア
を
「
上
か
ら
の
笑
い
」
だ
と
表
現
し
て
い
る
。

「
上
か
ら
の
笑
い
」
の
真
意
は
、
勝
利
者
が
上
か
ら
敗
北
者
に
あ
び
せ
か
け
た
笑
い
で
あ
る
と
い
う
よ
り

は
、
現
実
社
会
の
腐
敗
や
停
滞
、
偽
瞞
を
裏
ま
で
見
と
お
し
て
い
る
社
会
生
活
へ
の
鋭
い
洞
察
者
が
、
そ

の
明
る
く
て
か
げ
の
な
い
実
践
的
な
生
活
態
度
と
遠
大
な
見
と
お
し
に
立
っ
て
、
周
囲
の
虚
偽
卑
劣
を
描
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き
つ
つ
、
お
の
ず
か
ら
笑
殺
す
る
こ
と
で
、
社
会
的
批
判
を
表
現
し
て
い
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　
そ
こ
か
ら
、
ゴ
ー
ゴ
リ
の
諷
刺
と
本
質
的
に
ち
が
い
つ
つ
、
ア
メ
リ
カ
の
ナ
ン
セ
ン
ス
と
も
異
る
新
種

の
快
活
、
辛
辣
が
生
じ
て
い
る
。

　
そ
ん
な
に
ゴ
ー
ゴ
リ
の
泣
き
笑
い
と
は
ち
が
う
若
く
確
信
に
満
ち
た
哄
笑
が
響
い
て
い
な
が
ら
、
な
お
、

こ
の
「
黄
金
の
仔
牛
」
の
読
者
が
、
し
ば
し
ば
、
あ
あ
イ
リ
フ
、
ペ
ト
ロ
フ
は
、
さ
す
が
ゴ
ー
ゴ
リ
の
出

た
国
の
人
間
だ
け
あ
る
、
と
思
わ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
の
も
、
実
に
意
味
ふ
か
い
実
感
だ
と
思
う
。
所

謂
ロ
シ
ア
気
質
と
い
う
も
の
は
、
イ
リ
フ
、
ペ
ト
ロ
フ
両
人
の
極
め
て
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
社
会
精
神
と
感

情
の
活
動
を
一
貫
し
て
ど
こ
に
も
古
風
な
バ
ラ
ラ
イ
カ
の
響
と
な
っ
て
つ
た
わ
っ
て
は
い
な
い
。
彼
等
は

新
し
い
人
間
た
ち
、
新
し
い
文
学
の
つ
く
り
て
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
黄
金
の
仔
牛
」
の

全
篇
は
、
そ
の
ど
こ
と
も
云
え
な
い
到
る
と
こ
ろ
に
、
イ
リ
フ
、
ペ
ト
ロ
フ
が
決
し
て
フ
ラ
ン
ス
人
で
は

な
い
味
、
イ
リ
フ
、
ペ
ト
ロ
フ
が
決
し
て
ド
イ
ツ
人
で
は
な
い
味
と
い
う
も
の
を
含
ん
で
い
る
。
云
い
か

え
れ
ば
、
ゴ
ー
ゴ
リ
の
諷
刺
は
、
今
日
の
ロ
シ
ア
の
歴
史
の
現
実
の
な
か
で
、
成
程
こ
う
も
生
き
か
わ
り

得
た
の
か
、
と
感
歎
す
る
心
持
を
つ
よ
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
チ
ャ
イ
コ
フ
ス
キ
ー
が
、
世
界
の
音
楽
を
ゆ
た
か
に
し
た
古
典
の
ロ
シ
ア
的
な
も
の
は
、
直
接
に
ゴ
ー

ゴ
リ
と
並
べ
て
は
云
え
な
い
け
れ
ど
も
、
ゴ
ー
ゴ
リ
の
諷
刺
が
「
黄
金
の
仔
牛
」
に
よ
っ
て
生
れ
か
え
ら
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れ
高
め
ら
れ
た
よ
う
に
は
、
ま
だ
何
人
に
よ
っ
て
も
　
　
シ
ョ
ス
タ
コ
ヴ
ィ
ッ
チ
に
よ
っ
て
で
も
高
め
ら

れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
芸
術
に
お
け
る
民
族
の
特
質
の
微
妙
で
複
雑
な
消
長
が
、
こ
こ
か
ら
も
私
た
ち
の
心
に
訴
え
て
来
る
と

思
う
。
民
族
性
を
古
典
の
規
範
に
し
ば
り
つ
け
て
考
え
る
誤
り
も
明
白
に
理
解
さ
れ
る
し
、
さ
り
と
て
、

そ
の
新
し
い
展
開
が
単
に
技
法
上
の
新
展
開
だ
け
で
齎もた
ら
さ
れ
る
も
の
で
な
い
こ
と
も
、
痛
切
に
考
え
ら

れ
る
。
芸
術
の
素
質
と
し
て
民
族
に
特
有
な
も
の
は
、
い
つ
も
具
体
的
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
さ
け
る
こ
と

が
出
来
な
い
歴
史
の
波
、
社
会
の
発
展
の
段
階
の
明
暗
を
映
し
て
い
る
こ
と
が
、
十
分
芸
術
家
の
生
活
感

情
と
し
て
把
握
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
。

　
音
楽
の
歴
史
と
諷
刺
の
こ
と
も
何
と
な
く
知
り
た
い
こ
と
の
一
つ
で
あ
る
。
文
学
の
世
界
で
も
、
絵
画

の
世
界
で
も
、
強
烈
な
現
実
性
と
批
判
の
精
神
と
手
法
と
し
て
大
胆
な
デ
ィ
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン
を
必
要

と
す
る
諷
刺
は
、
そ
う
誰
に
も
創
り
出
せ
る
も
の
で
な
か
っ
た
。
音
楽
が
芸
術
で
あ
る
か
ら
に
は
、
美
の

一
種
目
と
し
て
諷
刺
を
避
け
て
は
い
な
い
の
だ
ろ
う
と
思
う
。
私
た
ち
は
よ
く
、
諧
謔
的
に
と
添
え
が
き

さ
れ
る
場
合
を
知
っ
て
い
る
が
、
諧
謔
は
感
情
の
性
質
と
し
て
諷
刺
と
同
じ
で
は
な
い
。
妥
協
的
で
あ
っ

て
も
諧
謔
的
で
は
、
あ
り
得
る
の
だ
か
ら
。
偉
大
な
作
曲
家
た
ち
の
精
神
の
な
か
で
、
諷
刺
の
本
能
は
ど

ん
な
に
半
醒
の
状
態
に
お
か
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
過
去
の
雄
々
し
い
作
曲
家
た
ち
が
、
平
民
の
生
れ
で
、
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諸
公
た
ち
、
諸
紳
士
淑
女
た
ち
の
習
俗
に
常
に
居
心
地
わ
る
が
り
な
が
ら
、
し
か
も
僅
に
、
そ
の
諸
公
、

諸
紳
士
淑
女
を
も
よ
ろ
こ
ば
せ
る
範
囲
の
諧
謔
に
止
っ
て
い
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
明
日
の
作
曲
家
た
ち
の

宇
宙
は
、
こ
の
方
面
に
も
勇
ま
し
く
ひ
ろ
げ
ら
れ
て
行
く
は
ず
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
テ
ィ
ム
パ
ニ

ー
が
、
浄
ら
か
な
諷
刺
の
哄
笑
で
鳴
り
わ
た
る
よ
ろ
こ
び
は
、
歴
史
と
と
も
に
い
つ
の
日
に
か
期
待
さ
れ

て
い
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
一
九
四
〇
年
七
・
八
月
〕
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イ
ル
：

こ
の
フ
ァ
イ
ル
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
図
書
館
、
青
空
文
庫
（http://w

w
w

.aozora.gr.jp/

）
で
作
ら
れ

ま
し
た
。
入
力
、
校
正
、
制
作
に
あ
た
っ
た
の
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
皆
さ
ん
で
す
。
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