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花
の
時
期
が
過
ぎ
、
木
も
れ
日
が
心
地
よ
い
季
節
。

咲
い
た
花
を
愛
で
た
人
々
も
、

木
も
れ
日
を
つ
く
る
葉
を
見
上
げ
る
こ
と
は
少
な
い
よ
う
で
す
。

で
も
、
そ
の
葉
の
な
か
に
息
づ
い
て
い
る
遺
伝
子
が
、

来
年
ま
た
花
を
咲
か
せ
る
ん
で
す
よ
ね
。

そ
う
思
う
と
、
ほ
ら
、
若
葉
色
の
中
に
、
花
の
薄
紅
色
が
見
え
ま
せ
ん
か
？

ム
ラ
マ
ツ
・
フ
ル
ー
ト
の
す
べ
て
に
も
、

日
本
で
初
め
て
フ
ル
ー
ト
を
完
成
さ
せ
た
情
熱
と
愛
情
と
技
と
い
う

遺
伝
子
が
、
す
み
ず
み
ま
で
受
け
継
が
れ
て
い
ま
す
。

││
フ
ル
ー
ト
が
素
敵
な
も
の
に
な
る
た
め
に
。

遺
伝
子
が
、萌
え
て
い
る
。
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モ
イ
ー
ズ
と
の
出
会
い

1
9
7
3
年
、
も
う
40
年
も
前
の
こ
と
に
な

り
ま
す
が
、マ
ル
セ
ル
・
モ
イ
ー
ズ
が
初
め
て
日

本
に
や
っ
て
き
た
の
で
す
。
そ
し
て
、
東
京
の

日
経
ホ
ー
ル
で
公
開
レ
ッ
ス
ン
を
開
き
ま
し
た
。

私
は
そ
れ
に
参
加
し
た
の
で
す
。曲
は
T
・
ベ
ー

ム
作
曲
の
﹁
ネ
ル
・
コ
ー
ル
・
ピ
ウ
・
ノ
ン
・
ミ
・

セ
ン
ト
︵
う
つ
ろ
な
心
︶﹂
の
変
奏
曲
。

私
は
中
学
生
の
こ
ろ
か
ら
フ
ル
ー
ト
を
吹
く

の
が
大
好
き
で
し
た
が
、
笛
が
好
き
に
な
っ
て

一
番
初
め
に
聴
い
た
演
奏
会
が
、
1
9
6
1
年

に
来
日
し
た
パ
リ
・
ギ
ャ
ル
ド
・
レ
ピ
ュ
ブ
リ

ケ
ー
ヌ
吹
奏
楽
団
だ
っ
た
の
は
、
幸
運
な
こ
と

で
し
た
。
首
席
フ
ル
ー
ト
奏
者
は
ア
ン
リ
・
ル

ボ
ン
と
い
っ
て
、
パ
リ
・
コ
ン
セ
ル
ヴ
ァ
ト
ワ
ー

ル
で
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ゴ
ー
ベ
ー
ル
に
学
び
、
モ
イ

ー
ズ
に
も
師
事
し
た
人
で
す
。
こ
れ
が
メ
ッ
ポ

ウ
う
ま
く
て
、
ド
ビ
ュ
ッ
シ
ー
の
﹁
牧
神
の
午

後
へ
の
前
奏
曲
﹂
は
、素
晴
ら
し
い
も
の
で
し
た
。

こ
れ
が
私
と
フ
レ
ン
チ
・
ス
ク
ー
ル
と
の
出
会
い

で
も
あ
っ
た
の
で
す
。

私
は
モ
イ
ー
ズ
の
公
開
レ
ッ
ス
ン
に
出
る
前

に
、
吉
田
雅
夫
先
生
か
ら
6
年
ほ
ど
フ
ル
ー
ト

の
手
ほ
ど
き
を
受
け
て
い
ま
し
た
。
フ
ル
ー
ト

の
演
奏
や
歴
史
だ
け
で
な
く
、
音
楽
全
体
の
こ

と
や
、
先
生
が
尊
敬
し
敬
愛
さ
れ
て
い
た
モ
イ

ー
ズ
に
つ
い
て
な
ど
、
た
た
き
こ
む
よ
う
に
教

え
ら
れ
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
モ
イ
ー
ズ
が
来
日
す
る
と
聞
い
て
、

こ
れ
は
自
分
の
音
楽
を
み
て
も
ら
う
滅
多
に
な

い
機
会
だ
と
思
っ
た
の
で
す
。
彼
が
体
現
し
て

い
る
フ
ル
ー
ト
の
伝
統
、フ
レ
ン
チ
・
ス
ク
ー
ル

に
、
ぜ
ひ
と
も
触
れ
て
お
き
た
か
っ
た
。
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
フ
ル
ー
ト
の
ル
ー
ツ
を
追
っ
て
い
く

と
、
す
べ
て
モ
イ
ー
ズ
に
た
ど
り
着
く
の
で
す
。

当
時
モ
イ
ー
ズ
は
も
う
84
歳
、
最
後
の
チ
ャ
ン

ス
で
し
た
。

楽
器
と
音
楽
の
根
本
を

教
わ
っ
た
レ
ッ
ス
ン

公
開
レ
ッ
ス
ン
の
当
日
、
私
は
モ
イ
ー
ズ
か

ら
演
奏
を
ほ
め
ら
れ
、天
に
も
昇
る
心
地
で
し
た
。

こ
の
レ
ッ
ス
ン
で
教
わ
っ
た
こ
と
は
、
今
で
も

1
か
ら
10
ま
で
全
部
覚
え
て
い
ま
す
。

モ
イ
ー
ズ
が
持
っ
て
い
る
音
楽
に
対
す
る
直

観
力
は
、
ま
っ
た
く
別
格
の
も
の
で
す
。
吉
田
先

生
は
、
こ
れ
を
フ
ィ
ー
リ
ン
グ
・
イ
ン
タ
ー
プ

リ
テ
イ
シ
ョ
ン
、﹁
感
覚
に
よ
る
解
釈
﹂
と
呼
ん

で
い
ま
し
た
。
モ
イ
ー
ズ
独
特
の
言
い
回
し
や

表
現
、
そ
こ
に
は
い
ろ
い
ろ
な
知
恵
が
い
っ
ぱ

い
つ
ま
っ
て
い
る
。
数
多
く
の
名
演
奏
家
た
ち

と
音
楽
を
と
も
に
し
て
き
た
、
そ
の
積
み
重
ね

が
体
の
中
に
浸
み
込
ん
で
い
る
の
で
す
ね
。
そ

う
し
た
体
験
は
、
フ
ル
ー
ト
だ
け
で
な
く
、
音

楽
そ
の
も
の
を
高
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

こ
れ
は
私
自
身
も
、
狭
い
経
験
な
が
ら
深
く
感

じ
て
き
た
こ
と
で
す
。

当
時
モ
イ
ー
ズ
は
ス
イ
ス
の
ボ
ス
ヴ
ィ
ル
で
、

毎
夏
に
3
週
間
公
開
レ
ッ
ス
ン
を
さ
れ
て
い
た

の
で
、
翌
1
9
7
4
年
8
月
か
ら
、
そ
こ
に
参

加
し
ま
し
た
。
当
時
の
レ
ッ
ス
ン
は
テ
ー
プ
に

た
く
さ
ん
録
っ
て
あ
り
ま
す
。
こ
の
レ
ッ
ス
ン

は
、
私
が
フ
ル
ー
ト
を
つ
く
る
と
き
の
目
標
と

な
る
楽
器
の
イ
メ
ー
ジ
、
そ
し
て
音
楽
の
イ
メ

ー
ジ
を
つ
く
る
の
に
、
か
け
が
え
の
な
い
基
礎

と
な
り
ま
し
た
。
こ
う
し
た
経
験
が
な
か
っ
た
ら
、

フ
ル
ー
ト
を
つ
く
っ
て
い
く
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
と
思
い
ま
す
。

モ
イ
ー
ズ
の
楽
器
を
つ
く
る

そ
の
後
、
モ
イ
ー
ズ
か
ら
は
、
1
年
間
自
宅

に
来
て
暮
ら
さ
な
い
か
と
お
誘
い
を
受
け
た
り

︵
残
念
な
が
ら
こ
れ
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
が
︶、

ま
た
私
の
結
婚
式
で
牧
師
役
を
し
て
く
だ
さ
っ

た
り
と
、
い
ろ
い
ろ
と
親
身
に
な
っ
て
く
だ
さ

い
ま
し
た
。

さ
て
、
1
9
8
0
年
の
暮
れ
に
モ
イ
ー
ズ
か

ら
手
紙
が
来
ま
し
た
。
自
分
の
楽
器
が
古
く
な
っ

て
鳴
ら
な
く
な
っ
た
の
で
、
新
し
い
楽
器
が
ほ

し
い
と
い
う
の
で
す
。
も
う
90
歳
を
超
え
て
い

ま
し
た
の
で
、
こ
れ
か
ら
新
し
い
楽
器
に
慣
れ

る
の
は
た
い
へ
ん
な
こ
と
だ
と
思
い
、
彼
の
楽

器
の
コ
ピ
ー
を
つ
く
っ
て
吹
い
て
い
た
だ
こ
う
、

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
楽
器

を
送
っ
て
も
ら
い
、
細
部
ま
で
そ
っ
く
り
に
つ

く
っ
た
の
で
す
。
モ
イ
ー
ズ
の
楽
器
は
、
戦
前

に
ド
イ
ツ
で
つ
く
ら
れ
た
﹁
ト
リ
ラ
ー
・
ク
ラ
ッ

ペ
ン
・
フ
レ
ー
テ
﹂
と
い
う
、
ト
リ
ル
・
キ
ー
が

た
く
さ
ん
つ
い
て
い
る
モ
デ
ル
で
、
洋
銀
製
の

カ
バ
ー
ド
・
キ
ー
で
し
た
。

驚
い
た
こ
と
に
、
こ
の
笛
は
誰
が
吹
い
て
も
、

あ
の
﹁
モ
イ
ー
ズ
の
音
﹂
が
し
た
の
で
す
。
楽
器

と
い
う
も
の
は
、
吹
き
手
に
共
鳴
し
て
い
っ
て
、

吹
き
手
に
鳴
り
や
す
い
楽
器
に
変
わ
っ
て
い
く

の
で
す
。
何
十
年
と
使
い
込
ま
れ
た
こ
の
笛
は
、

モ
イ
ー
ズ
に
よ
っ
て
育
て
ら
れ
た
楽
器
な
の
で

し
た
。

コ
ピ
ー
す
る
楽
器
の
材
質
を
何
に
す
る
か
、

電
話
で
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
モ
イ
ー
ズ
は
し
ば
ら

く
考
え
て
か
ら
、
洋
銀
に
銀
メ
ッ
キ
と
い
う
答

え
が
返
っ
て
き
ま
し
た
。
5
月
17
日
が
彼
の
誕

生
日
。
そ
れ
に
間
に
合
う
よ
う
、
丸
3
か
月
か

け
て
つ
く
り
ま
し
た
。
キ
ー
な
ど
は
原
型
を
と

ど
め
な
い
く
ら
い
に
磨
り
減
っ
て
い
る
の
で
、

そ
れ
を
復
元
し
た
り
、寸
法
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、

楽
器
の
重
さ
の
バ
ラ
ン
ス
や
、
管
の
厚
さ
、
ト

ー
ン
ホ
ー
ル
の
位
置
関
係
、
キ
ー
の
形
状
な
ど

を
、す
べ
て
ま
っ
た
く
同
じ
に
仕
上
げ
た
の
で
す
。

頭
部
管
だ
け
は
、
モ
イ
ー
ズ
が
手
を
加
え
す

ぎ
て
調
子
が
く
ず
れ
て
い
た
の
で
コ
ピ
ー
せ
ず
、

モ
イ
ー
ズ
の
奏
法
や
音
か
ら
推
量
し
て
、
こ
ち

ら
で
新
し
く
つ
く
り
ま
し
た
。
こ
の
楽
器
の
復

元
作
業
は
と
て
も
お
も
し
ろ
く
、
た
い
へ
ん
勉

強
に
な
っ
た
も
の
で
す
。

モ
イ
ー
ズ
は
こ
の
笛
を
と
て
も
気
に
入
っ
て
、

電
話
の
向
こ
う
で
も
、
半
狂
乱
と
も
い
え
る
よ

う
な
、
た
い
へ
ん
な
喜
び
よ
う
で
し
た
。
こ
の

笛
を
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
小
さ
な
演
奏
会
で
吹
い

た
記
事
が
、﹁
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
タ
イ
ム
ズ
﹂
紙
に

載
っ
た
そ
う
で
す
。
息
子
の
ル
イ
の
奥
さ
ん
だ
っ

た
ブ
ラ
ン
シ
ュ
・
オ
ネ
ゲ
ル
さ
ん
︵
ア
ル
テ
ュ
ー

ル
・
オ
ネ
ゲ
ル
の
娘
︶
に
お
会
い
し
た
と
き
も
、

ず
い
ぶ
ん
感
謝
さ
れ
ま
し
た
。

消
え
て
し
ま
っ
た
教
則
本

と
こ
ろ
で
、
こ
の
楽
器
の
値
段
で
す
が
、
計

算
し
て
み
る
と
た
い
へ
ん
高
価
で
、
24
Ｋ
よ
り

も
高
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
モ
イ
ー
ズ
と
い

う
人
は
、
お
金
を
貯
め
る
よ
う
な
生
活
を
送
っ

て
き
た
人
で
は
あ
り
ま
せ
ん
、
江
戸
っ
子
で
す

か
ら︵
笑
︶。
当
時
、村
松
楽
器
の
西
新
宿
の
店

に
は
、
4
0
0
人
ほ
ど
の
生
徒
さ
ん
が
レ
ッ
ス

ン
を
受
け
て
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
代
金
を
い

た
だ
く
よ
り
も
、
こ
う
し
た
ア
マ
チ
ュ
ア
の
フ

ル
ー
ト
奏
者
の
た
め
の
基
礎
的
な
教
則
本
の
決

定
版
を
書
い
て
い
た
だ
こ
う
と
、
執
筆
を
お
願

い
し
た
と
こ
ろ
、
快
く
引
き
受
け
て
く
だ
さ
っ

た
の
で
す
。

私
た
ち
は
そ
の
出
来
上
が
り
を
心
待
ち
に
し

て
い
ま
し
た
。
来
日
し
た
ブ
ラ
ン
シ
ュ
さ
ん
に

う
か
が
う
と
、
一
生
懸
命
に
書
い
て
い
ま
す
よ
、

と
い
う
こ
と
で
、
期
待
を
膨
ら
ま
せ
て
い
た
の

で
す
。
し
か
し
、3
年
後
の
1
9
8
4
年
11
月
、

モ
イ
ー
ズ
は
惜
し
く
も
こ
の
世
を
去
り
ま
し
た
。

書
き
か
け
の
エ
チ
ュ
ー
ド
は
、
モ
イ
ー
ズ
の
寝

室
に
譜
面
が
あ
っ
た
の
で
す
が
、
亡
く
な
っ
た

と
き
に
は
行
方
が
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
い
た
そ

う
で
す
。
そ
れ
き
り
、
い
ま
だ
に
出
て
こ
な
い

の
で
す
。
出
版
さ
れ
て
い
た
ら
、
ど
ん
な
に
素

敵
な
エ
チ
ュ
ー
ド
に
な
っ
た
か
と
、
こ
れ
だ
け

は
心
残
り
で
な
り
ま
せ
ん
。

モ
イ
ー
ズ
か
ら
私
が
受
け
と
っ
た
も
の
は
計

り
し
れ
ま
せ
ん
。
私
の
フ
ル
ー
ト
と
音
楽
と
、

そ
し
て
人
生
の
教
師
で
も
あ
り
ま
し
た
。

「
ソ
ノ
リ
テ
課
」

今
、私
た
ち
は
工
場
に
新
し
い
ス
ペ
ー
ス
を

設
け
て
い
ま
す
。

私
た
ち
が
心
の
中
で
温
め
て
き
た
こ
の
部
門

は
、
未
来
の
ム
ラ
マ
ツ
が
フ
ル
ー
テ
ィ
ス
ト
と

共
に
歩
ん
で
い
く
た
め
に
、ど
う
し
て
も
必
要

な
場
所
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

モ
イ
ー
ズ
の
こ
と
を
想
う
た
び
、
こ
の
名
に

相
応
し
い
セ
ク
シ
ョ
ン
を
と
考
え
て
い
ま
し
た
。

若
い
ス
タ
ッ
フ
と
一
緒
に
な
っ
て
つ
く
っ
て
い

く
こ
と
が
、今
の
私
の
夢
で
も
あ
る
の
で
す
。

村松フルート製作所◎ 青木 宏

人生と音楽の教師
マルセル・モイーズ

笛吹きとの対話 1

マルセル・モイーズ〈Marcel	Moyse〉

（1889年5月17日、サンタムール～ 1984年11月1日、
ブラットルボロ［アメリカ］）
フランス近代の最も優れたフルート奏者の一人。パリ音
楽院でタファネルとゴーベールに学んだ後、パリ音楽院
管弦楽団ほか幾つものオーケストラで首席奏者を歴任。
1932年からはゴーベールの後を継いでパリ音楽院の教授
となって数多くの弟子を育て、現代のフルート奏法に多大
な影響を与えた。

1973年の来日時、吉田雅夫氏と共に。

上／モイーズが使用していたケノンのオリジナル楽器
下／ムラマツが製作したコピー楽器
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銀
、
あ
る
い
は
銀
を
主
成
分
と
し
た
銀
合
金

は
、
鉄
鋼
材
料
の
よ
う
な
構
造
用
材
料
で
は
な
く
、

チ
タ
ン
合
金
に
代
表
さ
れ
る
、
あ
る
特
殊
な
働

き
を
し
て
く
れ
る
機
能
材
料
で
も
な
く
、
主
に

食
器
、
装
飾
品
、
楽
器
な
ど
に
使
用
さ
れ
る
材

料
と
一
般
に
は
認
識
さ
れ
て
い
ま
す
。

銀
製
の
フ
ル
ー
ト
に
つ
い
て
は
、﹁
温
か
み
が

あ
っ
て
深
い
音
﹂
が
す
る
と
よ
く
言
わ
れ
て
い

る
よ
う
で
す
が
、
何
故
そ
の
よ
う
な
音
に
な
る

の
で
し
ょ
う
か
？　

本
当
に
そ
の
よ
う
な
差
を

聴
き
比
べ
ら
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
？　

金
製
フ

ル
ー
ト
と
銀
製
フ
ル
ー
ト
で
は
、﹁
音
量
﹂と
﹁
鳴

り
の
深
さ
﹂
に
も
差
異
が
あ
る
。
え
っ
、
そ
こ

ま
で
分
か
り
ま
す
か
？
と
疑
問
は
つ
き
ま
せ
ん

が
、
こ
れ
に
正
確
に
答
え
る
の
は
、
金
属
学
の

専
門
家
で
も
な
か
な
か
困
難
な
問
題
で
す
。
こ

れ
ら
を
純
材
料
学
だ
け
で
説
明
し
き
れ
な
い
何

か
が
あ
る
は
ず
な
の
で
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
考

え
て
み
よ
う
と
思
い
ま
す
。

で
は
、
重
さ
は
別
に
し
て
︵
と
い
う
の
も
、

1
㎝
角
の
純
金
の
サ
イ
コ
ロ
は
19
・
32
ｇ
、
純
銀

の
そ
れ
は
約
半
分
の
10
・50
ｇ
と
大
き
く
違
う
の

で
︶、
目
隠
し
を
し
て
、
金
製
フ
ル
ー
ト
と
銀
製

フ
ル
ー
ト
を
聴
き
比
べ
て
み
た
と
き
、
こ
の
響

き
の
差
異
が
明
確
に
分
か
る
の
で
し
ょ
う
か
？

　
﹁
温
か
み
が
あ
っ
て
深
い
音
﹂
と
は
、
果
た
し

て
聴
覚
だ
け
の
感
覚
認
識
に
基
づ
い
た
音
の
色

な
の
で
し
ょ
う
か
？　

著
者
に
は
、
ど
う
も
﹁
五

感
﹂
が
統
合
的
に
作
用
し
て
の
感
覚
認
識
で
あ

る
と
し
か
思
え
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
今
回
は
そ
の

五
感
で
﹁
銀
﹂
は
ど
の
よ
う
に
感
じ
る
も
の
な

の
か
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
ま
す
。

ま
ず
、﹁
銀
﹂
と
聞
く
と
、フ
ラ
ン
ツ
・
レ
ハ
ー
ル

の
ワ
ル
ツ
﹁
金
と
銀
﹂、オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
﹁
金
﹂

﹁
銀
﹂﹁
銅
﹂
メ
ダ
ル
、﹁
金
閣
寺
﹂﹁
銀
閣
寺
﹂、

﹁
燻い

ぶ
し

銀ぎ
ん

﹂
な
ど
、
な
ぜ
か
﹁
一
歩
引
い
て
、
光
っ

て
い
る
﹂
金
属
と
と
ら
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
さ

ら
に
、﹁
銀
﹂
と
い
う
字
の
右つ

く
り側
﹁
艮こ

ん

﹂
は
、
あ

ま
り
変
わ
ら
な
い
も
の
と
い
う
意
味
も
あ
り
ま

す
。
要
す
る
に
錆
び
に
く
い
金
属
で
も
あ
り
ま

す
。
し
か
し
、
大
気
中
の
イ
オ
ウ
と
反
応
し
て

硫
化
膜
を
作
っ
て
黒
ず
ん
で
く
る
こ
と
は
ご
存

じ
の
こ
と
と
思
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
錆
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
金
属
の
構
造
的
に
は
そ
う

複
雑
で
は
な
く
、
金
に
次
い
で
延
び
や
す
い
金

属
で
、1
g
あ
れ
ば
1
8
0
0
m
も
の
ワ
イ
ヤ
ー

を
作
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

人
類
は
紀
元
前
3
0
0
0
年
頃
か
ら
銀
を
利
用

し
て
お
り
、
純
金
属
の
価
格
を
金
と
銀
で
比
較

す
る
と
、
古
代
エ
ジ
プ
ト
文
明
で
は
、
銀
の
方

が
金
よ
り
も
約
２・５
倍
高
価
で
、
金
製
品
に
銀

を
メ
ッ
キ
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
ら
し
く
、
中
世

の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
も
銀
の
方
が
高
価
だ
っ
た
が
、

い
つ
か
ら
か
逆
転
し
て
し
ま
い
、
現
在
は
金
の

方
が
銀
よ
り
も
高
価
で
、
金
メ
ダ
ル
は
銀
メ
ダ

ル
に
金
メ
ッ
キ
を
施
し
た
も
の
で
す
。

視
覚
│
銀
と
光

﹁
な
ぜ
、
銀
は
銀
色
な
の
か
？
﹂

人
間
の
視
覚
細
胞
に
は
、
赤
、
青
、
黄
に
感

じ
る
三
種
類
が
あ
り
、
そ
の
刺
激
の
割
合
に
よ
っ

て
正
し
く
色
を
感
じ
ま
す
。
銀
は
、
可
視
光
線

全
域
︵
赤
外
線
、
赤
・
・
・
・
紫
、
紫
外
線
︶

に
対
し
て
90
％
以
上
︵
つ
ま
り
ほ
ぼ
全
て
︶
の
反

射
率
を
示
す
の
で
、
入
っ
て
く
る
光
は
銀
表
面

で
ほ
ぼ
バ
ラ
ン
ス
よ
く
全
反
射
さ
れ
て
、
白
く

︵
白
銀
︶
に
見
え
る
の
で
す
。
奥
ゆ
か
し
い
高
級

感
が
あ
る
の
は
、
こ
の
可
視
光
線
に
よ
る
も
の

か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

ま
た
、﹁
色
に
は
感
情
が
あ
る
﹂
と
も
言
わ

れ
、
男
性
が
好
む
色
と
し
て
銀
を
選
ん
だ
場
合

は
、
最
高
の
パ
ー
ト
ナ
ー
と
な
る
女
性
に
﹁
ロ

マ
ン
チ
ッ
ク
で
信
頼
に
値
す
る
人
﹂
を
期
待
し
、

女
性
が
銀
を
選
ん
だ
場
合
は
、﹁
騎
士
の
よ
う
な

男
性
﹂
を
望
ん
で
い
る
、
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

少
し
進
ん
で
調
べ
て
み
る
と
、マ
リ
ア
像
や
天
使
、

仏
像
の
背
後
や
頭
上
に
黄
金
の
環
や
光
背
が
あ

る
の
も
、
天
か
ら
の
陽
光
と
そ
れ
に
代
表
さ
れ

る
彼
岸
世
界
の
象
徴
で
あ
り
、
一
方
、
銀
が
月

光
に
深
い
か
か
わ
り
を
持
つ
事
は
、
銀
閣
の
向

月
台
で
も
明
瞭
で
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
金
と

は
黄
色
に
光
輝
が
加
わ
っ
た
も
の
で
、
銀
は
灰

色
ま
た
は
薄
青
に
光
輝
が
添
加
さ
れ
た
も
の
と

見
受
け
ら
れ
る
。
銀
は
、
や
は
り
﹁
一
歩
引
い
て
、

光
っ
て
い
る
﹂
の
で
す
。

触
覚
│
銀
の
肌
触
り

フ
ル
ー
ト
や
食
器
な
ど
の
銀
製
品
は
、
手
に

触
れ
た
瞬
間
、
ヒ
ン
ヤ
リ
と
感
じ
る
は
ず
で
す
。

し
か
し
、
そ
れ
も
つ
か
の
間
、
す
ぐ
に
ヒ
ン
ヤ
リ

し
た
感
じ
は
消
え
て
い
る
事
に
気
が
つ
く
は
ず

で
す
。
銀
は
、
あ
ら
ゆ
る
金
属
の
中
で
も
一
早

く
熱
を
伝
え
て
く
れ
ま
す
。
つ
ま
り
熱
伝
導
率

が
高
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
金
の
３
割
増
し
で
す
。

従
っ
て
、
手
に
触
れ
た
瞬
間
に
感
じ
る
ヒ
ン
ヤ

リ
は
す
ぐ
に
体
温
と
馴
染
ん
で
く
れ
ま
す
。
ま
た
、

銀
の
熱
容
量
︵
あ
る
物
質
の
温
度
を
摂
氏
１
度

上
げ
る
の
に
必
要
な
熱
量
︶
は
、
金
の
８
割
も

高
い
値
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
温
度
変
化
に
対

し
て
比
較
的
鈍
い
の
で
、
だ
ん
だ
ん
楽
器
が
温

ま
っ
て
音
程
が
上
が
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
が

起
こ
り
難
い
わ
け
で
す
。

嗅
覚

金
属
の
匂
い
と
は
何
か
と
い
う
と
、
そ
の
金

属
の
イ
オ
ン
の
匂
い
で
す
。
あ
る
い
は
、
表
面

に
形
成
さ
れ
た
酸
化
物
の
匂
い
か
も
知
れ
ま
せ

ん
。
金
属
が
そ
れ
ほ
ど
簡
単
に
水
分
に
溶
け
る

こ
と
は
な
い
と
い
う
意
見
が
あ
る
か
も
知
れ
ま

せ
ん
が
、
金
属
ア
レ
ル
ギ
ー
と
い
う
の
は
、
金

属
が
汗
に
溶
け
込
ん
で
身
体
に
吸
収
さ
れ
、
ア

レ
ル
ギ
ー
反
応
を
起
こ
す
も
の
で
す
。
幸
い
に

し
て
銀
に
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
ア
レ
ル
ギ
ー
反

応
は
ご
く
微
量
の
金
属
で
起
こ
る
も
の
で
、
実
は
、

﹁
匂
い
﹂
も
ご
く
微
量
の
分
子
や
イ
オ
ン
が
あ
れ

ば
感
受
で
き
ま
す
。
日
本
の
コ
イ
ン
は
ア
ル
ミ

製
の
一
円
玉
を
除
く
と
全
て
銅
を
含
む
合
金
製

で
す
の
で
、
手
に
汗
を
か
い
た
状
態
で
コ
イ
ン

を
触
る
と
、
た
ち
ま
ち
銅
の
匂
い
が
し
て
き
ま
す
。

こ
れ
は
汗
と
の
反
応
で
銅
イ
オ
ン
が
出
て
き
た

た
め
で
す
。

こ
こ
で
、
銀
イ
オ
ン
の
功
罪
に
関
し
て
で
す
が
、

銀
が
古
く
か
ら
支
配
階
級
や
富
裕
階
級
に
食
器

材
料
と
し
て
用
い
ら
れ
て
き
た
理
由
の
一
つ
は
、

硫
黄
化
合
物
や
ヒ
素
化
合
物
な
ど
の
毒
を
混
入

さ
れ
た
場
合
に
、
化
学
変
化
に
よ
る
変
色
で
い

ち
早
く
異
変
を
察
知
で
き
る
性
質
か
ら
だ
と
い

う
説
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
銀
イ
オ
ン
は
バ
ク

テ
リ
ア
な
ど
に
対
し
て
強
い
殺
菌
力
を
示
す
た

め
、
現
在
で
は
広
く
抗
菌
剤
と
し
て
使
用
さ
れ

て
い
ま
す
。
例
え
ば
抗
菌
加
工
と
表
示
さ
れ
て

い
る
製
品
の
一
部
に
銀
化
合
物
を
使
用
し
た
加

工
を
施
し
て
い
る
も
の
も
あ
り
ま
す
。

で
も
、
ピ
ッ
カ
ピ
カ
の
あ
な
た
の
フ
ル
ー
ト

は
何
も
匂
わ
な
い
は
ず
で
す
。
銀
は
、
銀
イ
オ

ン
が
出
る
ほ
ど
表
面
が
不
安
定
な
金
属
で
は
な

い
か
ら
で
す
。

味
覚

こ
の
ご
ろ
、
金
、
銀
、
銅
の
メ
ダ
ル
を
か
じ
っ

て
ポ
ー
ズ
を
と
る
ア
ス
リ
ー
ト
を
多
く
見
受
け

ま
す
。
い
か
な
る
意
味
な
の
か
分
か
り
ま
せ
ん
が
、

ま
さ
か
メ
ダ
ル
の
味
を
味
わ
っ
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
で
し
ょ
う
。
唾
液
に
は
驚
く
ほ
ど
多
種

類
の
ケ
ミ
カ
ル
が
含
ま
れ
て
お
り
、
し
か
も
中

性
を
保
つ
緩
衝
作
用
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
が

加
齢
に
従
っ
て
弱
酸
性
へ
と
移
行
し
ま
す
。
こ

れ
は
、
あ
ら
ゆ
る
金
属
に
は
歓
迎
さ
れ
な
い
現

象
で
す
。
な
ぜ
な
ら
錆
び
や
す
く
な
る
か
ら
で

す
。
世
に
言
う
﹁
メ
タ
ル
・
テ
イ
ス
ト
﹂︵
な
に

か
、
口
の
中
が
金
属
の
味
が
す
る
︶
と
い
う
の
は
、

こ
の
現
象
の
結
果
で
す
。
金
歯
な
ど
異
金
属
の

上
に
ス
テ
ン
レ
ス
製
あ
る
い
は
シ
ル
バ
ー
の
ス

プ
ー
ン
か
フ
ォ
ー
ク
を
直
接
接
触
さ
せ
て
い
る

と
、
食
器
の
方
が
腐
食
さ
れ
金
属
味
を
呈
し
ま
す
。

た
だ
し
、
銀
イ
オ
ン
は
、
生
命
維
持
に
と
っ

て
欠
か
せ
な
い
元
素
︵
必
須
元
素
︶
で
は
な
い

の
で
、
摂
取
し
な
か
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
身
体

に
な
ん
ら
支
障
を
き
た
す
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
で
す
か
ら
、
あ
え
て
メ
ダ
ル
を
か
じ
る
な

ど
し
て
摂
取
す
る
必
要
は
な
い
の
で
す
。

聴
覚
│
銀
と
音

一
般
に
、
優
れ
た
音
響
材
料
は
、
軽
く
て
曲

が
り
に
く
い
材
料
と
さ
れ
て
お
り
、
銀
は
金
と

と
も
に
良
好
な
材
料
で
す
。
因
み
に
、
こ
の
カ

テ
ゴ
リ
ー
で
一
番
優
れ
て
い
る
材
料
は
軽
く
て

強
い
の
で
航
空
機
材
に
多
く
使
用
さ
れ
て
い
る

チ
タ
ン
合
金
で
す
。
従
っ
て
、
工
業
用
純
チ
タ

ン
で
製
作
し
、
仕
上
げ
を
銀
メ
ッ
キ
し
た
フ
ル
ー

ト
は
、
一
度
試
す
価
値
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

更
に
、
材
料
の
中
を
伝
達
す
る
音
速
も
速
い
ほ

ど
音
響
効
果
が
良
好
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
銀
は
、

金
の
５
割
増
し
で
速
く
、
更
に
固
有
音
響
抵
抗

値
︵
空
気
を
単
位
速
度
で
振
動
さ
せ
る
の
に
必

要
な
圧
力
︶
が
高
い
ほ
ど
良
い
音
色
を
出
す
と

い
わ
れ
て
い
ま
す
。

果
た
し
て
、
こ
れ
ら
五
感
の
要
素
が
す
べ
て

影
響
し
て
銀
製
フ
ル
ー
ト
の
﹁
温
か
み
が
あ
っ

て
深
い
音
﹂
が
聴
こ
え
て
く
る
で
し
ょ
う
か
？

銀
の
存
在
は
、﹁
一
歩
引
い
て
、
光
っ
て
い
る
﹂

に
集
約
さ
れ
る
よ
う
に
、
決
し
て
目
立
ち
た
が

り
屋
で
は
な
い
が
、
い
っ
た
ん
そ
の
存
在
に
気

付
く
と
気
に
な
る
存
在
感
が
あ
り
ま
す
。
銀
製

フ
ル
ー
ト
は
、
初
心
者
に
は
温
か
く
迎
え
て
そ

の
心
を
掴
み
、
プ
ロ
に
は
吹
き
負
け
し
ま
い
毅

然
と
し
た
姿
勢
を
崩
さ
な
い
、
ま
さ
し
く
燻
銀

の
熟
年
で
分
別
の
あ
る
シ
ル
バ
ー
・
シ
チ
ズ
ン

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
！

押田 良機〈おしだ	よしき〉

早稲田大学理工学部金属工学科卒、米国シラキュース
大学大学院修了。
シラキュース大学工学部教授、インディアナ大学歯学部
名誉教授を経て、現在、サンフランシスコ大学歯学部
教授。工学博士。
生体材料としてのチタン材に関する世界的権威で英
著書多数出版。日本においても信頼される新しいタ
イプの歯科インプラント医の育成に力を注いでおり、
東京等で数多くのセミナーを開催している。
学生時代よりチェロを奏し、また自ら弦楽器の作成にも
力を注ぎ、弦楽四重奏用の一式（２本のヴァイオリン、
ヴィオラ、チェロ）を完成。特に、チェロは、故ヤーノ
シュ・シュタルケルから賞賛を受ける。

銀の話
五感で感じる

押田良機

フル ートの金属学 1
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ス
タ
ン
ダ
ー
ド
と
し
て
の
総
銀
製

総
銀
製
の
D
S
／
S
R
モ
デ
ル
に
つ
い
て
、
埼
玉
県

所
沢
市
の
製
作
所
で
ム
ラ
マ
ツ
・
フ
ル
ー
ト
の
製
造
を
管
理

す
る
中
村
光
延
は
語
る
。

﹁
世
界
中
の
プ
ロ
の
方
々
の
ど
ん
な
要
求
に
も
十
分
応

え
ら
れ
る
モ
デ
ル
と
し
て
、
オ
ー
ル
マ
イ
テ
ィ
な
性
格

を
持
っ
て
い
ま
す
﹂。

総
銀
製
フ
ル
ー
ト
は
今
も
昔
も
、
プ
ロ・
ア
マ
を
問
わ

ず
、多
く
の
フ
ル
ー
ト
奏
者
に
と
っ
て
、フ
ル
ー
ト
の
魅
力

を
最
大
限
に
享
受
で
き
る
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
な
モ
デ
ル
と

言
え
よ
う
。
中
村
は
こ
う
も
言
う
。

﹁
総
銀
製
モ
デ
ル
を
し
っ
か
り
吹
き
こ
な
し
て
、
そ
の

魅
力
を
十
分
に
味
わ
っ
て
い
た
だ
け
た
な
ら
ば
、
そ
の

方
は
相
当
な
腕
前
に
な
っ
て
い
る
は
ず
で
す
。
す
る
と
、

音
色
を
は
じ
め
、
フ
ル
ー
ト
へ
の
好
み
を
、
今
後
ど
う
い

う
方
向
に
持
っ
て
い
き
た
い
か
を
決
め
る
と
き
、総
銀
製

モ
デ
ル
は
確
か
な
基
準
に
な
る
は
ず
で
す
。
た
と
え
ば
、

も
っ
と
パ
ワ
フ
ル
な
音
で
ダ
イ
レ
ク
ト
に
音
を
伝
え
た
い
、

あ
る
い
は
、
さ
ら
に
軽
や
か
に
吹
け
る
楽
器
が
よ
い
の
で

は
、と
い
っ
た
要
求
は
、総
銀
製
モ
デ
ル
を
よ
く
知
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
は
っ
き
り
し
て
く
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

つ
ま
り
、こ
の
モ
デ
ル
は
ひ
と
つ
の
ゴ
ー
ル
で
あ
る
と
同
時

に
、通
過
点
で
も
あ
る
わ
け
で
す
ね
﹂。

総銀製ムラマツ・フルート

シ
ル
バ
ー
を
極
め
た

温
か
さ
と
美
し
さ

　
　　
●
●

中
村
光
延
製
造
部
長
に
聞
く
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２
種
類
の
ト
ー
ン
ホ
ー
ル

現
在
、
総
銀
製
モ
デ
ル
に
は
、
ド
ロ
ー
ン
・

ト
ー
ン
ホ
ー
ル
の
﹁
D
S
﹂
と
、
ソ
ル
ダ
ー
ド
・

ト
ー
ン
ホ
ー
ル
の
﹁
S
R
﹂
の
2
つ
の
モ
デ
ル

が
あ
る
。

﹁
ド
ロ
ー
ン
は
1
本
の
管
か
ら
ト
ー
ン
ホ
ー

ル
を
引
き
上
げ
て
つ
く
る
一
体
成
型
で
す
。
そ

の
た
め
全
体
の
重
量
を
軽
く
で
き
、
ま
た
異
種

の
金
属
が
入
ら
な
い
の
で
響
き
の
反
応
が
よ
い

と
い
う
特
徴
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
て
ソ

ル
ダ
ー
ド
は
、
管
本
体
に
ト
ー
ン
ホ
ー
ル
の
筒

を
溶
接
し
て
作
り
ま
す
。
ト
ー
ン
ホ
ー
ル
は
管

体
よ
り
も
厚
み
の
あ
る
銀
を
使
用
し
ま
す
の
で
、

重
量
は
増
え
ま
す
が
、
深
み
の
あ
る
音
色
が
際

立
ち
ま
す
。
最
終
仕
上
げ
は
ド
ロ
ー
ン
の
場
合
、

ト
ー
ン
ホ
ー
ル
の
フ
チ
︵
パ
ッ
ド
が
接
す
る
部

分
︶を
外
側
に
カ
ー
ル
さ
せ
て
丸
く
し
、あ
る
程

度
の
厚
み
を
出
し
ま
す
。
逆
に
ソ
ル
ダ
ー
ド
は
、

フ
チ
の
断
面
を
カ
ッ
ト
し
て
仕
上
げ
ま
す
。
ド

ロ
ー
ン
と
ソ
ル
ダ
ー
ド
で
は
、
そ
の
製
造
法
の

違
い
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
に
吹
奏
感
・
キ
ー
タ
ッ
チ

な
ど
に
個
性
が
生
ま
れ
ま
す
が
、
ど
ち
ら
が
優

れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
好
み
で
選

ん
で
い
た
だ
く
わ
け
で
す
﹂。

ドローン・トーンホール　トーンホールは管体から引き上げ、先端をカーリング加工する。

ソルダード・トーンホール		トーンホールは管体よりも厚みのある銀の筒を溶接（ハンダ付け）する。
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管
厚
の
違
い
と
音
色

総
銀
製
モ
デ
ル
に
は
、
ラ
イ
ト
管
と
、
ヘ
ビ
ー
管
と
い
う
2
種
類
の
管
厚

が
用
意
さ
れ
て
い
る
。

﹁
ラ
イ
ト
管
は
、
ヘ
ビ
ー
管
と
の
比
較
の
た
め
、
こ
の
よ
う
に
呼
ん
で
い

ま
す
が
、
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
な
厚
さ
を
持
ち
、
特
別
に
薄
い
わ
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
ヘ
ビ
ー
管
は
、
通
常
よ
り
も
厚
い
と
考
え
て
く
だ
さ
い
。
1
0
0

分
の
数
ミ
リ
の
違
い
で
は
あ
り
ま
す
が
、こ
の
わ
ず
か
な
違
い
で
、吹
き
心

地
や
音
色
が
変
わ
っ
て
き
ま
す
。
薄
い
ほ
う
が
や
や
明
る
め
の
音
色
と
な
り

ま
す
。
ま
た
、
S
R
モ
デ
ル
に
は
、エ
ク
ス
ト
ラ
・
ラ
イ
ト
管
と
い
う
、さ
ら

に
薄
い
管
も
ご
用
意
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
S
R
モ
デ
ル
の
個
性
を
生
か
し

つ
つ
、軽
快
さ
を
求
め
る
方
に
適
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
﹂。

メ
ッ
キ
に
つ
い
て

ム
ラ
マ
ツ
・
フ
ル
ー
ト
の
総
銀
製
モ
デ
ル
は
、
メ
ッ
キ
を
施
し
て
い
な
い
。

こ
の
こ
と
も
ム
ラ
マ
ツ
・
フ
ル
ー
ト
の
特
徴
と
い
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
の

理
由
に
つ
い
て
中
村
に
聞
い
て
み
た
。

﹁
メ
ッ
キ
を
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
、音
色
へ
の
影
響
は
も
ち
ろ
ん
、溶
接

部
分
や
細
部
の
仕
上
が
り
に
妥
協
し
て
い
な
い
結
果
、と
考
え
て
い
た
だ
け

れ
ば
よ
い
と
思
い
ま
す
。
フ
ル
ー
ト
は
多
く
の
部
品
か
ら
作
ら
れ
て
い
ま
す
。

1
つ
の
キ
ー
が
10
個
の
部
品
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

管
体
も
含
め
大
き
さ
の
異
な
る
そ
れ
ぞ
れ
の
部
品
を
、
金
属
に
ダ
メ
ー
ジ

を
与
え
な
い
最
適
な
温
度
で
溶
接
し
、
全
体
が
あ
た
か
も
一
つ
の
金
属
か

ら
出
来
上
が
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
仕
上
げ
る
こ
と
を
、理
想
と
し
て
い

る
の
で
す
。
で
す
か
ら
、メ
ッ
キ
に
よ
る＂
お
化
粧
＂
は
必
要
な
い
と
考
え

て
い
ま
す
﹂。

﹁
さ
て
、そ
れ
で
は
銀
製
の
上
に
銀
メ
ッ
キ
を
か
け
た
ら
ど
う
な
る
か
。
そ
れ

が
よ
い
方
向
に
変
わ
る
か
悪
い
方
向
に
変
わ
る
か
は
考
え
方
に
も
よ
る
と
思
い

ま
す
が
、
メ
ッ
キ
は
長
年
使
用
し
て
い
る
と
摩
耗
し
、
使
っ
て
い
る
う
ち
に
表

面
に
ム
ラ
が
出
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
そ
う
し
た
経
年
変
化
も
視
野
に
入
れ
た

長
い
ス
パ
ン
で
考
え
る
と
、
メ
ッ
キ
が
な
い
ほ
う
が
素
材
の
変
化
も
平
均
化
さ

れ
ま
す
の
で
、修
理
や
復
元
が
や
り
や
す
い
と
い
っ
た
利
点
も
あ
り
ま
す
。
加

え
て
、
地
の
素
材
の
音
色
感
を
生
か
す
こ
と
も
考
え
、銀
無
垢
の
素
材
に
は
、

研
磨
の
み
で
仕
上
げ
る
伝
統
的
な
工
法
を
採
用
し
て
い
る
わ
け
で
す
︵
総
銀
製

特
殊
プ
ラ
チ
ナ
メ
ッ
キ
仕
上
げ
の
P
T
P
モ
デ
ル
は
除
き
ま
す
︶﹂。

細
部
ま
で
こ
だ
わ
っ
た
ハ
ン
ド
メ
イ
ド

ま
た
、総
銀
製
モ
デ
ル
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
が
、ム
ラ
マ
ツ
・
フ
ル
ー
ト

は
細
か
な
部
品
に
つ
い
て
も
細
心
の
注
意
が
払
わ
れ
て
い
る
。
キ
ー
を
支
え
て

回
転
さ
せ
る
軸
で
あ
る
シ
ャ
フ
ト︵
芯
金
︶、
キ
ー
の
動
き
を
制
御
す
る
バ
ネ
、

パ
ッ
ド
を
止
め
て
い
る
ネ
ジ
や
ワ
ッ
シ
ャ
ー
な
ど
、
細
か
な
部
品
は
数
多
い
。

﹁
外
側
か
ら
は
見
え
な
い
部
分
に
は
、
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
し
て
の
耐
久
力
や
、

加
工
し
や
す
さ
、
弾
力
性
な
ど
を
考
え
て
、最
適
な
素
材
を
選
ん
で
採
用
し
て

い
ま
す
。
さ
ら
に
、こ
う
し
た
細
か
い
部
分
が
積
み
重
な
っ
て
、
全
体
の
音
色
・

響
き
に
影
響
し
ま
す
の
で
、い
ろ
い
ろ
な
側
面
を
考
慮
し
な
が
ら
、部
品
の
素

材
や
形
に
細
心
の
注
意
を
払
っ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
の

試
行
錯
誤
や
実
験
な
ど
を
重
ね
た
製
品
作
り
の
中
で
培
わ
れ
た
も
の
な
の

で
す
。
D
S
モ
デ
ル
と
S
R
モ
デ
ル
は
、
銀
と
い
う
素
材
を
極
め
た
、
温
か
さ

と
美
し
さ
を
持
つ
フ
ル
ー
ト
で
す
。
し
か
し
、言
葉
だ
け
で
楽
器
の
全
て
を

表
現
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
ぜ
ひ
一
度
お
試
し
に
な
っ

て
く
だ
さ
い
﹂。
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食
家
で
あ
り
愛
煙
家
、
妻
と
三

人
の
子
供
達
を
愛
し
、
多
く
の

友
人
達
と
親
し
く
交
際
し
温
か

い
市
民
生
活
を
楽
し
ん
だ
、
当
時
ド
イ
ツ
最

大
の
作
曲
家
で
あ
り
鍵
盤
楽
器
奏
者
で
あ
っ

た
エ
マ
ヌ
エ
ル・
バ
ッ
ハ
は
1
7
8
8
年
、ハ
ン

ブ
ル
ク
で
そ
の
74
年
の
生
涯
を
終
え
ま
し
た
。

友
人
達
は
彼
の
業
績
を
称
え
る
と
と
も
に
、

＂
い
つ
も
快
活
で
愛
想
よ
く
、理
知
的
で
ユ
ー

モ
ア
に
溢
れ
た
＂
そ
の
人
柄
を
偲
び
ま
し
た
。

カ
ー
ル
・
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
エ
マ
ヌ
エ
ル
・
バ
ッ

ハ
は
1
7
1
4
年
、い
わ
ゆ
る
父
ゼ
バ
ス
テ
ィ

ア
ン
の
ワ
イ
マ
ー
ル
時
代
、
ゼ
バ
ス
テ
ィ
ア
ン

と
最
初
の
妻
で
あ
る
マ
リ
ア
・
バ
ル
バ
ラ
の
次

男
と
し
て
生
を
受
け
ま
す
。
そ
の
後
父
の
就

任
地
の
変
更
に
伴
い
、
ケ
ー
テ
ン
、
ラ
イ
プ

ツ
ィ
ヒ
の
少
年
期
、
青
年
期
に
、
父
ゼ
バ
ス

テ
ィ
ア
ン
を
＂
唯
一
の
師
＂
と
し
て
、
鍵
盤
奏

法
と
作
曲
を
習
得
し
ま
し
た
。
1
7
3
4
年
、

20
歳
の
時
に
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
大
学
法
学
部
か

ら
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
︵
オ
ー
デ
ル
︶
大
学
へ

の
転
入
に
と
も
な
い
、
親
元
を
離
れ
独
り
立

ち
し
ま
す
。
そ
し
て
1
7
3
8
年
、
プ
ロ
イ

セ
ン
皇
太
子
の
宮
廷
楽
団
員
に
就
任
し
ま
す
。

こ
れ
よ
り
彼
の
生
涯
は
大
き
く
二
つ
の
時
代
、

30
年
間
に
及
ぶ
ベ
ル
リ
ン
時
代
と
21
年
間
に

及
ぶ
ハ
ン
ブ
ル
ク
時
代
に
区
分
さ
れ
ま
す
。

1
7
4
0
年
、
プ
ロ
イ
セ
ン
皇
太
子
が

フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
二
世
と
し
て
国
王
に
即
位
し
、

エ
マ
ヌ
エ
ル
は
第
一
チ
ェ
ン
バ
リ
ス
ト
に
就

任
し
ま
す
。
こ
の
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
二
世
は
存

命
中
よ
り
国
民
か
ら＂
大
王
＂と
呼
ば
れ
慕
わ

れ
た
、
開
明
的
な
啓
蒙
君
主
で
し
た
。
当
時

フ
ラ
ン
ス
、
イ
ギ
リ
ス
か
ら
広
ま
り
始
め
た

啓
蒙
思
想
に
深
く
傾
倒
す
る
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ

は
、多
く
の
文
化
人
を
宮
廷
に
集
わ
せ
、
ヴ
ォ

ル
テ
ー
ル
等
の
哲
学
者
と
も
親
交
を
結
び
、

古
い
因
習
、
迷
信
を
遠
ざ
け
、
よ
り
合
理
的

で
理
性
的
な
、
そ
し
て
人
間
は
生
ま
れ
な
が

ら
に
し
て
平
等
で
あ
る
と
い
う
事
を
踏
ま
え
、

国
事
に
携
わ
り
ま
す
。
そ
れ
は
例
え
ば
フ
ラ

ン
ス
の
ル
イ
王
朝
と
は
正
反
対
の
生
き
方
で

あ
り
、
私
利
私
欲
で
一
族
の
栄
華
を
推
し
進

め
る
の
で
は
な
く
、
国
王
の
仕
事
を
国
民
の

生
活
を
豊
か
に
す
る
た
め
の
も
の
と
捉
え
、

自
ら
を
国
に
仕
え
る
公
僕
と
し
た
の
で
す
。

こ
の
思
想
は
ル
ネ
サ
ン
ス
の
人
文
主
義
の
流

れ
が
加
速
し
、
教
会
と
王
侯
貴
族
に
支
配
さ

れ
て
い
た
世
界
か
ら
主
導
権
が
市
民
階
級
に

移
り
つ
つ
あ
る
中
で
生
ま
れ
て
き
た
も
の
で

す
が
、
本
来
王
侯
貴
族
側
で
あ
る
フ
リ
ー
ド

リ
ヒ
が
、
国
民
の
立
場
で
国
事
に
あ
た
っ
た

と
い
う
事
が
斬
新
で
あ
り
、
画
期
的
な
こ
と

で
し
た
。
そ
し
て
我
々
フ
ル
ー
ト
吹
き
に
と

っ
て
更
に＂
画
期
的
＂
な
こ
と
、
そ
れ
は
ご
存

知
の
ご
と
く
彼
が
芸
術
を
愛
し
音
楽
を
愛
し
、

フ
ル
ー
ト
を
熱
烈
に
愛
し
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

エ
マ
ヌ
エ
ル
・
バ
ッ
ハ
の
フ
ル
ー
ト
曲
の
九
割

程
は
こ
の
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
大
王
の
下
で
の
ベ

ル
リ
ン
時
代
に
集
中
し
て
い
ま
す
。
も
し
大

王
が
存
在
し
な
け
れ
ば
こ
れ
ら
の
作
品
は
生

ま
れ
て
い
な
い
こ
と
で
し
ょ
う
。
更
に
は
父

ゼ
バ
ス
テ
ィ
ア
ン
・
バ
ッ
ハ
の
﹁
音
楽
の
捧

げ
も
の
﹂、
間
接
的
に
も
B
W
V
1
0
3
5

の
ホ
長
調
ソ
ナ
タ
を
始
め
、そ
の
他
多
く
の

作
曲
家
達
の
フ
ル
ー
ト
作
品
が
存
在
し
て
い

な
い
で
し
ょ
う
。
ど
う
で
も
よ
い
こ
と
で
す
が
、

三
〇
〇
年
後
の
東
ア
ジ
ア
の
島
国
で
、私
が

こ
の
様
な
拙
い
文
を
書
く
こ
と
も
な
か
っ
た

の
で
す
。

こ
の
な
ん
と
も
文
化
的
な
王
様
は
、
平
和

な
時
期
に
は
週
に
三
回
か
ら
五
回
も
宮
廷
演

奏
会
を
開
き
、
自
ら
フ
ル
ー
ト
を
演
奏
す
る

ば
か
り
か
、一
〇
〇
曲
以
上
の
ソ
ナ
タ
と
数

曲
の
協
奏
曲
を
作
曲
し
ま
し
た
。
大
王
を
チ

ェ
ン
バ
ロ
で
伴
奏
し
た
の
は
エ
マ
ヌ
エ
ル
で

す
。
し
か
し
興
味
深
い
こ
と
に
、
フ
リ
ー
ド

リ
ヒ
は
エ
マ
ヌ
エ
ル
の
作
品
を
あ
ま
り
好
ま

な
か
っ
た
よ
う
で
す
。
大
王
が
好
ん
だ
の
は

彼
の
フ
ル
ー
ト
の
師
で
あ
る
ク
ヴ
ァ
ン
ツ
の

作
風
、優
美
な
ギ
ャ
ラ
ン
ト
・
ス
タ
イ
ル
で
あ

り
、
言
う
な
れ
ば
差
し
障
り
の
な
い
教
養
あ

る
美
し
い
曲
で
あ
り
、
そ
の
点
、
エ
マ
ヌ
エ
ル

は
独
創
的
で
あ
り
革
新
的
過
ぎ
た
の
か
も
知

れ
ま
せ
ん
。

こ
の
ベ
ル
リ
ン
時
代
の
フ
ル
ー
ト
作
品︵
ベ

ル
リ
ン
以
前
の
数
曲
も
含
む
︶
は
、

•
フ
ル
ー
ト
と
通
奏
低
音
の
た
め
の
ソ
ナ
タ

11
曲

•
フ
ル
ー
ト
と
鍵
盤
楽
器
の
た
め
の
ソ
ナ
タ

5
曲
︵
4
曲
は
ト
リ
オ
・
ソ
ナ
タ
か
ら
の

編
曲
︶

•
ト
リ
オ
・
ソ
ナ
タ︵Fl.V

n.B
c.

︶    

12
曲

•
ト
リ
オ
・
ソ
ナ
タ︵2Fl.B

c.

︶
1
曲

•
二
声
と
三
声
の
た
め
の
12
の
小
品
集

•
デ
ュ
エ
ッ
ト　

1
曲

•
協
奏
曲　

6
曲

1
7
6
7
年
に
エ
マ
ヌ
エ
ル
の
名
付
け
親

で
も
あ
る
ゲ
オ
ル
グ
・
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
テ
レ

マ
ン︵
カ
ー
ル
・
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
エ
マ
ヌ
エ
ル

の
フ
ィ
リ
ッ
プ
は
、
テ
レ
マ
ン
の
フ
ィ
リ
ッ
プ

に
因
ん
で
い
ま
す
︶
が
亡
く
な
る
と
、
そ
の

後
任
と
し
て
、
終
生
、
ハ
ン
ザ
自
由
都
市
ハ

ン
ブ
ル
ク
の
音
楽
監
督
を
勤
め
ま
す
。
こ
の

地
で
カ
ン
ト
ル
と
し
て
市
内
の
各
大
教
会
の

音
楽
を
取
り
仕
切
る
等
多
忙
な
日
々
を
過

ご
す
傍
ら
、
彼
は
ま
た
自
作
品
の
出
版
を
積

極
的
に
行
う
几
帳
面
で
有
能
な
実
務
家
と
し

て
の
一
面
を
見
せ
ま
す
。

エ
マ
ヌ
エ
ル
は
親
し
く
知
人
、
友
人
を
自

宅
の
食
事
に
招
く
の
を
喜
び
と
し
て
、
そ
の

際
請
わ
れ
る
ま
ま
に
即
興
演
奏
を
披
露
し
ま

し
た
。
バ
ー
ニ
ー＊
に
よ
れ
ば
、そ
の
演
奏
は

＂
次
第
に
生
気
を
得
て
、
何
か
に
取
り
憑
か
れ

た
様
に
な
り
、
霊
感
を
帯
び
た
＂
も
の
で
あ

っ
た
そ
う
で
す
。
エ
マ
ヌ
エ
ル
本
人
も
﹁
音

楽
と
い
う
も
の
は
第
一
に
、
聴
く
人
の
心
の

琴
線
に
触
れ
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。﹂
と

自
伝
に
語
り
、
そ
の
た
め
に
は
演
奏
家
自
身

が
心
か
ら
深
く
感
動
す
る
事
が
肝
心
で
、
そ

れ
な
く
し
て
は
聴
衆
を
感
動
さ
せ
る
事
は
出

来
な
い
と
し
て
い
ま
す
。
多
感
主
義
最
大
の

音
楽
家
と
し
て
有
名
な
エ
マ
ヌ
エ
ル
で
す
が
、

そ
れ
を
本
人
が
ど
の
程
度
意
識
し
て
い
た
か

は
と
も
か
く
、
彼
独
特
の
世
界
は
鮮
明
で
あ

り
、
極
上
の
セ
ン
チ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
、
そ
し

て
意
外
な
和
声
展
開
、
突
然
の
間
や
強
弱
法

を
駆
使
し
て
の
感
情
の
急
激
な
変
化
が
特
徴

的
で
す
。
そ
れ
は
微
笑
ん
で
い
る
人
が
突
然

怒
り
出
し
た
り
、
次
の
瞬
間
に
は
も
う
涙
も

ろ
く
悲
し
ん
で
い
る
と
い
う
よ
う
な
、＂
喜
怒

哀
楽
の
変
化
＂
の
魅
力
あ
る
表
出
で
す
。

こ
の
ハ
ン
ブ
ル
ク
時
代
の
フ
ル
ー
ト
作
品

は
、

•
二
集
目
の
二
声
と
三
声
の
た
め
の
12
の
小

品
集

•
晩
年
の
通
奏
低
音
と
の
ソ
ナ
タ
1
曲
︵
ハ

ン
ブ
ル
ガ
ー
・
ソ
ナ
タ
︶

そ
し
て
最
後
の
年
に
作
曲
さ
れ
た
3
曲
の

四
重
奏
曲
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

❖

エ
マ
ヌ
エ
ル
・
バ
ッ
ハ
を
巡
る
人
々
や
作

品
の
解
説
等
、
記
事
の
続
編
を
、
ム
ラ
マ
ツ

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
﹁
カ
ー
ル
・
フ
ィ
リ
ッ
プ
・

エ
マ
ヌ
エ
ル
・
バ
ッ
ハ
特
集
﹂
に
て
、
今
後
、

連
載
い
た
し
ま
す
。

こ
の
シ
リ
ー
ズ
で
は
作
曲
家
の
生
涯
や
時
代
背
景
、そ
し
て

作
品
等
に
つ
い
て
、読
者
の
皆
さ
ま
に
お
楽
し
み
い
た
だ
く
コ
ー
ナ
ー
で
す
。

今
回
は
生
誕
3
0
0
年
を
迎
え
た
C
・P・E・バ
ッ
ハ
に
つ
い
て
、

歴
史
の
扉
を
開
け
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

桐
朋
学
園
芸
術
短
期
大
学	

特
別
招
聘
教
授

武
蔵
野
音
楽
大
学
、広
島
エ
リ
ザ
ベ
ト
音
楽
大
学	

講
師

ム
ラ
マ
ツ
・フ
ル
ー
ト
・
レ
ッ
ス
ン
セ
ン
タ
ー・マ
ス
タ
ー
ク
ラ
ス	

講
師	

白
尾 

隆

音
楽
史
の
扉
C
・P・E・バ
ッ
ハ

Carl Philipp 
Emanuel BACH

（1714	–	1788）	

美

◀サンスーシ宮殿の音楽室での音楽会。
中央でフルートを吹くのがフリードリッヒ大王、右端はクヴァンツ、チェンバロを弾いているのが
C.P.E.バッハ。アドルフ・フォン・メンツェルが約100年後の1852年に想像で描いたもの。

＊
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
バ
ー
ニ
ー
（
1
7
2
6	

─

1
8
1
4
）

イ
ギ
リ
ス
の
音
楽
家
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
を
巡
っ
て
様
々
な
社
会
と

音
楽
を
見
聞
し
、1
7
7
1
年
と
1
7
7
3
年
に
、各
国
の
音
楽

事
情
を
記
し
た
二
冊
の
本
を
出
版
し
た
。
こ
れ
ら
は
大
変
重
要
な

資
料
と
な
っ
て
お
り
、C
・
P
・
E
・
バ
ッ
ハ
に
関
す
る
記
述
も
あ
る
。

フリードリヒ 2世
（1712	–	1786）	


