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古
く
て
新
し
い
伝
統
工
芸
、
截き
り

金か
ね

。

純
金
箔
や
プ
ラ
チ
ナ
箔
を
線
状
や
丸
・
三
角
・
四
角
な
ど
に
截き

り

膠に
か
わ

を
使
い
筆
で
貼
り
な
が
ら
、種
々
な
文
様
を
描
き
ま
す
。

六
世
紀
、仏
教
と
共
に
仏
像
装
飾
の
技
法
と
し
て
大
陸
よ
り
伝
わ
り
、

十
一
世
紀
末
よ
り
日
本
独
自
の
截
金
と
し
て
発
達
し
、

十
三
世
紀
に
至
る
ま
で
、優
麗
な
仏
教
美
術
の
華
を
咲
か
せ
ま
し
た
。

そ
の
後
截
金
は
衰
退
し
ま
す
が
、
少
数
の
截
金
師
に
よ
り
伝
承
さ
れ
ま
し
た
。

現
代
で
は
、茶
道
具
や
室
内
装
飾
、調
度
品
な
ど
に
も
応
用
さ
れ
て
復
活
し
、

繊
細
で
洗
練
さ
れ
た
輝
き
を
放
っ
て
い
ま
す
。

そ
れ
は
単
な
る
技
の
伝
承
だ
け
で
は
な
く
、
古
い
に
し
え

の
先
達
た
ち
の
截
金
へ
の

真
摯
な
精
神
を
も
遺
伝
子
の
よ
う
に
受
け
継
い
で
き
た
か
ら
。

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
。

輝
き
に
、願
い
を
こ
め
て
。



02 01

「
ド
の
音
を
四
つ
吹
い
て
く
だ
さ
い
」

ア
ン
ド
レ・
ジ
ョ
ネ
さ
ん
は
生
粋
の
フ
ラ
ン
ス

人
で
、
尊
敬
す
る
マ
ル
セ
ル
・
モ
イ
ー
ズ
に
早
く

か
ら
学
び
、
パ
リ
音
楽
院
で
は
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ゴ

ー
ベ
ー
ル
や
モ
イ
ー
ズ
の
ク
ラ
ス
で
研
鑽
を
積

ん
で
、フ
レ
ン
チ
・
ス
ク
ー
ル
を
し
っ
か
り
と
身

に
つ
け
た
人
で
す
。

そ
の
ジ
ョ
ネ
さ
ん
が
、
ス
イ
ス
の
ド
イ
ツ
語

圏
の
チ
ュ
ー
リ
ヒ
に
定
住
す
る
よ
う
に
な
っ
た

の
は
、
1
9
3
4
年
、
指
揮
者
の
ヘ
ル
マ
ン
・

シ
ェ
ル
ヘ
ン
か
ら
ヴ
ィ
ン
タ
ー
ト
ゥ
ー
ア
市
立

管
弦
楽
団
に
誘
わ
れ
た
こ
と
が
き
っ
か
け
で
し

た
。
ジ
ョ
ネ
さ
ん
は
、
50
曲
く
ら
い
の
曲
を
準

備
し
て
カ
バ
ン
に
入
れ
、
シ
ェ
ル
ヘ
ン
に
会
い

に
行
っ
た
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
シ
ェ
ル
ヘ
ン

は
「
ド
の
音
を
四
つ
の
高
さ
で
吹
い
て
く
だ
さ

い
」
と
言
う
だ
け
。
ジ
ョ
ネ
さ
ん
が
曲
を
用
意

し
て
き
た
こ
と
を
言
う
と
、「
音
楽
は
私
が
十

分
わ
か
っ
て
い
ま
す
。
あ
な
た
は
音
さ
え
き
ち

ん
と
出
し
て
も
ら
え
ば
」。
そ
れ
で
ジ
ョ
ネ
さ
ん

は
、す
っ
か
り
ア
タ
マ
に
き
ち
ゃ
っ
た（
笑
）。

で
も
、
ジ
ョ
ネ
さ
ん
は
2
年
間
こ
の
オ
ー

ケ
ス
ト
ラ
の
首
席
を
つ
と
め
ま
し
た
。
そ
の
後
、

ベ
ル
ン
交
響
楽
団
の
首
席
を
経
て
、
チ
ュ
ー
リ

ヒ・
ト
ー
ン
ハ
レ
管
弦
楽
団
の
首
席
と
音
楽
院

の
教
授
と
な
り
、
オ
ー
レ
ル
・
ニ
コ
レ
や
ペ
ー
タ

ー
＝
ル
ー
カ
ス
・
グ
ラ
ー
フ
な
ど
大
勢
の
素
晴
ら

し
い
フ
ル
ー
テ
ィ
ス
ト
を
育
て
た
の
で
す
。

優
れ
た
分
析
力
と
表
現
力

ジ
ョ
ネ
さ
ん
は
、
1
9
7
0
年
に
日
本
フ
ル
ー

ト
協
会
の
招
き
で
来
日
し
、
東
京
音
楽
大
学
で

バ
ロ
ッ
ク
音
楽
に
つ
い
て
講
演
を
し
た
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
バ
ッ
ハ
の
ロ
短
調
ソ
ナ
タ
の
ア
ナ

リ
ー
ゼ
を
し
た
と
き
、
ジ
ョ
ネ
さ
ん
に
教
え
を
受

け
た
吉
田
雅
夫
先
生
が
、こ
の
ソ
ナ
タ
が
ど
の

よ
う
な
構
成
に
な
っ
て
い
る
か
を
1
枚
の
紙
に

図
式
化
し
て
ま
と
め
、
参
加
者
に
配
り
ま
し
た
。

ジ
ョ
ネ
さ
ん
の
要
望
だ
っ
た
の
で
す
。

こ
の
よ
う
に
、
曲
を
深
く
分
析
し
て
咀
嚼
し
、

自
分
の
も
の
に
し
て
か
ら
演
奏
す
る
の
が
ジ
ョ

ネ
さ
ん
の
特
色
で
す
。
作
品
に
対
す
る
非
常
に

優
れ
た
構
築
力
を
持
ち
、
思
い
つ
き
で
物
事
を

進
め
る
こ
と
は
一
切
し
ま
せ
ん
。

ジ
ョ
ネ
さ
ん
に
よ
る
と
、
転
調
す
る
際
に
、

一
番
大
き
な
意
味
を
持
つ
の
は
半
音
で
の
移
行

だ
と
い
い
ま
す
。
例
え
ば
ド
ビ
ュ
ッ
シ
ー
の「
シ

ラ
ン
ク
ス
」
でR

u
b

ato

と
記
さ
れ
て
い
る
箇

所
で
は
、
半
音
で
転
調
し
て
い
ま
す
。
そ
こ
で

は
ル
バ
ー
ト
を
す
る
と
同
時
に
、
音
色
も
微
妙

に
柔
ら
か
く
変
化
さ
せ
、
全
体
の
流
れ
を
緊
張

か
ら
弛
緩
へ
と
導
く
の
で
す
。

ま
た
、
ド
ビ
ュ
ッ
シ
ー
は
こ
の
音
楽
に
は
こ

う
い
う
和
声
を
考
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
と
、
フ
ル

ー
ト
独
奏
に
和
声
譜
を
つ
け
ま
し
た
。
こ
う
す

る
と
、和
音
の
進
行
や
移
行
が
よ
く
わ
か
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
徹
底
的
に
曲
を
分
析
し
、
音
楽
の

流
れ
を
解
き
明
か
す
の
が
、
ジ
ョ
ネ
さ
ん
の
真

骨
頂
で
す
ね
。

ジ
ョ
ネ
さ
ん
は
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
音
が
持
っ

て
い
る
性
格
、
そ
の
音
が
緊
張
し
て
い
る
の
か

弛
緩
し
て
い
る
の
か
、
ど
ん
な
音
色
を
要
求
し

て
い
る
か
、
そ
う
し
た
こ
と
を
譜
面
を
見
な
が

ら
的
確
に
表
現
で
き
る
。
音
色
に
関
し
て
も
と

て
も
敏
感
で
、い
ろ
い
ろ
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
大
切

に
し
ま
す
。
そ
れ
は
音
楽
に
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
を
吹

き
込
み
、生
き
生
き
と
さ
せ
ま
す
。
そ
う
し
た

ジ
ョ
ネ
さ
ん
の
特
色
が
見
事
に
生
か
さ
れ
た
演

奏
例
が
、幸
運
に
も
録
音
の
残
っ
て
い
る
ペ
ル

ゴ
レ
ー
ジ
の
コ
ン
チ
ェ
ル
ト
で
す
ね
（
ム
ラ
マ
ツ

製
作
の
Ｃ
Ｄ『
ア
ン
ド
レ
・
ジ
ョ
ネ 

偉
大
な
フ
ル

ー
テ
ィ
ス
ト
の
芸
術
』に
収
録
）。

新
し
い
フ
レ
ン
チ
・
ス
ク
ー
ル
を

つ
く
り
だ
す

ス
イ
ス
に
渡
っ
た
ジ
ョ
ネ
さ
ん
は
、
ド
イ
ツ

語
を
は
じ
め
そ
の
地
の
文
化
を
学
ん
で
よ
く
理

解
し
、
ま
た
ヨ
ア
ヒ
ム
・
ク
ヴ
ァ
ン
ツ
や
レ
オ
ポ

ル
ト
・
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
奏
法
の
研
究
を
は
じ
め
、

ド
イ
ツ
人
が
培
っ
て
き
た
音
楽
の
伝
統
を
積
極

的
に
取
り
入
れ
て
研
鑽
を
積
ん
だ
の
で
す
。
そ

う
し
て
ま
っ
た
く
新
し
い
ア
プ
ロ
ー
チ
の
仕
方

や
奏
法
を
、
自
分
で
発
見
し
て
い
き
ま
し
た
。

「
私
が
亡
く
な
っ
た
ら
、フ
レ
ン
チ・
ス
ク
ー
ル

は
お
し
ま
い
だ
」と
、口
癖
の
よ
う
に
お
っ
し
ゃ
っ

て
い
ま
し
た
が
、
ジ
ョ
ネ
さ
ん
の〝
フ
レ
ン
チ
・
ス

ク
ー
ル
〞
と
は
、伝
統
的
な
フ
レ
ン
チ・
ス
ク
ー
ル

を
さ
ら
に
発
展
さ
せ
、深
め
た
も
の
な
の
で
す
。

フ
ラ
ン
ス
人
の
フ
ル
ー
テ
ィ
ス
ト
は
、直
観
力

を
働
か
せ
て
演
奏
し
ま
す
が
、
ド
イ
ツ
人
は
頭

で
っ
か
ち
の
傾
向
が
あ
り
ま
す
。
ジ
ョ
ネ
さ
ん
は

最
終
的
に
は
、フ
ラ
ン
ス
人
の
持
っ
て
い
る
直
観

力
、
も
の
を
嗅
ぎ
分
け
る
能
力
に
プ
ラ
ス
し
て
、

ド
イ
ツ
人
が
育
ん
で
き
た
論
理
性
も
ミ
ッ
ク
ス

し
た
演
奏
、音
楽
を
つ
く
り
あ
げ
た
の
で
す
。

ス
イ
ス
の
大
き
な
岩

こ
う
し
て
ジ
ョ
ネ
さ
ん
の
音
楽
が
熟
し
て
い

く
過
程
に
は
、
ス
イ
ス
に
生
ま
れ
、
ベ
ル
リ
ン
・

フ
ィ
ル
で
活
躍
し
た
オ
ー
レ
ル
・
ニ
コ
レ
さ
ん
の

存
在
も
大
き
い
と
思
い
ま
す
。
ニ
コ
レ
さ
ん
は

ジ
ョ
ネ
さ
ん
に
師
事
し
ま
し
た
が
、
先
生
の
ほ

う
も
弟
子
か
ら
学
ぶ
こ
と
が
た
い
へ
ん
多
か
っ

た
の
で
は
、と
思
う
の
で
す
。
こ
う
し
た
師
弟
関

係
は
と
て
も
素
晴
ら
し
い
で
す
ね
。ベ

ル
リ
ン・
フ

ィ
ル
の
首
席
の

ハ
ン
ス・
ペ
ー
タ

ー
・
シ
ュ
ミ
ッ
ツ

が
1
9
5
0
年

に
リ
タ
イ
ア
す

る
と
き
、
指
揮

者
の
フ
ル
ト
ヴ

ェ
ン
グ
ラ
ー
が

白
羽
の
矢
を
立
て
た
の
が
、
ジ
ョ
ネ
さ
ん
で
し
た
。

し
か
し
、
ジ
ョ
ネ
さ
ん
は
、
ベ
ル
リ
ン
の
よ
う
な

大
都
会
は
私
に
は
そ
ぐ
わ
な
い
と
、自
分
の
弟

子
で
あ
る
ニ
コ
レ
さ
ん
を
紹
介
し
た
の
で
し
た
。

ジ
ョ
ネ
さ
ん
と
ニ
コ
レ
さ
ん
は
ず
い
ぶ
ん
議

論
も
重
ね
て
、
多
く
の
思
考
や
感
覚
を
共
有
し

て
い
た
の
で
し
ょ
う
。
ニ
コ
レ
さ
ん
は
、
ジ
ョ
ネ

さ
ん
の
こ
と
を
『
音
楽
論
集
』（R

éflexion
s 

m
usicales

）の
序
文
で
こ
う
書
い
て
い
ま
す
│

│
私
の
故
郷
に
は
、
湖
と
ア
ル
プ
ス
に
面
し
て
、

空
に
向
か
っ
て
そ
び
え
立
つ
大
き
な
花
崗
岩

の
迷
子
石
が
あ
る
。
数
百
万
年
前
に
ロ
ー
ヌ
の

氷
河
か
ら
や
っ
て
き
た
こ
の
岩
は
、
不
滅
で
、
異

質
で
、自
然
と
人
の
力
を
象
徴
し
て
い
る
よ
う

だ
。
そ
し
て
、ジ
ョ
ネ
さ
ん
は
そ
の
岩
の
よ
う

だ
、と
い
う
の
で
す
。
と
て
も
含
蓄
の
あ
る
言

葉
だ
と
思
い
ま
す
。

『
音
楽
論
集
』と
は
、
ジ
ョ
ネ
さ
ん
が
多
く
の

レ
ッ
ス
ン
を
通
し
て
、フ
ル
ー
ト
を
ど
の
よ
う
に

教
え
た
ら
よ
い
か
、音
楽
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る

べ
き
な
の
か
、な
ど
に
つ
い
て
書
き
記
し
た
二

冊
の
ノ
ー
ト
を
、没
後
に
弟
子
の
ギ
ュ
ン
タ
ー
・

ル
ン
ペ
ル
さ
ん
が
、一
冊
の
本
に
ま
と
め
た
も
の

で
、フ
ル
ー
ト
演
奏
家
に
と
っ
て
は
宝
の
山
で
す
。

『
ソ
ノ
リ
テ
』の
練
習
法

さ
ら
に
ジ
ョ
ネ
さ
ん
に
は
、
モ
イ
ー
ズ
の
エ

チ
ュ
ー
ド
『
ソ
ノ
リ
テ
に
つ
い
て
』の
練
習
法
を

ま
と
め
た
も
の
も
残
っ
て
い
ま
す
。『
ソ
ノ
リ
テ
』

は
実
に
シ
ン
プ
ル
な
訓
練
で
す
が
た
い
へ
ん
難

し
く
、
そ
の
練
習
法
も
演
奏
者
に
よ
っ
て
い
ろ

い
ろ
で
す
が
、一
番
わ
か
り
や
す
く
的
を
射
て
い

る
の
が
ジ
ョ
ネ
さ
ん
の
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。

〝
ソ
ノ
リ
テ
〞
││
音
の
響
き
。
そ
れ
を
磨
く

た
め
に
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
。
そ
の
た
め
の
身

体
の
つ
く
り
方
か
ら
始
ま
っ
て
、
音
程
の
と
り

方
な
ど
、音
の
つ
く
り
方
を
詳
細
に
示
し
た
も
の

で
す
。
こ
れ
を
演
奏
者
が
理
解
す
れ
ば
、
音
楽

表
現
の
い
ろ
い
ろ
な
可
能
性
を
見
つ
け
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

一
例
を
挙
げ
る
と
、
モ
イ
ー
ズ
は
「
シ
」か
ら

「
シ
♭
」
へ
、「
シ
♭
」
か
ら
「
ラ
」
へ
の
移
行
に

よ
っ
て
、
半
音
の
練
習
を
展
開
し
て
い
き
ま
す
。

こ
こ
を
ジ
ョ
ネ
さ
ん
は「
シ
」
か
ら「
ラ
♯
」
に
移

行
し
、そ
し
て
「
シ
♭
」
か
ら「
ラ
」
に
移
行
せ
よ
、

と
し
て
い
ま
す
。
鍵
盤
楽
器
で
は
異
名
同
音
で

す
が
、実
際
の
音
楽
で
は
「
シ
♭
」
よ
り「
ラ
♯
」

の
ほ
う
が
ピ
ッ
チ
が
高
い
。
こ
の
よ
う
に
半
音
を

見
直
し
て
考
え
る
と
、こ
の
練
習
は
音
を
音
楽
的

に
発
展
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

「
退
屈
な
演
奏
だ
け
は

し
な
い
こ
と
！
」

吉
田
雅
夫
先
生
も
ジ
ョ
ネ
さ
ん
に
た
い
へ
ん

心
酔
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
吉
田
先
生
が
ド
ビ
ュ

ッ
シ
ー
の
「
シ
ラ
ン
ク
ス
」
の
レ
ッ
ス
ン
を
受
け

た
と
き
、
ジ
ョ
ネ
さ
ん
は
、「
お
前
は
日
本
人
な

の
だ
か
ら
、
日
本
人
ら
し
く
演
奏
し
て
み
ろ
」

と
言
わ
れ
ま
し
た
。
で
、先
生
は
竜
笛
を
イ
メ
ー

ジ
し
て
吹
か
れ
た
そ
う
で
す
。
す
る
と
ジ
ョ
ネ

さ
ん
は
、「
そ
れ
だ
！
」││
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
な

の
で
す
ね
。
も
ち
ろ
ん
イ
メ
ー
ジ
の
違
う
場
合

は
修
正
が
必
要
で
す
が
、
何
よ
り
も
音
楽
に
は

フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
が
大
切
な
の
で
す
。
頭
で
考
え

る
だ
け
で
は
な
い
。
こ
れ
も
モ
イ
ー
ズ
か
ら
受

け
継
が
れ
て
い
る
音
楽
の
粋
で
す
。

ジ
ョ
ネ
さ
ん
は
モ
イ
ー
ズ
か
ら
言
わ
れ
た
「
自

分
の
思
う
と
お
り
に
演
奏
し
な
さ
い
。
し
か
し

退
屈
な
演
奏
だ
け
は
絶
対
に
し
な
い
こ
と
！
」

と
い
う
言
葉
を
大
切
に
し
、
そ
れ
を
守
っ
た
演

奏
家
だ
と
思
い
ま
す
。

1
9
8
4
年
に
ジ
ョ
ネ
さ
ん
が
来
日
さ
れ
た

と
き
は
、
吉
田
先
生
を
は
じ
め
、
お
弟
子
さ
ん
た

ち
が
歓
迎
パ
ー
テ
ィ
ー
を
ム
ラ
マ
ツ
の
新
宿
店

の
ホ
ー
ル
で
開
き
ま
し
た
。
宴
た
け
な
わ
と
な

り
、
み
な
で
笛
の
合
奏
を
始
め
た
と
き
、
や
お
ら

ジ
ョ
ネ
さ
ん
が
カ
バ
ン
か
ら
譜
面
を
取
り
出
し

て
配
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
は
「
ハ
ッ
ピ
ー
・
バ
ー

ス
デ
イ
・
ト
ゥ
・
ユ
ー
」
を
、
ジ
ョ
ネ
さ
ん
が
フ

ル
ー
ト
合
奏
用
に
ア
レ
ン
ジ
し
た
変
奏
曲
で
し

た
。
そ
の
日
、私
ど
も
の
同
僚
の
ひ
と
り
が
誕
生

日
な
の
を
、
ご
存
じ
だ
っ
た
の
で
す
ね
。

レ
ッ
ス
ン
も
厳
し
く
、
非
常
に
辛
ら
つ
な
批
評

も
し
ま
す
が
、こ
う
し
た
と
て
も
や
さ
し
い
心
配

り
を
持
っ
た
人
で
、
み
ん
な
で
音
楽
を
楽
し
み
、

仲
間
を
と
て
も
大
事
に
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

村松フルート製作所 ◎ 青木 宏

笛吹きとの対話 3

アンドレ・ジョネ
フレンチ・スクール
 最後の名人

ジョネとオーレル・ニコレ（左）。
中央は娘のイヴォンヌ。

アンドレ・ジョネ（André Jaunet）
（1911年5月17日、アンジェ [フランス]〜
1988年12月13日、チューリヒ [スイス ]）

フィリップ・ゴーベールとマルセル・モイ
ーズにフルートを学び、フレンチ・スク
ールの最後の継承者と称される。
1939年、ジュネーヴ・コンクールでマ
ルタンの「バラード」を初演して1位
を獲得。1938年から1976年までス
イスのチューリヒ・トーンハレ管弦楽
団の首席フルート奏者をつとめる。
R.エイトケン、D.フルーリー、J-C.ジ
ェラール、P-L.グラーフ、P.マイゼン、
A.ニコレ、G. ルンペル、吉田雅夫 ほか、
数多くのフルート奏者を育てる。

ジョネとマルセル・モイーズ（右）。
中央は指揮者のシャルル・デュトワ。
1965年、ボスヴィル。
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素
材
と
し
て
の
金
の
特
性

　
ム
ラ
マ
ツ・
フ
ル
ー
ト
は
、洋
銀
、銀
、金（
9
Ｋ
、

14
Ｋ
、18
Ｋ
、24
Ｋ
）、
プ
ラ
チ
ナ
の
7
種
類
の
素

材
で
つ
く
ら
れ
る
。
そ
の
中
で
ゴ
ー
ル
ド・
モ
デ

ル
は
ど
の
よ
う
な
特
性
を
持
つ
の
だ
ろ
う
か
。

　
「
金
属
の
比
重
を
比
べ
る
と
、一
番
小
さ
い
の
が

洋
銀
。次
に
銀
、そ
し
て
、9
Ｋ
、14
Ｋ
、18
Ｋ
、24
Ｋ
、

プ
ラ
チ
ナ
の
順
番
と
な
り
ま
す
。
比
重
と
は
同
じ

体
積
に
し
た
と
き
の
密
度
の
比
で
、比
重
が
大
き

い
ほ
ど
密
度
が
高
い（
＝
重
い
）こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

同
じ
管
厚
の
場
合
、素
材
の
比
重
が
大
き
く
な

る
と
重
量
も
重
く
な
り
ま
す
か
ら
、音
色
や
吹
き

心
地
が
変
わ
っ
て
き
ま
す
。
こ
の
比
重
に
よ
る
音

色
の
違
い
は
感
覚
的
に
わ
か
る
も
の
で
、
比
重
の

小
さ
い
ほ
う
が
軽
く
て
抵
抗
感
が
少
な
く
、大
き

く
な
る
に
つ
れ
て
重
く
抵
抗
感
が
増
え
、深
み
が

出
て
き
ま
す
。
比
重
の
ほ
か
に
も
、金
属
と
し
て
の

音
色
の
違
い
が
あ
り
、
銀
製
に
比
べ
る
と
金
製
は

輝
か
し
く
華
や
か
に
感
じ
ら
れ
ま
す
。

　

素
材
が
変
わ
る
と
、フ
ル
ー
ト
を
製
作
す
る
と

き
に
も
違
い
が
出
て
き
ま
す
。
例
え
ば
ト
ー
ン
ホ

ー
ル
の
引
き
上
げ
工
程
に
代
表
さ
れ
る
、
金
属
を

曲
げ
た
り
伸
ば
し
た
り
す
る
加
工
は
、
金
は
銀
よ

り
硬
度
が
高
い
た
め
に
加
工
の
難
度
も
高
く
な

り
ま
す
。」

今
回
は
ゴ
ー
ル
ド
・
フ
ル
ー
ト
を
代
表
す
る

14
Ｋ
と
18
Ｋ
の
モ
デ
ル
に
つ
い
て
、

埼
玉
県
所
沢
市
の
村
松
フ
ル
ー
ト
製
作
所
に

詳
し
い
話
を
聞
い
た
。

ゴールド・モデル
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時
代
が
求
め
た
ゴ
ー
ル
ド
の
音
色

　

な
ぜ
金
製
の
フ
ル
ー
ト
が
好
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

き
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
「
古
く
か
ら
管
楽
器
の
製
作
者
た
ち
は
、
様
々
な
材
質

と
そ
の
加
工
技
術
を
研
究
し
て
き
ま
し
た
。
種
類
の
異

な
る
木
や
象
牙
、
陶
器
、
ク
リ
ス
タ
ル
、
そ
し
て
金
属

が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
も
真
鍮
や
洋
銀
な
ど

の
合
金
か
ら
銀
ま
で
。
そ
れ
ら
は
管
楽
器
の
種
類
に
よ

っ
て
合
う
も
の
も
合
わ
な
い
も
の
も
あ
り
、
時
と
と
も

に
淘
汰
さ
れ
て
き
た
の
で
す
。
そ
し
て
金
と
い
う
材
質

が
フ
ル
ー
ト
に
向
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
製
作
者
、

演
奏
者
か
ら
聴
衆
ま
で
も
が
認
め
た
結
論
の
ひ
と
つ
だ

と
思
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、大
き
な
劇
場
や
コ
ン
サ
ー
ト
・
ホ
ー
ル
で
の

演
奏
会
が
増
え
た
こ
と
も
、理
由
の
ひ
と
つ
に
挙
げ
ら

れ
る
で
し
ょ
う
。
広
い
会
場
の
隅
々
ま
で
通
る
音
、立

ち
上
が
り
の
良
さ
や
音
色
の
ク
リ
ア
ネ
ス
、
そ
し
て
、

力
強
い
低
音
域
は
、
ゴ
ー
ル
ド
・
フ
ル
ー
ト
の
大
き
な

特
徴
で
す
。

　

新
し
い
楽
器
が
生
ま
れ
る
と
、
そ
こ
か
ら
イ
ン
ス
ピ

レ
ー
シ
ョ
ン
を
得
た
楽
曲
や
、そ
の
特
性
を
活
か
し
た
作

品
が
誕
生
し
ま
す
。
新
し
い
音
楽
と
新
し
い
楽
器
は
相

互
に
結
び
つ
き
、
影
響
を
与
え
合
う
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

1
8
6
9
年
に
製
作
さ
れ
た
ル
イ
・
ロ
ッ
ト
の
ゴ
ー

ル
ド
・
モ
デ
ル
は
、
ゴ
ー
ル
ド
・
フ
ル
ー
ト
が
い
つ
か
ら

つ
く
ら
れ
た
か
を
知
る
上
で
、
残
さ
れ
た
数
少
な
い
記

録
の
ひ
と
つ
で
す
。

　

こ
の
楽
器
は
ジ
ャ
ン
＝
ピ
エ
ー
ル
・
ラ
ン
パ
ル
氏
が
所

有
し
て
い
ま
し
た
。
ラ
ン
パ
ル
氏
、ゴ
ー
ル
ウ
ェ
イ
氏

な
ど
、〝
現
代
の
ヴ
ィ
ル
ト
ゥ
オ
ー
ゾ
〞と
言
わ
れ
た
ス

ー
パ
ー
・
ソ
リ
ス
ト
達
が
好
ん
で
愛
用
し
た
こ
と
は
、
ゴ

ー
ル
ド
・
フ
ル
ー
ト
が
注
目
を
集
め
る
最
大
の
要
因
と

い
っ
て
も
過
言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。」

　

Ｋ
の
新
し
い
音

　

ム
ラ
マ
ツ
で
は
1
9
7
9
年
に
初
め
て
製
作
さ
れ
た

18
Ｋ
モ
デ
ル
だ
が
、
ラ
イ
ン
ナ
ッ
プ
と
し
て
の
登
場
は

1
9
9
8
年
以
降
の
カ
タ
ロ
グ
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

　
「
14
Ｋ
と
18
Ｋ
を
比
較
し
て
吹
い
て
い
た
だ
い
た
時

に
、
お
客
様
か
ら
次
の
よ
う
な
コ
メ
ン
ト
を
い
た
だ
い

た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。『
反
応
が
良
く
、や
や
エ
ッ
ジ
の

立
っ
た
感
じ
の
す
る
14
Ｋ
に
対
し
て
、18
Ｋ
は
、ま
ろ
や

か
さ
、
柔
ら
か
さ
、
表
現
の
幅
の
広
が
り
を
感
じ
ら
れ

る
』
と
。
こ
れ
は
金
の
含
有
量
に
よ
っ
て
生
じ
る
14
Ｋ

と
18
Ｋ
の
音
色
の
差
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
14
Ｋ

と
は
違
う
ゴ
ー
ル
ド・
モ
デ
ル
の
新
し
い
選
択
肢
と
し
て
、

18
Ｋ
が
好
ま
れ
る
ケ
ー
ス
は
増
え
て
き
ま
し
た
。
決
し

て
14
Ｋ
の
上
位
が
18
Ｋ
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

同
じ
ゴ
ー
ル
ド
で
も
14
Ｋ
と
18
Ｋ
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
で

選
ん
で
い
た
だ
け
る
よ
う
に
な
っ
た
わ
け
で
す
。」
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メ
カ
ニ
ズ
ム
と
ト
ー
ン
ホ
ー
ル
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
い
て

　
「
14
Ｋ
と
18
Ｋ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
、
銀
、9
Ｋ
、
管
体
と
の
同
一
素
材（
14
Ｋ
ま
た
は
18
Ｋ
）

の
3
種
類
が
あ
り
ま
す
。
メ
カ
ニ
ズ
ム
部
分
の
重
量
は
意
外
に
重
く
、
使
用
す
る
素
材
に

よ
っ
て
、
楽
器
全
体
の
重
さ
や
操
作
感
、
そ
し
て
何
よ
り
音
色
に
違
い
が
生
ま
れ
ま
す
。

管
体
と
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
、
ど
の
コ
ン
ビ
が
良
い
と
い
う
こ
と
を
言
い
切
っ
て
し
ま
う
の
は

難
し
い
こ
と
で
す
が
、
敢
え
て
言
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
素
材
の
特
徴
を
最
も
引
き
出
せ

る
の
は
、
管
体
と
同
一
素
材
で
つ
く
ら
れ
た
メ
カ
ニ
ズ
ム
だ
と
思
い
ま
す
。
ま
た
14
Ｋ
と

18
Ｋ
と
も
に
、ト
ー
ン
ホ
ー
ル
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
ド
ゥ
ロ
ー
ン（
引
き
上
げ
）
と

ソ
ル
ダ
ー
ド（
ハ
ン
ダ
付
け
）の
2
種
類
を
ご
用
意
し
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
ト
ー
ン
ホ
ー
ル

も
音
色
の
違
い
に
つ
な
が
る
大
切
な
要
素
で
す
の
で
、
是
非
、吹
き
比
べ
て
い
た
だ
き
た

い
と
思
い
ま
す
。」

ス
タ
ン
ダ
ー
ド
な　

Ｋ

　

ム
ラ
マ
ツ
で
は
14
Ｋ
モ
デ
ル
の
製
作
を
昭
和
41
年

（
1
9
6
6
年
）
に
ス
タ
ー
ト
し
た
。
当
時
ゴ
ー
ル
ド
・

フ
ル
ー
ト
と
い
え
ば
一
般
的
に
14
Ｋ
モ
デ
ル
を
指
し
、
現

在
も
14
Ｋ
が
ゴ
ー
ル
ド
・
モ
デ
ル
の
標
準
と
な
っ
て
い
る
。

　
「
14
Ｋ
は
58
％
の
金
に
銀
と
銅
を
混
合
し
た
金
属
で
す
。

一
方
、
18
Ｋ
で
は
金
が
75
％
と
な
り
ま
す
。
銀
と
銅
の
混

合
率
は
一
定
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、銅
が
多
け
れ
ば
赤
味

を
帯
び
、
銀
が
多
け
れ
ば
白
味
を
帯
び
た
色
に
な
り
ま
す
。

こ
の
金
属
の
配
合
バ
ラ
ン
ス
が
加
工
性
や
音
の
違
い
に

影
響
し
ま
す
。

　

宝
飾
ア
ク
セ
サ
リ
ー
な
ど
で
は
14
Ｋ
よ
り
も
18
Ｋ
の

ほ
う
が
主
流
で
す
が
、
フ
ル
ー
ト
に
使
わ
れ
る
金
の
場
合

は
、
音
色
、
重
さ
、
吹
き
心
地
な
ど
、
楽
器
と
し
て
の
さ

ま
ざ
ま
な
適
合
性
・
バ
ラ
ン
ス
か
ら
、
14
Ｋ
の
ほ
う
が
標

準
に
な
っ
て
い
ま
す
。
現
在
、
プ
ロ
の
演
奏
家
が
吹
い
て

い
る
ゴ
ー
ル
ド
・
モ
デ
ル
は
14
Ｋ
が
多
い
こ
と
も
あ
っ
て
、

《
ゴ
ー
ル
ド
・
フ
ル
ー
ト
の
音
色
＝
14
Ｋ
の
音
色
》
と
い
う

イ
メ
ー
ジ
も
強
い
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

　

ち
な
み
に
、ゴ
ー
ル
ド
の
管
厚
は
銀
よ
り
も
薄
く
設
定

さ
れ
て
い
ま
す
。
銀
と
同
じ
管
厚
に
す
る
と
ゴ
ー
ル
ド
・

モ
デ
ル
は
も
っ
と
重
く
な
り
ま
す
。
製
作
所
で
は
響
き
や

重
量
な
ど
の
様
々
な
要
素
を
考
慮
し
て
、素
材
に
適
合
し

た
管
厚
を
決
め
て
い
ま
す
。」

写真上／ドゥローン・トーンホール
写真中央／ソルダード・トーンホール
写真下／銀製メカニズムとのコンビネーション
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各
モ
デ
ル
の
統
一
感

　

ム
ラ
マ
ツ
・
フ
ル
ー
ト
の
大
き
な
特
徴
は
、全
て
の
モ
デ
ル
が
ハ
ン
ド
メ
イ
ド
で

あ
り
、
同
一
の
精
度
と
品
質
で
製
作
さ
れ
て
い
る
た
め
、
全
ラ
イ
ン
ナ
ッ
プ
を
通

じ
て
一
貫
し
た
ポ
リ
シ
ー
が
あ
る
。

　
「
E
X
か
ら
24
Ｋ
ま
で
、
ム
ラ
マ
ツ
の
全
て
の
モ
デ
ル
を
聴
き
比
べ
る
イ
ベ
ン
ト

が
行
わ
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
奏
者
に
は
、
リ
ハ
ー
サ
ル
な
し
で
、
同
じ
メ
ロ

デ
ィ
ー
を
様
々
な
モ
デ
ル
で
吹
き
比
べ
て
い
た
だ
く
の
で
す
が
、『
ど
の
モ
デ
ル
を

吹
い
て
も
、
ど
う
吹
い
た
ら
よ
い
か
の
判
断
は
一
瞬
の
う
ち
に
つ
い
て
、
楽
器
を

変
え
て
も
ま
っ
た
く
違
和
感
な
く
吹
け
ま
し
た
』
と
仰
っ
て
い
た
だ
け
ま
し
た
。

こ
の
こ
と
は
、
モ
デ
ル
の
違
い
＝
素
材
の
違
い
で
あ
り
、
楽
器
の
作
り
方
や
、
そ
の

モ
デ
ル
が
目
指
す
方
向
性
の
違
い
で
は
な
い
こ
と
が
証
明
さ
れ
た
と
思
っ
て
い
ま

す
。
私
た
ち
は
、お
客
様
が
素
材
に
よ
る
音
色
の
好
み
に
よ
っ
て
楽
器
を
選
ぶ
こ

と
が
で
き
る
、全
ラ
イ
ン
ナ
ッ
プ
の
統
一
感
こ
そ
が
、ム
ラ
マ
ツ
の
最
大
の
特
徴
と

考
え
て
い
ま
す
。」

ゴ
ー
ル
ド
・
モ
デ
ル
の
メ
ン
テ
ナ
ン
ス

　

金
は
錆
び
に
く
い
の
で
、つ
い
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
を
怠
っ
て
し
ま
い
が
ち
？
…
…

　
「
金
は
宝
飾
品
に
使
わ
れ
て
き
た
こ
と
で
も
わ
か
る
よ
う
に
、
変
色
し
に
く
い
特

性
を
持
っ
て
い
ま
す
。
金
の
含
有
量
が
58
％
の
14
Ｋ
で
も
、
銀
に
比
べ
る
と
ず
っ

と
耐
食
性
が
あ
り
ま
す
。
銀
の
場
合
は
放
っ
て
お
く
と
全
体
が
黒
ず
ん
で
き
ま
す

が
、金
は
見
た
目
が
変
わ
り
に
く
い
の
で
、
逆
に
手
入
れ
が
お
ろ
そ
か
に
な
っ
て
し

ま
う
危
険
性
が
あ
り
ま
す
。

　

他
の
素
材
と
同
じ
よ
う
に
、
表
面
を
柔
ら
か
い
布
や
皮
で
拭
き
、
管
内
の
湿
気

を
取
り
除
く
な
ど
、
日
常
の
手
入
れ
は
し
っ
か
り
行
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思

い
ま
す
。

　

メ
カ
ニ
ズ
ム
は
ど
の
モ
デ
ル
や
素
材
の
場
合
も
、
ま
っ
た
く
同
じ
精
度
で
作
ら

れ
て
い
ま
す
の
で
、
使
用
頻
度
や
扱
い
方
に
よ
っ
て
差
は
あ
り
ま
す
が
、
耐
久
力

に
大
き
な
違
い
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
か
ら
、も
ち
ろ
ん
、定
期
的
な
注
油
と
調
整

が
必
要
な
こ
と
は
、
皆
さ
ま
ご
承
知
の
通
り
で
す
。

　

14
Ｋ
と
18
Ｋ
。
ゴ
ー
ル
ド
・
モ
デ
ル
を
代
表
す
る
2
つ
の
個
性
を
お
近
く
の
販
売

店
で
、是
非
お
試
し
に
な
っ
て
く
だ
さ
い
。」

匠
の
技

　

最
後
に
、
そ
の
美
し
さ
と
精
巧
さ
か
ら
、
人
気
の
高
い
オ
プ
シ
ョ
ン
と
な
っ
て

い
る
彫
刻
。
ム
ラ
マ
ツ
の
誇
る
手
彫
り
の
技
術
に
つ
い
て
話
を
聞
い
た
。

　
「
彫
刻
は
下
絵
を
描
く
こ
と
か
ら

始
ま
り
ま
す
。
そ
の
下
絵
を
、
材
料

の
リ
ッ
プ
・
プ
レ
ー
ト
や
キ
ー・
カ
ッ

プ
に
写
し
、
様
々
な
デ
ザ
イ
ン
を
彫

り
だ
し
て
い
く
の
で
す
が
、
線
の
太

さ
や
形
に
応
じ
て
、
刃
先
の
異
な
る

十
数
種
類
の
彫
刻
刀
を
使
い
分
け
て

い
ま
す
。
ミ
ス
の
許
さ
れ
な
い
フ
リ

ー
ハ
ン
ド
の
作
業
は
、
唯
一
無
二
の

付
加
価
値
と
し
て
、お
客
様
の
フ
ル

ー
ト
を
さ
ら
に
特
別
な
存
在
へ
と

高
め
ま
す
。」



リヨンの飾り紐の一例。
（Lyon Manufacture Passementerie より）
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ク
レ
ー
ル
は
天
使
の
よ
う
に
演

奏
し
、
ロ
カ
テ
ッ
リ
は
悪
魔
の

よ
う
に
演
奏
し
た
。」

こ
の
言
葉
は
ル
ク
レ
ー
ル
が
ド
イ
ツ
の
カ

ッ
セ
ル
で
イ
タ
リ
ア
の
有
名
な
ヴ
ァ
イ
オ
リ

ニ
ス
ト
、
ロ
カ
テ
ッ
リ
と
競
演
し
た
時
の
演

奏
を
聴
い
た
人
の
感
想
で
す
。
そ
の
演
奏
会

は
、
当
時
の
音
楽
界
の
二
つ
の
大
き
な
流
れ

で
あ
る
フ
ラ
ン
ス
様
式
と
イ
タ
リ
ア
様
式
を

聴
き
比
べ
よ
う
と
い
う
興
味
深
い
試
み
で
し

た
。
そ
の
人
は
ル
ク
レ
ー
ル
の
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン

の
音
色
の
美
し
さ
と
自
由
自
在
に
リ
ズ
ム
を

操
る
素
晴
ら
し
さ
を
「
天
使
」
に
例
え
ま
し
た
。

ま
た
こ
の
言
葉
を
記
録
し
た
ル
ス
テ
ィ
ヒ
と

い
う
人
も
「
ル
ク
レ
ー
ル
は
尋
常
で
な
い
ほ

ど
ク
リ
ア
で
甘
い
音
色
に
よ
っ
て
、
聴
衆
の

心
を
と
ら
え
る
術
を
知
っ
て
い
た
」
と
述
べ
、

ル
ク
レ
ー
ル
の
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
演
奏
を
絶
賛

し
て
い
ま
す
。
ロ
カ
テ
ッ
リ
が「
悪
魔
の
よ
う

に
」
と
形
容
さ
れ
て
い
る
の
は
、
ル
ク
レ
ー

ル
と
は
全
く
異
な
る
演
奏
ス
タ
イ
ル
だ
っ
た

と
い
う
こ
と
を
強
調
し
た
言
葉
の
よ
う
で
す
。

驚
異
的
な
左
手
の
テ
ク
ニ
ッ
ク
を
駆
使
し
た

情
熱
的
で
激
し
い
演
奏
が
彼
の
特
徴
で
し
た
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、ル
ク
レ
ー
ル
の
気
品
あ
る
フ

ラ
ン
ス
様
式
の
演
奏
が
人
々
の
心
に
安
ら
ぎ

と
感
動
を
与
え
た
の
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

ル
ク
レ
ー
ル
は
生
涯
に
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
と

通
奏
低
音
の
た
め
の
ソ
ナ
タ
を
49
曲
作
曲
し

ま
し
た
。
特
筆
す
べ
き
は
、
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン

と
通
奏
低
音
の
た
め
の
ソ
ナ
タ
集 

第
1
巻 

作
品
1
の
2
番 

ハ
長
調
、6
番 

ホ
短
調
、第

2
巻 

作
品
2
の
1
番 

ホ
短
調
、3
番 

ハ
長

調
、
5
番 

ト
長
調
、
11
番 

ロ
短
調
と
第
4
巻 

作
品
9
の
2
番 

ホ
短
調
、
7
番 

ト
長
調
の
8

曲
が
ル
ク
レ
ー
ル
自
身
に
よ
っ
て
、flû

te 
allem

an
d

e

（
直
訳
す
る
と
ド
イ
ツ
・
フ
ル

ー
ト
と
い
う
意
味
で
す
が
、
当
時
フ
ラ
ン
ス

で
は
横
笛
を
意
味
し
ま
し
た
）
で
演
奏
可
能
で

あ
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
す
。
ま
た
第
2

巻
の
8
番
ニ
長
調
は
フ
ル
ー
ト
、
ヴ
ィ
オ
ラ
・

ダ
・
ガ
ン
バ
、
通
奏
低
音
の
た
め
の
ト
リ
オ
・

ソ
ナ
タ
で
あ
り
、
こ
れ
を
加
え
る
な
ら
ル
ク

レ
ー
ル
の
フ
ル
ー
ト
の
た
め
の
ソ
ナ
タ
は
全

9
曲
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

ル
ク
レ
ー
ル
は
そ
れ
ら
の
曲
が
フ
ル
ー
ト

で
演
奏
出
来
る
よ
う
に
、
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
・
パ

ー
ト
を
自
ら
書
き
換
え
た
り
、
あ
る
曲
で
は

フ
ル
ー
ト
と
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
の
た
め
の
別
々

の
変
奏
を
作
曲
す
る
こ
と
ま
で
し
て
い
ま

す（
譜
例
①
、②
）。
ほ
か
の
作
曲
家
た
ち
が
、

ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
で
も
リ
コ
ー
ダ
ー
で
も
、フ
ル

ー
ト
ま
た
は
オ
ー
ボ
エ
で
も
演
奏
し
て
よ
い
、

と
い
う
よ
う
な
大
雑
把
な
感
じ
で
作
曲
し
て

い
る
の
に
対
し
て
、
ル
ク
レ
ー
ル
は
厳
密
に

フ
ル
ー
ト
の
た
め
に
こ
れ
ら
の
曲
を
選
ん
だ

の
で
す
。
そ
し
て
ど
の
ソ
ナ
タ
に
も
、
天
使

の
よ
う
な
演
奏
で
人
々
を
感
動
さ
せ
た
ル
ク

レ
ー
ル
の
豊
か
な
才
能
が
遺
憾
な
く
発
揮
さ

れ
て
い
ま
す
。
彼
の
作
品
の
特
徴
は
、
ま
ず

美
し
い
通
奏
低
音
の
動
き
で
す
。
そ
れ
は
緩

や
か
な
楽
章
で
は
し
っ
か
り
と
フ
ル
ー
ト
を

支
え
な
が
ら
夢
見
る
よ
う
な
旋
律
線
を
描
き

ま
す
。
ま
た
速
い
楽
章
で
は
そ
の
通
奏
低
音

が
、
素
晴
ら
し
い
リ
ズ
ム
の
組
み
合
わ
せ
に

よ
っ
て
曲
に
生
気
を
与
え
る
の
で
す
。
ほ
か
の

バ
ロ
ッ
ク
時
代
の
作
曲
家
か
ら
は
聞
い
た
こ

と
も
な
い
よ
う
な
大
胆
で
色
彩
感
あ
ふ
れ
る

和
声
も
彼
の
特
徴
の
ひ
と
つ
で
す
。
マ
ル
ク
・

パ
ン
シ
ェ
ル
ル
と
い
う
フ
ラ
ン
ス
の
音
楽
評

論
家
は
ル
ク
レ
ー
ル
の
和
声
に
つ
い
て
、「
そ

れ
は
す
で
に
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
や
モ
ー
ツ
ァ

ル
ト
を
思
わ
せ
る
よ
う
な
見
事
な
自
由
奔
放

さ
を
持
っ
て
い
る
」
と
述
べ
ま
し
た
。
そ
し
て
、

フ
ル
ー
ト
の
メ
ロ
デ
ィ
ー
は
そ
の
通
奏
低
音

と
和
声
の
上
を
美
し
く
、
優
し
く
、
自
由
に
、

表
情
豊
か
な
フ
ラ
ン
ス
風
装
飾
を
施
さ
れ
て

歌
う
の
で
す
。

こ
の
よ
う
な
天
才
的
音
楽
家
ル
ク
レ
ー
ル

は
ど
ん
な
人
物
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
彼
の

経
歴
は
大
変
興
味
深
い
も
の
で
す
。
生
ま
れ

は
フ
ラ
ン
ス
の
リ
ヨ
ン
で
す
。
8
人
兄
弟
で

そ
の
内
の
6
人
ま
で
も
が
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ニ
ス

ト
に
な
っ
た
と
い
う
音
楽
一
家
で
し
た
。
し

か
し
、
父
親
は
彼
に
、
リ
ヨ
ン
特
産
の
飾
り

紐
の
技
術
を
教
え
ま
す
。
同
時
に
ル
ク
レ
ー

ル
は
舞
踏
家
、
振
付
師
、
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ニ
ス

ト
、
作
曲
家
と
し
て
も
才
能
を
現
し
ま
し
た
。

最
初
は
地
元
の
オ
ペ
ラ
座
で
、
そ
の
後
イ
タ

リ
ア
、ト
リ
ノ
の
オ
ペ
ラ
劇
場
で
ダ
ン
サ
ー
と

し
て
活
躍
し
ま
す
。
そ
し
て
、
ト
リ
ノ
に
い

る
間
に
巨
匠
コ
レ
ッ
リ
門
下
で
当
時
大
変
有

名
だ
っ
た
G
・
B
・
ソ
ミ
ス
に
つ
い
て
ヴ
ァ
イ

オ
リ
ン
の
技
術
を
完
成
さ
せ
ま
し
た
。
同
時

代
に
活
躍
し
た
ド
イ
ツ
の
フ
ル
ー
テ
ィ
ス
ト
、

ク
ヴ
ァ
ン
ツ
の
自
伝
に
は
、
ト
リ
ノ
を
訪
問

し
た
記
述
の
中
で
、
ル
ク
レ
ー
ル
が
ソ
ミ
ス

の
指
導
を
受
け
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い

て
、
ル
ク
レ
ー
ル
の
こ
と
を
「
フ
ラ
ン
ス
で

最
優
秀
の
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ニ
ス
ト
」
と
述
べ
て

い
ま
す
。
そ
の
後
1
7
2
8
年
、
31
歳
の
ル

ク
レ
ー
ル
は
パ
リ
に
赴
き
、
新
し
く
発
足
し

た
演
奏
会
シ
リ
ー
ズ
「
コ
ン
セ
ー
ル・
ス
ピ
リ

チ
ュ
エ
ル
」
に
10
回
出
演
し
ま
し
た
。
こ
の「
コ

ン
セ
ー
ル
・
ス
ピ
リ
チ
ュ
エ
ル
」
に
は
ち
ょ
う

ど
同
じ
時
期
に
、
有
名
な
フ
ル
ー
テ
ィ
ス
ト
、

ミ
シ
ェ
ル
・
ブ
ラ
ヴ
ェ
も
参
加
し
て
い
ま
し
た
。

ル
ク
レ
ー
ル
は
ブ
ラ
ヴ
ェ
の
素
晴
ら
し
い
演

奏
に
触
発
さ
れ
て
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
・
ソ
ナ
タ
を

フ
ル
ー
ト
で
も
演
奏
し
て
ほ
し
い
と
考
え
た

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
ル
ク
レ
ー
ル
は

王
室
管
弦
楽
団
で
も
演
奏
す
る
よ
う
に
な
り
、

1
7
3
3
年
、
ル
イ
15
世
に
認
め
ら
れ
「
王

室
音
楽
家
」
に
任
命
さ
れ
、
そ
の
後
「
首
席
奏

者
」
に
な
り
ま
す
。こ
れ
は
大
変
に
名
誉
あ
る

地
位
で
し
た
。
彼
は
こ
こ
で
生
涯
の
絶
頂
期

を
迎
え
ま
す
。
し
か
し
こ
の
後
、ル
ク
レ
ー
ル

は
、
ま
さ
か
の
転
落
の
人
生
を
た
ど
っ
て
い

く
の
で
す
。
そ
の
辺
り
の
話
も
興
味
深
い
の

で
す
が
、
そ
れ
は
ま
た
別
の
機
会
に
譲
り
た

い
と
思
い
ま
す
。

彼
の
作
品
の
素
晴
ら
し
さ
は
、
も
ち
ろ

ん
持
っ
て
生
ま
れ
た
豊
か
な
才
能
に
よ
る
も

の
で
す
が
、
こ
こ
ま
で
の
ル
ク
レ
ー
ル
の
経

歴
も
大
き
く
影
響
し
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

父
親
か
ら
飾
り
紐
と
い
う
独
特
の
繊
細
さ
を

要
求
さ
れ
る
技
術
を
学
ん
だ
こ
と
は
、
彼
の

メ
ロ
デ
ィ
ー
に
散
り
ば
め
ら
れ
た
フ
ラ
ン
ス

様
式
の
装
飾
に
生
か
さ
れ
て
い
ま
す
。
ル
ク

レ
ー
ル
の
装
飾
音
は
ま
さ
に
そ
こ
に
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
い
う
必
然
性
が
感
じ
ら
れ
る

ほ
ど
考
え
抜
か
れ
た
も
の
で
、
そ
れ
以
上
の

装
飾
を
演
奏
者
が
付
け
加
え
る
必
要
は
な
い

と
言
え
る
ほ
ど
繊
細
で
完
璧
で
す（
譜
例
③
、

④
）。
ま
た
そ
の
生
き
生
き
と
し
た
リ
ズ
ム

今
回
は
、そ
の
美
し
く
気
品
の
あ
る
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
演
奏
が
、

イ
タ
リ
ア
の
コ
レ
ッ
リ
と
と
も
に「
天
使
」
と
讃
え
ら
れ
た

ル
ク
レ
ー
ル
の
フ
ル
ー
ト
・
ソ
ナ
タ
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

パ
リ
・
エ
コ
ー
ル
・
ノ
ル
マ
ル
音
楽
院
を
、演
奏
家
資
格
を
得
て
卒
業
。

メ
ゾ
ン
ラ
フ
ィ
ッ
ト
音
楽
院
教
授
を
勤
め
た
後
、帰
国
。

ム
ラ
マ
ツ
・
フ
ル
ー
ト
・
レ
ッ
ス
ン
セ
ン
タ
ー 

講
師
。 

森
岡
広
志

音
楽
史
の
扉

ジ
ャ
ン
＝
マ
リ
ー
・
ル
ク
レ
ー
ル

感
あ
ふ
れ
る
通
奏
低
音
は
、
彼
が
ダ
ン
サ
ー

で
あ
っ
た
こ
と
を
雄
弁
に
物
語
っ
て
い
ま
す
。

そ
し
て
大
胆
で
息
を
の
む
ほ
ど
美
し
い
和
声

は
イ
タ
リ
ア
と
フ
ラ
ン
ス
で
最
高
の
音
楽
家

た
ち
か
ら
影
響
を
受
け
て
、
彼
が
イ
タ
リ
ア

様
式
と
フ
ラ
ン
ス
様
式
を
見
事
に
融
合
さ
せ

た
結
果
だ
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

ル
ク
レ
ー
ル
の
ソ
ナ
タ
は
フ
ル
ー
テ
ィ
ス
ト

に
と
っ
て
フ
ラ
ン
ス
・
バ
ロ
ッ
ク
の
宝
の
よ
う

な
存
在
で
す
。
是
非
み
な
さ
ん
も
こ
れ
ら
の

美
し
い
ソ
ナ
タ
を
「
天
使
の
よ
う
に
」
演
奏
し

て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

3

ル

譜例①
作品１の２ ハ長調の第４楽章の冒頭。
同じ段にフルートとヴァイオリンを書き分けてある。

コンセール・スピリチュエルが行われた、チュイルリー宮殿。
1871年に焼失し、1883年に解体された。

譜例②
作品９の7 ト長調の第３楽章の冒頭。
フルート用 (a)とヴァイオリン用 (b) が
別々のページに印刷されている。

譜例③  作品９の２ ホ短調の第３楽章の冒頭。

譜例④  作品９の２ ホ短調の第３楽章の末尾。

ジャン=マリー・ルクレール
（1697ー1764）

(a)

(b)




