
　
大
晦
日
、
ベ
ー
ト
ー
ベ
ン
の
交
響

曲
全
曲
演
奏
の
会
場
に
足
を
運
ん

だ
。
第
九
の
演
奏
が
終
わ
る
と
同
時

に
令
和
２
年
が
幕
を
開
い
た
。

　
主
催
者
で
あ
る
作
曲
家
の
三
枝
成

彰
氏
の
解
説
に
よ
れ
ば
、
ク
ラ
シ
ッ

ク
音
楽
が
隆
盛
を
誇
っ
た
18
世
紀
後

半
か
ら
19
世
紀
に
か
け
て
の
西
欧
で

は
、「
時
代
精
神
」
と
い
う
概
念
が
支

配
的
で
あ
っ
た
。
あ
る
時
代
・
民
族

の
知
的
、
政
治
的
風
潮
は
、
人
間
精

神
が
完
成
に
向
か
っ
て
前
進
す
る
過

程
に
お
け
る
、
そ
の
時
代
の
段
階
を

示
す
も
の
と
と
ら
え
ら
れ
て
、
こ
の

名
が
つ
い
た
。
ド
イ
ツ
の
ロ
マ
ン
主

義
者
ヘ
ル
ダ
ー
に
よ
っ
て
唱
え
ら

れ
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
発
展
さ
せ
た
。

　
そ
こ
で
は
芸
術
も
ま
た
、
人
間
精

神
と
と
も
に
完
成
に
向
け
て
前
進
す

る
も
の
と
考
え
ら
れ
た
。
三
枝
氏
は

ベ
ー
ト
ー
ベ
ン
の
作
品
は
、
ま
さ
に

こ
の
こ
と
を
意
識
し
て
作
曲
さ
れ
て

お
り
、
そ
れ
が
現
在
ま
で
の
西
欧
の

芸
術
観
の
根
底
を
成
し
て
い
る
。
そ

う
い
う
目
か
ら
見
る
と
伝
統
を
固
守

す
る
日
本
の
能
や
邦
楽
に
は
進
歩
が

な
い
の
で
、
彼
ら
に
と
っ
て
は
あ
く

ま
で
「
古
典
芸
能
」
で
あ
っ
て
「
芸

術
」
で
は
な
い
と
い
う
。

　
こ
れ
は
、
西
欧
文
明
の
特
徴
で
あ

る
普
遍
主
義
や
進
歩
史
観
が
、
社
会

統
治
つ
ま
り
政
治
や
経
済
の
運
営
だ

け
で
な
く
、
芸
術
の
捉
え
方
に
お
い

て
も
如
実
に
表
れ
て
い
る
こ
と
を
示

す
興
味
深
い
指
摘
で
あ
る
。
そ
し
て

こ
こ
に
日
欧
の
芸
術
観
の
基
本
的
違

い
が
見
て
と
れ
る
。

　
人
間
中
心
主
義
の
西
欧
で
は
、
芸

術
は
人
間
の
知
的
創
造
物
と
し
て
常

に
進
歩
す
る
も
の
で
あ
り
、
芸
術
家

は
創
造
性
に
よ
っ
て
自
分
が
生
き
る

時
代
の
精
神
を
精
一
杯
作
品
に
表
現

し
、
そ
れ
を
一
方
的
に
社
会
に
ア
ピ

ー
ル
す
る
。
伝
統
は
過
去
の
時
代
の

精
神
を
表
す
も
の
だ
か
ら
現
在
価
値

は
低
い
。

　
こ
れ
に
対
し
日
本
人
に
と
っ
て

は
、
芸
術
と
は
時
空
を
超
え
た
不
動

の
真
善
美
を
体
現
す
る
も
の
で
、
そ

の
神
髄
が
伝
統
で
あ
る
。
そ
れ
は
時

代
と
と
も
に
変
化
す
る
も
の
で
は
な

い
。
芸
術
家
は
創
造
性
を
一
方
的
に

主
張
す
る
の
で
は
な
く
、
普
遍
的
な

伝
統
の
価
値
を
い
か
に
し
て
同
時
代

の
鑑
賞
者
に
分
か
る
よ
う
に
表
現
す

る
か
を
考
え
、
鑑
賞
者
は
作
家
の
心

に
想
い
を
馳
せ
る
。
作
品
に
体
現
さ

れ
た
伝
統
を
介
し
て
両
者
の
心
が
一

体
と
な
る
。（
近
藤
誠
一『
日
本
の
匠
』

か
ま
く
ら
春
秋
社
参
照
）。

　
こ
の
日
欧
の
違
い
は
、
一
昨
年
パ

リ
で
行
っ
た
工
芸
分
野
の
日
仏
人
間

国
宝
対
談
に
お
い
て
も
現
れ
た
。
フ

ラ
ン
ス
人
が
弟
子
に
継
承
す
べ
き
は

技
術
で
あ
り
、
そ
れ
を
何
に
、
ど
う

使
う
か
は
本
人
の
自
由
だ
と
言
っ
た

の
に
対
し
、
日
本
人
は
技
術
は
本
人

が
努
力
す
れ
ば
会
得
で
き
る
、
師
が

弟
子
に
伝
授
す
べ
き
は
伝
統
だ
と
言

っ
た
。
芸
術
的
創
造
性
は
人
間
の
知

的
活
動
と
共
に
前
進
す
る
と
考
え
る

西
欧
人
に
と
っ
て
、
師
か
ら
弟
子
へ

継
承
す
べ
き
は
、創
造
力
で
は
な
く
、

そ
の
進
化
の
表
現
に
必
要
な
技
術
だ

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
試
し
に
オ
ッ

ク
ス
フ
ォ
ー
ド
英
英
辞
典
を
引
く
と
、

Art

と
は
ま
さ
に
「
技
術（skill

）」

の
こ
と
を
指
し
、
特
に
知
識
や
美
意

識
を
表
す
技
術
だ
と
書
い
て
あ
る
。

　
自
然
中
心
で
人
間
は
そ
の
一
部
と

考
え
る
日
本
に
お
い
て
は
、
芸
術
は

永
遠
な
る
真
善
美
で
あ
り
、
芸
術
家

は
そ
れ
を
自
然
か
ら
学
び
、
自
分
独

自
の
手
法
で
表
現
す
る
。
時
代
性
と

は
、
西
欧
人
の
い
う
時
代
精
神
す
な

わ
ち
創
造
力
の
進
化
の
一
段
階
な
の

で
は
な
く
、
伝
統
と
い
う
不
動
の
本

質
を
、
そ
の
時
代
に
合
わ
せ
て
表
現

す
る
方
法
に
過
ぎ
な
い
。
だ
か
ら
継

承
す
べ
き
は
芸
術
の
本
質
す
な
わ
ち

伝
統
の
価
値
な
の
だ
。

　
芸
術
に
対
す
る
哲
学
が
日
欧
間
で

こ
れ
だ
け
違
う
の
に
も
拘
わ
ら
ず
、

お
互
い
に
相
手
の
美
意
識
を
高
く
評

価
し
、
敬
意
を
も
っ
て
き
た
の
は
何

故
だ
ろ
う
か
。
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