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Trondalen, Gro. 2023. Ethical Musicality. London: Routledge, p.1.

1) (1) There may be a friend calling for advice in a difficult situation or when waiting at a bus stop
seeing a person losing balance and hitting their head when collapsing

2) (2) fresh produce  

3) (3) Ethical queries likewise arise in musical settings, theory-building and research in music
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4) Ethics  
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B  

Musgrave, George, and Sally Anne Gross. 2020. Can Music Make You Sick? London: University of 
Westminster Press, p. 1. 
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PETER JURGILEWITSCH WELTWEIT REISEN, Teatro di San Carlo in Neapel  
<https://www.peter-jurgilewitsch.de/teatro-di-san-carlo-in-neapel-italien/> 

A G 

A: Am  Im Vom  Während

B: wie   mehr sowohl  nicht

C: damit trotzdem  weil  denn

D: an für  mit  durch

E: von  unter  mit zwischen

F: dessen  die  denen deren

G: älteste  ältesten  ältere älteren
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Susanna Felix, Clara Schumann-Wieck. Gefeierte Pianistin und Powerfrau. 
<https://www.br.de/kinder/clara-schumann-wieck-gefeierte-pianistin-und-powerfrau-

komponistin-leben-musik-lexikon-100.html> 
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I    

Marcel Proust, « Camille Saint-Saëns, pianiste », Contre Sainte-Beuve, édition Pierre 

Clarac, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1971, p. 382-383. 
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adorer  aller  détester  devoir  

prendre  répandre  savoir  venir  

https://www.20minutes.fr/loisirs/4058047-20231017-punaise-lit-pouvoir-anesthesiant 

« 20 minutes.fr », le 17 octobre 2023. 
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[ : AA.VV. (1975). Enciclopedia dello Spettacolo. Torino: Sadea. Vol. VII, p. 1346] 

 [ : VERDI Giuseppe (2001) (a cura di OBERDORFER Aldo). Autobiografia 

epistolare. Napoli: Pagano. Vol. I, p. 222] 
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令
和
六
年
度 

京
都
市
立
芸
術
大
学
大
学
院
音
楽
研
究
科
入
学
試
験 

共
通
科
目 

語
学 

 

日
本
語
（
古
典
） 

 
次
の
文
は
、
紫
式
部
（
九
七
三
頃
～
一
〇
三
一
頃
）

が
著
し
た
『
源
氏
物
語
』
の
第
三
十
五
帖
「
若
菜 

下
」
の
一

場
面
で
、
主
人
公
の
光
源
氏
が
、
あ
る
特
定
の
絃
楽
器
に
つ
い
て
持
論
を
述
べ
る
く
だ
り
で
す
。
こ
れ
を
読

ん
で
あ
と
の
設
問
一
～
五
に
答
え
な
さ
い
。 

 

よ
ろ
づ

〔

万

〕

の
こ
と
、

〔
そ
の
〕

道 み

ち

く
に
つ
け
て
、
習 な

ら

ひ
ま
ね

〔

学

〕

ば
ゞ
、
才

★
ざ
え

と
い
ふ
物
、

[

は]

い
づ
れ
も
際 き

は

な
く
思 お

ぼ

え
つ
ゝ
、

わ
が
心
ち

〔
地
〕

に
飽 あ

く
べ
き
か
ぎ

〔

限

〕

り
な

〔
無
〕

く
、
習 な

ら

ひ
取 と

ら
む
こ
と
は
、
い
と
難 か

た

け
れ
ど
、
何 な

に

か
は
。
そ

★

の
た
ど
り
深 ふ

か

き
人
の
、
今 い

ま

の
世
に
、
を
さ

く
な

〔
無
〕

け
れ
ば
、

〔
道
々
の
〕

片
端

か

た

は

し

を
な
だ
ら
か
に
ま
ね

〔

学

〕

び
得 え

た
ら
ん
人
、

〔
は
〕

さ
る
片 か

た

か
ど

〔

才

〕

に
、

心
を
や
り
て
も
あ
り
ぬ
べ
き
を
、 ①

琴
〔
き
む
〕

な
む
、
猶

〔
な
ほ
〕

、
わ
づ
ら

〔

煩

〕

は
し
く
、
手

★

觸 ふ

れ
に
く

〔

難

〕

き
物
は
あ
り

□
。
こ

の
こ
と

〔
琴
／
事
〕

は
、
ま 〔

真

事
こ
と
〕

に
、
跡 あ

と

の
ま
ゝ
に
尋 た

づ

ね
と

〔
取
〕

り
た
る
昔

む
か
し

の
人
は
、
天
地

〔
あ
め
つ
ち
〕

を
靡 な

び

か
し
、
鬼 お

に

神
の
心
を
や
は

〔

和

〕

ら
げ
、

よ
ろ
づ

〔

万

〕

の
物 も

の

の
、
音 ね

の
う
ち

〔

内

〕

に
し
た
が
ひ
て
、
悲 か

な

し
び
深 ふ

か

き
物
も
、
喜

よ
ろ
こ

び
に
か
は

〔

変

〕

り
、
賤 い

や

し
く
貧 ま

づ

し
き
者
も
、

高
★
た
か

き
世
に
あ
ら
た
ま
り
、
寶

た
か
ら

に
あ
づ
か

〔

与

〕

り
、
世

★

に
許 ゆ

る

さ
る
（
ゝ
）

た
ぐ
ひ

〔

類

〕

、
お
ほ

〔

多

〕

か
り
け
り
。

〔
そ
の
楽
器
を
〕

こ
の
國

〔
く
に
〕

に

彈 ひ

き
つ
た

〔

伝

〕

ふ
る ★

初 は

じ

め
つ
か
た
ま
で
、

〔
は
〕

深 ふ

か

く
、
こ
の
事 こ

と

を
心
得 え

た
る
人
は
、
多 お

ほ

く
の
年 と

し

を
、
知 し

ら
ぬ
國 く

に

に
過 す

ご

し
、
身
を
な

〔
無
〕

き
に
な
し
て
、
「
こ
の
事 こ

と

を
ま
ね

〔

学

〕

び
と

〔
取
〕

ら
む
」
と
、
惑 ま

ど

ひ
て
だ
に
、
し
得 う

る
は
、
難 か

た

く
な
む
あ

り
け
る
。（
中
略
）
世
の
末 す

ゑ

な
れ
ば
に
や
、
い
づ
こ

〔

何

処

〕

の
、
そ
の
か
み

★
〔
上
〕

の
か
た

〔

片

〕

端 は

し

に
か
は
あ
ら
ん
。
さ
れ
ど
、
な
ほ
、

か
★

の
鬼 お

に

神
の
耳 み

ゝ

と
ゞ

〔

留

〕

め
、
か
た
ぶ

〔

傾

〕

き
そ

〔
染
〕

め
に
け
る
物
な
れ
ば
に
や
、
な
ま

く
に
ま
ね

〔

学

〕

び
て
、
思

★

ひ
か
な

〔

叶

〕

は

ぬ
た
ぐ
ひ

〔

類

〕

あ
り
け
る
後 の

ち

、
「 ★

こ
れ
彈 ひ

く
人
、
よ
か
ら
ず
」
と
か
い
ふ
難 な

む

を
つ
け
て
、
う
る
さ

〔

煩

〕

き
ま
ゝ
に
、
今

は
、
を
さ

く
つ
た

〔

伝

〕

ふ
る
人
な

〔
無
〕

し
と
か
。
い
と
、
口 く

ち

惜 を

し
き
に
こ
そ
あ
れ
。
琴 き

む

の
音 ね

を
離 は

な

れ
て
は
、
な
に
事

を
か
、
も
の
調

と
ゝ
の

へ
知 し

る
し
る
べ

〔

標

〕

と
は
せ
む
。 

 
 

 
 

 
 

山
岸
徳
平
校
注
『
源
氏
物
語
』
三
（
一
九
六
一
、
日
本
古
典
文
学
大
系
一
六
、
岩
波
書
店
）
よ
り
。 

〔 

〕
つ
き
ル
ビ
は
、
出
題
者
に
よ
る
補
填
。
注★

の
ほ
と
ん
ど
は
出
題
者
に
よ
る
。 

 

注 ★

 

【
才
と
い
ふ
物 

～ 

何
か
は
】 

意
訳
：
才
芸
と
い
う
も
の
は
、
ど
れ
で
も
、
学
べ
ば
学
ぶ
ほ
ど
、
こ
れ
で
よ
い
、
と
い
う
よ
う

な
際
限
は
な
い
気
が
す
る
も
の
で
、
自
分
の
気
持
ち
に
納
得
の
い
く
ま
で
習
得
し
よ
う
と
す
る
の
は
、
と
て
も
難
し
い
け
れ

ど
も
、
ど
う
し
て
そ
れ
を
習
得
せ
ず
に
い
ら
れ
よ
う
か
。 

【
そ
の
た
ど
り
深
き
人
の 

～ 

あ
り
ぬ
べ
き
を
】 

意
訳
：
（
け
れ
ど
も
、
才
芸
を
習
得
し
て
）
そ
の
よ
う
に
奥
義
を
極
め
る
人

な
ど
今
の
世
の
中
に
は
め
っ
た
に
い
な
い
か
ら
、
ほ
ん
の
少
し
一
通
り
習
い
覚
え
る
だ
け
で
満
足
す
る
の
も
よ
い
だ
ろ
う
け

ど
も
、 

【
手
觸
る
】 

手
を
つ
け
る
。
手
を
出
す
。
習
得
を
試
み
る
。 

【
高
き
世
に
あ
ら
た
ま
り
】 

高
貴
な
身
分
に
な
っ
て 

【
世
に
許
さ
る
（
ゝ
）】 

世
に
認
め
ら
れ
る 

【
初
め
つ
か
た
】 

「
初
め
」
＋
上
代
の
格
助
詞
「
つ
」
＋
接
尾
辞
「
か
た
」。 

初
め
の
頃
。 

【
か
み
】 

古
い
時
代
。
昔
。 

【
か
の
鬼
神
の
耳
と
ゞ
め 

～ 

物
な
れ
ば
に
や
】
か
の
鬼
神
が
、
耳
を
と
ど
め
て
聴
き
入
っ
た
と
い
う
楽
器
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
か 

【
思
ひ
か
な
は
ぬ
た
ぐ
ひ
あ
り
け
る
後
】
望
み
を
遂
げ
ら
れ
ず
、
か
え
っ
て
不
幸
に
な
る
奴
等
が
い
た
も
の
だ
か
ら
、
そ
れ
か
ら

と
い
う
も
の
、 

【
こ
れ
彈
く
人
、
よ
か
ら
ず
】 

こ
の
楽
器
を
弾
く
と
禍
が
ふ
り
か
か
る 

https://ja.wiktionary.org/wiki/%E3%81%A4
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問
一 

光
源
氏
は
、
何
と
い
う
楽
器
に
つ
い
て
語
っ
て
い
ま
す
か
。
Ａ
～
Ｅ
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。 

 

Ａ 

箏 そ

う 
 

 
 

Ｂ 

箜
篌

く

ご 
 

 
 

 
 

 

Ｃ 

琴 き

ん

（
七
絃

し

ち

げ

ん

琴 き

ん

） 

Ｄ 

琵
琶

び

わ 
 

 
Ｅ 

琴 こ

と

（
絃
楽
器
全
般
、
も
し
く
は
不
特
定
の
絃
楽
器
） 

 

問
二 

傍
線
部
①
、
文
末
の

□
に
入
る
助
動
詞
「
け
り
」
の
活
用
形
を
Ａ
～
Ｄ
か
ら
選
び
な
さ
い
。 

 

Ａ 

上
代
の
み
用
い
ら
れ
た
未
然
形
「
け
ら
」 

 

Ｂ 

終
止
形
「
け
り
」 

Ｃ 

連
体
形
「
け
る
」 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ｄ 

已
然
形
「
け
れ
」 

 

問
三 

傍
線
部
①
を
現
代
の
日
本
語
に
訳
し
な
さ
い
。 

 

問
四 

そ
の
楽
器
の
古
式
の
奏
法
を
正
し
く
習
得
す
る
こ
と
で
得
る
こ
と
が
で
き
た
超
人
的
能
力
や
福
徳
と

は
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
、
簡
潔
に
説
明
し
な
さ
い
。 

※
「
そ
の
楽
器
」
と
は
、
あ
な
た
が
問
一
で
選
択
し
た
楽
器
で
す
。 

 

問
五 

次
の
Ａ
～
Ｅ
の
う
ち
、
こ
の
く
だ
り
で
光
源
氏
が
語
っ
て
い
る
内
容
と
矛・

盾・

す・

る・

も
の
は
ど
れ
で
す

か
。
す・

べ・

て・

選
び
な
さ
い
。 

 
 

 

※
「
そ
の
楽
器
」
と
は
、
あ
な
た
が
問
一
で
選
択
し
た
楽
器
で
す
。 

 

Ａ 

唐
土

も

ろ

こ

し

や
高
麗

こ

ま

で
は
、
い
ま
だ
に
そ
の
楽
器
の
奏
法
が
正
し
く
伝
わ
っ
て
い
る
の
に
、
日
本
で
は
、
す
で

に
そ
の
楽
器
の
奏
法
の
伝
承
は
ほ
と
ん
ど
廃
れ
て
し
ま
っ
た
。 

Ｂ 

日
本
に
お
い
て
そ
の
楽
器
の
演
奏
の
伝
承
が
う
ま
く
続
か
な
か
っ
た
原
因
の
一
つ
は
、
そ
の
楽
器
の
演

奏
を
極
め
る
こ
と
が
日
本
人
に
は
極
め
て
難
し
か
っ
た
こ
と
だ
。 

Ｃ 

日
本
に
お
い
て
そ
の
楽
器
の
演
奏
の
伝
承
が
う
ま
く
続
か
な
か
っ
た
原
因
の
一
つ
は
、
日
本
に
そ
の
楽

器
の
奏
法
が
伝
わ
っ
た
当
初
、
そ
れ
を
習
得
す
る
た
め
に
外
国
に
留
学
し
た
人
が
ご
く
少
数
で
あ
っ
た

こ
と
だ
。 

Ｄ 

「
そ
の
楽
器
を
弾
く
と
禍
が
ふ
り
か
か
る
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
と
、
そ
の
楽
器
を
弾
く

人
が
ほ
と
ん
ど
い
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
と
の
因
果
関
係
は
な
い
。 

Ｅ 

そ
の
楽
器
の
音
は
、
ほ
か
の
す
べ
て
の
楽
器
の
音
律
の
基
準
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
楽
器
の
演
奏
伝
承
が

廃
れ
る
と
、
い
ず
れ
他
の
楽
器
の
演
奏
伝
承
も
廃
れ
る
だ
ろ
う
。 




