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［特集 1］

耳を育てる
自分の音を聴くために
音楽が、「音」という聴覚の物理的刺激を扱うものである以上、

「音楽を教える」とは、限定的には「耳を育てる」こととほぼ同義であり、
音楽教育は、耳の育成から始まるということができるでしょう。
ところが、実際の演奏や指導の場面では、「ピアノの操作」すなわち指や腕の動きに関する方法論が、
多くの時間を占めてしまいがちです。
コンペティション、ステップ真っ盛りのこの季節、再度「音楽」の原点にかえり、

「自分の音にじっくり耳をすます」ことから作品を仕上げてみてはいかがでしょうか。
そこには、鍵盤上の動きを追うだけではない、立体的で多面的な音楽が立ち上がってくるはずです。
取材・編集　加藤哲礼
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子
供
だ
か
ら
こ
そ

音
楽
表
現
を
目
指
し
て

ピ
ア
ノ
は
、
音
が
最
初
か
ら
半
分
で
き

て
い
る
楽
器
で
す
。
つ
ま
り
、
他
の
楽
器

で
は
音
を
出
す
と
こ
ろ
か
ら
苦
労
し
て
学

習
し
て
い
き
ま
す
が
、
ピ
ア
ノ
は
苦
も
な

く
音
が
出
て
し
ま
う
の
で
す
。
だ
か
ら
こ

そ
、
他
の
楽
器
と
同
じ
よ
う
に
、
時
に
は

他
の
楽
器
以
上
に
、「
音
を
出
す
」「
音
を

作
る
」と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、
響
き
や
音

色
に
こ
だ
わ
っ
て
教
え
る
べ
き
で
あ
り
、

響
き
を
認
識
す
る
こ
と
が
す
べ
て
の
ス

タ
ー
ト
だ
と
考
え
た
い
も
の
で
す
。

も
ち
ろ
ん
、
三
歳
の
子
に
、「
響
き
の
美

し
さ
を
感
じ
な
さ
い
」と
言
っ
て
も
、
そ
れ

は
話
に
な
り
ま
せ
ん
。
け
れ
ど
、「
楽
し
い

雰
囲
気
」「
悲
し
い
気
持
ち
」な
ど
、
抽
象

的
な
表
現
で
響
き
の
印
象
を
感
じ
さ
せ
る

Profile
aaaaa

は
じ
め
に

耳
を
育
て
る
、そ
の
先
に
あ
る
も
の

ク
ラ
ウ
デ
ィ
オ
・
ソ
ア
レ
ス
先
生 （
ピ
テ
ィ
ナ
正
会
員
）

そ
も
そ
も
、
な
ぜ「
耳
を
育
て
る
」こ
と
は
重
視
さ
れ
る
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。

そ
の
目
的
と
効
用
、
そ
し
て
ど
ん
な
要
素
を
聴
い
て
い
く
訓
練
が
必
要
な
の
か
。

「
音
」を
大
切
に
す
る
数
多
く
の
ピ
ア
ニ
ス
ト
を
育
て
て
き
た
ク
ラ
ウ
デ
ィ
オ
・
ソ
ア
レ
ス
先
生
に
伺
っ
た
。
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こ
と
は
で
き
ま
す
。導
入
期
の
子
供
で
あ
っ

て
も
、
本
質
は
何
も
変
わ
り
ま
せ
ん
。
む

し
ろ
子
供
だ
か
ら
こ
そ
、
最
初
か
ら
音
楽

表
現
を
目
標
に
指
導
す
る
こ
と
が
必
要
で

す
。

一
つ
の
音
を
集
中
し
て

聴
く
こ
と
か
ら

こ
こ
に
私
の
好
き
な
絵
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
絵
を
見
て
何
を
感
じ
る
か
、
私
は
よ

く
生
徒
に
尋
ね
て
み
ま
す
。
あ
る
生
徒
は

「
男
の
人
」と
答
え
、ま
た
あ
る
生
徒
は「
苦

悩
、
悲
し
み
」と
答
え
ま
す
。
微
妙
に
描

か
れ
た「
光
と
影
」が
表
す
人
間
の
様
子

が
、
生
徒
た
ち
に
様
々
な
印
象
を
与
え
ま

す
。
次
に
私
は
生
徒
た
ち
に
も
っ
と
絵
に

近
づ
い
て
み
る
よ
う
に
促
し
ま
す
。
全
体

が
見
え
な
く
な
る
ほ
ど
に
近
づ
い
て
、「
何

が
見
え
る
?
」と
問
い
か
け
ま
す
。
そ
こ

に
あ
る
の
は
、
細
か
く
描
き
分
け
ら
れ
た

一
本
一
本
の
直
線
や
曲
線
、
円
な
ど
で
す
。

素
晴
ら
し
い
感
動
を
与
え
て
く
れ
る
絵

は
、
一
本
一
本
の
繊
細
な
タ
ッ
チ
か
ら
で
き

て
い
る
こ
と
を
発
見
す
る
の
で
す
。

音
楽
も
ま
っ
た
く
同
じ
で
す
。
優
れ
た

演
奏
者
の
演
奏
は
、
聴
い
て
い
る
人
に「
感

情
」を
伝
え
ま
す
。
絵
の
例
で
、
遠
く
か

ら
見
た
と
き
私
た
ち
に「
苦
悩
」や「
光
と

影
」が
見
え
た
の
と
同
様
で
す
。
け
れ
ど
、

そ
の
効
果
を
伝
え
る
た
め
に
は
、
一
本
一

本
の
タ
ッ
チ
、
一
音
一
音
の
演
奏
法
が
必

要
な
の
で
す
。「
一
つ
の
音
を
集
中
し
て
聴

く
」こ
と
が
、
作
品
の
感
動
を
伝
え
る
こ

と
に
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
。

先
ほ
ど
の
絵
の
例
で
、
子
供
た
ち
は
と

て
も
面
白
い
反
応
を
様
々
に
見
せ
て
く
れ

ま
し
た
。
具
体
的
に
語
る
子
、
抽
象
的
な

イ
メ
ー
ジ
を
返
し
て
く
る
子
、
こ
れ
ら
は

子
供
た
ち
の
世
界
の
認
識
の
し
か
た
が
い

か
に
違
う
か
と
い
う
こ
と
を
端
的
に
表
し

て
い
ま
す
。
同
様
に
、「
一
つ
の
音
を
集
中

し
て
聴
く
」と
い
う
こ
と
も
、
そ
の
態
勢

が
自
然
に
で
き
て
い
る
子
も
い
れ
ば
、
指

導
者
が
育
て
る
必
要
が
あ
る
子
も
い
ま

す
。音

を
認
識
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
自
分

の
身
体
を
認
識
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

聴
く
能
力
を
育
て
る
に
は
、
子
供
た
ち

の
成
長
の
時
期
や
身
体
の
発
育
に
合
わ
せ

て
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
素
材
を
与
え
、

身
体
と
精
神
を
バ
ラ
ン
ス
よ
く
導
い
て
い

く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

響
き
を
聴
く

よ
り
具
体
的
に
説
明
し
て
い
き
ま
し
ょ

う
。
耳
を
育
て
る
た
め
に
は
、
い
く
つ
か

の
項
目
を
徹
底
的
に
教
え
る
必
要
が
あ
る

と
私
は
思
い
ま
す
。
ま
ず
、「
響
き
を
聴
く
」

こ
と
。
こ
れ
に
は
、「
打
鍵
し
た
瞬
間
を
聴

く
」「
打
鍵
し
た
後
、
音
が
鳴
っ
て
い
る
間

を
聴
き
続
け
る
」「
音
の
響
き
の
消
え
方
を

聴
く
」と
い
う
三
つ
の
ポ
イ
ン
ト
が
あ
り

ま
す
。
響
き
の
消
え
方
と
い
う
の
は
、
例

え
ば
、
徐
々
に
音
が
消
え
て
い
く
こ
と
も

あ
れ
ば
、
突
然
切
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

そ
の
よ
う
な
様
子
で
す
。

打
鍵
し
た
瞬
間
は
、
誰
で
も
音
を
聴
い

て
い
ま
す
。
け
れ
ど
、
音
が
鳴
っ
て
い
る

間
の
様
子
を
聴
き
続
け
て
い
る
人
や
、
響

き
の
消
え
方
を
聴
い
て
い
る
人
は
、
か
な

り
少
な
い
で
す
。

音
の
組
み
合
わ
せ
を
聴
く

次
に
、「
音
と
音
の
組
み
合
わ
せ（
＝
音

程
）を
聴
く
」こ
と
。
二
つ
以
上
の
音
が
、

同
時
に
鳴
る
に
し
て
も
、
交
互
に
鳴
る
に

し
て
も
、
そ
れ
ら
の
組
み
合
わ
せ
で
音
が

ど
う
変
化
す
る
か
を
聴
く
こ
と
で
す
。
こ

れ
は
、
長
調
・
短
調
、
調
性
に
よ
る
違
い
、

増
・
減
、
な
ど
に
よ
る
違
い
を
聴
く
と
い

う
こ
と
に
つ
な
が
り
、
ソ
ル
フ
ェ
ー
ジ
ュ
の

大
切
さ
と
い
う
話
に
発
展
し
ま
す
。
ま
た
、

こ
れ
は
、
時
代
・
ス
タ
イ
ル
に
よ
る
ハ
ー
モ

ニ
ー
の
使
い
方
の
表
現
な
ど
を
学
ぶ
基
礎

に
な
る
聴
き
方
で
す
。

楽
器
の
使
い
方

三
つ
目
は
、「
楽
器
の
使
い
方
を
知
る
」

こ
と
で
す
。
本
当
に
技
術
の
高
い
演
奏
者

は
、
楽
器
に
合
わ
せ
て
弾
き
方
を
変
え
る

も
の
で
す
。
ペ
ダ
リ
ン
グ
、
打
鍵
の
タ
イ

ミ
ン
グ
、手
や
腕
の
固
定
の
度
合
い
、姿
勢
、

す
べ
て
を
調
整
し
ま
す
。
そ
う
で
な
い
演

奏
者
に
は
、
音
色
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
少

な
い
、
同
時
に
打
鍵
し
た
は
ず
の
複
数
の

音
が
き
ち
ん
と
同
時
に
鳴
ら
な
い
、
な
ど

一
音
を
集
中
し
て
聴
く
こ
と
が

　
　
　
　

作
品
の
感
動
を
伝
え
る
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の
問
題
が
生
じ
ま
す
。
優
れ
た
演
奏
者
は
、

打
鍵
す
る
前
の
動
き
で
す
べ
て
が
分
か
り

ま
す
。
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て
演
奏
す
る
ピ

ア
ニ
ス
ト
の
場
合
、
前
の
動
き
の
間
に
す

で
に
音
が
鳴
っ
て
い
る
よ
う
な
感
覚
が
す

る
も
の
で
す
。
こ
れ
ら
の
調
整
を
可
能
に

す
る
た
め
に
、
ま
ず
ピ
ア
ノ
と
い
う
楽
器

の
使
い
方
を
よ
く
知
っ
て
お
く
必
要
が
あ

り
ま
す
。

打
鍵
ス
ピ
ー
ド
に
よ
る
違
い
を

聴
く特

に
打
鍵
す
る
ス
ピ
ー
ド
は
、
と
て
も

大
切
で
す
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
で

す
が
、
グ
ラ
ン
ド
ピ
ア
ノ
の
鍵
盤
は
、
一

般
に
深
さ
10
ミ
リ
程
度
あ
り
、
3
ミ
リ
程

度
に
最
初
の
段（
ダ
ン
パ
ー
が
上
が
る
位

置
）が
、
そ
し
て
さ
ら
に
深
く
押
し
て
い

く
と
ハ
ン
マ
ー
が
上
が
る
位
置
に
段
が
あ

り
ま
す
。
こ
の
二
つ
め
の
段
を
越
え
る
動

き
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
音
の
質
の
重
要
な
要

素
と
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
を
知
り
、
指

先
の
鋭
敏
な
感
覚
を
養
う
た
め
に
は
、「
音

を
鳴
ら
さ
ず
に
鍵
盤
を
押
す
練
習
」が
非

常
に
有
効
で
す
。
打
鍵
す
る
ス
ピ
ー
ド
を

少
し
ず
つ
上
げ
て
い
く
と
、
音
が
鳴
ら
な

い
ス
ピ
ー
ド
と
鳴
る
ス
ピ
ー
ド
の
境
目
を

体
感
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ま
た
、
美
し
い
だ
け
で
な
く
芯
の
あ
る

音
を
出
す
た
め
に
は
、
指
先
の
訓
練
・
打

鍵
の
ス
ピ
ー
ド
だ
け
で
な
く
、
関
節
や
指

全
体
の
使
い
方
を
学
ぶ
必
要
が
あ
り
ま

す
。

﹁
音
の
循
環
﹂の
中
で﹁
聴
く
﹂

「
聴
く
」と
い
う
こ
と
を
学
ぶ
と
き
、
私

た
ち
は
、
あ
ら
ゆ
る
要
素
に
注
意
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
下
図
は
、
私
が
著
書

や
講
座
で
説
明
す
る
時
に
用
い
て
い
る
、

演
奏
す
る
際
の「
音
の
循
環
」を
表
し
た
も

の
で
す
が
、（
図
中
の
⑥
に
お
い
て
、）弾
い

て
い
る
自
分
の
音
を
じ
っ
く
り
聴
い
て
確

認
し
な
い
の
は
大
き
な
問
題
と
な
り
ま
す
。

こ
の
場
合
の「
聴
く
」と
は
、
た
だ
音
を
聞

く
の
で
は
な
く
、
そ
の
音
色
、
音
質
ま
で

細
か
く
、
深
く
、
集
中
力
を
も
っ
て
聴
く

と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
よ
う
な
意
識
が

な
け
れ
ば
、
本
当
に
聴
い
て
い
る
と
は
言

え
な
い
の
で
す
。
演
奏
を
も
う
一
歩
素
晴

ら
し
い
も
の
に
す
る
た
め
に
は
、「
音
の
循

環
」の
中
で「
聴
く
」と
い
う
要
素
を
大
切

に
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

音の循環  
① 楽譜を読んで情報が目に入ります。
② それが例えばドの音であるならドと認識してどの鍵盤を押せばよいかを確認し、それがpであるか fであるか、レガートかスタッ
カートか、といった楽譜の情報を脳が理解します。この時点で楽譜から読み取ったものは、まだ記号でしかありません。

③次に、②で得た情報をどのような音色、音質で表現するかを想像力を働かせて決めます。実際に音を鳴らす前に、作曲家がどの
ような音が欲しかったのかを頭の中で響かせてみるわけです。ここではじめて単なる紙の上の記号が、音楽的な意味を持つもの
に変わります。頭の中で、紙に書かれた音符が生きた音に変化するのです。強弱記号は音量の指示なのか、あるいは音色の変
化を求めているものなのか、cresc.であれば、それは音量の変化かフレージングの指示か、といった解釈の段階に入ります。

④ ③を実現するために、どの指を使ってどんなタッチで打鍵
するか、どの筋肉あるいは関節を使うか、どのような動きを
してどの程度の力を使うか、といったことを脳が身体に命
令し、それによって打鍵がなされます。

⑤ 弦が振動して音となります。この段階で弾き手の求めた音
が鳴るかどうかは、楽器自体の質とも関係します。

⑥ 音が耳に伝わり、聞こえたものを脳で確認します。自分が
欲しかった音、想像したとおりの音が聞こえてくる限りは安
心感があって、スムースに弾き続けられます。もし、楽譜
で読んだ音と違うものが鳴ったら、間違わないように注意
し、頭の中で鳴らして想像した響きが得られなかったら、別
の弾き方をしてみるわけです。

※「演奏と指導のハンドブック ソアレスのピアノ講座 音の世界」（ヤマハミュージックメディア）P.55～57より
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静
寂
を
聴
く
耳
で
、
間
や
休
符
を

感
じ
る

耳
を
育
て
る
た
め
に
は
、
ま
ず「
静
寂

を
聴
く
」こ
と
が
ス
タ
ー
ト
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
ピ
ア
ノ
の
前
に
心
静
か
に
座

り
、
自
分
と
音
楽
と
の
間
に
、
良
い
角
度

で
定
規
を
当
て
る
こ
と
が
、
音
楽
家
の
第

一
歩
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
の
定
規
の
延
長

線
上
に
、
命
に
対
す
る
尊
敬
や
自
然
の
美

し
さ
や
、
時
に
は
醜
さ
や
残
酷
さ
や
、
そ

う
い
っ
た
真
実
が
位
置
し
て
い
ま
す
。
心

を
鎮
め
る
こ
と
で
、
音
の
中
に
自
分
が
聴

き
た
い
も
の
と
聴
き
た
く
な
い
も
の（
心
の

平
穏
を
乱
す
も
の
）と
に
思
い
を
馳
せ
る

こ
と
が
、
ピ
ア
ノ
を
弾
く
と
き
に
は
ま
ず

必
要
で
し
ょ
う
。
自
分
が
聴
き
た
く
な
い

音
が
出
て
し
ま
っ
た
と
き
に「
何
か
違
う
」

と
自
ら
感
じ
る
感
覚
、
美
意
識
、
あ
る
い

は
趣
味
の
良
さ
が
、「
耳
の
良
さ
」と
い
う

こ
と
に
つ
な
が
り
ま
す
。
単
に
聴
覚
を
訓

練
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
と
思
い
ま

す
。
ま
た
、
静
寂
を
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に

な
る
と
、
作
品
の
中
に
あ
る
休
符
や
間
、

ホ
ー
ル
の
空
間
に
広
が
る
響
き
を
大
切
に

す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

音
の
質
と
色
を
感
じ
る
耳
を

育
て
る

次
に
、
い
よ
い
よ
音
を
出
し
て
い
き
ま

す
。
私
は
よ
く「
年
の
数
だ
け
音
色
を
持

ち
な
さ
い
」と
言
い
ま
す
。
鍵
盤
の
深
さ
、

鍵
盤
に
触
れ
る
ス
ピ
ー
ド（
鍵
盤
の
そ
ば

か
ら
浅
く
／
深
く
、
遠
く
か
ら
浅
く
／
深

く
）、
腕
の
使
い
方（
手
首
で
／
肘
か
ら
／

肩
か
ら
／
立
ち
上
が
る
よ
う
に
）、
指
の

使
い
方（
爪
の
そ
ば
で
／
裏
で
、
ま
っ
す
ぐ

／
左
側
に
／
右
側
に
／
外
回
り
に
／
内
回

り
に
／
熱
い
や
か
ん
に
触
れ
た
と
き
の
よ

う
に
）な
ど
に
よ
り
、
タ
ッ
チ
に
は
無
限
の

組
み
合
わ
せ
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
を
一

つ
一
つ
試
し
な
が
ら
、
音
色
の
変
化
を
体

感
し
ま
す
。

音
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
る
ポ
リ
フ
ォ

ニ
ー
の
美
し
さ
も
早
い
段
階
で
耳
に
覚
え

さ
せ
る
と
よ
い
で
し
ょ
う
。
私
は
そ
れ
ぞ

れ
の
声
部
や
要
素
を
色（
赤
と
白
、
青
と

赤
）に
例
え
、「
う
す
い
ピ
ン
ク
／
濃
い
ピ

ン
ク
を
作
っ
て
み
て
」「
も
う
少
し
青
む
ら

さ
き
／
赤
む
ら
さ
き
か
な
」な
ど
と
表
現

す
る
こ
と
で
、
音
が
組
み
合
わ
さ
る
美
し

さ
を
感
じ
て
も
ら
い
ま
す
。
音
色
を
作
る

う
え
で
、
ペ
ダ
ル
も
、
私
は
早
い
段
階
で

使
っ
て
も
い
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
し
か

し
、
ペ
ダ
ル
を
使
う
と
ど
う
し
て
も
体
が

力
む
の
で
、
コ
ン
ペ
で
い
う
A2
〜
A1
級
く

耳
の
育
成
の
諸
段
階

     
静
寂
を
聴
く
耳
、音
を
聴
く
耳
、芸
術
を
聴
く
耳

平
間
百
合
子
先
生 （
常
盤
木
学
園
高
等
学
校
講
師
、
ピ
テ
ィ
ナ
正
会
員
）

耳
を
育
て
る
教
育
は
、
導
入
期
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。

だ
か
ら
こ
そ
、
体
の
諸
機
能
が
安
定
す
る
幼
児
期
か
ら
正
し
い
方
向
へ
耳
を
導
き
た
い
。

耳
の
育
成
を
ど
の
よ
う
な
意
識
と
手
順
で
行
っ
て
い
る
か
、
数
多
く
の
優
秀
な
生
徒
を
育
て
、

今
も
多
く
の
子
供
た
ち
に
第
一
線
で
接
し
て
い
る
平
間
百
合
子
先
生
に
お
話
を
伺
っ
た
。
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ら
い
の
年
齢
で
は
、
フ
ル
コ
ン
サ
ー
ト
ピ

ア
ノ
の
固
い
ペ
ダ
ル
を
本
番
で
使
う
の
は
、

力
が
無
理
に
入
り
危
険
で
す
が
、
レ
ッ
ス

ン
で
は
ど
ん
ど
ん
取
り
入
れ
て
い
ま
す
。

内
声
や
倚
音
が
あ
る
こ
と
で
ど
の
よ
う

な
美
し
さ
が
あ
る
の
か
、
内
声
を
ど
の
く

ら
い
入
れ
た
ら
美
し
い
か
な
ど
も
、
料
理

の
味
付
け
な
ど
に
例
え
な
が
ら
様
々
に
実

演
し
、
耳
に
は
た
ら
き
か
け
る
工
夫
を
し

て
い
ま
す
。

調
性
感
を
育
て
、
転
調
や
ハ
ー
モ
ニ
ー

の
変
化
を
自
然
に
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な

る
た
め
に
は
、「
ス
ケ
ー
ル
と
カ
デ
ン
ツ
」

を
重
視
し
て
い
ま
す
。
指
く
ぐ
り（
1
の

指
を
く
ぐ
ら
せ
る
）を
早
め
に
教
え
、
A2

級
程
度
で
♯
二
つ
く
ら
い
ま
で
は
教
え
ま

す
。
小
一
程
度
で
二
〜
四
オ
ク
タ
ー
ブ
、

小
三
〜
四
程
度
で
ハ
ノ
ン
三
十
九
番
を
全

部
弾
け
る
よ
う
に
す
る
こ
と
を
目
標
に
し

ま
す
。
バ
ッ
ハ
の
小
品
に
早
め
に
親
し
み
、

バ
ッ
ハ
が
好
き
に
な
る
と
、
イ
ン
ヴ
ェ
ン

シ
ョ
ン
に
早
め
に
挑
戦
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
シ
ン
フ
ォ
ニ
ア
は
手
に
き
つ
い
の

で
少
し
慎
重
に
一
〜
二
曲
、
ツ
ェ
ル
ニ
ー
な

ら
最
初
の
ハ
長
調
の
い
く
つ
か
の
曲
は
早

め
に
取
り
入
れ
ま
す
。
バ
ッ
ハ
や
シ
ョ
パ

ン
な
ど
大
作
曲
家
の
作
品
は
、
少
し
背
伸

び
の
場
合
も
あ
り
ま
す
が
、
本
物
の
芸
術

の
美
し
さ
に
必
死
に
か
じ
り
つ
く
経
験
が
、

耳
の
美
意
識
を
育
て
て
く
れ
る
こ
と
に
つ

な
が
り
ま
す
。

芸
術
的
イ
メ
ー
ジ
を
感
じ
る
耳
へ

C
級
以
上
、
特
に
E
〜
F
級
く
ら
い
に

な
り
ま
す
と
、
作
曲
家
の
人
生
や
文
化
の

影
響
ま
で
も
耳
や
心
で
と
ら
え
な
け
れ
ば

な
ら
な
く
な
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
自
分
の

経
験
だ
け
で
補
い
き
れ
る
も
の
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
本
人
の
、
ま
わ
り
を
思
い
や
る

心
や
想
像
力
、
文
学
や
美
術
へ
の
親
し
み

が
、
鋭
い
耳
を
作
る
た
め
の
キ
ー
ポ
イ
ン

ト
に
な
る
で
し
ょ
う
。

こ
の
点
で
は
、
指
導
者
に
で
き
る
こ
と

は
、
子
供
た
ち
に
本
音
で
ぶ
つ
か
り
、
思

い
を
語
っ
て
あ
げ
る
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

作
品
に
こ
め
ら
れ
た
人
間
の
思
い
を
、
知

識
を
振
り
か
ざ
す
の
で
は
な
く
、
実
感
と

し
て
子
供
た
ち
に「
告
白
」す
る
よ
う
に
語

れ
ば
、
必
ず
何
か
が
残
り
ま
す
。
話
を
し

た
後
で
は
、
子
供
た
ち
の
音
は
絶
対
に
変

わ
っ
て
い
ま
す
。
結
果
を
あ
せ
ら
ず
、
長

い
目
で
、そ
の
生
徒
な
り
の
芸
術
的
イ
メ
ー

ジ
を
音
と
し
て
感
じ
ら
れ
る
耳
を
育
て
て

い
く
こ
と
が
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。

A2 級バロック：春のよろこび（サルトーリオ）

2小節目の四分休符は、休みではなく、春の足音に耳を傾け
るように。休符を聴く耳を育てましょう。11小節目は、虫や
花も春の光の中で目を覚ましたように。13小節目は、やわら
かい風の左手と、はずむ心の右手。

A2 級バロック：小羊（メトードローズ）

1回目は、「お母さん、ねーねー」と甘え、2回目はお母さんと
野原に出て嬉しい気持ち。左手の歌をよりよく聴いて。練習と
して、片手を弾きながら、片手を歌ってみましょう。右を歌っ
て左を弾くのは簡単ですが、左を歌って右を弾くのはとても勉
強になります。終わりの右手、休符をよく聴ける耳は、E～ F
級にまでつながっていくでしょう。

A2 級クラシック：ダンス（外国曲）

1小節を、三角を空中に描くように感じてみましょう。△△△
△と、三小節目に同じテンポで大きい三角を描くと、縦の線を
そろえつつ、大きいフレーズを聴ける耳が育ちます。
9小節目からの左手のファミレドを、踊っているお姫様をささ
える、かっこいい王子様のように。

A2 級ロマン：舞い落ちる木の葉（トンプソン）

音が上へ登っているのは、ひらひら舞い落ちる木の葉を見上
げているからでしょう。明るい秋の光を感じるような音の響き
を聴きましょう。18小節目のユニゾンは、折り紙の端を揃え
て折るように。コンチェルトに役立つ耳が育ちます。A1級か
ら、曲中に「転調」が出てきます。理解を感覚につなげてくださ
い。A2級ロマン「ロシアのうた（サリュトリンスカヤ）」や、悲
しみに満ちた A1級ロマン「わかれ（グレチャニノフ）」、B級ロ
マン「ゆるやかなワルツ（ゲディケ）」は、うたえる音を聴くチャ
ンス。うたえる耳づくりを教える第一歩として、指の腹で弾く
方法を試みましょう。

B 級近現代：アンニック（フリブレ）

メロディとバスだけというより、メロディと内声を聴くと、びっ
くりするほど美しいことに気がつくでしょう。レントからの内
声とバスも非常に美しいです。フェルマータからア・テンポへ
の「間」を聴く耳は、D級ロマン「もみの木（シベリウス）」へと
発展するものです。

ワンポイントアドバイス●平間百合子先生

コンペ課題曲で導入期の耳を育てよう!　
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音
色
を
聴
き
分
け
る
ヒ
ン
ト
は

和
声
感

「
聴
く
」と
い
う
の
は
本
当
に
難
し
い

テ
ー
マ
で
す
。
音
楽
的
な
聴
覚
と
い
う
観

点
か
ら
考
え
る
と
、
た
と
え
ば
ポ
リ
フ
ォ

ニ
ッ
ク
に
聴
け
る
か
、
音
の
色
・
質
を
聴

け
る
か
、
と
い
う
二
点
が
ポ
イ
ン
ト
に
な

る
で
し
ょ
う
ね
。前
者
は
あ
る
程
度
チ
ェ
ッ

ク
で
き
ま
す
が
、
後
者
に
つ
い
て
は
、
そ

れ
こ
そ
チ
ェ
ッ
ク
し
よ
う
が
あ
り
ま
せ
ん
。

け
れ
ど
、
音
色
を
聴
く
こ
と
こ
そ
が
、
音

楽
の
楽
し
み
の
本
質
の
部
分
で
す
か
ら
、

指
導
者
も
生
徒
も
敏
感
な
耳
を
持
ち
た
い

も
の
で
す
。

音
色
を
聴
き
分
け
る
能
力
の
キ
ー
ワ
ー

ド
は
、「
和
声
感
」だ
と
思
い
ま
す
。
聴
覚

の
発
達
を
考
え
る
と
、
十
歳
頃
ま
で（
コ
ン

ペ
で
い
う
と
B
級
く
ら
い
ま
で
）に
、
基

本
的
な
和
声
感
、「
緊
張
と
弛
緩
」と
い
う

実
音
聴
取
と
内
的
聴
覚
の
並
行
性
を
磨
く

國
谷
尊
之
先
生 （
東
邦
音
楽
大
学
講
師
、
ピ
テ
ィ
ナ
評
議
員
）

各
地
で
の
ト
ー
ク
コ
ン
サ
ー
ト
で
、
ど
ん
な
条
件
の
ピ
ア
ノ
や
会
場
で
も
吸
い
込
ま
れ
る
よ
う
に
美
し
い
音
を
出
し
て
く
だ
さ
る
國
谷
尊
之
先
生
。

「
耳
を
使
っ
て
弾
く
」と
い
う
こ
と
が
高
度
に
実
現
す
る
演
奏
の
土
台
に
は
、
ど
ん
な
意
識
が
あ
る
の
か
。

今
年
の
コ
ン
ペ
課
題
曲
を
題
材
に
、「
耳
を
育
て
る
」様
々
な
練
習
法
を
提
案
し
て
い
た
だ
い
た
。
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和
声
の
力
学
を
耳
と
体
で
感
じ
ら
れ
る
よ

う
に
し
て
お
く
と
、
C
級
で
イ
ン
ヴ
ェ
ン

シ
ョ
ン
な
ど
に
入
っ
て
も
、
ま
ご
つ
か
な

く
て
済
む
で
し
ょ
う
。
具
体
的
な
素
材
を

使
っ
て
説
明
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

コ
ン
ペ
課
題
曲
を
使
っ
て

訓
練
し
て
み
よ
う

①
曲
想
の
中
に
、「
二
重
の
時
間
」を
聴
く

ピ
ア
ノ
を
弾
く
と
き
に「
二
重
の
時
間

を
経
験
し
て
い
る
」と
い
う
こ
と
は
、
意

識
し
て
お
く
と
よ
い
で
し
ょ
う
。
つ
ま
り
、

実
際
に
自
分
が
出
し
て
い
る
音
を
聴
い
て

い
る（
実
音
聴
取
）と
い
う
状
態
と
、
そ

の
先
の
音
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
想
像
の
中
で

音
を
聴
い
て
い
る（
内
的
聴
覚
で
聴
い
て

い
る
）状
態
と
が
同
時
進
行
し
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
バ
ラ
ン
ス
は
大
変

重
要
で
す
。
先
の
音
だ
け
を
イ
メ
ー
ジ
し

す
ぎ
る
と
、
実
際
に
出
し
て
い
る
音
と
理

想
の
音
と
が
解
離
す
る
お
そ
れ
が
あ
り
ま

す
。
逆
に
、
出
し
た
音
ば
か
り
を
聴
い
て

い
る
と
、
次
の
音
の
イ
メ
ー
ジ
が
お
ろ
そ

か
に
な
り
が
ち
で
す
。
実
際
に
ピ
ア
ニ
ス

ト
が
弾
い
て
い
る
時
、
自
分
の
出
し
て
い

る
音
も
先
の
音
も
聴
い
て
い
る
、
つ
ま
り

曲
の
異
な
る
箇
所
の
音
を
聴
く
と
い
う
動

作
を
し
て
い
る
は
ず
な
ん
で
す
。
人
間
に

は
そ
の
能
力
が
備
わ
っ
て
い
ま
す
が
、
こ

の
感
覚
は
訓
練
し
な
い
と
育
ち
ま
せ
ん
。

B
級
ク
ラ
シ
ッ
ク「
ソ
ナ
チ
ネ（
カ
ミ
ッ

ジ
）」を
使
っ
て
説
明
し
ま
し
ょ
う
。
こ
の

曲
は
、
一
拍
目
と
二
拍
目
の
間
で
曲
想
が

頻
繁
に
変
わ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
出
し
て

い
る
音
と
先
の
音
と
に
曲
想
の
違
い
が
明

確
で
す
。
こ
の
よ
う
な
曲
で
は
特
に
、
実

音
聴
取
と
内
的
聴
覚
の
ど
ち
ら
か
が
必
ず

お
ろ
そ
か
に
な
り
が
ち
で
す
。

練
習
で
は
、
次
項
で
武
田
先
生
も
強
調

し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る「
い
っ
た
ん
弾
き
止
め

る
」と
い
う
こ
と
は

非
常
に
効
果
的
で
、

ア
ウ
フ
タ
ク
ト
の
感

覚
を
養
う
の
に
も

役
立
ち
ま
す
。
曲

想
の
変
化
ご
と
に
、

先
生
と
交
互
に
弾

い
て
み
た
り
し
て
も

良
い
で
す
ね
。
実
音

聴
取
と
内
的
聴
覚

が
う
ま
く
分
離
し

て
い
な
い
子
は
、
先

生
が
弾
く
べ
き
部

分
ま
で
先
走
っ
て
弾

い
て
し
ま
っ
た
り
す

る
で
し
ょ
う
。
C

級
ク
ラ
シ
ッ
ク
の「
ソ
ナ
チ
ネ（
ク
レ
メ
ン

テ
ィ
）」も
同
じ
こ
と
が
い
え
ま
す
が
、
ク

レ
メ
ン
テ
ィ
の
方
が
曲
想
が
豊
か
で
変
化

も
複
雑
な
の
で
、
B
級
か
ら
C
級
へ
の
発

展
に
ふ
さ
わ
し
い
課
題
で
す
。

②
音
の
持
続
性
の
あ
る
ゆ
っ
く
り
し
た
曲

で
訓
練
す
る

こ
の「
二
重
の
時
間
」の
感
覚
、
実
音
聴

取
と
内
的
聴
覚
の
ズ
レ
の
感
覚
を
鋭
敏
に

す
る
に
は
、
ゆ
っ
く
り
し
た
曲
で
今
の
自

分
の
音
を
確
か
め
つ
つ
、
先
の
音
を
予
想

し
な
が
ら
曲
を
追
っ
て
い
く
こ
と
が
勉
強

に
な
り
ま
す
。
素
材
と
し
て
は
、
多
少
和

声
的
に
複
雑
で
ゆ
っ
た
り
し
た
曲
が
あ
て

は
ま
る
で
し
ょ
う
。
今
年
度
の
課
題
曲
で

は
、A2
級
ロ
マ
ン「
ロ
シ
ア
の
う
た（
サ
リ
ュ

ト
リ
ン
ス
カ
ヤ
）」、
A1
級
ロ
マ
ン「
わ
か
れ

（
グ
レ
チ
ャ
ニ
ノ
フ
）」、
B
級
近
現
代「
ア

ン
ニ
ッ
ク（
フ
リ
ブ
レ
）」な
ど
が
良
い
で

し
ょ
う
ね
。
ゆ
っ
た
り
と
し
た
曲
想
の
中

で
、
先
の
音
が
頭
の
中
に
響
い
て
い
る
か

を
確
認
し
て
い
き
ま
す
。

内
的
聴
覚
が
実
際
の
演
奏
に
及
ぼ
す
影

響
を
訓
練
す
る
方
法
と
し
て
、
左
手
だ
け

の
練
習
を
す
る
時
に
、「
左
手
の
音
楽
自

体
を
理
想
的
に
作
ろ
う
と
す
る
」場
合
と

「
右
手
を
頭
の
中
で
イ
メ
ー
ジ
し
な
が
ら

左
手
の
練
習
を
す
る
」場
合
と
で
、
弾
き

心
地
が
ま
っ
た
く
変
わ
る
と
い
う
こ
と
を

実
感
し
て
み
る
の
は
有
効
で
す
。
左
手
だ

け
弾
く
と
素
晴
ら
し
く
弾
け
て
い
て
も
、

右
手
の
こ
と
を
ち
ょ
っ
と
イ
メ
ー
ジ
す
る

だ
け
で
、
左
手
を
間
違
え
て
し
ま
う
こ
と

も
あ
り
ま
す
。

③
和
声
感
を
訓
練
す
る

基
本
的
な
和
声
感
、
緊
張
と
弛
緩
の

力
学
を
身
に
付
け
る
た
め
に
は
、
シ
ン
プ

ル
な
曲
が
良
い
で

し
ょ
う
。
こ
の
観

点
で
は
、
B
級
近

現
代「
ア
ン
ニ
ッ

ク（
フ
リ
ブ
レ
）」

の
よ
う
な
作
品
は

そ
れ
こ
そ
応
用
課

題
と
い
え
そ
う
で

す
。A1

級
ク
ラ
シ
ッ

ク「
ソ
ナ
チ
ネ（
ベ

ル
コ
ヴ
ィ
チ
）」を

取
り
上
げ
て
み
ま

し
ょ
う
。
こ
の
曲

は
十
七
小
節
か
ら

二
十
二
小
節
ま
で

ず
っ
と
ド
ミ
ナ
ン
A1級クラシック：ソナチネ（ベルコヴィチ）

B級クラシック：ソナチネ（カミッジ）
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ト
機
能
で
す
ね
。
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
が
再

現
部
の
手
前
で
属
音
の
保
続
を
し
て
い
る

こ
と
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
ド
ミ
ナ
ン
ト

を
続
け
る
と
い
う
の
は
ソ
ナ
タ
の
一
つ
の
パ

タ
ー
ン
だ
と
思
い
ま
す
が
、
も
し
こ
こ
で

ド
ミ
ナ
ン
ト
が
な
い
と
非
常
に
退
屈
な
時

間
が
長
く
流
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
で

す
か
ら
、
こ
こ
で
は
必
ず
属
7
を
感
じ
る

べ
き
で
、
指
導
者
も
そ
れ
を
チ
ェ
ッ
ク
す

る
必
要
が
あ
る
で
し
ょ
う
。

方
法
と
し
て
は
、
先
生
が
実
際
に
ソ
シ

レ
フ
ァ
の
和
音
を
弾
き
、
だ
ん
だ
ん
ク
レ
ッ

シ
ェ
ン
ド
し
て
あ
げ
て
、
先
生
の
音
と
溶

け
合
う
音
を
探
す
試
み
は
ど
う
で
し
ょ

う
か
。
音
の
緊
張
を
、
実
際
に
見
せ
て
あ

げ
る
こ
と
も
感
覚
を
育
て
る
で
し
ょ
う
。

「
フ
ァ
ソ
ラ
、
レ
ミ
フ
ァ
」は
mp
で
、
最
後
ク

レ
ッ
シ
ェ
ン
ド
で
勇
ま
し
く
ア
ク
セ
ン
ト
で

属
音
が
鳴
っ
て
終
わ
り
ま
す
か
ら
、
ゴ
ム

ひ
も
を
用
意
し
て「
フ
ァ
ソ
ラ
、
レ
ミ
フ
ァ
」

と
言
い
な
が
ら
ゴ
ム
ひ
も
を
引
っ
張
っ
て

い
き
、
次
の「
ミ
フ
ァ
ソ
」で
ポ
ー
ン
と
一
気

に
離
す
と
、
緊
張
が
一
気
に
解
き
放
さ
れ

た
フ
ォ
ル
テ
の
喜
び
が
表
現
で
き
る
と
思

い
ま
す
。
気
分
を
変
え
る
た
め
に
、
曲
想

に
お
話
を
つ
け
て
も
良
い
で
す
ね
。

そ
の
よ
う
な
工
夫
に
よ
っ
て
、
タ
ッ
チ

や
手
の
形
を
変
え
る
と
い
っ
た
身
体
的
な

操
作
と
、
和
声
を
感
じ
る
心
の
動
き
や
耳

の
感
覚
が
結
び
つ
い
た
状
態
で
本
番
の
日

を
む
か
え
ら
れ
る
と
、
良
い
演
奏
が
で
き

る
で
し
ょ
う
。

A1
級
バ
ロ
ッ
ク「
カ
ド
リ
ー
ユ（
17
世
紀

の
舞
曲
）」で
は
、
和
声
感
の
基
本
的
な
要

素
の
ひ
と
つ
で
あ
る
ゼ
ク
エ
ン
ツ
の
表
現

を
勉
強
で
き
ま
す
ね
。
こ
の
作
品
で
用
い

ら
れ
て
い
る
の
は
、
い
わ
ゆ
る「
テ
ラ
ス
式

デ
ュ
ナ
ー
ミ
ク
」と
い
う
形
で
す
。

三
段
め
、
楽
譜
で
は
mp
の
ま
ま
に
な
っ

て
い
ま
す
が
、
そ
こ
は
弾
き
手
に
と
っ
て

の
自
由
が
与
え
ら
れ
て
お
り
、
変
え
る
な

と
い
う
意
味
で
は
決
し
て
な
い
と
考
え
た

い
で
す
。
単
に
音
域
が
下
が
っ
て
い
る
だ

け
で
は
な
く
、
一
時
的
に
短
調
に
な
っ
て

い
ま
す
が
、
当
然
こ
の
場
合
は
短
調
の
方

を
弱
め
る
の
が
ふ
さ
わ
し
い
で
し
ょ
う
。

た
だ
し
、
曲
に
よ
っ
て
は
劇
的
な
短
調
を

表
現
し
た
い
場
合
も
あ
り
ま
す
か
ら
、
逆

に
な
る
こ
と
も
十
分
に
あ
り
え
ま
す
。

幼
児
期
の
曲
は
音
が
少
な
い
た
め
に
和

声
の
違
い
も
分
か
り
づ
ら
い
で
す
か
ら
、

先
生
が
補
っ
て
あ
げ
る
こ
と
も
必
要
で
す
。

「
ド
ー
ソ
ー
ラ
ー
ミ
ー
フ
ァ
ー
ド
ー
ソ
ー

ド
ー
」と
ベ
ー
ス
を
付
け
る
だ
け
で
も
違

い
ま
す
。
基
本
形
の
根
音
を
弾
い
て
あ
げ

る
と
和
声
が
は
っ
き
り
感
じ
取
れ
ま
す
。

こ
こ
で
も
や
は
り
、
止
ま
っ
て
確
か
め
る

と
良
い
で
す
ね
。

緊
張
感
の
あ
る
和
声
の
所
で
気
持
ち
も

高
ま
る
よ
う
な
場
合
は
、
単
純
な
和
声
で

書
い
て
あ
る
と
こ
ろ
で
、
余
り
あ
れ
こ
れ

と
表
現
し
す
ぎ
な
い
こ
と
も
大
切
で
す
。

例
え
ば
、
B
級
バ
ロ
ッ
ク「
ジ
ー
グ（
テ
レ

マ
ン
）」の
冒
頭
で
は
、
Ⅰ

↓

Ⅳ

↓

Ⅰ
と
来

て
、
い
き
な
り
ド
ッ
ペ
ル
ド
ミ
ナ
ン
ト
に

な
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
を
す
べ
て
同
じ

よ
う
に
強
く
弾
く
子
が
多
い
で
し
ょ
う

ね
。
も
ち
ろ
ん
良
く
響
く
明
る
い
音
で
始

ま
る
必
要
は
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
後
で
唐

突
に
出
て
く
る
ド
ッ
ペ
ル
ド
ミ
ナ
ン
ト
で

一
気
に
気
持
ち

が
高
ま
る
訳
で

す
か
ら
、
あ
ま

り
最
初
か
ら
明

る
す
ぎ
る
と
こ

の
和
声
の
意
味

が
な
く
な
っ
て
、

ま
る
で
先
に
オ

チ
を
言
っ
て
し

ま
っ
た
よ
う
な

違
和
感
が
出
て

し
ま
い
ま
す
。

音
色
を
聴
き
分
け
る

　
　
　
　

キ
ー
ワ
ー
ド
は
和
声
感

B級バロック：ジーグ（テレマン）
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意
識
的
に
耳
を
訓
練
す
る

自
分
の
音
を
聴
く
と
い
う
の
は
昔
か
ら

言
わ
れ
ま
す
ね
。
皆
、
聞
い
て
い
る
こ
と

は
聞
い
て
い
る
ん
で
す
。
で
も
、
そ
れ
は

「
聞
こ
え
て
い
る
」と
い
う
状
態
に
過
ぎ
な

い
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
す
。
例
え
ば
会
話

を
し
て
い
て
も
、
何
と
な
く
聞
い
て
い
る

と
、
後
か
ら
内
容
が
正
確
に
思
い
出
せ
な

か
っ
た
り
し
ま
す
よ
ね
。
特
に
ピ
ア
ノ
の

場
合
は
多
く
の
音
が
一
度
に
出
せ
て
、色
々

な
声
部
を
処
理
で
き
、
複
数
の
楽
器
の
音

色
を
一
人
で
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
楽

器
で
す
か
ら
、
あ
る
程
度
耳
を
訓
練
す
る

こ
と
が
と
て
も
大
切
に
な
っ
て
き
ま
す
。

例
え
ば
、
多
く
の
生
徒
に
は
、
親
指

で
弾
く
音
だ
け
が
強
く
出
て
し
ま
っ
た
り

し
て
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
難
し
い
と
い
う
こ

と
が
あ
り
ま
す
よ
ね
。
こ
れ
は
、
指
の
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
の
問
題
も
あ
り
ま
す
が
、
た

だ「
音
が
聞
こ
え
て
い
る
」だ
け
の
状
態
に

な
り
、
音
の
強
弱
や
音
色
や
音
の
持
っ
て

い
る
性
格
を
聴
い
て
い
な
い
た
め
に
起
こ

る
と
も
い
え
ま
す
。
音
符
を
何
と
な
く
見

る
の
で
は
な
く
て
、
顕
微
鏡
と
ま
で
は
言

い
ま
せ
ん
が
、
も
う
少
し
細
か
く
見
て
い

く
、
聴
い
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
必
要
で

す
。
こ
れ
に
は
や
は
り
耳
の
訓
練
が
大
切

で
、そ
れ
は
ひ
と
え
に
練
習
方
法
に
か
か
っ

て
い
る
と
思
い
ま
す
。

練
習
1
：
片
手
だ
け
を
聴
く

～
イ
ン
ヴ
ェ
ン
シ
ョ
ン
を
例
に

例
え
ば
バ
ッ
ハ
の
イ
ン
ヴ
ェ
ン
シ
ョ
ン
や

シ
ン
フ
ォ
ニ
ア
は
、
耳
の
訓
練
に
と
っ
て
、

最
適
な
教
材
で
す
。
こ
の
よ
う
な
曲
で
は
、

 
音
を
聴
こ
う
と
す
る
意
識 

の
育
て
方

     
聞
こ
え
る 

か
ら 

聴
く 

へ

武
田
真
理
先
生 （
東
京
音
楽
大
学
教
授
、
ピ
テ
ィ
ナ
評
議
員
）

自
分
の
音
が
聞
こ
え
て
い
る
だ
け
の
状
態
か
ら
、
意
識
し
て
各
部
分
を「
聴
い
て
い
る
」状
態
へ
。

そ
の
具
体
的
な
訓
練
方
法
を
、
独
自
の
視
点
か
ら
分
か
り
や
す
く
解
説
し
各
地
で
好
評
を
得
て
い
る
武
田
真
理
先
生
に
伺
っ
た
。
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声
部
の（
両
手
の
）

バ
ラ
ン
ス
が
大
切

と
言
わ
れ
ま
す
が
、

各
声
部
が
き
ち
ん

と
聴
こ
え
て
い
な

い
時
に
バ
ラ
ン
ス

が
取
れ
る
と
い
う

こ
と
は
な
い
わ
け

で
す
か
ら
、
ま
ず

は
各
部
分
を
聴
く

練
習
が
第
一
で
す
。

こ
れ
は
、
バ
ッ
ハ

の
イ
ン
ベ
ン
シ
ョ

ン
だ
け
で
は
な
く

て
ワ
ル
ツ
の
左
手

な
ど
、
他
の
ど
ん

な
曲
に
つ
い
て
も

言
え
る
こ
と
で
す

ね
。は

じ
め
に
、
通

し
で
弾
く
の
で
は

な
く
、
完
全
終

止
や
半
終
止
に
な
っ
て
い
る
区
切
り
の
所

ま
で
の
各
部
分
を
弾
い
て
、「
両
手
で
弾

い
て
片
手
だ
け
を
聴
く
」練
習
を
た
く
さ

ん
や
る
と
良
い
で
す
ね
。
平
均
律
な
ど
三

声
、
四
声
と
複
雑
に
な
っ
て
く
る
と
、
皆
、

そ
れ
ぞ
れ
の
声
部
を
一
本
ず
つ
弾
く
練
習

を
す
る
と
は
思
い
ま
す
が
、一
本
ず
つ
だ
っ

た
ら
も
ち
ろ
ん
聴
け
る
わ
け
で
す
か
ら
、

声
部
が
集
ま
っ
た
と
き
に
一
本
ず
つ
が
聴

こ
え
て
い
る
か
が
最
も
大
切
な
こ
と
で
す
。

部
分
ご
と
に
各
声
部
を
丁
寧
に
練
習
し

た
ら
、
次
は
、
下
の
声
部
か
ら
順
番
に
聴

い
て
い
く
練
習
を
す
る
こ
と
。
例
え
ば
二

声
で
は
、
両
手
で
弾
き
な
が
ら
も
、
右
は

全
く
聴
か
ず
、
と
に
か
く
左
だ
け
を
聴
き

ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
右
手
だ
け
を
聴
く
練

習
も
よ
い
の
で
す
が
、
右
手
だ
け
と
い
う

の
は
、
左
手
ほ
ど
必
要
な
い
と
思
い
ま
す
。

医
学
的
な
根
拠
ま
で
は
私
に
は
分
か
り
ま

せ
ん
が
、
ど
う
も
、
右
手
を
聴
い
て
い
て

も
左
手
が
聴
こ
え
る
よ
う
に
は
な
ら
な
い

よ
う
で
す
ね
。
逆
に
、
左
手
を
意
識
し
て

聴
く
と
、
右
手
は
自
然
と
聴
こ
え
る
よ
う

に
な
る
ん
で
す
。
不
思
議
で
す
ね
。

ま
た
、
脳
に
働
き
か
け
る
と
い
う
意
味

で
は
、
言
い
な
が
ら
確
認
す
る
こ
と
も
有

効
で
す
。
イ
ン
ヴ
ェ
ン
シ
ョ
ン
1
番
で
し

た
ら
、
左
手
の
音
を「
ド
レ
ミ
フ
ァ
レ
ミ

ド
ソ
ッ
ソ
」と
音
名
で
歌
っ
て
み
る
こ
と
で

す
。
脳
〜
耳
〜
指
〜
呼
吸
、
こ
れ
ら
が
集

中
し
て
一
つ
に
つ
な
が
っ
て
い
る
状
態
を

作
っ
て
い
き
ま
す
。

こ
こ
ま
で
練
習
し
て
は
じ
め
て
、
お
互

い
の
声
部
の
関
係
や
バ
ラ
ン
ス
を
聴
く
、

と
い
う
こ
と
が
可
能
に
な
る
わ
け
で
す
。

お
互
い
が
自
由
に
喋
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

よ
う
や
く
会
話
が
成
立
す
る
と
い
う
の
と

同
じ
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

練
習
2
：
部
分
だ
け
を
聴
く
、
止
ま
っ
て
聴
く

～
ツ
ェ
ル
ニ
ー
を
例
に

各
部
分
を
聴
く
、
と
い
う
の
を
も
う
少

し
詳
し
く
お
話
し
し
ま
す
。
一
番
聴
き
た

い
け
れ
ど
聴
け
な
い
音
は
、
例
え
ば
裏
拍

と
か
フ
レ
ー
ズ
の
最
後
の
音
だ
と
思
い
ま

す
。
そ
れ
を
聴
け
る
よ
う
に
す
る
た
め
に

は
、
他
の
音
を
一

切
聴
か
な
い
で
、

そ
の
音
だ
け
を
意

識
し
て
聴
く
練
習

が
必
要
で
す
。

こ
の
練
習
を
す

る
と
き
に
と
て
も

重
要
な
の
は
、「
そ

の
音
で
止
ま
っ
て

み
る
」と
い
う
こ

と
で
す
。
一
番
聴

け
な
い
音
の
所

で
止
ま
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
そ
の
音

が
耳
で
き
ち
ん
と

キ
ャ
ッ
チ
で
き
た

か
ど
う
か
を
じ
っ

く
り
確
認
し
ま

す
。
こ
う
す
る
こ

と
で
、
自
分
の
実
感
と
し
て「
そ
の
音
を

聴
い
た
」と
い
う
感
覚
を
得
る
よ
う
に
な

り
ま
す
。

ま
た
、
も
ち
ろ
ん
片
手
ず
つ
の
練
習
も

大
事
で
す
が
、
両
手
で
弾
い
て
、
あ
る
声

部
や
音
だ
け
を
聴
く
練
習
も
大
切
で
す
。

例
え
ば
保
続
音
だ
け
を
聴
い
て
み
る
と
、

そ
の
音
が
確
か
に
下
に
あ
る
の
だ
と
い
う

こ
と
を
意
識
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

聴
き
に
く
い
音
の
所
で

　
　

必
ず
止
ま
っ
て
確
認
す
る
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ツ
ェ
ル
ニ
ー
三
十
番
練
習
曲
の
一
番
を

例
に
お
話
し
し
ま
す
ね
。
冒
頭
の
右
手
の

よ
う
な
形
の
場
合
、
概
ね
、
上
行
よ
り
も

下
行
す
る
音
が
聴
け
な
い
こ
と
が
多
い
で

す
。
そ
こ
で「
ド
レ
ミ
レ
ド
」と
弾
く
と
き

に「
ミ
レ
ド
」を
聴
く
よ
う
に
し
ま
す
。
次

に「
ド
レ
ミ
レ
ド
」と
い
う
か
た
ま
り
を
聴

い
て
み
ま
す
。
こ
の「
ド
レ
ミ
レ
ド
」の
よ

う
に
上
が
っ
て
下
が
る
時
に
は
、
当
然
気

持
ち
も
変
化
し
、
表
現
も
変
わ
る
は
ず
で

す
。
そ
の
変
化
が
自
分
の
耳
に
意
識
さ
れ

る
か
を
確
認
し
ま
す
。
口
に
出
し
て
言
っ

て
み
る
こ
と
も
良
い
と
思
い
ま
す
。
弾
け

な
い
所
を
音
名
を
言
お
う
と
し
て
も
、
言

え
な
い
こ
と
が
多
い
で
す
ね
。

今
度
は
、
保
続
音
で
す
。
最
初
の
二
小

節
。
そ
れ
か
ら
ハ
ー
モ
ニ
ー
が
変
わ
っ
て

次
の
シ
の
保
続
音
を
聴
け
る
よ
う
に
練
習

し
ま
す
。
冒
頭
を
そ
の
よ
う
に
練
習
す
る

と
、
ハ
ー
モ
ニ
ー
の
変
化
を「
分
析
」す
る

と
い
う
視
点
に
も
つ
な
が
り
ま
す
。

姿
勢
も
重
要
な
要
素

姿
勢
や
耳
の
位
置
も
、「
音
を
聴
く
」と

い
う
と
き
に
は
と
て
も
大
切
な
要
素
で
す

ね
。
私
は
、
両
方
の
耳
で
は
な
く
、
片
方

の
耳
だ
け
を
優
先
さ
せ
る
方
が
よ
く
聴
け

る
よ
う
な
気
が
し
て
い
ま
す
。
例
え
ば
何

か
小
さ
い
音
に
耳
を
す
ま
し
た
り
、
人
の

発
言
を
聞
き
な
お
し
た
り
す
る
と
き
、
ど

ち
ら
か
一
方
の
耳
を
傾
け
ま
す
よ
ね
。
こ

れ
は
、
片
方
の
耳
に
意
識
を
集
中
さ
せ
る

ほ
う
が
、
音
を
捉
え
や
す
い
と
い
う
こ
と

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
人
間
の
耳
が
、

顔
の
中
で
は
後
ろ
の
方
に
付
い
て
い
る
こ

と
と
も
関
係
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

ま
た
、
音
は
空
気
の
振
動
で
伝
わ
る
も

の
で
す
が
、
グ
ラ
ン
ド
ピ
ア
ノ
の
場
合
は

譜
面
台
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
音
が
そ
こ

で
遮
断
さ
れ
て
し
ま
い
、
響
き
が
譜
面
台

の
向
こ
う
へ
行
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
注
意

を
払
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。
頭
が
下
へ
も

ぐ
っ
て
し
ま
う
姿
勢
は
、
響
き
も
良
く
聴

き
取
れ
な
く
な
り
ま
す
か
ら
、
表
現
の
上

で
必
要
な
場
合
以
外
は
頭
を
上
げ
、
姿
勢

を
良
く
す
る
こ
と
も「
聴
く
」こ
と
に
つ
な

が
り
ま
す
。

楽
譜
も
鍵
盤
も
見
な
い
で
弾
く

私
が
今
勧
め
て
い
る
練
習
法
は「
鍵
盤

と
楽
譜
を
見
な
い
で
弾
く
」と
い
う
こ
と

で
す
。
人
間
の
特
性
で
、「
見
る
」と「
聴
く
」

で
し
た
ら
ど
う
し
て
も「
見
る
」が
優
先
に

な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
楽
譜
を
見
、
音
を

聴
き
、
鍵
盤
を
弾
く
と
い
う
の
は
、
視
聴

覚
的
な
情
報
処
理
や
指
の
運
動
や
、
多
く

の
こ
と
を
一
度
に
や
っ
て
い
る
こ
と
に
な

り
ま
す
が
、
こ
れ
は
か
な
り
弾
け
て
い
な

い
と
で
き
な
い
こ
と
で
す
ね
。
易
し
い
曲

で
、
短
く
て
も
よ
い
で
す
か
ら
、
聴
覚
だ

け
に
集
中
す
る
練
習
が
必
要
で
す
。

例
え
ば
ツ
ェ
ル
ニ
ー
の
一
番
の
冒
頭
は
、

「
ソ
ド
レ
ミ
レ
ド
」の
繰
り
返
し
で
ポ
ジ

シ
ョ
ン
が
同
じ
で
す
か
ら
、
鍵
盤
を
見
る

必
要
は
あ
ま
り
あ
り
ま
せ
ん
。
も
ち
ろ
ん

ポ
ジ
シ
ョ
ン
が
変
わ
る
時
は
鍵
盤
を
見
ま

す
し
、
見
て
弾
く
訓
練
も
と
て
も
大
事
な

の
で
す
が
、
練
習
の
目
的
を
分
け
て
み
る

の
で
す
。
こ
の
と
き
に
注
意
す
る
の
は
、

目（
視
点
）が
ど
こ
か
に
定
ま
っ
て
し
ま
わ

な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
、

鍵
盤
を
見
て
い
な
く
て
も
ど
こ
か
を
じ
っ

と
意
識
し
て
見
て
し
ま
っ
て
は
効
果
が
あ

り
ま
せ
ん
。

﹁
何
を
聴
く
の
か
﹂を
絞
っ
た
練
習

た
だ
音
を
聴
く
の
で
は
な
く
、「
何
を

聴
く
の
か
」と
い
う
焦
点
を
絞
っ
て
、
音

が
上
が
っ
て
い
る
様
子
、
跳
躍
し
て
い
る

様
子
、
ハ
ー
モ
ニ
ー
が
変
わ
っ
て
い
る
様

子
、
そ
れ
ら
一
つ
一
つ
を
注
意
深
く
聴
こ

う
と
意
識
す
る
こ
と
が
第
一
歩
で
、「
耳
を

育
て
る
」練
習
に
お
い
て
最
も
大
切
な
こ

と
で
す
。繰
り
返
し
ま
す
が
、重
要
な
の
は
、

そ
の
箇
所
で「
止
ま
る
」こ
と
。
そ
こ
で
止

め
た
時
に
、
自
分
の
意
識
が
そ
の
音
を
捉

え
て
い
た
か
を
判
断
し
、
そ
の
う
え
で
ま

た
繰
り
返
す
と
い
う
循
環
が
、
耳
を
育
て

て
い
く
と
思
い
ま
す
。
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同時に鳴らした二つ以上の音が、よく調和して響

くことを「協和」といい、「協和音／不協和音」という

音楽用語はよく知られているところです。私たちは、

「ドミソ」が協和音、「ドファ＃ソ」が不協和音であるこ

とを知識として知っていますが、実際に音を出してみ

れば分かるとおり、協和・不協和は、単なる学問的な

約束事や知覚のみの問題ではなく、むしろ「好き⇔嫌

い」「快⇔不快」という、極めて感情的な問題と結びつ

いていることがわかります。実際、2歳以上の子供

であればほとんどの子が、「ドミソ」をきれいな音、「ド

ファ＃ソ」をきたない音、と感じる感覚を身につけて

いるといわれています。感情とも深く結びついたこ

の協和という感覚（協和感）を、人間はいつ身に付け、

それはどのように発達するのでしょうか？

「音楽の授業で習ったから」といった大人の先入観

を廃して協和感の発達を調査しようとすると、幼児に

対し、「好き⇔嫌い」という主観を調べてみることが

参考になります。1910～ 30年代にかけて、英米

や日本では、和音感・和声感の発達を研究する試み

として、この主観的基準を用いた実験が数多く行わ

れました。C.W.ヴァレンタインが、6歳から成人ま

での 200名に、協和音（長短三度、オクターブ、長

六度など）と不協和音（長二度、短二度など）をピアノ

で聞かせ、「好き」「好きでない」と答えさせた実験では、

9歳頃までは協和・不協和それぞれへの反応にほとん

ど差が見られなかったのに対し、9歳を越えた子供

から成人では、はっきりと好き嫌いを示したそうです。

しかし、同じことを J.F.ダッシールが幼稚園児 219

名に調査したところ、すでに協和・不協和に対する反

応に差がみられた、という結果を残しています。実験

では、協和・不協和を区別する年齢や、協和の中でも

三度や五度のどれを好むかの順位については、年齢

や音楽的訓練の度合いにより、微妙な差が見られる

ようですが、おおむね 5～ 10歳程度で協和感を確

実に身に付け、さらに西洋音楽を学習している年数

が長いほど長三度が他の和音よりも好きだと感じる

傾向が強いとされています。これは、協和感が、特

定の音楽文化の中で獲得した知識や経験にも影響さ

れることを示しています。

もっとも、協和感はもっと幼い乳幼児の時期から、

生得的に身に付いているとする実験結果もあります。

吉川昌平「幼児の和音感の発達に関する研究」（1968

年）によると、赤ちゃんが見知らぬものを押したり叩

いたりして確かめようとする習性を利用して、協和音・

不協和音が出るボタン、何も音が出ないボタンがつ

いた歩行器に乳幼児（1歳～ 4歳）を座らせたところ、

31名のうち13名が協和音、5名が不協和音、5名

が無音のボタンを選んだという結果が出ました（残る

8名は反応が不明確）。このことから、協和・不協和

の区別が生得的なものである可能性は非常に高いと

もいえるわけです。

さらに吉川は、「和音感の発達」（1965年）におい

て、小３、小５、中１、一般男子大学生、音大女子

学生それぞれ約50名に「良い⇔悪い」「合った⇔合わ

ない」「きれい⇔きたない」「なめらか⇔ざらざらした」

「好き⇔嫌い」の５つの尺度を用いて、９つの三和音

をテープで聞かせる調査を行いました。図がその結

果です。

この結果からは、和音でも、長三和音のような代

表的な協和音と不協和音に対する感覚は、すでに小

学生のときから違いが見られ、大学生までほとんどそ

の順位は変わらないけれど、短三や増三の和音の評

価は、年齢によってかなり変化することが分かります。

前者に注目すれば和音感覚は一定で生得的といえま

すが、後者からは、環境の影響を受けた後天的な要

素があることも導かれます。

き
た
な
い
音
と
き
れ
い
な
音　
音
の
協
和
は
い
つ
身
に
付
く
？
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ピ
ア
ノ
を
頑
張
っ
て
き
た
証
＝
耳

成
人
し
て
社
会
に
出
た
あ
る
生
徒
が
、

「
先
生
、
コ
ン
サ
ー
ト
に
行
く
こ
と
が
こ
ん

な
に
素
敵
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
せ
ん
で
し

た
。
ピ
ア
ニ
ス
ト
ご
と
の
音
色

の
工
夫
や
ホ
ー
ル
の
響
き
の
違

い
を
聴
く
の
が
こ
ん
な
に
楽
し

い
な
ん
て
!
」と
連
絡
を
く
れ

た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
か
な

り
本
格
的
に
勉
強
し
て
い
た
け

れ
ど
、
結
局
悩
ん
だ
挙
句
に
一

般
大
学
に
進
ん
だ
子
だ
っ
た
の

で
す
が
、
仕
事
を
始
め
て
か
ら

息
抜
き
に
行
っ
た
コ
ン
サ
ー
ト

で
、
音
楽
を「
聴
き
分
け
る
」こ

と
が
で
き
る
喜
び
に
目
覚
め
て
し
ま
っ
た

よ
う
で
す
。

こ
の
よ
う
な
体
験
か
ら
、
私
た
ち
が
生

徒
に
残
し
て
あ
げ
ら
れ
る
の
は
、結
局「
違

い
の
分
か
る
耳
」「
響
き
を
聴
き
取
る
耳
」

す
べ
て
は 

耳
を
育
て
る 

た
め
に

    
多
角
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
用
い
て

江
崎
光
世
先
生（
ピ
テ
ィ
ナ
理
事
・
コ
ン
ペ
テ
ィ
シ
ョ
ン
課
題
曲
選
定
委
員
長
）

ピ
ア
ノ
を
習
っ
た
子
供
た
ち
に
、
指
導
者
は
何
を
残
し
て
あ
げ
ら
れ
る
の
か
。

こ
の
本
質
的
な
疑
問
に「
違
い
が
分
か
る
耳
」と
き
っ
ぱ
り
答
え
て
く
だ
さ
っ
た
の
が
江
崎
光
世
先
生
。

全
員
が
ピ
ア
ニ
ス
ト
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
け
れ
ど
、
全
員
が
音
楽
に
幸
せ
を
感
じ
コ
ン
サ
ー
ト
を
楽
し
む
こ
と
の
で
き
る
大
人
に
な
っ
て
ほ
し
い
。

江
崎
先
生
な
ら
で
は
の
、
生
涯
教
育
の
視
点
か
ら
の
多
角
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
伺
っ
た
。

グレード
コンクール ソルフェージュ

鑑賞
（レコード、ＣＤ、
ＬＤ、音楽会）

コミュニケーション
母の会 勉強会

ピアノ
レッスン 連弾

体験的ピアノレッスン法
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だ
と
私
は
確
信
し
、
今
は
ほ
と
ん
ど
あ
ら

ゆ
る
指
導
を「
耳
を
育
て
ま
し
ょ
う
!
」と

い
う
目
的
で
行
っ
て
い
ま
す
。
ピ
ア
ノ
を

頑
張
っ
て
き
た
証
と
し
て
残
る
の
は
、「
違

い
を
聴
き
取
る
耳
」だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

演
奏
に
お
い
て
も
、
結
局
、
耳
が
要
求

す
る
か
ら
工
夫
が
生
ま
れ
る
ん
で
す
ね
。

「
何
か
濁
っ
て
い
る
な
」「
こ
こ
は
も
う
少
し

綺
麗
に
弾
き
た
い
な
」と
耳
が
感
じ
る
か

ら
、
方
法
を
考
え
よ
う
と
い
う
創
意
工
夫

に
つ
な
が
る
わ
け
で
す
。
作
曲
家
の
特
徴

や
ス
タ
イ
ル
・
時
代
の
弾
き
分
け
も
、
結

局
そ
れ
を
自
分
が
聴
き
取
る
こ
と
が
で
き

れ
ば
、
練
習
の
効
果
も
あ
が
り
、
上
達
へ

の
道
が
開
け
、
創
造
力
に
も
つ
な
が
り
ま

す
。
聴
い
て
違
い
を
楽
し
む
こ
と
が
、
音

楽
を
楽
し
む
こ
と
の
原
点
に
つ
な
が
っ
て

い
る
と
思
い
ま
す
。

ア
ン
サ
ン
ブ
ル
で
耳
を
育
て
る

耳
が
良
い
と
い
う
と
、
す
ぐ
に「
絶
対

音
感
が
あ
る
」「
音
程
が
取
れ
る
」と
い
う

話
に
な
る
こ
と
が
多
い
で
す
が
、
演
奏
に

お
い
て
重
要
な
の
は
む
し
ろ「
音
の
質
や

響
き
を
聴
き
取
る
耳
の
良
さ
」で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。「
響
き
を
作
る
耳
」を
育
て

る
の
に
は
、
私
が
長
年
取
り
組
ん
で
い
る

連
弾
や
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
は
、
最
高
の
方
法

だ
と
思
い
ま
す
。

連
弾
で
は
、
同
じ
級
を
受
け
る
子
全
員

に
同
じ
曲
を
練
習
さ
せ
て
、
ペ
ア
を
次
々

に
替
え
て
演
奏
さ
せ
て
み
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
良
い
バ
ラ
ン
ス
に
な
る
と
思
っ
て

い
た
ペ
ア
が
い
ま
い
ち
だ
っ
た
り
、
意
外

な
組
み
合
わ
せ
が
素
晴
ら
し
い
デ
ュ
オ
に

な
っ
た
り
、
そ
の
違
い
を
、
一
緒
に
聴
い

て
い
る
生
徒
た
ち
に
も
体
感
さ
せ
ま
す
。

「
二
つ
の
ペ
ア
、
ど
っ
ち
が
い
い
?
」「
ど
う

し
て
こ
の
ペ
ア
は
響
き
が
い
い
の
?
」と
質

問
し
て
み
る
の
で
す
。

室
内
楽
や
コ
ン
チ
ェ
ル
ト
で
は
、
特
に

生
の
楽
器
と
合
わ
せ
た
子
は
、
自
分
が
一

緒
に
弾
い
た
楽
器
の
こ
と
は
、
音
色
や
音

質
を
ず
っ
と
覚
え
て
い
ま
す
。
弦
・
管
楽

奏
者
や
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
と
合
わ
せ
る
こ
と

で
、
響
き
の
立
体
感
を
耳
が
覚
え
て
い
く

よ
う
で
す
。
自
分
の
楽
器
と
違
う
音
を
出

す
楽
器
と
出
会
う
こ
と
で
、
ピ
ア
ノ
以
外

の
音
楽
を
聴
く
楽
し
さ
も
経
験
さ
せ
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

コ
ン
ク
ー
ル
の
場
を
活
用
す
る

人
の
演
奏
を
客
観
的
に
聴
い
て
学
習
す

る
と
い
う
意
味
で
は
、
コ
ン
ク
ー
ル
や
勉

強
会（
弾
き
合
い
会
）の
場
は
格
好
の
教
材

で
す
。

勉
強
会（
弾
き
合
い
会
）で
は
、
お
互
い

の
感
想
を
手
紙
に
書
か
せ
て
い
ま
す
。
お

金
が
か
か
ら
な
い
方
法
で
す
し
、
真
剣
に

聞
か
な
い
と
感
想
が
書
け
な
い
で
す
か
ら

子
供
は
静
か
に
し
て
い
ま
す
し
、
一
石
何

鳥
も
の
効
果
が
あ
り
ま
す
ね
。
こ
の
こ
と

を
通
し
て
、
ま
ず「
人
に
よ
っ
て
聞
き
方

が
違
う
」と
い
う
こ
と
を
学
び
、「
そ
れ
ら

を
受
け
止
め
る
こ
と
は
大
切
」だ
と
指
導

す
る
こ
と
が
で
き
、
コ
ン
ク
ー
ル
の
講
評

用
紙
の
受
け
止
め
方
も
全
く
変
わ
っ
て
き

ま
す
。
ま
た
、
お
友
達
の
演
奏
の「
違
い

を
聴
き
取
る
」こ
と
で
、「
き
れ
い
な
音
は

何
が
違
う
ん
だ
ろ
う
?
」と
考
え
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。
違
い
を
感
じ
と
っ
た
子
に

は
、「
き
れ
い
な
音
、
良
い
音
を
、
自
分
の

耳
の
中
に
大
切
に
残
し
て
お
い
て
ご
ら
ん
」

と
伝
え
ま
す
。

コ
ン
ク
ー
ル
当
日
に
は
、
た
い
て
い「
自

分
の
出
番
の
前
に
行
っ
て
会
場
で
何
人
か

聴
き
な
さ
い
」と
伝
え
ま
す
。
ホ
ー
ル
の

響
き
、
ピ
ア
ノ
の
状
態
、
高
音
域
が
鳴
る

か
低
音
域
が
鳴
る
か
、
ペ
ダ
ル
の
具
合（
ソ

フ
ト
ペ
ダ
ル
を
踏
ん
だ
ら
急
に
不
自
然
に

音
が
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
、
な
ど
）を
、
自

分
な
り
に
把
握
さ
せ
る
の
で
す
。
例
え

ば
、
十
人
聞
い
て
み
て
十
人
と
も
左
が
大

き
い
よ
う
に
聞
こ
え
た
ら
、
そ
れ
は
演
奏

で
は
な
く
会
場
や
ピ
ア
ノ
の
状
態
の
影
響

か
も
し
れ
な
い
、
等
。

音
楽
を
専
門
に
目
指
す
可
能
性
の
あ

る
生
徒
に
は
、
ノ
ー
ト
を
一
冊
用
意
し
て
、

会
場
ご
と
に
、「
ホ
ー
ル
で
聴
い
た
響
き
」

「
ス
テ
ー
ジ
で
実
際
に
弾
い
た
響
き
」の
印

象
を
演
奏
の
た
び
に
メ
モ
し
て
お
く
よ
う

に
伝
え
ま
す
。
こ
の
ノ
ー
ト
が
一
生
の
宝

物
に
な
る
の
で
す
。

昨
年
、
デ
ュ
オ
で
同
じ
本
選
に
二
組

（
計
四
人
）の
生
徒
が
進
出
し
た
の
で
す

違
い
を
感
じ
取
れ
る
耳
が

　
　
　
　

音
楽
の
楽
し
み
の
原
点
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が
、
そ
の
子
た
ち
に
は「
自
分
の
出
番
の

後
、
会
場
で
聴
い
て
感
想
を
書
い
て
お
い

て
」と
頼
み
ま
し
た
。
後
か
ら
照
ら
し
合

わ
せ
る
と
、
聞
き
方
は
四
者
四
様
で
し
た

が
、
結
果
は
ぴ
っ
た
り
同
じ
で
し
た
。
四

人
の
感
想
が
あ
れ
ば
、
自
分
が
行
く
こ
と

が
で
き
な
く
て
も
そ
の
本
選
が
ど
ん
な
様

子
だ
っ
た
の
か
大
体
分
か
り
ま
す
し
、
何

よ
り
、
子
供
た
ち
の
聴
き
方
は
決
し
て
侮

れ
ま
せ
ん
。

コ
ン
ク
ー
ル
や
弾
き
合
い
会
を
通
じ
て

「
聴
き
取
っ
た
も
の
」を
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
さ

せ
る
こ
と
で
、
生
徒
た
ち
は「
集
中
し
て

音
を
聴
く
」と
い
う
こ
と
を
学
び
ま
す
。

生
徒
ご
と
の
耳
の
力
を
指
導
者
が
把
握
し

て
お
く
こ
と
は
、
と
て
も
大
切
だ
と
思
い

ま
す
。

ハ
イ
テ
ク
も
恐
れ
ず
使
う

C
D（
マ
イ
ナ
ス
ワ
ン
）な
ど
に
合
わ
せ

て
演
奏
し
た
り
、
デ
ィ
ス
ク
に
演

奏
デ
ー
タ
を
保
存
し
た
り
と
い
っ

た
方
法
は
、
日
々
新
し
い
技
術
や

製
品
が
出
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん

こ
れ
ら
に
は
賛
否
両
論
が
あ
り
ま

す
が
、
使
い
方
を
よ
く
研
究
す
れ

ば
幅
広
く
活
用
で
き
、
私
は
、
積

極
的
に
使
い
た
い
と
考
え
て
い
ま

す
。例

え
ば
、
最
近
発
売
さ
れ
た
、

映
像
と
音
声
デ
ー
タ
を
連
動
さ
せ

る
こ
と
が
で
き
る
装
置
で
は
、
自

分
の
演
奏
の
全
体
を
客
観
的
に
聴

く
こ
と
が
で
き
、
同
時
に
、
音
の

出
し
方
、
和
音
の
弾
き
方
、
音
楽

の
流
れ
、
構
成
、
ま
た
ペ
ダ
ル
の

使
い
方
な
ど
、
目
と
音
と
響
き
で

確
認
で
き
、
そ
こ
か
ら
改
善
の
ヒ

ン
ト
が
得
ら
れ
、
ま
た
、
姿
勢
と
音
の
関

係
も
大
切
だ
と
い
う
こ
と
が
自
覚
で
き
ま

す
。
こ
れ
は
、
演
奏
の
説
得
力
に
つ
な
が

り
ま
す
。

連
弾
で
、
ど
ち
ら
か
の
子
の
都
合
で
ど

う
し
て
も
合
わ
せ
る
の
が
難
し
い
場
合
は
、

や
む
を
え
な
い
手
段
で
す
が
片
方
の
子
の

演
奏
を
デ
ィ
ス
ク
に
保
存
し
、
ペ
ア
の
子

に
そ
れ
に
合
わ
せ
て
弾
い
て
も
ら
う
こ
と

も
で
き
ま
す
。
ソ
ロ
で
も
、
多
く
の
子
が

同
じ
課
題
曲
に
取
り
組
ん
で
い
る
際
に
、

皆
の
演
奏
を
匿
名
で
保
存
し
て
お
い
て
、

レ
ッ
ス
ン
の
と
き
に「
あ
な
た
の
演
奏
見
つ

け
て
み
て
」と
言
う
と
、
自
分
の
演
奏
の

特
徴
が
よ
く
分
か
っ
て
い
る
子
は
す
ぐ
に

見
つ
け
出
し
ま
す
し
、
い
つ
ま
で
経
っ
て

も
見
つ
け
ら
れ
な
い
子
も
い
て
興
味
深
い

で
す
ね
。
自
分
の
演
奏
を
客
観
的
に
聴
く

耳
を
育
て
る
に
は
、
と
て
も
効
果
的
な
手

段
だ
と
思
い
ま
す
。

録音・再生のほか、映像とも結びついて記録ができ
るモデル（写真上・右）
CDは番号をつけて整理され、貸し出し自由。「同じ
曲は何種類か聴くようにさせています」（写真中央）

弾き合い会で同
門のお友達から
贈られた手紙。
人の演奏に対
する「コメント力」
を身に付けること
もねらいの一つ。
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ピアニストが 語る、耳を育てる

自分の音を聴くという場合、鍵盤を押してし
まってからでは遅いですよね。むしろ、「音と音
の間で考える・想像する」ということが自然にで
きる感覚が大事なのかなと思います。これは、
自分で覚えたというよりは、先生方が指導して
身に付けさせてくださったのだと思います。
江口（文子）先生はよく、何かを想像してと
仰ったり、何かの音に例えてくださったりして
いましたね。「そこはもう少し音量落として」と
か「もうちょっとアクセントをつけて」という言
い方もありますが、私はそう言われてもちょっ
と感じが掴めないなと思いました。例えば「大
きな音を出して」と言いたい時に広い物をイ
メージすることを提案してくださるのが、江口
先生でした。強弱一つにしても、ffとかppと
書いてあっても、演奏する人ごとに違うでしょ
うし、フォルテはこの音量と決まっているわけ
ではないですよね。人間が生活していて日々 感
じていることを改めて音楽に言い換えて、「こん
な感じ」と身に付けている感覚が、今演奏する
ときにも生きているのかなと感じています。そ
れは作曲家も同じで、素晴らしい才能があった
ことはもちろんですが、皆、人間として生きて
いたというところは特別なものではないと思っ
ています。「今日は暖かいな」「この絵は美しい
な」と日々 感じているすべてのことが、イメージ
を作り、その人の音楽に現れてきます。日常の
あらゆることへの感性が、「良い耳」につながっ
ていくのだと思います。

ソアレス先生に教わっている頃、確かに「よく
聴いて!」といつも言われましたね。言葉は単純
ですが、難しいことですし、今になって少しず
つその意味を理解しています。
「耳を育てる」というのは、結局、すべての神
経をすべての物事に敏感に向けていくというこ
となのかなと思います。人間の体は一つにつな
がっていますから、耳だけが発達するのではな
く、バランスを取るように他の部分も成長して
いくと私は考えています。あらゆることに感性
を向けていくことが、結局、聴く耳も敏感にし
ていくのではないでしょうか。
大切なのは、方法論よりもむしろ、何のため
に耳を育てるのか、という目的だと思います。「こ
ういう音、こういう世界が欲しい」と音を出す前
に想像し、自分の目指している音が本当に出た
かどうかを判定するために、耳が必要だという
ことです。どのような音が欲しいかのイメージ
があれば、手の動きも体の動きも、すべてがそ
の音を出そうとする方向に働くでしょう。そして、
その時点で目指している音やエネルギーを表そ
うとするために、強い気持ちや執念も同時に必
要になってくると思います。全神経がその瞬間
に集中し、自分自身がそのエネルギーに包まれ、
逆にその音やエネルギーしか感じられなくなる
…といった感覚になれるよう、私自身、日々意
識して取り組んでいます。

あ
ら
ゆ
る
出
来
事
が
感
性
と
耳
を
育
て
る

自
分
の
目
指
す
音
を
想
像
す
る
た
め
に

2006年度
特級グランプリ

前山仁美さん

2002年度
特級グランプリ

2007年度
ロン・ティボー国際

音楽コンクール第1位

田村響さん
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指
導
者
が
模
範
を
示
す

「
耳
を
育
て
る
」「
自
分
の
音
を
聴
く
」、

こ
れ
は
本
当
に
難
し
い
永
遠
の
テ
ー
マ
で

す
ね
。
色
々
な
先
生
が
色
々
な
方
法
を
示

し
て
く
だ
さ
る
と
思
い
ま
す
が
、
私
と
し

て
は
、
結
局
の
と
こ
ろ「
指
導
者
が
模
範

を
示
す
」、
こ
れ
に
尽
き
る
の
で
は
な
い
か

と
思
い
ま
す
。

例
え
ば
、誰
も
が
重
要
と
仰
る「
脱
力
」。

こ
れ
は
、
小
学
校
高
学
年
か
、
遅
く
と
も

中
学
校
ま
で
に
教
わ
っ
て
い
な
い
と
、
体

格
が
固
ま
っ
て
く
る
高
校
・
大
学
生
に

な
っ
て
か
ら
で
は
身
に
付
け
る
の
が
極
め

て
難
し
く
な
り
ま
す
。

同
じ
よ
う
に
、「
聴
く
耳
」と
い
う
の
も
、

生
徒
た
ち
が
易
し
い
作
品
に
取
り
組
ん
で

い
る
時
期
に
身
に
付
け
る
べ
き
だ
と
い
う

こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
そ
の
と
き
に
、

「
こ
れ
が
良
い
音
の
見
本
」「
こ
れ
が
ダ
メ
な

音
」と
指
導
者
が
隣
り
で
模
範
を
示
し
て

あ
げ
る
こ
と
が
と
て
も
大
切
に
な
っ
て
き

ま
す
。

言
葉
で「
こ
ん
な
音
よ
。
あ
ん
な
雰
囲

気
よ
。
歌
っ
て
み
て
。
踊
っ
て
み
て
」と
説

明
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
指
導
者
が
そ
れ

を
実
際
に
音
に
し
て
示
し
て
あ
げ
る
こ
と

が
、
生
徒
た
ち
の
大
き
な
助
け
に
な
る
と

思
う
の
で
す
。「
あ
な
た
は
今
こ
う
い
う

音
を
出
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
で
も
こ
う

い
う
音
の
ほ
う
が
素
敵
じ
ゃ
な
い
?
」と

か
、
手
を
触
ら
せ
て「
あ
な
た
の
弾
き
方

は
こ
の
部
分
が
固
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い

る
。
こ
こ
を
柔
ら
か
く
す
る
と
こ
う
い
う

音
が
出
る
の
よ
」と
か
、
そ
れ
が
子
供
の

頭
に
染
み
込
む
ま
で
、
何
度
で
も
繰
り
返

す
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。

響
き
に
つ
い
て
も
同
様
で
す
ね
。
減
5

度
や
短
3
度
と
い
っ
た
用
語
の
意
味
が
わ

か
ら
な
く
て
も「
こ
の
音
か
ら
こ
う
な
っ

た
ら
ど
う
思
う
?
悲
し
い
で
し
ょ
う
?
悲

し
い
時
は
ど
う
す
る
?
こ
う
い
う
音
に
な

る
ん
じ
ゃ
な
い
?
」と
実
際
に
示
し
て
あ

げ
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

そ
し
て
そ
の
た
め
に
は
、
指
導
者
自
身

に
、
ハ
ー
モ
ニ
ー
や
音
色
を
感
じ
る
耳
が

必
要
に
な
っ
て
く
る
の
で
す
。

指
導
者
自
身
の
耳
を

育
て
る
た
め
に

耳
を
育
て
る
方
法
と
し
て
は
、
よ
く
言

わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
一
つ
は
オ
ー
ケ
ス

ト
ラ
や
歌
や
、
他
の
音
楽
を
た
く
さ
ん
聴

く
こ
と
で
す
ね
。他
の
楽
器
の
音
色
を
レ
ッ

ス
ン
で
例
え
に
出
し
て
も
、
フ
ァ
ゴ
ッ
ト

や
ト
ラ
ン
ペ
ッ
ト
や
チ
ュ
ー
バ
が
ど
ん
な

音
な
の
か
、
そ
の
楽
器
の
音
を
実
際
に
聴

い
た
こ
と
が
あ
る
か
ど
う
か
、
こ
の
違
い

お
わ
り
に

指
導
者
が
ま
ず
耳
を
育
て
、

模
範
を
示
す
こ
と 

二
宮
裕
子
先
生（
桐
朋
学
園
大
学
講
師
、
ピ
テ
ィ
ナ
副
会
長
・
コ
ン
ク
ー
ル
事
業
部
長
）
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は
と
て
も
大
き
い
で
す
。
ピ
ア
ノ
の
人
は

ピ
ア
ノ
し
か
聴
か
な
い
な
ど
と
い
う
の
は

と
ん
で
も
な
い
こ
と
で
す
ね
。
様
々
な
音

色
や
音
域
が
表
現
で
き
る
ピ
ア
ノ
だ
か
ら

こ
そ
、
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
や
歌
曲
や
オ
ペ
ラ

を
聴
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

先
日
、
入
賞
者
コ
ン
サ
ー
ト
で
生
徒
の

ロ
ー
磨
秀
が
共
演
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
N

響
の
篠
崎
史
紀
先
生
の
レ
ッ
ス
ン
に
も
、

こ
の
点
で
ヒ
ン
ト
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
し

た
。
N
H
K
交
響
楽
団
の
第
一
コ
ン
サ
ー

ト
マ
ス
タ
ー
と
い
う
重
要
な
ポ
ジ
シ
ョ
ン

に
あ
る
篠
崎
先
生
は
、「
僕
の
立
場（
コ
ン

マ
ス
）で
は
、
弦
の
弓
の
返
し
方
、
指
揮

者
の
指
揮
法
、
ピ
ア
ニ
ス
ト
の
指
使
い
な

ど
は
も
ち
ろ
ん
、
管
楽
器
の
指
使
い
や
フ

レ
ー
ジ
ン
グ
の
特
徴
、
打
楽
器
の
奏
法
な

ど
、
す
べ
て
の
楽
器
の
長
所
・
短
所
・
癖
を

研
究
し
て
い
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
」と

い
う
お
話
を
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
日
本
の

オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
第
一
線
で
活
躍
す
る
篠

崎
先
生
も
、
や
は
り
そ
う
い
っ
た
努
力
を

さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
、
改
め
て
と

て
も
感
心
い
た
し
ま
し
た
。
篠
崎
先
生
と

は
立
場
が
ま
っ
た
く
違
う
か
も
知
れ
ま
せ

ん
が
、
私
た
ち
ピ
ア
ノ
指
導
者
も
、「
あ

の
楽
器
の
よ
う
な
音
を
出
す
の
よ
」「
歌
の

人
だ
っ
た
ら
こ
う
い
う
ふ
う
に
歌
う
わ
よ
」

と
い
う
引
き
出
し
が
な
け
れ
ば
教
え
ら
れ

な
い
で
す
ね
。

﹁
音
楽
を
持
っ
て
い
る
子
﹂を

育
て
る

「
耳
を
育
て
る
」と
い
う
の
は
、
結
局
、

感
受
性
の
強
い
、
心
の
中
に「
音
楽
」を

持
っ
て
い
る
子
を
育
て
る
と
い
う
こ
と
に

な
る
と
思
い
ま
す
。
例
え
ば「
ド
レ
ミ
フ
ァ

ソ
ラ
シ
ド
」と
い
う
音
列
だ
け
で
も
、
音

楽
を
持
っ
て
い
る
子
は
そ
れ
を
、
単
な
る

音
の
羅
列
で
は
な
く
て
音
楽
に
で
き
る
ん

で
す
。
た
だ
、
本
当
に「
音
楽
を
持
っ
て

い
る
」子
は
そ
う
多
く
は
な
い
こ
と
も
事

実
で
す
。
私
が
歌
っ
て
、
弾
い
て
、「
こ
の

よ
う
に
弾
い
て
み
て
?
」と
促
し
、
そ
れ

が
す
ぐ
に
で
き
る
子
は
十
人
の
う
ち
一
人

か
二
人
い
る
か
ど
う
か
で
し
ょ
う
か
。
け

れ
ど
、
実
際
に
で
き
な
く
と
も
、
私
が
要

求
し
て
い
る
こ
と
を
心
の
中
で
理
解
で
き

る
子
は
十
人
の
う
ち
半
分
ぐ
ら
い
は
い
る

と
思
い
ま
す
。
逆
に
、
さ
っ
ぱ
り「
音
楽
」

が
な
い
子
も
い
ま
す
け
れ
ど
。

例
え
ば
レ
ッ
ス
ン
室
に
お
花
が
あ
っ
た

と
し
て
、「
先
生
、
こ
の
お
花
き
れ
い
で
す

ね
」と
言
え
る
子
は
、
ま
ず
間
違
い
な
く

音
楽
的
で
す
。
私
が
風
邪
を
引
い
て
休
ん

だ
次
の
レ
ッ
ス
ン
で
、「
先
生
、
お
風
邪
の

具
合
は
い
か
が
で
す
か
?
」と
尋
ね
ら
れ

る
子
も
同
様
で
す
。
そ
れ
が
感
受
性
と
い

う
も
の
な
の
か
も
知
れ
な
い
で
す
ね
。
相

手
の
髪
型
が
変
わ
ろ
う
が
レ
ッ
ス
ン
室
の

壁
紙
が
変
わ
ろ
う
が
無
反
応
な
子
は
、「
音

楽
的
」に
は
な
り
え
ま
せ
ん
。

そ
の
意
味
で
、「
耳
を
育
て
る
」と
い
う

の
は
、
ま
ず「
心
を
育
て
る
」と
い
う
こ
と

な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

編集後記
子供たちが（時には大人の愛好者たちが）音に託そうと

するメッセージは、楽器を扱う技術が未熟であるがゆえ
に、ピアノを通したときに、より微細なものとなり、私た
ちの耳に届く頃にはほとんど感知できないほど小さなもの
になってしまうことがほとんどです。しかし、音楽が人か
ら人へ伝わるという奇跡を信頼するならば、彼ら・彼女た
ちが一生懸命に鍵盤に伝えた微小なシグナルを、聴き手で
ある指導者が感じ取り、掬い取ることが、決定的に重要に
なってきます。本特集が、相手の心を聴き取る耳、生徒の
シグナルをキャッチする指導者の耳の大切さについて、何
か考えるきっかけになれば幸いです。
非常に抽象的なテーマに辛抱強くお付き合いくださり、

ご助言と熱いメッセージをくださった先生方、中でも取
材当初に有益なヒントを数多く示唆してくださったクラウ
ディオ・ソアレス先生に、心より感謝申し上げます。
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