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 アナリーゼで
 自分の演奏表現を
 見つけよう

［特集1］

近頃、ピアノ指導の現場で注目されはじめたアナリーゼ。
「ミュッセ」からアナリーゼ楽譜も発売されますます注目度が高まりつつありますが、
アナリーゼというとどうしても難解なイメージがつきまとい、敬遠しがちなこともまた事実。
しかし、レッスンの中に上手に取り入れて、
小さいうちから生徒にアナリーゼの習慣を身に付けさせている先生もいらっしゃるようです。
アナリーゼをすると演奏はどのように変わるのでしょうか？効果的なアナリーゼの方法とは？
今回はまずアナリーゼとは何か、つまりアナリーゼの基礎と実践について作曲家の先生方から、
そしてアナリーゼを生かし、よりよい演奏表現に生かす方法について指導者・演奏者の先生方に
お話をうかがいました。
取材・編集　永田夏樹・菊池朋子

アナリーゼは、演奏行為にいたるまでの作品への
アプローチそのものです。まず、楽曲の構造を正
しく理解すること（楽曲分析）から始まり、それを
自分なりの演奏表現に結び付けていきます。

■アナリーゼ（＝楽曲分析）
アナリーゼとは？作曲家の立場から
◎鵜﨑庚一先生：
　曲の構造、響きを身体で感じ取る
・押さえておきたいアナリーゼの基礎
 （嵐野英彦先生）
・実践！アナリーゼ（佐々木邦雄先生）

◎嵐野英彦先生：
作曲者のメッセージを正しく読み解き
最大公約数的な音楽を見つける

■演奏表現
演奏へのアナリーゼの効果とは？
指導者・演奏家の立場から

◎秋山徹也先生：
常識的な表現方法を身に付ける

◎喜多村知子先生：指導の現場から①
読譜力と演奏の判断力を育てる

◎大石由起子先生：指導の現場から②
子供の作品への興味を刺激する

◎松﨑伶子先生：演奏家の立場から
詩的な言葉で置き換えイメージを膨らます

・ステップ参加でアナリーゼ力を鍛える
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和
声
は
実
習

ピ
ア
ノ
を
専
門
に
勉
強
し
て
い
る
と
、

演
奏
す
る
こ
と
、
指
を
動
か
す
こ
と
に
ど

う
し
て
も
一
生
懸
命
に
な
っ
て
し
ま
い
ま

す
が
、
弾
く
こ
と
と
そ
の
曲
が
ど
う
な
っ

て
い
る
の
か
知
る
こ
と
と
は
、
本
当
は
一

緒
な
の
で
す
。
同
時
進
行
し
て
曲
に
取
り

組
ま
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
そ
の
た
め
に
、

大
変
必
要
な
基
礎
力
と
し
て
、
和
声
が

あ
り
ま
す
。
僕
は
和
声
を
フ
ラ
ン
ス
で
勉

強
し
た
の
で
す
が
、
フ
ラ
ン
ス
で
は「
ハ
ー

モ
ニ
ー
」は
理
論
で
は
な
く
実
習
で
し
た
。

和
音
を
ピ
ア
ノ
で
弾
く
と
か
、
ど
ん
ど
ん

書
き
取
る
と
か
、
あ
る
い
は
作
る
と
か
、

正
に
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
で
す
。

作
品
の
原
理
原
則

音
が
並
ん
で
い
て
、
そ
れ
を
指
使
い
通

り
に
き
れ
い
に
弾
い
て
い
っ
た
と
し
て
も
、

音
楽
が
成
り
立
つ
か
と
い
う
と
、
そ
う
で

は
な
い
。一
つ
一
つ
の
音
は
瞬
間
で
し
ょ
う
。

作
曲
家
の
知
恵
に
よ
る「
工
夫
」や「
ど
う

い
う
音
楽
に
し
た
い
か
」と
い
う
作
曲
家

の
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
感
じ
ら
れ
る
音
楽
に
す

る
た
め
に
は
、
例
え
ば
横
の
つ
な
が
り
が

必
要
で
す
。
永
遠
に
続
く
時
間
の
中
で
始

ま
り
と
終
わ
り
で
区
切
ら
れ
、
作
曲
家
の

メ
ッ
セ
ー
ジ
が
込
め
ら
れ
て
作
品
に
な
る
。

こ
れ
は
、
全
て
の
こ
と
に
最
優
先
す
る
原

理
原
則
で
す
。

横
の
３
原
則

そ
の
原
理
原
則
の
一
つ
に
、
始
ま
り
・
山

場
・
終
わ
り
と
い
う
横
の
構
造
の
3
原
則

が
あ
り
ま
す
。

特
に
、
始
ま
り
は
と
て
も
大
切
で
す
ね
。

得
て
し
て
大
事
な
も
の
は
頭
に
あ
る
こ
と

作
曲
家
の
立
場
か
ら

曲
の
構
造
、
響
き
を
身
体
で
感
じ
取
る

鵜
﨑
庚
一
先
生 （
国
立
音
楽
大
学
名
誉
教
授
、
日
本
作
曲
家
協
議
会
会
員
、
日
本
音
楽
著
作
権
協
会
会
員
）
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特集１：
アナリーゼで自分の演奏表現を見つけよう

が
多
い
。
そ
し
て
一
番
盛
り
上
が
る
山
場

に
向
か
っ
て
い
き
、
結
末
へ
と
終
結
し
て

い
く
。
結
末
も
と
て
も
重
要
で
す
。
少
し

の
盛
り
上
が
り
で
あ
れ
ば
軽
い
終
止
だ
っ

た
り
、
そ
の
規
模
が
大
き
け
れ
ば
終
わ
り

も
大
き
な
終
わ
り
に
な
り
ま
す
ね
。
こ
の
、

始
ま
り
、
山
場
、
終
わ
り
の
3
点
を
見
つ

け
る
こ
と
は
、
ど
ん
な
作
品
に
も
共
通
す

る
原
則
に
な
る
と
僕
は
思
い
ま
す
。

個
性
と
の
バ
ラ
ン
ス

作
曲
家
は
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
発
信
す
る
人

で
す
か
ら
、
そ
の
思
い
を
理
解
す
る
に
は

共
通
の
約
束
事
、
音
楽
の
言
葉
を
知
ら
な

い
と
難
し
い
で
し
ょ
う
。
そ
の
中
で
も
ソ

ル
フ
ェ
ー
ジ
ュ
は
ま
ず
前
提
と
し
て
あ
り
、

そ
の
延
長
線
上
と
し
て
、
ハ
ー
モ
ニ
ー
や

楽
典
に
関
す
る
必
要
最
小
限
の
約
束
事

を
身
に
付
け
る
べ
き
で
す
。
僕
は
や
は
り

ハ
ー
モ
ニ
ー
は
と
て
も
大
切
だ
と
思
い
ま

す
。
リ
ズ
ム
や
単
音
で
あ
っ
て
も
そ
れ
ら

を
立
体
的
に
構
成
し
た
の
が
ハ
ー
モ
ニ
ー

で
し
ょ
う
。
響
き
の
面
白
さ
を
感
じ
る
こ

と
で
、
人
間
の
持
っ
て
い
る
感
性
が
活
性

化
し
て
た
く
ま
し
く
な
っ
て
い
く
。

作
曲
家
の
知
恵
や
工
夫
を
理
解
し
た
う

え
で
、
そ
の
事
を
ふ
ま
え
て
全
体
を
ど
う

弾
く
か
を
そ
れ
ぞ
れ
の
ピ
ア
ニ
ス
ト
が
考

え
る
。
そ
こ
に
個
性
が
出
る
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
ク
レ
ッ
シ
ェ
ン
ド
や
モ
デ

ラ
ー
ト
と
い
っ
た
指
示
は
書
い
て
あ
っ
て

も
、
ど
の
程
度
、
ど
の
よ
う
に
す
る
か
は

決
ま
っ
て
い
な
い
。
テ
ー
マ
を
し
っ
か
り

出
し
、
悠
々
と
弾
い
て
山
場
へ
一
気
に
持
っ

て
い
く
人
も
い
る
か
も
し
れ
な
い
し
、
多

少
の
ん
び
り
そ
こ
へ
持
っ
て
い
く
人
も
い

る
。
そ
れ
ら
は
ピ
ア
ニ
ス
ト
の
裁
量
で
す

ね
。
音
楽
作
品
の
原
則
原
理
を
き
ち
ん
と

ふ
ま
え
て
曲
の
内
容
が
つ
か
め
て
い
る
と
、

自
分
と
し
て
の
表
現
、
そ
し
て
個
性
と
い

う
も
の
が
出
て
く
る
。

縦
の
3
原
則

大
原
則
と
い
え
ば
、
例
え
ば
縦
の
大
原

則
と
い
う
の
も
も
う
一
つ
の
大
切
な
原
則

で
す
。

例
え
ば
和
音
を
弾
く
と
、
響
き
は
縦
に

な
っ
て
い
る
は
ず
で
す
ね
。
下
の
音
か
ら

順
番
に
音
が
乗
っ
て
い
る
の
で
す
。
ビ
ル

が
４
階
あ
る
と
す
る
で
し
ょ
う
。
4
階
は

3
階
の
上
に
あ
る
か
ら
4
階
で
す
か
？
い

い
え
、
地
面
に
対
し
て
の
４
階
で
す
ね
。

和
音
の
場
合
も
、
ど
こ
が
全
体
を
支
え
て

い
る
か
と
い
う
と
、
低
音
な
ん
で
す
。

例
え
ば
僕
は
何
十
年
も
講
座
を
や
っ
て

い
ま
す
が
、
シ
ョ
パ
ン
は
や
は
り
す
ご
い

の
で
す
。
な
ぜ
シ
ョ
パ
ン
は
豊
か
に
鳴
る

の
か
と
い
う
と
、
低
音
を
大
事
に
し
て
い

る
か
ら
で
す
。
バ
ス
ラ
イ
ン
を
強
め
、
そ

れ
を
メ
ロ
デ
ィ
ー
に
し
て
流
れ
を
牽
引
し

て
い
き
、
そ
の
上
に
和
音
の
響
き
を
重
ね

て
伴
奏
部
分
の
土
台
を
作
り
、
そ
の
上
に

き
れ
い
な
メ
ロ
デ
ィ
ー
を
ぽ
ん
と
乗
せ
る
。

支
え
る
も
の
が
あ
り
、
充
填
す
る
も
の
が

あ
っ
て
、
そ
の
上
に
メ
ロ
デ
ィ
ー
が
あ
る

と
い
う
の
は
、
大
原
則
な
の
で
す
。

音
楽
は
総
合
的
な
感
性

和
声
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
は
欠
か
せ
な
い

も
の
で
す
が
、
じ
ゃ
あ
理
論
を
最
初
か
ら

と
い
う
の
で
は
な
く
、
わ
か
り
や
す
い
小
ぶ

り
な
楽
曲
か
ら
取
り
組
む
の
で
十
分
で
す
。

例
え
ば
左
手
の
伴
奏
型
を
よ
く
弾
い
て
み

て
、
分
散
和
音
だ
っ
た
ら
和
音
の
原
型
に

ま
と
め
て
弾
い
て
聴
い
て
み
る
。
例
え
ば

メ
ジ
ャ
ー
で
明
る
い
感
じ
が
す
る
、
あ
る
い

は
マ
イ
ナ
ー
で
沈
ん
だ
陰
り
が
あ
る
と
か
、

い
ろ
い
ろ
な
和
音
の
響
き
を
聴
い
て
み
る
の

で
す
。
そ
う
し
て
例
え
ば
音
を
変
え
て
み

る
と
か
し
て
、
そ
の
響
き
、
つ
ま
り
音
色

の
変
化
を
感
じ
取
り
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、

こ
れ
は
も
う
立
派
な
和
声
学
な
ん
で
す
よ
。

簡
単
な
と
こ
ろ
か
ら
で
い
い
か
ら
、
自

分
で
や
っ
て
み
る
こ
と
が
大
切
で
す
。
自

分
で
譜
面
を
読
ん
で
、
間
違
っ
て
い
て
も

い
い
か
ら
曲
の
作
り
を
確
か
め
て
い
く
こ

と
を
癖
に
し
、
作
曲
家
が
ど
ん
な
工
夫
を

し
て
い
る
の
か
と
い
う
気
持
ち
で
取
り
組

む
こ
と
で
、
自
分
の
感
性
を
高
め
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
音
楽
は
耳
を
鍛
え
れ
ば
い

い
と
思
っ
て
い
る
方
も
多
い
よ
う
で
す
が
、

本
当
は
耳
と
頭
、目
と
、み
ん
な
つ
な
が
っ

て
い
ま
す
か
ら
、
耳
で
聴
い
て
、
目
で
譜

面
を
読
ん
で
、
頭
で
考
え
て
、
手
の
感
触

で
そ
れ
を
確
認
し
、
総
合
力
つ
ま
り
こ
れ

が
本
当
の
感
性
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。

音
楽
と
い
う
の
は
、
も
と
も
と
と
て
も

自
然
な
も
の
な
の
で
す
。
自
然
の
中
で
人

間
が
生
ま
れ
、
色
々
な
も
の
を
作
り
出
し

て
き
た
。
自
然
の
な
か
に
明
る
い
色
、
暗

い
色
が
あ
り
、
花
に
も
色
々
な
形
が
あ
り
、

人
間
に
も
足
・
胴
体
・
頭
が
あ
る
。
自
然
や

人
間
と
全
く
関
わ
り
の
な
い
と
こ
ろ
に
音

楽
は
あ
り
ま
せ
ん
。
必
ず
、
自
然
や
生
活

の
中
の
こ
と
と
一
緒
に
考
え
て
い
き
た
い
、

と
い
う
こ
と
を
い
つ
も
意
識
し
て
い
ま
す
。

鵜﨑先生著作
ソルフェージュ、ピアノ関連著作より：
◎ カワイ出版「トレーニング・
オブ・アナリーゼ ブルクミュ
ラー 25の練習曲編」

◎ カワイ出版「こどものための
ピアノ曲集　風がうたう歌」

◎ カワイ出版コンサートピアノ
ライブラリー「夢の国から
/ オーバード」

◎ カワイ出版「144 の新曲練習
（伴奏付）」

◎ レッスンの友社「おさらい会
のためのピアノ小品集」

◎レッスンの友社「視唱 73 の
練習曲」

◎日本作曲家協議会「ピアノの
ための譚詩」
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記
号
の
解
読

楽
譜
に
は
、
記
号
を
使
っ
て
音
楽
的
メ
ッ

セ
ー
ジ
が
書
き
表
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
を

解
読
し
て
演
奏
表
現
を
作
っ
て
い
か
な
け
れ

ば
い
け
ま
せ
ん
。

メ
ッ
セ
ー
ジ
の
分
量
は
作
品
に
よ
っ
て
ま

ち
ま
ち
で
す
。
例
え
ば
、
古
典
時
代
は
楽
譜

に
書
か
れ
て
い
る
情
報
量
は
少
な
く
、
演
奏

す
る
人
が
音
楽
作
り
に
関
わ
っ
て
い
か
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
ロ
マ
ン
派
へ
と
時
代
が

進
ん
で
い
く
と
、
楽
譜
に
細
部
ま
で
緻
密
に

表
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
の
で
、
楽
譜
を

正
し
く
理
解
し
て
表
現
す
る
と
作
曲
家
の
意

図
し
た
音
楽
に
限
り
な
く
近
づ
け
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
、
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
書
き
方
は
そ

れ
ぞ
れ
の
作
曲
家
に
よ
っ
て
異
な
る
の
で
、

時
代
だ
け
で
変
わ
っ
て
く
る
わ
け
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。

押
さ
え
て
お
き
た
い 

ア
ナ
リ
ー
ゼ
の
基
礎

楽
譜
は
メ
ッ
セ
ー
ジ

音
楽
作
品
を
書
き
表
し
た
楽
譜
に
は
、
作
曲
者

か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ

の
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
、
音
楽
上
の
共
通
の
ル
ー
ル
に

基
づ
い
て
記
号
化（
＝
コ
ー
ド
）さ
れ
て
表
さ
れ
て

い
ま
す
。
発
信
者（
＝
作
曲
家
）か
ら
の
メ
ッ
セ
ー

ジ
を
受
信
者（
＝
演
奏
者
）が
誤
解
な
く
受
け
取
る

た
め
に
は
、
そ
の
コ
ー
ド
を
正
し
く
理
解
す
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。

1

2

発信者（作曲者）
メッセージ

受信者（演奏者）

記号化された音楽的メッセージを解読
※情報量は作品によって異なる

古典作品
（情報量少ない）

ロマン作品
（情報量多い）

コード
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特集１：
アナリーゼで自分の演奏表現を見つけよう

嵐野英彦先生：アナリーゼ講座のレジュメより　→嵐野先生のインタビューは P18 へ

ア
ナ
リ
ー
ゼ（
楽
曲
分
析
）の
ポ
イ
ン
ト

a
：
動
機
の
素
材
的
分
析

テ
ー
マ
が
ど
う
い
う
要
素
で
で
き
て
い
る
か
。
例
え
ば
、
リ
ズ

ム
型
の
観
察
や
、
最
初
の
音
か
ら
次
の
音
に
ど
の
よ
う
に
進
行

し
て
い
る
か
。

b
：
動
機
浸
透
の
状
態

楽
曲
全
体
の
中
で
動
機
が
ど
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
る
か
。

動
機
浸
透
が
徹
底
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
音
楽
が
ま
と
め
ら
れ

て
い
く
。

c
：
統
一
要
素
と
対
照
要
素

動
機
浸
透
の
確
認
。
動
機
を
ま
と
め
て
い
く
た
め
に
、
ど
の
よ

う
に
同
一
／
異
質
な
要
素
が
用
い
ら
れ
て
い
る
か
。

d
：
和
声
分
析

ど
の
箇
所
の
和
声
分
析
を
す
れ
ば
い
い
か
が
ポ
イ
ン
ト
。
そ
も

そ
も
、
和
声
法
と
い
う
理
論
が
最
初
に
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、

す
で
に
存
在
し
て
い
る
実
作
品
の
音
の
響
き
を
体
系
化
し
て

い
っ
た
も
の
が
和
声
法
で
あ
る
。
全
て
の
箇
所
を
和
声
分
析
す

れ
ば
い
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

e
：
形
式 

最
後
に
楽
曲
全
体
の
形
を
把
握
す
る
。
楽
曲
の
表
層
か
ら
深
層

ま
で
そ
の
構
造
を
掘
り
下
げ
て
い
き
、
再
び
元
の
形
に
戻
す
、

そ
れ
が
演
奏
行
為
で
あ
る
。

4

記
号
の
基
本
認
識
と
し
て
重
要
な
こ
と

a
：
音
楽
素
材
に
お
け
る
三
度
目
の
変
化

不
安
定
と
安
定　

安
定
す
る
箇
所
が
複
数
の
音
で
構
成
さ
れ
て

い
る
と
、
最
初
の
音
か
ら
次
の
音
の
移
行
に
は
必
ずdm

.

を
伴

う
と
い
う
演
奏
様
式
が
あ
る
。

b
：
音
楽
の
始
ま
り
方
と
終
わ
り
方

上
拍
始
ま
り
と
下
拍
始
ま
り
、
他

c
：
音
楽
の
抑
揚

主
抑
揚
、
表
情
抑
揚
、
固
有
抑
揚
、
独
自
の
抑
揚
、
強
調
の
抑

揚　

そ
の
中
で
、
主
抑
揚
、
表
情
抑
揚
は
、
そ
の
よ
う
に
演
奏

す
る
の
が
共
通
感
覚
。
わ
ざ
わ
ざ
楽
譜
に
書
く
ま
で
も
な
い
、

当
た
り
前
の
事
柄
。

d
：
機
能
和
声
法

こ
れ
ら
４
つ
の
要
素
は
、
ピ
ア
ノ
を
習
い
始
め
た
と
き
か
ら

親
し
ん
で
い
た
ほ
う
が
よ
い
知
識
と
感
覚
で
す
。
レ
ッ
ス
ン
の

中
で
自
然
に
取
り
入
れ
て
い
く
と
良
い
で
し
ょ
う
。
指
導
者
は
、

テ
ク
ニ
ッ
ク
、
ソ
ル
フ
ェ
ー
ジ
ュ
、
楽
典
的
な
知
識
の
3
つ
を
、

バ
ラ
ン
ス
よ
く
き
っ
ち
り
と
教
え
込
ん
で
ほ
し
い
。

3
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【この曲の構成】

B はC.P.（コントラプンクト････対旋律）
とも言える。また、A B セットで大き
なテーマ・モティーフとも捉えられます。
基本的にこの２つの素材だけで全曲が
作られています。

■要点
・ 転調は近組調の中の属調（G dur）、下属調の平行調（d moll）、平行調（a 

moll）、下属調（F dur）。
・ 転調の見分け方：臨時記号の付いた音がヒント。その音が３度以上跳躍した
時が決定的。

・ メロディーはリズムパターンの他に音程が大きく跳ぶ時（４度以上）にその曲
の特徴となる。

・ メロディーの原則：大きく跳んだら反転する。増１度以外の増進行は基本的に
用いず、転回音程の減進行を用いると良い。

Dm

d: Ⅰ

｜Ⅴ7｜

Ⅴ7a: 
｜Ⅰ｜ ｜Ⅰ｜ ｜Ⅰ｜

Am D7 E7 Am E7 Am Dm E7 Am E7AmE

a: Ⅰ

｜+Ⅴ｜

+Ⅴ7 Ⅴ7
1 Ⅰ Ⅴ7

2 Ⅰ' Ⅴ Ⅴ Ⅰ Ⅰ2 Ⅴ

Am

G A7 Dm Dm7

a: Ⅰ Ⅴd: Ⅰ
｜Ⅴ｜ ｜Ⅱ7｜ ｜+Ⅴ｜ ｜Ⅰ7｜

G7 C C7 Ｆ

C: Ⅴ Ⅰ F: Ⅴ7 Ⅰ
｜Ⅲ｜ ｜Ⅴ｜ ｜Ⅴ｜ ｜Ⅴ｜｜Ⅰ6｜ ｜Ⅴ｜

F C C7 FG C CFＭ7
GSuS4G7

F: C: Ⅰ Ⅴ Ⅰ Ⅴ Ⅰ F: Ⅴ7 ⅠC: Ⅴ2ⅠⅤ7Ⅴ7 Ⅰ
｜Ⅴ｜

■コードネーム：
本来の１つの調に
対する 属７の
和音＝ドミナント
セブンスは 1つ
のみ。この曲の場
合はＧ7 です。他
の 7 が出たら全
て他調の属 7で
あり、転調または
借用和音として
原調にはない響
きがあることに注
意しよう。

■跳躍する音：
流れの中の自然な
強弱：跳躍する音
と上行形の音形に
はエネルギーを与
えよう

■トリル・モル
デント：

や の意味：
１つはアクセント
の一種として目立
たせる。1つは音
形として目立たせ
るのですが、さら
に他声との同時発
音時の音程のきつ
さの中和として使
われるとも考えら
れます。

＜総括コメント＞
楽語に書き込む
アナリーゼにはや
はり限度がありま
す。詳しく解説（実
演付）している講
座のライブ録画の
ＤＶＤがあります
ので是非ご活用
ください。問合せ
はケーエスミュー
ジックまでどうぞ。
（佐々木邦雄）

嬉遊部（区）上下声入れかえて出しています E7

（以下  のモルデントは入れると音楽的に「しつこい」ので無しがベスト）

｜Ⅴ7｜ ｜+Ⅴ｜

この間のみ両声部に16分音符が連続

この付近がこの曲のクライマックス（頂点）

ここも転調を暗示

本来下声
部に入る
べき
な の で
は？しか
し上声の
ほうが美
しい。

和音進行が半拍単位で変わります この二つの相乗効果で
音楽が盛り上がりますここも嬉遊部（区）と考えられます。

ここから高原の上を滑るように
イメージすると良いですね

d mollを暗示しています C durを暗示しています

本来はここが最後の主題提示部ですが、
主調に戻っていません。
だから落ち着かないのです。

この音が主調に戻っていない証拠！！

F durを暗示していますここはC durに一見戻ったように感じますが、
まだ転調の途中です

C durを暗示しています

ド ソ ミ

やっと主調に戻ったのですが・・・

主和音でC durを強調しています。

本来の
（ )

かなり強引なエンディングです

ここも主音で始まらないテーマですね。２度ズレてます。でもC durに感じるのは上声のドソミ（主和音）の流れが決め手。

和音が細かく変化（16分単位）
＝スピードダウン（rit.）が必要

一見増進行に見える
が、声部が違うと解
釈できます

本当はここは単旋律
ではなく複旋律になっ
ています

B

A

｜Ⅴ｜

A の変形

B の変形

｜Ⅴ7｜ ｜Ⅴ7｜

｜Ⅰ7｜

G7
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特集１：
アナリーゼで自分の演奏表現を見つけよう

作曲家の立場から 

実践！アナリーゼ
一度じっくり取り組むと非常に収穫のあるバッハ /インベションの分析。今回のアナリーゼでは、大きな流れ
を感じることが大切なので細かい和声分析にはあえて深くは触れず、大きなカデンツ進行とメロディーライン
の作り方に主に着目しました。 ※なお楽譜は「ヤマハピアノプレーヤーレッスンライブラリーバッハインベンション」より装飾音（  ）等を実音で実記したバージョンです。

大きなコード
ネームの流れ

主調提示部
このフレーズはC.P.としては特
徴に欠けるが･･･ をつけると
少し目立つ動きになる

拍頭を休符に感じるよう
に作ってあるテーマ

跳躍
跳躍

これがフレーズを分けるサインです。
下声部には B が無いので
１小節目の反復に
感じます。

大きな
和声の流れ
これで機能が
わかります

あえて
偶成和音的表示

ここから属調へ向かうつなぎの部分で
嬉遊部（区）とも言います。

転調の瞬間はココ

転調の予告

本来はアルペジオの
イメージで。
３２分音符は
装飾音の一種です

上声階段状の造型＝和音の変化を暗示

新リズム予告掲示をしておいて この付近が前半のクライマックスここで改めて
新リズムで
転調完了！

あえて作った
並達５度進行
（カデンツを明確
にするため）

属調提示部
（上下声を入れ換えてます）

和音進行が半拍単位で変化しています

この は付いていない版もある
ので基本的には無くても可

プラルトリラーが
あってもいい所です。

今度は
上声部に B

がない
ここもあってもいい所です

私の印象：下声部の（ )は入れると重いイメージあり

ここは掲示部のスタイルを転調してゆく過程の中で繰り返しています。

ここも…
でも（ )を入れると
かなりしつこい。

ここも同じ…
くどくなるだけ…

Ｃ
F G7

A'
C dur Ⅰ

A'

B'
B

A

A

｜Ⅴ7｜ ｜Ⅴ7｜ Ⅴ ｜Ⅴ7｜ ｜Ⅴ｜
Ｃ

Ｃ::Ⅰ ｜Ⅴ｜ ｜Ⅴ｜ ｜Ⅴ｜｜Ⅴ｜ ｜Ⅰ｜｜Ⅰ｜G: Ⅴ7

G7

G C D D G C
GONB C D7

G: Ⅰ Ⅴ Ⅴ Ⅴ Ⅴ7
1 Ⅰ Ⅴ Ⅰ ⅤⅠ2 Ⅴ

G: Ⅰ
｜Ⅴ｜ ｜Ⅴ｜ Ⅴ ｜Ⅴ｜

D7

（ ) （ )

C

G: Ⅰ C: Ⅴ7

｜Ⅰ'｜
Ⅰ'

｜Ⅴ7｜
Ⅴ Ⅴd: 

｜+Ⅴ｜

A7

★インベンション 第１番 アナリーゼ解説
B

Em

G

アナリーゼ：佐々木邦雄先生
（指導法研究委員（アドバイザー）、メディア
委員、船橋 KSM ステーション代表）

ケーエスミュージック主宰。現在インベンショ
ン15曲のアナリーゼ講座をシリーズで実施中！
www.geocities.jp/k_s_music/

■三度進行：
テーマの

の音形の意味：
３度進行は和音を
連想しやすくなる
ので、１拍が二つ
に分割された様に
感じます。これが
この曲の拍子感と
曲想を決めていま
す。

■３度以上の
跳躍進行：
跳躍する音（３度
以上）はその大半
が音階の音であ
り、和音の音であ
ると思って良い。
（そうでない場合
を逸音といいま
す）

G GC

や

D7

A'
B'

｜Ⅴ7｜
A

A

A
B
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＂
最
大
公
約
数
的
な
＂音
楽

＿ 

先
生
は
指
導
者
や
若
い
演
奏
家

向
け
の
ア
ナ
リ
ー
ゼ
の
講
座
や
セ
ミ
ナ
ー
、

レ
ッ
ス
ン
を
各
地
で
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

そ
れ
を
始
め
た
き
っ
か
け
は
何
で
し
ょ
う

か
？学

生
た
ち
の
演
奏
を
聴
い
て
い
る
と
、

出
て
く
る
音
に
伝
わ
る
も
の
、
う
っ
た
え

か
け
る
も
の
が
不
足
し
て
い
る
な
と
感
じ

る
こ
と
が
多
か
っ
た
の
で
す
。
音
色
が
変

化
に
乏
し
か
っ
た
り
、
歌
心
を
感
じ
な
い

フ
レ
ー
ズ
感
の
な
い
演
奏
だ
っ
た
り
、
大

事
な
音
や
主
題
は
わ
か
っ
て
い
る
け
れ
ど

も
、
そ
こ
ば
か
り
に
意
識
が
集
中
し
て
お

り
、
ほ
か
の
部
分
が
無
造
作
に
な
っ
て
い

た
り
。
物
理
的
に
音
は
正
し
い
の
で
す
が
、

伝
わ
る
も
の
が
感
じ
ら
れ
な
い
演
奏
に
直

面
し
た
と
き
、
ア
ナ
リ
ー
ゼ
の
必
要
性
を

感
じ
た
の
で
す
。

ピ
ア
ノ
指
導
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
先
生

方
も
学
生
時
代
に
音
楽
理
論
な
ど
を
勉

強
し
て
い
る
は
ず
で
す
。
し
か
し
そ
れ
は

〝
点
〞と
し
て
の
記
憶
に
と
ま
っ
て
し
ま
っ

て
い
る
場
合
が
多
く
、
そ
れ
を
呼
び
覚
ま

し
、
一
連
の
知
識
と
し
て
理
解
で
き
る
よ

う
に
す
る
、
私
は
そ
の
手
助
け
が
で
き
れ

ば
と
思
っ
て
い
ま
す
。
音
楽
学
習
の
理
想

は
、『
テ
ク
ニ
ッ
ク
と
ソ
ル
フ
ェ
ー
ジ
ュ
と

音
楽
理
論
』、
こ
の
ト
ラ
イ
ア
ン
グ
ル
の
形

を
崩
さ
ず
に
、
バ
ラ
ン
ス
よ
く
発
達
さ
せ

る
こ
と
で
す
。
そ
れ
が
鍛
え
ら
れ
て
初
め

て
人
に
伝
わ
る
、
つ
ま
り〝
最
大
公
約
数

的
な
〞音
楽
と
な
る
の
で
す
。

作
曲
家
の
立
場
か
ら

作
曲
者
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
正
し
く
読
み
解
き

最
大
公
約
数
的
な
音
楽
を
見
つ
け
る  

嵐
野
英
彦 
先
生 （
作
曲
家
、
当
協
会
理
事
）
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特集１：
アナリーゼで自分の演奏表現を見つけよう

熱
い
メ
ッ
セ
ー
ジ
と

冷
た
い
メ
ッ
セ
ー
ジ

＿ 
先
生
の
ア
ナ
リ
ー
ゼ
に
つ
い
て
の

考
え
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

ア
ナ
リ
ー
ゼ
は
や
る
と
な
っ
た
ら
徹
底

的
に
や
る
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。
楽
譜
は

作
曲
家
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
記
号
化
さ
れ
た

も
の
と
思
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
メ
ッ
セ
ー

ジ
の
分
量
は
時
代
様
式
に
よ
っ
て
か
な
り

異
な
り
ま
す
。
例
え
ば
バ
ッ
ハ
の
作
品
と

リ
ス
ト
の
作
品
を
見
比
べ
て
も
明
ら
か
で

し
ょ
う
。
リ
ス
ト
の
作
品
は
、
演
奏
表
現

の
指
示
を
事
細
か
に
楽
譜
に
書
き
込
も
う

と
し
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
楽
譜
に
書

か
れ
た
こ
と
を
正
確
に
再
現
す
れ
ば
、
そ

う
間
違
っ
た
演
奏
に
は
な
ら
な
い
ん
で
す

ね
。
一
方
バ
ッ
ハ
は
そ
の
よ
う
な
指
示
は

ほ
と
ん
ど
な
い
。
こ
れ
は
バ
ッ
ハ
か
ら
ハ
イ

ド
ン
、
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
に
か
け
て
の
古
典

の
時
代
は
、「
こ
う
い
う
和
声
進
行
は
こ

の
よ
う
に
弾
く
」と
言
っ
た
共
通
認
識
が

音
楽
家
の
間
で
暗
黙
の
了
解
と
し
て
あ
っ

た
の
で
し
ょ
う
。
楽
譜
に
そ
の
共
通
認
識

を
わ
ざ
わ
ざ
書
き
込
む
の
は
無
意
味
な
こ

と
だ
っ
た
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
逆
に
私

た
ち
が
バ
ッ
ハ
の
音
楽
を
演
奏
す
る
と
き

に
は
、
作
曲
家
と
一
緒
に
音
楽
づ
く
り
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
す
る
と
小

手
先
の
ア
ナ
リ
ー
ゼ
で
は
な
く
奥
の
深
い

ア
ナ
リ
ー
ゼ
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
そ
う

い
っ
た
意
味
で
バ
ッ
ハ
の
楽
譜
か
ら
発
せ

ら
れ
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
熱
い
メ
ッ
セ
ー
ジ

と
言
え
る
の
で
す
。
そ
れ
を
受
取
る
私
た

ち
は
、
能
動
的
に
、
文
字
通
り「
熱
く
」な

ら
な
け
れ
ば
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
理
解
で
き
ま

せ
ん
。
逆
に
譜
面
に
何
も
か
も
書
い
て
あ

る
楽
譜
か
ら
発
せ
ら
れ
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
は

冷
た
い
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

深
く
考
え
な
く
て
も
楽
譜
に
書
か
れ
て
い

る
と
お
り
弾
け
ば
そ
れ
な
り
の
演
奏
が
で

き
る
補
償
が
あ
る
の
で
、
演
奏
者
は
受
動

的
に
な
ら
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
そ
う
考
え

合
わ
せ
る
と
、
バ
ッ
ハ
に
こ
そ
ア
ナ
リ
ー

ゼ
の
本
質
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え

ら
れ
ま
す
。

ピ
テ
ィ
ナ
か
ら
発
行
し
た
ミ
ュ
ッ
セ
の

ア
ナ
リ
ー
ゼ
楽
譜
で
も
私
は
必
要
最
低
限

の
こ
と
し
か
書
き
込
ん
で
い
ま
せ
ん
。
考

え
る
ヒ
ン
ト
を
提
示
し
て
い
る
だ
け
。
な

ぜ
な
ら
ば
、
勉
強
す
る
人
は
こ
の
ヒ
ン
ト

を
も
と
に
考
え
て
ほ
し
い
か
ら
で
す
。
ア

ナ
リ
ー
ゼ
と
は
思
考
力
を
養
う
こ
と
。
自

分
な
り
の
方
法
論
、
つ
ま
り
楽
譜
を
読
み

解
く
プ
ロ
セ
ス
で
す
ね

＿ 

を
持
っ
て
ほ

し
い
と
思
い
ま
す
。

自
分
で
簡
単
な
楽
譜
を

書
い
て
み
る

＿ 

ピ
ア
ノ
指
導
者
が
ア
ナ

リ
ー
ゼ
を
生
徒
た
ち
に
伝
え
て

い
く
に
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
が

必
要
で
し
ょ
う
か
？

最
近
は
、
指
導
者
た
ち
が
ア

ナ
リ
ー
ゼ
の
必
要
性
を
感
じ
は

じ
め
て
き
て
、
少
し
ず
つ
変
わ
っ

て
き
て
い
る
か
な
と
思
う
と
こ

ろ
も
あ
り
ま
す
。
で
も
そ
れ
が

生
徒
た
ち
に
今
ひ
と
つ
伝
わ
ら

な
い
。
そ
れ
は
な
ぜ
か
と
考
え

た
と
き
に
、
自
分
が
習
得
し
た

こ
と
を
そ
の
ま
ま
の
言
葉
で
伝

え
て
し
ま
っ
て
い
て
、
生
徒
た

ち
に
と
っ
て
は
理
解
が
困
難
で
、

結
果
敬
遠
し
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
が
挙

げ
ら
れ
る
の
で
は
な
い
し
ょ
う
か
。
生
徒

た
ち
に
理
解
で
き
る
言
葉
に
翻
訳
し
て
適

切
な
言
葉
、
平
易
な
言
葉
で
伝
え
る
の
で

す
。ま

た
指
導
者
に
と
っ
て
何
よ
り
も
効
果

的
な
の
は
、
自
分
で
楽
譜
を
書
い
て
み
る

こ
と
で
す
よ
。
小
さ
な
形
式
や
昔
の
古
典

和
声
な
ど
簡
単
な
も
の
で
い
い
の
で
す
。

自
分
で
作
曲
で
き
れ
ば
、
そ
れ
が
一
番
の

ア
ナ
リ
ー
ゼ
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
最
近
、

ピ
テ
ィ
ナ
の「
新
曲
課
題
曲
」と
し
て
応
募

し
て
く
る
作
品
に
も
、
ピ
ア
ノ
レ
ス
ナ
ー

か
ら
の
作
品
が
徐
々
に
増
え
て
き
て
い
る

ん
で
す
よ
。
そ
れ
は
と
て
も
嬉
し
い
こ
と

で
す
ね
。

嵐
野
先
生
の
ア
ナ
リ
ー
ゼ
講
座
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音
楽
的
自
立
を
促
す
ア
ナ
リ
ー
ゼ

＿ 

先
生
は
以
前
か
ら
ア
ナ
リ
ー
ゼ

を
重
視
し
た
指
導
を
実
践
さ
れ
て
い
ま
す

が
、
何
故
ア
ナ
リ
ー
ゼ
が
大
事
な
の
か
、

ま
ず
そ
こ
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

ア
ナ
リ
ー
ゼ
と
は
、
自
分
で
楽
譜
か
ら

音
楽
を
読
み
取
っ
て
音
楽
表
現
方
法
を

決
め
る
た
め
の
根
本
的
手
段
で
す
。
ア
ナ

リ
ー
ゼ
の
力
を
つ
け
る
と
、
読
譜
力
が
つ

い
て
譜
読
み
が
早
く
な
る
、
初
見
に
強
く

な
る
な
ど
の
効
果
も
勿
論
あ
り
ま
す
が
、

自
立
し
て
音
楽
を
表
現
で
き
る
た
め
の
能

力
を
獲
得
で
き
ま
す
。
こ
の
こ
と
が
一
番

大
事
だ
と
考
え
ま
す
。

こ
れ
は
私
の
経
験
で
も
あ
る
の
で
す
が
、

本
人
が
何
も
分
か
ら
ず
た
だ「
こ
こ
は
こ

の
よ
う
に
弾
き
な
さ
い
」と
先
生
に
言
わ

れ
た
と
お
り
に
再
現
し
て
弾
い
た
と
し
て

も
、
そ
れ
は
生
徒
の
音
楽
で
は
な
く
先
生

の
音
楽
で
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
先
生

か
ら
離
れ
た
と
き
に
そ
の
生
徒
は
ど
の
よ

う
に
弾
け
ば
い
い
の
か
途
方
に
く
れ
て
し

ま
う
で
し
ょ
う
。
そ
こ
で「
何
故
そ
の
よ

う
に
弾
く
の
か
？
」を
楽
譜
か
ら
客
観
的

な
根
拠
を
持
っ
て
説
明
し
、
逆
に
そ
れ
を

自
力
で
見
つ
け
て
自
ら
の
演
奏
に
つ
な
げ

て
い
く
こ
と
が
必
要
に
な
り
ま
す
が
、
そ

の
手
段
と
し
て
ア
ナ
リ
ー
ゼ
が
有
効
な
の

で
す
。「
こ
こ
は
こ
う
な
っ
て
い
る
か
ら
こ

う
弾
く
」「
こ
う
い
う
和
音
が
来
た
ら
こ
う

い
う
色
で
弾
く
」と
い
う
常
識
的
な
表
現

方
法
を
身
に
つ
け
て
ア
ナ
リ
ー
ゼ
す
る
と
、

和
音
や
調
性
の
変
化
、
全
体
の
構
成
が
見

演
奏
へ
の
ア
ナ
リ
ー
ゼ
の
効
果
と
は

常
識
的
な
表
現
方
法
を
身
に
付
け
、

自
分
で
音
楽
を
表
現
す
る

秋
山
徹
也
先
生 （
文
京
ア
ナ
リ
ー
ゼ
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
代
表
、
指
導
法
研
究
委
員（
中
級
グ
ル
ー
プ
））
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特集１：
アナリーゼで自分の演奏表現を見つけよう

え
て
く
る
の
で
お
く
と
極
め
て
有
効
な
わ

け
で
す
。

常
識
的
な
表
現
方
法
を
理
解
し
て
お
く

と
逆
に
曲
の
個
性
や
自
分
な
り
の
崩
し
方

も
見
え
て
き
ま
す
。「
あ
れ
？
こ
こ
は
普

通
と
違
っ
た
指
示
が
書
い
て
あ
る
。
何
か

特
別
な
ん
だ
」「
普
通
は
こ
こ
は
こ
の
よ
う

に
弾
く
か
も
し
れ
な
い
が
、
自
分
は
や
っ

ぱ
り
こ
う
弾
き
た
い
な
ぁ
」と
い
っ
た
具

合
に
。
た
だ
し
そ
の
崩
し
方
は
デ
タ
ラ
メ

で
は
な
く
、
曲
全
体
を
通
し
て
一
貫
性
が

保
た
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。「
こ
こ

を
こ
の
よ
う
に
崩
し
た
ら
、
そ
れ
に
応
じ

て
こ
の
部
分
も
こ
の
よ
う
に
す
る
」な
ど

の
統
一
感
が
な
い
と
、
演
奏
者
の
し
た
い

こ
と
は
伝
わ
っ
て
き
ま
せ
ん
。
表
現
全
体

を
通
し
て
一
貫
し
た
崩
し
方
が
、
音
楽
的

で
個
性
的
な
演
奏
に
つ
な
が
る
わ
け
で

す
。
し
た
が
っ
て
常
識
的
表
現
方
法
を
理

解
し
て
ア
ナ
リ
ー
ゼ
の
力
を
つ
け
て
お
く

こ
と
は
、
音
楽
的
で
個
性
的
な
表
現
に
も

必
要
な
の
で
す
。

指
導
現
場
の
ア
ナ
リ
ー
ゼ
実
践
法

＿ 

実
際
の
レ
ッ
ス
ン
の
中
で
ど
の
よ

う
に
ア
ナ
リ
ー
ゼ
を
取
り
入
れ
て
い
け
ば

よ
い
の
で
し
ょ
う
か
？

ま
ず
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
面
で
は
和
声
法
や

対
位
法
の
学
習
が
極
め
て
有
効
で
す
。
私

の
レ
ッ
ス
ン
で
は
ま
ず
和
声
法
は
必
修
で
、

そ
の
あ
と
対
位
法
も
学
ば
せ
ま
す
。
同
時

に
、
ソ
ナ
タ
形
式
の
簡
単
な
も
の
、
フ
ー

ガ
形
式
の
も
の
な
ど
簡
単
な
曲
を
つ
く
ら

せ
て
構
成
も
学
ば
せ
ま
す
。
重
要
な
こ
と

は
、
頭
だ
け
で
理
解
す
る
の
で
は
な
く
体

得
す
る
こ
と
で
す
。
例
え
ば
、
和
声
進
行

が
完
成
し
た
ら
、
そ
れ
を
弾
い
て
体
で
覚

え
こ
み
、
今
何
度
の
和
音
を
弾
い
て
い
る

の
か
が
即
座
に
わ
か
る
ま
で
繰
返
し
さ
せ

ま
す
。
ま
た
ア
ナ
リ
ー
ゼ
が
実
際
の
演
奏

に
反
映
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
常
に
確
か

め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
例
え
ば
和
音

の
変
化
に
よ
っ
て
音
色
が
変
化
し
て
い
る

の
か
を
実
際
の
演
奏
を
聴
い
て
教
師
側
が

チ
ェ
ッ
ク
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

あ
る
程
度
曲
が
仕
上
が
っ
て
き
た
段
階

で
、
教
師
側
が
そ
の
演
奏
を
改
善
さ
せ
る

た
め
に
も
ア
ナ
リ
ー
ゼ
は
有
効
で
す
。「
表

情
豊
か
に
き
れ
い
に
弾
い
て
い
る
が
、
何

か
単
調
な
演
奏
で
ま
と
ま
り
が
な
い
」と

い
う
生
徒
に
は
形
式
の
分
析
を
さ
せ
て
構

成
感
を
も
た
せ
る
よ
う
に
す
る
と
い
い
で

し
ょ
う
。
ま
た「
同
じ
単
調
な
演
奏
で
も

何
か
色
の
変
化
に
欠
け
る
」と
い
う
場
合

は
和
音
の
分
析
と
い
っ
た
ア
プ
ロ
ー
チ
が
、

バ
ッ
ハ
な
ど
の
対
位
法
を
用
い
た
曲
で
バ

ラ
ン
ス
が
悪
い
と
い
う
と
き
に
は
、
対
位

法
的
に
音
型
の
整
理
す
る
と
い
っ
た
ア
プ

ロ
ー
チ
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
つ
ま
り
ア
ナ

リ
ー
ゼ
は
、
教
師
側
が
何
が
足
り
な
い
か

を
判
断
し
て
そ
れ
を
改
善
す
る
た
め
の
助

け
と
な
る
方
法
で
も
あ
り
ま
す
。
で
す
か

ら
ア
ナ
リ
ー
ゼ
は
、
何
か
を
解
明
す
る
た

め
の
目
的
を
持
っ
て
や
る
も
の
で
あ
っ
て
、

単
純
に
和
音
記
号
や
調
性
を
書
き
込
め
ば

そ
れ
で
い
い
と
い
う
も
の
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
最
も
重
要
な
の
は
、
ア
ナ
リ
ー
ゼ
の

結
果
が
実
際
の
音
に
結
び
つ
く
こ
と
で
す
。

レ
ッ
ス
ン
を
し
て
い
る
と
生
徒
が
時
々

思
い
が
け
な
い
発
想
を
し
て
く
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
我
々
が
気
づ
か
な
い
よ
う
な

旋
律
線
を
ラ
イ
ン
と
し
て
拾
っ
て
き
て
弾

い
た
り
し
て
、「
常
識
的
に
は
考
え
ら
れ
な

い
け
れ
ど
こ
れ
も
ア
リ
か
」な
ん
て
お
も

し
ろ
い
で
す
よ
ね
。
こ
の
よ
う
な
時
は
生

徒
の
個
性
と
し
て
そ
の
ま
ま
生
か
し
ま
す
。

個
性
の
芽
を
摘
む
こ
と
だ
け
は
絶
対
に
避

け
た
い
と
思
い
ま
す
か
ら
。

演
奏
指
導
と
理
論
指
導
が

歩
み
寄
り
交
流
で
き
る
場
を

＿ 
最
近
、
ア
ナ
リ
ー
ゼ
が
ピ
ア
ノ
指

導
の
現
場
で
浸
透
し
て
き
て
い
る
実
感
は

あ
り
ま
す
か
？

い
ろ
い
ろ
な
場
面
で
ア
ナ
リ
ー
ゼ
の
重

要
性
を
認
識
し
て
い
た
だ
く
機
会
が
多

く
な
っ
て
き
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
以
前

は
、
言
葉
に
は
出
さ
な
く
て
も「
理
論
は

二
の
次
」と
い
う
雰
囲
気
を
感
じ
る
こ
と

が
あ
っ
た
の
で
す
が
、
今
で
は
こ
の
よ
う

な
こ
と
は
少
な
く
な
り
ま
し
た
。
ピ
テ
ィ

ナ
で
ア
ナ
リ
ー
ゼ
楽
譜
が
制
作
さ
れ
る
と

い
う
こ
と
は
画
期
的
で
し
た
。
音
大
入
試

の
楽
典
の
問
題
で
も
、
実
際
に
音
楽
を
解

釈
す
る
と
き
に
必
要
と
な
る
こ
と
を
問
う

現
実
的
な
問
題
が
増
え
て
き
た
よ
う
に
も

思
い
ま
す
。
私
自
身
ア
ナ
リ
ー
ゼ
の
必
要

性
に
気
づ
い
た
の
は
、
こ
う
や
っ
て
指
導

の
現
場
に
あ
た
っ
て
か
ら
で
す
。
今
で
は

現
場
で
実
践
的
な
ア
ナ
リ
ー
ゼ
指
導
を
さ

れ
て
い
る
先
生
も
増
え
て
い
る
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

演
奏
指
導
と
理
論
、
そ
の
両
方
の
専
門

を
併
せ
持
つ
先
生
が
理
想
で
は
あ
り
ま
す

が
、
両
者
が
歩
み
寄
っ
て
交
流
す
る
場
が

あ
る
と
い
う
こ
と
が
こ
れ
か
ら
重
要
に
な

る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
ピ
ア
ノ
指

導
の
現
場
に
理
論
の
先
生
が
立
会
っ
て
い

る
の
も
い
い
と
思
い
ま
す
。
分
業
し
て
い

け
る
よ
う
に
な
る
と
い
い
で
す
ね
。
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年
齢
の
小
さ
な
生
徒
で
も

新
し
い
曲
は

必
ず
ア
ナ
リ
ー
ゼ
か
ら

初
回
の
レ
ッ
ス
ン
日
の
お
約
束
。
そ
れ

は
、「
次
回
レ
ッ
ス
ン
し
て
ほ
し
い
曲
は
、

ア
ナ
リ
ー
ゼ
し
て
き
て
ね
」。
年
齢
の
小
さ

な
生
徒
で
も
、
ブ
レ
ス
、
フ
レ
ー
ズ
、
拍

子
、
ア
フ
タ
ー
タ
ッ
チ
な
ど
の
特
殊
な
奏

法
の
部
分
の
書
き
込
み
を
。
ま
た
、
伴
奏

形
が
出
て
き
た
曲
か
ら
は
和
声
分
析
を
し

て
も
ら
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
ま
ず
ア
ナ

リ
ー
ゼ
す
る
と
い
う
こ
と
は
生
徒
に
と
っ

て
習
慣
に
な
っ
て
い
ま
す
ね
。
私
が
あ
れ

こ
れ
手
助
け
す
る
前
に
、
自
分
が
こ
の
曲

を
ど
う
弾
き
た
い
か
、
自
分
な
り
の
設
計

図
を
描
い
て
き
て
も
ら
う
よ
う
に
し
て
い

ま
す
。。

グ
ル
ー
プ
レ
ッ
ス
ン
×

ア
ナ
リ
ー
ゼ
で
効
果
倍
増

３
名
〜
６
名
の
ソ
ル
フ
ェ
ー
ジ
ュ
の
グ

ル
ー
プ
レ
ッ
ス
ン
で
も
ア
ナ
リ
ー
ゼ
が
中

心
で
す
。
ハ
イ
ス
ピ
ー
ド
で
和
音
記
号
を

書
き
出
し
な
が
ら
、
楽
曲
構
成
や
和
声
の

流
れ
を
把
握
し
て
い
き
ま
す
。「
モ
チ
ー
フ

は
ど
こ
か
な
？
」と
問
い
か
け
る
と
、
子

供
た
ち
は
宝
探
し
の
よ
う
に
探
し
出
し
ま

す
。ア

ナ
リ
ー
ゼ
と
奏
法
の
結
び
つ
き
は
と

て
も
重
要
。
分
析
し
た
曲
で
お
互
い
の
演

奏
を
聴
き
合
う
時
間
で
は
、
自
主
的
な
コ

メ
ン
ト
が
飛
び
交
い
ま
す
。
例
え
ば
、「
和

音
が
変
わ
っ
て
い
る
の
に
音
色
が
変
わ
っ

て
な
く
聴
こ
え
る
よ
」「
こ
こ
は
半
終
止
な

の
に
、
そ
う
聴
こ
え
な
い
。
な
ぜ
か
な
？
」

な
ど
と
み
ん
な
で
考
え
た
り
し
ま
す
。
す

る
と
意
外
に
も
、
作
曲
家
の
指
示
が
そ
の

解
決
策
に
な
る
こ
と
も
。
そ
し
て「
楽
譜

を
よ
く
読
み
込
ん
で
、
そ
れ
が
人
に
伝
わ

る
よ
う
に
弾
か
な
い
と
人
を
満
足
さ
せ
る

演
奏
が
出
来
な
い
ん
だ
な
」と
気
付
く
よ

う
で
す
。さ
ら
に
、〝
○
○
ち
ゃ
ん
バ
ー
ジ
ョ

ン
〞な
ど
ア
ナ
リ
ー
ゼ
そ
の
も
の
や
演
奏

表
現
の
違
い
に
触
れ
、
そ
れ
を
受
け
入
れ

認
め
る
こ
と
に
も
繋
が
り
ま
す
ね
。
ま
た

逆
に
、
説
得
力
の
無
い
独
り
善
が
り
の
解

釈
で
は
、
聴
く
人
が
納
得
し
て
く
れ
な
い

と
い
う
こ
と
も
学
ん
で
い
き
ま
す
。

ア
ナ
リ
ー
ゼ
の
効
果

～
読
譜
力
と
演
奏
の
判
断
力

ま
ず
生
徒
を
見
て
思
う
こ
と
は
、
ア
ナ

リ
ー
ゼ
す
る
と
、
指
導
の
ア
ド
バ
イ
ス
を

演
奏
へ
の
ア
ナ
リ
ー
ゼ
効
果
と
は

指
導
の
現
場
か
ら
①

読
譜
力
と
演
奏
の
判
断
力
を
育
て
る

喜
多
村
知
子
先
生 （
演
奏
研
究
委
員
、
課
題
曲
選
定
委
員
）
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特集１：
アナリーゼで自分の演奏表現を見つけよう

よ
り
理
解
し
納
得
し
や
す
く
な
る
と
い
う

こ
と
と
、
ピ
ア
ノ
練
習
の
時
間
短
縮
で
す
。

塾
通
い
に
忙
し
い
今
時
の
子
供
達
に
と
っ

て
、
楽
し
く
続
け
ら
れ
る
き
っ
か
け
に
な

り
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。

ア
ナ
リ
ー
ゼ
と
同
時
に
カ
デ
ン
ツ
や
伴
奏

付
け
な
ど
、
和
声
に
親
し
む
た
め
の
訓
練

も
欠
か
せ
ま
せ
ん
。
結
果
的
に
、
楽
曲
演

奏
そ
の
も
の
よ
り
即
興
演
奏
が
自
分
の
得

意
分
野
に
な
る
子
も
い
ま
す
ね
。

も
う
ひ
と
つ
は
、
自
分
な
り
の
演
奏
に

対
す
る
判
断
基
準
を
持
つ
こ
と
が
出
来
る

よ
う
に
な
る
こ
と
で
す
。例
え
ば
コ
ン
ク
ー

ル
の
結
果
や
先
生
の
反
応
に
囚
わ
れ
る
こ

と
な
く
、「
自
分
で
分
析
し
て
見
つ
け
た

表
現
を
一
人
で
も
多
く
の
人
に
伝
え
ら
れ

て
共
感
し
て
も
ら
え
た
ら
満
足
だ
」と
い

う
自
分
の
中
の
価
値
観
に
変
換
し
て
い
く

チ
ャ
ン
ス
が
ア
ナ
リ
ー
ゼ
に
あ
る
の
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
生
徒
の
笑
顔
を
見
て
い
て

も
、
ア
ナ
リ
ー
ゼ
す
る
こ
と
で
自
分
の
や

り
た
い
表
現
に
自
信
を
持
っ
て
、
自
発
的

に
表
現
す
る
こ
と
に
喜
び
を
感
じ
て
い
る

よ
う
に
思
い
ま
す
。

「かわいいピアニスト」
４年生。グループレッスンでは初見で演奏可能な楽譜を分析。それを音として
表現できているか聴き合います。

「ダンス」
3年生。普段のピアノレッスンの分析。フレーズのイントネーションや、裏拍などの音
色を変化させたい音にシェードが掛かっている。自分で記入することで、指導者は生徒
の理解度を知ることが出来ます。２段目の"P"は生徒の案。"mf"で弾く解釈と"討論"（？）
３段目、ベースのラインを発見！（折角見つけた音、きれいに響いているかな？）

「バッハ　インヴェンション」
５年生。初めてグループレッスンでバッハ分析。市販の分析書をみんなで読ん
で、これまでと少し違ったアナリーゼの記入方法を学びます
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ア
ナ
リ
ー
ゼ
力
が
つ
く
と
譜
読
み
の
ス

ピ
ー
ド
が
格
段
に
上
が
り
ま
す
が
、
た
だ

素
早
く
音
を
並
べ
る
こ
と
を
目
的
に
す
る

の
で
は
な
く
、
そ
の
曲
に
ふ
さ
わ
し
い
楽

譜
の
読
み
取
り
方
を
身
に
付
け
て
ほ
し
い

と
思
っ
て
い
ま
す
。

楽
譜
を
大
き
く
見
る

音
符
を
一
つ
一
つ
追
う
の
で
は
な
く
、
大

き
く
楽
譜
を
見
て
欲
し
い
。
例
え
ば
ラ
イ

ン
だ
け
取
り
出
し
た
り
、
段
落
で
分
け
た

り
。
曲
の
構
造
が
見
え
て
き
た
ら
、
ど
う

思
う
？
ど
う
弾
き
た
い
？
と
聞
い
て
、
子

ど
も
の
中
か
ら
出
て
く
る
も
の
を
大
切
に

し
ま
す
。

一
つ
の
弾
き
方
に
凝
り
固
ま
ら
な
い
よ

う
に
、
そ
の
子
ら
し
い
表
現
が
で
き
れ
ば

い
い
の
だ
と
思
う
。
曲
に
つ
い
て
も
、
一
つ

の
弾
き
方
が
絶
対
と
か
、
一
つ
の
見
方
が

正
解
な
ど
と
は
絶
対
に
言
わ
な
い
よ
う
に

し
て
い
ま
す
。

小
さ
な
曲
か
ら

子
ど
も
の
場
合
、
ハ
ー
モ
ニ
ー
の
正
確

を
耳
や
身
体
で
感
じ
さ
せ
る
こ
と
が
先
で
、

理
論
的
な
こ
と
や
細
か
い
知
識
は
、
大
き

く
な
っ
て
知
り
た
く
な
っ
た
と
き
に
頭
に

入
れ
て
あ
げ
れ
ば
い
い
と
思
う
の
で
す
。

普
段
弾
い
て
い
る
曲
で
、
で
き
る
だ
け
小

さ
な
曲
の
時
に
楽
譜
を
よ
く
見
て
、
そ
の

曲
の
大
き
な
特
徴
を
見
る
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
習
慣
づ
け
ま
す
。

自
分
ら
し
い
演
奏
を
め
ざ
し
て

機
械
的
な
分
析
に
終
わ
る
の
で
は
な

く
、
分
析
の
結
果
が
そ
の
音
楽
に
ど
の
よ

う
な
効
果
を
も
た
ら
し
て
い
る
の
か
、
ま

た
、
自
分
は
ど
の
よ
う
に
感
じ
た
か
、
そ

し
て
そ
れ
を
ど
ん
な
風
に
人
に
伝
え
る
の

か
と
い
う
と
こ
ろ
が
大
事
で
す
。

ア
ナ
リ
ー
ゼ
は
、
こ
ん
な
演
奏
が
し
た

い
と
自
発
的
に
思
っ
て
も
ら
う
た
め
の
も

の
。
子
ど
も
の
感
覚
に
訴
え
か
け
る
言
葉

を
い
つ
も
探
し
て
い
ま
す
。

演
奏
へ
の
ア
ナ
リ
ー
ゼ
の
効
果
と
は

指
導
の
現
場
か
ら
②

子
ど
も
の
作
品
へ
の
興
味
を
刺
激
す
る

大
石
由
起
子
先
生 （
コ
ン
ペ
課
題
曲
選
定
委
員
）
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特集１：
アナリーゼで自分の演奏表現を見つけよう

大石先生のポイント
生徒が言い出す前に曲についての説明はしない。
子どもは知りたがりなので、うまく刺激して興味
を持たせます！例えば、次のようなポイント。

・ 「色分け」同じところ、似ているところを探す。

・ 「音楽の骨」バスのラインだけ弾かせる。

・ 「犯人探し」1小節に出てくる音を一度に鳴らして
みて、ギャッと汚い音にびっくり。「犯人」である非
和声音を除くとシンプルな和音になる。

・ 「和音の表情」ホッとするね、怒っているね…など
感じさせる。

・ 「調判定」調名がまだ難しい子には、例えば移調し
たときに「いつもと違う公園にお散歩に行くよ」など
と声をかける。

51番
小学1年生。骨の音を取り出す。同じ音型（モチーフ）を探す。

55番
小学 1年生。楽語に注目。１拍目の音が骨の音。分散和音をハーモニーに
して色分け。Ⅳの和音を意識。

75番
小学 1年生。調性、転調を書き込む。バスが保続する所と、動きが出る所
を探す。複雑なメロディーの中にもハーモニーを見つける。
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演
奏
者
の
た
め
の
ア
ナ
リ
ー
ゼ

＿ 

ま
ず
は
、
松
﨑
先
生
の
考
え
る

ア
ナ
リ
ー
ゼ
に
つ
い
て
お
聞
か
せ
く
だ
さ

い
。ア

ナ
リ
ー
ゼ
と
い
う
と
ま
ず
か
た
い
イ

メ
ー
ジ
が
つ
き
ま
と
う
と
思
う
の
で
す
よ

ね
。
し
か
し
、
ア
ナ
リ
ー
ゼ
と
言
っ
て
も

難
解
で
専
門
用
語
が
ず
ら
り
と
い
う
類
の

も
の
で
は
な
く
、
楽
譜
か
ら
読
み
取
れ
る

こ
と
を
文
学
的
で
詩
的
な
言
葉
で
表
現
す

る
ア
ナ
リ
ー
ゼ
も
あ
る
ん
で
す
。
そ
れ
は
、

あ
る
作
曲
家
の
方
が「
演
奏
者
の
た
め
の

ア
ナ
リ
ー
ゼ
」と
い
う
方
針
の
も
と
に
し

て
く
だ
さ
っ
た
も
の
だ
っ
た
の
で
す
が
、

難
解
な
イ
メ
ー
ジ
を
払
拭
す
る
易
し
く
わ

か
り
や
す
い
も
の
で
非
常
に
感
心
し
た
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、演
奏
者
に
と
っ

て
有
効
な
ア
ナ
リ
ー
ゼ
だ
な
、
と
。「
構

成
が
Ａ
Ｂ
Ａ
だ
」と
か「
こ
こ
が
大
事
な
音

だ
」と
か
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
楽
譜
か
ら

読
み
取
れ
る
こ
と
を
言
葉
に
置
き
換
え
イ

メ
ー
ジ
を
膨
ら
ま
す
こ
と
、
そ
の
両
方
が

私
は
必
要
だ
と
思
う
ん
で
す
。
イ
メ
ー
ジ

を
膨
ら
ま
す
と
そ
こ
に
世
界
が
出
来
て
き

ま
す
よ
ね
。
そ
れ
を
音
に
し
て
い
く
。
楽

譜
の
裏
か
ら
引
っ
張
り
出
す
ん
で
す
。
曲

の
構
造
を
演
奏
者
は
わ
か
っ
て
い
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
を
わ
か
っ
て
い

る
だ
け
で
は
音
に
は
な
り
ま
せ
ん
か
ら
。

作
曲
家
の
意
図
を
読
み
と
り
、

大
胆
に
表
現
す
る

も
う
ひ
と
つ
、私
に
と
っ
て
の
ア
ナ
リ
ー

ゼ
と
は
、
音
楽
的
い
き
さ
つ
を
自
分
で
見

つ
け
て
い
く
こ
と
で
、
作
曲
家
の
思
い
や

演
奏
へ
の
ア
ナ
リ
ー
ゼ
の
効
果
と
は

演
奏
家
の
立
場
か
ら

詩
的
な
言
葉
で
置
き
換
え
イ
メ
ー
ジ
を
膨
ら
ま
す

松
﨑
伶
子
先
生 （
洗
足
学
園
音
大
教
授
、
当
協
会
理
事
）
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特集１：
アナリーゼで自分の演奏表現を見つけよう

意
図
を
読
み
取
っ
て
い
く
こ
と
で
す
。
そ

の
作
曲
家
の
特
徴
、
作
品
の
時
代
背
景
な

ど
様
々
な
側
面
を
ふ
ま
え
つ
つ
、
楽
譜
を

見
な
が
ら
も
の
す
ご
く
考
え
ま
す
。「
こ

れ
は
ど
う
い
う
つ
も
り
で
書
い
た
の
だ

ろ
う
か
？
ど
う
い
う
意
味
な
ん
だ
ろ
う

か
？
」と
。
そ
し
て「
作
曲
家
は
こ
う
い
う

こ
と
を
し
た
が
っ
て
い
る
、
こ
う
い
う
こ

と
を
曲
の
中
に
取
り
入
れ
た
い
ん
だ
な
」

と
い
う
こ
と
が
自
分
な
り
に
見
え
て
き
た

ら
、
そ
れ
を
絶
対
の
自
信
を
持
っ
て
大
胆

に
表
現
し
て
い
き
ま
す
。
そ
れ
が
演
奏
の

個
性
に
つ
な
が
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。「
作
曲
家
の
思
い
を
読
み
取
っ
て
演
奏

す
る
と
み
ん
な
同
じ
演
奏
に
な
っ
て
し
ま

う
ん
じ
ゃ
な
い
か
」と
考
え
る
人
が
い
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
ん
な
こ
と
は
あ

り
ま
せ
ん
。
音
楽
の
読
み
方
は
、人
に
よ
っ

て
異
な
る
の
で
す
か
ら
、演
奏
は
勿
論
違
っ

て
き
ま
す
。
そ
し
て
誰
に
も
ま
ね
で
き
な

い
そ
の
人
だ
け
の
演
奏
と
な
っ
て
そ
れ
は

む
し
ろ
個
性
豊
か
に
な
る
と
考
え
ま
す
。

私
は
演
奏
家
は
ア
ナ
リ
ー
ゼ
す
べ
き
と
思

い
ま
す
ね
。
で
な
い
と
非
常
に
わ
か
り
に

く
い
音
楽
に
な
っ
て
し
ま
う
で
し
ょ
う
。

ア
ナ
リ
ー
ゼ
に
着
目
し
た

き
っ
か
け

＿ 

松
﨑
先
生
が
ア
ナ
リ
ー
ゼ
に
着
目

す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
何
か
き
っ
か

け
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
？

そ
れ
は
、
以
前
ピ
テ
ィ
ナ
で
実
施
し
て

い
ま
し
た
土
田
英
介
先
生
の
ア
ナ
リ
ー
ゼ

講
座
を
お
聞
き
し
て
か
ら
で
す
ね
。
バ
ッ

ハ
の
２
声
イ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
を
取
り
上
げ

て
く
だ
さ
っ
た
の
で
す
が
、
と
に
か
く
演

奏
が
素
晴
ら
し
か
っ
た
ん
で
す
。
非
常
に

説
得
力
が
あ
っ
て
、
音
楽
が
立
体
的
に
伝

わ
る
演
奏
で
し
た
。
私
は
前
々
か
ら「
作

曲
家
の
方
の
よ
う
な
演
奏
が
し
た
い
、
作

曲
家
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
し
た
い
」と
い
う
思

い
が
あ
っ
た
の
で
、
土
田
先
生
の
講
座
を

お
聞
き
し
て
、
そ
の
演
奏
が
ど
こ
か
ら
来

る
の
か
と
い
う
の
が
わ
か
り
、
自
分
で
も

ア
ナ
リ
ー
ゼ
を
や
っ
て
み
よ
う
と
思
っ
た

の
が
き
っ
か
け
で
す
ね
。

感
性
と
理
論
の
バ
ラ
ン
ス

ア
ナ
リ
ー
ゼ
の
重
要
性
に
気
づ
く
ま
で

は
、
わ
り
と
感
性
に
た
よ
る
演
奏
を
し
て

い
ま
し
た
。
ア
ナ
リ
ー
ゼ
を
す
る
よ
う
に

な
っ
て
か
ら
私
の
演
奏
表
現
や
理
念
の
よ

う
な
も
の
が
よ
り
強
固
な
も
の
に
な
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
感
性
と
理

論
と
が
バ
ラ
ン
ス
よ
く
意
識

さ
れ
て
い
る
よ
う
な
演
奏
が

理
想
的
で
す
が
、
こ
れ
は
言

葉
で
言
う
ほ
ど
簡
単
で
は

な
い
で
す
よ
ね
。
勿
論
、
そ

の
2
つ
を
明
確
に
分
け
る
こ

と
は
で
き
な
い
で
す
が
、
感

性
が
わ
き
出
て
来
る
よ
う

な
ア
ナ
リ
ー
ゼ
で
あ
っ
て
ほ
し
い
と
思
い

ま
す
。　

本
当
に
い
い
演
奏
と
い
う
の
は
最
終
的

に
は
作
曲
家
を
通
り
越
し
て
、
私
た
ち
演

奏
者
の
も
の
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
私

は
考
え
ま
す
。
で
も
い
き
な
り
そ
の
段
階

に
到
達
す
る
の
で
は
な
く
、
ま
ず
通
る
べ

き
道
筋
は
ア
ナ
リ
ー
ゼ
で
は
な
い
か
と
思

い
ま
す
。

ア
ナ
リ
ー
ゼ
に
よ
っ
て

演
奏
表
現
や
理
念
が
よ
り

強
固
な
も
の
に
な
っ
た
と
思
い
ま
す

松
﨑
伶
子
先
生
の
リ
サ
イ
タ
ル
プ
ロ
グ
ラ
ム



暗
譜
の
た
め
に
始
め
た

ア
ナ
リ
ー
ゼ
、
そ
の
副
産
物

「
楽
曲
分
析
に
関
心
を
持
つ
よ
う
に
な
っ

た
の
は
、
暗
譜
で
苦
労
し
た
の
が
き
っ
か
け

で
し
た
」と
岸
川
さ
ん
。
音
大
で
ピ
ア
ノ
専

門
に
学
ん
で
い
た
岸
川
さ
ん
だ
っ
た
が
、
育

児
な
ど
で
長
ら
く
人
前
で
の
演
奏
か
ら
は
遠

ざ
か
っ
て
い
た
。
最
近
で
は
、
演
奏
の
機
会

も
増
え
て
き
て
お
り
、
そ
の
う
ち
楽
譜
が
あ

る
と
い
ま
ひ
と
つ
曲
に
没
頭
で
き
な
い
よ
う

な
不
完
全
燃
焼
の
よ
う
な
も
ど
か
し
さ
を

感
じ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
。「
音

の
記
憶
に
は
絶
対
音
感
の
有
無
が
影
響
し

て
い
る
」と
聞
い
た
が
、
晩
学
の
岸
川
さ
ん

は
、
別
の
方
法
で
暗
譜
す
る
手
段
を
模
索
す

る
。
楽
譜
に
調
性
を
書
き
込
む
こ
と
に
よ
っ

て
暗
譜
に
つ
な
げ
る
と
い
う
方
法
を
と
っ
た

が
こ
れ
が
有
効
で
、
そ
れ
以
来
調
性
だ
け
に

と
ど
ま
ら
ず
和
声
分
析
も
始
め
る
よ
う
に

な
っ
た
。
暗
譜
の
た
め
に
始
め
た
ア
ナ
リ
ー

ゼ
だ
っ
た
が
、
文
京
春
日
ス
テ
ッ
プ
の
ア
ナ

リ
ー
ゼ
企
画
の
参
加
を
機
に
、
暗
譜
以
上
の

副
産
物
が
あ
っ
た
と
い
う
。「
分
析
、
と
い

う
と
型
に
は
ま
っ
た
無
味
乾
燥
な
も
の
と
い

う
イ
メ
ー
ジ
が
わ
く
の
で
す
が
、
そ
れ
が
払

拭
さ
れ
ま
し
た
。
例
え
ば
、『
Ⅴ
度
と
Ⅰ
度

が
交
互
に
出
て
く
る
の
は
、
Ⅴ
度
の
緊
張
と

Ⅰ
度
の
弛
緩
を
揺
ら
ぎ
と
し
て
表
現
し
た
い

か
ら
』と
秋
山
徹
也
先
生
に
解
説
し
て
い
た

だ
い
た
と
き
は
、
普
段
教
え
て
い
た
だ
い
て

い
る
先
生
の『
揺
れ
動
く
よ
う
な
心
模
様
で
』

と
い
う
言
葉
に
ぴ
ん
と
結
び
つ
き
ま
し
た
。

和
音
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
た
の
が
と
て
も
お

も
し
ろ
か
っ
た
で
す
ね
。
作
曲
家
が
ど
ん
な

意
図
で
こ
の
曲
を
書
い
た
の
か
と
い
う
作
曲

の
謎
を
解
い
て
い
く
よ
う
で
、
作
曲
家
を
身

近
に
感
じ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
今
で

は
、
ア
ナ
リ
ー
ゼ
と
い
う
の
は
、
良
い
演
奏

を
す
る
た
め
の
道
し
る
べ
の
よ
う
な
も
の
だ

と
思
っ
て
い
ま
す
。」

岸川薫さん
今までコンペ・ステップ
に２２回出場。ご自宅で
生徒さんも指導されて
いる。

ステップ参加でアナリーゼ力を鍛える
昨年度、東京での文京春日ステップ（文京アナリーゼステーション／秋山徹也先生代表）を皮切りに、今年も 5/3
文京春日ステップ、5/24・25神戸中央ステップ（神戸中央ステーション／石井なをみ先生代表）でアナリーゼ企画が
行われた。アナリーゼ企画とは、希望者が自分の演奏曲目をアナリーゼした楽譜を提出し、それをアドバイザーの秋
山徹也先生が事前に添削し返却してくださるというもの。そして、秋山徹也先生はじめアドバイザーの先生方が当日
の演奏を聞いてアナリーゼが演奏に反映されているかどうかをチェックする。
文京春日ステップから参加者の岸川薫さん、神戸中央ステップからステーション代表の石井なをみ先生、参加者の
龍田陽香莉さんにお話を伺った。

東
京
編
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7
歳
か
ら
大
人
ま
で
29
名
が

ア
ナ
リ
ー
ゼ
に
挑
戦

こ
の
５
月
に
、
ご
自
身
が
代
表
を
つ
と

め
る
神
戸
中
央
ス
テ
ッ
プ（
神
戸
中
央
ス

テ
ー
シ
ョ
ン
）で
ア
ナ
リ
ー
ゼ
企
画
を
取

り
入
れ
た
石
井
先
生
。
ア
ナ
リ
ー
ゼ
企
画

は
、
１
年
前
か
ら
の
構
想
だ
っ
た
。

学
生
時
代
の
留
学
経
験
か
ら
ア
ナ
リ
ー

ゼ
は
絶
対
必
要
だ
と
石
井
先
生
。「
ア
ナ

リ
ー
ゼ
を
し
な
い
で
演
奏
す
る
と
い
う
こ

と
は
、
例
え
ば
英
語
が
読
め
て
発
音
で
き

て
も
そ
の
意
味
が
わ
か
ら
な
い
よ
う
な
も

の
で
す
。」と
話
す
。
小
さ
い
子
ど
も
に
も

「
ど
こ
ま
で
が
ひ
と
つ
の
文
章
か
な
？
」「
同

じ
と
こ
ろ
は
ど
こ
か
な
？
」と
質
問
し
て
楽

譜
を
注
意
深
く
読
み
込
む
習
慣
を
つ
け
さ

せ
る
。A

B
A

の
構
成
の
曲
で
は
、
サ
ン
ド

ウ
ィ
ッ
チ
に
例
え
る
こ
と
も
!

今
回
の
ス
テ
ッ
プ
で
は
、
最
年
少
は
7
歳

か
ら
大
人
ま
で
29
名
の
参
加
者
が
ア
ナ
リ
ー

ゼ
企
画
に
参
加
し
た
。
時
期
的
に
コ
ン
ペ
参

加
者
が
大
半
を
占
め
た
。曲
の
全
体
の
構
成
、

和
音
記
号
、
ハ
ー
モ
ニ
ー
を
き
れ
い
に
色
分

け
し
た
楽
譜
が
多
数
寄
せ
ら
れ
た
。
中
に
は

自
分
の
弾
き
た
い
イ
メ
ー
ジ
を
言
葉
や
絵
、

楽
器
の
音
色
、
物
語
な
ど
自
分
な
り
の
様
々

な
方
法
で
表
現
し
て
い
る
も
の
も
あ
っ
た
。

「
ア
ナ
リ
ー
ゼ
は
普
段
か
ら
レ
ッ
ス
ン
で
意

識
し
て
や
っ
て
い
て
生
徒
も
慣
れ
て
い
る
の

で
、
提
出
す
る
楽
譜
に
つ
い
て
は
基
本
的
に

生
徒
に
任
せ
ま
し
た
。
今
回
、
自
分
で
試
行

錯
誤
し
な
が
ら
き
ち
ん
と
か
た
ち
に
し
て
提

出
す
る
機
会
を
得
た
こ
と
で
、
生
徒
た
ち
に

は
良
い
効
果
が
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
特
に

大
き
な
生
徒
に
な
る
と
、
ア
ナ
リ
ー
ゼ
を
す

る
し
な
い
で
は
か
な
り
違
い
が
出
ま
し
た
ね
。

例
え
ば
F
級
課
題
曲
の
カ
バ
レ
フ
ス
キ
ー
の

ソ
ナ
タ
を
弾
い
た
生
徒
で
は
、
ア
ナ
リ
ー
ゼ

し
て
み
る
と
隠
れ
て
い
る
音
型
に
気
づ
く
こ

と
が
で
き
て
、
そ
れ
が
演
奏
に
つ
な
が
っ
て

い
ま
し
た
。」

石井なをみ先生
兵庫県立西宮高非常勤
講師、ステーション育成
委員、神戸中央支部運
営委員長、神戸中央ス
テーション代表、当協会
正会員

29

神
戸
編

オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
楽
器
に

置
き
換
え
て

音
色
や
表
現
を
イ
メ
ー
ジ
す
る

ア
ナ
リ
ー
ゼ
楽
譜
を
添
削
し
た
秋
山
徹

也
先
生
か
ら
も「
ア
ナ
リ
ー
ゼ
が
演
奏
に
生

か
さ
れ
て
い
た
」と
評
価
さ
れ
た
龍
田
陽
香

莉
さ
ん（
中
2
）。、
ピ
テ
ィ
ナ
の
コ
ン
ペ
テ
ィ

シ
ョ
ン
前
の
こ
の
時
期
よ
り
よ
い
演
奏
に
結

び
つ
け
ば
と
の
思
い
で
、
現
在
師
事
し
て
い

る
石
井
な
を
み
先
生
の
薦
め
も
あ
り
神
戸
中

央
ス
テ
ッ
プ
ア
ナ
リ
ー
ゼ
企
画
に
参
加
。「
音

楽
の
専
門
用
語
に
な
る
と
ま
だ
よ
く
わ
か

ら
な
い
の
で
、
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
楽
器
に
例

え
て
音
色
や
表
現
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
書
き

ま
し
た
」と
言
う
。
D
級
課
題
曲
の
ハ
イ
ド

ン
の
ソ
ナ
タ
の
提
示
部
で
は
、「
金
管
楽
器

の
よ
う
な
堂
々
と
し
た
感
じ
で
」と
い
う
龍

田
さ
ん
の
書
き
込
み
が
見
ら
れ
る
。
龍
田

さ
ん
に
よ
る
と
、
ア
ナ
リ
ー
ゼ
を
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
強
弱
や
音
質
の
変
化
を
よ
り
は
っ

き
り
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
の
こ

と
。「
例
え
ば
長
調
か
ら
短
調
に
変
化
す
る

と
き
の
音
色
の
違
い
を
意
識
す
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
バ
ッ
ハ
の
平
均
律
も
、
テ
ー

マ
と
対
旋
律
と
の
バ
ラ
ン
ス
が
ア
ナ
リ
ー
ゼ

後
の
方
が
よ
り
良
く
な
っ
た
と
思
い
ま
す
。

秋
山
先
生
の
添
削
を
見
る
と
、
自
分
が
こ

う
だ
と
思
っ
た
表
現
に
二
重
丸
を
つ
け
て
く

れ
て
い
た
の
で
嬉
し
か
っ
た
で
す
。」自
分
の

演
奏
を
客
観
的
に
振
り
返
る
格
好
の
機
会

と
な
っ
た
よ
う
だ
。

龍田陽香莉
さん

編集後記
今、何かと注目されて
いるアナリーゼ。講座
のテーマとしても人気で
す。しかしことさら難し
いものと考える必要はな
く、演奏に不可欠な、自
然と行われてきた取り組
みです。どんな演奏を
しようかと作品に向き合
い、曲の特徴を考えると
ころからアナリーゼは始
まっています。作品と自
分の距離を縮めるべく、
五感をフル活動させて
取り組んでみてはどうで
しょうか。そのための正
しい方法が決まっている
わけではなく、道筋は人
それぞれで良いのです。

特集１：
アナリーゼで自分の演奏表現を見つけよう


