
10

生
徒
に
あ
わ
せ
た

特
集
１



11

教
本・教
材
の

選
び
方
、活
か
し
方

皆
さ
ん
は
普
段
、
ど
の
よ
う
な
教
本
を
ど
の
よ
う
に
選
ん
で

ピ
ア
ノ
指
導
を
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
で
し
ょ
う
か
？

自
分
も
使
っ
て
き
た
あ
の
教
本
を
生
徒
に
使
わ
せ
て
い
る
が
そ
れ
で
よ
い
の
だ
ろ
う
か
？

新
し
い
教
本
は
次
々
と
出
て
く
る
け
れ
ど
も
ど
れ
を
選
べ
ば
い
い
の
だ
ろ
う
か
？

生
徒
の
タ
イ
プ
は
様
々
、
初
見
が
苦
手
と
い
う
課
題
の
あ
る
あ
の
子
に
は

ど
の
教
本
が
合
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
？

教
本
選
び
は
、
ピ
ア
ノ
指
導
者
に
と
っ
て
関
心
の
高
い
テ
ー
マ
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

今
回
の
特
集
で
は
、
生
徒
の
年
齢
別
、
そ
し
て
生
徒
の
課
題
別
に

実
際
の
指
導
現
場
の
先
生
方
の
教
本
選
び
の
実
例
を
聞
い
て
み
ま
し
た
。

そ
れ
ぞ
れ
の
教
本
の
特
長
を
も
と
に
、
ど
の
教
本
を
ど
の
よ
う
に
組
合
わ
せ
て

生
徒
の
指
導
に
生
か
し
て
い
け
ば
よ
い
か
、
そ
の
ヒ
ン
ト
が
見
つ
か
れ
ば
幸
い
で
す
。

取
材
・
編
集　

佐
藤
史
子
・
永
田
夏
樹

C o n t e n t s
part1:年齢別の教材選び
①幼児・児童期の生徒に
　川﨑みゆき先生「子ども期ならではの教本選択の理由」　
②10代の生徒に
　土持恵理美先生「臨機応変に、忙しい時期を乗り切る教材選択」　
③大人の生徒に
　大久保伊津美先生「今、何を勉強しているかを明確にしながらレッスンを」

part2:教材を使った課題解決
①小倉郁子先生～初見力・調性感・音色感「自分の芯となる教材を持つ」
②永井雅子先生～読譜力「読譜力をつけるための多角的なアプローチ」
③深谷直仁先生～読譜力・テクニック・和声感
　　　　　　　　「生徒の成長度合いを見ながら無理なく課題を与える」

part3:講座講師の立場から
①藤原亜津子先生～バスティン・メソード
②武田真理先生～Miyoshiピアノ・メソード

おわりに
丸山京子先生「教本×教本で生み出される相乗効果」
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メ
イ
ン
教
材
と
サ
ブ
教
材
を
併
用

ピ
ア
ノ
の
導
入
・
プ
レ
導
入
教
材
は
種

類
が
多
く
、
私
が
現
在
活
用
し
て
い
る
本

だ
け
で
約
45
種
類
に
の
ぼ
り
ま
す
。
ど
の

教
材
に
も
素
晴
ら
し
い
魅
力
が
あ
る
の
で

「
最
適
な
教
材
」は
ひ
と
つ
に
限
定
で
き
る

も
の
で
は
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
生
徒

に
は
個
性
が
あ
り
ま
す
の
で
、
こ
ち
ら
が

得
意
な
教
材
で
も
生
徒
に
合
わ
な
い
場
合

も
あ
れ
ば
、
苦
手
と
思
っ
て
い
た
教
材
が

意
外
と
生
徒
の
反
応
が
良
か
っ
た
り
。
教

材
選
択
は
国
別
や
学
習
項
目
別
の
他
、
身

体
の
成
長
や
指
質
な
ど
の
バ
ラ
ン
ス
を
考

え
た
幅
広
い
勉
強
が
必
要
だ
と
感
じ
て
い

ま
す
。

ま
た
、
教
材
研
究
の
効
果
は
生
徒
の
成

長
も
考
え
る
と
10
年
位
の
長
い
期
間
が
必

要
に
な
り
ま
す
。
す
ぐ
に
答
え
が
で
る
も

の
で
は
な
い
テ
ー
マ
で
は
あ
り
ま
す
が
、

子
ど
も
も
指
導
者
も
生
き
生
き
と
し
た
笑

顔
あ
っ
て
こ
そ
の
テ
キ
ス
ト
。
一
緒
に
楽

し
み
な
が
ら
、
共
に
学
び
あ
う
事
に
よ
り
、

更
な
る
発
見
も
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
？

結
論
と
し
て
、
一
番
自
信
を
持
っ
て
指

導
で
き
る
教
材
を
メ
イ
ン
と
し
て
使
い
な

が
ら
、
サ
ブ
教
材
と
し
て
生
徒
に
必
要
な

要
素
の
あ
る
教
材
を
取
り
入
れ
て
い
く
の

が
良
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

保
護
者
の
理
解
の
重
要
性

教
材
を
選
ぶ
場
合
、
保
護
者
の
ご
意

見
も
大
切
に
し
て
い
ま
す
。
総
合
力
を
つ

け
て
欲
し
い
、
シ
ョ
パ
ン
を
弾
か
せ
た
い
、

な
ど
、
希
望
は
人
そ
れ
ぞ
れ
で
す
。

経
済
的
な
問
題
も
あ
り
ま
す
。
使
用
す

る
教
材
を
増
や
す
と
い
う
こ
と
は
、
購
入

し
て
い
た
だ
く
教
材
が
増
え
る
と
い
う
こ

と
。
小
さ
な
お
子
さ
ん
向
け
の
教
材
は
、

絵
本
の
よ
う
な
装
丁
の
も
の
も
多
く
、
高

価
で
す
。
な
ぜ
こ
の
教
材
を
与
え
る
か
。

ど
う
い
っ
た
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
の
か
。
と

い
っ
た
こ
と
を
ご
説
明
す
る
よ
う
に
し
て

い
ま
す
。
意
図
を
汲
ん
で
い
た
だ
く
こ
と

で
、
賛
同
を
得
や
す
く
な
り
ま
す
。

ま
た
、
1
つ
の
教
材
を
、
ソ
ル
フ
ェ
ー

ジ
ュ
や
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
な
ど
に
応
用
し
て
、

で
き
る
だ
け
多
方
面
に
使
う
よ
う
に
工
夫

し
て
い
ま
す
。

常
に
ア
ン
テ
ナ
を
張
っ
て

教
材
は
進
化
し
て
い
く
も
の
な
の
で
常

に
探
し
続
け
て
い
ま
す
。
楽
器
店
に
足
を

運
ん
だ
り
、雑
誌
記
事
を
参
考
に
し
た
り
。

実
際
に
店
頭
に
行
く
こ
と
で
、
目
当
て
に

し
て
い
た
教
材
以
外
か
ら
も
ヒ
ン
ト
を
も

ら
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
新
し
い
教
材
に

出
会
い
、
こ
の
本
は
あ
の
子
に
ち
ょ
う
ど

い
い
な
、
と
生
徒
の
顔
が
浮
か
ん
だ
と
き
、

幸
せ
だ
な
、
と
思
い
ま
す
。

川
﨑
み
ゆ
き
先
生 （
国
立
音
大
卒
、
当
協
会
正
会
員
、
課
題
曲
選
定
委
員
）

と
り
わ
け
幼
児
向
け
の
導
入
教
材
に
興
味
を
持
ち
、
指
導
を
始
め
た
頃
よ
り
教
材
研
究
に
勤
し
ん
で
こ
ら
れ
た
川
﨑
先
生
。
教
材
研
究
を

進
め
る
中
で
出
て
き
た
疑
問
を
出
版
社
や
著
者
に
問
い
合
わ
せ
た
経
験
も
あ
る
そ
う
で
す
。
現
在
は
各
地
で
講
座
も
行
な
っ
て
い
ら
っ
し

ゃ
る
川
﨑
先
生
へ
、
幼
児
・
児
童
の
導
入
教
材
に
つ
い
て
お
伺
い
し
ま
し
た
。

part1
年
齢
別
の
教
材
選
び
①
幼
児
・
児
童
期
の
生
徒
に

子
ど
も
期
な
ら
で
は
の
教
本
選
択
の
理
由



13

特集１：
生徒にあわせた教本の選び方と活かし方

川﨑先生の教本活用事例1
～サブ教材の見つけ方～「ド」の音を用いて

生徒が「ド」の音のみを弾く点で共通する各教材。
どのタイプに反応がよいかを見て、教材選択の参
考に。
①	みんなのオルガン・ピアノの本１（ヤマハミュージックメディア）
 多様な伴奏音源付き。好奇心旺盛な子に。
②	Miyoshiピアノ・メソード1（カワイ出版）
 伴奏が多彩。響きを楽しめる子に。
③	ピアノスタディ１（ヤマハ音楽振興会）
 リズムが好きな、ノリのよい子に。
④	ぴあのとあそぼう・ぐう（音友）
 知的探検が得意な子に。
⑤	ミッフィーのぴあの絵本1（ヤマハミュージックメディア）
 リトミックからのアプローチ。活発な子に。

川﨑先生の教本活用事例2　～小学生からはじめる子には～
■生徒の特徴
・自発的にピアノを習いはじめた子が多い
・学校等でピアノに割ける時間が限られる
・言語でのコミュニケーションも可能

■ポイント
・効率のよい進行
・ひとつの教材の多方面への応用（自由のきく教材）
・幼児との差別化
・「弾きたい気持ち」を大切に

① ②

③

④

■教材ごとの具体例
①	バッハはどんなひと？（中村佐和子・春秋社）
	 インヴェンションを始める前に最適。インヴェンション
各曲のエッセンスが身近な題材の歌詞つきの曲に集約
されている。
②	こどものツェルニー（ヤマハミュージックメディア）
	 曲数の多いツェルニー練習曲をすべて弾くのは大変。
Op.823・261・139などからポイントとなる曲がタイト
ル付きで1冊にまとまっている。
③	うたおうこどものバイエル（中田喜直編・ぼるん舎）
	 ※残念ながら絶版。
	 谷川俊太郎他によるこどもの生活に密着した詞が面白く、
曲に非常にマッチしている。形式にのっとった歌詞を歌う
と音型を覚えやすく、アナリーゼの訓練にも。

④	リトルピシュナ(全音）
	 いろんな調で練習できるので移調奏の練習に。聴覚が
優れている子供には、楽しい遊びになる。

⑤	ブルグミュラー25の練習曲
　（春畑セロリ・江崎光世監修・音友）
	 指導や演奏に向けての楽しいアドヴァイス付き。ミニク
イズも楽しい。
　この後、連弾・２台ピアノ・室内楽へ編曲した本へと応
用していくことも可。
⑥	WAKUWAKUピアノテクニック
　（飯田真樹・ヤマハミュージックメディア）
	 8 小節の短い曲で、メインの教材にも負担なく取り組め
る。ユーモア溢れる題名やイラストと画期的な「指シー
ト」で遊びながら身体的・情緒的テクニックが学べる。

④
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中
高
生
・
受
験
生
へ
の
接
し
方

10
代
は
、
学
校
の
勉
強
・
行
事
・
部
活

動
、
受
験
な
ど
、
忙
し
い
年
代
で
、
生
徒

の
状
況
を
よ
く
把
握
し
て
お
く
こ
と
が
大

切
に
な
っ
て
き
ま
す
。
レ
ッ
ス
ン
の
会
話

の
中
で
、
学
校
行
事
や
テ
ス
ト
の
予
定
、

そ
の
と
き
の
状
況
を
聞
き
だ
す
よ
う
に
し

て
い
ま
す
。
場
合
に
よ
っ
て
は
、思
い
切
っ

て「
教
本
」を
、
と
き
に
は
レ
ッ
ス
ン
自
体

を
お
休
み
に
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

受
験
前
の
生
徒
に
は
、
私
の
ほ
う
か
ら

声
を
か
け
、「
半
年
お
休
み
し
て
も
い
い
わ

よ
、
受
験
が
終
わ
っ
た
ら
い
ら
っ
し
ゃ
い
」

土
持
恵
理
美
先
生 （
洗
足
学
園
大
ピ
ア
ノ
科
卒､
当
協
会
正
会
員
、
日
本
ピ
ア
ノ
グ
レ
ー
ド
認
定
協
会
上
級
審
査
員
）

生
徒
さ
ん
を
愛
情
深
く
見
守
り
、
弾
き
た
い
曲
を
弾
か
せ
て
あ
げ
た
い
、
と
い
う
土
持
先
生
で
す
が
、

忙
し
い
学
校
生
活
を
過
ご
す
10
代
半
ば
に
な
っ
て
も
、
生
徒
さ
ん
は
レ
ッ
ス
ン
を
諦
め
ず
に
続
け
て
い
る
ご
様
子
。

主
導
権
は
し
っ
か
り
先
生
が
握
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
印
象
を
持
ち
ま
し
た
。

と
自
分
で
選
択
で
き
る
よ
う
に
仕
向
け
て

い
ま
す
。
勉
強
に
集
中
し
た
ほ
う
が
よ
い

と
思
う
生
徒
も
い
る
か
ら
で
す
。

ま
た
、
10
代
と
い
う
年
代
は
極
め
て
多

感
な
年
頃
で
す
。
私
自
身
、
中
学
生
・
高

校
生
く
ら
い
の
時
期
に
は
、
ピ
ア
ノ
を
弾

く
こ
と
で
感
情
を
発
散
さ
せ
て
い
ま
し
た
。

中
高
生
に
は
、
感
情
を
表
に
出
せ
る
よ
う

な
曲
を
弾
き
た
い
と
い
う
欲
求
が
あ
る
の

で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。

辞
め
る
き
っ
か
け
に
も
な
る
教
本

普
段
の
教
材
は
、
根
本
教
材
8
割
、
自

由
曲
2
割
、
と
い
う
目
安
で
与
え
て
い
ま

す
。
根
本
教
材
と
は
、ハ
ノ
ン
・
バ
ー
ナ
ム
・

ツ
ェ
ル
ニ
ー
・
対
位
法
の
作
品（『
プ
レ
イ

ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
』（
全
音
）・
J.S.
バ
ッ
ハ『
イ
ン

ヴ
ェ
ン
シ
ョ
ン
と
シ
ン
フ
ォ
ニ
ア
』や『
パ
ル

テ
ィ
ー
タ
』）・
古
典
期
の
作
品（
ソ
ナ
チ
ネ
・

ソ
ナ
タ
）、
自
由
曲
と
し
て
は
、
ロ
マ
ン
派
・

近
現
代
の
小
品
な
ど
で
す
。

生
徒
に
尋
ね
る
と
、
根
本
教
材
と
し
て

い
る
も
の
、
特
に
テ
ク
ニ
ッ
ク
の
も
の（
ハ

ノ
ン
・
バ
ー
ナ
ム
・
ツ
ェ
ル
ニ
ー
）は
楽
し
く

な
い
、
と
い
う
意
見
が
大
半
で
す
。
基
礎

を
固
め
る
た
め
に
は
必
要
だ
と
い
う
自
覚

は
持
っ
て
い
る
よ
う
で
す
け
れ
ど
。「
教
本

が
嫌
」と
い
う
気
持
ち
は
、
受
験
の
時
期

part1
年
齢
別
の
教
材
選
び
②
10
代
の
生
徒
に

臨
機
応
変
に
、忙
し
い
時
期
を

乗
り
切
る
教
材
選
択



15

特集１：
生徒にあわせた教本の選び方と活かし方

に
は
顕
著
に
な
り
ま
す
。
教
本
は
き
っ
と
、

受
験
勉
強
と
似
た
性
質
を
持
っ
て
い
る
の

で
し
ょ
う
。
そ
れ
で
ピ
ア
ノ
を
止
め
て
し

ま
う
ケ
ー
ス
も
多
い
と
聞
い
て
い
ま
す
。

﹁
弾
き
た
い
曲
﹂を
メ
イ
ン
に
す
る

受
験
を
控
え
て
い
る
と
き
や
、
ピ
ア
ノ

に
向
か
う
気
持
ち
に
迷
い
が
出
て
き
た
と

き
の
よ
う
な「
壁
」を
乗
り
越
え
る
と
き
に

は
、
教
材
の
与
え
方
を
が
ら
り
と
変
え
ま

す
。
根
本
教
材
2
割
・
自
由
曲
8
割
に
割

合
を
逆
転
さ
せ
、「
弾
き
た
い
曲
」を
弾
く

よ
う
に
さ
せ
る
の
で
す
。
次
第
に
自
我
が

目
覚
め
、
自
立
し
て
き
た
こ
の
時
期
の
生

徒
は
、「
与
え
ら
れ
た
も
の
」に
対
し
て
多

少
な
り
の
反
発
が
あ
る
と
思
い
ま
す
の
で
、

心
理
的
に
も
こ
の
方
針
は
有
効
で
す
。

曲
は
、
何
を
選
ん
で
も
よ
い
と
思
っ
て

い
ま
す
。
普
段
は
ク
ラ
シ
ッ
ク
の
レ
ッ
ス

ン
を
中
心
に
し
て
い
ま
す
が
、
弾
き
た
い

も
の
で
あ
れ
ば
分
野
に
も
こ
だ
わ
り
ま
せ

ん
。合

唱
コ
ン
ク
ー
ル
や
卒
業
式
な
ど
、
学

校
の
行
事
で
の
伴
奏
に
意
欲
を
持
ち
、
そ

の
楽
譜
を
持
っ
て
く
る
生
徒
も
多
い
で
す
。

頑
張
っ
て
練
習
す
る
チ
ャ
ン
ス
だ
と
思
っ

て
や
ら
せ
て
い
ま
す
。

要
は
、
ピ
ア
ノ
を
弾
き
た
い
気
持
ち
が

あ
っ
て
ピ
ア
ノ
が
弾
け
る
状
態
で
あ
る
限

り
、
ブ
ラ
ン
ク
な
し
に
続
け
ら
れ
る
の
で

あ
れ
ば
、
何
で
も
や
ら
せ
る
と
い
う
方
針

で
す
。

弾
き
た
い
曲
に
対
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
が

い
か
に
大
き
い
か
と
い
う
一
例
が
あ
り
ま

す
。
小
学
校
3
年
生
の
男
の
子
で
、
ク
ラ

シ
ッ
ク
に
ち
ょ
っ
と
飽
き
て
し
ま
っ
て
い

た
子
が
い
ま
し
た
。
何
を
弾
き
た
い
？
と

尋
ね
た
ら
、「
ど
う
し
て
も
、『
ゲ
ゲ
ゲ
の

鬼
太
郎
』が
弾
き
た
い
！
」と
言
う
ん
で

す
。
コ
ン
ペ
テ
ィ
シ
ョ
ン
で
予
選
優
秀
賞

を
と
っ
た
ら
弾
か
せ
て
あ
げ
る
、
と
約
束

し
た
ら
、
も
の
す
ご
く
が
ん
ば
っ
て
、
予

選
優
秀
賞
を
と
り
ま
し
た
。
そ
の
後
、ジ
ャ

ズ
ア
レ
ン
ジ
の『
ゲ
ゲ
ゲ
の
鬼
太
郎
』を
と

て
も
喜
ん
で
弾
い
て
、
難
し
い
リ
ズ
ム
も

見
事
に
表
現
し
、
ス
テ
ッ
プ
で
も
よ
い
評

価
を
い
た
だ
い
て
き
ま
し
た
。

﹁
弾
き
た
い
曲
﹂へ
の
出
会
い
を

サ
ポ
ー
ト

「
好
き
な
も
の
」が
わ
か
ら
な
い
と
弾
き

た
い
も
の
は
出
て
き
ま
せ
ん
。
ま
ず
は
、

聴
い
て
知
る
と
こ
ろ
か
ら
で
す
ね
。
貸
し

出
し
ノ
ー
ト
を
つ
く
り
、
CD
や
本
を
貸
し

て
い
ま
す
。
何
を
聴
い
た
ら
よ
い
か
わ
か

ら
な
い
で
い
る
よ
う
な
子
に
は
、「
こ
ん
な

	

高校2年の生徒さんの例
これまで取り組んできた曲
■ 幼稚園：ぴあのどりーむ／トンプソン
■ 小学校低学年：ソルフェージュ／こどものハノン上／バーナム／コン
ペ課題曲

■ 小学校高学年：バーナム／ツェルニー 30番／ J.S.バッハ『インベン
ションとシンフォニア』／ソナチネアルバム／ブルグミュラー『25の
練習曲』／ピアノ名曲100選／コンペ課題曲

■ 中学生：ハノン／ J.S.バッハ『インベンションとシンフォニア』／ソナ
チネアルバム／日本の叙情歌／先生が選んだピアノ名曲選／ピアノ名
曲100選／コンペ課題曲

■高校生：ハノン／ J.S.バッハ『インベンションとシンフォニア』／ソナ
タアルバム／ベートーヴェンソナタ集／先生が選んだピアノ名曲選／
音楽ドリル／連弾の曲

好きだった曲
砂の器／アラベスク／月の光／少年時代／ラフマニノフ　前奏曲Op.3-2

苦手だった曲
ツェルニー／ショパン 軍隊ポロネーズ／プロコフィエフバッタの行進 
Op.65-7

の
が
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
？
」と
ア
ド
バ
イ
ス

し
ま
す
。

ま
た
、
知
っ
て
い
る
曲
は
弾
き
た
が
り

ま
す
か
ら
、生
活
の
中
で
、イ
ン
ヴ
ェ
ン
シ
ョ

ン
な
ど
必
ず
弾
い
て
欲
し
い
曲
の
CD
を
食

事
時
な
ど
に
流
し
て
も
ら
っ
た
り
し
て
い

ま
す
。

私
か
ら
教
材
を
提
示
す
る
場
合
の
注
意

点
で
は
、
思
い
込
み
を
な
く
す
こ
と
か
ら

考
え
ま
す
。
そ
の
子
に
と
っ
て
ど
の
教
材

が
よ
い
の
か
、
見
極
め
は
難
し
く
、
実
は

思
い
が
け
な
い
タ
イ
プ
の
曲
が
好
き
だ
っ

た
、
と
い
う
場
合
も
多
々
あ
り
ま
す
の
で
。

嫌
い
な
も
の
は
、
長
く
弾
か
せ
な
い
よ

う
に
心
掛
け
て
い
ま
す
。
心
が
拒
否
し
て

し
ま
っ
た
ら
、
ど
ん
な
に
よ
い
も
の
で
も

受
け
付
け
な
い
と
思
う
か
ら
で
す
。
で
す

か
ら
、
発
想
を
切
り
替
え
て
、
ほ
か
の
手

段
を
探
す
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
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全
く
初
心
者
の
方
に
は

全
く
ピ
ア
ノ
を
弾
く
の
が
初
め
て
と
い

う
方
に
は
、
ま
ず
、
グ
ル
ー
プ
レ
ッ
ス
ン

で
は『
バ
ス
テ
ィ
ン
の
お
と
な
の
ピ
ア
ノ
教

本Book1

』（
東
音
企
画
）か
ら
入
り
ま
す
。

B
ook1

の
後
に
は
、『
バ
ス
テ
ィ
ン
の
お
と

な
の
ピ
ア
ノ
教
本Book2

』へ
と
移
り
ま

す
が
、B

ook2

は
、
各
章
か
ら
抜
粋
で

行
う
こ
と
が
多
い
で
す
ね
。
両
教
本
の
良

い
と
こ
ろ
は
、
音
程
、
調
性
と
コ
ー
ド

の
裏
づ
け
が
明
確
な
の
で
、
音
符
だ
け

を
追
い
が
ち
な
大
人
の
方
に
は
、
音 

楽

の
縦
横
の
流
れ
や
和
声
感
を
、
弾
き
や

す
い
曲
の
中
で
改
め
て
意
識
し
て
い
た

だ
け
ま
す
。
教
本
で
は「
今
弾
い
て
い

る
曲
は
何
の
勉
強
か
？
」と
い
う
全
体
の

中
で
の
位
置
づ
け
を
目
次
を
見
て
常
に
確

認
し
な
が
ら
進
め
て
い
く
こ
と
も
ポ
イ
ン

ト
で
す
。
こ
の
あ
た
り
の
教
本
が
終
わ
る

と
、
皆
さ
ん
だ
い
た
い
基
礎
が
身
に
つ
き

ま
す
。B

ook1

で
2
オ
ク
タ
ー
ブ
出
揃

い
、
8
分
音
符
に
入
っ
た
と
こ
ろ
で
、
各

個
人
で
レ
パ
ー
ト
リ
ー
曲
を
選
曲
し
た
り

「
お
と
な
の
ハ
ノ
ン
」（
ド
レ
ミ
）を
併
用
し

て
い
ま
す
。
こ
の「
お
と
な
の
ハ
ノ
ン
」は
、

例
え
ば「
ゆ
び
の
遊
び
〜
」な
ど
と
楽
し
そ

う
な
タ
イ
ト
ル
で
も
一
筋
縄
で
は
い
か
な

い
難
し
さ
が
あ
り
ま
す
よ
。
一
番
の
利
点

は
バ
ラ
エ
テ
ィ
ー
に
富
ん
だ
リ
ズ
ム
の
課

大
久
保
伊
津
美
先
生 （
国
立
音
楽
大
学
ピ
ア
ノ
科
卒
、
財
団
法
人
群
馬
県
企
業
公
社
評
議
委
員
、
ピ
テ
ィ
ナ
た
か
さ
き
e
c
h
o
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
代
表
、
当
協
会
正
会
員
）

グ
ル
ー
プ
レ
ッ
ス
ン
と
個
人
レ
ッ
ス
ン
あ
わ
せ
て
40
名
ほ
ど
大
人
の
生
徒
さ
ん
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
大
久
保
先
生
。

ピ
ア
ノ
は
全
く
初
心
者
と
い
う
生
徒
さ
ん
の
グ
ル
ー
プ
レ
ッ
ス
ン
は
、
10
年
間
も
続
い
て
い
る
そ
う
で
す
。

ど
ん
な
教
本
を
使
っ
て
レ
ッ
ス
ン
を
進
め
て
い
る
の
か
伺
っ
て
み
ま
し
た
。

part1
年
齢
別
の
教
材
選
び
③
大
人
の
生
徒
に

今
、何
を
勉
強
し
て
い
る
か
を

明
確
に
し
な
が
ら
レ
ッ
ス
ン
を
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特集１：
生徒にあわせた教本の選び方と活かし方

背
景
と
作
品
を
各
時
代
の
特
徴
を
伝
え
な

が
ら
作
品
に
対
し
よ
り
豊
か
な
理
解
を
楽

し
ん
で
い
た
だ
き
ま
す
。
例
え
ば
、
ロ
マ

ン
期
の
作
品
を
勉
強
し
て
い
る
と
き
、『
ロ

マ
ン
派
を
弾
こ
う
』（
音
楽
之
友
社
）『
ロ
マ

ン
派
ピ
ア
ノ
小
品
集
』（
ヤ
マ
ハ
ピ
ア
ノ
ラ
イ

ブ
ラ
リ
ー
）か
ら
い
く
つ
か
曲
を
選
ん
で
レ

パ
ー
ト
リ
ー
に
広
が
り
を
持
た
せ
る
よ
に

し
て
い
ま
す
。

ジ
ャ
ン
ル
を
超
え
た
曲
を

弾
き
た
い
方
に
は

大
人
の
方
は
、
ク
ラ
シ
ッ
ク
の
み
な
ら

ず
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
や
ジ
ャ
ズ
な
ど
年
数
を
重

ね
る
と
ジ
ャ
ン
ル
を
超
え
た
曲
を
幅
広
く

弾
き
た
い
と
思
わ
れ
る
方
も
多
い
で
す
よ

ね
。タ
ン
ゴ
な
ど
も
男
性
に
は
人
気
が
あ
っ

た
り
し
ま
す
。
そ
う
な
る
と
リ
ズ
ム
や
テ

ク
ニ
ッ
ク
、
な
ど
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
的
な
も

の
が
必
要
と
な
り
ま
す
の
で
、
熟
練
者
に

は『
あ
き
な
い
ハ
ノ
ン
』（
リ
ッ
ト
ー
ミ
ュ
ー

ジ
ッ
ク
）を
使
っ
て
い
ま
す
。生
徒
さ
ん
は
、

頭
の
体
操
の
よ
う
な
気
持
ち
で
楽
し
ん
で

取
り
組
ん
で
い
る
よ
う
で
す
。

基
礎
に
不
安
が
あ
る
方
に
は

生
徒
さ
ん
の
中
に
は
、「
以
前
は
そ
こ
そ

こ
の
曲
を
弾
け
た
の
だ
が
、
今
は
自
信
が

な
い
」と
基
礎
力
に
不
安
の
あ
る
生
徒
さ

ん
も
い
ま
す
。
ツ
ェ
ル
ニ
ー
の
練
習
曲
が

有
用
で
す
。
ツ
ェ
ル
ニ
ー
30
番
以
前
で
は
、

短
時
間
で
音
楽
的
に
習
得
で
き
る『
ツ
ェ

ル
ニ
ー
8
小
節
の
練
習
曲
』『
初
歩
者
の
た

め
の
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
』（
全
音
）を
使
い

ま
す
。

常
に
考
え
る
材
料
を
提
供
す
る

や
は
り
教
本
で
の
地
道
な
練
習
を
苦

手
と
す
る
生
徒
さ
ん
も
い
ま
す
。
い
か
に

教
本
に
取
り
組
ん
で
も
ら
う
か
は
工
夫
次

第
で
す
。
1
冊
の
教
本
を
ひ
た
す
ら
や
る

の
で
は
な
く
、
他
の
教
本
の
よ
い
と
こ
ろ

を
挿
入
し
、「
調
性
と
色
」「
作
品
番
号
っ

て
？
」「
な
ぜ
ド
レ
ミ
フ
ァ
ソ
な
の
？
」・
・

自
分
の
思
い
を
織
り
交
ぜ
て
書
い
た
ド
レ

ミ
メ
ー
ル
を
読
ん
で
い
た
だ
き
常
に
興
味

を
持
っ
て
考
え
る
材
料
を
提
供
し
ま
す
。

き
れ
い
に
記
号
化
さ
れ
た
印
刷
物
が
、
弾

く
人
の
心
の
音
と
な
っ
て
ピ
ア
ノ
の
音
色

に
な
っ
て
欲
し
い
・
・
そ
の
た
め
に
は
栄
養

不
足
に
な
ら
な
い
よ
う
に
サ
プ
リ
メ
ン
ト

や
デ
ザ
ー
ト
も
必
要
。
そ
し
て
、
教
材
を

加
え
た
り
換
え
た
り
す
る
際
に
は
、
そ
の

目
的
を
は
っ
き
り
伝
え
、
今
よ
り
前
向
き

に
興
味
を
持
っ
て
い
た
だ
け
る
言
葉
が
け

も
と
て
も
大
切
だ
と
思
い
ま
す
。

①	初心者の方には

②	ジャンルを超えた曲を
　	弾きたい方には ③	基礎に不安のある方には

レパートリー
バスティンおとなのピアノ教本

BOOK1
バスティンおとなのピアノ教本

BOOK2

あきないハノン

バスティン中級
レパートリー

おとなのハノン

ツェルニー8小節の練習曲 初歩者のためのレクリエーション

題
が
あ
り
、
グ
ル
ー
プ
レ
ッ
ス
ン
で
は
そ

の
課
題
を
一
人
ず
つ
思
っ
た
と
お
り
、
リ

レ
ー
の
よ
う
に
弾
い
て
み
た
り
、
弾
く
前

に
声
に
出
し
て
皆
で
歌
っ
て
み
ま
す
。
歌

え
な
い
も
の
は
弾
け
ま
せ
ん
し
、
他
人
と

自
分
と
の
と
り
方
の
違
い
に
も
気
づ
き
ま

す
。
リ
ズ
ム
を
拍
で
つ
か
ま
え
拍
感
を
音

楽
の
心
臓
と
と
ら
え
て
も
ら
う
た
め
に
大

変
効
果
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
後
は
、「
バ

ス
テ
ィ
ン
中
級
レ
パ
ー
ト
リ
ー
」に
進
み
ま

す
。「
バ
ス
テ
ィ
ン
中
級
レ
パ
ー
ト
リ
ー
」

で
は
、
４
期
別
の
構
成
に
よ
り
、
文
化
的
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導
入
期
か
ら
初
見
の
訓
練

初
見
と
は
、
楽
譜
を
見
て
、
ぱ
っ
と
弾

く
こ
と
。
短
時
間
で
楽
譜
に
書
い
て
あ
る

こ
と
を
正
確
に
理
解
し
、
ど
の
よ
う
に
表

現
す
る
の
か
を
決
め

演
奏
す
る
と
い
う
、

非
常
に
高
度
な
技
術

で
す
。

私
は
バ
ス
テ
ィ
ン
の

副
教
材
、『SIG

H
T	

REA
D
IN
G

（
シ
ー

ル
ノ
ー
ト
初
見
）』を

使
っ
て
、
年
長
〜
小

学
校
低
学
年
く
ら
い

の
ご
く
初
期
の
生
徒

さ
ん
か
ら
訓
練
を
始

め
て
い
ま
す
。
こ
の
教
材
の
特
徴
は
、
自

分
で
楽
譜
を
完
成
さ
せ
て
か
ら
弾
く
点
で

す
。楽

譜
を
見
て
か
ら
音
を
出
す
ま
で
の
数

分
間
で
行
な
う
過
程
を
見
え
る
形
に
分
解

し
、
実
践
す
る
こ
と
で
、
初
見
の
コ
ツ
を

自
然
に
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

こ
れ
が
終
了
す
る
と
、『
ベ
ー
シ
ッ
ク
ス	

毎
日
の
初
見（A

Line	aD
ay

）』『
ラ
イ
ブ

ラ
リ
ー	

初
見
の
練
習
』な
ど
に
移
り
ま
す
。

メ
ソ
ー
ド
の
進
度
と
タ
イ
ア
ッ
プ
し
て
い

る
た
め
、
使
い
や
す
く
な
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
後
は
、
特
に
初
見
用
の
教
材
は
使

用
し
て
い
ま
せ
ん
。
重
要
な
の
は
、
日
頃

曲
数
を
こ
な
し
て
い
く
こ
と
だ
と
思
い
ま

す
。
背
伸
び
し
た
教
材
と
易
し
い
教
材
を

同
時
に
与
え
る
よ
う
に
し
て
い
る
の
で
す

が
、
易
し
い
教
材
が
す
な
わ
ち
初
見
の
練

習
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

た
だ
、
練
習
熱
心
な
生
徒
さ
ん
の
場
合
、

初
見
が
弱
い
こ
と
に
指
導
者
が
気
づ
か
な

い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
気
づ
い

さ
ま
ざ
ま
な
教
材
を
ご
自
身
の
教
育
方
針
に
合
わ
せ
て
使
い
分
け
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
小
倉
先
生
。

そ
こ
か
ら
感
じ
る
の
は
、
ひ
と
つ
の
教
材
に
精
通
す
る
こ
と
で
得
た「
揺
ら
が
な
い
信
念
」で
す
。

た
時
点
で
易
し
い
教
材
を
与
え
、「
時
間

を
か
け
な
く
て
よ
い
か
ら
ど
ん
ど
ん
こ
な

し
な
さ
い
」と
声
を
か
け
ま
す
。

調
性
感
や
音
色
感
は
、

ま
ず
意
識
さ
せ
る
と
こ
ろ
か
ら

長
調
と
短
調
・
♯
系
と
♭
系
は
雰
囲
気

が
変
わ
り
ま
す
。
感
じ
方
は
人
そ
れ
ぞ
れ

で
す
が
、
調
性
感
を
つ
け
る
に
は
、
ま
ず

意
識
さ
せ
る
こ
と
が
重
要
で
し
ょ
う
。

『
バ
ス
テ
ィ
ン
ピ
ア
ノ
ベ
イ
シ
ッ
ク
ス　

ピ
ア
ノ	

レ
ベ
ル
3
』で
、「
ウ
イ
ン
ナ
ワ
ル

ツ
」（
ヘ
長
調
）、「
ド
イ
ツ
民
謡
」（
ニ
長
調
）、

「
星
条
旗
よ
永
遠
な
れ
」（
ト
長
調
）と
、
異

な
る
国
の
曲
が
続
い
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ

り
ま
す
。
私
は
、こ
の
3
曲
を
同
時
に
レ
ッ

ス
ン
し
、
弾
き
分
け
ら
れ
た
ら
丸
を
あ
げ

る
よ
う
に
し
て
、
調
性
を
意
識
さ
せ
ま
す
。

そ
れ
で
す
ぐ
に
自
分
自
身
の
調
性
感
を

持
て
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
曲
に

小倉郁子先生
宇都宮短大卒業、同研究科修了、同短大及び付属高講師、当協
会正会員、ステップ課題曲選定委員

楽譜→音への課程
1.	音符の上に音名のシー
ル（付録）を貼る（音を
読む）
2.	曲にタイトルをつける
（曲のイメージを決める）
3.	強弱をつける
	（表現を決める）
4.速度記号をつける

part2
教
材
を
使
っ
た
課
題
解
決

ケ
ー
ス
①	

小
倉
郁
子
先
生	

～
初
見
力
・
調
性
感
・
音
色
感

自
分
の
芯
と
な
る
教
材
を
持
つ
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特集１：
生徒にあわせた教本の選び方と活かし方

対
す
る
イ
メ
ー
ジ
が
沸
き
や
す
く
な
り
、

表
現
の
意
欲
に
つ
な
が
る
で
し
ょ
う
。
生

徒
自
身
が
大
ま
か
に
調
性
を
理
解
で
き
る

よ
う
に
な
っ
た
段
階
で
、
転
調
が
は
っ
き

り
し
て
い
る
ハ
イ
ド
ン
の
ソ
ナ
タ
に
ア
プ

ロ
ー
チ
し
て
、
そ
の
後
イ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
に

つ
な
げ
て
い
き
ま
す
。

音
色
に
つ
い
て
は
、
指
先
の
使
い
方
を

教
え
る
前
に
、
表
現
し
た
い
音
の
イ
メ
ー

ジ
を
心
か
ら
感
じ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る

と
思
っ
て
い
ま
す
。
小
さ
い
子
は
経
験
が

少
な
い
の
で
、
身
近
な
題
材
の
タ
イ
ト
ル

の
つ
い
た
曲
を
与
え
ま
す
。
ツ
ェ
ル
ニ
ー

で
あ
れ
ば
、『
こ
ど
も
の
ツ
ェ
ル
ニ
ー
』（
学

研
）、
小
学
校
高
学
年
で
は
、
グ
リ
ー
グ
の

『
叙
情
小
曲
集
』な
ど
で
す
。

鳥
や
チ
ョ
ウ
チ
ョ
を
見
た
こ
と
が
な
い

子
ど
も
は
い
な
い
は
ず
で
す
か
ら
、「
今

の
は
小
鳥
さ
ん
じ
ゃ
な
く
て
ワ
シ
に
な
っ

ち
ゃ
っ
た
よ
」な
ど
と
声
を
か
け
る
こ
と

で
、
タ
イ
ト
ル
に
ふ
さ
わ
し
い
音
色
で
は

な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
が
理
解
で
き
る

の
で
す
。

教
材
と
の
付
き
合
い
方

一
人
の
生
徒
さ
ん
に
一
度
に
渡
し
て
い

る
教
材
は
、4
〜
5
冊
。メ
ソ
ー
ド
・
曲
集
・

テ
ク
ニ
ッ
ク
教
本
・
指
の
練
習
・
ポ
リ
フ
ォ

ニ
ッ
ク
な
も
の
な
ど
で
す
。
ま
た
、
ド
イ

ツ
も
の
・
フ
ラ
ン
ス
も
の
の
偏
り
が
な
い

よ
う
に
持
た
せ
た
い
で
す
ね
。
レ
ッ
ス
ン

時
間
で
は
す
べ
て
見
き
れ
な
い
の
で
、
順

番
に
レ
ッ
ス
ン
し
ま
す
。
初
期
の
う
ち
に
、

す
べ
て
の
こ
と
を
経
験
さ
せ
た
い
、と
思
っ

て
い
ま
す
。

し
か
し
、「
基
本
な
く
し
て
応
用
は
な
い
」

で
す
か
ら
、
慌
て
ず
、
そ
の
と
き
に
生
徒

が
理
解
で
き
る
も
の
を
与
え
ま
す
。
巷
に

は
様
々
な
音
楽
が
溢
れ
て
い
て
、
耳
に
す

る
機
会
は
充
分
に
あ
り
ま
す
の
で
、
必
要

な
も
の
を
じ
っ
く
り
と
学
ぶ
こ
と
が
大
切

だ
と
思
い
ま
す
。

作
品
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
を
見
て
、
生

徒
さ
ん
に
あ
っ
た
も
の
を
与
え
て
い
く
こ

と
が
重
要
で
す
。

指
導
者
と
し
て
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
芯
と

な
る
教
材
を
持
つ
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

私
の
場
合
は
バ
ス
テ
ィ
ン
で
し
た
が
、
ひ

と
つ
の
教
材
に
精
通
す
る
と
、
別
の
教
材

に
目
を
向
け
る
余
裕
が
で
き
、
理
解
も
早

く
な
り
ま
す
。そ
れ
と
似
て
い
ま
す
が
、「
ド

イ
ツ
も
の
」と
い
う
ひ
と
つ
の
ス
タ
イ
ル
を

き
ち
ん
と
勉
強
す
る
と
、
他
の
ス
タ
イ
ル

の
理
解
に
も
応
用
で
き
て
い
く
と
思
う
の

で
す
。

レ
ッ
ス
ン
が
マ
ン
ネ
リ
化
し
て
き
た
と

「SIGHT	READING」Jane	Bastien（Kjos）
SIGHT READING
表紙

各ページごとに
必要なシールが
ついている

き
は
、
セ
ミ
ナ
ー
に
足
を
運
ぶ
こ
と
を
お

勧
め
し
ま
す
。
教
材
は
、
見
る
だ
け
で
は

わ
か
り
ま
せ
ん
。
セ
ミ
ナ
ー
に
行
く
こ
と

で
、
い
ろ
い
ろ
な
情
報
も
得
ら
れ
ま
す
。

そ
し
て
、
そ
の
教
材
を
使
い
こ
な
す
こ
と

で
、
そ
の
方
の
芯
と
な
る
教
材
が
出
来
て

い
く
と
思
い
ま
す
。



part2

導
入
教
材

私
は
、
読
譜
力
を
つ
け
る
と
い
う
こ
と

に
導
入
の
段
階
か
ら
大
き
な
ウ
エ
イ
ト
を

置
い
て
指
導
を
し
て
い
ま
す
。
耳
と
感
覚

が
あ
れ
ば
聴
い
て
真
似
し
て
弾
く
こ
と
も

可
能
で
す
が
、
す
べ
て
の
生
徒
に
そ
れ
が

で
き
る
わ
け
で
は
な
い
た
め
、
ま
ず
は
手

段
と
し
て
譜
面
を
音
に
す
る
こ
と
か
ら
始

め
ま
す
。

最
初
の
段
階
に
使
う
教
材
は
、
1
点
C

（
ド
）を
中
心
に
音
域
を
広
げ
て
い
く
も
の

で
、
ト
音
記
号
も
ヘ
音
記
号
も
そ
ろ
っ
た

大
譜
表
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
ま
す
。

小
さ
な
子
に
は
ま
ず
、『
み
ん
な
の
お

け
い
こ
1
』（
音
楽
之
友
社
）を
使
い
、
徐
々

に『
オ
ル
ガ
ン
ピ
ア
ノ
の
本
』（
ヤ
マ
ハ

ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
メ
デ
ィ
ア
）を
加
え
ま
す
。

こ
の
二
つ
の
教
材
は
内
容
が
似
て
い
る
の

で
、
数
を
こ
な
す
練
習
教
材
に
ち
ょ
う
ど

よ
い
の
で
す
。
中
に
は
指
番
号
だ
け
見
て

弾
い
て
い
る
子
が
い
た
り
し
て
、
そ
う
い

う
場
合
は
指
番
号
を
塗
り
つ
ぶ
し
て
し

ま
っ
た
り
、
曲
の
中
で「
右
手
だ
け
、
1

音
ず
つ
ず
ら
し
て
弾
い
て
み
よ
う
ね
」と

《
模
様
読
み
》を
さ
せ
て
み
た
り
、
と
い
っ

た
応
用
も
し
ま
す
。
移
調
奏
の
練
習
で
す
。

そ
の
他
、
ワ
ー
ク
ブ
ッ
ク
・
楽
典
・
ソ
ル

フ
ェ
ー
ジ
ュ
を
加
え
て
総
合
的
に
読
譜
力

を
育
て
、
実
際
に
弾
く
場
面
で
理
解
が
不

十
分
な
場
合
は
他
方
面
か
ら
補
い
な
が
ら

進
め
て
い
ま
す
。

書
く
こ
と
で
定
着
さ
せ
る

ワ
ー
ク
ブ
ッ
ク
の
活
用

レ
ッ
ス
ン
の
初
期
段
階
に
は
、『
ぽ
こ
あ

ぽ
こ
』シ
リ
ー
ズ（
全
音
）や
、『
ぴ
あ
の
ど

り
ー
む
』（
学
研
）、『
ピ
ア
ノ
ひ
け
る
よ
』（
ド

レ
ミ
）シ
リ
ー
ズ
な
ど
の
、
教
本
と
進
度
を

揃
え
た
ワ
ー
ク
ブ
ッ
ク
を
併
用
し
ま
す
。

「
読
め
る
ん
だ
け
ど
書
け
な
い
」と
い
う

教
材
を
使
っ
た
課
題
解
決

ケ
ー
ス
②	

永
井
雅
子
先
生	

～
読
譜
力

読
譜
力
を
つ
け
る
た
め
の

多
角
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ

理
論
と
実
践
を
う
ま
く
リ
ン
ク
し
て
読
譜
力
を
あ
げ
ら
れ
る
よ
う
、

導
入
期
か
ら
ソ
ル
フ
ェ
ー
ジ
ュ
、
楽
典
を
レ
ッ
ス
ン
に
取
り
入
れ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
永
井
先
生
。

普
段
の
レ
ッ
ス
ン
の
中
で
、
実
際
に
弾
い
て
い
る
曲
と
学
ん
だ
理
論
を
結
び
付
け
る
こ
と
で
、

生
徒
さ
ん
の
読
譜
力
は
確
実
に
上
が
っ
て
い
る
様
子
で
す
。

永井雅子先生
国立音楽大学卒、当協会正会員、PTNA三河シーサイドステーション代表、
ステップ課題曲選定委員
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ケ
ー
ス
は
多
い
で
す
ね
。
自
分
で
書
く
、

と
い
う
と
こ
ろ
で
要
求
が
大
き
く
な
る
。

途
中
で
つ
ま
づ
い
た
時
は
、
前
の
ペ
ー
ジ

に
戻
っ
た
り
せ
ず
に
別
の
教
材
を
使
い
ま

す
。「
後
戻
り
」と
い
う
の
は
生
徒
に
と
っ

て
シ
ョ
ッ
ク
な
こ
と
な
の
で
、
挫
折
感
を

味
わ
わ
せ
な
い
よ
う
配
慮
し
ま
す
。
そ
し

て
、
知
識
が
定
着
し
て
前
の
教
材
の
続
き

に
戻
っ
た
と
き
に
、
以
前
よ
り
楽
に
進
め

ら
れ
る
の
で
、成
長
を
実
感
で
き
る
の
で
す
。

理
論
の
裏
づ
け
～
楽
典

理
論
の
裏
づ
け
と
い
う
の
も
必
要
に

な
っ
て
き
ま
す
ね
。
音
を
間
違
え
て
弾
い

た
と
き
、「
今
の
音
は
、
旋
律
的
短
音
階

な
の
に
ソ
の
♯
が
抜
け
て
た
よ
」と
い
う
ふ

う
に
、
理
論
が
分
か
っ
て
い
る
と
間
違
え

を
き
ち
ん
と
認
識
で
き
ま
す
。

ま
ず
は『
か
い
て
お
ぼ
え
る
音
楽
ド
リ

ル
1
、
2
』（Km

p

）か
ら
。
移
調
も
出

て
き
て
楽
典
の
概
略
を
網
羅
し
て
い
る

『
ジ
ュ
ニ
ア
ク
ラ
ス
の
楽
典
問
題
集
』（
ド
レ

ミ
）は
、
進
度
の
早
い
生
徒
は
小
2
・
小
3

く
ら
い
で
終
わ
ら
せ
ま
す
。
そ
の
後
、『
楽

典
基
本
問
題
集
』（Km

p

）、
大
学
受
験
用

の
問
題
集
な
ど
に
進
み
ま
す
。
小
学
校
の

と
き
か
ら「
大
学
受
験
」と
謳
っ
て
い
る
教

材
に
取
り
組
む
こ
と
で
、
自
信
に
も
つ
な

が
る
よ
う
で
す
。

た
だ
し
、
理
論
で
終
わ
ら
せ
ず
、
実
際

に
感
覚
へ
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
し
て
は
じ
め

て
、
学
ん
だ
こ
と
が
活
き
て
き
ま
す
。
曲

と
の
連
携
は
欠
か
せ
ま
せ
ん
。

楽
譜
か
ら
音
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
力

ソ
ル
フ
ェ
ー
ジ
ュ

楽
譜
を
見
て
ど
ん
な
曲
か
イ
メ
ー
ジ
が

湧
け
ば
楽
譜
を
読
む
ス
ピ
ー
ド
は
ア
ッ
プ

し
ま
す
し
、
歌
う
こ
と
は
音
楽
表
現
の
基

本
と
し
て
非
常
に
大
切
な
の
で
、
全
員
に

ソ
ル
フ
ェ
ー
ジ
ュ
の
レ
ッ
ス
ン
を
取
り
入
れ

て
い
ま
す
。
こ
こ
に
割
く
時
間
は
ピ
ア
ノ

の
レ
ッ
ス
ン
の
最
後
の
ほ
ん
の
5
〜
10
分

程
度
で
す
。

教
材
と
し
て
は
、『
う
た
う
ソ
ル
フ
ェ
ー

ジ
ュ
』（
ド
レ
ミ
）や
、『
き
れ
い
に
う
た
い

ま
し
ょ
う
ソ
ル
フ
ェ
ー
ジ
ュ
』（
ヤ
マ
ハ
）を

使
っ
て
い
ま
す
。
後
者
は
ア
レ
ン
ジ
も
よ

く
、
弾
き
歌
い
の
練
習
に
な
り
ま
す
。
3

段
譜
を
見
る
訓
練
に
も
な
り
、
室
内
楽
に

つ
な
げ
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

楽
譜
を
見
て
、
頭
の
中
で
音
が
鳴
る
よ

う
に
な
っ
た
ら
理
想
で
す
ね
。

常
に
た
く
さ
ん
の
教
材
・
曲
を

与
え
る

	
読譜力が向上する初級教材

ピアノを始めたばかりの生徒も、1～2ヶ月のうちに、
使用テキストが3～4冊に増えていきます。
①『サブ・バイエル』（全音）
 音の並びがわかってきた時点で、やや強引に進める。
左右並行に弾く動きが、意外と難しい。
②『バーナム：ピアノテクニック（ミニブック）＆(導入編）』（全音）
 テクニックとともに読譜力も身に付く。
③『Miyoshiピアノ・メソード	第2巻・第3巻』（カワイ）
 読譜とともに、歌うこと、ハーモニーを感じる心を育てる。
④	中村佐和子先生のシリーズ(春秋社）
　『プーくんぷくん<ピアノで語る音楽>』
   『かぶとむしがきょうだいで<ピアノで語る音楽>』
『バッハはどんなひと？』

 音と題名・歌詞がよく合っていて、子どもが興味を持っ
て進められる。1曲が短いのも進めやすいポイント。さ
まざまな指使いやポジションに慣れるのによい。
⑤	『ツェルニー20番』（教育芸術社）
　同じパターンで少しずつ変奏される曲が続くため、リズム
の変化・調性の違いを繰り返し練習することができ、読
譜力の定着につながる。じっくりと読譜の訓練を進めた
い生徒に最適。

こ
う
し
て
、
多
方
面
か
ら
読
譜
と
い
う

こ
と
に
向
き
合
う
わ
け
で
す
が
、
理
論
と

実
践
の
連
絡
は
非
常
に
重
要
で
す
。

ま
た
、
常
に
た
く
さ
ん
の
楽
譜
を
読
む

こ
と
で
、
読
譜
力
は
向
上
し
ま
す
。
大
体

弾
け
た
ら
、
前
に
進
め
て
い
く
こ
と
も
大

事
で
す
。
コ
ン
ペ
テ
ィ
シ
ョ
ン
で
は
、
3

〜
4
ヶ
月
同
じ
曲
に
取
り
組
み
ま
す
が
、

こ
の
間
、
同
時
に
易
し
く
短
い
曲
を
ど
ん

ど
ん
与
え
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
こ
れ

で
読
譜
力
が
衰
え
る
こ
と
を
防
ぐ
の
で

す
。
逆
に
、
こ
の
間
ま
っ
た
く
新
し
い
曲

を
読
ま
な
け
れ
ば
、
読
譜
力
は
衰
え
て
し

ま
い
ま
す
。

弾
き
た
い
曲
が
す
ぐ
に
弾
け
れ
ば
、
弾

き
た
い
と
い
う
気
持
ち
が
萎
え
て
し
ま
う

こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
。
読
譜
力
を
身
に
つ

け
る
と
同
時
に
た
く
さ
ん
の
曲
を
見
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
て
、
加
速
度
的
に
読
譜
力

が
向
上
し
、
1
週
間
に
10
〜
15
曲
の
宿
題

も
可
能
に
な
り
ま
す
。
コ
ン
ペ
テ
ィ
シ
ョ

ン
の
B
級
を
受
け
る
頃
に
は
、
2
週
間
程

で
B
級
の
課
題
曲
全
曲
を
実
際
に
弾
い
て

曲
を
選
ぶ
こ
と
が
で
き
る
ま
で
に
成
長
す

る
の
で
す
。

21



22

﹁
読
譜
﹂の
前
に

﹁
音
楽
性
﹂を
育
て
る
こ
と
か
ら

音
楽
は
ま
ず
、
言
語
の
発
達
と
よ
く
似

て
い
る
と
考
え
ま
す
の
で
、
や
は
り
字
が

読
め
る
段
階
に
な
ら
な
い
と
音
符
読
み
、

つ
ま
り
、
読
譜
に
は
入
れ
な
い
の
で
は
な

い
か
と
考
え
ま
す
。
で
す
か
ら
、
そ
の
時

期
に
達
し
て
い
な
い
生
徒
に
は
ま
ず
、「
音

楽
を
感
じ
る
こ
と
」を
サ
ポ
ー
ト
す
る
こ

と
が
指
導
者
の
役
割
で
は
な
い
か
と
思

い
ま
す
。
音
楽
に
の
せ
て
あ
げ
る
と
い
う

の
で
し
ょ
う
か
。
ま
ず
感
性
を
育
て
る
の

で
す
。
そ
の
た
め
に
は
、
私
は
先
生
が
伴

2
0
0
2
年
度
特
級
グ
ラ
ン
プ
リ
の
田
村
響
さ
ん
を
含
む
、

数
々
の
コ
ン
ペ
テ
ィ
シ
ョ
ン
優
勝
・
入
賞
者
を
指
導
し
て
き
た
深
谷
直
仁
先
生
。

生
徒
さ
ん
も
幼
稚
園
児
か
ら
グ
ラ
ン
ミ
ュ
ー
ズ
ま
で
ま
ん
べ
ん
な
く
バ
ラ
ン
ス
よ
く
い
ら
っ
し
ゃ
る
ご
様
子
で
す
。

深谷直仁先生	
愛知県立芸大卒、名古屋芸術大学非常勤講師、桜丘高校音楽科講師、当協会正会員

奏
し
て
あ
げ
る
の
が
一
番
で
は
な
い
か
と

思
っ
て
い
ま
す
。『
ヤ
マ
ハ
・
ピ
ア
ノ
ス
タ

デ
ィ
』（
ヤ
マ
ハ
音
楽
振
興
会
）や『
ト
ン
プ

ソ
ン　

小
さ
な
手
の
た
め
の
ピ
ア
ノ
教
本
』

（
全
音
）な
ど
を
使
い
ま
す
。『
デ
ィ
ア
ベ
リ

28
の
旋
律
練
習
曲
』（
音
友
）も
教
本
の
初

め
の
方
は
5
本
指
で
弾
け
る
も
の
が
入
っ

て
い
る
の
で
こ
れ
も
適
し
て
い
ま
す
。も
っ

と
幼
児
の
場
合
は
、
歌
を
歌
っ
た
り
、
歩

い
て
み
た
り
と
リ
ト
ミ
ッ
ク
的
な
レ
ッ
ス

ン
を
行
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

そ
の
次
の
段
階
と
し
て
、
読
譜
が
始

ま
り
ま
す
。
字
が
読
め
る
段
階
に
な
れ

ば
、
音
符
読
み
を
始
め
る
と
言
い
ま
し
た

part2
教
材
を
使
っ
た
課
題
解
決

ケ
ー
ス
③	

深
谷
直
仁
先
生
～
読
譜
力
・
テ
ク
ニ
ッ
ク
・
和
声
感

生
徒
の
成
長
度
合
い
を
見
な
が
ら

無
理
な
く
課
題
を
与
え
る
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が
、
語
彙
量
が
ど
の
く
ら
い
あ
る
の
か
と

同
じ
で
、
た
く
さ
ん
の
リ
ズ
ム
を
知
っ
て

い
る
か
、
歌
を
た
く
さ
ん
覚
え
て
い
る
か

な
ど
を
チ
ェ
ッ
ク
し
な
が
ら
、
読
譜
を
ど

ん
ど
ん
進
め
て
い
い
か
を
判
断
し
て
い
ま

す
。
ま
ず
は
、
楽
譜
に
慣
れ
る
こ
と
が
重

要
だ
と
思
い
ま
す
の
で
、
音
の
数
が
少
な

い
も
の
、
ポ
ジ
シ
ョ
ン
移
動
が
な
い
も
の

を
中
心
に
、
次
々
と
量
を
こ
な
し
て
い
ま

す
。
教
材
は
特
に
限
定
し
て
い
ま
せ
ん
が
、

『
オ
ル
ガ
ン
ピ
ア
ノ
』（
ヤ
マ
ハ
音
楽
振
興
会
）

『
バ
ー
ナ
ム
ミ
ニ
ブ
ッ
ク
』（
全
音
）『
グ
ロ
ー

バ
ー
』（
ヤ
マ
ハ
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
メ
デ
ィ
ア
）

な
ど
を
使
用
し
て
い
ま
す
。
長
い
目
で
み

て
も
、
読
譜
の
力
は
非
常
に
重
要
で
す
。

読
譜
力
が
な
い
と
、
新
し
い
曲
を
弾
く
と

き
に
ス
ト
レ
ス
に
な
る
か
ら
で
す
。
中
学

生
く
ら
い
に
な
っ
て
練
習
時
間
が
と
れ
な

く
な
り
、
読
譜
力
不
足
の
た
め
曲
を
多
数

こ
な
す
こ
と
が
で
き
な
い
生
徒
が
ピ
ア
ノ

を
辞
め
て
し
ま
う
こ
と
が
多
い
と
い
う
傾

向
が
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

テ
ク
ニ
ッ
ク

～
鍵
盤
把
握
と
手
の
発
達

年
齢
の
小
さ
い
生
徒
の
場
合
、テ
ク
ニ
ッ

ク
と
し
て
重
要
な
の
は
、
鍵
盤
把
握
の
力

と
手
の
発
達
の
2
点
だ
と
考
え
ま
す
。

深谷先生のレッスン室。壁一面に大きな楽譜棚がある。

幼
児
は
、
細
か
い
も
の
を
目
で
追
う
こ

と
が
総
じ
て
苦
手
で
す
。
音
符
を
読
む
こ

と
が
で
き
て
も
、
鍵
盤
の
位
置
を
瞬
時
に

把
握
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
ケ
ー

ス
が
大
半
で
す
。
1
秒
以
上
か
か
る
場
合

も
よ
く
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
生
徒
の
鍵

盤
に
対
す
る
反
応
の
速
さ
を
見
て
教
本
を

選
ぶ
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
遅
い
場
合
に

は
、
音
域
の
狭
い
曲
を
、
そ
し
て
徐
々
に

音
を
増
や
し
て
い
き
ま
す
。

も
う
ひ
と
つ
は
手
の
発
達
で
す
。
関
節

が
ぐ
に
ゃ
ぐ
に
ゃ
に
な
っ
て
し
ま
う
生
徒

は
多
い
で
す
ね
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
々

苦
労
し
ま
す
の
で
、
形
が
治
る
ま
で
、
許

し
な
が
ら
も
厳
し
く
指
導
し
て
い
ま
す
。

ぐ
に
ゃ
ぐ
に
ゃ
に
な
っ
て
し
ま
う
原
因

と
し
て
は
、
指
先
や
関
節
に
注
意
が
払

わ
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
き
に

起
こ
る
ケ
ー
ス
が
多
い
の
で
す
。
つ
ま
り

課
題
で
与
え
た
曲
の
中
に
新
し
い
要
素
が

多
く
な
り
す
ぎ
て
い
る
場
合
が
大
い
に
考

え
ら
れ
ま
す
の
で
、
そ
の
と
き
は
教
本
も

見
直
し
ま
す
。
選
ぶ
テ
ク
ニ
ッ
ク
用
の
教

本
と
し
て
は
、
バ
ー
ナ
ム
、
グ
ロ
ー
バ
ー
、

進
ん
だ
段
階
で
は
ハ
ノ
ン
、
ピ
シ
ュ
ナ
な

ど
一
般
的
な
も
の
を
工
夫
し
な
が
ら
使
い

ま
す
。

和
声
感
は
ご
く
初
期
か
ら

生
徒
が
和
音
が
つ
か
め
る
段
階
か
ら
和

声
を
教
え
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
ツ
ェ

ル
ニ
ー
は
、
シ
ン
プ
ル
な
の
で
、
和
声
を

教
え
る
こ
と
に
関
し
て
は
適
し
て
い
る
と

思
い
ま
す
。

例
え
ば『
バ
ー
ナ
ム
の
ピ
ア
ノ
テ
ク
ニ
ッ

ク
1
巻
グ
ル
ー
プ
1
』で
も
音
程
感
と
和

声
感
の
両
方
を
教
え
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
無
理
に
和
声
を
教
え
込
む
と
い
う
よ

り
、「
強
弱
を
つ
け
て
弾
い
て
ご
ら
ん
」と

い
う
と
、
属
7
の
和
音
を
や
や
強
調
し
て

弾
い
た
り
し
ま
す
か
ら
、
こ
の
よ
う
に
生

徒
の
感
覚
か
ら
引
き
出
し
て
い
く
の
が
よ

い
で
し
ょ
う
。
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バ
ス
テ
ィ
ン
・
メ
ソ
ー
ド
の
特
徴

バ
ス
テ
ィ
ン
・
メ
ソ
ー
ド
は
、「
楽
し
み

な
が
ら
上
達
す
る
ピ
ア
ノ
レ
ッ
ス
ン
を
」と

い
う
理
念
を
も
と
に
、
音
楽
の
あ
ら
ゆ
る

分
野
を
学
習
し
な
が
ら
幅
広
い
音
楽
体
験

が
な
さ
れ
る
よ
う
に
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
最
終
的
な
目
標
は
、「
音
楽
的
自
立
」

で
す
。

ま
ず
、
五
線
の
な
い
楽
譜
で
、
音
符
の

上
下
方
向
を
認
識
す
る
こ
と
、
楽
譜
を
目

で
追
う
こ
と
＝「
プ
レ
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
」の

藤原亜津子先生	
国立音大卒、聖徳大附属中学、高等学校音楽科講師、当協会評議員

バ
ス
テ
ィ
ン
・
メ
ソ
ー
ド
は
、
ア
メ
リ
カ
の
ピ
ア
ノ
教
育
家
で
あ
る
バ
ス
テ
ィ
ン
一
家
に
よ
っ
て
創
ら
れ
た
ピ
ア
ノ
教
本
で
、

世
界
10
数
ヶ
国
語
に
翻
訳
さ
れ
て
い
ま
す
。

藤
原
亜
津
子
先
生
は
、
そ
の
活
用
法
を
説
く
指
導
講
座
で
全
国
を
回
ら
れ
て
お
り
、

そ
の
回
数
は
通
算
1
0
0
0
回
以
上
に
の
ぼ
り
ま
す
。

藤
原
先
生
は
、
バ
ス
テ
ィ
ン
・
メ
ソ
ー
ド
を
ど
の
よ
う
に
活
用
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

今
回
、
4
歳
か
ら
の
導
入
期
の
教
材
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る『
ピ
ア
ノ
パ
ー
テ
ィ
ー
』の
活
用
方
法
に
つ
い
て
お
伺
い
し
ま
し
た
。

part3
講
座
講
師
の
立
場
か
ら
①

藤
原
亜
津
子
先
生
～
バ
ス
テ
ィ
ン・メ
ソ
ー
ド

楽
し
み
な
が
ら
上
達
す
る

子
ど
も
の
発
達
段
階
に
根
ざ
し
た
メ
ソ
ー
ド

訓
練
か
ら
始
め
ま
す
。「
プ
レ
リ
ー
デ
ィ
ン

グ
」は
、
4
・
5
歳
の
子
ど
も
の
認
知
能
力

に
合
わ
せ
て
楽
譜
の
要
素
を
分
解
し
、
五

線
譜
の
読
譜
に
ス
ム
ー
ズ
に
入
る
た
め
の

ス
テ
ッ
プ
で
す
。
こ
の「
プ
レ
・
リ
ー
デ
ィ

ン
グ
」の
時
期
か
ら
ハ
長
調
以
外
の
調
に

触
れ
さ
せ
、
5
指
ポ
ジ
シ
ョ
ン（
手
の
ポ

ジ
シ
ョ
ン
を
変
え
ず
に
5
本
の
指
を
動
か

す
）の
段
階
で
12
の
調
を
経
験
さ
せ
る
、

【
全
調
メ
ソ
ー
ド
】で
あ
る
こ
と
も
、
大
き

な
特
徴
で
す
。

4
歳
以
上
を
対
象
と
し
て
い
る
、『
ピ
ア

ノ
パ
ー
テ
ィ
ー
』シ
リ
ー
ズ（
A
〜
D
の
4

冊
）は
、
ま
だ
読
み
書
き
の
で
き
な
い
幼
い

子
ど
も
た
ち
で
も
無
理
せ
ず
楽
し
く
、
い

つ
の
間
に
か
力
が
つ
く
よ
う
に
考
案
さ
れ

た
教
材
で
す
。
難
し
い
と
思
わ
れ
が
ち
な

「
全
調
」も
、「
プ
レ

リ
ー
デ
ィ
ン
グ
方

式
か
ら
五
線
譜
読

み
に
」と
い
う
読
譜

の
プ
ロ
セ
ス
を
踏
む

こ
と
に
よ
っ
て
、
難

な
く
理
解
さ
せ
る

こ
と
が
で
き
る
の

で
す
。

挿
絵
や
子
ど
も

の
興
味
を
そ
そ
る

『ピアノパーティー』シリーズの段階目安
■『ピアノパーティーA』音名・リズム・音符
■『ピアノパーティーB』五線なしの音符
■『ピアノパーティーC』大譜表の読譜
■『ピアノパーティーD』全12調の演奏
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て
い
る
の
で
す
。

私
か
ら
は
、「
ぶ
ん
ぶ
ん
ぶ
ん
は
ね
、
12

匹
い
る
ん
だ
よ
。
12
種
類
の
ぶ
ん
ぶ
ん
ぶ

ん
を
見
つ
け
よ
う
ね
」と
声
を
か
け
ま
す
。

数
字
と
指
と
の
関
連
付
け
、
音
の
高
低
の

理
解
が
で
き
て
い
れ
ば
、
12
調
へ
の
移
調

が
で
き
て
し
ま
う
の
で
す
。
こ
の
場
合
も
、

昔
で
あ
れ
ば
、
あ
る
程
度
進
ん
だ
ら
ま
ず

C
調
の
ぶ
ん
ぶ
ん
ぶ
ん
を
見
つ
け
さ
せ
て

…
と
い
う
、
非
常
に
周
り
く
ど
い
方
法
を

と
っ
て
い
ま
し
た
。
日
々
の
試
行
錯
誤
で
、

最
短
の
指
導
法
が
で
き
あ
が
っ
て
い
く
の

で
す
。
テ
キ
ス
ト
は
最
低
ラ
イ
ン
で
、
ど

こ
ま
で
深
く
掘
り
下
げ
る
か
は
教
師
の
力

量
に
か
か
っ
て
い
ま
す
。
教
材
は
指
導
者

次
第
と
も
言
え
る
で
し
ょ
う
。

運動機能の促進・強化に
《大きなお手玉にぎにぎ》
先生の歌、Disk等に合わせて、大きな
お手玉をリズミカルにつかむ。運動機
能の促進・強化に。
《ボタンをかける》
指先の集中力をつけるために。（図1）
《おはじきを指ではじく（滑らせる）》
関節の強化に。

手の形の学習
《お手玉でキャッチボール》
指先ではお手玉をつかみ（指先しっか
り）、手首のスナップでお手玉を投げる
（手首らくらく＝脱力の基本）。

指番号と数字の関連付けに
《右手の1と左手の3！etc.》
手を見ないで、先生の掛け声に合わせ
て右手の指と左手の指をあわせる。
《指番号札》
数字の書いてある積み木を並べ替え、
右手・左手とも、その数字に一致する指
を動かす練習をする。指番号と数字の
関連付けに。1分間に何回できたか記
録を記録をとることが達成感につなが
る。記録シートにも子どもの気持ちを惹
きつける工夫（図２、３）。
《窓つきけんばん》
「この音は何かな？」の音あてクイズに
（図４）。

　

ワ
ー
ク
や
ゲ
ー
ム
に
は
、
音
楽
教
育
心
理

学
に
根
ざ
し
た
工
夫
が
随
所
に
見
ら
れ
ま

す
。

子
ど
も
を
引
き
込
む

レ
ッ
ス
ン
プ
ロ
グ
ラ
ム

指
の
基
本
の
す
べ
て
は
、『
ピ
ア
ノ
パ
ー

テ
ィ
ー
』シ
リ
ー
ズ
の
中
で
学
習
さ
せ
ま

す
。
い
い
手
の
形
は
、「
指
先
し
っ
か
り
手

首
ら
く
ら
く（
脱
力
）」。
こ
れ
を
自
然
に

身
に
つ
け
る
た
め
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
グ
ッ

ズ
を
用
い
て
、
レ
ッ
ス
ン
を
テ
ン
ポ
よ
く

進
め
ま
す
。
ま
た
、
教
師
が
言
っ
て
い
る

こ
と
を
理
解
で
き
る
か
、
そ
れ
を
行
動
に

起
こ
せ
る
か
ど
う
か
、
な
ど
の
生
徒
の
様

子
を
確
認
し
な
が
ら
進
め
る
こ
と
が
不
可

欠
で
す
。

テ
キ
ス
ト
の
進
度
に
し
た
が
っ
て
、
こ

う
し
た
グ
ッ
ズ
を
つ
か
っ
た
後
、
テ
キ
ス

ト
を
開
き
定
着
さ
せ
て
い
ま
す
。『
ピ
ア
ノ

パ
ー
テ
ィ
ー
A
』『
ピ
ア
ノ
パ
ー
テ
ィ
ー
B
』

の
時
期
は
非
常
に
重
要
で
す
の
で
、
そ
の

こ
と
を
教
師
側
が
理
解
し
、
し
っ
か
り
と

取
り
組
ま
せ
る
と
、
自
立
が
早
い
の
で
す
。

試
行
錯
誤
で
指
導
法
は
進
化
す
る

指
導
は
相
手
あ
っ
て
の
こ
と
で
、
私
の

ア
イ
デ
ィ
ア
も
常
に
進
化
し
て
い
ま
す
。

　

パ
ー
テ
ィ
ー
A
の
内
容
は
、
指
番
号
と

指
の
関
連
付
け
・
右
手
・
左
手
、
高
い
・
低

い
と
い
っ
た
概
念
を
確
認
し
理
解
さ
せ
る

の
が
目
的
で
、
ま
だ
7
つ
の
音
を
覚
え
て

い
な
い
段
階
で
す
が
、
現
在
通
っ
て
い
る

4
歳
・
5
歳
の
生
徒
さ
ん
は
、
12
調
で「
ぶ

ん
ぶ
ん
ぶ
ん
」を
弾
い
て
い
ま
す
。
10
年
前

よ
り
も
今
の
ほ
う
が
先
取
り
が
早
く
な
っ図1

図2

図3

図4

藤原先生のレッスン手法の一例
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part3

養
う
意
図
が
感
じ
取
れ
ま
す
。
第
１
巻
の

生
徒
用
の
譜
面
に
は
拍
子
記
号
も
な
く
、

調
号
も
出
て
こ
な
い
の
で
す
が
、
先
生
用

に
教
会
旋
法
な
ど
も
含
む
何
種
類
も
の
伴

奏
が
つ
い
て
お
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
調
性
を

耳
に
し
体
験
で
き
る
内
容
に
な
っ
て
い
ま

す
。「
音
階
奏
」「
跳
躍
奏
」「
同
音
連
打
」

「
重
音
奏
」と
い
っ
た
芸
術
作
品
の
数
々
の

基
本
と
な
る
テ
ク
ニ
ッ
ク
が
難
易
度
を
増

し
な
が
ら
全
巻
に
配
置
さ
れ
て
い
る
な
ど
、

丁
寧
に
系
統
立
て
て
創
ら
れ
た
メ
ソ
ー
ド

で
あ
る
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
何
よ
り
も
、

ど
れ
も
が
美
し
く
深
み
の
あ
る
芸
術
作
品

と
な
っ
て
い
る
の
で
す
。

M
iyo

shi
ピ
ア
ノ
・
メ
ソ
ー
ド
の

特
徴

M
iyoshi

ピ
ア
ノ
・
メ
ソ
ー
ド
の
特
徴

の
ひ
と
つ
は
、
リ
ズ
ム
や
指
の
動
き
か
ら

で
は
な
く
、
音
の
響
き
を
聴
き
、
指
の
重

さ
を
鍵
盤
に
移
し
て
い
く
奏
法
か
ら
始
ま

る
点
で
す
。
こ
の
特
徴
は
、
第
１
巻
で
出

て
く
る
音
の
長
さ
が
全
音
符
ま
た
は
二
分

音
符
の
み
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
も
表

れ
て
い
ま
す
。

第
１
巻
は
ま
ず
ピ
ア
ノ
と
い
う
楽
器
に

触
れ
、そ
れ
か
ら
、指
番
号
を
覚
え
る
こ
と
、

呼
吸
や
脱
力
・
姿
勢
な
ど
の
身
体
の
準
備

に
つ
い
て
の
説
明
が
続
き
ま
す
。
最
初
期

の
段
階
か
ら
、
気
持
ち
・
生
活
の
中
で
感

じ
る
感
覚
を
音
に
反
映
さ
せ
、
耳
を
澄
ま

せ
て
そ
の
音
を
よ
く
聴
く
よ
う
に
導
く
点

も
大
き
な
特
徴
で
、「
や
わ
ら
か
」「
し
っ
と

り
」「
さ
わ
や
か
」「
や
さ
し
く
」と
い
っ
た

表
現
や
、
楽
譜
中
に
あ
る
、

う
え
に
の
ぼ
る
と
き
は
、
よ
び
か
け
る

よ
う
に
。「
こ
ん
に
ち
は
。」し
た
に
さ
が
る

と
き
は
、
こ
た
え
る
き
も
ち
で
。「
よ
い
て

ん
き
。」（
第
１
巻
52
頁
よ
り
）

と
い
っ
た
指
示
に
、
音
に
対
す
る
感
覚
を

講
座
講
師
の
立
場
か
ら
②

武
田
真
理
先
生
～M

iyoshi

ピ
ア
ノ
・
メ
ソ
ー
ド

響
き
を
聴
く・気
持
ち
を
音
に

日
本
で
生
ま
れ
た
体
系
的
メ
ソ
ー
ド

武田真理先生	
東京芸大卒、東京音大教授、当協会評議員、ピティナ音の森ステーション代表

M
iyoshi

ピ
ア
ノ
・
メ
ソ
ー
ド
は
、
日
本
を
代
表
す
る
作
曲
家
、

三
善
晃
先
生
が
20
年
の
歳
月
を
か
け
て
創
っ
た
メ
ソ
ー
ド
で
す
。

こ
の
た
び
、
当
初
の
全
8
巻
か
ら
全
12
巻
に
改
訂
さ
れ
ま
し
た
。

M
iyoshi	N

et

副
会
長
と
し
て
、
全
国
各
地
でM
iyoshi

ピ
ア
ノ
・
メ
ソ
ー
ド
の
講
座
講
師
を
務
め
て
い
ら
っ
し
ゃ
る

武
田
真
理
先
生
に
そ
の
特
徴
や
活
用
に
つ
い
て
伺
い
ま
し
た
。

M
iyoshi

ピ
アノ・メ
ソ
ー
ド
の

特
徴（
武
田
先
生
の
講
座
資
料
か
ら
抜
粋
）

構
成
：

・ 

12
段
階
の
プ
ロ
ポ
ジ
シ
ョ
ン︵
1
～
12
巻
︶

※ 

プ
ロ
ポ
ジ
シ
ョ
ン
と
は
、﹁
提
案
﹂﹁
命
題
﹂の
意
。﹁
こ
ど
も
た

ち
が
ピ
ア
ノ
を
ひ
き
な
が
ら
す
す
ん
で
い
く
12
の
せ
か
い
﹂と

い
う
意
味
合
い
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。

・ 

第
1
～
11
プ
ロ
ポ
ジ
シ
ョ
ン
は﹁
導

入
→
基
礎
→
発
展
→
応
用
﹂と
い
う

流
れ
で
構
成
さ
れ
、
第
12
プ
ロ
ポ
ジ

シ
ョ
ン
は
初
見
を
主
と
し
た
構
成
。

特
色
：

・ 

響
き
を
聴
く
こ
と
か
ら
始
ま
る︵
指

の
動
き
か
ら
で
は
な
い
︶

・ 

重
さ
を
乗
せ
る
・
重
さ
を
移
動
す
る

︵
ア
コ
ー
ス
テ
ィ
ッ
ク
の
醍
醐
味
︶
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す
。
そ
の
た
め
に
は
、
や
は
り
私
た
ち
指

導
者
が
良
い
音
色
と
良
い
響
き
で
、
生
徒

と
と
も
に
弾
い
て
あ
げ
て
音
で
見
本
を
示

す
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
そ
の
意
味
で
、

M
iyoshi

ピ
ア
ノ
・
メ
ソ
ー
ド
は
高
度
な

教
材
と
言
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
今

の
先
生
方
な
ら
そ
れ
は
十
分
可
能
と
私
は

思
っ
て
い
ま
す
。
私
は
大
学
で
学
生
た
ち

を
教
え
て
い
ま
す
が
、
良
い
音
、
良
い
タ
ッ

チ
で
弾
け
る
生
徒
は
確
実
に
増
え
て
い
る

と
感
じ
て
い
ま
す
。

こ
の
メ
ソ
ー
ド
の
使
い
方
を
研
究
す
る

余
地
も
多
く
あ
り
ま
す
。
生
徒
に
よ
り
わ

か
り
や
す
く
伝
え
る
た
め
に
、
藤
原
亜
津

子
先
生
の
バ
ス
テ
ィ
ン
メ
ソ
ー
ド
の
講
座

を
参
考
に
し
て
、
ゴ
ム
ボ
ー
ル
を
利
用
し

て
手
首
を
や
わ
ら
か
く
す
る
練
習
を
し
た

り
。
こ
う
い
っ
た
工
夫
が
、
ど
ん
ど
ん
な

さ
れ
て
い
く
必
要
も
感
じ
て
い
ま
す
。

三
善
先
生
が

こ
の
メ
ソ
ー
ド
を
創
っ
た
こ
と

三
善
先
生
は
、
日
本
が
誇
る
大
作
曲
家

で
、「
ピ
ア
ノ
・
ソ
ナ
タ
」「
ア
ン
・
ヴ
ェ
ー
ル
」

な
ど
、
ピ
ア
ノ
作
品
に
も
す
ば
ら
し
い
も

の
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
ど
ち
ら
も
難
し

く
て
、
弾
け
る
人
は
ほ
ん
の
わ
ず
か
で
す
。

ピ
ア
ノ
の
世
界
で
は
、
玄
人
・
プ
ロ
の
人

ど
の
よ
う
に
使
う
か

こ
の
教
材
を
通
し
て
、
何
よ
り
ま
ず
生

徒
た
ち
に
は
耳
を
育
て
て
ほ
し
い
と
思
っ

て
い
ま
す
。
生
徒
た
ち
は
先
生
と
の
連
弾

に
よ
っ
て
2
声
、
3
声
の
ポ
リ
フ
ォ
ニ
ー

の
感
覚
を
聴
き
、
楽
し
め
ま
す
。「
音
の

響
き
を
聴
く
」習
慣
を
身
に
つ
け
さ
せ
る

た
め
に
、
先
生
が
伴
奏
を
わ
ざ
と
音
量
を

大
き
く
弾
い
て
み
る
、
な
ん
て
こ
と
も
し

ま
す
。
生
徒
は「
う
る
さ
い
」と
い
う
感

覚
を
持
つ
で
し
ょ
う
。
自
分
の
音
が
大
き

す
ぎ
る
こ
と
に
は
気
づ
か
な
く
て
も
、
他

人
の
音
が
大
き
す
ぎ
る
と
い
う
こ
と
に
は

反
応
す
る
も
の
で
す
。
そ
し
て
調
和
し
た

美
し
い
音
を
聞
き
分
け
る
耳
を
育
て
ま

に
知
ら
れ
て
い
る
名
前
で
、
庶
民
に
親
し

ま
れ
て
い
る
名
前
で
は
な
い
ん
で
す
よ
ね
。

で
す
か
ら
、
こ
う
い
う
曲
集
を
書
い
て
く

だ
さ
っ
た
こ
と
に
本
当
に
感
謝
し
て
い
ま

す
。子

ど
も
は
、
理
解
す
る
と
い
う
よ
り
、

ま
ず
感
じ
る
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
テ
ク

ニ
ッ
ク
に
対
し
て
も
、
音
の
響
き
に
対
し

て
も
。
感
じ
る
と
い
う
こ
と
を
た
く
さ
ん

与
え
る
の
が
初
期
導
入
に
は
よ
い
と
思
っ

て
い
ま
す
。
三
善
先
生
は
、
ピ
ア
ノ
作
品

や
指
導
法
の
研
究
を
し
尽
く
し
、
シ
ン
プ

ル
に
音
を
磨
い
て
こ
の
メ
ソ
ー
ド
を
創
ら

れ
ま
し
た
。「
ピ
ア
ノ
・
ソ
ナ
タ
」や「
ア
ン
・

ヴ
ェ
ー
ル
」な
ど
に
続
い
て
い
く
世
界
だ
と

思
い
ま
す
。

多様な伴奏音
第１巻「５つのドa」より

生
徒
用

先
生
用

クラスターの体験
第１巻「予備練習2-1」より

・ 

左
右
が
同
等
に
出
て
く
る

・ 

ク
ラ
ス
タ
ー
︵
密
集
音
塊
︶の
体
験

・ 

さ
ま
ざ
ま
な
テ
ク
ニ
ッ
ク
の
詳
細
な

分
析

・ 
さ
ま
ざ
ま
な
様
式
へ
の
対
応︵
作
曲

家
・
時
代
・
形
式
︶

・ 

技
術
的
な
訓
練
の
際
、
規
則
的
な
動

き
を
避
け
て
い
る

・ 

螺
旋
学
習︵
直
線
的
で
は
な
く
難
易

度
が
前
後
し
な
が
ら
進
む
︶

・ 

曲
が
短
い

・ 

イ
メ
ー
ジ
を
豊
か
に
さ
せ
る
た
め
の

タ
イ
ト
ル
が
つ
い
て
い
る

※６種類の伴奏がついている

同音連打の扱い
第１巻より、同音連打の練習として扱われ、巻が進むごとに発展していく

第１巻
「ドがたくさんa」
より

第8巻「練習曲157a	右手の同音連打、重音奏と跳躍の予備練習」より

生
徒
用

先
生
用

JASRAC　出 0813953-801
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世
界
各
国
の
教
本
の
特
長

教
本
に
は
、
お
お
よ
そ
で
す
が
、「
何
か

ら
ど
の
よ
う
に
教
え
て
い
く
か
」と
い
う

発
想
に
よ
っ
て
グ
ル
ー
プ
分
け
が
で
き
ま

す
。
そ
れ
は
、
国
別
に
よ
っ
て
大
き
く
分

け
ら
れ
る
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

ア
メ
リ
カ
の
教
本

ア
メ
リ
カ
系
の
教
材
と
し
て
は
、「
バ
ス

テ
ィ
ン
」（
東
音
企
画
）や「
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
」

（
全
音
）「
ペ
ー
ス
ピ
ア
ノ
教
育
シ
リ
ー
ズ
」

（
音
友
）「
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
パ
サ
ウ
ェ
イ
ズ
」

（
ヤ
マ
ハ
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
メ
デ
ィ
ア
）な
ど
が

あ
げ
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
ら
は
、
総
合
学
習

的
な
要
素
が
多
分
に
含
ま
れ
ま
す
。
つ
ま

お
わ
り
に
〜
丸
山
京
子
先
生

教
本
×
教
本
で

生
み
出
さ
れ
る
相
乗
効
果

ピ
ア
ノ
指
導
の
傍
ら
、
国
内
外
の
数
多
く
の
教
本
の
研
究
に
力
を
注
い
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
丸
山
先
生
。

教
育
現
場
で
の
教
具
な
ど
へ
の
興
味
か
ら
自
然
の
成
り
行
き
で
教
本
研
究
を
始
め
る
よ
う
に
な
っ
た
そ
う
で
す
。

世
界
各
国
の
様
々
な
教
本
を
収
集
し
た
結
果
、
自
宅
に
は
、
2
部
屋
分
の
ス
ペ
ー
ス
を
占
め
る
ほ
ど
の
教
本
を
お
持
ち
と
か
。

数
々
の
教
本
を
知
り
尽
く
し
た
丸
山
先
生
に
、
教
本
の
特
長
、
教
本
の
活
用
方
法
に
つ
い
て
お
伺
い
し
ま
し
た
。

り
新
し
い
ス
テ
ッ
プ
に
進
む
度
に
、
楽
典

や
ソ
ル
フ
ェ
ー
ジ
ュ
、ハ
ー
モ
ニ
ー
、
初
見
、

即
興
な
ど
、
色
々
な
角
度
か
ら
の
学
習
を

同
時
に
取
り
入
れ
な
が
ら
一
歩
ず
つ
進
ん

で
い
く
、
徹
底
的
な
螺
旋
型
学
習（
ス
パ

イ
ラ
ル
ラ
ー
ニ
ン
グ
）を
追
求
し
て
い
る
も

の
が
多
く
、
そ
の
た
め
の
分
冊
型
教
本
も

充
実
し
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
教
本
全
体

を
学
べ
ば
、
基
礎
学
習
が
網
羅
で
き
る
よ

う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
指
導

者
に
と
っ
て
は
使
い
や
す
い
教
本
と
も
い

え
ま
す
が
、
そ
の
教
本
に
頼
り
す
ぎ
る
と

レ
ッ
ス
ン
が
パ
タ
ー
ン
化
し
て
し
ま
う
と

い
う
危
険
性
も
孕
ん
で
い
る
と
言
え
る
で

し
ょ
う
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
教
本

一
方
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
教
本
は
、「
教
本
は

ピ
ア
ノ
指
導
を
進
め
る
上
で
の
補
助
ツ
ー

ル
」と
い
う
考
え
方
に
基
づ
く
も
の
が
多

い
傾
向
が
あ
り
ま
す
。
ア
メ
リ
カ
系
教

本
の
多
く
が
、
教
本
で
全
て
を
網
羅
し

て
学
ば
せ
よ
う
と
す
る
傾
向
が
強
い
の

に
対
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
系
教
本
は
、
指
導

方
法
は
既
に
自
分
の
中
に
あ
り
、
そ
れ
を

進
め
る
上
で
の
手
助
け
に
過
ぎ
な
い
と
い

う
位
置
づ
け
で
す
。
例
え
ば
、
フ
ィ
ン
ラ

ン
ド
で
作
ら
れ
た「
ス
オ
ミ
・
ピ
ア
ノ
・
ス

丸山京子先生	
東京学芸大学音楽科及び同大学院修了当協会正会員、指導法研究委員、ステップ課題曲選定委員
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ク
ー
ル
」（
ヤ
マ
ハ
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
メ
デ
ィ

ア
）で
す
。

下
の
絵
を
見
て
下
さ
い
。
動
物
が
た
く

さ
ん
描
か
れ
て
い
て
、「
さ
ぁ
ど
ん
な
音
が

聞
こ
え
る
か
な
？
」と
生
徒
に
問
い
か
け

る
ペ
ー
ジ
が
あ
り
ま
す
。
生
徒
た
ち
は「
か

え
る
が
ポ
チ
ャ
ン
、
車
が
ブ
ッ
ブ
ー
、
き

つ
つ
き
が
コ
ン
コ
ン
…
」な
ど
と
答
え
る
で

し
ょ
う
。
こ
の
絵
か
ら
ま
ず
音
の
イ
マ
ジ

ネ
ー
シ
ョ
ン
を
持
た
せ
る
と
い
う
発
想
で

す
。
こ
れ
は
非
常
に
重
要
な
こ
と
で
す
。

子
ど
も
は
、
ま
ず
自
ら
の
生
活
体
験
の
中

で
様
々
な
音
を
体
験
し
、
そ
こ
か
ら
感
性

を
膨
ら
ま
せ
て
学
ん
で
い
く
か
ら
で
す
。

ま
た
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
や
ロ
シ
ア
生
ま
れ

の
教
本
と
な
る
と
、
国
の
教
育
体
制
に
ピ

ア
ノ
教
育
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
た
と
い
う

そ
の
歴
史
的
政
治
的
背
景
か
ら
、
教
本
は

他
国
の
そ
れ
と
全
く
違
っ
た
様
相
を
呈
し

て
い
ま
す
。
特
徴
的
な
の
は
、ソ
ル
フ
ェ
ー

ジ
ュ
や
聴
奏
法
で
耳
を
育
て
る
こ
と
を
重

視
し
て
い
る
点
で
す
。
自
国
の
童
歌
な
ど
、

そ
の
国
の
子
ど
も
た
ち
に
は
耳
な
じ
ん
だ

曲
も
多
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
ソ
ビ
エ
ト
時

代
の「
幼
児
の
た
め
の
ピ
ア
ノ
教
本
」（
全

音
）、
ハ
ン
ガ
リ
ー
の「
ピ
ア
ノ
の
学
校
～
コ

ダ
ー
イ
・
こ
ど
も
の
音
楽
教
育
」（
音
友
）が

一
例
で
す
。

丸山先生の使用教具

ス
オ
ミ
・
ピ
ア
ノ
・
ス
ク
ー
ル

︵
ヤ
マ
ハ
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
メ
デ
ィ
ア
︶
P
1
3
よ
り

日
本
で
は
、
ピ
ア
ノ
教
育
の
発
展
と
と

も
に
作
曲
家
、
ピ
ア
ニ
ス
ト
、
音
楽
教
育

者
た
ち
が
執
筆
に
携
わ
り
、
非
常
に
多

様
な
教
本
が
出
版
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
海

外
の
指
導
法
か
ら
学
び
そ
の
良
さ
を
取
り

入
れ
て
つ
く
ら
れ
た
メ
ソ
ー
ド（
ピ
ア
ノ

は
う
た
う
／
加
勢
る
り
子
著
な
ど
）、
作

曲
家
が
自
ら
の
音
の
世
界
を
ピ
ア
ノ
教
育

に
反
映
し
、
そ
の
理
想
を
限
り
な
く
追
求

し
た
メ
ソ
ー
ド（M

iyoshi	

ピ
ア
ノ
・
メ

ソ
ー
ド
／
三
善
晃
：
著
、
こ
ど
も
の
宇
宙

／
湯
山
昭
：
著 

な
ど
）、
楽
器
メ
ー
カ
ー

が
自
社
の
音
楽
教
室
向
け
に
編
纂
し
た
メ

ソ
ー
ド（
み
ん
な
の
オ
ル
ガ
ン
・
ピ
ア
ノ
の

本
）、
な
ど
ピ
ア
ノ
教
育
へ
の
考
え
方
を

反
映
し
た
多
種
多
様
な
教
本
が
生
み
出

さ
れ
て
い
ま
す
。

教
本
の
併
用
で
そ
れ
ぞ

れ
の
良
さ
が
引
き
立
つ

現
在
、
多
数
の
ピ
ア
ノ
教

本
が
市
場
に
出
回
っ
て
い
ま

す
よ
ね
。
そ
れ
ら
の
教
本
を
見

て
い
る
と
、
人
間
の
能
力
を
最

大
限
に
発
揮
し
た
教
本
が
出
尽

く
し
て
い
る
と
い
う
印
象
を
持

ち
ま
す
。
教
本
そ
れ
ぞ
れ
に
は
、

個
性
、
つ
ま
り
特
色
が
あ
り
ま

す
が
、
教
本
そ
れ
自
体
で
完
璧
な
ピ
ア
ノ

教
育
が
成
り
立
つ
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

教
本
は
使
わ
れ
方
次
第
で
そ
の
可
能
性
が

広
が
る
の
で
す
。
私
は
ピ
ア
ノ
指
導
に
対

す
る
色
々
な
考
え
方
を
組
み
合
わ
せ
る
こ

と
で
よ
り
豊
か
な
ピ
ア
ノ
教
育
の
可
能
性

が
広
が
る
、
つ
ま
り
、
様
々
な
教
本
を
併

用
し
な
が
ら
、
お
互
い
を
活
か
す
使
い
方

を
し
て
い
く
の
が
よ
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

教
本
は
、
学
習
者
た
ち
に
使
わ
れ
な
い
と

市
場
か
ら
姿
を
消
し
て
し
ま
い
ま
す
。
教

本
と
教
本
を
併
用
す
る
こ
と
は
、
良
い
教

本
が
残
っ
て
い
く
、
と
い
う
こ
と
に
も
つ

な
が
る
の
で
す
。

例
え
ば
、
ア
メ
リ
カ
生
ま
れ
の「
バ
ス

テ
ィ
ン
・
ピ
ア
ノ
パ
ー
テ
ィ
ー
」（
東
音
企

画
）で〝
弾
く
楽
し
さ
〞を
、「M

iyoshi

ピ
ア
ノ
・
メ
ソ
ー
ド
」で〝
響
き
を
聴
く
楽

し
さ
〞を
子
ど
も
た
ち
に
体
験
さ
せ
な
が

ら
、導
入
部
分
を
楽
し
く
学
び
レ
ベ
ル
ア
ッ

プ
す
る
の
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。
教
本

だ
け
に
頼
り
す
ぎ
る
の
で
は
な
い
、
簡
単

な
教
具
な
ど
も
駆
使
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

手
軽
に
で
き
る
簡
単
な
も
の
か
ら
始
め
て

い
け
ば
よ
い
の
で
す
。

音の階段：鍵盤を階段状にしたもの。音の高低を
階段に見立てて、身体で覚える。階段を「上がる」
と音が高くなり、階段を「下がる」と音は低くなる。

缶の鍵盤：缶のふたに鍵盤模様のシートをつけ、
そこにマグネットをつけて音を覚える。

キリンの手袋人形：丸山先生のお手製。「葉っぱ
を食べるときはどうする？」。子どもたちはキ
リンの顔を上に持ち上げます。音の高低を学び
ます。


