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  「演奏のための
  ソルフェージュ」
  実践のヒント

「ソルフェージュ」と言っても、内容は様々。
受験科目のソルフェージュを思い浮かべる人も多いと思いますが、
そもそも「ソルフェージュ」の定義とは何でしょうか。
この特集では演奏に生かすためのソルフェージュ教育の実践をご紹介し、
今後のレッスンのあり方を考えるためのヒントを提供します。
取材・構成：佐藤史子、有門真希
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糀
場
富
美
子
先
生 
（
こ
う
じ
ば
と
み
こ
◎
東
京
芸
術
大
学
作
曲
科
卒
業
、
同
大
学
院
修
了
。
８
５
年（
故
）バ
ー
ン
ス
タ
イ
ン
氏
の
推
薦
で
、
大
植
英
次
指
揮

に
よ
り
初
演
さ
れ
た「
広
島
レ
ク
イ
エ
ム
」は
、
小
澤
征
爾
指
揮
、
ボ
ス
ト
ン
交
響
楽
団
の
定
期
演
奏
会
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
も
取
り
上
げ

ら
れ
、
現
在
も
世
界
各
国
で
演
奏
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
９
５
年
米
国
サ
ン
タ
フ
ェ
室
内
楽
音
楽
祭
に
レ
ジ
デ
ン
ス
・
コ
ン
ポ
ー
ザ
ー
と

し
て
招
待
さ
れ
る
等
、
国
内
外
で
活
動
の
場
を
広
げ
て
い
る
。
近
作
に
、「
ぽ
る
と
が
る
ぶ
み
」（
０
２
年
林
望
作
詞
）、「
光
る
橋
」（
０
４

年
瀬
戸
フ
ィ
ル
ハ
ー
モ
ニ
ー
委
嘱
）、「S

ong
ofS

edona

」（
０
５
年
サ
ン
タ
フ
ェ
現
代
音
楽
祭
）、「
未
風
化
の
７
つ
の
横
顔
」（
０
６

年
度
別
宮
賞
、
芥
川
作
曲
賞
受
賞
）、「
月
を
食
う
空
の
獅
子
」（
０
８
年
サ
ン
ト
リ
ー
音
楽
財
団
委
嘱
）等
が
あ
る
。
現
在
、
東
京
音
楽
大

学
教
授
、
東
京
芸
術
大
学
非
常
勤
講
師
、
日
本
現
代
音
楽
協
会
理
事
、
日
本
ソ
ル
フ
ェ
ー
ジ
ュ
研
究
協
議
会
理
事
、
他
。
当
協
会
正
会
員
、

評
議
員
、
新
曲
選
定
委
員
。）

「
ソ
ル
フ
ェ
ー
ジ
ュ
」と
は
何
か
。
そ
の
定
義
、
過
去
か
ら
現
在
に
至
る
流
れ
、
ピ
ア
ノ
の
レ
ッ
ス
ン
現
場
で
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の

ヒ
ン
ト
を
お
話
し
い
た
だ
き
ま
し
た
。（
取
材
・
編
集
：
佐
藤
史
子
）

ソ
ル
フ
ェ
ー
ジ
ュ
の

        
歴
史
と
現
在
・
今
後
の
あ
り
方
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ソ
ル
フ
ェ
ー
ジ
ュ
と
は
何
か

現
在
日
本
で「
ソ
ル
フ
ェ
ー
ジ
ュ
」と
い

う
と
、
多
く
の
場
合「
音
楽
に
必
要
な
基

礎
能
力
の
習
得
」を
指
し
て
い
る
よ
う
に

思
い
ま
す
。
さ
ら
に
は
、「
最
終
的
に
自

立
す
る 

＿ 

自
分
で
考
え
て
自
分
で
譜
面

を
読
み
解
き
、
自
分
で
音
楽
を
作
っ
て
い

く
＿ 
」た
め
の
取
り
組
み
が
音
楽
を
学
習

す
る
様
々
な
場
に
お
い
て
行
な
わ
れ
て
い

る
と
思
わ
れ
ま
す
。
音
楽
に
必
要
な
基
礎

能
力
と
は
、
リ
ズ
ム
が
読
め
る
、
音
高
が

き
ち
ん
と
把
握
で
き
て
歌
っ
た
り
演
奏
す

る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
っ
た
ソ
ル
フ
ェ
ー

ジ
ュ
で
鍛
え
る
基
礎
能
力
全
般
を
指
し
、

高
度
な
次
元
で
は
、
ア
ナ
リ
ー
ゼ
や
和
声

分
析
な
ど
が
含
ま
れ
ま
す
。
た
と
え
ば
、

ア
ゴ
ー
ギ
ク
の
解
釈
を
ど
う
す
る
の
か
、

音
楽
的
な
溜
め
を
感
じ
る
べ
き
な
の
か
、

そ
れ
と
も
さ
っ
さ
と
次
へ
進
む
べ
き
な
の

か
、
そ
う
し
た
解
釈
に
は
裏
づ
け
と
な
る

理
論
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
そ
の
た
め
に

も
、
高
度
な
次
元
で
の
ソ
ル
フ
ェ
ー
ジ
ュ

が
必
要
に
な
っ
て
く
る
と
思
え
る
の
で
す
。

フ
ラ
ン
ス
で
は
、
30
年
ほ
ど
前
か
ら「
ソ
ル

フ
ェ
ー
ジ
ュ
」と
い
う
言
葉
は
使
わ
ず
、
ア

ナ
リ
ー
ゼ
や
和
声
分
析
な
ど
が
含
ま
れ
る

「
フ
ォ
ル
マ
シ
オ
ン
・
ミ
ュ
ジ
カ
ル
」（
※
1
）

に
移
行
し
て
い
ま
す
。

ソ
ル
フ
ェ
ー
ジ
ュ
の

歴
史
と
現
在

ソ
ル
フ
ェ
ー
ジ
ュ
を
理
解
す
る
た
め
に

は
、
あ
る
程
度
歴
史
を
知
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。

も
と
も
と
は
修
道
士
に
よ
っ
て
口
伝
で

伝
え
ら
れ
て
い
た
グ
レ
ゴ
リ
オ
聖
歌
で
す

が
、
正
確
に
伝
え
る
た
め
に
楽
譜
に
書
き

表
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
楽
譜
が

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
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フ
ェ
ー
ジ
ュ
」と
い
う
言
葉
は
使
っ
て
い
ま

せ
ん
。
総
合
的
に
音
楽
の
基
礎
能
力
を
高

め
、
自
分
で
考
え
て
演
奏
が
で
き
る
よ
う

に
す
る
、
と
い
う
考
え
の
も
と
に
、
新
た

な
ス
タ
イ
ル
の
教
材
が
沢
山
で
き
ま
し
た
。

日
本
で
も
入
手
で
き
る『LeG

uide
de 

Form
ation M

usicale 

フ
ォ
ル
マ
シ
オ

ン
・
ミ
ュ
ジ
カ
ル
の
手
引
書
』の
教
材
は
、

実
曲
と
結
び
つ
け
る
こ
と
に
留
意
し
て
編

纂
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
Ｃ
Ｄ
が
付
属

さ
れ
て
い
る
教
材
も
あ
り
、
そ
の
Ｃ
Ｄ

に
収
録
さ
れ
て
い
る
実
曲
を
聴
き
な
が

ら
音
を
書
き
取
ら
せ
る
と
い
っ
た
ス
タ
イ

ル
の
教
材
も
で
て
き
て
い
ま
す
。

し
か
し
、「
基
礎
能
力
が
あ
ま
り
な
い

子
に
そ
れ
を
や
っ
て
も
効
果
が
上
が
ら
な

い
の
で
は
な
い
か
」「
実
際
に
基
礎
能
力
の

た
め
の
訓
練
が
か
け
て
い
る
の
で
は
な
い

か
」「
基
礎
が
で
き
て
い
な
い
子
に
は
基
礎

を
や
ら
せ
る
べ
き
で
は
な
い
か
」と
い
う
批

判
的
な
意
見
も
現
状
で
は
出
て
い
ま
す
。

求
め
ら
れ
る
能
力
と

そ
の
獲
得
の
た
め
の
ヒ
ン
ト

進
度
に
よ
っ
て
、
や
る
べ
き
こ
と
は
当

然
変
わ
っ
て
き
ま
す
。

対
象
が
幼
い
子
ど
も
で
あ
れ
ば
、
簡
単

な
リ
ズ
ム
打
ち
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
と
思

い
ま
す
。
た
と
え
ば
リ
ト
ミ
ッ
ク
。
リ
ズ

ム
を
身
体
で
感
じ
る
と
い
う
こ
と
は
、
非

常
に
大
切
で
す
。
3
拍
子
の
メ
ヌ
エ
ッ
ト

を
踊
る
こ
と
、
2
拍
子
の
マ
ー
チ
を
歩
く

こ
と
で
演
奏
表
現
を
た
す
け
る
な
ど
、
そ

う
い
う
こ
と
を
ひ
っ
く
る
め
て
音
楽
の
基

礎
能
力
の
養
成
だ
と
思
い
ま
す
。

ソ
ル
フ
ェ
ー
ジ
ュ
（
こ
れ
は
も
と
も
と

「
視
唱
」と
い
う
意
味
で
す
か
ら
）は
、
歌

う
こ
と
に
よ
っ
て
、
フ
レ
ー
ズ
を
把
握
す

る
力
を
養
成
し
ま
す
。
高
く
な
っ
て
い
く

と
こ
ろ
の
緊
張
感
は
ど
う
な
の
か
、収
ま
っ

て
い
く
と
こ
ろ
は
ど
う
歌
う
の
か
、
終
止

を
ど
う
や
っ
て
歌
う
の
か
な
ど
を
考
え
る

の
で
す
。
よ
く
ピ
ア
ノ
の
先
生
は「
う
た
っ

て
」と
お
っ
し
ゃ
い
ま
す
。「
歌
う
こ
と
」、

つ
ま
り
ソ
ル
フ
ェ
ー
ジ
ュ
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
音
楽
的
に
理
解
し
、
音
楽
的
に
表
現

す
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
。

こ
れ
は
一
例
で
す
が
、
ピ
ア
ノ
科
の
子

に
ド
ビ
ュ
ッ
シ
ー
の
曲
を
見
て
ほ
し
い
と

頼
ま
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
全
音
符

で
メ
ロ
デ
ィ
ー
が
始
ま
っ
て
い
る
曲
だ
っ

た
の
で
す
が
、
そ
の
次
の
メ
ロ
デ
ィ
ー
が

動
き
出
し
た
と
こ
ろ
か
ら
彼
女
の
音
楽
は

始
ま
っ
て
い
ま
し
た
。「
ち
ょ
っ
と
待
っ
て
、

こ
こ
か
ら
メ
ロ
デ
ィ
ー
だ
と
思
っ
て
弾
い

て
み
て
」と
言
っ
た
ら
、「
あ
っ
！
」て
。
あ

楽
器
を
は
じ
め
る
前
の
2
年
間
は
楽
器

を
演
奏
せ
ず
に
ソ
ル
フ
ェ
ー
ジ
ュ
し
か
学
習

し
な
か
っ
た
と
い
う
時
代
が
あ
り
ま
し
た
。

楽
器
を
は
じ
め
た
と
き
に
楽
譜
が
読
め
な

い
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
か
っ
た
の
で

す
。
楽
器
を
演
奏
す
る
前
に
譜
面
を
読
め

る
よ
う
に
し
よ
う
と
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
考

え
ら
れ
た
よ
う
で
す
ね
。

ソ
ル
フ
ェ
ー
ジ
ュ
の
難
度
は
ど
ん
ど
ん
高

く
な
り
、
そ
の
結
果「
ソ
ル
フ
ェ
ー
ジ
ュ
専

科
」の
よ
う
な
も
の
が
で
き
て
し
ま
っ
て
、

「
ソ
ル
フ
ェ
ー
ジ
ュ
の
た
め
の
ソ
ル
フ
ェ
ー

ジ
ュ
」の
よ
う
な
様
相
を
呈
し
て
き
ま
し

た
。『
コ
ー
ル
ユ
ー
ブ
ン
ゲ
ン
』や『
ダ
ン
ノ
ー

ゼ
ル
の
ソ
ル
フ
ェ
ー
ジ
ュ
』に
は
ヘ
ン
デ
ル
の

曲
や
、
当
時
の
歌
が
載
っ
て
い
た
り
し
ま

す
が
、
そ
う
し
た
実
曲
で
は
な
く
、
ソ
ル

フ
ェ
ー
ジ
ュ
の
た
め
の
曲
を
、ノ
エ
ル・
ギ
ャ

ロ
ン（
※
2
）、
マ
ル
セ
ル・
ビ
ッ
チ（
※
3
）

と
い
っ
た
教
師
が
、
ソ
ル
フ
ェ
ー
ジ
ュ
の
た

め
に
書
き
始
め
た
の
で
す
。
そ
れ
ら
の
楽

曲
は
と
て
も
美
し
い
の
で
す
が
、
し
か
し

ど
ん
ど
ん
実
曲
や
演
奏
か
ら
離
れ
て
い
っ

て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
反
省

が
起
こ
り
ま
し
た
。

こ
の
反
省
か
ら
、１
９
７
８
年
に「
フ
ォ

ル
マ
シ
オ
ン
・
ミ
ュ
ジ
カ
ル
」と
い
う
言
葉

が
で
き
、
現
在
の
フ
ラ
ン
ス
で
は「
ソ
ル

生
ま
れ
る
と
、
今
度
は
そ
の
読
み
方
を
知

る
必
要
が
生
じ
た
の
で
す
。「
譜
面
が
読

め
て
歌
え
る
こ
と
」、
こ
れ
が
ソ
ル
フ
ェ
ー

ジ
ュ
の
始
ま
り
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
ず
っ
と
時
代
が
進
む
と
、
イ
タ

リ
ア
で
、（
楽
典
も
含
む
広
い
意
味
で
）譜

面
を
読
み
解
釈
す
る
と
い
う
こ
と
、
つ
ま

り「
読
譜
」を
勉
強
し
な
く
て
は
な
ら
な
い

と
い
う
意
識
が
生
ま
れ
、
教
科
書
が
で
き

ま
し
た
。
皆
さ
ん
よ
く
ご
存
知
の『
コ
ー
ル

ユ
ー
ブ
ン
ゲ
ン
』や『
ダ
ン
ノ
ー
ゼ
ル
の
ソ
ル

フ
ェ
ー
ジ
ュ
』

は
19
世
紀
後

半
に
出
版
さ

れ
ま
し
た
が
、

こ
れ
ら
は
音

程
を
と
っ
た

り
、
き
ち
ん

と
ハ
ー
モ
ニ
ー

を
作
れ
る
よ

う
に
す
る
た
め
の
、
基
礎
練
習
を
目
的
と

し
た
ソ
ル
フ
ェ
ー
ジ
ュ
の
教
科
書
で
す
。

フ
ラ
ン
ス
の
コ
ン
セ
ル
ヴ
ァ
ト
ワ
ー
ル
の

前
身
で
は
、
さ
ら
に
実
情
に
合
っ
た
も
の

を
求
め
て
、
イ
タ
リ
ア
の
教
科
書
に
フ
ラ

ン
ス
人
の
手
が
加
え
ら
れ
て
い
き
ま
し
た
。

歌
う
こ
と
、
リ
ズ
ム
の
こ
と
、
…
徐
々
に

そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
が
で
き
て
い
き
ま
し
た
。
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り
組
め
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
は
、
導
入

期
か
ら「
リ
ズ
ム
」に
取
り
組
ん
で
い
く
こ

と
だ
と
思
い
ま
す
。

【
３
】  「
初
見
」ア
プ
ロ
ー
チ

初
見
と
い
う
の
は
、
自
分
の
頭
の
中
で

鳴
ら
し
て
、
把
握
し
て
、
フ
レ
ー
ズ
を
全

部
読
み
取
っ
て
弾
く
と
い
う
こ
と
な
ん
で

す
ね
。

フ
ラ
ン
ス
の
コ
ン
セ
ル
ヴ
ァ
ト
ワ
ー
ル
に

留
学
し
た
人
か
ら
聞
い
た
話
で
す
が
、
留

学
し
て
1
年
間
、
週
に
1
度
、
2
人
で
3

時
間
の
初
見
の
レ
ッ
ス
ン
が
あ
っ
た
そ
う

で
す
。バ
ッ
ハ
か
ら
現
代
に
至
る
ま
で
、様
々

な
ス
タ
イ
ル
の
曲
を
弾
か
さ
れ
る
。
初
見

の
ク
ラ
ス
で
何
を
学
ぶ
か
と
い
う
と
、
ま

ず
基
本
的
に
、
拍
子
を
ど
う
表
現
す
る
か
。

い
わ
ゆ
る
単
純
拍
子
の
も
の
、
複
合
拍
子

の
も
の
、
3
拍
子
な
ら
3
拍
子
の
曲
を
ど

う
弾
く
か
、
フ
レ
ー
ジ
ン
グ
を
ど
う
と
る

か
、
と
い
っ
た
こ
と
で
す
。
そ
し
て
、
ぱ
っ

と
見
て
、
ど
の
時
代
の
ど
の
作
曲
家
の
曲

な
の
か
わ
か
る
こ
と
、
ス
タ
イ
ル
を
把
握

す
る
と
い
う
こ
と
だ
と
思
う
ん
で
す
ね
。

た
と
え
ば
フ
ォ
ー
レ
。
あ
、
こ
の
和
声

な
ら
フ
ォ
ー
レ
だ
よ
ね
、
と
い
う
感
覚
で

す
ね
。
そ
れ
が
わ
か
る
と
、
自
然
に
指
が

そ
こ
に
行
く
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
、フ
ォ
ー

レ
の
和
声
を
知
っ
て
い
る
こ
と
が
求
め
ら

れ
る
。
フ
ラ
ン
ク
な
ら
こ
う
す
る
だ
ろ
う

な
、バ
ッ
ハ
だ
っ
た
ら
こ
う
、ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ

ン
な
ら
こ
う
、
と
い
っ
た
具
合
で
す
。「
作

曲
家
の
ス
タ
イ
ル
の
捉
え
方
」を
持
っ
て
い

る
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

数
多
く
の
ス
タ
イ
ル
を
感
覚
と
し
て
知

る
た
め
に
も
、
様
々
な
曲
を
遊
び
弾
き
す

る
体
験
は
有
意
義
だ
と
思
い
ま
す
。

例
え
ば
、
初
め
て
ラ
ヴ
ェ
ル
を
弾
き
ま

す
、
と
い
う
と
き
は
短
く
て
も
易
し
く
て

も
よ
い
か
ら
少
な
く
と
も
3
曲
弾
い
て
み

て
は
ど
う
か
と
思
い
ま
す
。
そ
う
す
る
と

音
の
並
び
と
か
、
次
こ
う
い
く
か
な
、
と

い
っ
た
感
覚
で
ラ
ヴ
ェ
ル
を
捉
え
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
す
。
小
さ
い

と
き
か
ら
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
ソ
ナ
タ
を
弾

き
、
ク
ー
ラ
ウ
を
弾
き
、
と
や
っ
て
い
る
中

で
、
思
春
期
に
ロ
マ
ン
派
の
曲
が
魅
力
的

に
映
る
こ
と
っ
て
あ
る
と
思
い
ま
せ
ん
か
？

そ
う
い
う
時
に
、
先
生
に
習
う
曲
と
は
別

に
、
間
違
え
な
が
ら
で
も
と
に
か
く
弾
い

て
み
る
。
憧
れ
の
ピ
ア
ノ
コ
ン
チ
ェ
ル
ト
が

あ
っ
た
ら
、一
部
分
だ
け
で
も
弾
い
て
み
る
。

そ
の
作
曲
家
の
音
に
早
く
慣
れ
て
い
く
こ

と
に
よ
っ
て
だ
い
ぶ
違
っ
て
く
る
ん
じ
ゃ
な

い
か
な
、
と
思
い
ま
す
。

い
ろ
ん
な
譜
面
に
慣
れ
る
こ
と
に
よ
っ

【
２
】  「
リ
ズ
ム
」ア
プ
ロ
ー
チ

20
世
紀
以
降
に
な
る
と
、
非
常
に
リ

ズ
ム
が
複
雑
に
な
っ
て
き
ま
す
。
た
と
え

ば
ム
ソ
ル
グ
ス
キ
ー
の「
展
覧
会
の
絵
」の

「
プ
ロ
ム
ナ
ー
ド
」で
は
、
5
拍
子
・
6
拍

子
、
と
変
拍
子
で
始
ま
っ
て
い
ま
す
し
、

ス
ト
ラ
ヴ
ィ
ン
ス
キ
ー
の「
春
の
祭
典
」や

現
代
の
ブ
ー
レ
ー
ズ（
※
4
）の
曲
、
と
数

え
た
ら
き
り
が
あ
り
ま
せ
ん
。
中
に
は
1

小
節
ご
と
に
拍
子
が
変
わ
る
曲
も
あ
り
ま

す
。
拍
の
伸
縮
の
感
覚
を
捉
え
な
く
て
は

な
り
ま
せ
ん
。

で
は
ブ
ー
レ
ー
ズ
の
曲
を
演
奏
す
る
た

め
に
何
が
必
要
か
？
と
な
る
わ
け
で
す
。

し
か
し
結
局
、
全
部
の
拍
子
は
2
と
3
の

組
み
合
わ
せ
で
作
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

基
本
が
き
ち
ん
と
で
き
て
い
れ
ば
、
メ
シ

ア
ン
の「
付
加
音
価
リ
ズ
ム
」で
あ
ろ
う
と

な
ん
だ
ろ
う
と
徐
々
に
理
解
で
き
て
い
く

の
で
す
。
突
然
そ
う
い
う
高
度
な
段
階
に

は
た
ど
り
着
け
ま
せ
ん
が
、
進
度
に
応
じ

て
学
習
し
て
い
く
こ
と
で
到
達
で
き
る
の

で
す
。
前
述
の『
フ
ォ
ル
マ
シ
オ
ン
・
ミ
ュ

ジ
カ
ル
の
手
引
書
』は
全
部
で
9
巻
あ
る
の

で
す
が
、
最
後
に
は
ブ
ー
レ
ー
ズ
も
題
材

に
し
て
い
ま
す
。

つ
ま
り
、
ど
ん
な
曲
に
で
も
苦
な
く
取

る
程
度
の
進
ん
だ
段
階
で
は
、
楽
曲
分

析
が
で
き
な
く
て
は
困
る
の
で
す
。
ソ
ル

フ
ェ
ー
ジ
ュ
と
い
っ
て
も
、
進
度
に
よ
っ
て

与
え
る
材
料
が
変
わ
っ
て
く
る
の
で
は
な

い
か
な
、
と
思
い
ま
す
。

ア
プ
ロ
ー
チ
の
方
向
は
様
々
で
す
が
、

例
と
し
て
、「
視
唱
」「
リ
ズ
ム
」「
初
見
」「
和

声
」に
つ
い
て
詳
し
く
見
た
い
と
思
い
ま

す
。

【
１
】  「
視
唱
」ア
プ
ロ
ー
チ

視
唱
は
、「
ソ
ル
フ
ェ
ー
ジ
ュ
」の
始
ま

り
で
あ
り
、
基
本
で
も
あ
り
ま
す
。
聴
音

を
重
視
し
て
訓
練
す
る
ケ
ー
ス
は
多
い
で

す
が
、
歌
わ
せ
る
こ
と
よ
り
も
聴
音
を
、

と
い
う
の
は
違
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。
聴

音
は
聴
こ
え
た
も
の
を
譜
面
に
表
し
、
歌

は
譜
面
を
声
に
出
す
、
と
い
う
こ
と
で
す

が
、
聴
音
が
で
き
な
い
と
こ
ろ
を
歌
わ
せ

て
み
る
と
、
絶
対
に
歌
え
な
い
ん
で
す
よ
。

小
さ
い
頃
か
ら
歌
う
こ
と
に
慣
れ
さ
せ

て
、
ま
ず
歌
っ
た
も
の
を
書
き
取
る
よ
う

に
す
る
と
良
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

す
。
聴
音
が
苦
手
な
生
徒
が
い
ま
し
た
が
、

視
唱
8
割
・
聴
音
2
割
の
割
合
で
訓
練
し

た
ら
、
聴
音
も
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
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て
、
譜
読
み
は
確
実
に
速
く
な
り
、
間
違

い
も
少
な
く
な
り
ま
す
。

【
４
】  「
和
声
」ア
プ
ロ
ー
チ

初
見
の
と
こ
ろ
で
和
声
の
話
が
出
ま
し

た
が
、
日
本
の
大
学
で
学
ぶ
和
声
は
、
実

施
す
る
こ
と
に
偏
り
す
ぎ
て
い
る
現
状
が

あ
る
と
思
い
ま
す
。
連
続
5
度
・
連
続
8

度
な
ど
の
禁
則
を
叩
き
込
む
よ
り
、
ソ
ル

フ
ェ
ー
ジ
ュ
と
連
動
し
た
、
演
奏
に
役
立

つ
和
声
と
い
う
の
が
現
場
に
は
必
要
だ
と

思
っ
て
い
ま
す
。
演
奏
者
に
役
立
つ
和
声

を
も
う
ち
ょ
っ
と
考
え
な
い
と
、
と
い
う

危
機
感
を
持
っ
て
い
ま
す
。

大
事
な
こ
と
は
、
ま
ず
終
止
を
捉
え
る

こ
と
で
す
。
終
止
を
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ

て
フ
レ
ー
ズ
が
わ
か
る
よ
う
に
な
り
ま

す
。「
V
度
で
と
ま
っ
て
い
る
」「
V
度
か

ら
I
度
に
行
っ
て
終
わ
っ
て
い
る
」
っ
て

い
う
、
そ
こ
を
ま
ず
つ
か
む
こ
と
だ
と
思

う
ん
で
す
ね
。「
ド
ミ
ソ
が
支
配
し
て
い
ま

す
ね
」「
ソ
シ
レ
が
支
配
し
て
い
ま
す
ね
」

「
こ
こ
が
半
分
終
わ
っ
た
か
ん
じ
で
こ
れ
が

半
終
止
っ
て
言
い
ま
す
」、
そ
れ
だ
け
で
い

い
と
思
う
ん
で
す
。
バ
イ
エ
ル
で
は「
ド
ミ

ナ
ン
ト
〜
ニ
ッ
ク（
Ｖ
度
＿ 

Ｉ
度
）」の
終

止
感
を
学
ぼ
う
、
ソ
ナ
チ
ネ
に
入
っ
た
と

き
に
は
サ
ブ
ド
ミ
ナ
ン
ト
の
色
合
い
が
わ

か
る
よ
う
に
し
よ
う
、
ド
ッ
ペ
ル
ド
ミ
ナ

ン
ト
と
い
う
の
が
わ
か
る
よ
う
に
し
よ
う
、

と
い
っ
た
目
的
意
識
で
取
り
組
ん
で
い
っ

た
ら
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

指
針20

世
紀
は
、
フ
ラ
ン
ス
で
ソ
ル
フ
ェ
ー

ジ
ュ
が
高
度
に
極
め
ら
れ
た
結
果
、
ソ
ル

フ
ェ
ー
ジ
ュ
専
科
が
で
き
、
そ
の
反
動
で

改
革
が
起
こ
っ
た
時
代
で
し
た
。「
和
声

も
わ
か
っ
た
、
フ
レ
ー
ジ
ン
グ
も
わ
か
っ

た
。
こ
う
い
う
ふ
う
に
弾
き
た
い
。」と
い

う
段
階
に
至
っ
て
も
、
最
終
的
に
は
そ
れ

を
表
現
す
る
た
め
の
技
術
力
が
な
け
れ
ば

だ
め
だ
と
思
い
ま
す
。
基
礎
的
な
知
識
も

必
要
だ
し
、
演
奏
の
テ
ク
ニ
ッ
ク
も
必
要
。

ど
ち
ら
か
だ
け
で
は
成
り
立
た
な
い
の
で

す
。「
ソ
ル
フ
ェ
ー
ジ
ュ
名
人
」と「
ピ
ア
ノ

の
名
人
＿
素
晴
ら
し
い
ピ
ア
ノ
演
奏
家
」

と
は
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
ん
で
す
。

作
曲
家
の
例
か
ら
ひ
と
つ
。
モ
ー
リ
ス
・

ラ
ヴ
ェ
ル
は
、「
オ
ー
ケ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン

の
天
才
」「
管
弦
楽
の
魔
術
師
」と
言
わ
れ

た
人
で
、
4
種
類
以
上
あ
る
ム
ソ
ル
グ
ス

キ
ー
の「
展
覧
会
の
絵
」の
編
曲
作
品
の
中

で
も
、
ラ
ヴ
ェ
ル
の
編
曲
版
は
卓
越
し
て

い
ま
す
。
ラ
ヴ
ェ
ル
は「
ロ
ー
マ
大
賞
」と

い
う
当
時
権
威
の
高
か
っ
た
作
曲
賞
に
5

回
挑
戦
し
ま
し
た
が
、
大
賞
受
賞
は
な

り
ま
せ
ん
で
し
た
。
作
曲
家
と
し
て
素
晴

ら
し
い
彼
で
す
が
、
ロ
ー
マ
賞
に
出
し
た

「
フ
ー
ガ
」を
見
た
ら
、
下
手
な
ん
で
す
ね

（
も
ち
ろ
ん
達
人
で
は
な
い
、
と
い
う
意
味

合
い
で
す
け
ど
）。フ
ー
ガ
が
で
き
た
か
ら
、

和
声
が
で
き
た
か
ら
作
曲
が
で
き
る
と
は

限
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
和
声
の
大

家
・
ギ
ャ
ロ
ン
や
ビ
ッ
チ
、フ
ォ
ー
シ
ェ
（
※

5
）の
曲
っ
て
、
あ
ま
り
聴
い
た
こ
と
が
な

い
で
し
ょ
う
。

ソ
ル
フ
ェ
ー
ジ
ュ
に
し
ろ
、
和
声
や
対

位
法
の
勉
強
に
し
ろ
、
何
の
た
め
に
や
っ

た
か
、
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
て
し
ま
う
と

大
変
な
こ
と
に
な
る
な
、
と
思
い
ま
す
。

ソ
ル
フ
ェ
ー
ジ
ュ
に
お
い
て
、
は
じ
め
の

大
切
な
目
標
は
、
譜
面
を
速
く
読
め
る
よ

う
に
な
る
こ
と
。
読
譜
を
す
る
た
め
の
基

礎
能
力
、つ
ま
り
、
譜
面
を
見
て
、フ
レ
ー

ジ
ン
グ
、
音
高
、
リ
ズ
ム
、
そ
う
い
っ
た

参考図書：『和声法』
イヴォンヌ・デポルト／アラン・ベルノー
共著  永冨正之・永冨和子共訳
（ビュッフェ・クランポン株式会社）
1990年

こ
と
を
把
握
で
き
る
こ
と
が
目
標
に
な
る

で
し
ょ
う
。
ピ
ア
ノ
で
つ
ま
ず
く
一
つ
の
理

由
と
し
て
、「
譜
読
み
に
労
力
が
か
か
る
」

こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。
譜
面

が
ぱ
ら
ぱ
ら
読
め
る
よ
う
に
な
れ
ば
楽
し

い
し
、
色
々
な
曲
を
弾
い
て
み
た
く
な
る

で
し
ょ
う
し
。
基
本
を
忘
れ
ず
バ
ラ
ン
ス

よ
く
基
礎
力
を
積
み
上
げ
て
い
き
、
そ
の

基
礎
力
の
上
に
、
先
に
述
べ
た
高
度
な
読

譜
力
を
培
っ
て
欲
し
い
と
思
い
ま
す
。

【注釈】
※1： フォルマシオン・ミュジカル（Formation Musical）「音楽の形成」を意味するフランス語。
※ 2： ノエル・ギャロン（Noel Gallon）1891 ～ 1966。フランスの作曲家、音楽理論家。1910年ロー

マ大賞を獲得。1920年よりパリ音楽院でソルフェージュの、1926年より対位法とフーガ
の教授を務める。主要な門人に、モーリス・デュリュフレ、オリヴィエ・メシアン、ポール・モー
リス、アンリ・デュティユー、ゲルト・ボーダー、トニー・オーバンらがいる。

※3： マルセル・ビッチ（Marcel Bitsch） 1921～。フランスの作曲家。1943年ローマ大賞を
獲得（1945年 2位）。日本では特にギャロンとの共著『対位法』（訳：矢代秋雄）が知られて
いる。

※4： ピエール・ブーレーズ（Pierre Boulez）1925～。フランスの作曲家、指揮者。第 2次大
戦後の前衛音楽の旗手の一人。フランス国立音響音楽研究所 IRCAMの創立者で初代所
長（現在は名誉総裁）。

※5： ポール・フォーシェ（Paul Robert Marcel Fauchet）1881～１937。フランスの作曲家、
オルガニスト。フォーシェが著した和声法の課題集『Cinquante Lecons d'Harmonie』
『Quarente Lecons d'Harmonie』は日本でもよく使われた。
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ソ
ル
フ
ェ
ー
ジ
ュ
教
育
の
実
践
①

い
つ
で
も
参
加
、楽
し
く
深
め
る

小
林
洋
子
先
生 （
こ
ば
や
し
よ
う
こ
◎
上
野
学
園
大
学
音
楽
学
部
音
楽
学
科
卒
業
。
全
日
本
ピ
ア
ノ
指
導
者
協
会
会
員
、
日
本
ピ
ア
ノ
教
育
連
盟
会
員
、
江
戸

川
区
音
楽
協
議
会
加
盟
団
体
、
日
本
ダ
ル
ク
ロ
ー
ズ
音
楽
教
育
学
会
正
会
員
、
日
本
ジ
ャ
ッ
ク
＝
ダ
ル
ク
ロ
ー
ズ
協
会
正
会
員
、
ピ
テ
ィ
ナ

江
戸
川
f
l
o
w
e
r
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
代
表
、
小
林
ピ
ア
ノ
教
室
主
宰
。）

設
け
た
き
っ
か
け
は
、
ピ
ア
ノ
の
レ
ッ
ス
ン

の
中
で
基
本
的
な
こ
と（
音
読
み
、
リ
ズ
ム

を
取
る
こ
と
な
ど
）が
で
き
て
い
な
い
子
ど

も
が
非
常
に
多
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

問
題
を
解
決
す
る
べ
く
、
ピ
ア
ノ
の
レ
ッ
ス

ン
の
中
で
ソ
ル
フ
ェ
ー
ジ
ュ
を
取
り
入
れ
て

い
ま
し
た
が
、
な
か
な
か
時
間
が
足
り
ま

せ
ん
で
し
た
。
ま
た
、
個
人
レ
ッ
ス
ン
の
中

で
学
習
内
容
を
統
一
的
に
扱
う
こ
と
の
難

し
さ
、
一
人
一
人
に
同
じ
こ
と
を
伝
え
て
い

く
こ
と
の
効
率
の
悪
さ
を
感
じ
、
グ
ル
ー
プ

レ
ッ
ス
ン
の
構
想
が
生
ま
れ
て
き
ま
し
た
。

自
力
で
楽
譜
が
読
め
、
新
し
い
曲
に
ど

ん
ど
ん
チ
ャ
レ
ン
ジ
で
き
る
こ
と
・
曲
を
深

く
理
解
す
る
喜
び
を
持
て
る
こ
と
で
、
譜

読
み
の
ス
ト
レ
ス
も
軽
減
し
、
ピ
ア
ノ
を

楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
ソ

ル
フ
ェ
ー
ジ
ュ
は
決
し
て
音
楽
の
専
門
家
を

目
指
す
人
だ
け
の
た
め
の
も
の
で
は
な
く
、

音
楽
を
学
ぶ
人
す
べ
て
に
必
要
な
も
の
な

の
で
す
。

最
初
、
月
1
回
の
ソ
ル
フ
ェ
ー
ジ
ュ
レ
ッ

ス
ン（
グ
ル
ー
プ
）を
始
め
た
と
こ
ろ
、
そ

れ
ま
で
な
か
な
か
レ
ベ
ル
が
上
が
ら
な

か
っ
た
生
徒
さ
ん
が
、
グ
ル
ー
プ
レ
ッ
ス

ン
と
い
う
相
乗
効
果
も
あ
っ
て
急
に
ぐ
っ

と
伸
び
ま
し
た
。
効
果
を
実
感
し
ま
し
た

が
、
月
1
回
で
も
足
り
ず
、
現
在
は
基
本

的
に
月
3
回
と
し
て
い
ま
す
。
た
だ
、
生

徒
さ
ん
の
都
合
も
様
々
な
の
で
、
月
1
回

コ
ー
ス
も
残
し
、
月
1
回
コ
ー
ス
と
月
3

回
コ
ー
ス
を
希
望
に
よ
り
選
ん
で
も
ら
う

よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

ソ
ル
フ
ェ
ー
ジ
ュ
導
入
に

あ
た
っ
て
の
苦
労
と
工
夫

ソ
ル
フ
ェ
ー
ジ
ュ
は
継
続
的
な
訓
練
が
必

要
に
な
り
ま
す
の
で
、
実
力
を
つ
け
る
た

め
に
は
、
月
3
回
程
度
の
レ
ッ
ス
ン
は
必
要

だ
と
考
え
た
の
で
す
が
、
そ
れ
で
も
月
1

回
コ
ー
ス
を
残
し
た
の
に
は
理
由
が
あ
り

小
林
先
生
は
、学
生
時
代
に「
小
林
ピ
ア
ノ
教
室
」を
開
設
。
今
で
は
、ピ
ア
ノ
の
レ
ッ
ス
ン
に
加
え
て
、ソ
ル
フ
ェ
ー
ジ
ュ
、作
曲
、

幼
児
リ
ト
ミ
ッ
ク
、
絶
対
音
感
な
ど
の
コ
ー
ス
を
開
設
し
、
専
門
の
講
師
の
先
生
方
と
指
導
に
あ
た
ら
れ
て
い
ま
す
。

教
室
の
特
徴
は
、「
ピ
ア
ノ
と
ソ
ル
フ
ェ
ー
ジ
ュ
が
一
体
に
な
っ
た
レ
ッ
ス
ン
」。
小
林
先
生
が
目
指
し
て
い
る
こ
と
、
レ
ッ
ス
ン
の

手
法
を
お
伺
い
し
ま
し
た
。

（
取
材
・
編
集
：
佐
藤
史
子
）

想
や
実
際
の
レ
ッ
ス
ン
手
法
が
確
立
し
て

い
く
に
従
っ
て
、ピ
ア
ノ
講
師
、作
曲
講
師
、

リ
ト
ミ
ッ
ク
講
師
と
い
っ
た
よ
う
に
、
様
々

な
専
門
分
野
の
講
師
を
迎
え
、
徐
々
に
体

制
を
整
え
て
き
ま
し
た
。
ソ
ル
フ
ェ
ー
ジ
ュ

は
現
在
、
幼
児
は
私
と
リ
ト
ミ
ッ
ク
講
師
、

小
学
生
は
私
と
も
う
1
名
の
ピ
ア
ノ
専
門

の
講
師
が
、
中
高
生
、
大
学
生
、
大
人
は

作
曲
の
講
師
が
見
て
い
ま
す
。

ソ
ル
フ
ェ
ー
ジ
ュ
は

誰
に
で
も
必
要

ソ
ル
フ
ェ
ー
ジ
ュ
の
レ
ッ
ス
ン
日
を
別
に

現
在
の
レ
ッ
ス
ン
体
制

こ
れ
ま
で
感
じ
て
き
た
ピ
ア
ノ
レ
ッ
ス

ン
の
課
題
を
改
め
て
見
直
し
た
時
、
ソ
ル

フ
ェ
ー
ジ
ュ
を
学
ぶ
こ
と
で
音
楽
が
も
っ

と
楽
し
く
な
っ
て
、
そ
の
結
果
ピ
ア
ノ
も

も
っ
と
上
達
す
る
の
で
は
…
そ
の
よ
う
に

ソ
ル
フ
ェ
ー
ジ
ュ
の
可
能
性
に
注
目
す
る

よ
う
に
な
っ
て
、
本
格
的
に
ソ
ル
フ
ェ
ー

ジ
ュ
レ
ッ
ス
ン
に
取
り
組
み
始
め
ま
し
た
。

最
初
の
数
年
間
は
、
ピ
ア
ノ
も
ソ
ル
フ
ェ
ー

ジ
ュ
も
私
一
人
で
指
導
し
て
い
ま
し
た
。
そ

の
間
、
徐
々
に
ソ
ル
フ
ェ
ー
ジ
ュ
指
導
の
構
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①目的
◎ 音楽的で表現豊かな演奏のための基礎づくり。（読
譜力の向上・作曲家や作品の時代背景・形式・リズム・
和声など、音楽的演奏に不可欠な要素を正しく読み
解釈すること）

②手法
◎ ピアノのレッスンと月3回のソルフェージュレッス
ンをセットにする。

 （希望によりソルフェージュ月1回コースも選べる）
◎ 生徒5～8人に対して講師2名。
 （小学生）
◎ 1回45分、視唱・聴音・リズム・楽典・伴奏付け・コー
ド・初見視奏・アンサンブルなどテンポよく進める。

③効果
◎ 今まで以上に音楽に興味がもてるようになった。
◎友達と一緒に楽しく音楽の勉強に取り組める。
◎モチベーションが上がった。
◎ 譜読みが速くなった。
◎歌が上手になった。
◎楽譜に対する意識が高まり、演奏が音楽的になった。

ま
す
。
当
初
、
ソ
ル
フ
ェ
ー
ジ
ュ
グ
ル
ー
プ

レ
ッ
ス
ン
を
生
徒
さ
ん
や
保
護
者
の
方
に
受

け
入
れ
て
も
ら
う
こ
と
自
体
、
難
し
い
こ

と
で
し
た
。
ま
ず
は
、
月
1
回
で
も
実
際

に
ソ
ル
フ
ェ
ー
ジ
ュ
レ
ッ
ス
ン
を
受
け
て
も

ら
っ
て
、
ソ
ル
フ
ェ
ー
ジ
ュ
レ
ッ
ス
ン
の
効

果
を
実
感
し
て
い
た

だ
く
こ
と
を
目
標
に

し
た
の
で
す
。

ソ
ル
フ
ェ
ー
ジ
ュ

レ
ッ
ス
ン
導
入
に
あ

た
っ
て
、
説
明
資
料

を
作
成
し
て
配
布
し

た
り
、
保
護
者
会
を

開
催
し
ま
し
た
。
ソ

ル
フ
ェ
ー
ジ
ュ
を
知

ら
な
い
方
が
多
く
、

ど
う
い
う
も
の
な
の

か
、
何
故
必
要
な
の

か
、
と
い
う
こ
と
を

一
か
ら
ご
説
明
し
、

必
要
性
を
訴
え
ま
し

た
。
忙
し
い
子
ど
も

達
は
週
に
2
回（
ピ

ア
ノ
と
ソ
ル
フ
ェ
ー

ジ
ュ
）予
定
を
確
保

す
る
こ
と
が
難
し
い

と
い
う
こ
と
も
あ
り
、

月
1
回
コ
ー
ス
も
選
ん
で
い
た
だ
け
る
よ

う
に
し
た
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。

今
後
の
目
標

今
後
目
指
し
て
い
る
の
は
、「
公
文
式
の

よ
う
な
音
楽
教
室
」。
自
分
の
レ
ベ
ル
や
ス

ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
合
わ
せ
て
参
加
で
き
、
音

楽
を
多
角
的
に
学
べ
、年
齢
も
関
係
な
く
、

や
る
気
が
あ
れ
ば
ど
ん
ど
ん
伸
び
る
と
い

う
ス
タ
イ
ル
で
す
。「
や
ら
せ
る
」の
に
は

限
界
が
あ
り
、
自
分
で「
や
り
た
い
」と
い

う
気
持
ち
を
育
て
な
け
れ
ば
、
本
当
の
意

味
で
の
成
長
は
な
い
と
思
っ
た
の
で
す
。

4
月
か
ら
は
、
16
時
か
ら
20
時
と
い
う

長
い
時
間
の
中
で
、
導
入
〜
受
験
生
ま
で

対
応
で
き
る
様
々
な
要
素
を
盛
り
込
み
、

ど
ん
ど
ん
難
易
度
を
上
げ
て
い
く
ス
パ
イ

ラ
ル
な
進
行
を
試
み
て
み
よ
う
と
思
っ
て

い
ま
す
。

ピ
ア
ノ
と
ソ
ル
フ
ェ
ー
ジ
ュ
、
合
わ
せ

て
週
2
日
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
確
保
が
難
し

い
子
に
は
、
ピ
ア
ノ
と
ソ
ル
フ
ェ
ー
ジ
ュ

の
レ
ッ
ス
ン
を
1
日
で
受
講
で
き
る
よ
う

に
も
し
て
い
ま
す
。
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を

常
に
保
つ
の
は
難
し
い
で
す
が
、
音
楽
を

よ
り
身
近
に
感
じ
て
も
ら
い
、
ピ
ア
ノ
演

奏
に
役
立
つ
た
め
の
楽
し
い
ソ
ル
フ
ェ
ー

ジ
ュ
レ
ッ
ス
ン
を
今
後
も
展
開
し
て
い
き

た
い
と
思
い
ま
す
。

左）東原明日香先生　右）小林洋子先生　



20

レッスンの進行

◆ソルフェージュ総合 B クラス（小学校低学年）◆

1. リズム打ち
使用教材：リズムカード
先生が提示したリズムを
手で打つ。

2． 視唱
使用教材：「子どものためのソルフェージュ」
手で拍を刻みながら歌う。

ポイント：音楽的な演奏のための声かけ。「お休み
のところがあったよね。何休符ですか？そう、八
分休符だね。」「お休みのところも音楽は進んでいる
ことを忘れずに、もう1回歌ってみよう。」
（⇒休符に対する意識を高める）

宿題：「おうちで歌っておいてください。」

3． コード・和声進行

ピアノのまわりに集まる。
「これ何の和音？　そう、Cの和音だね。」
「これは？そう、G。5番目の和音です。」

カードを出す。　
「これを「カデンツ」といいます。ハ長

調でよいので弾いてみて。」
全員がピアノで基本形を弾いてみる。
次に、転回形を弾く。
「ソーシーレだと少し遠いよね。第1転回形のシーレー
ソで弾いてみましょう。」
「形が変わってもGなんだよね。」
「じゃあ、今度はニ長調で I-V-I を弾いてみましょう。」
全員で弾いてみる。（基本形でも転回形でもよい。）

ポイント：声かけ
「みんな心の中で歌ってみてください。」
（⇒待っている子も暇にさせない）
「音楽は、こういうカデンツが連なってできていま
す。」
「曲の最後はこの形になっていることが多いので、
思い出しながら弾いてみてください。パターンが
いくつかあるけれど、今日は　I-V-I のパターンを
初めてやってみました。」
（⇒曲へのつながりを意識させる）

4． 楽典

教材：手作りのプリント
「ハ長調の Iの和音は、何の音から重ねるんだっけ？」
「そう、ド。」
「ハ長調の音階をみんなで歌ってみたいと思います。」
「そう。では、次にニ長調を歌ってみましょう。」
「これを書いてみましょう。」

I-V-I
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1． スケール
スケール・カデンツを一人ずつ弾く。

（1） Adur　　（2） Gdur　（3） Ddur

ポイント：見ているみんなで指使いをチェック。声
かけ「速さは競ってないからね。」「正しくチェックし
てあげて。」「指は大丈夫だったと思うけど、落ち着
いて弾けるとよかったね。」

2． コード・和声進行
カードを出す。　
調の指示に従ってカデンツを弾く。

（B-dur、d-moll、e-moll、）

ポイント：声かけ「慣れるまでDurでやってみたら
よさそうだね。」「とりあえずC-Durで覚えて、移
調できるようにしてみましょう。」

3． 即興
「C-durの I度の
和音の中で歌っ
てみよう。」
「C-durの I度の
音は何だった？」
「V度は？」（⇒和
音を書く）
「今書いた和音を
バラバラにして、
み んなで 1曲
作ってみよう。」
「リズムは指定し
ちゃおうか。」（⇒
小節ごとにリズ
ムカードを置く）

「分担を決めます。Aちゃん、Bちゃん、Cちゃん、先生。」
「いいかな？」

ト長調の音階を完成させる。
・ まず調号なしで弾いてきかせ、「何が変だっ
た？」
・ 「何調かわかった人？そう、ト長調だね。
書いておいてください。」

ト長調の音階を完成させる。

ポイント：進行状況を目配り。声もかけて様
子を見る。わからない子がいたらフォロー。

5． リズム
2小節のリズムに拍子を書き加え、1小節ずつ
拍子を数えながらリズム打ち。
それぞれの小節ができたら、通してリズム打ち
をする。

ポイント：声かけ「身体を固くしないように
ね。音楽にのって。ピアノと一緒です。」

6． 聴音
（1） 和声聴音
・ 譜面を補う。（ト音記号・ヘ音記号）
・ 和音を聴き取る。
・ 最後に一緒に歌ってハーモニーを感じる。
（お互いの音を聴き合う）

（2） リズムの聴き取り
 （音程だけが記入してある楽譜に、符尾を書

き込む）
・ 通して弾くのを拍子をとりながら聴く。
・ 2小節分聴いて書き込む。
・ 残りを聴き取る。
・ 終わったら、リズムを叩いてみる。

ポイント：記譜など含め、よいところを見つ
けて褒める。「縦のラインが合っていて、と
てもよいです。」

号令をかけ、挨拶して終わり。

ポイント：
ひとつ終わるとタイミングよくその次にうつ
る。あきさせない。
「難しかった？」生徒さんの感触を確認。

◆ソルフェージュ総合 C クラス◆
（小学校高学年）

I-V7-I
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♪A「ドミソ、ソドミ」⇒B「ソソ、シレソ」⇒C「ソ
レシ、ソレシ」⇒先生「ドーミソドー」
※2回（2パターン）作ってみる。

「じゃあ、今度は、和音を変えてみよう。I-IV-V-I のカ
デンツをやってみたいと思います。」
「近い IV度は？」「近い V度は？」（⇒自然な転回形の
カデンツをつくる）
♪A「ドードーミミドー」⇒ B「ファードファラー
ファー」⇒C「レシソーレシソー」⇒先生「ソーミ
ソドー」

「では、リズムもなくします」
♪A「ドミソミドーミー」⇒B「ララファラドーファー」
⇒C「ソソレシソソソー」　⇒先生「ミソミソドー」

ポイント：声かけ
「前の人のつながりも聴きながら次のメロディーを
作れるようにしましょう。」
「次回、違う調もできるといいね。」

「最後に、まとめのペーパーテストです。」

4． 楽典
音階の譜
面を完成
さ せ る。
（調号を補
う）

5． リズム打ち
拍子を数えな
がら手でリズ
ムを打つ。

ポイント：声かけ「シンコペーションが入っていた
よね。それがちゃんと出るように。」
よくできたら褒める。

6． 聴音
（1） 和声聴音
 3 声の和音聴音。
・ 譜面を補う。（4小節になるように小節線を加える）
・ 和音を聴き書き取る。（まずバス、次にソプラノ、
最後にアルト、など順番に各声部に集中して聴
き取っていく。）

ポイント：声かけ
「最初の和音は、C-durの何度だったかな？」「I度。」
「そう。C-durの I度の音のどれかが入るんだよ。」

・ 最後にアルトを一緒に歌ってハーモニーを感じる。

ポイント：声かけ「今日は難しかったかな？」「弾き
ながら、聴き取りづらかった声部を歌ってみる練
習をしましょう。そうするとだんだん聴こえるよう
になってきます。」

（2） リズムの聴き取り
 （音程だけが記入してある楽譜に、符尾を書き込む）
・ 通して弾くのを拍子をとりながら聴く。
 「もう一度通して弾きます。あと2回で取れるよ
うにね」
・ 終わったら、みんなで歌う。

ポイント：
リズムを聴き取るだけでなく、それを書き表すこと
が難しい。先生がフォローしながら。
「拍の指折りがリズムにつられてずれてしまうこと
があるね。気をつけてね。」

宿題：コードネームを答える、コードの第 1転回形を
書き込む問題。

7． 弾き歌い（初見）
一人ずつ初見で弾き歌いをする。
次に、左の分散和音をコードにして弾き歌いをする。

ポイント：
「ピアノのときでも、和
音で弾いてみてって言
われることあるでしょ。
これをやることによっ
て、和声の移り変わり
を聴けると思います。
ドミソシレソに気をと
られていると聴けない
時ってありますよね。
整理して流れを意識で
きるようになります。」
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ソ
ル
フ
ェ
ー
ジ
ュ
教
育
の
実
践
②

音
楽
を
生
か
す「
リ
ズ
ム
」

坂 

か
ず
先
生 （
さ
か
か
ず
◎
武
蔵
野
音
楽
大
学
ピ
ア
ノ
科
卒
業
。
ピ
ア
ノ
ソ
ロ
を
今
川
佐
和
子
、
イ
エ
ロ
ス
ラ
ブ
・
シ
ェ
ニ
シ
ン
、
黒
田
亜
樹
、
室
内
楽
を
法

倉
雅
紀
、
ガ
ネ
フ
夫
妻
、
ソ
ル
フ
ェ
ー
ジ
ュ
を
飯
島
栄
嗣
、
松
代
信
子
の
諸
氏
に
師
事
。
ピ
テ
ィ
ナ
鹿
嶋
フ
リ
ュ
ー
ゲ
ル
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
代
表
、

自
宅
ピ
ア
ノ
教
室「
ム
ジ
カ
ハ
ウ
ス
Ｋ
」を
主
宰
。）

レ
ッ
ス
ン
作
り
の
背
景
に
あ
る

経
験
・
考
え

母
が
音
楽
教
室
の
シ
ス
テ
ム
開
発
チ
ー

ム
の
一
員
で
、
幼
い
頃
か
ら
私
は
あ
る
意

味
、
実
験
台
的
な
役
割
を
担
っ
て
い
ま
し

た
。
徹
底
的
な
音
感
教
育
を
日
常
的
に
受

け
、
耳
が
鍛
え
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と

も
あ
り
ソ
ル
フ
ェ
ー
ジ
ュ
は
大
好
き
。
大

学
時
代
は
授
業
だ
け
で
は
飽
き
足
ら
ず
、

教
授
の
と
こ
ろ
に
レ
ッ
ス
ン
に
通
っ
て
い

た
く
ら
い
で
す
。

自
分
が
大
学
で
学
ん
だ
こ
と
を
、
相
手

が
子
ど
も
だ
か
ら
と
い
う
こ
と
で
音
楽
的

な
質
を
下
げ
ず
に
子
ど
も
達
に
伝
え
る
方

法
づ
く
り
は
、
試
行
錯
誤
の
連
続
で
す
。

時
に
は
外
部
に
ネ
タ
作
り
の
刺
激
を
求
め

ま
す
。
2
年
前
は
リ
ト
ミ
ッ
ク
研
究
セ
ン

タ
ー
に
通
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
学
ん
だ
リ

ト
ミ
ッ
ク
は「
音
楽
を
使
っ
た
幼
児
教
育
」

的
性
格
が
大
き
く
、
立
場
の
違
い
を
実
感

し
ま
し
た
が
、
学
ん
だ
こ
と
は
数
多
く
、

こ
れ
は
良
い
と
感
じ
た
ネ
タ
は
専
門
的
に

ア
レ
ン
ジ
し
て
使
っ
て
い
ま
す
。
リ
ズ
ム

に
身
近
な
言
葉
を
当
て
は
め
る
と
い
う
ア

イ
デ
ィ
ア
も
、
レ
ッ
ス
ン
に
取
り
入
れ
た

こ
と
の
ひ
と
つ
で
す
。

現
在
の
レ
ッ
ス
ン
体
制

ピ
ア
ノ
の
レ
ッ
ス
ン
の
中
だ
け
で
は
時

間
が
足
り
ず
、
も
っ
と
踏
み
込
ん
だ
レ
ッ

ス
ン
を
し
た
い
と
思
い
、
5
年
前
か
ら
月

に
一
度
の
グ
ル
ー
プ
レ
ッ
ス
ン
を
始
め
ま

し
た
。

最
初
は
月
４
回
の
レ
ッ
ス
ン
の
う
ち
3

回
を
ピ
ア
ノ
、
１
回
を
ソ
ル
フ
ェ
ー
ジ
ュ
の

レ
ッ
ス
ン
に
充
て
て
い
た
の
で
す
が
、
教

え
る
側
も
親
御
さ
ん
も「
ソ
ル
フ
ェ
ー
ジ
ュ

レ
ッ
ス
ン
は
楽
し
い
け
れ
ど
、
特
に
本
番

前
な
ど
は
ピ
ア
ノ
の
レ
ッ
ス
ン
時
間
が
足

り
な
い
」と
い
う
ス
ト
レ
ス
を
感
じ
る
結

坂
先
生
の
教
室
の
モ
ッ
ト
ー
は
、「
音
楽
は
耳
と
心
か
ら
！
」。

普
段
の
ピ
ア
ノ
の
個
人
レ
ッ
ス
ン
の
中
に
ソ
ル
フ
ェ
ー
ジ
ュ
的
な
要
素
を
盛
り
込
み
な
が
ら
進
め
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
ほ
か
、

月
に
1
度
、
リ
ズ
ム
活
動
を
中
心
と
す
る
グ
ル
ー
プ
レ
ッ
ス
ン
を
実
施
。

リ
ズ
ム
活
動
に
特
化
し
た
グ
ル
ー
プ
レ
ッ
ス
ン
の
狙
い
と
成
果
に
つ
い
て
お
伺
い
し
ま
し
た
。

（
取
材
・
編
集
：
佐
藤
史
子
）
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①目的
◎身体で感じて音楽的に表現できる。
◎リズム感を育てる。
◎意識の通った演奏。

②手法
◎リズム活動を中心に行なうグループレッスンを
月に1度実施。

 （1回2時間、未就学児～小学校4年生まで、
約20名の生徒、講師2名）
◎個人レッスンの中での読譜への取り組み。

③効果
◎リズムが読めるようになって譜読みが楽に
なった。
◎リズム感がよくなった。
◎リズムに対する反応がよくなった。
◎意識的な演奏ができるようになった。

果
と
な
り
ま
し
た
。

そ
ん
な
わ
け
で
、
間
も
な
く
、
ピ
ア
ノ

3
回
+
ソ
ル
フ
ェ
ー
ジ
ュ
１
回
、
ま
た
は

ピ
ア
ノ
４
回
+
ソ
ル
フ
ェ
ー
ジ
ュ
１
回
、
の

い
ず
れ
で
も
選
べ
る
現
在
の
ル
ー
ル
に
し

ま
し
た
。
ソ
ル
フ
ェ
ー
ジ
ュ
は
月
曜
日
と

水
曜
日
の
2
日
程
設
定
し
、
ど
ち
ら
か
都

合
の
よ
い
ほ
う
に
参
加
で
き
る
よ
う
に
し

て
い
ま
す
。
現
在
ほ
ぼ
全
員
が
ピ
ア
ノ
４

回
と
ソ
ル
フ
ェ
ー
ジ
ュ
を
受
講
し
て
い
ま

す
。グ

ル
ー
プ
レ
ッ
ス
ン
を
始
め
る
際
、
親

御
さ
ん
へ
ソ
ル
フ
ェ
ー
ジ
ュ
と
は
具
体
的

に
何
、
と
い
う
の
を
伝
え
る
こ
と
が
難

し
く
戸
惑
っ
た
記
憶
が
あ
り
ま
す
。
音

楽
に
お
い
て「
耳
を
育
て
る（
ソ
ル
フ
ェ
ー

ジ
ュ
）」こ
と
の
大
切
さ
を「
ム
ジ
カ
通
信
」

と
い
う
教
室
の
お
便
り
で
普
段
か
ら
お
伝

え
し
て
い
た
こ
と
、
教
育
意
識
の
高
い
親

御
さ
ん
が
多
い
こ
と
、
先
生
の
お
勧
め
な

ら
や
っ
て
み
よ
う
か
な
、
な
ど
と
自
然
な

流
れ
で
今
の
形
が
で
き
ま
し
た
。
成
果
を

上
げ
る
と
い
う
責
任
の
下
、
や
り
が
い
と

試
行
錯
誤
の
楽
し
さ
を
感
じ
な
が
ら
取
り

組
ん
で
い
ま
す
。

グ
ル
ー
プ
レ
ッ
ス
ン
で
の

リ
ズ
ム
教
育

グ
ル
ー
プ
で
は
リ
ズ
ム
活
動
を
中
心
に

行
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
何
故
リ
ズ
ム
に

特
化
し
て
い
る
の
か
と
い
う
と
、
音
楽
に

お
い
て
リ
ズ
ム
は
と
て
も
大
切
で
あ
り
、

ふ
と「
リ
ズ
ム
感
が
足
り
な
い
」と
気
付
い

た
と
き
は
も
う
遅
い･･･

な
ら
ば
早
い
う
ち

に
楽
し
く
教
育
し
て
お
き
た
い
、
と
思
う

か
ら
で
す
。

・ 

初
期
の
頃
か
ら
反
復
し
て
身
体
で
覚
え

さ
せ
る

・ 

音
楽
の
中
で
時
間
の
進
む
感
覚
を
持
た

せ
る

と
い
う
意
図
で
レ
ッ
ス
ン
を
進
め
て
い

ま
す
。

子
ど
も
達
の
中
に
は
当
然
リ
ズ
ム
感
の

あ
る
子
と
そ
う
で
な
い
子
が
い
る
わ
け
で

す
が
、
一
緒
に
や
っ
て
い
る
う
ち
に
リ
ズ

ム
感
の
な
い
子
も
あ
る
子
に
引
っ
張
ら
れ

て
い
き
ま
す
。
リ
ズ
ム
を
追
い
か
け
て
い

る
う
ち
は
か
み
合
い
ま
せ
ん
。
自
ら
リ
ズ

ム
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
、
お
友
達
と
リ
ズ

ム
の
会
話
が
で
き
る
よ
う
訓
練
し
ま
す
。

そ
こ
が
グ
ル
ー
プ
で
行
う
こ
と
の
意
義
で

す
ね
。
個
人
で
は
味
わ
う
こ
と
の
で
き

な
い
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
的
な
要
素
を
取
り
入

れ
る
こ
と
に
よ
り
個
々
の
リ
ズ
ム
が
か
み

合
っ
た
と
き
の
喜
び
を
知
る
こ
と
や
、
な

に
よ
り
仲
間
と
一
緒
に
音
楽
を
作
り
上
げ

る
喜
び
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

個
人
レ
ッ
ス
ン
で
の
取
り
組
み

個
人
レ
ッ
ス
ン
の
中
で
は
、
ソ
ル
フ
ェ
ー

ジ
ュ
の
時
間
を
特
別
に
設
け
て
は
い
ま
せ

ん
が
、
ソ
ル
フ
ェ
ー
ジ
ュ
的
な
ア
プ
ロ
ー

チ
は
多
く
取
り
入
れ
て
い
ま
す
。
導
入
期

の
う
ち
か
ら
、
メ
ロ
デ
ィ
ー
を
歌
い
な
が

ら
伴
奏
を
弾
い
た
り
、
左
手
を
弾
き
な
が

ら
右
手
の
リ
ズ
ム
を
叩
い
た
り
、
和
声
を

感
じ
る
訓
練
を
し
た
り
、
と
い
う
こ
と
を

毎
回
レ
ッ
ス
ン
で
行
い
ま
す
。つ
ま
り
色
々

な
こ
と
を
同
時
に
や
り
、
脳
が
指
揮
者
に

な
れ
る
よ
う
な
訓
練
で
す
ね
。『
プ
レ
・
イ
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◆個人レッスンでの読譜指導◆
例） 左手で一つ一つの音を意識して弾きながら、右手
パートを音程も表情もつけずに唱えさせる。音程・
表情はつけず、リズムとアーティキュレーションは
しっかり唱えさせます。

 （⇒両手で正確に弾ける。特に『プレ・インベンショ
ン』などポリフォニー教材に効果的。）

「意識してスタッカートしているのか、結果的にス
タッカートになっているのか、といったことは、指・腕・
目線などを見ているとわかります。着地しようと思って
着地した子と、なんとなく上行ったから下、という子
は違うものです。子ども達は自覚できていないと思う
のですが、先生がダメと言ったとき、OKを出したとき、
実際にどう弾いていたかを結びつけることでわかって
きているんだと思うんですね。」

ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
』に
入
る
頃
か
ら
は
、毎
週
、

そ
う
い
っ
た
耳
の
訓
練
を
宿
題
と
し
て
与

え
ま
す
。
全
部
の
曲
で
や
る
と
大
変
な
の

で
、「
こ
の
曲
」と
決
め
た
り
、「
こ
の
部
分
」

と
決
め
た
り
す
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

子
ど
も
の
と
き
か
ら
バ
ラ
ン
ス
よ
く
導

か
な
い
と
、
指
揮
者
不
在
の
オ
ー
ケ
ス
ト

ラ
の
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
う
ケ
ー
ス
が
見

受
け
ら
れ
ま
す
。
せ
っ
か
く
よ
い
耳
を
身

に
つ
け
て
も
、
そ
れ
を

音
楽
作
り
に
使
う
こ
と

の
で
き
な
け
れ
ば
本
末

転
倒
で
す
。
こ
れ
に
は

細
心
の
注
意
を
払
っ
て

い
ま
す
。「
譜
面
を
読
む

込
む
」こ
と
を
徹
底
し
て

取
り
組
ん
で
い
る
の
も

そ
の
一
つ
で
す
。
音
が

上
が
っ
て
い
け
ば
緊
張

感
が
増
す
、
音
の
跳
躍

に
対
し
て
の
感
覚
、
和

声
進
行
に
対
し
て
の
知

識
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ア
ー

テ
ィ
キ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
を

ど
う
表
現
し
て
い
く
か
、

全
体
の
音
楽
構
成
な
ど

を
子
ど
も
と
私
で
デ
ィ

ス
カ
ッ
シ
ョ
ン（
？
）し
て

考
え
ま
す
。
そ
う
や
っ
て
楽
譜
と
向
き
合

う
こ
と
に
よ
り
、
楽
譜
が
何
を
語
っ
て
い

る
の
か
を
想
像
し
、
演
奏
す
る
こ
と
に
楽

し
み
を
見
出
し
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

子
ど
も
達
に

習
得
さ
せ
た
い
こ
と

ソ
ル
フ
ェ
ー
ジ
ュ
＝
音
楽
全
般
の
基
礎

能
力
と
考
え
て
い
ま
す
。
し
か
し
ソ
ル

フ
ェ
ー
ジ
ュ
は
大
学
に
入
る
た
め
の
一
教

科
で
、「
聴
き
取
り
」「
書
き
取
り
」が
で
き

た
ら
Ｏ
Ｋ
と
思
っ
て
い
る
人
も
多
い
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

書
き
取
り
は
ソ
ル
フ
ェ
ー
ジ
ュ
教
育
の

結
果
の
一
つ
で
あ
り
、
書
き
取
り
が
で
き

る
こ
と
を
目
的
に
訓
練
す
る
と
い
う
の
は

間
違
い
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
私
は
子
ど

も
達
に
は
あ
ま
り
書
か
せ
て
い
ま
せ
ん
。

そ
の
時
期
に
そ
ん
な
こ
と
を
す
る
よ
り
は
、

音
を
感
じ
る
と
か
、
リ
ズ
ム
に
乗
る
気
持

ち
よ
さ
を
知
る
と
い
っ
た
こ
と
の
ほ
う
が

大
切
だ
と
思
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。

音
楽
専
門
に
行
き
た
い
と
思
っ
て
、
だ

か
ら
ソ
ル
フ
ェ
ー
ジ
ュ
を
習
い
に
行
く
、

と
い
う
の
で
は
な
く
、
専
門
に
進
み
た
い

と
思
っ
た
と
き
に
、
基
礎
力
が
自
然
に
備

わ
っ
て
い
る
、
と
い
う
の
が
理
想
で
す
。

基
礎
力
が
あ
れ
ば
自
信
を
も
っ
て
音
楽
を

作
り
楽
し
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。
上
を
綺

麗
に
ぬ
る
の
で
は
な
く
て
、時
間
が
か
か
っ

て
も
一
つ
一
つ
て
い
ね
い
に
積
み
上
げ
て
い

き
た
い
も
の
で
す
ね
。
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レッスンの進行

◆グループレッスン◆

教室の生徒数は45人で、根本理美先生と2
名で指導。ソルフェージュの1回あたりの参
加人数は20名程度です。ここ数ヶ月は「4/4
拍子・十六分音符を含む４小節のリズムを暗
記し発表する」ことに取り組んできて、今回は
そのまとめのレッスンの様子です。

講師：坂かず先生、根本理美先生
生徒：幼稚園・保育園～小学校 4年生まで、この日は
計17名。

幅広い年齢層の生徒さんを年齢が偏らないようにグ
ループ分け。それぞれの生徒さんの性格などを考慮し
て、先生がバランスを調整します。

1． リズム打ち（4～5人で1グループ）
先生が出すリズムカードに従ってリズム打ち。
「先生が今から出すリズムを3回ずつ叩きます。必ず
手と口を一緒に動かしてね。」

しいたけ　

バナナ　

おにぎり　

ケチャップ

ソース　

（1） まず全員で 3 回ずつ。

ポイント：声かけ
「今ナナちゃんがとてもよかったです。ナナちゃん
は先生が言ってることをよく守ってやっていまし
た。ナナちゃんお手本を見せてくれる？」
（⇒上手にできている子は積極的に褒める。よいリ
ズム感の表現を伝える。）

（2）グループごとに 4 回ずつ。

ポイント：声かけ
「ソース」のソとスはどっちが軽い？」
正しく生き生きとしたリズムで叩いてね。
先生より：「長いものより短いものが軽い、といっ
たようなことはピアノのレッスンの中でやってるん
ですよ。でも叩くと別物になってしまって。ああ、
完璧じゃないんだなあ、と思います。」

2． リズム記憶ゲーム
各グループにリズムカードを4枚ずつ渡す。

（1） 4 小節のリズムを作る。
グループごとに4枚のリズムカードを並べる。

ポイント：
音楽的なリズム配列になるように、先生がアドバ
イスする。「最後になりそうなのはどのリズムかな？
3番目に難しいリズムが来ることが多いよね。」
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（2）グループごとに練習
リズムを手で打ち、リズムパターンを唱える。
覚えたカードは裏返す。

例）
しーぶ、しーぶ
しーぶ、しーぶ

しーぶ、
ふてーんにぶおんぷ

ケチャップケチャップ
バナナしーぶ

ぜーんおんぷのーばーそ！

（3）グループごとに発表
覚えたリズムをみんなの前で披露します。

ポイント：声かけ
「よかったね。すごい！」

（4）グループの中で、担当のリズムを分担
小節ごとにリレーでリズムをつなぎます。

ポイント：声かけ
「グループとしてひとつの曲になりましたか？」
「次の人に自分のリズムが伝わらないと、次の人が
出られないよ。」
「レイナちゃんがとても上手にやってました。終わ
るときに、次のトモくんをちゃんと見てます。トモ
くんもレイナちゃんの視線を受け取ったね。それ
が自然にできるのは、コミニュケーションが上手に
できているってことだね。」
「音楽にとって、とても重要なことです。」
「1小節目の人は、みんな始められるかな？って確
認します。それから身体でブレスを感じてはじめて
ね。4小節目の人は終わったよ、という気持ちで
終えましょう。」
「視線を送るのは上手でした。今度は、受け取るの
を上手にやってみてね。」

（5） グループごとに発表
良い点をみんなで確認。

（6） リズムを書く
カードを裏返しにして、グループで覚えたリズムを書
き、書けたら答え合わせ。

ポイント：声かけ
「4/4拍子は、上と下どっちから書くんだっけ？そう、
下からだね。」
「小節を4つに割りましょう。」
「最後の線はなんていう？」「そう、終止線。」

3． リズム打ち耐久レース
 （2名で組む）
AさんとBさんで交代でリズムを打ちます。4小節ご
とに表と裏が入れ替わります。

表　裏　表　裏　表　裏　表　裏…

Ａ⇒Ｂ⇒Ａ⇒Ｂ| Ｂ⇒Ａ⇒Ｂ⇒Ａ|Ａ⇒Ｂ⇒Ａ⇒Ｂ|
Ｂ⇒Ａ⇒Ｂ⇒Ａ|Ａ⇒Ｂ⇒Ａ⇒Ｂ|……

おにぎりケチャップおにぎりケチャップ、ケチャップ
おにぎりケチャップおにぎり、…etc.

4． リズム打ち耐久レース（5人組）
5人で輪になって、2人でやった耐久レースと同じよ
うにリズムうちを時計まわりの順番でまわしていく。
ちがうリズムで3回戦。

A⇒B⇒C⇒D | E⇒ A⇒B⇒C | 
D⇒E⇒ A⇒B | C⇒D⇒E⇒ A |……

バナナソースバナナソース、ソースバナナソースバナナ、
バナナソースバナナソース、……

誰が１拍目に来るかわかりづらくなり、まわってくる
順番も交互ではなくなるので、俄然難しくなってみん
な真剣！
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ソ
ル
フ
ェ
ー
ジ
ュ
教
育
の
実
践
③

自
立
し
て
音
楽
表
現
で
き
る
子
に 

町
永
知
子
先
生 （
ま
ち
な
が
と
も
こ
◎
武
蔵
野
音
楽
大
学
音
楽
学
部
ピ
ア
ノ
科
卒
業
。
全
日
本
ピ
ア
ノ
指
導
者
協
会
正
会
員
。
2
0
0
9
年
度
指
導
者
賞
受
賞
。

町
永
ピ
ア
ノ
教
室
主
宰
。）

し
ゃ
い
ま
す
の
で
、「
ピ
ア
ノ
は
と
て
も
素

敵
な
楽
器
な
ん
で
す
け
れ
ど
、
い
つ
も
一

人
だ
と
ち
ょ
っ
と
孤
独
な
の
で
、
せ
っ
か

く
だ
か
ら
ピ
ア
ノ
を
や
っ
て
い
る
お
友
達

と
一
緒
に
、
音
楽
を
楽
し
む
時
間
を
作
り

ま
す
。
参
加
し
ま
せ
ん

か
？
」と
伝
え
て
い
ま

す
。
1
レ
ッ
ス
ン
制
な

の
で
、
試
し
に
参
加
し

や
す
い
よ
う
で
す
。
一
度

参
加
し
て
み
る
と
、
お

友
達
と
一
緒
と
い
う
の
が

楽
し
か
っ
た
り
、
ソ
ル

フ
ェ
ー
ジ
ュ
レ
ッ
ス
ン
に

参
加
し
て
い
る
子
の
ほ
う
が
ピ
ア
ノ
の
進

度
が
速
い
こ
と
に
気
づ
い
た
り
し
て
、
そ

の
後
も
継
続
的
に
参
加
す
る
方
が
多
い
で

す
。
複
数
の
お
友
達
と
一
緒
の
グ
ル
ー
プ

レ
ッ
ス
ン
な
の
で
、
楽
し
い
と
き
も
あ
れ

ば
、
競
争
心
か
ら
時
に
は
涙
を
流
す
日
も

あ
り
ま
す
が
、
集
団
で
お
こ
な
う
こ
と
に

よ
り
、
音
楽
の
力
だ
け
で
は
な
く
、
柔
軟

性
や
集
団
の
中
で
の
自
己
表
現
力
を
育
て

る
場
所
に
も
な
っ
て
い
ま
す
。

吸
収
力
も
あ
る
け
れ
ど

忘
れ
て
し
ま
う
の
も

早
い
時
期
だ
か
ら
⋮

幼
児
期
か
ら
学
童
期
の
子
供
た
ち
は
、

吸
収
力
の
あ
る
時
期
で
も
あ
り
ま
す
が
、

そ
れ
だ
け
に
、
忘
れ
て
し
ま
う
の
も
と
っ

て
も
早
い
の
で
す
。
だ
か
ら
繰
り
返
す
こ

ピ
ア
ノ
の
個
人
レ
ッ
ス
ン
の
時
間
と
は
別
に
、
月
に
2
回
、
自
由
参
加
の
ソ
ル
フ
ェ
ー
ジ
ュ
グ
ル
ー
プ
レ
ッ
ス
ン
を
取
り
入
れ
て

い
る
町
永
先
生
。「
自
立
し
て
譜
読
み
が
で
き
る
子
に
」「
末
永
く
音
楽
を
楽
し
ん
で
い
け
る
子
に
」。
昨
年
の
ピ
テ
ィ
ナ
・
ピ
ア
ノ

コ
ン
ペ
テ
ィ
シ
ョ
ン
で
は
挑
戦
者
の
8
割
以
上
が
予
選
通
過
と
、
生
徒
さ
ん
た
ち
は
着
実
に
実
力
を
伸
ば
し
て
い
ま
す
。
自
立
し

て
音
楽
表
現
が
で
き
る
子
を
育
て
る
た
め
の
試
み
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

（
取
材
・
編
集
：
有
門
真
希
）

と
い
う
感
じ
で 〝
な
り
き
り
遊
び
〞を
し
た

り（
笑
）。
音
へ
の
感
性
が
磨
か
れ
る
上
に
、

子
ど
も
た
ち
は
非
常
に
楽
し
そ
う
に
取
り

組
ん
で
い
ま
す
。

「
お
友
達
と
一
緒
に
、

音
楽
を
楽
し
む
時
間
を

作
り
ま
せ
ん
か
？
」

個
人
レ
ッ
ス
ン
の
時
間
に
プ
ラ
ス
し
て

の
グ
ル
ー
プ
レ
ッ
ス
ン
参
加
の
呼
び
か
け

は
、
時
に
親
御
さ
ん
の
ご
理
解
を
得
る

の
が
難
し
い
と
き
が
あ
り
ま
す
。〝
ソ
ル

フ
ェ
ー
ジ
ュ
〞と
言
わ
れ
て
も
何
を
す
る

の
か
ピ
ン
と
こ
な
い
親
御
さ
ん
も
い
ら
っ

子
育
て
と
実
践
の
中
か
ら
⋮

学
生
時
代
か
ら
ア
ル
バ
イ
ト
で
リ
ト

ミ
ッ
ク
と
ピ
ア
ノ
の
指
導
を
し
、
卒
業
後

は
音
楽
教
室
講
師
を
経
て
自
分
の
教
室
を

も
つ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
レ
ッ
ス
ン
で

お
こ
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
現
在
ま
で
の

実
践
や
勉
強
の
中
で
生
ま
れ
て
き
た
も
の

ば
か
り
で
す
。
特
に
娘
が
生
ま
れ
て
か
ら

は
、
娘
と
一
緒
に
音
楽
を
使
っ
て
遊
ん
で

い
く
中
で
、
色
々
な
指
導
法
を
発
見
し
、

身
に
つ
け
て
き
ま
し
た
。
コ
ー
ド（
和
音
）

ご
と
に
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
ポ
ー
ズ
を
決
め

て
、「
じ
ゃ
ぁ
、
次
！
こ
れ
い
く
わ
よ
！
」

ソルフェージュのグループレッスンは月 2回。日
程は不定。毎月発行しているお教室の新聞に掲載
し連絡をします。新規にリトミッククラスも開講し
ます。



特集１：
「演奏のためのソルフェージュ」実践のヒント
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①目的
◎ 自立して読譜・音楽表現豊かな演奏が
できる子に。

②手法
◎月に２回（土日のうちから、不定期実
施）、自由参加のソルフェージュグルー
プレッスン。
◎幼稚園年長～低学年のクラス／中学年
～高学年クラス／特別クラス（受験対
応等）、の３つのコース。各クラス定員
3～5名。

◎1回60分。リズム・合唱・楽典・初
見視奏・聴音などテンポよく進める。
時には「もう１回やりたい！」の生徒
たちの声にも柔軟に対応。

③効果
◎友達と一緒に、時には刺激しあいなが
ら、伸びることができる。
◎読譜が速くなった。
◎自立して音楽を楽しめる子になった。

と
が
何
よ
り
も
大
事
だ
と
考
え
て
い
ま

す
。ソ

ル
フ
ェ
ー
ジ
ュ
レ
ッ
ス
ン
を
別
時
間

で
お
こ
な
う
よ
う
に
な
っ
た
の
も
、
ピ
ア

ノ
の
レ
ッ
ス
ン
の
中
で
演
奏
に
必
要
な
ソ

ル
フ
ェ
ー
ジ
ュ
を
取
り
入

れ
て
い
る
と
、
時
間
が
足

り
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た

こ
と
と
、
ど
の
子
に
も
同

じ
こ
と
を
繰
り
返
し
伝
え

て
い
る
よ
り
は
、皆
で
い
っ

ぺ
ん
に
や
っ
た
ほ
う
が
効

率
的
だ
と
思
っ
た
か
ら
で

す
。
せ
っ
か
く
な
の
で
ピ

ア
ノ
の
レ
ッ
ス
ン
の
中
で

は
、
少
し
で
も
長
い
時
間

グ
ラ
ン
ド
ピ
ア
ノ
に
触
れ
、

演
奏
さ
せ
て
あ
げ
た
い
と

考
え
て
い
ま
す
。

ま
た
、
楽
典
ド
リ
ル
を

宿
題
に
出
し
て
自
宅
で

や
っ
て
き
て
も
、
そ
れ
だ

け
で
は
実
際
の
音
楽
と
な

か
な
か
結
び
つ
か
な
い
、

と
い
う
ケ
ー
ス
も
多
く
あ

り
ま
し
た
。ド
リ
ル
で
や
っ

た
こ
と
で
も
、
実
際
今
演

奏
し
て
い
る
楽
譜
に
な
る

と
分
か
ら
な
か
っ
た
り
、
ピ
ア
ノ
の
音
に

な
る
と
分
か
ら
な
か
っ
た
り
。
そ
の
よ
う

な
こ
と
を
解
消
す
る
た
め
に
も
、「
読
む

⇔

書
く

⇔

演
奏（
表
現
）す
る
」を
行
き
来
し
、

様
々
な
こ
と
を
ミ
ッ
ク
ス
し
な
が
ら
繰
り

返
し
や
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
演
奏
に
直
結

し
、
理
解
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

自
立
し
て
譜
読
み
・

音
楽
づ
く
り
が
で
き
る
子
へ

小
学
校
中
高
学
年
に
な
る
と
、
イ
ン

ヴ
ェ
ン
シ
ョ
ン
程
度
の
も
の
を
、
一
人
で

譜
読
み
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
一
人

で
楽
譜
が
正
確
に
読
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

興
味
を
持
っ
た
曲
に
自
分
か
ら
と
り
か
か

る
こ
と
が
で
き
、
多
く
の
楽
曲
に
触
れ
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
し
て
自
ら
の
演
奏

表
現
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
、
ピ
ア

ノ
を
弾
く
こ
と
が
益
々
楽
し
く
な
り
ま

す
。
ま
た
、
き
ち
ん
と
し
た
基
礎
能
力
を

身
に
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
事
情
に
よ

り
ピ
ア
ノ
の
レ
ッ
ス
ン
を
止
め
て
し
ま
っ

た
後
で
も
、
学
校
で
は
合
唱
の
伴
奏
を
引

き
受
け
た
り
と
、
音
楽
好
き
で
い
る
限
り
、

末
長
く
音
楽
を
楽
し
め
る
子
に
な
り
ま

す
。今

後
の
自
分
の
レ
ッ
ス
ン
の
課
題
と
し

て
は
、
い
か
に
リ
ズ
ム
感
を
養
っ
て
い
く

か
、
と
い
う
こ
と
を
重
点
的
に
考
え
て
い

ま
す
。
や
は
り
、
自
由
に
表
現
豊
か
な
演

奏
を
し
て
い
く
に
は
、
い
か
に
音
楽
の
躍

動
感
を
身
体
の
奥
か
ら
表
現
で
き
る
か
、

と
い
う
こ
と
が
重
要
に
な
っ
て
く
る
と
思

う
の
で
す
。
今
後
も
試
行
錯
誤
し
な
が
ら

レ
ッ
ス
ン
を
続
け
て
い
き
た
い
と
考
え
て

い
ま
す
。

▲

町
永
知
子
先
生
（
左
）
と
小
学
校
中
学
年
ク
ラ
ス
の
生
徒
さ
ん
達



レッスンの進行

◆幼稚園年長～小学校低学年クラス（３名）◆

１．お名前タン・タン
「タン・タン・○○ちゃん」→「はぁい」（ミドレ）

リズム打ちをしながら、お友達の名前を呼び、呼ばれ
た子は「はぁい」（ミドレ）で返事をする。

2.タン・タンしりとり
「タン・タン・○○○」

お名前タン・タンの延長。起立して、タン・タンのリ
ズム打ちには膝屈伸を加える。リズムに乗れなかった
らアウト！

ポイント：
スピードを速くしたり、文字数の多い難しいリズム
の単語（ex.ダンゴムシ）を様子を見ながら加える。

3.リズム書き＆太鼓
「タン・タン・（ウン）・（ウン）」

1.2で叩いてきたリズムを、各自音符で書いてみる。
書いた後、そのリズムを太鼓で叩く。

ポイント：声かけ
先生：「はい！良くできました。じゃぁ今度は四分音
符２つと四分休符２つを使って、他の形に変えて
みて。」
Ａ：「分かった！」　　　　　　　　（叩く）
先生：「じゃぁ、それはどういう風に書くのかな？」

休符の位置を変えて、リズムヴァリエーションを増や
していく。必ず、“”叩く”⇔“書く”を往復する。最後

にはパターンを変えて４小節分にしたリズムを暗記し
て、皆の前で一人ずつ発表。

ポイント：
開始から、同じリズムを基本に使用。“叩く”⇔“書
く”を、往復することによって、表現・理論を繋げ
て理解。

4.まねっこタン・タン
先生が叩いた2～4小節分のリズムを真似して叩く。
リズム聴きとり・暗記・表現を同時におこなう。

ポイント：声かけ
「どこが拍子のあたまかな？」
「どこに速いのがきてるかな？」

5.歌唱
今日は「崖の上のポニョ」を振りつきで皆で歌唱。

6.音とりカルタ
「この音なぁに？！」の合図に合わせて、先生が鳴らし
たピアノの音の書いてあるカルタをとる。

ポイント：
カードを並べながら目の前のカードはある程度予
見をする。年齢に合わせて、取りやすい音を目の
前に置き、年上の子の目の前は、逆向きなどに置
いて難易度を調整。
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4.楽典
今日は『完全
５度』を初め
て学習。まず、
ドから数えて
完 全５度を
ノートに書く。
その後、自分
で考えながら
他の完全５度

も書き出す。以前学習した長３度、短３度もいくつか
書きだす。最後は作った各音程の音を、ピアノで弾き
ながら1人ずつ発表。

5. 一人ずつ初見視奏
 （音程の書き出しと並行して）
８小節程度の課題を予見ありで視奏する。

ポイント：
予見後、「何調？」「拍子は？」「この曲を演奏する時、
注意したいところはどこ？」と確認してから、1回
目の演奏をする。続けることにより、初見で楽譜
の全体像が見られるようになる。

6.音とりカルタ
「この音なぁに？！」
３つの音（跳躍進行）を先生がピアノで弾く。見つけら
れた音のカルタから取る。

1.視唱
コールユーブンゲン（ドイツ語＆イタリア語）
1） 手拍子しながら読みのみ（ドイツ語）
2）音程をつけてイタリア語読みで歌う
3）音程をつけてドイツ語読みで歌う
　 2）と3）を交互に両方おこなう。
4）アカペラで歌う
宿題：次のものを予習してくる。

ポイント：
「最後の長さは何音符ですか？ちゃんと守ってくだ
さい。」「この曲は何拍子ですか？最後の音符はなん
ですか？」「この曲2/2拍子の中で二分音符だから、
いくつ延ばすのかな？」歌の姿勢も注意。立って軽
く顎をひき、しっかり声を出す。

2.ロングトーン
1） まずはピアノの音を良く聴いてみる。
目を閉じ耳に集中して、減衰していくピアノの音
の、消える瞬間を見つける。聴こえなくなった瞬
間に挙手。

2） 自分の声でロングトーン
何拍延ばせるかな？8拍、12拍、16拍と区切り、
4拍単位で延ばしていく。この日の最長は28拍！

3.合唱「すてきな友達」
先生も入って５
人で２部合唱。

ポイント：声かけ
（伴奏の子にむけて）「歌はどうでしたか？」
「上下の声部のバランスはどうでしたか？」
伴奏をしていた子の「私も歌いたい！」のアンコール
もあり、パート・役割を交代しながらもう１回演奏。

◆小学校中学年クラス（4 名）◆
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