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ア
ナ
リ
ー
ゼ

ア
ナ
リ
ー
ゼ
が
広
ま
り
つ
つ
あ
る
昨
今
、

ピ
テ
ィ
ナ
の
課
題
曲
ア
ナ
リ
ー
ゼ
楽
譜
も
A
2
級
か
ら
出
版
さ
れ
人
気
を
博
し
て
い
ま
す
。

で
は
、
レ
ッ
ス
ン
で
は
ど
う
生
か
さ
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

レ
ッ
ス
ン
で
も
練
習
で
も
、「
は
じ
め
の
時
間
」に
ア
ナ
リ
ー
ゼ
を
う
ま
く
取
り
入
れ
る
と
、

音
楽
解
釈
の
方
向
性
が
定
ま
り
、
効
率
も
上
が
る
よ
う
で
す
。

導
入
期
か
ら
上
級
ま
で
ど
の
よ
う
な
意
識
づ
け
が
望
ま
し
い
か
、
今
回
の
特
集
で
探
り
ま
す
。
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一
つ
の
き
っ
か
け
に
な
っ
た
の
は
、

2
0
0
7
年
に
始
め
た
ア
ナ
リ
ー
ゼ
ス

テ
ッ
プ
で
し
ょ
う
か
。
全
参
加
者
に
ア
ナ

リ
ー
ゼ
を
事
前
に
提
出
し
て
も
ら
い
、
添

削
し
て
返
却
し
た
も
の
を
当
日
ス
ク
リ
ー

ン
に
映
し
な
が
ら
演
奏
し
て
頂
く
と
い
う

ス
タ
イ
ル
で
す
。
ま
た
そ
の
年
か
ら
課
題

曲
ア
ナ
リ
ー
ゼ
楽
譜
が
出
版
さ
れ
ま
し

た
。＿ 

課
題
曲
ア
ナ
リ
ー
ゼ
楽
譜
の
出
荷

数
は
、
こ
の
3
年
間
で
10
倍
に
増
加
し

て
い
る
そ
う
で
す
。

そ
う
な
ん
で
す
か
！  

私
は
ア
ナ
リ
ー

ゼ
楽
譜
で
は﹁
事
実
﹂︵
丸
囲
み
︶と﹁
演
奏

の
提
案
﹂︵
四
角
囲
み
︶を
分
け
て
書
き
込

ん
で
い
ま
す
。
ア
ナ
リ
ー
ゼ
は
、
何
ら
か

の
表
現
を
変
え
よ
う
と
思
う
か
ら
、
つ
ま

り
目
的
が
あ
る
か
ら
、
仮
説
を
立
て
て
そ

れ
を
分
か
ろ
う
と
す
る
よ
う
に
分
析
す
る

わ
け
で
す
。
そ
の
逆
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
の
手
順
を
踏
め
ば
、
ど
ん
な
簡
単
な
こ

と
で
も
調
べ
れ
ば﹁
分
析
﹂に
な
る
の
で

す
。﹁
ど
こ
と
ど
こ
が
違
う
か
ら
、
ど
こ

を
対
照
的
に
弾
こ
う
﹂あ
る
い
は﹁
A
＿

B

＿
A
の
三
部
形
式
だ
っ
た
ら
A
と
B
を
対

照
的
に
弾
く
﹂と
か
。
A
＿

B
＿

A
が
分
か

る
だ
け
で
も
分
析
で
す
よ
ね
。

秋
山
徹
也
先
生 （
指
導
者
検
定
委
員“
中
級
グ
ル
ー
プ
”文
京
ア
ナ
リ
ー
ゼ
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
代
表
）

A
1
・
B
級
課
題
曲
を
使
っ
た
ア
ナ
リ
ー
ゼ
講
座
で
は
、

受
講
者
の
先
生
方
が
ご
自
分
で
ア
ナ
リ
ー
ゼ
を
し
て
き
た
譜
面
を
ス
ク
リ
ー
ン
に
映
し
出
し
、

秋
山
先
生
が
分
析
を
し
て
い
く
形
で
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
が
進
め
ら
れ
ま
し
た
。

そ
の
様
子
を
振
り
返
り
な
が
ら
、
ア
ナ
リ
ー
ゼ
の
学
び
方
、
生
か
し
方
に
つ
い
て
語
っ
て
頂
き
ま
し
た
。

「
分
か
る
」こ
と
と「
そ
う
弾
く
こ
と
」は
違
う

　

ま
ず
基
本
を
知
り
一
貫
し
て
崩
す

多
様
な
ア
ナ
リ
ー
ゼ
が
登
場

︳ 

A
1
・
Ｂ
級
課
題
曲
ア
ナ
リ
ー
ゼ

の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
は
ど
の
よ
う
な
ご

感
想
を
持
た
れ
ま
し
た
か
？

秋
山
徹
也
先
生（
以
下
略
）
：
﹁
ア
ナ

リ
ー
ゼ
は
こ
う
い
う
も
の
﹂と
い
う
型
に

は
ま
ら
ず
、
色
々
な
解
釈
が
あ
っ
て
面
白

か
っ
た
で
す
ね
。
普
通
の
進
行
か
ら
す
れ

ば
破
格
で
あ
る
点
を
見
つ
け
て
、
そ
れ
を

表
現
に
生
か
そ
う
と
い
う
試
み
も
面
白

か
っ
た
で
す
ね
。
従
来
型
の
和
音
記
号
を

書
い
た
分
析
だ
け
で
は
な
く
、
自
分
な

り
の
や
り
方
を
試
み
て
い
ま
し
た
。
ア
ナ

リ
ー
ゼ
の
本
質
が
浸
透
し
て
き
た
の
か
な

と
思
い
ま
す
。

︳ 
秋
山
先
生
は
以
前
、
会
報
で﹁
音

楽
通
論
﹂の
連
載
を
さ
れ
て
い
ま
し
た
ね
。

そ
の
頃
と
比
べ
、
先
生
方
の
意
識
に
変
化

が
出
て
き
た
と
感
じ
ま
す
か
。

そ
の
頃
は
あ
ま
り
反
応
が
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
。﹁
分
析
は
理
屈
で
あ
り
、
演
奏

に
は
関
係
な
い
。
理
屈
も
大
事
だ
け
ど
、

演
奏
が
良
く
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
﹂と
。

今
そ
の
よ
う
な
意
見
は
な
い
で
す
ね
。

＿ 

い
つ
頃
か
ら
、
ど
の
よ
う
な
き
っ
か

け
で
、
意
識
が
変
化
し
て
き
た
と
お
感
じ

に
な
り
ま
す
か
。

一
人
一
人
自
分
の
ア
ナ
リ
ー
ゼ
譜
を
背
景
に
、
ど
う
解
釈
し
た
の
か

説
明
し
な
が
ら
演
奏
。
そ
の
後
秋
山
先
生
が
各
自
の
ア
ナ
リ
ー
ゼ
の

特
徴
を
コ
メ
ン
ト
さ
れ
た
。︵
6
月
16
日
・
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
講
座
に

て
︶。

巻
頭
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
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は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
和
音
の
種
類
を

多
く
覚
え
る
の
も
重
要
で
す
が
、
そ
れ
以

上
に
基
本
的
な
和
音
を
き
ち
ん
と
理
解

す
る
こ
と
。
ア
ナ
リ
ー
ゼ
と
ソ
ル
フ
ェ
ー

ジ
ュ
能
力
が
一
体
化
す
る
こ
と
に
意
義
が

あ
り
ま
す
。
基
本
的
な
も
の
を
覚
え
、
そ

れ
か
ら
幅
を
広
げ
て
ほ
し
い
で
す
ね
。

感
覚
だ
け
で
な
く

根
拠
を
知
る

＿ 

先
日
の
講
座
で
は﹁
曲
を
感
覚
で
捉

え
て
い
る
﹂と
い
う
先
生
方
が
多
か
っ
た

で
す
が
、
客
観
的
に
解
釈
す
る
に
は
ど
う

し
た
ら
よ
い
で
し
ょ
う
か
。

ま
ず
は
本
質
に
沿
っ
て
演
奏
し
た
ら
ど

う
な
る
か
、
を
知
る
こ
と
が
大
事
で
す
。

い
わ
ゆ
る
杓
子
定
規
的
な
演
奏
を﹁
分
か

る
﹂と
い
う
こ
と
。﹁
そ
う
弾
く
﹂と
い
う

こ
と
と
は
違
い
ま
す
。﹁
こ
の
よ
う
な
和

音
進
行
で
、
こ
う
い
う
フ
レ
ー
ズ
で
、
こ

う
い
う
様
式
・
形
式
だ
か
ら
、
大
体
こ
の

よ
う
な
演
奏
に
な
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
﹂と

把
握
す
る
こ
と
が
大
事
。
こ
の
時
、
楽
語

は
あ
ま
り
気
に
し
な
い
方
が
い
い
で
す
。

ピ
ア
ノ
と
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
ピ
ア
ノ
で

弾
く
、
と
い
う
発
想
だ
と
、
本
質
を
見
失

う
危
険
が
ひ
そ
ん
で
い
ま
す
。

例
え
ば
、
曲
の
頂
点
に
︵
ピ
ア
ニ
シ
モ
︶

と
書
い
て
あ
っ
た
と
し
ま
し
ょ
う
。
︵
ピ
ア

ニ
シ
モ
︶だ
っ
た
ら
奥
に
染
み
入
る
よ
う

な
感
じ
に
な
り
ま
す
。
そ
こ
を
額
面
通
り

に
と
ら
え
る
だ
け
で
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
で

あ
る
こ
と
を
忘
れ
る
と
、
抜
け
た
よ
う
な

に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
れ
は
間
違

い
。
曲
の
頂
点
で

や

と
書
い
て
あ
る

場
合
は
、﹁
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
だ
け
ど
吠

え
る
な
﹂と
い
う
意
味
で
す
。
で
す
か
ら
、

ま
ず
は
何
も
書
い
て
な
い
状
態
で
和
音
の

動
き
や
構
成
を
読
み
、
楽
語
が
ど
う
い
う

意
味
で
付
加
さ
れ
て
い
る
の
か
を
後
か
ら

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
特
に
変
わ
っ
た
和

音
が
来
た
と
き
は
説
明
し
ま
し
た
が
。

︳ 

さ
す
が
に
基
礎
が
し
っ
か
り
し
て

い
ま
す
ね
。
最
近
で
は
、
幼
少
時
か
ら
和

音
の
種
類
を
習
う
生
徒
さ
ん
が
増
え
て

き
て
い
る
よ
う
で
す
が
、
こ
う
し
た﹁
部

分
﹂の
要
素
を
全
体
に
生
か
す
に
は
ど
う

し
た
ら
よ
い
で
し
ょ
う
か
。

ま
ず
は
ど
の
和
音
が
ど
の
よ
う
な
響
き

を
本
来
持
っ
て
い
る
の
か
、
す
ぐ
に
分
か

る
よ
う
に
な
る
ま
で
弾
き
こ
む
こ
と
で
す

ね
。
紙
の
上
で
分
か
る
だ
け
で
は
十
分
で

＿ 

秋
山
先
生
は
小
学
生
か
ら
大
人
、

さ
ら
に
指
導
者
の
先
生
方
ま
で
、
多
く
の

方
を
ご
指
導
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
小
学
校

時
代
に
は
ど
の
よ
う
な
準
備
が
必
要
で

し
ょ
う
か
。

た
と
え
ば
今
高
校
生
の
生
徒
は
、
小
学

校
時
代
に
和
声
や
ソ
ル
フ
ェ
ー
ジ
ュ
も
一

通
り
や
り
ま
し
た
。
和
音
の
違
い
も
分
か

る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
と
思
い
ま
す
。
和

音
の
種
類
や
色
彩
感
の
認
識
を
繰
り
返

す
こ
と
で
、
ど
の
曲
で
も
本
能
的
に﹁
こ

の
和
音
は
こ
れ
じ
ゃ
な
い
か
﹂と
分
か
る
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イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
や
第
一
印
象
を
強

く
持
ち
続
け
た
上
で
プ
ラ
ス
す
る
も
の
で

す
。
そ
れ
が
き
ち
ん
と
理
解
さ
れ
て
、
初

め
て
意
味
を
持
つ
の
で
は
な
い
か
と
思
い

ま
す
。

＿ 

そ
れ
が
最
終
的
に
は
個
性
に
な
っ

て
い
き
ま
す
よ
ね
。

イ
メ
ー
ジ
か
ら

技
術
が
上
が
る

も
ち
ろ
ん
今
ま
で
も
、
ア
ナ
リ
ー
ゼ
の

重
要
性
を
理
解
さ
れ
て
い
る
方
は
一
定
数

い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
そ
れ
で
も
や
は

り
、
出
て
き
て
い
る
音
を
重
視
し
て
理
論

は
二
の
次
と
い
う
方
も
少
な
く
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
。
今
は
逆
で
す
。
重
要
性

を
認
識
し
す
ぎ
て
理
屈
っ
ぽ
く
な
る
の
も

困
っ
て
し
ま
い
ま
す
が
。
ア
ナ
リ
ー
ゼ
楽

譜
も
ず
い
ぶ
ん
情
報
が
細
か
く
な
り
ま
し

た
ね
。
ま
た
分
析
者
に
よ
っ
て
全
く
ア
プ

ロ
ー
チ
が
異
な
り
ま
す
。
取
り
入
れ
る
方

も
翻
訳
が
必
要
に
な
っ
て
き
ま
し
た
ね
。

＿ 

確
か
に
そ
の
情
報
を
咀
嚼
し
て
演

奏
に
生
か
す
の
は
難
し
い
で
す
ね
。
で
は

改
め
て
、
ど
の
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
で
取
り

入
れ
れ
ば
よ
い
で
し
ょ
う
か
。

実
際
に
ア
ナ
リ
ー
ゼ
を
生
か
す
に
は
や

は
り
勉
強
が
必
要
で
す
。
あ
る
程
度
、
指

導
者
と
理
論
の
先
生
が
分
業
す
る
の
も
一

案
だ
と
思
い
ま
す
。﹁
こ
こ
は
こ
う
だ
か

ら
、
こ
う
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
弾
く
の
が
普

通
だ
よ
﹂と
指
導
す
れ
ば
、
生
徒
は
そ
の

音
を
出
そ
う
と
試
み
て
、
奏
法
や
技
術
の

練
習
を
あ
わ
せ
て
す
る
よ
う
に
な
る
の
で

す
。奏

法
の
指
導
と
い
う
の
は﹁
ど
う
い
う

音
を
出
せ
ば
い
い
の
か
﹂と
い
う
イ
メ
ー

ジ
が
先
に
あ
り
、
そ
れ
と
共
に
技
術
が
上

が
っ
て
い
き
ま
す
。
な
ぜ
高
度
な
技
術
が

必
要
な
の
か
分
か
っ
て
学
ぼ
う
と
す
る
の

と
、
練
習
の
一
部
と
し
て
や
っ
て
い
る
の

で
は
全
く
効
果
が
違
っ
て
き
ま
す
。﹁
曲

の
構
成
上
、
特
に
こ
こ
は
繊
細
な
音
で
弾

き
た
い
﹂と
し
た
場
合
、
自
分
の
出
し
て

い
る
音
が
そ
れ
に
足
り
な
い
場
合
は
、
実

現
さ
せ
よ
う
と
努
力
し
ま
す
。
す
る
と
練

習
も
効
率
的
に
な
る
し
惰
性
で
弾
く
こ
と

が
な
く
な
り
、
練
習
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン

も
上
が
り
ま
す
ね
。

そ
し
て
、
教
科
書
通
り
だ
と
ど
う
な
る

か
を
踏
ま
え
た
上
で
、
そ
こ
か
ら
一
貫
性

を
持
っ
て
崩
す
こ
と
、
こ
れ
が
個
性
的
演

奏
の
第
一
歩
で
す
。
ア
ナ
リ
ー
ゼ
は
理
屈

ぽ
い
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

実
は
個
性
的
に
表
現
す
る
た
め
の
第
一
歩

な
の
で
す
。

﹁
歌
っ
て
﹂﹁
よ
く
聴
い
て
﹂﹁
楽
譜
を
よ

く
見
て
﹂と
い
っ
て
も
、
こ
れ
だ
け
だ
と

曖
昧
で
す
ね
。
具
体
的
に
ど
ん
な
こ
と
な

の
か
。
た
と
え
ば﹁
聴
く
﹂と
い
う
の
は
、

ど
う
弾
け
ば
い
い
か
と
い
う
演
奏
の
イ

メ
ー
ジ
が
あ
り
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
通
り
の

音
が
出
て
い
る
か
を
確
認
し
な
が
ら
弾
く

と
い
う
こ
と
で
す
。

＿ 

音
楽
に
合
っ
た
イ
メ
ー
ジ
を
持
つ

こ
と
が
大
事
で
す
ね
。

そ
う
で
す
ね
。
第
一
印
象
で﹁
こ
の
曲

は
こ
う
い
う
の
だ
﹂と
感
覚
で
捉
え
る
の

は
大
き
い
し
、
実
は
そ
れ
が
か
な
り
の

ウ
ェ
イ
ト
を
占
め
て
い
る
と
思
う
ん
で
す

よ
。﹁
ア
ナ
リ
ー
ゼ
﹂と
い
う
考
え
方
は
こ

れ
を
否
定
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
よ

う
で
す
が
。
ア
ナ
リ
ー
ゼ
と
は
、
最
初
の

二
次
的
に
考
え
る
の
が
大
事
な
の
で
す
。

＿ 

ご
審
査
な
ど
を
さ
れ
て
い
て
、
ア

ナ
リ
ー
ゼ
の
知
識
が
演
奏
に
反
映
さ
れ
て

き
た
と
感
じ
ま
す
か
。

ひ
と
頃
見
ら
れ
た
感
情
移
入
に
た
よ
っ

た
表
情
過
多
な
演
奏
は
減
っ
た
よ
う
に

思
い
ま
す
。
今
は
そ
れ
以
外
の
方
法
が
あ

る
こ
と
が
分
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
し
ょ

う
。
必
要
の
な
い
と
こ
ろ
ま
で
身
体
を
動

か
す
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。そ
れ
よ
り
も
、

曲
の
構
成
や
和
音
進
行
に
合
っ
た
バ
ラ
ン

ス
感
を
持
っ
た
演
奏
が
増
え
て
き
た
印
象

は
あ
り
ま
す
。

＿ 

﹁
美
し
い
音
で
﹂﹁
よ
く
歌
っ
て
﹂と

い
う
の
だ
け
を
求
め
て
し
ま
う
傾
向
も
あ

り
ま
し
た
ね
。
そ
れ
も
大
事
な
こ
と
で
は

あ
り
ま
す
が
。
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＜ケース①＞Ａ先生

Ａ先生：曲の印象としては子供たちが遊んでいて、何か
こわいものに触れては「きゃっ」と言って飛びのくイメー
ジです。それは何故かというと、全てI 度を避けているか
ら。そこで「I 度につかまらないぞ！ごっこ」という題名を
つけてみました。
秋山先生：I 度が長く保たれず 2 拍目の裏から逃げるのを

「きゃっ」という感じにしたい、こういう発想はいいですね。
大胆にテンポを揺らした演奏でしたが、「和音の落ち着き
がない」のをどういう音にするか、レッスンでは具体的な
演奏にしてみせるのは大事です。

縮節は曲を展開する技法で縮節のある部分は曲のピー
クになりやすいともいえます。ですが、楽譜には何も書
いてないので、何もしないという危険に陥りやすいです。
Ａ先生は 25・26 小節目に「しずまれ、しずまれ」と書か
れましたが、これはゴムボールを圧縮するような動きで、
クライマックスの作り方の一つとして良いでしょう。また
9 ～ 12 小節のヘミオラの部分も一種の縮節です。

＜ケース②＞ B 先生

秋山先生：強弱記号を独自の解釈で書き加えていますね。
25 小節からの縮節をエコーのように捉えていますね。こ
こは2 回目のクライマックスと考え、そこまでにボリュー
ムを持たせているから、26 小節目をエコーとして弱くし、
最後にリタルダンドをかけるわけですね。ではヘミオラの
部分は？
Ｂ先生：2 拍子が 3 つ、つまり6 小節あるような感じで
考えました。
秋山先生：3 拍から2 拍に変わったのを強調するために、
わざと2 拍単位で強弱記号を書いて、エコーと同じよう
なやり方に変えたわけですね。これはこだわりあるユニー
クな解釈です。

＜ケース③＞ C 先生

Ｃ先生：旋律のラインから見ると、9 ～ 12 小節は何と
なく同じところをうろうろと漂う感じがこの曲に合ってい
るかなと考えました。またスケルツォなので、あまり深刻
にならず軽い感じで仕上げました。
秋山先生：ブロックごとに捉えるのではなく、全体的に
漂う感じですね。確かに全てのフレーズに起伏がありま
した。１曲でこれほど人によって解釈が変わるんですね、
全く対照的な演奏でした。
「スケルツォ」なので、どこか意図的に常識が当てはま

らない要素を作っていることが考えられます。例えば、
縮節をあえてクライマックスでないように弾かせることを
狙っていたのかもしれません。ベートーヴェンのスケル
ツォは曲としては真面目ですが、スフォルツァンドの位置
が常識的な場所に意図的につけられておらず、そういう
ところが「スケルツォ」なのだと思います。カバレフスキー
も同様と考えると、縮節をあえて沈んでいくように弾かせ
るというのも一案ですね。

秋山徹也先生ワークショップ・リポート

正反対の解釈も出現！
同じ曲でも、解釈の違いによって演奏は大きく変わります。

『スケルツォ』では 2 回登場する縮節やヘミオラをどう捉えるかで、演奏に違いが生まれました。
2011 年度 B 級近現代曲『スケルツォ』（カバレフスキー）のアナリーゼを一部再現してみましょう。
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冒
頭
５
分
の
ア
ナ
リ
ー
ゼ
で

レ
ッ
ス
ン
内
容
も
絞
り
込
み

小
4
の
生
徒
さ
ん
の
レ
ッ
ス
ン
冒
頭

で
、﹃
あ
き
ら
め
﹄︵
グ
ル
リ
ッ
ト
作
曲
・

B
級
︶を
巡
っ
て
こ
ん
な
会
話
が
交
わ

さ
れ
た
。
拍
子
と
調
性
を
質
問
し
た
後
、

﹁a-m
oll

は
ど
ん
な
感
じ
？
全
体
で
は
い

く
つ
の
場
面
が
あ
る
？
﹂﹁
4
つ
﹂﹁
4
つ
の

場
面
で
ど
こ
が
一
番
盛
り
上
が
る
か
な
？

な
ぜ
3
番
目
？
﹂﹁
音
が
高
い
か
ら
﹂﹁
他

に
理
由
は
な
い
か
な
？
﹂﹁
調
が
変
わ
っ
て

る
﹂﹁
そ
う
、
何
調
に
な
る
？
そ
れ
が
全
体

を
聴
い
て
分
か
る
よ
う
に
音
色
を
変
え
た

い
ね
。
じ
ゃ
あ
、
3
番
目
か
ら
先
に
や
ろ

う
か
。
後
半
は
ま
た
元
に
戻
る
の
で
そ
の

違
い
を
出
そ
う
よ
。
ね
！
﹂

と
い
う
わ
け
で
こ
の
日
は
、
ど
れ
だ
け

明
る
さ
と
悲
し
さ
の
表
情
の
違
い
を
出
せ

る
か
が
課
題
に
な
っ
た
。﹁
あ
な
た
の
気

持
ち
は
伝
わ
る
け
ど
、
音
色
を
変
え
る

に
は
確
実
に
タ
ッ
チ
を
変
え
ま
し
ょ
う
。

タ
ッ
チ
ポ
イ
ン
ト
と
打
鍵
ス
ピ
ー
ド
を
変

え
る
の
よ
。
た
と
え
ば
服︵
生
地
︶の
質

感
の
微
妙
な
違
い
、
こ
れ
を
ピ
ア
ノ
で
も

出
し
て
ほ
し
い
な
﹂と
言
っ
て
い
る
間
に
、

音
が
ど
ん
ど
ん
変
わ
っ
て
悲
し
み
の
表
現

が
深
ま
っ
て
い
く
。

次
は﹃
雨
の
日
の
ダ
ン
ス
﹄︵
森
山
智
宏

作
曲
・
B
級
︶。
同
じ
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー

チ
で
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
に
焦
点
を
当
て
な

松
田
映
子
先
生 （
東
京
在
住
・
コ
ン
ペ
課
題
曲
選
定
委
員“
Ａ
グ
ル
ー
プ
”、
む
さ
し
の
絆
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
代
表
）

「
あ
な
た
が
ど
う
考
え
て
こ
の
曲
を
弾
い
て
い
る
の
か
を
知
り
た
い
な
」。

レ
ッ
ス
ン
冒
頭
、
松
田
先
生
は
楽
譜
を
広
げ
て
見
せ
な
が
ら
、

幼
稚
園
生
に
も
大
学
生
に
も
同
じ
よ
う
な
質
問
を
投
げ
か
け
る
。

生
徒
さ
ん
は
質
問
に
答
え
な
が
ら
、
楽
曲
の
全
体
構
造
か
ら
音
の
出
し
方
等
を
考
え
、

そ
れ
か
ら
ピ
ア
ノ
へ
向
か
う
。
ど
ん
な
ア
ナ
リ
ー
ゼ
な
の
だ
ろ
う
か
。

「
こ
こ
と
こ
こ
の
違
い
は
何
か
な
？
」

レ
ッ
ス
ン
前
の
５
分
間
ア
ナ
リ
ー
ゼ

「１段目と2 段目とどこが違うかな？’絵本の場面’はどう変わるかな？」ピアノを弾
く前に、楽譜を広げて生徒さんに問いかける。

佑介君と歩さん。普段は個人レッスンだが、二人でのレッ
スンは曲の仕上げ方や音色の違いも刺激に（B 級）。

レ
ッ
ス
ン
現
場
の
工
夫
①

A2 級→ B 級で

どう導入？
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が
ら
、
今
度
は
Ｉ
と
VI
の
和
音
の
色
の
変

化
や
、
雨
上
り
の
虹
の
表
現
を
一
緒
に
考

え
て
い
く
。
そ
し
て
最
後
は﹁
コ
ー
ダ
は

ど
ん
な
意
味
が
あ
る
と
思
う
？  

あ
な
た

が﹃
こ
こ
は
こ
う
し
た
い
﹄と
い
う
の
が
伝

わ
る
よ
う
に
考
え
て
き
て
ね
。
次
の
レ
ッ

ス
ン
で
聞
き
ま
す
よ
﹂と
宿
題
を
出
し
て

締
め
く
く
っ
た
。

幼
稚
園
生
に
も
問
い
か
け
で
、

イ
メ
ー
ジ
を
明
確
に
し
て
い
く

さ
ら
に
年
少
の
生
徒
さ
ん
に
は
分
か
り

や
す
い
比
喩
を
使
う
が
、
全
体
の
構
成
か

ら
各
楽
節
の
役
割
を
考
え
る
と
い
う
ア
プ

ロ
ー
チ
や
使
用

す
る
楽
語
は
変

わ
ら
な
い
。
和

音
の
音
色
を
変

え
る
時
は﹁
I

は
お
家
に
い
る

感
じ
、
V
は

幼
稚
園
に
行
く

感
じ
、
IV
は
公

園
で
楽
し
ん
で
い
る
感
じ
で
ね
﹂と
具
体

的
な
イ
メ
ー
ジ
に
結
び
つ
け
る
。
場
面
の

展
開
は﹁
絵
本
の
ペ
ー
ジ
が
変
わ
る
感
じ
。

一
番
悲
し
い
と
こ
ろ
は
左
右
両
手
の
幅
が

広
く
て
、
和
音
も
1
小
節
ず
つ
変
わ
っ

て
い
る
の
を
よ
く
感
じ
て
ね
﹂︵﹃
い
な
く

な
っ
て
し
ま
っ
た
お
人
形
﹄
A
2
級
︶。

﹃
小
さ
な
灰
色
の
ロ
バ
﹄︵
バ
ス
テ
ィ
ン

作
曲
・
A
1
級
︶で
は
、
和
声
と
強
弱
記

号
を
見
な
が
ら
A
＿

B
＿

A
の
三
部
形
式

で
あ
る
こ
と
を
確
認
。
生
徒
さ
ん
が
考
え

て
き
た
ロ
バ
の
歌
詞
に
合
わ
せ
て
一
緒
に

歌
い
、﹁
前
奏
の
後
、
A
で
は
ロ
バ
は
同

じ
よ
う
な
歩
調
で
歩
き
、
B
で
雰
囲
気
が

ガ
ラ
ッ
と
変
わ
る
よ
ね
。
こ
こ
を
思
い
切

り
表
現
し
ま
し
ょ
う
﹂と
、
生
徒
さ
ん
の

頭
の
中
で
明
確
な
イ
メ
ー
ジ
と
音
が
想
像

で
き
た
と
こ
ろ
で
、
ピ
ア
ノ
の
前
に
座
ら

せ
た
。

調
性
と
コ
ー
ド
ネ
ー
ム
か
ら
、

音
楽
の
方
向
性
を
探
る
大
学
生

松
田
先
生
に
習
い
始
め
て
5
年
と
い

う
大
学
生
の
生
徒
さ
ん
は
、
す
っ
か
り
ア

ナ
リ
ー
ゼ
が
好
き
に
な
り
、
現
在
練
習

中
の
シ
ョ
パ
ン
・
バ
ラ
ー
ド
1
番
の
調
性

と
コ
ー
ド
ネ
ー
ム
を
全
て
書
き
出
し
て
き

た
。
こ
の
日
は
音
楽
の
方
向
性
や
色
の
変

化
を
明
確
に
す
る
た
め
、
同
時
和
音
化

で
和
声
進
行
を
耳
で
確
認
し
な
が
ら
レ
ッ

ス
ン
。﹁
音
楽
の
流
れ
は
右
で
は
十
分
表

現
さ
れ
て
い
る
の
で
、
左
も
同
時
に
変
え

ま
し
ょ
う
。
ま
た
フ
レ
ー
ズ
の
行
き
先
に

よ
っ
て
出
発
点
の
感
じ
方
を
変
え
る
と
、

音
色
や
ア
コ
ー
ギ
ク
が
変
わ
り
ま
す
よ
﹂。

さ
ら
に﹁
嵐
の
よ
う
な
表
現
と
そ
の
後
の

静
け
さ
を
描
き
分
け
て
﹂と
、
楽
節
の
対

比
か
ら
表
現
を
掘
り
下
げ
る
。
年
齢
や
級

が
違
っ
て
も
、
本
質
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
は

変
わ
ら
な
い
。

「
楽
譜
に
何
が
書
い
て
あ
る
か
」

弾
く
前
に
考
え
る
習
慣
を

松
田
先
生
に
と
っ
て
、
ア
ナ
リ
ー
ゼ
と

は
読
譜
そ
の
も
の
だ
と
い
う
。
生
徒
さ
ん

が
新
し
い
曲
に
取
り
組
む
時
に
は
、﹁
ま

ず
曲
の
中
で
ど
こ
が
同
じ
か
を
探
し
て
も

ら
い
ま
す
。
す
る
と
ど
こ
が
違
う
か
が
分

か
る
。
リ
ズ
ム
な
の
か
、メ
ロ
デ
ィ
や
ハ
ー

モ
ニ
ー
の
動
き
な
の
か
、
そ
の
違
い
を
ど

う
表
現
す
る
か
を
考
え
て
い
き
ま
す
。
最

初
に
楽
譜
を
読
ん
だ
り
音
を
聞
く
こ
と
に

時
間
を
か
け
、
あ
る
程
度
の
こ
と
が
で
き

て
か
ら
初
め
て
ピ
ア
ノ
に
触
れ
ま
す
。﹃
楽

譜
に
何
が
書
い
て
あ
る
か
﹄を
弾
く
前
に

考
え
る
の
が
レ
ッ
ス
ン
の
基
本
に
な
っ
て

い
る
の
で
、
と
て
も
進
め
や
す
い
で
す
ね
。

そ
の
た
め
小
さ
い
子
で
も
コ
ー
ド
ネ
ー
ム

を
覚
え
、
そ
の
コ
ー
ド
が
何
調
の
何
度
な

の
か
を
理
解
し
て
も
ら
い
ま
す
﹂。

さ
ら
に
、
生
徒
さ
ん
が
そ
の
曲
を
ど
う

表
現
し
た
い
か
、
と
い
う
意
思
を
で
き
る

だ
け
尊
重
す
る
。﹁
答
え
は
一
つ
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
和
音
に
し
て
も
様
々
な
角
度

で
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、﹃
あ
な

た
は
そ
う
解
釈
し
た
の
ね
﹄と
こ
ち
ら
に

も
発
見
が
あ
り
ま
す
。
先
生
か
ら
の
一
方

通
行
で
は
な
く
、﹃
な
ぜ
そ
う
な
の
か
﹄と

自
分
で
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
ま
で
持
っ
て

い
き
た
い
で
す
ね
﹂。

レ
ッ
ス
ン
冒
頭
に
行
う
対
話
形
式
の
ア

ナ
リ
ー
ゼ
、
こ
こ
に
そ
の
エ
ッ
セ
ン
ス
が

凝
縮
さ
れ
て
い
る
。
今
日
も
笑
顔
と
美
声

で
放
た
れ
る
論
理
的
な
質
問
で
、
生
徒

さ
ん
の
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
を
掻
き
立
て

る
。

『小さな灰色のロバ』（A1級）に、可愛い歌詞をつ
けてきた萌加さん（小 2）。「ロバがゆくよ、いち
ばに～♪」

松田先生と賑やかな生徒さんたち。前列左より、万穂ちゃん、恵ちゃん（共
に年長）。後列左より、清恵さん（小 2）、歩さん（小 4）、佑介くん（小 4）、萌
加さん（小 2）
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レ
ッ
ス
ン
現
場
の
工
夫
②

「
先
生
、
こ
の
音
気
持
ち
悪
い
⋮
」

か
ら
始
ま
っ
た

レ
ッ
ス
ン
冒
頭
。
小
4
の
生
徒
さ
ん

が
、
ピ
ア
ノ
の
前
に
座
り﹃
変
ニ
長
調
の

プ
レ
リ
ュ
ー
ド
﹄︵
バ
ス
テ
ィ
ン
・
ピ
ア
ノ

ベ
ー
シ
ッ
ク
ス
3
︶の
楽
譜
を
開
く
な
り

一
言
。﹁
先
生
、
こ
の
音
ち
ょ
っ
と
気
持
ち

悪
い
⋮
﹂。
そ
の
言
葉
を
、﹁
な
ん
で
そ
う

思
う
の
？
﹂と
安
倍
先
生
は
大
切
に
受
け

と
め
た
。
中
間
部
に
あ
る
不
協
和
音
の
こ

と
だ
。﹁
半
音
と
半
音
だ
か
ら
﹂と
答
え
る

生
徒
さ
ん
に
対
し
て
、﹁
そ
う
、
左
c
と

右des

が
重
な
っ
て
い
る
か
ら
だ
よ
ね
。

こ
れ
を
同
じ
音
量
で
弾
く
と
気
持
ち
悪
く

な
る
け
ど
、
少
し
右
手
を
優
し
く
小
さ
い

音
に
す
る
と
ど
う
か
な
﹂と
安
倍
先
生
。

さ
ら
に
、﹁
こ
の
後
に
続
く
和
音︵
I
、
III

⋮
︶は
気
持
ち
い
い
？
﹂と
一
音
一
音
確
認

し
な
が
ら
、
微
妙
な
和
音
の
変
化
を
聴
き

と
ら
せ
る
。﹁
う
ー
ん
、︵
次
の
和
音
は
︶

ま
あ
ま
あ
か
な
﹂と
い
う
生
徒
さ
ん
に
対

し
て
、﹁
そ
う
だ
ね
、
気
持
ち
悪
い
の
が

少
し
ほ
っ
と
し
た
感
じ
に
な
っ
て
、
最
後

は
あ
あ
気
持
ち
良
か
っ
た
！
で
終
わ
る

よ
ね
。
ず
っ
と
同
じ
流
れ
だ
と
つ
ま
ら
な

い
か
ら
、
左
手
が
一
番
高
い
音
c
の
時
に

des

を
入
れ
て
、わ
ざ
と
ち
ょ
っ
と
変
わ
っ

た
音
色
で
目
立
た
せ
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い

か
な
。
じ
ゃ
あ
こ
れ
で
最
初
か
ら
弾
い
て

み
よ
う
ね
﹂。

安
倍
先
生
の
レ
ッ
ス
ン
で
は
、
生
徒
さ

ん
の
感
覚
を
大
事
に
す
る
。
弾
く
前
に
曲

の
感
想
を
言
う
生
徒
さ
ん
も
多
い
そ
う

だ
。﹁
ど
う
し
て
こ
う
弾
き
た
く
な
る
ん

だ
ろ
う
﹂と
い
う
の
を
追
求
す
る
た
め
に

ア
ナ
リ
ー
ゼ
す
る
と
い
う
安
倍
先
生
。
そ

し
て
そ
の
理
由
を
論
理
的
に
解
き
明
か

し
、
さ
ら
に
曲
全
体
へ
と
解
釈
を
広
げ
て

い
く
。

安
倍
美
穂
先
生 （
千
葉
在
住
・
千
葉
白
井「
音
で
遊
ぼ
う
」ス
テ
ー
シ
ョ
ン
代
表
）

「
先
生
～
！  
私
こ
の
曲
を
こ
う
思
う
」と
、
弾
き
始
め
る
前
に
感
想
を
言
う
生
徒
さ
ん
。

安
倍
先
生
は
、
そ
こ
か
ら
巧
み
に
ア
ナ
リ
ー
ゼ
に
繋
げ
て
い
る
。

即
興
演
奏
や
作
曲
も
手
が
け
、『
よ
な
か
の
と
け
い
』（
A
2
級
）、『
カ
ー
ド
マ
ジ
ッ
ク
』（
C
級
）、

『
二
つ
の
月
』（
E
級
）と
、
自
作
品
が
3
年
連
続
で
課
題
曲
に
選
出
さ
れ
た
、

安
倍
先
生
な
ら
で
は
の
レ
ッ
ス
ン
と
は
。

「
何
故
そ
う
弾
き
た
く
な
る
の
？
」

一
つ
の
感
情
か
ら
解
釈
を
広
げ
る

生徒さんがいう一言一言から、「なんでそう弾きたくなるのか
な？」と巧みに曲の解釈へ繋げる安倍先生。優歩さん（小 4）
始め、生徒さんはよく自分の感想を先生に伝えてくるそうだ。

A2 級→ B 級で

どう導入？
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「
V7

↓
I
は
お
辞
儀
の
音
」

和
音
の
種
類
は
イ
メ
ー
ジ
で

覚
え
る

そ
の
基
盤
と
し
て
、
和
音
や
リ
ズ
ム
な

ど
の
パ
タ
ー
ン
認
識
力
は
大
切
で
あ
る
。

生
徒
が
あ
る
程
度
の
年
齢
に
な
る
と
、
伴

奏
づ
け
を
通
し
て
和
音
の
種
類
や
色
な

ど
を
覚
え
て
も
ら
う
そ
う
だ
。
こ
の
日
も

レ
ッ
ス
ン
の
冒
頭
で
、
童
謡﹃
紅
葉
﹄の
旋

律
に
I
、
IV
、
V
、
V7
な
ど
の
和
音
を

用
い
て
伴
奏
づ
け
を
行
っ
た
。
和
音
の
選

択
に
よ
っ
て
旋
律
の
色
合
い
が
変
わ
る
過

程
を
、﹁
こ
っ
ち
の
和
音
の
方
が
き
れ
い

だ
ね
。
じ
ゃ
あ
1
回
目
は
V7
で
、
二
回
目

は
IV
に
し
よ
う
﹂と
二
人
で
会
話
し
な
が

ら
進
め
る
光
景
は
と
て
も
楽
し
そ
う
だ
。

和
音
構
成
と
響
き
が
結
び
つ
い
て
い
る
た

め
、
前
述
の﹃
変
ニ
長
調
の
プ
レ
リ
ュ
ー

ド
﹄で
和
音
を
間
違
え
た
時
、
安
倍
先
生

が﹁
そ
こ
は
IV
の
和
音
だ
よ
﹂と
い
う
と
、

迷
う
こ
と
な
く
正
し
い
和
音
に
変
え
ら
れ

る
の
で
あ
る
。

﹁
自
分
で
ア
ナ
リ
ー
ゼ
し
た
上
で
、
子

供
た
ち
に
は
具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
が
持
て

る
よ
う
に
ス
ト
ー
リ
ー
と
し
て
教
え
て
い

ま
す
。例
え
ば
V7
↓
I
を﹁
お
辞
儀
の
音
﹂

と
教
え
て
い
た
ら
、﹁
そ
れ
っ
て
い
っ
ぱ
い

あ
る
よ
ね
！
﹂と
生
徒
が
見
つ
け
て
き
ま

し
た
。﹁
じ
ゃ
あ
、
ハ
長
調
で
弾
く
の
を

半
音
ず
ら
し
て
ご
ら
ん
と
い
う
と
、﹃
あ
！

で
き
た
ー
﹄と︵
笑
︶。
な
る
べ
く
自
分
で

教
え
た
い
の
を
我
慢
し
て
、
子
ど
も
が

自
分
で
探
す
の
を
待
つ
よ
う
に
し
て
い
ま

す
。﹃
な
ん
で
こ
こ
は
︵
ピ
ア
ノ
︶、
て

書
い
て
あ
る
ん
だ
ろ
う
ね
﹄と
い
う
の
を

子
供
た
ち
と
一
緒
に
考
え
る
と
、
思
い
が

け
な
い
答
え
が
出
て
き
た
り
し
ま
す
ね
﹂

と
微
笑
む
。

も
う
少
し
年
上
に
な
る
と
、
例
え
ば

チ
ェ
ル
ニ
ー
8
小
節
の
練
習
曲
を
ア
ナ

リ
ー
ゼ
さ
せ
て
基
本
的
な
和
声
進
行
を
認

識
さ
せ
、
そ
の
上
で
一
見
複
雑
に
見
え
る

ド
ビ
ュ
ッ
シ
ー
の
和
声
進
行
に
も
共
通
点

は
な
い
か
探
し
て
み
る
、
と
い
う
形
で
興

味
を
つ
な
い
で
い
く
そ
う
だ
。

小
さ
い
子
の
ア
イ
デ
ィ
ア
も
、

繋
げ
て
広
げ
て
い
く

で
は
小
さ
い
生
徒
さ
ん
に
は
、
ど
の
よ

う
に
か
み
砕
い
て
教
え
て
い
る
の
か
。
ま

た
上
級
生
と
の
共
通
点
は
あ
る
の
だ
ろ
う

か
。
幼
稚
園
の
生
徒
さ
ん
の
レ
ッ
ス
ン
に

も
お
邪
魔
し
た
。

こ
の
日
の
レ
ッ
ス
ン
は﹃
ミ
ッ
キ
ー
マ
ウ

ス
マ
ー
チ
﹄か
ら
。
弾
く
前
に
メ
ロ
デ
ィ

を
歌
い
、
特
徴
的
な
リ
ズ
ム
は
手
拍
子

さ
せ
、
先
生
と
の
連
弾
の
後
は
お
母
様
も

交
え
て
の
ト
リ
オ
演
奏
も
。
す
る
と
、
そ

の
途
中
で
突
然﹁
あ
！  

こ
れ
っ
て﹃
ハ
ッ

ピ
ー
バ
ー
ス
デ
イ
﹄に
似
て
る
！
﹂と
言
っ

て
、
メ
ロ
デ
ィ
を
弾
き
出
し
た
の
だ
。
タ

ン
タ︵
四
分
音
符
と
八
分
音
符
︶の
リ
ズ
ム

が
共
通
し
て
い
る
こ
と
を
、
本
能
的
に
察

知
し
た
よ
う
だ
。
安
倍
先
生
は
こ
こ
ぞ
と

ば
か
り
に
リ
ズ
ム
を
体
感
さ
せ
よ
う
と
、

お
気
に
入
り
の
カ
ス
タ
ネ
ッ
ト
を
持
た
せ

て
、
先
生
の
伴
奏
で
タ
ン
タ
の
練
習
を
始

め
る
。
そ
の
後
さ
ら
に
生
徒
さ
ん
は
、﹃
糸

ま
き
ま
き
﹄と﹃
メ
リ
ー
さ
ん
の
ひ
つ
じ
﹄

に
共
通
の
リ
ズ
ム
型
が
あ
る
こ
と
に
気
づ

き
、
こ
れ
も
同
じ
順
番
で
反
復
練
習
さ
せ

て
い
た
。
や
は
り
基
本
と
な
る
パ
タ
ー
ン

認
識
力
が
、
音
楽
の
中
で
育
ま
れ
て
い
る

印
象
で
あ
る
。

即
興
演
奏
や
リ
ト
ミ
ッ
ク
も
本
格
的
に

習
っ
た
と
い
う
安
倍
先
生
。
し
か
し
そ
れ

ら
を
単
独
で
実
践
す
る
の
で
は
な
く
、
複

数
の
要
素
を
融
合
さ
せ
な
が
ら
普
段
の

レ
ッ
ス
ン
で
自
然
に
取
り
入
れ
る
よ
う
に

し
て
い
る
そ
う
だ
。
そ
し
て﹁
レ
ッ
ス
ン

の
度
に
、
表
現
す
る
こ
と
が
楽
し
い
と

思
っ
て
く
れ
た
ら
い
い
な
と
思
い
ま
す
﹂。

レ
ッ
ス
ン
は
終
始
会
話
の
よ
う
に
進
め
ら

れ
、
朗
ら
か
な
笑
顔
が
絶
え
な
か
っ
た
。

とても元気な優香里ちゃん（5 歳）。
練習中の曲と同じリズムを発見して大喜び。
一生懸命カスタネットをたたく。
※ちなみにアナリーゼのワークショップ講座の

「A 先生」は安倍先生でした。
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和
音
の
変
化
が
表
現
し
き
れ
て
な
い
。
和

音
が
も
っ
と
君
に
や
っ
て
ほ
し
い
こ
と
が

あ
る
よ
﹂
っ
て
。
ど
ん
な
ス
ト
ー
リ
ー
に

し
た
ら
い
い
か
な
ぁ
。＂︵
小
4
男
の
子
︶。

⋮
お
そ
ら
く
、
お
家
で
は
こ
ん
な
会
話

を
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
生
徒
さ
ん
は
1
年
前
に
入
門
し
て

か
ら
和
声
を
勉
強
し
始
め
た
そ
う
だ
が
、

今
で
は
自
分
で
和
音
記
号
を
書
き
、
楽

譜
の
構
造
に
沿
っ
て
色
を
つ
け
、
ス
ト
ー

リ
ー
を
作
っ
て
く
る
。﹁
な
ぜ
そ
の
和
音

に
も
っ
と
表
情
が
ほ
し
い
の
か
﹂の
理
由

も
分
か
っ
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
早
い
進

歩
の
秘
訣
は
？

﹁
ま
ず
ア
ナ
リ
ー
ゼ
の
導
入
の
一
つ
と
し

て
カ
デ
ン
ツ
の
形
を
知
っ
て
も
ら
う
た
め

に
、﹃
ハ
ッ
ピ
ー
・
バ
ー
ス
デ
イ
﹄の
曲
で

勉
強
し
て
も
ら
い
ま
す
。
基
本
的
な
和
声

進
行
、
カ
デ
ン
ツ
、
メ
ロ
デ
ィ
ラ
イ
ン
と

バ
ス
ラ
イ
ン
が
上
手
く
呼
応
す
る
和
音
付

け
、
弱
起
へ
の
気
づ
き
、
ま
た
短
調
に
す

る
と
ナ
ポ
リ
も
使
え
ま
す
し
、
移
調
の
練

習
も
で
き
ま
す
。
こ
こ
ま
で
来
れ
ば
チ
ェ

ル
ニ
ー
30
番
が
自
分
で
分
析
で
き
る
よ
う

に
な
り
ま
す
ね
﹂と
勘
場
先
生
。
こ
の
生

徒
さ
ん
も
あ
と
少
し
で
チ
ェ
ル
ニ
ー
30
番

を
終
え
る
そ
う
だ
。
こ
の
日
は
新
曲
と
し

て
25
番
を
宿
題
に
。﹁
弾
く
前
に
ま
ず
近

親
調
を
書
き
出
し
て
、
曲
の
頂
点
を
見
つ

け
て
ね
﹂と
先
生
が
言
う
と
、
生
徒
さ
ん

は
笑
顔
で
う
な
ず
い
た
。

勘
場
ひ
と
み
先
生 （
大
阪
在
住
・
当
協
会
正
会
員
）

「
次
の
レ
ッ
ス
ン
ま
で
の
宿
題
ね
」と
い
う
言
葉
が
、
き
ち
ん
と
実
現
さ
れ
て
い
る
勘
場
先
生
の
教
室
。

課
題
は
決
し
て
多
く
な
い
が
、
音
楽
の
本
質
を
つ
き
な
が
ら
、
本
人
の
や
る
気
が
出
る
問
い
か
け
を
す
る
。

ア
ナ
リ
ー
ゼ
を
体
感
さ
せ
る
発
表
会
企
画
や
、
お
母
様
方
を
集
め
た
勉
強
会
も
興
味
深
い
。

入
門
1
年
で

ア
ナ
リ
ー
ゼ
の
基
本
が

分
か
る
よ
う
に

＂
あ
～
今
日
の
レ
ッ
ス
ン
も
楽
し
か
っ

た
！  

カ
バ
レ
フ
ス
キ
ー
﹃
ト
ッ
カ
テ
ィ
ー

ナ
﹄に﹃
ぼ
く
の
白
い
馬
﹄
っ
て
題
を
つ
け

た
ら
、﹁
あ
ら
、
い
い
じ
ゃ
な
い
！  
段
落

の
変
わ
り
目
の
歌
い
出
し
も
変
化
が
あ
っ

て
良
か
っ
た
よ
﹂
っ
て
先
生
褒
め
て
く
れ

た
。
友
達
の
馬
と
競
争
す
る
っ
て
い
う

ス
ト
ー
リ
ー
は﹁
イ
メ
ー
ジ
は
い
い
け
ど
、

や

が
沢
山
出
て
く
る
展
開
部
は

＇
た
だ
抜
い
た
り
抜
か
れ
た
り
＇だ
け
じ
ゃ

レ
ッ
ス
ン
現
場
の
工
夫
③

「
そ
の
和
音
が
君
に
や
っ
て
ほ
し
い
こ
と
は
何
？
」

感
覚
と
そ
の
根
拠
を
結
び
つ
け
て

泰くん（小 4）が書き込みした『トッカティーナ』の譜面。

A2 級→ B 級で

どう導入？
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「
目
と
身
体
」で
形
式
を
覚
え
る

﹁
そ
の
和
音
﹂﹁
そ
の
調
性
や
形
式
﹂と
は

何
な
の
か
、
勘
場
先
生
は
生
徒
が
自
分
で

考
え
る
た
め
の
素
材
を
効
果
的
に
与
え
て

い
る
。
毎
年
発
表
会
の
企
画
も
ユ
ニ
ー
ク

だ
。﹁
バ
ロ
ッ
ク
ダ
ン
ス
﹂︵
2
0
0
6
年
︶

で
は
生
徒
た
ち
も
ス
テ
ー
ジ
に
上
が
り
、

ス
テ
ッ
プ
の
踏
み
方
、
足
の
運
び
方
を
体

感
し
て
も
ら
っ
た
。
ア
ナ
リ
ー
ゼ
が
大
好

き
と
い
う
元
生
徒
さ
ん︵
高
1
︶は
当
時

小
5
で
フ
ラ
ン
ス
組
曲
第
5
番
を
練
習

中
、
プ
ロ
の
舞
踏
家
に
よ
る
サ
ラ
バ
ン
ド

の
踊
り
に
伴
奏
し
た
り
、
実
際
に
自
分
で

メ
ヌ
エ
ッ
ト
を
踊
っ
た
感
覚
は
忘
れ
ら
れ

な
い
と
い
う
。

ま
た﹁
目
で
見
る
ソ
ナ
タ
形
式
﹂

︵
2
0
0
8
年
︶で
は
、
ス
ク
リ
ー
ン
で
楽

譜
を
対
比
さ
せ
な
が
ら
形
式
を
説
明
し
、

そ
の
後
、ソ
ナ
タ
形
式
仕
立
て
の
寸
劇﹃
ロ

ミ
オ
と
ジ
ュ
リ
エ
ッ
ト
﹄を
チ
ャ
イ
コ
フ
ス

キ
ー
の
幻
想
序
曲
に
の
せ
て
上
演
し
た
。

﹁
子
供
た
ち
は
ソ
ナ
タ
形
式
が
理
解
で
き

る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
調
の
関
係
の
面
白

さ
に
気
づ
き
、
よ
り
覚
え
や
す
く
な
っ
た

よ
う
で
す
﹂と
手
応
え
を
感
じ
て
い
る
。

先
生
自
身
の
意
識
改
革
を
経
て

こ
の
指
導
方
針
の
背
景
に
は
、
実
は

先
生
ご
自
身
の
大
き
な
意
識
の
変
化
が

あ
っ
た
。
音
楽
高
校
時
代
は
メ
カ
ニ
ッ
ク

重
視
で
、
楽
曲
分
析
の
知
識
も
あ
っ
た
が

﹁
そ
れ
が
音
楽
と
結
び
つ
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
﹂こ
と
な
ど
、
大
学
で
指
摘
さ
れ

る
ま
で
そ
の
重
要
性
に
あ
ま
り
気
づ
か
な

か
っ
た
そ
う
だ
。
し
か
し
、
一
度
開
眼
し

て
か
ら
迷
い
は
な
か
っ
た
。
生
徒
の
特
別

レ
ッ
ス
ン
で
下
田
幸
二
先
生
に
出
会
い
よ

り
深
く
ア
ナ
リ
ー
ゼ
を
勉
強
す
る
よ
う
に

な
る
。
そ
の
時
薦
め
ら
れ
た﹃
音
楽
の
形

式
と
分
析
﹄︵
貴
島
清
彦
著
︶は
繰
り
返
し

学
び
、
生
徒
用
に
は﹃
和
声
と
楽
式
の
ア

ナ
リ
ー
ゼ
﹄︵
島
岡
譲
著
︶を
用
い
て
勉
強

し
て
い
る
。
そ
の
他
に
も
チ
ェ
ン
バ
ロ
奏

者
に
音
楽
史
を
学
ん
だ
り
、
レ
ッ
ス
ン
室

で
調
律
師
に
レ
ク
チ
ャ
ー
し
て
も
ら
う
な

ど
、
常
に
学
び
を
欠
か
さ
な
い
。
さ
ら
に

バ
ロ
ッ
ク
時
代
の
舞
曲
の
解
釈
を
深
め
た

い
と
思
っ
て
い
た

矢
先
、
江
崎
光
世

先
生
の
講
座
で
バ

ロ
ッ
ク
ダ
ン
ス
を

知
っ
て
感
激
し
、

自
ら
も
ダ
ン
ス
を

樋
口
裕
子
先
生
に

習
い
始
め
、
3
年

前
に
は
初
舞
台
を

踏
む
ま
で
に
。
時

代
に
よ
る﹁
メ
ヌ

エ
ッ
ト
﹂の
違
い
も

身
体
で
実
感
で
き

る
よ
う
に
な
っ
た

そ
う
だ
。

学
ぶ
姿
勢
が
伝
わ
り
、

今
で
は
お
母
様
方
も

和
声
の
勉
強

勘
場
先
生
の
姿
勢
は
、
生
徒
の
み
な
ら
ず

お
母
様
方
に
も
共
有
さ
れ
て
い
る
。﹁
月
1

回
お
母
様
方
4
～
5
人
で
集
ま
っ
て
楽
典
を

勉
強
し
て
い
ま
す
。
毎
期
1
～
2
年
で
現
在

は
7
期
目
で
す
﹂。
こ
う
し
た
環
境
の
中
で

自
分
の
力
で
音
楽
と
向
き
合
う
こ
と
は
、
生

徒
さ
ん
に
と
っ
て
ご
く
自
然
に
思
え
る
。

最
後
に
、
ツ
ェ
ル
ニ
ー
30
番
の
ア
ナ
リ
ー

ゼ
を
全
て
終
え
た
と
い
う
小
6
の
生
徒
さ
ん

の
会
話
を
想
像
し
て
み
よ
う
。︵
お
母
様
は

6
期
目
に
参
加
︶

＂
ハ
イ
ド
ン
の
ソ
ナ
タ
4
番H

ob.
X
V
I:G

1

、
太
陽
が
キ
ラ
キ
ラ
し
た
イ

メ
ー
ジ
で
弾
き
た
い
な
。今
日
は﹃
モ
チ
ー

フ
の
種
﹄を
大
事
に
し
て
っ
て
言
わ
れ
た
。

モ
チ
ー
フ
、
テ
ー
マ
と
テ
ー
マ
の
確
保
、

リ
レ
ー
主
題
、
コ
デ
ッ
タ
⋮
ど
う
や
っ
て

発
展
さ
せ
れ
ば
い
い
の
か
な
。
こ
こ
は
語

り
方
や
声
の
ト
ー
ン
を
変
え
る
よ
う
に
っ

て
先
生
は
言
っ
て
た
よ
ね
。
あ
、
C
D
も

聴
い
て
み
よ
う
。
こ
の
前
は
シ
ョ
パ
ン
の

曲
で
ル
ー
ビ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
と
カ
ツ
ァ
リ

ス
の
比
較
を
し
た
か
ら
、
ハ
イ
ド
ン
な
ら

シ
フ
を
聴
こ
う
っ
と
！  

＂。

彩乃さん（小6）はこの
日ハイドン、バッハの
インヴェンション、バ
ルトークをレッスン。
家では CD の比較も。

元生徒の夏希さん（高
1）が以前使っていた
シンフォニアの楽譜。
構造が明確に分かる
よう、近親調が綺麗
に色分けされている。
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数
年
前
か
ら

ア
ナ
リ
ー
ゼ
譜
を

フ
ァ
イ
リ
ン
グ

レ
ッ
ス
ン
で
扱
う
曲
を
ア
ナ
リ
ー
ゼ

し
フ
ァ
イ
リ
ン
グ
し
て
い
る
と
い
う
斉
藤

先
生
。﹁
楽
譜
の
コ
ピ
ー
を
用
意
し
、
そ

こ
に
自
分
が
感
じ
た
り
ポ
イ
ン
ト
と
し

て
い
る
こ
と
や
、
Ｃ
Ｄ
を
聴
い
て
参
考
に

な
っ
た
点
、
生
徒
が
ピ
ア
ニ
ス
ト
の
レ
ッ

ス
ン
を
受
け
た
時
な
ど
の
注
意
点
な
ど
、

上
か
ら
ど
ん
ど
ん
書
き
込
ん
で
い
き
ま

す
。
実
は
数
年
前
か
ら
地
元
の
北
海
道

で
公
開
レ
ッ
ス
ン
の
機
会
を
頂
く
こ
と
が

多
く
な
り
ま
し
て
、
そ
れ
を
き
っ
か
け

に
、
バ
ッ
ハ
の
イ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
を
全
曲

ア
ナ
リ
ー
ゼ
し
て
フ
ァ
イ
ル
し
て
い
ま
す
。

バ
ッ
ハ
は
出
版
社
に
よ
っ
て
装
飾
音
符
や

音
な
ど
が
違
う
た
め
、
ど
れ
を
見
て
弾
い

て
い
る
の
か
が
分
か
る
よ
う
に
、
複
数
の

版
を
一
緒
に
綴
じ
て
い
ま
す
。
例
え
ば﹃
ヘ

ン
レ
版
で
は
こ
の
音
だ
け
ど
、
他
の
版
で

は
違
う
音
で
す
よ
﹄と
い
っ
た
こ
と
を
、

い
つ
で
も
説
明
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
ま

す
﹂。バ

ッ
ハ
だ
け
で
な
く
、
シ
ョ
パ
ン
や
邦

人
作
品
な
ど
の
ア
ナ
リ
ー
ゼ
楽
譜
も
作
成

し
て
い
る
。
現
在
高
校
の
常
任
教
諭
で
あ

る
斉
藤
先
生
は
、
始
業
前
の
7
時
か
ら

8
時
の
間
に
ア
ナ
リ
ー
ゼ
を
す
る
こ
と
が

多
い
そ
う
だ
。

レ
ッ
ス
ン
で
は
ど
う
活
用
？

レ
ッ
ス
ン
で
は
ど
の
よ
う
に
取
り
入
れ

て
い
る
の
だ
ろ
う
か
？
﹁
生
徒
に
も
楽
譜

コ
ピ
ー
を
1
枚
持
た
せ
て
、
そ
こ
に
自

分
の
感
じ
た
こ
と
や
注
意
点
な
ど
を
書

き
入
れ
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。
複
雑
な
ア

ナ
リ
ー
ゼ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
例
え
ば

﹃
こ
こ
にA

s-dur

と
書
い
て
ご
ら
ん
﹄﹃
フ

レ
ー
ズ
が
こ
こ
で
区
切
れ
る
ね
﹄　
﹃
こ
の

フ
レ
ー
ズ
が
ま
た
出
て
き
た
ね
﹄等
。
曲

の
時
代
背
景
を
調
べ
て
き
て
も
ら
う
こ
と

も
あ
り
ま
す
。
先
生
が
楽
譜
に
書
き
込
む

の
を
待
つ
の
で
は
な
く
、
奏
法
や
指
番
号

な
ど
に
関
し
て
も
自
分
の
手
で
書
き
込
ん

で
も
ら
う
よ
う
に
し
て
い
ま
す
﹂。

「
こ
う
弾
き
な
さ
い
」か
ら
、

「
あ
な
た
は
ど
う
思
う
？
」へ

で
は
自
分
で
ア
ナ
リ
ー
ゼ
楽
譜
を
作
る

よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、
生
徒
さ
ん
や
先
生

ご
自
身
に
ど
の
よ
う
な
変
化
が
あ
っ
た
の

だ
ろ
う
か
。

﹁
以
前
は﹃
こ
う
弾
き
な
さ
い
﹄と
い
う

押
し
つ
け
が
多
か
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。﹃
こ
の
ア
ク
セ
ン
ト
は
こ
う
弾
い
て
、

こ
の
レ
ガ
ー
ト
は
こ
の
よ
う
に
・
・
﹄と
自

分
の
弾
き
方
を
教
え
て
い
た
の
で
は
な
い

か
と
。
今
は
、
な
る
べ
く
完
成
直
前
ま
で

﹃
自
分
が
ど
う
し
た
い
か
﹄を
考
え
さ
せ
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
正
解
は
あ
り
ま
せ

ん
。
た
と
え
ば
今
生
徒
が
自
分
で
考
え
て

﹃
柔
ら
か
い
音
﹄と
書
い
て
も
、
途
中
で
変

わ
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
し
た
ら
書
き
換
え

て
⋮
そ
の
繰
り
返
し
で
す
ね
。
以
前
は
5

人
い
た
ら
全
員
同
じ
よ
う
な
演
奏
だ
っ
た

か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
今
は
そ
れ
ぞ
れ
が

自
分
な
り
の
演
奏
に
な
っ
て
い
る
と
思
い

ま
す
。
私
の
ア
ナ
リ
ー
ゼ
は
生
徒
に
見
せ

る
時
と
見
せ
な
い
時
が
あ
り
ま
す
が
、
本

来
は
見
せ
ず
に
本
人
に
考
え
て
も
ら
う
の

が
理
想
で
す
。﹂

生
徒
さ
ん
の
演
奏
が
多
様
に
な
っ
た
の

は
、
斉
藤
先
生
ご
自
身
の
中
に
選
択
肢
が

広
が
っ
た
結
果
か
も
し
れ
な
い
。

﹁
ア
ナ
リ
ー
ゼ
は
曲
を
仕
上
げ
る
過
程

の
ご
く
一
部
分
だ
と
思
い
ま
す
。
し
か
し

自
分
の
見
え
な
い
点
に
気
づ
い
た
り
、
表

面
的
な
解
釈
に
陥
ら
な
い
た
め
の
、
と
て

も
貴
重
な
き
っ
か
け
に
な
っ
て
い
る
と
思

い
ま
す
﹂。

指
導
者
の
変
化

生
徒
に
選
ば
せ
る
指
導
へ

 
斉
藤
香
苗
先
生 （
北
海
道
在
住
・
当
協
会
正
会
員
）

インベンション、シンフォニアは全てアナリーゼしてファイリング。
アナリーゼのきっかけは宍戸睦郎氏の作品だそうだ。
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生
徒
の
変
化

楽
譜
に
自
ら
近
づ
く
よ
う
に

と
言
っ
て
自
分
で
ア
ナ
リ
ー
ゼ
し
て
き
た

と
い
う
。
ま
た
A
1
級
の
生
徒
さ
ん
は
3

拍
子
の
曲
が
苦
手
と
先
生
が
思
い
込
ん
で

い
た
が
、
一
緒
に
ア
ナ
リ
ー
ゼ
を
す
る
と

次
第
に
理
解
が
進
み
、
曲
の
構
成
が
分
か

る
こ
と
で
表
現
力
が
出
て
き
た
そ
う
で
あ

る
。﹁
色
を
塗
っ
て
い
く
と
例
え
ば
緑
の

山
だ
け
で
な
く
、
色
々
な
色
が
混
ざ
っ
て

い
る
山
の
イ
メ
ー
ジ
が
湧
い
て
く
る
。
そ

の
こ
と
が
音
に
な
り
、
表
情
に
変
化
が
出

て
き
ま
す
ね
﹂。
田
中
順
子
先
生︵
福
島
・

指
導
会
員
︶も
早
い
段
階
か
ら
ア
ナ
リ
ー

ゼ
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
将
来
自
分
で
で

き
る
よ
う
に
、
生
徒
自
身
で
楽
譜
を
色
分

け
し
た
り
、
歌
詞
や
お
話
を
作
っ
た
り
さ

せ
て
い
る
そ
う
だ
。

ア
ナ
リ
ー
ゼ
譜
を
参
考
に
し
て
い
る
先

生
の
中
で
、
勢
志
佳
子
先
生︵
大
阪
・
正

会
員
︶は
バ
ス
テ
ィ
ン
の
ベ
ー
シ
ッ
ク
ス

４
ま
で
終
了
し
て
い
る
生
徒
さ
ん
は
長
短

増
減
や
I
・
IV
・V7
の
基
本
が
完
了
。
曲

中
の
要
所
で
ヒ
ン
ト
と
し
て
説
明
に
用
い

ら
れ
て
い
る
。
湯
本
早
百
合
先
生︵
埼
玉
・

わ
た
し
の
ア
ナ
リ
ー
ゼ
！

正
会
員
︶も
普
段
か
ら
バ
ス
テ
ィ
ン
、
ソ

ナ
チ
ネ
、
ブ
ル
グ
ミ
ュ
ラ
ー
等
の
教
材
で

簡
単
に
ア
ナ
リ
ー
ゼ
し
な
が
ら
レ
ッ
ス
ン

を
し
て
い
る
そ
う
だ
。

木
村
理
恵
子
先
生︵
千
葉
・
正
会
員
︶は

ア
ナ
リ
ー
ゼ
の
捉
え
方
に
つ
い
て
、﹁
た
だ

の
和
音
記
号
な
ど
の
並
べ
で
は
な
く
、
知

る
こ
と
に
よ
っ
て
よ
り
大
き
な
喜
び
、
発

見
、
感
動
が
伴
う
時
、
ア
ナ
リ
ー
ゼ
が
生

き
て
く
る
と
思
い
ま
す
﹂。
ま
た
棚
瀬
美

鶴
恵
先
生︵
北
海
道
・
正
会
員
︶も﹁
学
問

的
な
こ
と
に
と
ら
わ
れ
ず
、
実
際
に
ど
の

よ
う
な
こ
と
を
意
味
す
る
の
か
を
感
じ
さ

せ
て
い
ま
す
﹂と
、
表
現
と
結
び
つ
け
る

こ
と
を
重
視
さ
れ
て
い
る
。

Ｃ
級
以
降
に
ど
う
生
か
す
？

ア
ナ
リ
ー
ゼ
の
理
想
は
、
自
分
で
曲
を

読
み
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
る
こ
と
。
そ

の
ヒ
ン
ト
と
し
て
、
Ｃ
級
以
上
の
生
徒
に

は
実
際
に
ア
ナ
リ
ー
ゼ
譜
を
見
せ
て
い
る

方
も
多
い︵
中
野
昌
子
先
生
、
熊
谷
か
つ

美
先
生
、武
田
裕
美
先
生
ほ
か
︶。ま
た﹁
生

徒
と
一
緒
に
勉
強
で
き
る
﹂と
い
う
意
見

も
出
て
く
る
。
基
礎
的
な
ア
ナ
リ
ー
ゼ
知

識
を
ど
う
応
用
し
て
い
け
ば
よ
い
の
か
。

ど
の
よ
う
に
自
分
で
ア
ナ
リ
ー
ゼ
を
進
め

て
い
け
ば
よ
い
だ
ろ
う
か
。
本
特
集
で
は
、

今
年
か
ら
、
つ
い
に

A
2
級
の
ア
ナ
リ
ー
ゼ
楽
譜
が

登
場こ

こ
数
年
で
ア
ナ
リ
ー
ゼ
に
対
す
る
認

識
は
一
気
に
深
ま
っ
た
よ
う
に
見
え
る
。

2
0
0
7
年
度
に
初
め
て
課
題
曲
ア
ナ

リ
ー
ゼ
楽
譜
が
出
版
さ
れ
て
か
ら
3
年

間
で
、
出
荷
数
は
お
よ
そ
10
倍
近
く
増
え

た
。
中
で
も
大
き
な
変
化
は
、
2
0
1
1

年
度
よ
り
初
め
て
A
2
級
の
ア
ナ
リ
ー
ゼ

が
登
場
し
た
こ
と
だ
ろ
う
。
形
式
に
関
す

る
記
述
は
リ
ン
ゴ
や
バ
ナ
ナ
と
い
っ
た
果

物
に
置
き
換
え
ら
れ
、
視
覚
的
に
分
か
り

や
す
く
工
夫
さ
れ
て
い
る
。

A
2
級
か
ら
ア
ナ
リ
ー
ゼ

始
ま
る
！

そ
れ
で
は
実
際
の
レ
ッ
ス
ン
現
場
で
は

ど
う
生
か
さ
れ
て
い
る
の
か
？
伊
藤
裕
子

先
生︵
福
岡
・
正
会
員
︶は
、A
2
級﹃
か
っ

こ
う
﹄を
練
習
し
て
い
る
生
徒
に
果
物
で

説
明
し
た
と
こ
ろ
、﹁
お
花
を
書
き
た
い
﹂

万穂ちゃん（年長）。A2 級「こいぬ」の曲の展
開を視覚的にわかりやすく表現。跳ねるよう
な躍動感が出ている

（松田映子先生）

恵ちゃん（年長）。A2 級「いなくなってしまっ
たお人形」。短調の曲の音が沈んでいく感じ
が視覚的に分かる。

（松田映子先生）

彩乃さん（小 6）。チェルニー 30 番を全てア
ナリーゼし、現在インヴェンション勉強中。
二声の動き（色分け）、和音記号、カデンツな
ど、基本要素が書き込まれている。

（勘場ひとみ先生）

※
過
去
の
ア
ナ
リ
ー
ゼ
楽
譜
購
入
者
、
音
楽
総
合
力
U
P
講
座
受
講
者
、e-learning

受
講
者
よ
り
、
指
導
者
賞
1
回
以
上
受
賞
の
先
生
方
に
ア
ン
ケ
ー
ト
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。
ご
協
力
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

ア
ナ
リ
ー
ゼ
楽
譜
著
者
の
一
人
、
金
子
一

朗
氏
に
よ
る
ア
ナ
リ
ー
ゼ
の
プ
ロ
セ
ス
を

解
き
明
か
す
。
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梅
村
知
世
さ
ん

（
2
0
1
0
年
度
グ
ラ
ン
プ
リ
）

︳ 

昨
年
特
級
で
演
奏
し
た
シ
ュ
ー
マ

ン
の
幻
想
曲
な
ど
音
楽
の
方
向
性
が
一
貫

し
て
い
て
説
得
力
が
あ
り
ま
し
た
。
ど
の

よ
う
に
仕
上
げ
ま
し
た
か
？

こ
の
曲
は
標
題
も
あ
る
の
で
、
そ
れ
を

参
考
に
し
な
が
ら
自
分
で
ス
ト
ー
リ
ー
を

作
っ
て
み
ま
し
た
。
第
1
楽
章
は
ク
ラ
ラ

と
シ
ュ
ー
マ
ン
の
激
情
に
満
ち
た
愛
や
、

二
人
が
ど
う
い
う
会
話
を
し
て
い
る
か
を

想
像
し
、
第
2
・
3
楽
章
は
音
の
進
行
と

調
性
か
ら
イ
メ
ー
ジ
を
膨
ら
ま
せ
て
い
き

ま
し
た
。
作
曲
家
は﹃
こ
う
し
た
い
﹄と

思
っ
て
記
譜
し
た
と
思
う
の
で
、
そ
れ
を

い
か
に
読
み
取
っ
て
自
分
の
も
の
に
近
づ

け
る
の
か
が
大
事
だ
と
思
い
ま
す
。﹃
な

ぜ
こ
こ
は
こ
の
ぐ
ら
い
の
長
さ
で
、
こ
の

調
性
な
の
か
﹄を
考
え
る
よ
う
に
し
て
い

ま
す
。

＿ 

ア
ナ
リ
ー
ゼ
の
重
要
性
を
意
識
し

た
の
は
い
つ
ご
ろ
で
す
か
？

中
2
の
頃
、
同
世
代
の
子
を
集
め
た

楽
曲
分
析
の
グ
ル
ー
プ
レ
ク
チ
ャ
ー
に
参

加
し
ま
し
た
。
シ
ョ
パ
ン
の
前
奏
曲
を
各

自
1
曲
ず
つ
弾
き
な
が
ら
プ
レ
ゼ
ン
し
た

の
で
す
が
、
曲
や
和
音
に
は
そ
れ
ぞ
れ
色

が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
知
り
ま
し
た
。
楽

典
は
小
さ
い
頃
か
ら
勉
強
し
て
い
ま
し
た

が
、
音
楽
と
結
び
つ
け
て
考
え
る
こ
と
は

そ
れ
以
来
意
識
し
て
い
ま
す
。

阪
田
知
樹
さ
ん

（
2
0
0
9
年
度
福
田
靖
子
賞
）

＿ 

ア
ナ
リ
ー
ゼ
を
意
識
し
始
め
た
こ

と
に
よ
っ
て
楽
譜
の
見
方
や
曲
の
捉
え
方

は
ど
の
よ
う
に
変
わ
り
ま
し
た
か
？

小
4
か
ら
小
5
に
な
る
頃
だ
っ
た
と
思

い
ま
す
が
、
バ
ッ
ハ
の
イ
ン
ヴ
ェ
ン
シ
ョ

ン
を
初
め
て
勉
強
し
た
と
き
に
、﹁
こ
れ

は
何
だ
か
今
ま
で
弾
い
て
き
た
曲
と
は

違
う
！
﹂と
感
じ
た
こ
と
を
覚
え
て
い
ま

す
。
そ
の
時
に
教
え
て
頂
い
て
い
た
先
生

が﹁
T
﹂﹁
⊥
﹂等
と
暗
号
の
よ
う
な
記
号

を
楽
譜
に
書
い
て
下
さ
い
ま
し
た
。
そ
れ

ま
で
は
た
だ
何
と
な
く
好
き
だ
っ
た
バ
ッ

ハ
の
楽
曲
に
非
常
に
興
味
を
持
つ
よ
う
に

な
っ
て
い
く
き
っ
か
け
の
一
つ
だ
っ
た
と

感
じ
ま
す
。
そ
の
後
は
バ
ッ
ハ
が
益
々
大

好
き
に
な
り
、
ま
る
で
謎
解
き
を
す
る
か

の
よ
う
に
、
自
分
の
好
き
な
イ
ン
ヴ
ェ
ン

シ
ョ
ン
、
シ
ン
フ
ォ
ニ
ア
等
を
見
つ
け
て

は
色
々
と
遊
び
弾
き
を
楽
し
ん
で
い
ま
し

た
。楽

譜
の
見
方
や
曲
の
捉
え
方
に
つ
い
て

大
き
く
変
わ
っ
た
と
自
覚
で
き
た
の
は
、

そ
れ
か
ら
随
分
経
っ
て
か
ら
で
す
。
昨

年
、
オ
ラ
ン
ダ
の
ユ
ト
レ
ヒ
ト
に
て
行
わ

れ
た﹁
リ
ス
ト
・
ジ
ュ
ニ
ア
・
ア
カ
デ
ミ
ー
﹂

教えて！先輩のアナリーゼ観

コンペ入賞者に聞く！

アナリーゼの
面白さに
目覚めたのは
いつ？
梅村知世さん  ＆ 阪田知樹さん

コンペ入賞者たちは
どのようなアナリーゼをしているのでしょうか。
またいつアナリーゼの重要性に気づいたのでしょうか？
二人の先輩にお伺いしました。

参考に見せて頂いたバッハ平均
律の楽譜には、重要な和音やカ
デンツァに印をつけたり、フー
ガの動きが分かるよう複数の旋
律線が色分けされている。「そこ
からいかにイメージを膨らませ
るかが大切ですね」。

C級から先はどうする？
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「自分はこう思うから、こう弾く」という明確な意

思が見えるフランス人の演奏をよく耳にする。そ

の根拠となるのはアナリーゼ。パリ国立高等音楽

院では 1940 年代にオリヴィエ・メシアンがアナ

リーゼクラスを創始し、現在も演奏家や作曲家・

指揮者等のためのアナリーゼクラスが行われてい

る。

この日の課題は、シューベルト弦楽四重奏曲

15 番。10 人程の生徒がコの字型に座り、先生か

ら課題の譜面を配布されると、まず全体にさっと目

を通す。講義は作曲家の説明から始まった。シュー

ベルトを相対的に捉えるため、モーツァルト、ベー

トーヴェンの作曲技法との比較をする。シューベ

ルトは弁証法的ではなく、まるで旅をしているかの

ように楽想が形を変えて現れる。アナリーゼによっ

てそれが解き明かされていった。

まず曲の背景が説明された後、第 1 楽章のＣ

Ｄを視聴。オペラのレチタティーボのようにテー

マが出現し、その後テーマがどのように発展して

いくのか、その大意を掴んでいく。ポイントとなる

のは、調性の変化、和声進行、フレーズとカデン

ツの形、テーマがどのように現れるのか、である。

「○小節目のカデンツは何？その次はどのよう

にテーマが出現していますか？」「この小節のテ

ンションは？」「ここの調性はどう変化しています

か？」「ここの和音は？」先生から質問を投げかけ、

生徒が答えながら授業が進められていく。

まずは全体の基本構造を把握し、その後に詳細

を見るが、対位法的な動きが現れたり、変奏を伴う

反復形としてテーマが現れること、トレモロで表現

される寂寥感など、特徴的な要素を掘り出していっ

た。

このクラスを担当するクロード・ルドー教授は現

役の作曲家である。年間シラバスは無く、毎回ル

ドー教授がテーマと曲の組み合わせを考えるのだそ

うだ。扱う楽曲はモンテベルディから、ピエール・

ブーレーズやミカエル・レヴィナス等のコンテンポ

ラリーまで幅広い。実際にレヴィナスに講義しても

らったり、プロの演奏家と討論する機会もある。そ

うして音楽史を俯瞰的に見渡すことで、個々の曲に

客観的なアプローチができるようになる。ある指揮

科の生徒は「アナリーゼをしたおかげで、指揮の時

の身振りが変わった」そうである。アナリーゼが演

奏と結びついていることが何よりの証だろう。

海
外
の
ア
ナ
リ
ー
ゼ
教
育
は
？  
～
パ
リ
国
立
高
等
音
楽
院（C

N
S

M
D

P

）

に
招
か
れ
た
時
の
こ
と
。﹁
一
度
も
ピ
ア

ノ
に
触
れ
ず
に
暗
譜
を
完
成
し
、
演
奏
を

披
露
す
る
﹂と
い
う
課
題
が
出
さ
れ
た
際

に
、
皆
の
解
釈
が
全
く
異
な
る
こ
と
に
非

常
に
驚
か
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
時
、
楽
譜

の
見
方
や
曲
の
捉
え
方
は
本
当
に
沢
山
あ

る
、
そ
し
て
、
個
人
差
が
あ
る
こ
と
が
自

然
な
の
だ
と
も
改
め
て
感
じ
ま
し
た
。
そ

れ
か
ら
、
私
も
楽
譜
を
よ
り
多
面
的
に
理

解
し
よ
う
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
と
思

い
ま
す
。
楽
譜
の
見
え
方
が
違
っ
て
き
て
、

曲
の
捉
え
方
が
自
然
と
変
わ
る
瞬
間
に
出

会
え
る
と
世
界
の
広
が
り
を
感
じ
、
開
放

的
に
な
れ
る
気
が
し
て
い
ま
す
。

2010 年リストジュニアアカデミーにて、パウル・バドゥラ・スコダ先生、
エミール・ナウモフ先生等の指導を受ける。

アナリーゼのクラスを担当するクロード・ルドー教授
（Prof.Claude Ledoux）
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で
は
ど
の
よ
う
に
自
分
で
ア
ナ
リ
ー
ゼ
し
、
そ
れ
を
演
奏
に
生
か
せ
ば
よ
い
で
し
ょ
う
か
。

演
奏
に
生
か
す
た
め
の
ア
ナ
リ
ー
ゼ
と
は
何
で
し
ょ
う
か
。

今
回
、
2
0
0
5
年
度
グ
ラ
ン
プ
リ
で
ア
ナ
リ
ー
ゼ
楽
譜
で
も
お
馴
染
み
の
金
子
一
朗
さ
ん
に
、

「
シ
ョ
パ
ン
の
ノ
ク
タ
ー
ンO

p.27-2

」の
ア
ナ
リ
ー
ゼ
を
し
て
頂
き
ま
し
た
。

い
つ
も
精
緻
な
分
析
で
お
馴
染
み
で
す
が
、「
初
め
て
の
曲
を
、
ど
の
く
ら
い
の
時
間
で
、

ど
の
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
を
辿
っ
て
ア
ナ
リ
ー
ゼ
す
る
の
か
」を
、
制
限
時
間
を
設
け
、

講
義
形
式
で
行
っ
て
頂
き
ま
し
た
。
あ
え
て
準
備
な
し
で
臨
ん
で
頂
い
た
、

ぶ
っ
つ
け
本
番
の
1
0
0
分
！　

実
況
風
に
お
届
け
し
ま
す
。

（
誌
面
の
都
合
上
、
短
く
編
集
し
て
あ
り
ま
す
）

第
２
ラ
ウ
ン
ド
・
50
分

和
声
進
行
と
和
音
を
見
る

調
性
音
楽
の
場
合
、
初
め
に
調
性
を
調

べ
ま
し
ょ
う
。最
終
小
節
を
見
て
下
さ
い
、

D
es-dur

で
す
ね
。
序
奏
の
部
分
が
必

ず
し
も
主
調
で
始
ま
っ
て
い
る
と
は
限
ら

な
い
た
め
、
調
性
を
決
め
る
時
は
末
尾
を

見
る
こ
と
。
ま
た
和
音
を
決
め
る
時
は
自

由
に
動
き
回
る
旋
律
で
な
く
、
伴
奏
音
型

を
見
る
の
が
鉄
則
。
バ
ス
ラ
イ
ン
も
重
要

で
す
。
優
れ
た
音
楽
は
旋
律
と
バ
ス
ラ
イ

ン
だ
け
で
成
り
立
ち
ま
す
。

で
は
A
か
ら
。m

1

～m
6

はdes

の

保
続
音（
オ
ル
ゲ
ル
プ
ン
ク
ト
）。m

5

の

伴
奏
音
型
に

が
つ
き
転
調
の
予
感
。

こ
こ
は
ど
う
い
う
和
声
に
な
っ
て
い
る
の

か
？m

8

の
ド
ミ
ナ
ン
ト
か
ら
逆
に
考
え

る
と
、
そ
の
前
が
短
調
の
借
用
和
音

、

m
7

は

、m6

は
Ⅱ3

7
、m5

はes-m
oll

の
ド
ッ
ペ
ル
ド
ミ
ナ
ン
ト
         Ⅴ
Ⅴ   9

で
す
。
つ

ま
り
A
の
和
声
進
行
は
Ⅰ
ー
Ⅱ
ー
Ⅴ
ー
Ⅰ

で
、
Ⅱ
の
中
で
大
き
く
揺
れ
て
ニ
ュ
ア
ン

ス
が
変
わ
る
感
じ
で
す
ね
。

B
か
らb-m

oll

に
転
調
。
A
と
は
歌

い
方
を
変
え
た
い
の
でespressivo

に

な
っ
て
い
ま
す
。m

13

の
4
拍
目
か
ら

下
属
調es-m

oll

、m
17

の
4
拍
目
か

らdes-m
oll

に
転
調
し
ま
す
。m

17

か
ら
Ⅱ
と
Ⅴ
で
揺
れ
て
、
I
に
は
行
か
ず

ショパン・ノクターン Op.27-2

教えて！ 先輩のアナリーゼ手法

楽譜見て85分＆
ピアノ弾いて15分

100分間で
1曲を
アナリーゼする

金子一朗氏
（評議員、フェスティバル実行委員）

C級から先はどうする？

小
節
目
か
ら
パ
タ
ー
ン
が
変
わ
り
ま
す

︵
B
︶。
そ
う
し
て
見
て
い
く
と
ア
ー
テ
ィ

キ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
や
音
型
は
多
少
違
い
ま

す
が
、
A'︵m

26

～
︶、
B'︵m

34
～
︶、

A''︵m
46

～
︶、
B''︵m

54

～
︶と
き
て
、

m
62

か
ら
今
ま
で
と
違
う
音
型
が
出
現

し
て
終
わ
る
の
で
コ
ー
ダ
と
し
ま
す
。「
序

奏
の
後
、
A
＋
B
と
い
う
ペ
ア
が
そ
れ
ぞ

れ
3
回
繰
り
返
さ
れ
て
コ
ー
ダ
」と
ざ
っ

く
り
捉
え
ま
す
。

第
1
ラ
ウ
ン
ド
・
10
分

ざ
っ
く
り
全
体
を
見
る

ま
ず
は
ざ
っ
く
り
と
全
体︵
6
ペ
ー
ジ
︶

を
眺
め
ま
す
。
ロ
マ
ン
派
の
調
性
音
楽
、

そ
し
て
旋
律
と
伴
奏
型
の
非
声
部
様
式

で
す
ね
。
次
に
旋
律
の
動
き
、
パ
タ
ー
ン

を
さ
っ
と
見
ま
し
ょ
う
。
１
小
節
目
は
序

奏
で
、
2
小
節
目
か
ら
は
息
の
長
い
メ
ロ

デ
ィ
、
こ
れ
が
主
題
で
し
ょ
う︵
A
︶。
10
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第
３
ラ
ウ
ン
ド
・
25
分

色
や
表
情
の
違
い
を
比
較

で
は
も
う
少
し
細
か
く
見
て
い
き
ま

し
ょ
う
。
ま
ず
テ
ー
マ
は
伸
び
や
か
で
綺

麗
な
メ
ロ
デ
ィ
。さ
す
が
シ
ョ
パ
ン
で
す
！

そ
の
中
に
非
和
声
音
が
入
っ
て
い
ま
す
。

m
2

のes

とdes

の
力
関
係
はdes

に

解
決
す
る
の
でes

の
方
が
強
い
。m

4

の
非
和
声
音
b
はas

に
解
決
。
こ
こ
は

響
か
せ
て
。m

9

の
g
も
同
様
。

シ
ョ
パ
ン
は
同
じ
フ
レ
ー
ズ
で
も
違
う

よ
う
に
書
い
て
い
ま
す︵m

10

・m
11

に

対
し
てm

12

・m
13

等
︶。
こ
の
よ
う
な

変
奏
の
原
則
は
前
よ
り
複
雑
化
す
る
こ

と
。
し
か
しm

14

はm
10

と
同
じ
フ

す
。
コ
ー
ダ
に
入
る
前
に
I
と
Ⅵ
で
力
を

た
め
て
、
I
＿
Ⅱ
＿

V
でappassionato

の
大
き
な
フ
レ
ー
ズ
を
作
り
、m

62

の

D
es-dur

の
Ⅰ
で
フ
レ
ー
ズ
を
し
っ
か
り

と
閉
じ
ま
す
。m

62

の
︵
ピ
ア
ノ
︶は

コ
ー
ダ
に
入
っ
た
証
で
す
。

コ
ー
ダ
の
バ
ス
ラ
イ
ン
は
最
後
ま
で

ず
っ
と
I︵des

︶な
の
に
、
単
調
に
な

ら
な
い
シ
ョ
パ
ン
の
凄
さ
。m

62

～
、

m
66

～
は
反
復
進
行（
ゼ
ク
エ
ン
ツ
ァ
）。

m
72

の
１
拍
目
に
一
瞬

の
和
音
の
響

き
が
入
る
の
が
素
晴
ら
し
い
。
Ⅴ
＿
Ⅰ
＿
Ⅴ

の
明
る
い
響
き
の
中
で
一
瞬
影
が
で
き
ま

す
。
最
後
は
Ⅴ
的
に
用
い
た
I
を
含
む
カ

デ
ン
ツ
で
終
わ
り
ま
す
。

と
は
B
と
同
じ
I
と
V
の
シ
ン
プ
ル
な
進

行
で
す
が
、
こ
う
い
う
場
合
は
後
に
複
雑

な
進
行
が
来
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
、
コ

ン
ト
ラ
ス
ト
に
注
目
！  

実
際m

41

か

ら
の
5
小
節
は
相
当
入
り
組
ん
で
い
ま

す
。
こ
こ
は
曲
の
中
央
部
分
で
ク
ラ
イ

マ
ッ
ク
ス
へ
向
か
う
と
こ
ろ
。
バ
ス
ラ
イ

ン
の
動
き
を
少
し
前
か
ら
見
る
と
、m

38

か
らgis

が
3
小
節
続
き
、m

41

か

らa-b-ces

と
1
小
節
単
位
で
変
わ
り
、

m
44

の
c
は
3
拍
、
そ
の
後
、
2
拍
単

位
でcis-d-es

と
い
う
よ
う
に
、
周
期

が
短
く
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
縮
節
で

す
。
つ
ま
り
半
音
階
で
上
行
しm

45

か

らm
46

に
か
け
て

＿
I
に
解
決
と
い

う
進
行
で
す
。
な
お
、
カ
デ
ン
ツ
以
外
は

あ
ま
り
細
か
く
分
析
し
な
く
て
も
よ
い
で

し
ょ
う
。

再
現
の
A''
で
は
、m

49
が
a
で
は
な

くces

に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
Ⅳ
度

調
の 

、

だ
け
ど
柔
ら
か
め
の
和
音

で
す
。

B''
はes-m

oll

で
す
が︵
B
はb-m

oll
、

B'
はA

-dur

︶移
調
し
て
い
る
だ
け
で
和

声
進
行
は
同
じ
で
す
。m

58

か
らm

61

に
か
け
て
の
和
声
進
行
は
何
で
こ
ん
な

に
美
し
い
ん
で
し
ょ
う
？  

Ⅵ
の
和
音
、

m
60

の
付
加
音︵sus4

︶に
も
注
目
で

1. まず楽譜全体を見る
2. 形式を把握する
3. 音型パターンから、
 構成をざっと把握する

10
分

15
分

50
分

25
分

10. ピアノへ移動。同時和音化で
和声と調を確認する。

7. 旋律の動きを見る。変奏の場合
は 1 回目と 2 回目の変化など。

8. 各フレーズの表情や色
9. A-A'-A'' の比較など
※本来はここで指使い決定

4. 調性を確認
5. バスラインの動きや和音の配 

列から和声進行を追う
6. テンションの変化を見る

６
ペ
ー
ジ
の
楽
譜
を
俯
瞰
的
に
見
る
。

解
決
延
引
し
て
い
る
た
め
緊
張
感
が
増
し

ま
す
。
だ
か
らcon forza
な
の
で
す
。

標
語
や
強
弱
指
示
と
転
調
は
連
動
す
る
こ

と
が
多
い
で
す
。m

19

は
V7
↓

の
偽

終
止
形
で
、
は
っ
き
り
し
な
い
柔
ら
か
い

ニ
ュ
ア
ン
ス
。
焦
ら
さ
れ
て
そ
ろ
そ
ろ
I

に
戻
り
た
い
と
思
っ
て
い
る
矢
先
、m

23

は
伴
奏
音
型
に
初
め
て

が
登
場
し
、

４
拍
目
か
らA

-dur

に
転
調
し
、m

24

の
４
拍
目
で
はdes-m

oll

の
借
用
和
音

を
含
み
な
が
ら
原
調
のD

es-dur

に
戻

り
ま
す
。
特
に
大
切
な
の
は
、m

23

の

as

か
らgis

、m
24

の
a
か
らbb

と

cis

か
らdes

へ
の
異
名
同
音︵
エ
ン
ハ
ー

モ
ニ
ッ
ク
︶を
利
用
し
て
大
き
く
音
色
を

変
化
さ
せ
た
い
と
こ
ろ
で
す
。

A'
を
経
て︵
和
声
進
行
は
1
か
所
除

き
A
と
同
じ
︶、
B'
はA

-dur

な
の
で

m
23

のA
-dur

は
B'
の
予
出
で
す
。
あ
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レ
ー
ズ
が
4
度
ズ
レ
た
状
態
で
出
て
き
ま

す
が
、
リ
ズ
ム
は
単
純
化
し
て
い
る
の
で

要
チ
ェ
ッ
ク
。
そ
の
後
の
変
奏
は
原
則
通

り
。
3
度
の
重
音
と
6
度
の
重
音
の
響
き

の
違
い
を
十
分
に
意
識
す
る
こ
と
。m

19

とm
21

は

の
和
音
と

、
が
連
動

し
て
い
ま
す
。
強
弱
記
号
は
色
や
質
感

の
違
い
へ
の
指
示
で
す
。
ま
たm

23

の

４
拍
目
～m

24

の
3
拍
目
ま
でA

-dur

の
Ⅵ
調
に
転
調
し
て
い
る
の
で
色
が
変
わ

り
ま
す
。
ま
た
元
に
戻
りm

25

は
V
か

ら
I
に
解
決
し
て
フ
レ
ー
ズ
を
し
っ
か
り

閉
じ
る
た
め
に
リ
テ
ヌ
ー
ト
の
指
示
が
あ

る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

で
は
A
と
A'
を
比
較
し
ま
し
ょ
う
。
A

は
でdolce

で
す
が
A'
は
で
す
。
2

回
目
は
よ
り
抑
え
た
響
き
で
す
か
ら
、
1

回
目
は
抑
え
過
ぎ
る
と
違
い
が
出
に
く
い

の
で
普
通
に
歌
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。
A'

冒
頭
の
は
A''
の

に
繋
が
る
大
き
な
フ

レ
ー
ズ
を
描
く
た
め
に
置
か
れ
た
も
の
。

こ
れ
は
全
体
の
構
造
に
関
わ
る
大
事
な
部

分
で
す
。

こ
こ
で
フ
レ
ー
ズ
の
繋
ぎ
方
に
も
注

目
。m

6

の
付
点
四
分
に
対
し
、
な
ぜ

m
30

は
四
分
音
符
＋
八
分
休
符
な
の
か
。

音
符
の
長
さ
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
な
ぜ

シ
ョ
パ
ン
が
区
別
し
て
書
い
た
の
か
を
比

第３ラウンドのポイント

メロディの動き
非和声音にも注意を
テンションの高い非和声音。
m2 の es は des に解 決。m4
の b は as に解決。b をよく響
かせて。

1 回目・2 回目の違い
同じ音型でも 1 回目（m4）と 2
回目（m28）ではアーティキュ
レーションが違うので、それを
明確にするために少し目立たせ
てもよいでしょう。また m6 と
m30、m19 と m21では音符の
長さの違いにも注目！なぜそう
書いたのかを考えましょう。ま
た A、A'、A''、あるいは B、B'、
B'' も全て違う表情に。

変奏「どこが違う？」
変奏の複雑化の原則を逸脱
した「 単 純 化 」の 例もある。
m10,12,14,16 を比較すると、
m14 は単純な音型になってい
る。

装飾音の構成を解明
m52 上段の装飾音は、ces が
4 音ごとに 6 回現れてソプラノ
の保続音になり、４から 6 番目
のトリル音型が半音ずつずれて
下降し 5 回繰り返されます。そ
の後ターン、Ges-dur の上行
音階、下降音階があり、最後の
８個は下段のアルペジオと構
成音が同じです。

ここをみています！

出典：ショパン ノクターン集  ヤン・エキエル校訂（ウィーン原典版UT50065／音楽之友社刊）Wiener Urtext Edition, Musikverlag Ges.m.b.H. & Co., KG, Vienna ／音楽之友社より転載許諾済
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較
し
て
考
え
る
こ
と
が
大
切
で
す
ね
。

次
に
B
と
B'
を
比
較
。
B
の

espressivo

は
三
度
重
音
の
緊
張
感
と
連

動
、
B'
のD

olce

は
六
度
重
音
の
柔
ら
か

さ
と
連
動
し
ま
す
。
こ
こ
も
松
葉
の
向
き

や
装
飾
、
ア
ー
テ
ィ
キ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
が

微
妙
に
違
い
、歌
い
方
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ

ン
が
豊
富
で
す
。

B'
は
展
開
部
で
す
。m

39

の
4
拍
目

の
部
分
は
下
の
ラ
イ
ン
が
動
い
て
い
る
の

で
こ
ち
ら
を
響
か
せ
る
べ
き
。
重
音
の
場

合
は
基
本
的
に
上
の
声
部
を
響
か
せ
ま

す
が
、
音
の
動
き
の
大
き
な
声
部
が
メ
ロ

デ
ィ
で
す
か
ら
、
下
の
声
部
の
音
の
動
き

が
大
き
な
場
合
は
下
の
声
部
を
響
か
せ

ま
す
。
こ
こ
は
対
位
法
的
な
動
き
で
ま
さ

に
展
開
部
的
。m44

は
４
拍
目
か
ら

系
に
な
っ
て
い
る
の
で
明
る
く
響
か
せ
、

m
45

の
2
拍
目
か
ら

系
な
の
で
ま

た
曇
る
。
B'
↓
A''
は
ク
レ
シ
ェ
ン
ド
で

へ
向
か
い
ま
す
。
こ
こ
は
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク

ス
！

m
50

～m
52

の
上
段
の
細
か
な
音

型
は
、
1
音
ご
と
に
追
う
と
時
間
が
か
か

り
ま
す
。
装
飾
音
の
有
名
な
パ
タ
ー
ン
を

探
し
出
す
と
良
い
で
し
ょ
う
。た
と
え
ば
、

m
50

上
段
の
2
～
6
番
目
の
16
分
音
符

は
タ
ー
ン
で
す
。

第 1 ラウンドのポイント

全体の音の形を見ながら、ざっ
くりと A-B-A'- …Coda などに
分けていきます。

第 2 ラウンドのポイント

調性
調性を決める時は末尾を見るこ
と。ショパンのバラード１番等、
序奏が主調で始まらないことが
あります。

バスライン
和音を決める時は伴奏音型を
確認。バスラインも重要（下段
1 小節の 1 番目と 7 番目の音を
繋げてできる線）。m1-m6 まで
des が保続音。

揺れ動く和声進行
A は I-II-V-I の和声進行の中で
II が揺れている感じ。この他な
かなか解決しない「解決延引」
が m18-m22 に出現。こちらは
con forza。強弱記号や標語は
テンションの高まりと一致しま
す。m34-35 は和音が転回形で
浮遊した感覚、m36-37 は和音
が基本形で安定した感覚。
一方、B' ではシンプルな I-V の
和声進行が続くと思いきや、
m41から複雑になりクライマッ
クスへ。コーダのバスラインは
ずっと I で最後まで続きます。

異名同音と転調
m23 の as と gis、m24 の cis
と des、a と bb も 異 名 同 音
で、そ れ ぞ れ A-dur, Des-dur
へ転調。転調する時は原則とし
て音色を変化させますが、特に
A-dur への転調は VI 度調への転
調なので明らかに音色は変えて。

フレーズの閉じ方
B → A' はリテヌートしていた
が、B' → A'' はクレシェンドを
かけて ff で再現。リテヌートは
単にテンポを落とすのでなくフ
レーズを閉じるために用いられ
ています。

ここをみています！
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3
回
出
て
く
る
B
は
全
て
違
っ
た
表

情
に
な
り
ま
す
。m

57
か
ら
のcon 

forza

、appassionato
はD

es-dur

の
大
き
な
フ
レ
ー
ズ
を
作
る
た
め
の
力
強

い
表
現
を
表
し
て
い
ま
す
。

※
本
来
は
こ
こ
で
指
使
い
を
決
定
し
ま

す
。
和
声
分
析
が
終
わ
れ
ば
、
そ
の
同

時
和
音
の
範
囲
で
指
使
い
を
決
め
ら
れ
ま

す
。

第
４
ラ
ウ
ン
ド
・
15
分

楽
譜
通
り
に
弾
く
前
に

ま
ず
同
時
和
音
化
！

調
と
和
声
を
把
握
す
る
た
め
に
、
ま
ず

同
時
和
音
化
し
ま
す
。

m
6

綺
麗
で
す
ね
、m

7

で
少
し
曇
っ

て
、m

8

最
初
の
和
音
が
非
常
に
美
し
い

で
す
ね
。
こ
の
︵
フ
ォ
ル
ツ
ァ
ン
ド
︶は

偶
然
で
は
な
く
意
味
性
が
強
い
。
鋭
く
な

く
、広
が
り
が
あ
り
や
や
曇
っ
た
音
で
す
。

m
9

は
何
も
書
い
て
な
い
が
、
和
声
的
に

は
柔
ら
か
く
閉
じ
ま
す
。

m
10

、m
13

で
転
調
し
、m

18

は
非
常
な
不
安
な
和
音
。m

22

は

柔
ら
か
く
曇
っ
た
音
だ
がm

23

の

A
-dur

へ
の
転
調
で
明
る
く
、
ま

た
元
の
曇
っ
た
響
き
に
な
りm

26

で
解
決︵
A'
︶。

B'
はm

34

か
ら
揺
れ
始
め

m
37

でcis-m
oll

に
転
調
し
、

m
39

か
らm

46

の

に
向
か
っ

て
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
に
向
か
っ
て
い

ま
す
。m41

は
異
名
同
音
を
用
い
、

強
い
緊
張
感
を
も
っ
て
い
ま
す
。

A''
はm

49
か
ら
柔
ら
か
い
響
き

の
中
に
右
手
の
メ
ロ
デ
ィ
ー
が
出

て
き
ま
す
。m

54
か
ら
悲
し
み
が

広
が
っ
て
い
き
、m

58

か
ら
の
部
分
で

真
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
を
迎
え
、
大
き
く

フ
レ
ー
ズ
を
閉
じ
てm

62

でD
es-dur

の
Ｉ
に
解
決
。

コ
ー
ダ
は
バ
ス
のdes

が
鐘
の
よ
う
に

鳴
り
響
く
中
、
右
が
半
音
階
で
降
り
て

く
る
。m

66

で
一
度
解
決
し
、m

72

で

一
瞬
不
安
気
な
表
情
を
覗
か
せ
、
最
後

は
冒
頭
と
同
じ
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
終
わ
り
ま

す
。上

手
な
ピ
ア
ニ
ス
ト
は
、
頭
と
末
尾
が

同
じ
で
そ
の
間
が
美
し
く
揺
ら
い
で
い
く

演
奏
が
で
き
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

第 4 ラウンドのポイント

同時和音化で調と和声をチェック
楽譜通りに弾く前に、同時に和音を鳴らして全体の
和声進行と調性を確認していきます。音楽の方向性
がより明確に。

和音の意味や表現法を考える
柔らかい音質なのか、鋭いのか、曇っているのか、
明るいのか、不安なのか、陽気なのか。どう響かせ
たらよいのか、音の性質を全体進行の中で決定して
いきます。

ここをみています！
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さ
れ
る
の
は
素
人
だ
け
で
し
ょ
う
。
何
故

そ
の
建
築
が
美
し
く
見
え
る
の
か
、
構
造

や
バ
ラ
ン
ス
は
ど
う
か
、
素
材
は
何
な
の

か
、
同
じ
設
計
家
で
も
何
故
全
く
異
な
っ

た
ス
タ
イ
ル
の
建
築
物
を
産
み
出
し
た
か

等
々
、
設
計
士
は
図
面
に
描
か
れ
た
建
築

物
を
頭
で
組
み
立
て
て
見
る
事
が
出
来
る

の
で
す
。

同
様
に
、
楽
譜
に
書
か
れ
て
い
る
事
を

総
合
的
に
読
み
取
る
作
業
、
そ
の
際
不

可
欠
な
の
が
分
析
能
力
で
し
ょ
う
。
難

し
く
考
え
な
く
て
も
感
性
を
開
い
て
い
れ

ば
引
っ
掛
か
っ
て
く
る
も
の
で
も
あ
り
ま

す
。
こ
の
曲
は
何
故
こ
の
調
性
で
書
か
れ

た
か
、
こ
の
和
音
は
何
故
苦
し
い
響
き
が

す
る
の
だ
ろ
う
、
こ
の
転
調
は
何
故
こ
ん

な
に
美
し
い
、
ま
る
で
天
国
に
い
ざ
な
わ

れ
る
よ
う
な
趣
が
あ
る
の
だ
ろ
う
、
こ
ん

な
所
で
何
故
突
然
不
自
然
な
強
弱
法
を

使
う
の
だ
ろ
う
、
何
故
突
然
沈
黙
す
る
の

だ
ろ
う
⋮
等
々
。
そ
れ
ら
の
問
い
か
け
は

ア
ナ
リ
ー
ゼ
へ
の
入
口
で
も
あ
り
ま
す
。

ア
ナ
リ
ー
ゼ
で
最
も
象
徴
的
に
思
い
出

す
の
は
、
ク
リ
ス
テ
ィ
ア
ン
・
ツ
ィ
メ
ル
マ

ン
の
言
葉
で
す
。
2
0
0
6
年
度
フ
ェ
ス

テ
ィ
バ
ル
で
シ
ョ
パ
ン
の
ソ
ナ
タ
2
番
の

公
開
レ
ッ
ス
ン
を
し
て
頂
い
た
時
、
最
後

に
、
彼
は﹁
こ
の
第
1
楽
章
の
序
奏
を
ど

う
弾
く
べ
き
か
僕
は
35
年
間
考
え
続
け

て
い
る
け
れ
ど
、ま
だ
答
え
が
出
な
い
⋮
﹂

と
こ
の
一
言
で
3
時
間
半
ほ
ど
に
渡
っ
た

長
い
講
義
と
レ
ッ
ス
ン
を
締
め
く
く
っ
た

の
で
す
。
な
ん
と
深
い
言
葉
で
し
ょ
う
。

私
は
、
そ
の
言
葉
に
彼
の
芸
術
家
と
し
て

の
誠
実
な
基
本
姿
勢
が
集
約
さ
れ
て
い
る

と
思
い
、
そ
し
て
ま
す
ま
す
好
き
に
な
り

ま
し
た
。

播
本
枝
未
子
先
生（
運
営
委
員
、
研
究
事
業
部
長
、
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
実
行
委
員
長
、
コ
ン
ク
ー
ル
担
当
者
連
絡
会
委
員
、
銀
座
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
代
表
）

ア
ナ
リ
ー
ゼ
と
は
何
か
。
ど
の
よ
う
な
意
識
を
持
っ
て
ア
ナ
リ
ー
ゼ
に
取
り
組
め
ば
い
い
の
か
。

最
後
を
締
め
く
く
っ
て
頂
く
の
は
、
ま
だ
ア
ナ
リ
ー
ゼ
と
い
う
言
葉
で
さ
え
浸
透
し
て
い
な
い
30
年
近
く
前
か
ら
、

ピ
テ
ィ
ナ
の
企
画
委
員
長
と
し
て
一
貫
し
て
作
品
の
解
釈
法
に
こ
だ
わ
っ
て
ア
ナ
リ
ー
ゼ
を
取
り
上
げ
て
来
た
播
本
先
生
。

大
学
院
時
代
に
作
曲
家
の
矢
代
秋
雄
先
生
に
影
響
を
受
け
、
こ
の
言
葉
を
生
み
出
し
た
ド
イ
ツ
で
学
び
、

ま
た
多
く
の
演
奏
家
を
育
て
た
指
導
者
と
し
て
、
多
く
の
作
曲
家
や
演
奏
家
に
接
し
て
き
た
立
場
か
ら
、

お
話
を
お
伺
い
し
ま
し
た
。

「
な
ぜ
作
曲
家
は
こ
う
書
い
た
の
か
？
」

　

素
朴
な
疑
問
を
持
ち
続
け
て

楽
譜
に
書
か
れ
て
あ
る
こ
と
を
、

総
合
的
に
読
み
解
く
力

︳ 

作
曲
家
の
意
図
を
汲
み
取
っ
て
表

現
す
る
演
奏
家
に
と
っ
て
、
ア
ナ
リ
ー
ゼ

は
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
す
も
の
で

し
ょ
う
か
？

播
本
枝
未
子
先
生（
以
下
略
）：
ア
ナ
リ
ー

ゼ
と
は
、
た
と
え
て
言
う
な
ら
建
築
家
が

設
計
図
を
読
み
取
る
よ
う
な
も
の
で
し
ょ

う
か
。
完
成
さ
れ
た
美
し
い
建
築
物
を
た

だ
美
し
い
、
と
感
嘆
し
て
い
る
だ
け
で
許

巻
末
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
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素
朴
な
疑
問
を
持
ち
、

表
現
の
可
能
性
を

発
見
す
る
こ
と

＿ 

将
来
そ
の
よ
う
な
理
想
の
ア
ナ

リ
ー
ゼ
が
で
き
る
よ
う
、
小
学
生
く
ら
い

の
お
子
さ
ん
は
ど
の
よ
う
な
意
識
を
持
つ

の
が
望
ま
し
い
で
し
ょ
う
か
。

楽
譜
に
書
い
て
あ
る
こ
と
を
当
た
り

前
、
と
思
わ
ず
い
つ
も﹁
な
ぜ
こ
う
書
い

た
の
だ
ろ
う
？
﹂と
い
う
素
朴
な
疑
問
を

持
た
せ
る
こ
と
で
す
ね
。
こ
れ
は
日
常
生

活
や
社
会
問
題
に
対
す
る
問
い
か
け
に
も

通
じ
ま
す
。
と
り
あ
え
ず
私
達
日
本
人

に
課
せ
ら
れ
て
い
る
目
下
の
最
大
の
ア
ナ

リ
ー
ゼ
す
べ
き
課
題
は
、原
発
で
し
ょ
う
。

私
は
未
来
の
子
供
達
に
な
ん
と
い
う
事
を

許
し
て
来
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
と
愕
然

と
し
、
ま
た
無
知
で
あ
っ
た
こ
と
を
心
底

申
し
訳
な
く
思
い
恥
じ
て
い
ま
す
。
ア
ナ

リ
ー
ゼ
す
る
為
の
正
確
な
情
報
が
な
い
と

実
態
を
見
極
め
る
こ
と
が
出
来
な
い
、
と

い
う
最
高
の
事
例
で
す
。

皆
さ
ん
に
も
、
表
現
の
可
能
性
を
発

見
し
て
い
く
為
の
分
析
の
楽
し
さ
、
独

自
の
視
点
を
持
つ
こ
と
の
爽
や
か
さ
を
味

わ
っ
て
豊
か
な
人
生
を
歩
ん
で
ほ
し
い
で

す
ね
。

す
る
度
に
新
し
い
発
見
が
あ
り
、
毎
回
ゾ

ク
ゾ
ク
す
る
よ
う
な
感
動
を
覚
え
ま
す
。

そ
れ
は
土
田
先
生
自
身
が
優
れ
た
作
曲

家
で
あ
る
と
同
時
に
優
れ
た
演
奏
家
で
も

あ
り
、
ま
た
誠
実
な
音
楽
家
で
あ
る
か
ら

出
来
る
技
で
す
。

ま
た
ブ
レ
ン
デ
ル
は
次
の
よ
う
な
意
味

合
い
の
言
葉
を
言
っ
て
い
ま
し
た
。﹁
ま

ず
感
性
で
感
じ
よ
。
次
に
そ
れ
ら
が
何

故
そ
う
感
じ
さ
せ
る
か
分
析
せ
よ
。
舞

台
で
は
分
析
し
た
そ
れ
ら
を
す
べ
て
忘
れ

よ
！
﹂。
最
後
の﹁
忘
れ
よ
！
﹂と
い
う
言

葉
、
極
め
つ
け
で
す
ね
。

ツ
ィ
メ
ル
マ
ン
や
ブ
レ
ン
デ
ル
の
言
葉
、

そ
し
て
土
田
英
介
先
生
の
ア
ナ
リ
ー
ゼ
。

こ
れ
ら
が
ア
ナ
リ
ー
ゼ
と
は
何
か
を
明
瞭

に
物
語
っ
て
い
ま
す
。
天
才
達
の
残
し
た

作
品
に
は
我
々
が
ど
う
あ
が
い
て
も
解
き

明
か
せ
な
い
謎
が
一
杯
詰
ま
っ
て
い
て
、

一
生
飽
き
さ
せ
る
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。

天
才
達
の
残
し
た
謎
を

ど
こ
ま
で
解
き
明
か
せ
る
か

＿ 
普
段
の
レ
ッ
ス
ン
で
は
、
ア
ナ
リ
ー

ゼ
を
通
し
て
ど
う
解
釈
を
深
め
る
よ
う
に

ご
指
導
さ
れ
て
い
ま
す
か
？

バ
ッ
ハ
の
イ
ン
ヴ
ェ
ン
シ
ョ
ン
の
ア
ナ

リ
ー
ゼ
が
基
本
に
な
り
ま
す
ね
。
今
は
大

学
の
授
業
も
多
様
に
な
り
ま
し
た
か
ら
大

学
で
や
り
直
し
は
さ
せ
ま
せ
ん
が
、
子
供

に
は
必
ず
さ
せ
て
い
ま
す
。
基
本
的
な
学

習
の
後
か
ら
は
最
初
の
レ
ッ
ス
ン
か
ら
譜

面
に
自
分
で
書
き
込
ん
で
来
て
も
ら
い
ま

す
。
そ
れ
が
出
来
な
い
と
フ
ー
ガ
に
進
め

ま
せ
ん
し
、
ひ
い
て
は
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン

も
シ
ョ
パ
ン
も
シ
ュ
ー
マ
ン
も
、
つ
ま
り

音
楽
を
分
か
ら
な
い
と
い
う
事
に
な
っ
て

し
ま
い
ま
す
。

ア
ナ
リ
ー
ゼ
と
一
口
に
言
っ
て
も
、
分

析
の
切
り
口
は
人
そ
れ
ぞ
れ
で
す
ね
。
通

り
一
遍
の
分
析
で
は
演
奏
に
全
く
繋
が
ら

な
い
も
の
も
あ
り
ま
す
。
で
は
理
想
の
ア

ナ
リ
ー
ゼ
と
は
何
で
し
ょ
う
か
？
ピ
テ
ィ

ナ
で
土
田
英
介
先
生
に
し
て
頂
い
た
講
義

を
も
と
に
、﹃
バ
ッ
ハ
平
均
律
・
演
奏
の
た

め
の
分
析
ノ
ー
ト
﹄と
し
て
音
楽
之
友
社

に
出
版
し
て
頂
い
た
の
が
2
冊
あ
り
ま

す
。
土
田
先
生
の
分
析
は
講
座
を
お
願
い

アナリーゼとは、楽譜から何かを発見する旅なのかもしれ
ません。和声進行を調べたり、和音記号を書くことは手段の
一つであり、そこから作曲家の発したメッセージを発見する
ことが真の目的です。「何でここはこう感じるんだろう？ こ
の意味は何？ あ、そうなんだ！」とその謎を解き明かした時、
その音楽はより深い感動を伴って立ち現れるでしょう。

A2 級からの導入は早いのではないか、と思われた方もい
らっしゃるかもしれません。でも、これは楽譜とのコミュニ

ケーションを深めるツールの一つ。今回ご紹介したレッスン
では、「こう弾きたい、なぜなら」と自分で探っていく楽しさ
とその方法を教えていました。特に先生方が「生徒が私の手
を離れても自分でやっていけるように」と仰っていたことが
印象に残っています。

楽譜を読むための基礎知識を携え、何かを発見しようと
旅すれば、それは新しい視点をもたらし、想像力を大きく膨
らませてくれるでしょう。

2010 年度ピティナ・ピアノフェスティバルにて、
土田英介先生による「ハイドンとモーツァルト  
～その類まれなユーモア精神」のレクチャー。

あとがき  「発見の旅」の面白さを


