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コンペティションの夏真っ盛りである。本号がお手元に届く頃には、地区本選が終了し、いよいよ全国決
勝大会を残すのみとなっている。8月18日（木）に行われる最高峰「特級」のセミファイナルでは、「学生審査員」
を募集し、事前レクチャー「聴くを学ぶ」を実施する。コンペでもステップでも、学習者は常にステージから
客席を見るが、「聴く」側にまわってみることで見える景色があるのではないだろうか。それは「弾く」ことに
は何らかの効用をもたらすだろうか。
コンペティションやステップで数多くの演奏を聴き、特級の一・二次予選において的確な耳で鋭いアドバ
イスを贈っている先生方へのインタビューを糸口に、「審査」という行為を通じて、「聴く」ことの性質にせま
った。是非、この夏は、特級セミファイナル・ファイナルを通じて、「聴く」ことの魅力を再確認し、「弾く」こ
とに生かしていただきたい。	 （取材・文：加藤哲礼）

聴くを学ぶ
特級セミファイナルで
　「聴く」ことを見つめてみよう

特集 2

そ
の
人
の“
音
楽
”を
聴
く

︳ 

初
め
に
伺
い
た
い
の
は
、﹁
コ
ン
サ
ー

ト
﹂と﹁
審
査
﹂で
は
、
聴
く
側
の
姿
勢
に

違
い
が
あ
る
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
い
か

が
で
し
ょ
う
か
。

最
初
の
ス
タ
ン
ス
と
し
て
、
コ
ン
サ
ー

ト
も
審
査
も
、
特
に
大
き
な
違
い
は
な
い

と
思
い
ま
す
ね
。
そ
の
人
の
持
っ
て
い
る

〝
音
楽
〞を
聴
か
せ
て
も
ら
う
、
と
い
う
と

こ
ろ
は
同
じ
で
す
。

た
だ
し
、
多
少
の
違
い
は
あ
り
ま
す
。

審
査
の
場
合
、
色
々
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
や
レ

ベ
ル
の
コ
ン
ク
ー
ル
が
あ
り
ま
す
の
で
、
一

概
に
は
言
え
ま
せ
ん
が
、
G
級
・
特
級
の

よ
う
に
、
わ
り
と
自
由
な
レ
パ
ー
ト
リ
ー

を
聞
か
せ
て
く
れ
る
部
門
で
は
、「
参
加

者
の
皆
さ
ん
が
ど
ん
な
音
楽
を
し
て
く
れ

る
ん
だ
ろ
う
な
」と
い
う
こ
と
に
、
よ
り

強
い
興
味
を
持
っ
て
、
そ
れ
を
、
自
分
の

持
っ
て
い
る
知
識
や
時
代
様
式
に
照
ら
し

合
わ
せ
て
聴
い
て
い
ま
す
。

コ
ン
サ
ー
ト
は
、
そ
の
演
奏
家
を
知
っ

て
い
る
こ
と
が
多
い
で
す
が
、
審
査
の
場

合
は
、
参
加
者
の
方
を
知
ら
な
い
こ
と
が

ほ
と
ん
ど
で
す
か
ら
、「
ど
ん
な
音
楽
を

し
て
く
れ
る
ん
だ
ろ
う
？
」と
い
う
興
味

を
、
よ
り
強
く
持
っ
て
聴
き
ま
す
ね
。

ま
た
、
コ
ン
サ
ー
ト
で
は
、
多
少
の
ミ

ス
や
事
故
に
つ
い
て
、「
こ
の
程
度
の
こ
と

は
気
に
な
ら
な
い
」と
思
う
こ
と
が
多
い

で
す
が
、
コ
ン
ク
ー
ル
で
は
、
や
は
り
あ

ま
り
大
き
な
も
の
は
、
あ
る
程
度
考
慮

せ
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま

す
。
僕
は
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
を
あ
ま
り

気
に
し
な
い
ほ
う
だ
と
は
思
い
ま
す
が
、

基
本
的
な
要
素
が
崩
れ
て
い
る
場
合
は
別

で
す
。

課
題
の
性
質
ま
で
考
慮
し
て

︳ 

な
る
ほ
ど
。
で
は﹁
審
査
﹂に
お
い

て
は
、
主
に
ど
の
よ
う
な
ポ
イ
ン
ト
を
聴

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
①

自
分
の
耳
に「
良
い
音
」を
蓄
え
、

再
現
を
試
み
る

芹
澤
佳
司
先
生
（
2
0
1
1
特
級
一
次
１
地
区
予
選
審
査
員
）
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鵜
呑
み
に
し
た
方
法
で
演
奏
し
て
い
る
も

の
は
気
に
な
り
ま
す
ね
。

ま
た
、
そ
の
子
が
今
日
の
こ
の
ス
テ
ー

ジ
ま
で
に
勉
強
し
て
き
た
も
の
を
、
た

だ
ち
ょ
っ
と
ミ
ス
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う

こ
と
で
切
り
捨
て
て
し
ま
い
た
く
な
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。そ
の
子
の
持
ち
味
、能
力
、

今
日
の
た
め
に
勉
強
し
て
き
た
全
て
を
、

感
じ
て
、
聴
い
て
、
コ
メ
ン
ト
を
書
く
よ

う
に
し
て
い
ま
す
。
そ
の
意
味
で
、
演
奏

の「
奥
底
」ま
で
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
で
、
審
査
と
い
う
の
は
非
常
に
神
経
を

使
う
作
業
で
す
。

自
ら
の
経
験
を
研
究
材
料
に

い
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

そ
れ
は
審
査
員
に
よ
っ
て
大
き
く
異
な

る
と
思
う
の
で
、
僕
の
聴
き
方
が
絶
対
と

は
全
く
思
い
ま
せ
ん
が
、
課
題
の
性
質
は

考
慮
し
ま
す
ね
。
た
と
え
ば
今
回
の
特

級
の
一
次
予
選
で
し
た
ら
、「
古
典
の
ソ

ナ
タ
の
1
楽
章
」と「
シ
ョ
パ
ン
以
外
の
エ

チ
ュ
ー
ド
」と
い
う
必
須
課
題
に
自
由
曲

を
組
み
合
わ
せ
る
わ
け
で
す
か
ら
、
ま

ず
、
2
つ
の
必
須
課
題
を
ど
の
よ
う
に
弾

く
か
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
ウ
ェ
イ
ト
が
来

ま
す
。
そ
の
う
え
で
、
自
由
曲
に
よ
っ
て
、

自
分
の
強
み
や
良
さ
を
ど
れ
だ
け
プ
ラ
ス

し
て
く
れ
る
か
、
と
い
う
課
題
だ
と
理
解

し
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
ま
ず
最
初
の
興
味
は
、「
古
典

を
ど
う
理
解
し
て
い
る
か
」と
い
う
こ
と

に
な
り
ま
す
。
僕
自
身
が
持
っ
て
い
る

「
古
典
」と
い
う
枠
組
み
の
理
解
、
そ
の
許

容
範
囲
の
中
で
、
き
ち
ん
と
自
分
の
言
葉

に
置
き
換
え
て
古
典
を
表
現
し
て
い
る
の

か
、
そ
れ
と
も
古
典
だ
ろ
う
が
何
だ
ろ
う

が
自
己
満
足
の
表
現
に
終
始
し
て
い
る
の

か
、
と
い
う
こ
と
を
聴
い
て
い
ま
す
。
例

え
ば
よ
く
言
わ
れ
る「
テ
ン
ポ
が
一
定
」の

演
奏
で
あ
れ
ば
そ
れ
で
よ
い
の
で
し
ょ
う

か
。
通
り
い
っ
ぺ
ん
の
表
面
的
な
理
解
、

言
い
換
え
れ
ば
、
先
生
に
言
わ
れ
た
の
を

︳ 

と
こ
ろ
で
、
先
生
が﹁
聴
く
﹂と
い

う
こ
と
に
つ
い
て
印
象
に
残
っ
て
い
る
経

験
は
あ
り
ま
す
か
？

た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
が
、
留
学
中
、

ウ
ィ
ー
ン
の
ム
ジ
ー
ク
フ
ェ
ラ
イ
ン
で
聞

い
た
、
ア
ン
ド
レ
イ
・
ガ
ヴ
リ
ー
ロ
フ
の

プ
ロ
コ
フ
ィ
エ
フ「
悪
魔
的
暗
示
」の
イ
ン

パ
ク
ト
は
鮮
明
に
思
い
出
せ
ま
す
。
た

だ
、
す
ご
か
っ
た
、
速
か
っ
た
、
強
か
っ

た
、
と
い
う
よ
う
な
次
元
で
は
な
く
、
音

楽
が
持
っ
て
い
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
巨
大
さ

に
圧
倒
さ
れ
、魂
が
凍
り
つ
い
て
、そ
の
日
、

ど
の
よ
う
に
家
に
帰
り
着
い
た
の
か
を
よ

く
覚
え
て
い
ま
せ
ん
。

︳ 

そ
の
よ
う
な
ご
経
験
は
、
先
生
ご

自
身
の
演
奏
に
は
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で

し
ょ
う
か
。

コ
ン
サ
ー
ト
に
行
っ
て
素
晴
ら
し
い
音

を
聴
く
と
、
そ
の
音
が
長
く
耳
に
残
っ
て

い
ま
す
か
ら
、
今
度
は
弾
き
手
と
し
て
、

「
そ
の
音
っ
て
ど
う
や
っ
て
出
し
た
ん
だ
ろ

う
？
」と
研
究
し
て
み
た
く
な
り
ま
す
。

自
分
も
勉
強
し
て
い
る
曲
が
演
奏
さ
れ
る

と
、「
そ
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
い
い
な
！
」と

か「
そ
の
間（
ま
）の
取
り
方
、
そ
う
く
る

か
！
」と
、
多
く
の
こ
と
を
発
見
し
ま
す
。

そ
れ
が
、
ピ
ア
ノ
の
演
奏
会
で
あ
る
必
要

は
ま
っ
た
く
な
い
と
思
い
ま
す
。
指
揮
者

の
、
表
情
付
け
を
す
る
と
き
の
手
の
動
き
、

ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
や
チ
ェ
ロ
の
音
色
の
中
に

も
、
参
考
に
な
る
表
現
方
法
や
音
は
た
く

さ
ん
あ
り
ま
す
。
自
分
だ
っ
た
ら
、
そ
の

音
を
ピ
ア
ノ
か
ら
ど
う
や
っ
て
出
す
だ
ろ

う
か
。
鍵
盤
を
ど
う
叩
け
ば
あ
の
雰
囲
気

や
間（
ま
）の
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
出
る
だ
ろ
う

か
。
一
つ
一
つ
が
研
究
材
料
に
な
り
ま
す
。

素
晴
ら
し
い
音
、
素
敵
な
間（
ま
）や

ニ
ュ
ア
ン
ス
、
そ
う
い
っ
た
も
の
は
、
ラ

イ
ブ
の
雰
囲
気
と
臨
場
感
が
あ
る
か
ら
こ

そ
、
長
く
耳
に
残
っ
て
、
蓄
え
ら
れ
て
い

き
ま
す
。耳
に
蓄
え
ら
れ
た「
良
い
音
」が
、

自
分
の
演
奏
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い

く
と
思
い
ま
す
ね
。

芹澤佳司
せりざわけいじ◎東京芸大卒業、
同大学院修了、ウィーン国立音楽
大学卒業、大阪音大准教授、当協
会正会員。多忙な指導と演奏活動
の傍ら、ピティナでは全国決勝大
会やＧ特級予選の審査に携わるほ
か、全日本学生音楽コンクールな
ど主要な国内コンクールを数多く
聴いている。
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専
門
家
と
し
て
、

聴
衆
と
し
て

︳ 

先
生
は
、﹁
審
査
﹂に
お
い
て
ど
の

よ
う
な
意
識
で
演
奏
を
聴
い
て
い
ら
っ

し
ゃ
い
ま
す
か
。

「
審
査
」の
際
に
は
、
1
つ
の
観
点
か
ら

で
は
な
く
、
複
数
の
観
点
の
バ
ラ
ン
ス
を

考
慮
す
る
、
と
い
う
こ
と
を
し
て
い
ま
す
。

ま
ず
は
、
音
楽
の
専
門
家
と
し
て
、
技
術

的
な
こ
と
を
中
心
と
し
た
演
奏
の
良
し
悪

し
の
判
断
が
あ
り
ま
す
ね
。
た
だ
、
そ
れ

だ
け
で
は
、
極
端
な
話
、
例
え
ば
表
面
的

な
ミ
ス
の
数
を
数
え
て
し
ま
う
よ
う
な
方

向
に
行
っ
て
し
ま
い
が
ち
で
す
。

そ
こ
で
、
バ
ラ
ン
ス
は
難
し
い
の
で
す

が
、
他
方
に「
聴
衆
＝
お
客
さ
ん
と
し
て

の
耳
」、
例
え
ば
、
演
奏
者
が
音
楽
を
通

じ
て
聴
い
て
い
る
人
に
何
か
を
伝
え
よ
う

と
試
み
て
い
る
か
、そ
し
て
実
際
に
伝
わ
っ

て
く
る
か
を
感
じ
る
姿
勢
を
持
つ
よ
う
に

し
て
い
ま
す
。

こ
の
2
つ
を
、 

な
る
べ
く
バ
ラ
ン
ス
良

く
自
分
の
中
に
持
っ
て
い
よ
う
と
心
が
け

て
い
ま
す
ね
。

︳ 

前
者
の﹁
専
門
家
と
し
て
の
判
断
﹂

を
も
う
少
し
詳
し
く
お
聞
か
せ
く
だ
さ

い
。誰

も
が
分
か
る
の
は
、
ミ
ス
を
す
る
か

し
な
い
か
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
す
が
、

G
級
・
特
級
の
ク
ラ
ス
に
な
る
と
、
か
な

り
の
方
が
、
あ
る
程
度
、
メ
カ
ニ
カ
ル
な

意
味
で
の
テ
ク
ニ
ッ
ク
と
い
う
の
は
鍛
え

て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
そ
れ
に
加
え
て
、

作
曲
家
や
時
代
を
考
え
て
、
そ
こ
に
要
求

さ
れ
る
響
き
・
音
色
・
音
質
を
出
せ
て
い

る
か
、
あ
る
程
度
の
レ
ベ
ル
に
な
れ
ば
、

本
当
の
意
味
で
の「
テ
ク
ニ
ッ
ク
」と
い
う

の
は
、
そ
う
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
の

で
、
そ
こ
に
注
目
し
て
聴
き
ま
す
。
そ

れ
ら
を
ど
う
イ
メ
ー
ジ
し
よ
う
と
し
て
い

る
か
、
さ
ら
に
、
イ
メ
ー
ジ
し
た
と
お
り

の
音
色
や
歌
い
方
が
実
際
に
で
き
て
い
る

か
、
こ
ち
ら
も
想
像
し
な
が
ら
確
認
し
て

い
き
ま
す
。

︳ 

逆
に
、
後
者
の﹁
お
客
さ
ん
と
し
て

の
耳
﹂と
い
う
の
は
、
審
査
に
お
い
て
作

用
し
ま
す
か
？

音
楽
を
通
し
て
、
そ
の
人
の
考
え
や

メ
ッ
セ
ー
ジ
や
解
釈
を
真
剣
に
伝
え
よ
う

と
し
て
い
る
演
奏
の
場
合
、
そ
れ
ら
が
伝

わ
っ
て
き
た
り
感
じ
ら
れ
た
り
し
て
、
い

つ
の
ま
に
か
聴
衆
と
し
て
楽
し
ん
で
い
る
、

と
い
う
こ
と
は
多
少
あ
る
と
思
い
ま
す
。

た
だ
し
、そ
こ
に
浸
っ
て
い
て
は「
評
価
」

は
で
き
ま
せ
ん
。
聴
衆
と
し
て
の
耳
だ
け

に
な
る
と「
好
き
嫌
い
」だ
け
で
聴
く
こ
と

に
な
っ
て
し
ま
い
が
ち
で
す
し
、か
と
い
っ

て
、
ミ
ス
が
あ
る
か
な
い
か
と
い
う
よ
う

な
客
観
的
な
こ
と
だ
け
を
聴
い
て
し
ま
う

と
、
そ
の
人
の
持
っ
て
い
る
音
楽
そ
の
も

の
を
聴
き
逃
す
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
そ

こ
の
バ
ラ
ン
ス
を
欠
か
な
い
よ
う
に
す
る

と
い
う
こ
と
は
、
い
つ
も
心
に
留
め
て
い

ま
す
。

︳ 

コ
ン
サ
ー
ト
を
聴
く
の
と
は
、
や
や

異
な
る
体
験
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

審
査
に
お
い
て
は
、
そ
の
人
を
知
ろ
う
、

と
い
う
姿
勢
が
強
く
な
り
ま
す
。
何
か
が

来
る
の
を
待
っ
て
い
る
と
い
う
よ
り
、
よ

り
積
極
的
に
何
か
を
受
け
取
ろ
う
と
い
う

姿
勢
が
、
コ
ン
サ
ー
ト
よ
り
も
強
い
で
す
。

そ
の
人
の
良
い
と
こ
ろ
を
聴
き
た
い
と
か
、

様
々
な
こ
と
を
敏
感
に
受
け
取
ろ
う
と
、

積
極
的
に
受
動
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

そ
の
点
で
、「
聴
衆
」と
し
て
聴
く
と
い
う

の
と
は
違
う
積
極
性
は
あ
り
ま
す
ね
。

︳ 

積
極
的
に
受
動
す
る
、
と
い
う
の

は
興
味
深
い
表
現
で
す
ね
。
質
問
の
角
度

は
変
わ
り
ま
す
が
、﹁
聴
く
﹂と
い
う
体
験

が
、﹁
弾
く
﹂と
い
う
行
為
に
何
ら
か
影
響

を
与
え
る
と
思
わ
れ
ま
す
か
。

そ
れ
は
も
う
、
か
な
り
の
影
響
が
あ
り

ま
す
ね
。
音
楽
的
な
ア
イ
デ
ア
を
、
も
ち

ろ
ん
自
分
で
生
み
出
す
こ
と
が
一
番
大
切

で
は
あ
る
け
れ
ど
、
全
て
の
ア
イ
デ
ア
が

自
分
の
中
か
ら
だ
け
溢
れ
出
て
く
る
と
い

う
の
は
、
少
な
く
と
も
僕
な
ん
か
は
ま
だ

ま
だ
そ
こ
ま
で
行
き
ま
せ
ん
の
で
、
色
々

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー	

②

「
聴
く
」は「
受
動
的
な
自
分
」を
鍛
え
る

絶
好
の
手
段

清
水
将
仁
先
生（
2
0
1
1
特
級
一
次
２
地
区
予
選
審
査
員
）
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と
、
他
の
人
の
演
奏
や
考
え
を
聞
い
て
み

た
い
と
思
い
ま
す
し
、
そ
れ
ら
を
取
り
入

れ
、
学
ぶ
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
聴
い
て

体
験
す
る
、
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
一

人
で
部
屋
に
こ
も
っ
て
練
習
す
る
と
い
う

作
業
で
は
絶
対
に
得
ら
れ
な
い
も
の
が
あ

る
は
ず
で
す
。

「
受
動
的
な
自
分
」

を
見
つ
め
る

特
に
、「
受
動
的
な
自
分
」と
い
う
も

の
を
見
つ
め
る
意
味
で
、「
聴
く
」と
い
う

行
為
は
欠
か
せ
な
い
と
思
い
ま
す
。
演
奏

を
高
め
よ
う
と
す
る
場
合
に
、
練
習
室
に

こ
も
っ
て
自
分
の
中
で
音
楽
を
磨
き
上
げ

て
い
く
、
と
い
う
時
間
は
も
ち
ろ
ん
絶
対

に
必
要
だ
と
思
い
ま
す
が
、
そ
れ
と
同
時

に
、
他
人
の
演
奏
を
聴
く
こ
と
で
、「
受

動
的
な
自
分
」を
見
つ
め
る
時
間
も
必
要

で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
我
々
演
奏
者

は
、
ど
う
し
て
も
、「
弾
く
」と
い
う
こ
と

を
し
て
い
る
と
き
は「
能
動
的
な
自
分
」に

ウ
ェ
イ
ト
を
置
い
て
表
現
を
作
っ
て
い
き

ま
す
が
、
良
い
演
奏
と
い
う
の
は
、「
弾
い

て
」い
る
と
同
時
に
、
自
分
の
音
を「
聴
い

て
」い
る
、
そ
う
い
う
こ
と
が
で
き
て
い
る

も
の
だ
と
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
能
動
的

な
自
分
の
ほ
か
に
、
受
動
的
な
自
分
も
き

ち
ん
と
頭
の
中
に
持
っ
て
い
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。
普
段
か
ら「
聴
く
」と
い
う
行

為
に
慣
れ
て
、あ
る
程
度
自
分
の
中
に「
受

動
的
」な
ウ
ェ
イ
ト
を
大
き
く
し
て
お
か

な
い
と
、「
弾
く
」側
に
ま
わ
っ
た
と
き
に
、

受
動
的
な
部
分
が
弱
い
＝
自
分
の
音
楽
を

客
観
的
に
聴
け
て
い
な
い
演
奏
に
な
っ
て

し
ま
い
ま
す
。
そ
の
意
味
で
は
、「
聴
く
」

こ
と
で
受
動
性
を
高
め
る
訓
練
は
絶
対
に

必
要
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

良
い
音
の
イ
メ
ー
ジ
を

自
ら「
発
見
」す
る

︳ 
﹁
受
動
性
を
高
め
る
﹂に
は
具
体
的

に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
で
し
ょ
う
か
。

Ｃ
Ｄ
な
ど
で
も
も
ち
ろ
ん
良
い
演
奏
は

た
く
さ
ん
聴
け
ま
す
が
、
や
は
り
、
生
演

奏
に
お
い
て
、
よ
り「
受
動
性
を
高
め
る
」

体
験
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
リ
ア
ル
タ

イ
ム
に
動
い
て
い
る
こ
と
を
全
身
で
感
じ
、

振
動
し
て
い
る
空
気
の
な
か
に
い
る
こ
と

で
、
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
、
自
分
が

出
し
た
い
音
の「
イ
メ
ー
ジ
」と
い
う
も
の

が
で
き
あ
が
り
ま
す
。技
術
が
進
歩
し
て
、

数
値
的
に
は
生
の
音
に
近
づ
く
メ
デ
ィ
ア

が
実
現
し
た
と
し
て
も
、
音
楽
は
耳
だ
け

で
聴
く
も
の
で
は
な
く
体
全
体
で
聴
く
も

の
で
す
し
、
そ
の
場
の「
空
気
の
量
」み
た

い
な
も
の
が
違
い
ま
す
か
ら
、
生
の
現
場

を
体
験
す
る
と
い
う
の
は
、「
聴
く
」と
い

う
行
為
の
原
点
で
、
Ｃ
Ｄ
や
自
分
の
頭
の

中
だ
け
で
は
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
を
得
る
こ

と
は
で
き
な
い
と
思
い
ま
す
。

巨
匠
と
呼
ば
れ
る
人
た
ち
の
演
奏
は
、

生
で
聴
い
て
み
る
と
、
や
は
り
Ｃ
Ｄ
の
何

十
倍
、何
百
倍
も
素
晴
ら
し
い
で
す
よ
ね
。

例
え
ば
、
僕
ら
の
世
代
で
は
、
い
わ
ゆ
る

巨
匠
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
人
た
ち
を
そ
れ

ほ
ど
多
く
聴
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
け

れ
ど
、
一
番
衝
撃
を
受
け
た
の
は
、
日
本

で
聴
い
た
ホ
ロ
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
リ
サ
イ
タ
ル

で
し
た
。
当
時
学
生
で
し
た
か
ら
、
徹
夜

し
て
チ
ケ
ッ
ト
を
買
い
、
一
番
後
ろ
の
席

で
、
豆
粒
み
た
い
な
大
き
さ
に
し
か
見
え

ま
せ
ん
で
し
た
が
、
比
喩
で
は
な
く
、
本

当
に
体
じ
ゅ
う
に
響
き
が
伝
わ
っ
て
き

て
、
こ
れ
が
ピ
ア
ノ
が
響
く
っ
て
こ
と
な

の
か
と
感
じ
た
し
、
音
そ
の
も
の
を
通
じ

て
色
々
な
も
の
が
伝
わ
っ
て
き
て
、
背
筋

が
ぞ
く
っ
と
し
ま
し
た
。

あ
る
い
は
、
留
学
生
活
中
に
、
な
に

げ
な
く
教
会
に
行
っ
て
オ
ル
ガ
ン
の
コ
ン

サ
ー
ト
を
聴
き
ま
し
た
が
、
そ
の
響
き
や

ハ
ー
モ
ニ
ー
の
質
感
、
音
が
含
ま
れ
て
い

る
空
気
の
多
さ
は
、
今
で
も
印
象
に
残
っ

て
い
ま
す
。

僕
ら
演
奏
家
は
、
頭
の
中
に「
こ
う
い

う
音
が
出
し
た
い
」と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が

な
い
と
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
が
、
良
い

イ
メ
ー
ジ
・
良
い
音
と
い
う
の
は
、
生
の
音

楽
を
聴
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
の
中
で

一
つ
一
つ
発
見
し
て
い
く
も
の
だ
と
思
い
ま

す
。
実
際
に
現
場
で
演
奏
を
聴
く
こ
と
に

よ
っ
て
、
C
D
や
レ
コ
ー
ド
で
想
像
は
で

き
て
い
て
も
、
実
際
に「
発
見
」「
体
験
」で

き
て
い
な
か
っ
た
音
を
知
る
。
あ
る
い
は
、

そ
れ
に
よ
っ
て
さ
ら
に
響
き
の
イ
メ
ー
ジ

が
豊
か
に
な
る
。「
聴
く
」体
験
と
い
う
の

は
、
自
分
の
演
奏
を
よ
り
良
い
も
の
に
し

て
い
く
た
め
に
不
可
欠
だ
と
思
い
ま
す
ね
。

清水将仁
しみずまさひと◎東京芸術大学大
学院ピアノ専攻修了、スウェーリ
ンク音楽院卒、洗足学園音楽大学
非常勤講師、当協会正会員。ピティ
ナG特級の審査には、2006年か
ら携わり、1次・2次予選を毎年の
ように聴いている。
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コ
ン
サ
ー
ト
は
主
観
的
に

コ
ン
ク
ー
ル
は
客
観
的
に

︳ 

先
生
は
、
日
本
と
イ
タ
リ
ア
を
行

き
来
し
、両
地
で
コ
ン
サ
ー
ト
も
コ
ン
ク
ー

ル
も
聴
い
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
が
、
コ

ン
サ
ー
ト
と
コ
ン
ク
ー
ル
の
聴
き
方
の
違

い
は
あ
り
ま
す
か
。

基
本
的
に
は
、
両
者
は
ま
っ
た
く
違
う

と
思
い
ま
す
ね
。
一
言
で
い
う
と
、
コ
ン

サ
ー
ト
は
主
観
的
に
、
コ
ン
ク
ー
ル
は
客

観
的
に
聴
く
、
か
な
。

い
や
、
で
も
改
め
て
考
え
て
み
る
と
、

イ
タ
リ
ア
の
コ
ン
ク
ー
ル
で
は
、
あ
る
意

味
で「
主
観
的
」に
聴
い
て
い
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
と
い
う
の
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で

は
、
コ
ン
テ
ス
タ
ン
ト
ど
う
し
を「
比
較
」

し
な
い
こ
と
が
多
い
か
ら
で
す
。
も
ち
ろ

ん
コ
ン
ク
ー
ル
で
す
か
ら
多
少
の
比
較
は

す
る
の
で
す
が
、
日
本
の
コ
ン
ク
ー
ル
が
、

そ
の
集
団
の
中
の
1
位
・
2
位
を
選
び
出

し
、
母
集
団
の
中
の
だ
い
た
い
何
割
く
ら

い
の
集
団
に
入
っ
て
い
ま
す
と
い
う
の
を

分
類
し
て
い
く
ス
タ
ン
ス
で
あ
る
の
に
対

し
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ジ
ュ
ニ
ア
の
コ
ン

ク
ー
ル
で
は
、「
絶
対
的
」な
順
位
が
付
く

こ
と
が
多
い
で
す
。

つ
ま
り
、「
こ
の
人
の
演
奏
は
1
位
に

値
す
る
か
」が
判
断
さ
れ
、
1
位
が
3
人

出
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
該
当
者
な
し
と
い

う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。「
こ
の
レ
ベ
ル
だ
と
、

2
位
か
な
」と
い
う
こ
と
を
、
審
査
員
が
、

自
分
の
モ
ノ
サ
シ
で
決
め
て
い
き
ま
す
。

そ
の
意
味
で
は「
主
観
的
」「
絶
対
的
」な

判
断
を
し
て
い
る
、
と
言
え
ま
す
ね
。

と
は
い
え
、
コ
ン
ク
ー
ル
で
す
か
ら
、

特
に
日
本
で
、
特
級
の
予
選
の
よ
う
な
場

合
で
す
と
、
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
と
呼

べ
る
ボ
ー
ダ
ー
を
超
え
て
い
る
か
、
に
つ

い
て
、
か
な
り
客
観
的
に
、
主
観
を
殺
し

て
採
点
を
し
て
い
る
と
は
思
い
ま
す
。

ま
ず「
音
」、
そ
し
て「
展
開
」

︳ 

﹁
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
の
ボ
ー

ダ
ー
﹂と
は
、
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な

も
の
で
し
ょ
う
。

ま
ず
、「
楽
器
が
き
ち
ん
と
扱
え
る
か

ど
う
か
」が
最
初
の
ボ
ー
ダ
ー
だ
と
思
い

ま
す
。
特
級
で
は
基
本
レ
ベ
ル
の
話
か
も

し
れ
ま
せ
ん
が
、
い
く
ら
自
分
の
や
り
た

い
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
技
術
的
な
面
、
曲

の
内
容
面
な
ど
か
ら
、
そ
れ
を
実
際
に
楽

器
で
表
現
し
、
私
た
ち
に
分
か
り
や
す
く

提
示
し
て
く
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
伝
わ
り

ま
せ
ん
。
こ
の
点
は
、
最
初
の
数
分
を
聴

け
ば
、
だ
い
た
い
判
別
す
る
こ
と
が
で
き

る
と
思
い
ま
す
。

特
に
、大
き
な
ホ
ー
ル
で
聴
く
と
、「
音
」

そ
の
も
の
は
ま
ず
気
に
な
り
ま
す
よ
ね
。

オ
ペ
ラ
の
歌
手
で
い
う「
発
声
」の
部
分
で

す
。
と
て
も
良
い
考
え
や
解
釈
を
持
っ
て

い
て
も
、「
音
」が
聞
こ
え
て
こ
な
か
っ
た

ら
、
そ
の
歌
手
は
ソ
リ
ス
ト
と
し
て
使
っ

て
も
ら
え
ま
せ
ん
。

で
は「
最
初
の
数
分
で
全
て
決
ま
り
な

の
か
？
」と
い
う
と
、
そ
う
で
も
な
い
で

す
。
確
か
に
少
し
聴
け
ば
、
そ
の
参
加
者

の
レ
ベ
ル
は
お
お
む
ね
分
か
り
ま
す
。
け

れ
ど
、
一
つ
重
要
な
こ
と
は
、「
ク
ラ
シ
ッ

ク
の
作
品
は〝
展
開
〞し
て
い
く
」と
い
う

こ
と
な
ん
で
す
。
で
す
か
ら
、
最
初
の
数

分
で
あ
る
程
度
の
こ
と
が
分
か
っ
て
も
、

そ
の
先
を
聴
か
な
い
と
、
そ
の
ピ
ア
ニ
ス

ト
の「
器
」と
い
う
か
、「
次
も
聴
き
た
い

と
思
わ
せ
る
何
か
」が
分
か
ら
な
い
と
い

う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

冒
頭
、
圧
倒
的
な
音
と
技
術
で
惹
き
つ

け
た
の
は
よ
い
け
れ
ど
、
そ
の
ま
ま
何
も

な
か
っ
た
…
と
い
う
こ
と
が
、
特
に
ク
ラ

シ
ッ
ク
音
楽
の
演
奏
で
は
、
よ
く
起
こ
り

得
ま
す
。
音
楽
を
、
ど
う
展
開
さ
せ
、
ど

う
結
論
づ
け
て
く
れ
る
か
、
言
い
換
え
れ

ば
解
釈
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
私

の
場
合
は
、
そ
れ
を
聴
き
ま
す
ね
。

こ
の
後
者
の
ポ
イ
ン
ト
が
、
特
級
セ
ミ

フ
ァ
イ
ナ
ル
く
ら
い
に
な
る
と
特
に
重
要

に
な
っ
て
く
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
10
分

だ
と
気
に
な
ら
な
い
け
れ
ど
、
40
分
、
50

分
聴
い
て
い
く
と
気
に
な
る
こ
と
、
と
い

う
の
が
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
1
次
、

2
次
予
選
で
は「
音
」と「
技
術
」を
持
っ

て
楽
器
を
扱
う
こ
と
が
で
き
て
い
る
か
が

主
に
聴
か
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
が（
も

ち
ろ
ん
そ
れ
以
上
の
こ
と
も
た
く
さ
ん
分

か
り
ま
す
）、
50
分
の
セ
ミ
フ
ァ
イ
ナ
ル
で

は
、「
解
釈
」や「
ス
テ
ー
ジ
構
成
」、
つ
ま

り「
私
た
ち
を
結
末
ま
で
ど
の
よ
う
に
連

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー	

③

時
間
を
超
え
て“
展
開
”す
る
音
楽
を

聴
き
取
る
た
め
に

黒
田
亜
樹
先
生（
2
0
1
1
特
級
二
次
予
選
審
査
員
）
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れ
て
行
っ
て
く
れ
る
か
」が
一
つ
の
聴
き
ど

こ
ろ
に
な
る
で
し
ょ
う
ね
。

︳ 

最
初
に
判
断
さ
れ
る﹁
音
﹂、
そ
し

て
時
間
の
経
過
と
と
も
に
見
え
て
く
る

﹁
展
開
﹂で
す
ね
。
先
生
が
、
演
奏
に
お
け

る﹁
展
開
﹂の
重
要
性
を
感
じ
た
体
験
と
い

う
の
は
何
か
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

そ
う
で
す
ね
、 

例
え
ば
、
私
が
一
番
す

ご
い
と
思
っ
た
印
象
的
な
体
験
の
ひ
と
つ

は
、
キ
ー
ス
・
ジ
ャ
レ
ッ

ト
の
復
帰
公
演
で
し
た
。

キ
ー
ス
が
、
慢
性
疲
労

症
候
群
の
闘
病
生
活
の

後
、
復
帰
し
た
コ
ン
サ
ー

ト
に
立
ち
会
っ
た
の
で
す

が
、
あ
の
と
き
の
演
奏

は
ま
さ
に「
生
き
る
た
め

に
弾
く
」と
い
う
こ
と
が

伝
わ
っ
て
く
る
も
の
で
し

た
。最

初
は
、
本
人
も
自

分
が
弾
け
る
か
ど
う
か

が
分
か
ら
ず
、
ス
テ
ー
ジ

に
お
そ
る
お
そ
る
出
て
き

ま
し
た
。
そ
れ
を
お
客

さ
ん
皆
で
励
ま
し
、
そ
の

う
ち
に
彼
自
身
が
ど
ん

ど
ん「
弾
く
」こ
と
に
目

覚
め
て
い
っ
て
、
最
後
に
は
絶
頂
期
の
よ

う
な
演
奏
に
変
化
し
て
い
き
ま
し
た
。
最

初
か
ら
最
後
ま
で
が
、
一
つ
の
物
語
の
よ

う
に
な
っ
た
コ
ン
サ
ー
ト
で
、
単
に
最
初

か
ら
最
後
ま
で
上
手
だ
か
ら
感
動
す
る
、

と
い
う
も
の
で
は
な
い
ん
だ
な
と
感
じ
た
、

衝
撃
的
な
出
来
事
で
し
た
ね
。

キ
ー
ス
の
コ
ン
サ
ー
ト
を
聴
い
た
当
時
、

私
自
身
、
常
に
考
え
て
い
た
の
は
、「
音

が
ど
ん
ど
ん
変
わ
っ
て
い
っ
て
も
何
も
状

況
が
変
化
し
て
い
か
な
い
演
奏
は
つ
ま
ら

な
い
」「
同
じ
音
を
ず
っ
と
鳴
ら
し
て
い
て

も
、
状
況
が
ど
ん
ど
ん
変
化
し
て
い
く
よ

う
な
ピ
ア
ニ
ス
ト
で
あ
り
た
い
」と
い
う
こ

と
で
し
た
。
そ
ん
な
と
き
に
、
キ
ー
ス
の

演
奏
で「
時
間
を
超
え
て
い
く
」経
験
を
さ

せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。

例
え
ば
、
そ
の
点
を
も
っ
と
極
め
て
、

自
身
の
世
界
に
入
っ
て
い
っ
て
し
ま
っ
た

の
が
、
最
近
の
イ
ー
ヴ
ォ
・
ポ
ゴ
レ
リ
チ

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
サ
ン
ト
リ
ー
ホ
ー
ル

で
の
、
極
端
な
ス
ロ
ー
テ
ン
ポ
で
の「
テ

レ
ー
ゼ
」や
作
品
1
1
1
の
ソ
ナ
タ
を
聴

い
た
と
き
、
と
て
も
気
持
ち
悪
い
思
い
が

し
ま
し
た
が
、
同
時
に
、
あ
る
意
味
彼
の

考
え
が
少
し
分
か
っ
た
気
が
し
ま
し
た
。

「
時
間
を
動
か
し
た
い
。
展
開
さ
せ
た
い
」

そ
う
い
う
彼
の
強
烈
な
願
い
は
明
確
に
伝

わ
っ
て
き
た
し
、
音
楽
が
展
開
し
て
い
く

さ
ま
は
鮮
明
に
見
え
ま
し
た
。セ
ル
ジ
ウ
・

チ
ェ
リ
ビ
ダ
ッ
ケ
が
指
揮
す
る
演
奏
の
Ｃ

Ｄ
な
ど
で
も
、
同
じ
よ
う
な
こ
と
を
感
じ

る
瞬
間
が
あ
り
ま
す
ね
。

時
間
を
操
る

「
作
曲
家
」の
視
点
を

︳ 

そ
れ
ら
の
体
験
は
、
先
生
の
弾
き

手
と
し
て
の
演
奏
に
影
響
を
与
え
て
い
る

で
し
ょ
う
か
。

も
ち
ろ
ん
で
す
。
こ
れ
ら
の
音
楽
を
聴

い
た
経
験
を
通
じ
て
、
現
実
に
は
1
分
・

1
時
間
の
長
さ
は
変
わ
ら
な
い
け
れ
ど
、

音
楽
の
世
界
の
中
で
は
、
時
間
を
伸
ば

し
た
り
縮
め
た
り
、
過
去
に
行
っ
た
り
未

来
に
行
っ
た
り
、
そ
ん
な
奇
跡
が
実
際
に

起
き
る
こ
と
を
知
り
ま
し
た
。
時
間
が
止

ま
っ
た
よ
う
に
感
じ
た
り
、
30
分
が
3
時

間
に
感
じ
た
り
、
そ
れ
っ
て
、
自
分
で
聴

い
て
味
わ
う
し
か
な
い
、
音
楽
の
魅
力
で

す
よ
ね
。

︳ 

音
楽
で
時
間
が
伸
縮
す
る
、
と
い

う
こ
と
を
感
じ
る
た
め
の
ヒ
ン
ト
を
、
も

う
少
し
詳
し
く
お
話
し
い
た
だ
け
ま
す

か
？こ

れ
は
、
本
当
は「
作
曲
」を
勉
強
し

て
は
じ
め
て
理
解
で
き
る
こ
と
で
、
作
曲

家
と
い
う
の
は
ま
さ
に
そ
の
時
間
の
伸
縮

を
し
て
い
る
人
た
ち
な
の
か
な
、
と
思
い

ま
す
。
例
え
ば
、
も
っ
と
も
単
純
な
例

で
は
、8
分
音
符
で
紡
い
で
い
た
も
の
が
、

16
分
音
符
に
変
わ
る
だ
け
で
、
音
楽
が

少
し
速
く
な
っ
た
よ
う
に
感
じ
ま
す
。
そ

う
い
う
こ
と
の
積
み
重
ね
で
作
曲
家
は

時
間
を
紡
い
で
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
、

い
き
な
り
ピ
ア
ノ
に
向
か
っ
て
音
を
出
し
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て
し
ま
う
と
、
な
か
な
か
分
か
ら
な
い
ん

じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
。

イ
タ
リ
ア
や
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
ピ
ア
ノ

の
ほ
か
に
作
曲
で
も
デ
ィ
プ
ロ
マ
を
取
り

ま
し
た
、
と
い
う
演
奏
家
が
多
い
で
す
。

日
本
は
そ
の
点
が
縦
割
り
に
な
っ
て
い
る

と
は
感
じ
ま
す
ね
。
今
は
楽
曲
分
析
の
時

間
、
明
日
は
ソ
ル
フ
ェ
ー
ジ
ュ
が
あ
っ
て
、

そ
れ
と
は
別
に
演
奏
の
レ
ッ
ス
ン
が
あ
っ

て
…
と
い
う
形
で
す
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
往

復
し
て
い
る
と
、
日
本
の
学
生
さ
ん
は
楽

器
に
向
か
っ
て
ば
か
り
い
る
こ
と
が
多
い

と
思
い
ま
す
。

作
曲
家
は
、
画
家
と
同
じ
よ
う
に
、
１

つ
の
モ
テ
ィ
ー
フ
を
、
タ
テ
を
伸
ば
し
、

ヨ
コ
を
伸
ば
し
、
深
さ
を
付
け
て
、
五
線

紙
上
に
立
体
を
描
い
て
い
き
ま
す
。
絵
は

平
面
を
立
体
に
見
せ
ま
す
が
、
音
楽
は
そ

こ
に
時
間
と
い
う
軸
も
付
い
て
く
る
の
で
、

さ
ら
に
複
雑
な
４
次
元
に
な
り
ま
す
。
そ

れ
は
、
作
曲
や
ソ
ル
フ
ェ
ー
ジ
ュ
、
聴
音

な
ど
を
勉
強
し
て
み
て
初
め
て
体
感
で
き

る
世
界
で
す
。

例
え
ば
、「
展
開
」さ
せ「
４
次
元
」に

す
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
自
分
が
簡

単
な
ソ
ナ
チ
ネ
か
何
か
、
作
曲
し
て
み
た

ら
よ
い
と
思
い
ま
す
。
あ
る
モ
テ
ィ
ー
フ

を
、
素
敵
に
展
開
さ
せ
て
い
く
と
い
う
の

が
ど
ん
な
に
大
変
な
こ
と
か
、
自
分
に
は

な
ん
と
陳
腐
な
展
開
し
か
で
き
な
い
か
、

す
ぐ
に
そ
の
こ
と
に
気
づ
き
ま
す
。
そ
の

こ
と
に
よ
っ
て
、
偉
大
な
作
曲
家
た
ち
が

五
線
紙
上
で
や
っ
て
い
る
こ
と
が
、
と
て

も
身
近
に
、
そ
し
て
具
体
的
に
見
え
て
く

る
と
思
い
ま
す
。

私
た
ち
が
、
弾
い
て
、
聴
い
て
、
時
間

の
伸
縮
を
感
じ
て
い
く
経
験
の
な
か
に
、

作
曲
家
の
た
く
さ
ん
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
込

め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
、
改
め
て
見
直
し

て
み
る
機
会
は
、
必
ず
必
要
で
す
ね
。

「
秩
序
」を
超
え
た

「
心
理
的
体
験
」

我
々
が
音
楽
に
向
か
う
と
き
、
例
え
ば

ア
ナ
リ
ー
ゼ
を
す
る
と
か
、
ま
ず
色
々
な

手
段
を
用
い
て「
論
理
的
」に
詰
め
て
い
く

と
い
う
こ
と
を
し
ま
す
ね
。
優
れ
た
作
品

ほ
ど
、
無
意
味
な
音
は
存
在
せ
ず
、
す
べ

て
の
音
に
、
論
理
的
、
演
繹
的
な〝
秩
序
〞

が
見
出
さ
れ
ま
す
。
特
に
、
コ
ン
ペ
の
特

級
セ
ミ
フ
ァ
イ
ナ
ル
で
弾
か
れ
る
よ
う
な

作
品
は
、
ほ
ぼ
全
て
そ
う
し
た
傑
作
揃
い

で
す
。

で
は
、
音
楽
の
魅
力
が
、
秩
序
や
規
則

性
に
終
始
す
る
の
か
と
い
う
と
、
そ
う
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
僕
ら
が
素
晴
ら
し
い
音

楽
を
聴
い
て
感
動
す
る
と
き
、
そ
こ
に
は
、

論
理
的
、
演
繹
的
な
る
も
の
を
超
え
た
、

「
心
理
的
体
験
」と
で
も
い
う
べ
き
も
の
が

あ
り
ま
す
。
論
理
を
超
え
た
、
神
々
し
い

ま
で
の
深
い
感
動
、
決
し
て
他
の
も
の
で

は
味
わ
う
こ
と
が
で
き
な
い
世
界
を
見
せ

て
く
れ
る
か
ら
こ
そ
、
僕
ら
は
音
楽
を
す

る
わ
け
で
す
。

コ
ン
ク
ー
ル
で
演
奏
し
た
人
を
評
価
す

る
際
に
は
、
こ
の
二
面
性
を
、
聴
き
手
が

知
っ
て
い
る
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

評
価
す
る
た
め
に
は
、

ま
ず
は「
秩
序
」を

知
る
こ
と

優
れ
た
音
楽
が
持
つ
、
秩
序
や
規
則
性

を
知
る
こ
と
。
言
い
換
え
れ
ば
、
色
々
な

作
曲
家
や
時
代
の
規
則
性
＝
音
楽
理
論
を

学
ぶ
こ
と
は
、
単
に
、
そ
の
作
品
や
作
風

を
知
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
様
々
な

作
曲
家
の
価
値
観
を
知
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。
そ
の
作
品
に
用
い
ら
れ
た
規
則
性
や

語
法
が
理
解
で
き
な
い
た
め
に
、
そ
の
作

曲
家
が
こ
だ
わ
っ
て
い
る
世
界
観
、
価
値

観
を
聞
き
落
し
て
し
ま
う
、
と
い
う
ケ
ー

ス
で
す
。

黒田亜樹
くろだあき◎東京芸大卒。フランス
音楽コンクール優勝ほか入賞多数。
イタリア・マルツィアーリ音楽院マ
スターコース講師。Tokyo-Milano
チャオステーション代表。疾走感溢
れる「生きた」演奏が高い評価を得
る一方、課題曲講座等での明解で
親しみやすい解説でもおなじみ。コ
ンペ全国決勝大会や特級予選の審
査にも加わっている。

聴衆の「心理的体験」が、
名演を生み出す
金子一朗先生
「学生審査員」事前レクチャー「聴くを学ぶ」講師
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例
え
ば
、
バ
ッ
ハ
を
聴
い
て
つ
ま
ら
な

い
と
い
う
場
合
、
対
位
法
的
に
書
か
れ
た

音
楽
の
存
在
と
そ
の
素
晴
ら
し
さ
を
理
解

す
る
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
こ
と
に
な
り

ま
す
し
、
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
に
お
い
て
、
極

限
ま
で
薄
い
線
と
色
を
用
い
、
メ
ロ
デ
ィ

と
伴
奏
の
形
で
、
と
こ
と
ん
ま
で
洗
練
さ

れ
た
世
界
を
描
く
、
そ
の
価
値
観
が
分
か

ら
な
け
れ
ば
、
ど
ん
な
に
良
い
演
奏
を
聴

い
て
も
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
素
晴
ら
し
さ
は

伝
わ
ら
な
い
で
し
ょ
う
。

結
局
、
ふ
つ
う
の
聴
き
手
と
い
う
の
は
、

そ
の
演
奏
を
評
価
す
る
と
き
に
、「
知
っ

て
い
る
」「
理
解
で
き
る
」も
の
に
つ
い
て
は

評
価
で
き
る
け
れ
ど
、
そ
う
で
な
い
作
品

に
つ
い
て
は
、
評
価
で
き
な
い
可
能
性
が

あ
る
わ
け
で
す
。

も
ち
ろ
ん
、
好
き
嫌
い
で
音
楽
を
聴
い

て
い
く
こ
と
は
、
全
く
か
ま
わ
な
い
し
、

例
え
ば
私
は
バ
ッ
ハ
が
好
き
だ
か
ら
バ
ッ

ハ
だ
け
し
か
い
ら
な
い
、
と
い
う
人
が
い

て
も
よ
い
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、
演
奏
家

の
能
力
を
評
価
し
よ
う
と
い
う
場
合
に
お

い
て
は
、
色
々
な
秩
序
や
語
法
を
知
り
、

価
値
観
を
理
解
し
て
い
な
い
と
、
そ
の
演

奏
家
が
ど
の
く
ら
い
の
能
力
を
持
っ
て
い

る
か
が
分
か
ら
な
い
で
し
ょ
う
。

例
え
ば
、
至
難
の
パ
ッ
セ
ー
ジ
が
連
続

す
る
現
代
曲
を
も
の
す
ご
い
ス
ピ
ー
ド
で

完
璧
に
弾
き
こ
な
し
て
い
る
ピ
ア
ニ
ス
ト

が
い
た
と
し
て
、
果
た
し
て
、
彼
は
、
バ
ッ

ハ
や
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
を
整
然
と
弾
く
こ
と

が
で
き
る
か
ど
う
か
は
分
か
り
ま
せ
ん
。

そ
の
両
方
が
で
き
る
人
が
、
上
手
い
ピ
ア

ニ
ス
ト
だ
と
い
え
ま
す
し
、
バ
ロ
ッ
ク
が

上
手
い
・
近
現
代
が
上
手
い
、
と
い
う
の

は
、
本
来
、
そ
の
両
方
を
理
解
し
て
い
る

か
ら
こ
そ
、
成
し
う
る
こ
と
だ
と
思
い
ま

す
。
音
楽
史
上
に
お
い
て
、
バ
ロ
ッ
ク
と

近
現
代
は
不
連
続
な
事
柄
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
お
互
い
に
何
ら
か
の
関
連
を
持
っ
て

い
る
以
上
、
本
当
に
理
解
し
て
い
る
な
ら

ば
、
ど
ち
ら
も
う
ま
く
表
現
で
き
る
は
ず

で
す
。

同
様
に
、
評
価
す
る
聴
き
手
に
も
、
そ

の
連
続
性
と
特
性
を
理
解
す
る
こ
と
が
求

め
ら
れ
ま
す
。
ピ
ア
ノ
音
楽
と
い
う
だ
け

で
も
、
バ
ロ
ッ
ク
か
ら
現
代
ま
で
幅
広
く

存
在
し
、
様
々
な
国
の
色
々
な
作
曲
家
が

絡
ん
で
い
て
、
残
さ
れ
た
作
品
数
も
膨
大

で
す
。
音
楽
の
素
晴
ら
し
さ
を
味
わ
う
た

め
に
は
、
聴
き
手
に
も
、
あ
る
程
度
の
語

法
の
勉
強
は
あ
っ
て
よ
い
と
思
い
ま
す
。

少
な
く
と
も
、
そ
れ
が
無
駄
と
い
う
こ
と

は
な
い
で
し
ょ
う
。

そ
の
先
に
あ
る

「
心
理
的
体
験
」

僕
ら
が
音
楽
を
聴
く
と
き
、
完
璧
に
分

析
さ
れ
、
美
し
い
バ
ラ
ン
ス
で
、
ノ
ー
ミ

ス
で
、
速
い
ス
ピ
ー
ド
で
弾
き
ま
し
た
…

と
い
う
だ
け
の
演
奏
を
求
め
て
い
る
わ
け

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。音
を
間
違
え
よ
う
が
、

ミ
ス
を
し
よ
う
が
、
音
楽
と
し
て
我
々
に

素
晴
ら
し
い
心
理
的
体
験
を
与
え
て
く
れ

る
演
奏
を
求
め
る
わ
け
で
す
。
さ
ら
に
言

え
ば
、
音
を
間
違
え
て
も
音
楽
的
表
現
を

成
し
て
い
る
人
と
、
音
を
間
違
え
な
い
か

わ
り
に
音
楽
的
表
現
を
失
っ
て
い
る
人
と

２
０
１
０
年
は
ツ
イ
ッ
タ
ー
に
よ
る
即
時
レ
ビ
ュ
ー
に
登
場
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は
、
全
く
次
元
が
異
な
る
存
在
と
い
う
こ

と
に
な
り
ま
す
。

例
え
ば
、
晩
年
の
ホ
ロ
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
録

音
な
ど
は
、
ミ
ス
タ
ッ
チ
も
非
常
に
多
い

し
、
綻
び
も
あ
り
ま
す
が
、
恐
ろ
し
い
ほ

ど
の
心
理
的
体
験
を
さ
せ
て
く
れ
ま
す
。

そ
れ
は
、
音
楽
の
中
に
あ
る「
秩
序
」に
常

に
異
常
な
ま
で
の
理
解
が
な
さ
れ
て
い
る

か
ら
で
す
。
ホ
ロ
ヴ
ィ
ッ
ツ
は
、
作
曲
や

編
曲
の
能
力
に
も
長
け
て
い
ま
し
た
し
、

そ
の
う
え
恐
ろ
し
い
テ
ク
ニ
ッ
ク
と
感
性

を
持
っ
て
い
た
わ
け
で
す
か
ら
、「
秩
序
」

の
先
に「
心
理
的
体
験
」を
見
せ
て
く
れ
る

こ
と
が
可
能
に
な
る
の
は
当
然
な
わ
け
で

す
が
。

心
理
的
体
験
を

増
や
す
た
め
に
、

コ
ン
ペ
を
聴
い
て
み
る	

結
局
、
僕
ら
が
聴
き
手
と
し
て

考
え
る
べ
き
こ
と
は
、「
秩
序
」を

理
解
す
る
こ
と
、
そ
の
う
え
に
、

一
つ
で
も
多
く
の
、
素
晴
ら
し
い

心
理
的
体
験
を
増
や
す
と
い
う
こ

と
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
の
意
味
で

は
、
特
級
の
セ
ミ
フ
ァ
イ
ナ
ル
と

い
う
の
は
、
色
々
な
時
代
の
様
々

な
作
品
、
し
か
も
そ
れ
な
り
の
価

値
が
あ
る
作
品
を
、
ま
と
め
て
聴

く
こ
と
が
で
き
る
ま
た
と
な
い
機

会
で
す
。

さ
ら
に
素
晴
ら
し
い
こ
と
に

は
、
7
人
の
セ
ミ
フ
ァ
イ
ナ
リ
ス

ト
が
、
皆
、
全
く
異
な
る
音
楽
の

理
解
を
し
、
異
な
る
レ
ベ
ル
に
お

い
て
、
多
種
多
様
な
弾
き
方
や
解

釈
を
示
し
て
く
れ
ま
す
。
こ
れ
は
、

1
人
の
演
奏
家
の
コ
ン
サ
ー
ト
を
聴
く
よ

り
も
、
は
る
か
に
勉
強
に
な
る
体
験
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
こ
に
、
ひ

い
き
の
ピ
ア
ニ
ス
ト
を
見
つ
け
る
と
い
う

喜
び
も
加
わ
っ
て
き
ま
す
。
こ
の
よ
う
な

場
は
他
に
あ
り
ま
せ
ん
。

素
晴
ら
し
い
聴
き
手
が
、

弾
き
手
を
深
海
へ
誘
う

僕
の
経
験
で
は
、
自
分
の
演
奏
が
恐
ろ

し
い
ほ
ど
の
心
理
的
世
界
を
表
現
で
き
て

い
る
と
い
う
こ
と
が
、
弾
き
な
が
ら
分
か

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
瞬
間
は
、
会

場
中
の
動
き
が
止
ま
り
、
一
切
の
物
音
が

せ
ず
、
ま
さ
に
深
海
の
よ
う
な
感
じ
で
す
。

演
奏
し
て
い
て
そ
の
よ
う
な
瞬
間
を
感
じ

た
と
き
、
弾
き
手
の
テ
ン
シ
ョ
ン
は
す
さ

ま
じ
く
上
昇
し
、
作
品
に
さ
ら
に
没
入
し

て
い
き
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
経
験
は
、
一

定
以
上
の
レ
ベ
ル
の
演
奏
家
た
ち
が
持
っ

て
い
る
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。

そ
こ
で
は
、
聴
き
手
が
弾
き
手
の
テ
ン

シ
ョ
ン
を
感
じ
、
深
海
の
よ
う
な
空
気
を

作
り
出
す
こ
と
自
体
が
、
弾
き
手
に
さ
ら

な
る
影
響
を
与
え
、
よ
り
素
晴
ら
し
い
演

奏
へ
と
導
い
て
い
き
ま
す
。
聴
衆
は
、
た

だ
聴
い
て
い
る
と
い
う
だ
け
の
一
方
通
行

の
存
在
で
は
な
く
、
聴
衆
が
真
に
深
い
心

理
的
体
験
を
し
て
い
る
瞬
間
は
、
そ
れ
が

弾
き
手
に
も
伝
わ
っ
て
い
く
も
の
で
す
。

2
0
0
5
年
の
特
級
二
次
予
選
で
、
シ

マ
ノ
フ
ス
キ
の「
メ
ト
ー
プ
」を
弾
い
て
い

た
と
き
、
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
経
験
を
し
、

ス
テ
ー
ジ
上
で
、
冷
や
汗
を
か
く
よ
う
な

思
い
が
し
ま
し
た
。
聴
き
手
と
弾
き
手
が

作
り
出
す「
深
海
」は
、
コ
ン
ペ
テ
ィ
シ
ョ

ン
の
ス
テ
ー
ジ
に
も
立
ち
現
れ
ま
す
。
そ

う
い
う
ス
テ
ー
ジ
を
、
是
非
聴
き
手
と
し

て
体
験
し
て
ほ
し
い
で
す
。
そ
れ
が
、
弾

き
手
と
し
て
の
自
分
に
も
何
か
役
に
立
つ

と
思
っ
て
い
ま
す
。
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