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今年初めて導入された学生審査員。
特級セミファイナルにて実際に演奏を視聴して評価するという企画を通して、
客観的な聴き方を体験し、自らの演奏に生かしてもらうのが狙いです。
前日には金子一朗氏（2005年度特級グランプリ・評議員・フェスティバル実行委員）による
事前レクチャーが開催され、指導者を含む80名が集まり、

「聴くポイント」を予習しました。その内容をダイジェストでお届けします。

ホールで学び、自分の演奏に生かすために

学生審査員に初挑戦！
～ 2005年度グランプリ・金子一朗氏による
　レクチャーも開催

特集 2

誰
も
が

正
し
い
と
思
う
指
標
に
、

ど
れ
だ
け
達
し
て
い
る
か
？

コ
ン
ク
ー
ル
で
は
審
査
員
個
人
の
価
値

観
に
あ
る
程
度
左
右
さ
れ
る
上
、
タ
イ
プ

の
異
な
る
審
査
員
の
評
価
が
集
計
さ
れ
て

順
位
が
決
ま
り
ま
す
。
受
け
る
方
も
聴
く

方
も
、
そ
れ
を
常
に
念
頭
に
お
い
て
お
く

べ
き
で
し
ょ
う
。
1
位
で
な
く
て
も
そ
の

後
の
研
鑽
で
、
超
一
流
の
演
奏
家
に
な
る

例
は
大
い
に
あ
り
ま
す
。

今
回
の
企
画
で
は
個
人
的
な
環
境
や

嗜
好
に
左
右
さ
れ
ず
、「
こ
れ
は
誰
も
が

正
し
い
」と
思
う
よ
う
な
合
理
的
な
指
標

に
も
と
づ
い
て
、
そ
こ
に
ど
の
程
度
到
達

し
て
い
る
の
か
を
聴
き
取
る
の
が
目
標
で

す
。
コ
ン
ク
ー
ル
は
受
け
る
時
で
は
な
く
、

受
け
た
後
で
自
分
が
ど
う
勉
強
・
研
究
し

て
研
鑽
す
る
の
か
が
最
も
重
要
で
す
。
だ

か
ら
こ
そ
こ
の
企
画
は
、
演
奏
を
審
査
す

る
こ
と
よ
り
、「
自
分
の
長
所
短
所
を
ど

う
見
つ
け
て
修
正
し
て
い
く
の
か
」に
直

接
関
わ
っ
て
い
ま
す
。

16
個
挙
げ
た
審
査
項
目
の
相
当
数
が
ア

ナ
リ
ー
ゼ
の
考
え
方
に
近
い
で
す
。「
楽

譜
を
読
め
る
」と
い
う
の
は
表
面
的
な
こ

と
で
は
な
く
、
作
曲
家
が
何
を
考
え
た
の

か
を
含
め
て
読
み
取
る
こ
と
。
現
代
は
、

作
曲
家
が
書
い
た
情
報
を
全
て
読
み
解
い

て
表
現
す
る
の
が
主
流
で
す
。
ぜ
ひ
自
分

自
身
の
演
奏
に
役
立
つ
も
の
と
考
え
て
も

ら
え
れ
ば
幸
い
で
す
。（
既
存
の
審
査
項

目
に
金
子
氏
が
加
筆
し
た
も
の
）

16
の
審
査
項
目
と
は
？

（
1
）音
の
正
確
さ
や
明
確
さ

ホ
ー
ル
の
残
響
が
あ
る
た
め
聴
き
取
る

の
は
難
し
い
が
、
重
要
な
の
は
タ
ッ
チ
の

確
実
さ
と
ホ
ー
ル
の
隅
々
ま
で
響
い
て
く

る
音
。
素
晴
ら
し
い
演
奏
は
弱
音
で
も

ホ
ー
ル
の
隅
ま
で
伝
わ
り
ま
す
。

（
2
）音
色
の
美
し
さ

音
色
が
美
し
く
て
も
時
代
様
式
に
沿
っ

た
適
切
な
表
現
が
で
き
て
い
な
い
の
は
い

か
が
な
も
の
で
し
ょ
う
？  

例
え
ば
バ
ッ
ハ

を
ロ
マ
ン
派
の
よ
う
に
、
ク
ー
プ
ラ
ン
や

ラ
モ
ー
を
チ
ェ
ン
バ
ロ
の
響
き
を
理
解
し

な
い
で
弾
い
て
し
ま
う
の
は
音
楽
と
し
て

ズ
レ
て
い
ま
す
。
音
楽
の
本
質
を
見
る
べ

き
で
ミ
ス
タ
ッ
チ
の
個
数
で
決
め
る
べ
き

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ど
の
楽
器
で
も
き
ち

ん
と
人
に
伝
わ
る
演
奏
が
重
要
で
す
。

（
3
）拍
子
と
リ
ズ
ム
の
正
確
さ

音
価
の
正
確
さ
だ
け
で
リ
ズ
ム
が
適

正
で
あ
る
か
を
判
断
で
き
な
い
場
合
が
あ

（取材：菅野恵理子）
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こ
れ
ら
を
的
確
に
表
現
す
る
の
は
難
し

く
、
差
が
つ
き
や
す
い
項
目
で
す
。

（
7
）和
声
様
式
の
場
合

例
え
ば
シ
ョ
パ
ン
エ
チ
ュ
ー
ド
作
品

10

-

1
や
バ
ッ
ハ
平
均
律
第
1
巻
第
1

番
プ
レ
リ
ュ
ー
ド
な
ど
、
メ
ロ
デ
ィ
が
な

く
分
散
和
音
が
連
な
る
曲
で
は
調
の
変
化

や
和
声
が
意
識
で
き
て
い
な
い
と
単
調
に

な
り
、
美
し
く
表
現
で
き
ま
せ
ん
。

（
8
）時
代
様
式

近
現
代
以
外
は
、
原
則
と
し
て
現
代
の

楽
器
と
性
能
が
違
い
ま
す
。
バ
ロ
ッ
ク
は

パ
イ
プ
オ
ル
ガ
ン
や
チ
ェ
ン
バ
ロ
、
古
典

派
は
フ
ォ
ル
テ
ピ
ア
ノ
等
、
ロ
マ
ン
派
も

現
代
ピ
ア
ノ
と
同
じ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

響
き
を
変
え
る
、
ダ
ン
パ
ー
ペ
ダ
ル
の
使

用
法
や
打
鍵
に
注
目
し
ま
し
ょ
う
。

（
9
）プ
ロ
グ
ラ
ム
の
構
成

特
級
で
は
通
算
80
分
以
上
の
曲
＋
コ
ン

チ
ェ
ル
ト
を
準
備
す
る
必
要
が
あ
り
、
選

曲
の
配
列
も
重
要
で
す
。
例
え
ば
異
な

る
時
代
様
式
や
調
性（
長
調
と
短
調
）を

組
み
合
わ
せ
る
等
。
幅
広
い
様
式
感
や
レ

パ
ー
ト
リ
ー
が
あ
る
方
が
、
同
じ
完
成
度

で
あ
れ
ば
ア
ピ
ー
ル
度
が
高
い
で
し
ょ
う
。

（
10
）暗
譜
力

（
11
）デ
ュ
ナ
ー
ミ
ク
の
変
化

自
然
な
揺
ら
ぎ
が
表
現
さ
れ
て
い
る

り
、
時
代
様
式
の
知
識
や
読
譜
力
も
求

め
ら
れ
る
項
目
。
例
え
ば
バ
ロ
ッ
ク
様
式

の
イ
ネ
ガ
ル
奏
法
や
、
ア
ド
リ
ブ
的
な
要

素
が
要
求
さ
れ
る
フ
ラ
ン
ス
風
序
曲
の
グ

ラ
ー
ベ
の
付
点
リ
ズ
ム
、
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ

ン
の
熱
情
ソ
ナ
タ
第
1
楽
章
の
六
連
符
、

さ
ら
に
ス
ク
リ
ャ
ー
ビ
ン
の
複
合
リ
ズ
ム

は
、
そ
の
割
り
切
れ
な
さ
が
気
だ
る
い
雰

囲
気
を
醸
し
出
す
役
割
を
果
た
し
て
い
ま

す
。

（
4
）適
正
な
テ
ン
ポ

時
代
様
式
が
表
現
で
き
て
い
る
テ
ン
ポ

が
音
楽
的
に
良
い
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

（
5
）非
声
部
様
式
の
場
合

メ
ロ
デ
ィ
と
伴
奏
で
出
来
て
い
る
音

楽
。
メ
ロ
デ
ィ
と
バ
ス
ラ
イ
ン
の
バ
ラ
ン

ス
が
取
れ
て
い
る
中
に
、
響
き
を
補
完
す

る
和
音
が
弾
け
て
い
る
か
。
メ
ロ
デ
ィ
以

外
の
部
分
に
も
意
識
が
行
き
届
い
て
い
る

か
も
大
切
で
す
。

（
6
）対
位
法
様
式

声
部
が
独
立
し
て
聴
き
手
に
伝
わ
る

か
。
響
き
の
バ
ラ
ン
ス
が
崩
れ
て
い
な
い

か
。
フ
ー
ガ
で
あ
れ
ば
そ
の
展
開
部
と
嬉

遊
部
の
緊
張
と
弛
緩
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
。

調
や
和
音
が
変
わ
る
と
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
変

わ
る
か
。
三
声
で
あ
れ
ば
そ
れ
ぞ
れ
別
の

人
が
弾
い
て
い
る
よ
う
に
聞
こ
え
る
か
。

か
。

（
12
）情
感
の
表
現
力

印
象
の
強
い
演
奏
で
あ
る
こ
と
は
大
切

で
す
が
、
勢
い
だ
け
良
く
て
も
、
転
調
し

て
も
色
や
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
変
わ
ら
な
い
の

で
は
乱
暴
な
演
奏
に
し
か
聞
こ
え
ま
せ

ん
。

（
13
）曲
の
構
成
力

例
え
ば
ソ
ナ
タ
形
式（
提
示
部
、
展
開

部
、
再
現
部
、
コ
ー
ダ
）の
中
で
、
第
1
・

第
2
主
題
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
付
け
て
い

る
か
、
主
題
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を
捉
え
て

い
る
か
、
提
示
部
と
展
開
部
は
緊
張
の
度

合
い
が
違
う
か
、
再
現
部
の
第
2
主
題
と

提
示
部
の
第
2
主
題
の
違
い
が
表
現
で
き

て
い
る
か
等
。
評
価
す
る
に
は
高
度
な
ソ

ル
フ
ェ
ー
ジ
ュ
能
力
が
必
要
で
す
。

（
14
）ぺ
ダ
リ
ン
グ

残
響
の
度
合
い
を
考
え
な
が
ら
響
き
を

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
い
る
か
。
天
井
の
低

い
室
内
で
は
残
響
が
出
な
い
が
、
ホ
ー
ル

は
残
響
が
あ
る
の
で
同
じ
具
合
で
弾
く
と

濁
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

（
15
）集
中
力

セ
ミ
フ
ァ
イ
ナ
ル
の
50
分
間
を
、
聴
き

手
を
飽
き
さ
せ
な
い
で
演
奏
で
き
る
か
。

ス
テ
ー
ジ
で
の
集
中
力
や
、
聴
き
手
に
与

え
る
印
象
は
大
事
な
指
標
で
す
。

（
16
）ス
テ
ー
ジ
マ
ナ
ー

演
奏
が
今
一
つ
な
時
は
身
体
に
無
駄
な

動
き
が
あ
る
場
合
が
多
い
が
、
逆
に
身
体

に
無
駄
な
動
き
が
あ
っ
て
も
音
楽
的
に
素

晴
ら
し
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
見
た
目
に

惑
わ
さ
れ
ず
客
観
的
に
評
価
し
ま
し
ょ

う
。

（
17
）総
合
評
価

全
16
項
目
を
五
段
階
で
評
価
し
ま
す

が
、
全
て
が
同
じ
価
値
観
を
持
っ
て
い
る

と
は
限
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
を
考
慮
し
た
上

で
、「
音
楽
的
に
素
晴
ら
し
い
か
」と
い
う

直
感
で
評
価
し
て
下
さ
い
。
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バ
ロ
ッ
ク

J.S.

バッハ：平
均
律
ク
ラ
ヴ
ィ
ー
ア

曲
集
第
2
巻
第
23
番
ロ
長
調

BW
V

892

︵
黒
岩
航
紀
さ
ん
︶

◎
様
式
表
現（
バ
ロ
ッ
ク
）

極
端
な
強
弱
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
ダ
ン

パ
ー
ペ
ダ
ル
も
少
な
い
。
様
式
表
現
と
し

て
は
適
切
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

◎
対
位
法
の
表
現
は
で
き
て
い
る
か
？

主
題
が
明
確
か
、
主
題
で
な
い
声
部
が

ど
れ
だ
け
音
楽
的
か
、
四
声
体
の
響
き
の

バ
ラ
ン
ス
等
を
見
て
い
き
ま
す
。
ｍ
19
バ

ス
に
テ
ー
マ
が
主
調H

-dur

で
出
て
き

ま
す
が
、最
初
と
同
じ
ア
ー
テ
ィ
キ
ュ
レ
ー

シ
ョ
ン
で
弾
く
と
い
う
フ
ー
ガ
の
原
則
を

守
る
の
は
難
し
い
部
分
で
す
。各
声
部
の

独
立
や
響
き
の
バ
ラ
ン
ス
は
良
く
、主
題
と

対
主
題
も
音
楽
的
に
弾
か
れ
て
い
ま
す
。

ｍ
7
や
ｍ
12
で
声
部
が
交
差
し
て
い
て
も
、

混
乱
せ
ず
に
独
立
し
て
聞
こ
え
ま
す
。

◎
音
色
の
変
化
は
ど
う
か
？

あ
る
程
度
ソ
ル
フ
ェ
ー
ジ
ュ
能
力
が

な
い
と
評
価
が
難
し
い
項
目
。
m
9
は

Fis-dur

か
らH

-dur

に
変
わ
る
部
分

で
一
瞬
翳
り
が
出
ま
す
が
、
極
端
に
変
化

さ
せ
る
こ
と
な
く
、
美
し
く
確
実
に
変
化

さ
せ
て
い
ま
す
。
m
23
の
ダ
ブ
ル
シ
ャ
ー

プ
等
は
借
用
和
音
で
す
が
、
そ
こ
も
微
妙

に
色
を
変
え
て
弾
い
て
お
り
、
高
い
和
声

の
意
識
が
感
じ
ら
れ
る
演
奏
で
す
。

古
典

モ
ー
ツァ
ル
ト：ピ
ア
ノ・ソ
ナ
タ

第
4
番Es-dur K

V
282

第
1
楽
章

︵
今
田
篤
さ
ん
︶

◎
様
式
表
現（
古
典
）

音
色
は
乾
き
気
味
な
音
で
、
楽
譜
に
書

か
れ
て
い
る
細
か
い
ア
ー
テ
ィ
キ
ュ
レ
ー

シ
ョ
ン
が
ほ
と
ん
ど
守
ら
れ
て
い
て
、
強

弱
も
様
式
感
を
守
っ
た
上
で
確
実
に
つ
け

て
い
ま
す
。

◎
ソ
ナ
タ
形
式
は
理
解
さ
れ
て
い
る
か

提
示
部
の
第
1
主
題（
m1
〜
m8
）はEs-

dur

の
少
し
曇
っ
た
音
色
、
そ
れ
に
対
し

て
第
2
主
題（
m9
〜
）は
属
調
のB

-dur

と
な
り
、
明
る
い
音
で
リ
ズ
ム
も
明
確
に

対
比
さ
せ
て
い
ま
す
。
再
現
部
で
第
2
主

題
は
主
調Es-dur

に
戻
り
ま
す
が
、
提

示
部
の
第
2
主
題
と
ど
う
違
う
か
。
色
が

や
や
曇
っ
て
い
て
、
5
度
の
響
き
の
違
い

を
完
璧
に
弾
き
分
け
て
い
ま
す
ね
。
こ
の

表
現
は
構
造
的
に
美
し
く
聴
こ
え
ま
す
。

◎
非
声
部
様
式
の
扱
い
は
？

再
現
部
の
第
2
主
題
で
、
メ
ロ
デ
ィ
と

バ
ス
ラ
イ
ン
の
響
き
、
そ
の
間
の
和
音
の

バ
ラ
ン
ス
が
よ
く
取
れ
て
い
ま
す
。
ｍ
29

は
バ
ス
ラ
イ
ン
を
綺
麗
に
残
し
た
い
と
こ

ろ
で
、
ダ
ン
パ
ー
ペ
ダ
ル
を
使
い
す
ぎ
る

と
様
式
感
が
崩
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
こ

を
彼
は
、
左
手
の
バ
ス
ラ
イ
ン
と
主
要
な

和
音
を
指
ペ
ダ
ル
で
残
し
て
、
美
し
く
バ

実
際
の
演
奏
を
ど
う
聴
い
て
評
価
す
る
？

　
四
期
別・
聴
く
ポ
イ
ン
ト
と
は

　
　
～
2
0
1
0
年
度
特
級
セ
ミ
フ
ァ
イ
ナ
ル
を
参
考
に

そ
れ
で
は
、
実
際
の
演
奏
を
ど
う
聴
い
て
評
価
す
れ
ば
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。

金
子
氏
の
レ
ク
チ
ャ
ー
で
は
、
昨
年
度
の
演
奏
例
を
挙
げ
な
が
ら
、

四
期
別
に
ポ
イ
ン
ト
を
説
明
し
て
下
さ
い
ま
し
た
。

2010年特級銀賞受賞の今井篤さん
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ス
ラ
イ
ン
と
和
声
を
保
持
し
つ
つ
右
は
レ

ガ
ー
ト
を
保
っ
て
い
ま
す
。
古
典
派
奏
法

の
基
本
が
守
ら
れ
て
い
ま
す
。

◎
音
色
の
変
化
は
適
切
か
？

転
調
や
、
短
調
の
ド
ッ
ペ
ル
ド
ミ
ナ
ン

ト
、
イ
タ
リ
ア
の
六
度
、
六
度
調
の
五
度

な
ど
、
特
殊
な
和
音
を
使
っ
て
い
る
部

分
は
ど
の
よ
う
に
色
が
変
わ
っ
て
い
る
で

し
ょ
う
か
？  

さ
り
気
な
く
音
色
を
ど
ん

ど
ん
変
え
て
い
ま
す
。
や
や
控
え
め
で
す

が
、
古
典
派
様
式
の
中
で
今
田
さ
ん
が
選

択
し
た
幅
の
表
現
で
あ
ろ
う
と
想
像
で
き

ま
す
。

ロ
マ
ン

シ
ュ
ー
マ
ン
＝
リ
ス
ト
：

﹃
献
呈
﹄

︵
梅
村
知
世
さ
ん
︶

◎
様
式
表
現（
ロ
マ
ン
派
）

演
奏
は
情
感
た
っ
ぷ
り
で
、
そ
れ
に
合

わ
せ
た
テ
ン
ポ
ル
バ
ー
ト
が
あ
り
ま
す
。

◎
非
声
部
様
式
の
メ
ロ
デ
ィ
と

　

バ
ス
ラ
イ
ン
の
バ
ラ
ン
ス
は
？

伴
奏
が
並
行
で
動
い
て
い
る
た
め
、
響

き
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
取
り
な
が
ら
、
メ

ロ
デ
ィ
を
美
し
く
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
の

が
非
常
に
難
し
い
曲
で
す
。
第
1
主
題
は

概
ね
バ
ラ
ン
ス
が
良
い
で
す
ね
。
第
1
主

題
の
確
保（
ｍ
16
〜
）で
テ
ノ
ー
ル
が
出
現

し
た
後
は
さ
ら
に
難
し
く
な
り
、
特
に
ｍ

17
左
手
の
as
が
3
回
連
打
さ
れ
て
上
の

ｆ
に
至
る
箇
所
は
、
メ
ロ
デ
ィ
を
保
持
し

な
が
ら
和
音
を
弾
く
の
が
容
易
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
m
24
は
b
か
ら
始
ま
る
左
の

メ
ロ
デ
ィ
はespressivo assai

、 

右
は

assai calando

。
メ
ロ
デ
ィ
は
消
え
て

は
い
け
な
い
が
右
は
消
え
入
る
よ
う
に
。

◎
音
と
歌
詞
は
連
動
し
て
い
る
か
？

歌
曲
で
は
歌
詞
と
音
が
連
動
し
て
い
る

の
で
和
声
や
調
の
変
化
の
ヒ
ン
ト
に
な
り

ま
す
。
m9
はA

s-dur

か

ら
下
属
調D

es-dur

に
転

調
す
る
の
で
、
es
は
ア
ク
セ

ン
ト
を
付
け
る
よ
り
は
曇

る
方
が
よ
い
で
し
ょ
う
。
こ

こ
の
歌
詞
は"H

im
m

el"

（
天
国
）で
、
天
国
の
表
現

に
は
ア
ー
メ
ン
終
止
な
ど

IV
度
和
音
が
使
わ
れ
る
こ

と
が
多
い
で
す
。
m
10
の

"einich"

（
永
遠
に
）は
、

短
調
の
借
用
和
音
や
六
度

調
の
五
度
な
ど
の
翳
り
の
あ

る
和
音
を
あ
て
て
い
ま
す
。

梅
村
さ
ん
は"grave"

（
お

墓
）で
思
い
切
り
色
を
変
え

て
い
ま
す
。
よ
く
研
究
し
た
上
で
、
自
然

に
表
現
さ
れ
て
い
ま
す
ね
。

中
間
部
は
ｍ
32
のE-dur

で
始
ま
り

ま
す
が
、
そ
の
前
はA

s-dur

で
遠
隔
調

へ
の
転
調
と
な
る
た
め
、
全
く
違
う
響
き

で
始
め
る
と
こ
ろ
。
し
た
が
っ
て
m
31
最

高
音
as
と
m
32
の
gis
の
音
の
バ
ラ
ン
ス

も
重
要
で
す
。
ｍ
43
ソ
プ
ラ
ノ
cis
が
3
回

に
続
い
て
異
名
同
音
des
か
ら
始
ま
る
メ
ロ

デ
ィ
は
、"Liebend"

（
愛
さ
れ
て
）の
歌

詞
が
あ
て
ら
れ
て
お
り
、
柔
ら
か
い
響
き

に
。
響
き
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
難
し
い
で

す
が
、
全
体
と
し
て
情
緒
豊
か
な
美
し
い

演
奏
で
し
た
。

近
現
代

スク
リ
ャ
ー
ビ
ン：ピ
アノ・ソ
ナ
タ 

第
5
番 O

p.53

︵
今
田
篤
さ
ん
︶

◎
様
式
表
現（
近
現
代
）

作
曲
家
の
語
法
が
多
様
化
し
、
メ
ロ

デ
ィ
、
伴
奏
、
和
声
の
よ
う
な
概
念
が
融

合
し
、
渾
然
一
体
と
な
っ
て
い
き
ま
す
。

そ
の
中
で
楽
譜
上
の
指
示
を
忠
実
に
表
現

し
つ
つ
音
楽
的
に
演
奏
で
き
て
い
る
か
が

ポ
イ
ン
ト
で
す
。

◎
多
様
な
標
語
の
表
現
は
？

3
つ
の
主
題
で
構
成
さ
れ
る
ソ
ナ
タ
。

近
現
代
は
そ
れ
以
前
に
比
べ
て
、
標
語
や

強
弱
指
示
が
増
え
ま
す
。
冒
頭「
猛
烈
で

風
変
わ
り
な
」、
m
13
は「
け
だ
る
い
、
物

憂
げ
な
」等
。
さ
ら
に「
傲
慢
に
」「
神
秘

的
で
苦
し
み
も
だ
え
て
」「
愛
撫
す
る
よ

う
に
」と
い
っ
た
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
、
今
田
さ

ん
は
相
当
細
か
く
表
現
し
よ
う
と
し
て
い

る
。
音
量
で
は
な
く
、
ニ
ュ
ア
ン
ス
と
し

て
表
現
で
き
て
い
ま
す
。
和
音
の
厚
み
が

あ
っ
て
も
固
ま
ら
ず
、
一
番
上
の
ソ
プ
ラ

ノ
が
聞
こ
え
て
き
ま
す
ね
。
色
々
工
夫
が

凝
ら
さ
れ
た
演
奏
で
し
た
。

2010年特級グランプリ受賞の梅田知世さん
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す
っ
か
り
音
楽
に
夢
中
に

成
家
康
太
さ
ん（
中
１
）・
悠
太
さ
ん（
中
３
）・

奥
村
圭
輔
さ
ん（
中
３
）

最
年
少
で
の
参
加
と
な
っ
た
成
家
康
太

さ
ん
・
悠
太
さ
ん
兄
弟（
中
1
・
中
3
）と

奥
村
圭
輔
さ
ん（
中
3
）。
セ
ミ
フ
ァ
イ
ナ

ル
会
場
で
は
目
を
輝
か
せ
な
が
ら
7
名
の

演
奏
に
聞
き
入
っ
て
い
た
。
そ
の
後
、
3

人
は
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
の
だ
ろ
う

か
。
ご
兄
弟
の
お
母
様
で
奥
村
さ
ん
の
指

導
者
で
も
あ
る
成
家
ひ
ろ
こ
先
生（
指
導

会
員
）に
お
話
を
お
伺
い
し
た
。

「
色
々
な
曲
を
知
る
き
っ
か
け
に
な
る

こ
と
と
、
審
査
が
面
白
い
と
思
っ
て
生
徒

た
ち
に
薦
め
ま
し
た
。
弟
の
康
太
の
方
が

ピ
ア
ノ
が
好
き
な
の
で
す
が
、
結
果
と
し

て
は
一
緒
に
行
っ
た
兄
の
悠
太
と
奥
村
君

の
方
が
刺
激
を
受
け
て
変
わ
り
ま
し
た

ね
。
悠
太
は
フ
ァ
イ
ナ
ル
翌
日
の
福
田
靖

子
賞
選
考
会
も
聴
き
に
行
く
と
い
い
、『
ど

の
曲
が
い
い
か
な
』と
自
分
で
選
ん
で
楽

譜
を
何
冊
も
持
っ
て
一
人
で
出
か
け
ま
し

た
。
こ
ん
な
こ
と
は
今
ま
で
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
ね
。
レ
ッ
ス
ン
で
は
先
生
方
の
英

語
を
頑
張
っ
て
聞
き
取
り
、
楽
譜
に
書
き

込
ん
で
帰
っ
て
き
ま
し
た
。
ま
た
奥
村
君

は
そ
の
後
オ
ー
デ
ィ
オ
を
購
入
し
た
そ
う

で
す
。
二
人
と
も
図
書
館
で
C
D
を
借
り

て
聴
い
た
り
、
楽
曲
分
析
の
本
や
作
曲
家

の
伝
記
を
読
む
よ
う
に
な
り
、
音
楽
の
面

白
さ
に
目
覚
め
た
よ
う
で
す
。
奥
村
君
は

演
奏
も
少
し
開
放
的
に
な
り
ま
し
た
ね
」。

同
じ
ホ
ー
ル
、
同
じ
ピ
ア
ノ
で
、
違
う

人
の
演
奏
を
聴
く
こ
と
は
、
3
人
と
も
初

め
て
だ
と
い
う
。
ま
た
当
日
会
場
で
配
布

さ
れ
た「
審
査
項
目
表
」を
一
つ
一
つ
追
い

な
が
ら
聴
く
と
い
う
体
験
も
、
も
ち
ろ
ん

初
め
て
の
挑
戦
。
そ
の
柔
ら
か
い
感
性
に
、

7
名
の
演
奏
の
印
象
が
し
っ
か
り
刻
ま
れ

た
。
意
見
は
そ
れ
ぞ
れ
同
意
す
る
部
分
と

相
違
す
る
部
分
が
あ
っ
た
そ
う
だ
が
、
そ

ん
な
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
も
良
い
復
習
に

な
っ
た
よ
う
だ
。
で
は
3
人
は
そ
れ
ぞ
れ

ど
ん
な
感
想
を
持
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

「
こ
れ
ま
で
時
代
様
式
と
い
う
観
点
か

ら
見
た
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で
、
そ
の
点

が
勉
強
に
な
り
ま
し
た
。
興
味
深
い
演
奏

も
沢
山
あ
り
ま
し
た
。
自
分
も
、
お
客
さ

ん
に
面
白
い
な
と
思
っ
て
も
ら
え
る
演
奏

が
し
た
い
で
す
」（
奥
村
さ
ん
）、「
コ
ン
サ
ー

ト
の
聴
き
方
が
理
解
で
き
、
も
っ
と
楽
し

く
な
り
ま
し
た
。
ピ
ア
ノ
に
対
し
て
や
る

気
が
湧
き
ま
し
た
！
」（
康
太
さ
ん
）、「
ど

ん
な
演
奏
が
い
い
の
か
を
考
え
な
が
ら
聴

い
て
、
自
分
の
演
奏
を
少
し
客
観
的
に
見

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
聴
い
て
い
る
人

の
こ
と
を
考
え
る
よ
う
に
な
り
、
今
ま
で

よ
り
曲
の
分
析
や
作
曲
家
に
つ
い
て
も
調

べ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
」（
悠
太
さ
ん
）。

3
人
は
数
日
後
に
行
わ
れ
た
特
級
フ
ァ

イ
ナ
ル
に
も
足
を
運
び
、
す
っ
か
り
協
奏

「自分も
お客さんに楽しんでもらえる
演奏がしたい！」

初めての
審査員体験談
～聴き方の変化が、
音楽へのアプローチを
変えた

成家康太さん（中１）・悠太さん（中３）・奥村圭輔さん（中３）・お母様の成家ひろこ先生
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曲
に
も
夢
中
に
な
っ
て
、
終
演
後
に
皆
と

夕
食
を
食
べ
な
が
ら「
い
つ
か
僕
た
ち
も

協
奏
曲
を
弾
き
た
い
！
」と
大
い
に
盛
り

上
が
っ
た
と
い
う
。
そ
し
て
早
く
も
来
年

2
月
に
、
2
台
ピ
ア
ノ
に
よ
る
協
奏
曲

コ
ン
サ
ー
ト
と
し
て
開
催
す
る
こ
と
が
決

定
！
好
機
を
逃
さ
ず
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
す
る
、

お
母
様
そ
し
て
指
導
者
で
あ
る
成
家
先
生

の
温
か
い
計
ら
い
で
あ
る
。

10
代
の
感
性
は
一
つ
の
き
っ
か
け
で
ど

ん
ど
ん
広
が
る
。
あ
の
日
、
彼
ら
の
音
楽

人
生
に
は
た
し
か
に
大
き
な
一
歩
が
刻
ま

れ
た
。

知
ら
な
い
曲
で
も

聴
き
手
に
分
か
る
こ
と
が

多
く
あ
る
と
実
感

榊 

真
由
さ
ん（
高
3
・
学
生
会
員
）

学
生
会
員
の
榊
真
由
さ
ん
も
、
前
日
に

行
わ
れ
た
事
前
レ
ク
チ
ャ
ー
か
ら
参
加
し

た
。「
知
ら
な
い
曲
を
ど
う
評
価
し
て
い

く
の
か
、
と
い
う
の
が
勉
強
に
な
り
ま
し

た
。
項
目
の（
6
）（
7
）（
8
）※
が
特
に

参
考
に
な
り
ま
し
た
。
例
え
ば（
6
）（
7
）

は
構
成
力
の
あ
る
演
奏
な
ら
時
代
が
は
っ

き
り
と
わ
か
り
ま
す
。
ま
た（
8
）だ
と

完
全
に
は
わ
か
ら
な
く
て
も
、
古
典
と
ロ

マ
ン
派
で
は
や
は
り
様
式
感
が
違
う
わ
け

で
、
知
ら
な
く
て
も
、
聴
き
手
に
分
か
る

こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
る
ん
だ
な
と
思
い
ま

し
た
。
※
詳
し
く
は
前
頁「
16
の
審
査
項
目
」

聴
い
た
だ
け
で
、
あ
る
程
度
の
時
代
や

様
式
が
わ
か
る
演
奏
が
出
来
る
と
す
ば
ら

し
い
の
か
な
と
思
い
ま
し
た
。ま
た
、『
知
っ

て
い
る
』に
も
色
々
な
意
味
が
あ
る
ん
だ

と
い
う
こ
と
が
印
象
に
残
り
ま
し
た
。
こ

れ
は（
12
）（
14
）が
特
に
参
考
に
な
り
ま

し
た
。
以
前
は
知
っ
て
い
る
曲
だ
と
ペ
ダ

ル
が
濁
っ
て
い
て
も
、『
家
だ
と
き
れ
い
な

ん
だ
ろ
う
な
ぁ
』と
思
っ
て
し
ま
う
こ
と

も
あ
っ
た
の
で
す
が
、
ペ
ダ
ル
が
濁
っ
て

い
る
ま
ま
と
い
う
の
は
ホ
ー
ル
で
の
微
調

整
が
出
来
な
い
＝
音
を
聞
い
て
な
い
？　

と
思
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
会
場

で
最
高
の
演
奏
が（
12
）の
感
動
の
度
合
い

に
つ
な
が
る
の
か
な
と
今
は
思
っ
て
い
ま

す
」。
さ
ら
に
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
重
要
性
に
も

気
づ
い
た
。「
バ
ロ
ッ
ク
や
古
典
を
中
心
に

組
み
合
わ
せ
た
り
、
近
現
代
曲
に
重
心
を

置
い
た
り
、
有
名
曲
が
多
い
プ
ロ
グ
ラ
ム

等
、
約
一
時
間
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
組
む
に

は
様
々
な
方
法
が
あ
る
ん
だ
な
と
思
い
ま

し
た
。
ま
た
自
分
も
人
に
聞
か
せ
る
、
楽

し
ま
せ
る
演
奏
を
意
識
す
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。
最
後
に
笑
顔
だ
と
こ
ち
ら
も
気

持
ち
が
楽
だ
っ
た
の
で
、
演
奏
以
外
の
ス

テ
ー
ジ
マ
ナ
ー
に
も
気
を
つ
け
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
」。

自
身
も
ス
テ
ー
ジ
に
立
つ
立
場
か
ら
、

実
感
を
持
っ
て
臨
ん
だ
学
生
審
査
員
。
聴

き
方
が
整
理
で
き
た
こ
と
で
新
し
い
視
点

を
得
て
、
自
分
が
こ
れ
か
ら
意
識
す
る
べ

き
こ
と
も
し
っ
か
り
学
び
取
っ
た
よ
う
だ
。

協奏曲の注意ポイント
オーケストラは楽譜を基準に演奏しているので、楽譜通り
に弾くこと。テンポを自分勝手に揺らしてはアンサンブルが
上手に成立しません。また自分がオケの伴奏をしている時は、
どのパートがソロでどう響きのバランスを取るのか、またオ
ケと自分が対等に渡り合わなければならない部分も見極めま
す。ソロパートを完璧に弾く上に、オケスコアを熟読して表
現することが重要ですね。

レクチャー講師：金子一朗先生より

プログラムの選曲と配列の重要性
プログラム構成によっ
て同じ能力でも評価が変
わることがあります。では
得意不得意な曲がある場
合、どのようにプレゼン
テーションするべきでしょ
うか？1曲目はある程度経験のある曲を配置する方がよいで
しょう。特に最初は「音楽的に正しいことができているか」が
聞かれるので、そこで審査員と信頼関係が作ることが大切で
す。50分の使い方としては、どこをメインディッシュに据え
て全体を構成するのかを考えます。中央に自分が多少リラッ
クスして弾ける曲を置くとよいと思います。
私は 2005年度特級出場時、前半はシマノフスキのメトー
プ、後半はベートーヴェンのハンマークラヴィアを弾き、そ
の間にショパンのノクターンOp.55-2を入れました。音楽的
に簡単な曲ではありませんが、昔から弾いてきた曲だったの
でプレッシャーが少なく、かつ前後の曲との緊張感のコント
ラストを生むという相乗効果もありました。
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自
分
の
演
奏
に
ど
う
生
か
す
？

  
学
生
審
査
員
結
果
と
寸
評

　
　   
～
今
後
の
取
組
み
に
向
け
て

金
子
一
朗
氏
の
寸
評

私
も
学
生
審
査
員
の
方
々
と
一
緒
に
、

白
熱
し
た
セ
ミ
フ
ァ
イ
ナ
ル
の
演
奏
を
聴

か
せ
て
い
た
だ
き
、
と
て
も
勉
強
に
な
り

ま
し
た
。
結
果
は
奥
村
さ
ん
が
1
位
と

い
う
こ
と
で
し
た
。
事
前
レ
ク
チ
ャ
ー
を

担
当
し
た
私
と
し
て
は
、
と
て
も
興
味
深

く
、
ま
た
、
う
れ
し
い
結
果
で
し
た
。
も

ち
ろ
ん
、
他
の
演
奏
者
の
方
々
の
演
奏
が

劣
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
決
し
て
あ

り
ま
せ
ん
。
う
れ
し
さ
の
最
大
の
理
由
は
、

奥
村
さ
ん
の
演
奏
が
必
ず
し
も
派
手
で
は

な
か
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
学
生
審
査
員

に
高
く
評
価
さ
れ
た
こ
と
で
す
。
そ
の
理

由
は
、
奥
村
さ
ん
の
演
奏
が
と
て
も
知
的

な
ア
プ
ロ
ー
チ
に
基
づ
く
も
の
だ
っ
た
か

ら
だ
と
思
い
ま
す
。
学
生
審
査
員
の
方
々

は
、
事
前
レ
ク
チ
ャ
ー
で
学
習
し
た
16
項

目
の
審
査
基
準
で
評
価
し
た
と
し
て
も
、

そ
れ
ら
の
ど
れ
に
ど
の
程
度
比
重
を
か
け

て
い
る
か
は
人
に
よ
っ
て
異
な
る
で
し
ょ

う
。
そ
れ
で
も
、
事
前
レ
ク
チ
ャ
ー
で
私

が
説
明
し
た
い
く
つ
か
の
項
目
に
つ
い
て

冷
静
に
聴
き
分
け
る
力
が
な
け
れ
ば
、
こ

う
い
っ
た
結
果
に
は
な
ら
な
か
っ
た
と
思

い
ま
す
。
私
の
結
果
は
必
ず
し
も
学
生
審

査
員
の
総
合
評
価
と
は
一
致
し
て
い
ま
せ

ん
。
し
か
し
、
あ
る
部
分
で
は
と
て
も
共

感
で
き
ま
す
。
お
そ
ら
く
、
そ
の
違
い
は
、

た
と
え
ば
、
近
現
代
の
作
品
で
は
、
私
は

手
元
で
事
前
に
分
析
し
た
楽
譜
を
見
な

が
ら
演
奏
を
聴
い

て
い
る
こ
と
、
ま

た
、
多
く
の
作
品

は
自
分
の
レ
パ
ー

ト
リ
ー
で
深
く
研

究
し
た
作
品
で
あ

り
、
あ
る
部
分
の

演
奏
が
ど
の
程
度
の
難
易
度
か
を
知
っ
て

い
る
こ
と
な
ど
か
ら
現
れ
て
い
る
と
思
い

ま
す
。
コ
ン
チ
ェ
ル
ト
の
演
奏
の
評
価
は
、

ま
た
別
の
評
価
基
準
が
あ
り
ま
す
が
、
ソ

ロ
の
評
価
に
お
い
て
、
奥
村
さ
ん
は
、
16

個
の
審
査
項
目
の
う
ち
、
特
に
非
声
部
様

式
、
対
位
法
様
式
、
和
声
様
式
の
的
確
な

表
現
が
評
価
さ
れ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
ま
た
、
バ
ラ
ン
ス
感
覚
に
優
れ
、

し
か
も
、
す
べ
て
の
作
品
に
対
し
、
楽
譜

と
真
摯
に
向
き
合
っ
て
演
奏
さ
れ
て
い
た

こ
と
も
特
筆
す
べ
き
点
で
し
た
。
楽
譜
は

作
曲
家
の
遺
品
で
す
か
ら
、
そ
れ
を
と
て

も
大
切
に
さ
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
と

て
も
素
晴
ら
し
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

セ
ミ
フ
ァ
イ
ナ
ル
に
な
る
と
、
ど
の
方
の

演
奏
も
主
張
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
主
張
と

作
曲
家
の
考
え
た
世
界
の
表
現
を
、
4
つ

の
時
代
す
べ
て
で
バ
ラ
ン
ス
良
く
演
奏
す

る
こ
と
が
と
て
も
大
切
で
、
そ
う
い
う
聴

き
方
が
あ
る
程
度
で
き
た
の
で
は
な
い
か

と
思
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、演
奏
者
に
よ
っ

て
は
、
セ
ミ
フ
ァ
イ
ナ
ル
で
、
4
つ
の
時

代
す
べ
て
で
は
な
く
、
自
分
の
得
意
な
時

代
、
ま
た
は
作
曲
家
を
中
心
に
プ
ロ
グ
ラ

ム
を
作
る
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
あ

る
程
度
訓
練
す
る
と
、
た
と
え
ば
近
現
代

の
作
品
を
聴
い
て
も
、
そ
の
人
が
古
典
や

バ
ロ
ッ
ク
を
弾
い
た
ら
ど
う
な
る
か
が
類

推
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

今
回
の
経
験
が
学
生
審
査
員
の
方
々
の
演

奏
の
向
上
に
つ
な
が
る
こ
と
を
祈
っ
て
や
み

ま
せ
ん
。

学生審査員の投票結果
※ 1位への投票＝ 3点、2位＝ 2点、3位＝ 1点で集計

1位：奥村百合名 67点
 （1位投票＝ 14票、2位＝ 9票、3位＝ 7票）
2位：内匠慧 60点
 （1位投票＝12票、2位＝10票、3位＝4票）
3位：菅原 望 30点
 （1位投票＝ 5票、2位＝ 6票、3位＝ 3票）

4位：阪田知樹 25点
5位：太田実花 20点
6位：中川真耶加 11点
7位：梅田智也   6点

あとがきにかえて  ～ 「聴く力」が高まること
特級セミファイナル会場に集まった 42名の学生審査員は、審査

項目用紙とペンを片手に、前日のレクチャーで学んだことを思い出
しながら、真剣な眼差しで 7名の演奏に耳を傾けていました。ホー
ルでの音の響かせ方やステージ上での印象もさることながら、時代
様式や楽曲形式、プログラム構成といった観点を意識したことで、
一歩踏み込んだ聴き方を体感できたことでしょう。
評価や結果よりも大事なのは、これを出発点として、自分の楽曲

理解や表現を深めていくこと。今後もより多くの方に体験して頂け
ればと思います。


