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｢譜読み｣をレッスンする

初歩のうちから音楽力を養おう

大竹達哉･小山和彦

音楽を読む譜読みへ
｢音名｣を読みますか?

それとも｢音楽｣を読みますか?
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大竹達哉
おおたけ･みちや

ピアニスト･大阪音楽大学非常勤講師

ピ
ア
ノ
･
レ
ッ
ス
ン
の
現
場
で
､
新
し
い
曲

の
　
｢
譜
読
み
｣
　
の
方
法
を
レ
ッ
ス
ン
す
る
こ
と

は
'
今
ま
で
あ
ま
-
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う

に
感
じ
ま
す
｡

先
生
は
､
生
徒
に
新
し
い
曲
を
指
定
し
'
｢
来

週
ま
で
に
読
ん
で
-
る
こ
と
｣
と
言
い
ま
す
｡

そ
こ
で
生
徒
が
初
め
て
新
し
い
曲
と
出
会
う
時
'

楽
譜
の
　
｢
何
を
｣
　
読
ん
で
-
る
の
で
し
ょ
う

か
-
　
｢
単
な
る
音
の
羅
列
｣
な
の
か
､
｢
楽
譜

の
中
に
あ
る
生
き
た
音
楽
｣
な
の
か
が
大
き
な

問
題
で
す
｡

生
徒
が
無
神
経
に
音
を
順
番
に
押
す
こ
と
だ

け
で
'
｢
譜
読
み
は
終
わ
っ
た
｣
と
思
っ
て
い
な

い
で
し
ょ
う
か
?

そ
こ
で
､
｢
本
を
読
む
｣
　
こ
と
を
考
え
て
み
ま
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し
ょ
う
｡
｢
本
読
み
｣
が
終
わ
る
と
い
う
の
は
､

正
し
い
抑
揚
で
､
正
し
い
文
節
で
読
み
'
状
況

や
主
人
公
の
気
持
ち
な
ど
､
ス
ト
ー
リ
ー
が
理

解
で
き
た
時
点
で
言
え
る
こ
と
で
す
｡

つ
ま
-
､
｢
本
読
み
｣
が
終
わ
っ
た
と
い
う
の

は
､
｢
文
字
を
順
番
に
発
音
で
き
た
｣
こ
と
で
は

な
い
｡
同
じ
よ
う
に
｢
譜
読
み
｣
が
終
わ
っ
た

と
い
う
の
は
､
｢
鍵
盤
を
順
番
に
押
せ
た
｣
こ
と

で
は
な
い
は
ず
で
す
｡
ひ
と
昔
前
(
?
)
　
の
コ

ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
の
発
す
る
人
工
音
声
の
よ
う
な

｢
ワ
｣
｢
ガ
｣
｢
ハ
｣
｢
イ
｣
｢
ハ
｣
　
｢
ネ
｣
　
｢
コ
｣

｢
デ
｣
｢
ア
｣
｢
ル
｣
｢
ナ
｣
｢
マ
｣
｢
エ
｣
　
-
‥
で

は
､
｢
本
を
読
め
た
｣
こ
と
に
は
な
り
ま
せ
ん
｡

私
は
､
｢
譜
読
み
｣
=
｢
音
楽
を
読
み
取
る
｣

と
定
義
し
ま
す
｡
ま
た
'
練
習
の
初
期
段
階
で

｢
音
楽
を
読
み
取
る
｣
こ
と
は
必
要
不
可
欠
で
あ

り
､
レ
ッ
ス
ン
の
現
場
に
お
い
て
､
そ
の
方
法

を
教
え
て
い
-
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
｡

な
ぜ
｢
譜
読
み
の
仕
方
｣
　
に
よ
っ
て
仕
上
が

り
の
演
奏
が
変
わ
る
の
か
は
､
次
の
理
由
が
考

え
ら
れ
ま
す
｡

轡
音
の
羅
列
の
譜
読
み
を
す
る
と
'
譜
読
み
の

期
間
に
そ
の
不
自
然
さ
に
慣
れ
て
し
ま
い
'

耳
が
音
楽
を
聴
こ
う
と
し
な
く
な
る
｡

の
指
や
手
が
'
音
の
羅
列
の
み
の
動
き
に
慣
れ

て
し
ま
い
､
指
や
手
が
フ
レ
ー
ズ
や
表
情
､

強
弱
な
ど
に
反
応
し
な
-
な
る
｡
(
よ
-
歌
う

こ
と
も
､
よ
い
テ
ン
ポ
や
正
し
い
フ
レ
ー
ズ

で
演
奏
す
る
の
も
､
実
際
に
｢
ピ
ア
ノ
へ
伝

え
る
動
き
｣
　
に
よ
っ
て
実
現
す
る
こ
と
を
､

忘
れ
て
は
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
)

つ
ま
り
'
｢
譜
読
み
期
間
｣
　
に
､
耳
も
手
も

｢
音
楽
｣
に
対
し
鈍
感
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
わ

け
で
す
｡
こ
れ
は
､
ピ
ア
ノ
演
奏
に
と
っ
て
致

命
的
と
も
言
え
る
こ
と
で
す
｡

譜
読
み
の
段
階
で
'
音
楽
の
様
々
な
要
素
'

テ
ン
ポ
､
リ
ズ
ム
'
ハ
ー
モ
ニ
ー
'
そ
し
て
形

式
､
様
式
な
ど
､
多
-
の
項
目
に
耳
を
傾
け
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
｡
ま
た
､
ピ
ア
ノ
の
テ
ク

ニ
ッ
ク
上
の
諸
問
題
､
指
使
い
､
ポ
ジ
シ
ョ
ン
､

弾
-
の
に
使
う
動
き
な
ど
､
弾
-
時
に
気
を
つ

け
な
け
れ
ば
い
け
な
い
す
べ
て
の
事
柄
も
､
読

み
取
っ
て
い
-
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
｡
｢
仕
上
が

り
の
良
し
悪
し
は
'
譜
読
み
に
か
か
っ
て
い
る
｣

と
言
え
ま
す
｡

で
は
'
そ
の
よ
う
な
｢
仕
上
が
り
の
違
う
良

い
譜
読
み
の
仕
方
｣
を
､
ど
う
す
れ
ば
実
現
で

き
る
か
で
す
｡
こ
れ
に
は
'
様
々
な
点
か
ら

｢
ピ
ア
ノ
演
奏
｣
を
検
討
し
直
さ
な
け
れ
ば
い
け

な
い
と
思
い
ま
す
｡

①
譜
読
み
を
定
義
し
直
す
=
本
読
み
と
の
対
応

譜
読
み
と
は
何
か
を
`
も
う
一
度
深
く
考

え
て
み
ま
し
ょ
う
｡

｢
譜
読
み
｣
　
に
対
応
す
る
こ
と
と
し
て
､

｢
本
読
み
｣
を
考
え
る
と
い
い
と
思
い
ま
す
｡

例
え
ば
学
校
で
､
み
ん
な
の
前
で
夏
目
漱
石

の
｢
吾
輩
は
猫
で
あ
る
｣
を
暗
唱
し
て
聴
か

せ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
思
っ
て
み
ま
し
ょ
う
｡

つ
ま
-
'
夏
目
漱
石
の
　
｢
吾
輩
は
猫
で
あ

る
｣
を
朗
読
す
る
の
と
'
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン

の
｢
ソ
ナ
タ
第
八
番
　
悲
愴
｣
を
演
奏
す
る

の
と
は
､
手
順
が
同
じ
だ
と
い
う
こ
と
で
す
｡

②
本
読
み
の
手
順
を
考
え
る

本
読
み
の
場
合
､
ま
ず
ゆ
っ
く
り
読
み
､

段
落
に
分
け
､
分
か
ら
な
い
単
語
は
辞
書
を

引
き
､
意
味
を
理
解
す
る
｡
段
落
ご
と
に
ゆ

っ
-
り
と
'
イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ
ン
や
表
情
､

間
な
ど
に
も
気
を
つ
け
て
､
部
分
部
分
を
自

分
に
読
み
聞
か
せ
て
納
得
さ
せ
て
覚
え
て
い
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く
-
-
と
い
う
こ
と
に
な
る
,
ご
恩
-
二
三
千

そ
の
間
に
'
作
者
や
登
場
人
物
の
気
持
ち
の

変
化
も
考
え
､
そ
れ
が
深
ま
る
に
つ
れ
て
読

み
方
が
変
化
し
､
よ
り
多
く
を
自
分
が
感
じ

取
る
こ
と
で
'
他
人
に
も
伝
わ
る
よ
う
に
な

っ
て
き
ま
す
｡
こ
れ
が
本
読
み
で
す
｡

譜
読
み
も
こ
れ
に
対
応
さ
せ
れ
ば
い
い
と

思
い
ま
す
｡

③
数
々
の
要
素
を
検
討
し
直
す

ピ
ア
ノ
演
奏
に
は
'
具
体
的
な
項
目
が
あ

一
L
,
.
･
二
I
u
.
 
I
.
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∵
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三
･
　
三
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一
二
二
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三
L
r
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I
n
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I
二
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台
+
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詩
的
こ
す
∴
幸
一
-
)
,
二
:
I
(
二
J
N
J
三

せ
ん
｡

音
楽
の
三
要
素
と
し
て
亘
e
f
　
リ
ズ
ム
､
メ

ロ
デ
ィ
ー
､
ハ
ー
モ
ニ
ー
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
｡

そ
し
て
演
奏
時
に
注
意
す
る
項
目
と
し
て
は
'

音
色
､
音
の
バ
ラ
ン
ス
'
歌
い
方
な
ど
が
挙

げ
ら
れ
ま
す
｡
音
の
持
つ
質
感
な
ど
'
個
々

の
要
素
も
あ
り
'
声
部
同
士
の
関
係
性
な
ど

も
問
題
に
な
っ
て
き
ま
す
｡
楽
節
や
部
分
､

形
式
に
も
考
え
を
巡
ら
さ
な
け
れ
ば
な
-
ま

せ
ん
｡こ

れ
ら
す
べ
て
の
こ
と
が
多
様
に
展
開
さ

れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
'
音
楽
が
作
ら
れ
て
い

る
わ
け
で
す
｡
こ
れ
ら
を
総
合
的
に
把
握
し
､

理
解
す
る
こ
と
が
｢
譜
読
み
｣
だ
と
言
え
ま

す
｡

操
作
す
る
個
所
と
し
て
は
｢
右
手
｣
｢
左
手
｣

｢
ペ
ダ
ル
｣
　
に
分
け
ら
れ
､
さ
ら
に
各
指
や
前

腕
'
二
の
腕
'
体
全
体
の
使
い
方
な
ど
の
項

目
も
存
在
し
ま
す
｡

こ
れ
ら
の
多
く
の
要
素
を
勘
案
し
な
が
ら
､

譜
読
み
を
進
め
て
い
き
､
音
楽
を
そ
こ
に
浮

か
び
上
が
ら
せ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
わ
け
で

す
｡

一
請
読
み
一
レ
ッ
ス
ン
の
実
践
へ

生
徒
が
初
め
て
見
る
楽
譜
で
､
先
生
が
レ
ッ

ス
ン
を
行
な
う
こ
と
が
必
要
だ
と
思
い
ま
す
｡

た
だ
､
勘
違
い
し
て
は
い
け
な
い
こ
と
は
'
｢
先

生
が
読
ん
だ
も
の
を
生
徒
に
与
え
る
｣
　
の
で
は

な
く
'
｢
生
徒
に
読
ま
せ
､
そ
こ
で
読
ん
だ
も
の

を
整
理
し
､
ど
の
よ
う
に
弾
-
べ
き
か
を
考
え

さ
せ
る
｣
､
つ
ま
り
｢
譜
読
み
の
時
の
様
々
な
情

報
の
整
理
の
仕
方
｣
を
教
え
る
べ
き
だ
と
思
い

ま
す
｡

｢
分
か
る
｣
こ
と
が
大
切

｢
譜
読
み
の
レ
ッ
ス
ン
｣
　
で
の
目
標
は
､

二
小
節
､
あ
る
い
は
一
小
節
で
も
い
い
か
ら
'

生
徒
が
｢
音
楽
が
分
か
っ
た
｣
と
い
う
弾
き

方
が
で
き
る
こ
と
で
す
｡

最
初
の
段
階
で
､
た
だ
だ
ら
だ
ら
と
長
々

弾
-
と
､
｢
今
弾
い
た
も
の
の
印
象
｣
が
ゼ
ロ

に
な
っ
て
し
ま
う
で
し
ょ
う
｡
明
日
に
な
っ

た
ら
　
｢
昨
日
､
ど
ん
な
曲
を
弾
い
た
の
か
さ

っ
ぱ
り
覚
え
て
い
な
い
｣
と
い
う
こ
と
に
な

り
か
ね
ま
せ
ん
｡
｢
昨
日
は
こ
の
よ
う
な
も
の

を
弾
い
た
｣
と
い
う
印
象
だ
け
で
も
残
さ
な

い
と
､
自
分
の
心
や
頭
の
中
に
'
音
楽
を
積

み
重
ね
て
い
け
な
い
わ
け
で
す
｡
｢
上
達
す
る
｣
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と
い
う
こ
と
は
'
今
日
行
な
っ
た
こ
と
を
､

ほ
ん
の
少
し
で
も
ど
こ
か
で
覚
え
て
い
る
こ

と
に
他
な
り
ま
せ
ん
｡

両
手
で
い
っ
ぺ
ん
に
弾
く
か
､

片
手
ず
つ
弾
く
か

最
初
の
譜
読
み
の
時
､
一
度
に
両
手
を
読

む
の
が
難
し
い
場
合
が
あ
り
ま
す
｡

両
手
､
片
手
の
練
習
に
つ
い
て
も
検
討
し

直
し
ま
し
ょ
う
｡
も
ち
ろ
ん
片
手
練
習
は
必

要
で
す
が
､
音
楽
は
片
手
だ
け
で
完
結
し
て

は
い
ま
せ
ん
｡
こ
の
こ
と
を
自
覚
し
､
あ
く

ま
で
も
両
手
で
弾
け
る
こ
と
を
目
標
に
す
べ

き
で
す
｡

こ
の
た
め
に
は
'
片
手
-
両
手
-
片
手
-

両
手
-
-
と
､
頻
繁
に
往
復
す
る
と
い
い
と

思
い
ま
す
｡
こ
の
往
復
の
間
に
'
両
手
の
関

係
に
少
し
ず
つ
気
を
回
す
と
い
い
で
し
ょ
う
｡

片
手
で
弾
く
時
は
　
｢
両
手
に
な
っ
た
ら
ど
う

な
る
か
｣
､
両
手
で
弾
-
時
は
　
｢
片
手
ず
つ
の

問
題
点
は
｣
と
考
え
る
の
が
い
い
と
思
い
ま

す
｡

長
期
間
｢
片
手
｣
だ
け
の
練
習
を
し
て
い

る
と
'
｢
右
手
の
弾
き
方
に
関
係
な
-
左
手
を

弾
-
と
い
う
状
態
｣
｢
全
体
像
を
構
築
で
き
な

い
状
態
｣
を
作
り
出
し
て
し
ま
い
ま
す
し
'

両
手
に
し
た
時
に
頭
が
パ
ニ
ッ
ク
に
な
っ
て

し
ま
い
ま
す
｡

ま
た
'
譜
読
み
の
時
に
､
｢
手
に
覚
え
さ
せ

る
｣
と
い
う
発
想
も
大
切
で
す
｡
例
え
ば
指

使
い
は
､
手
､
指
が
覚
え
る
こ
と
で
す
｡
ま

た
､
歌
う
た
め
や
音
色
を
出
す
た
め
に
'
指
､

手
､
腕
な
ど
を
使
い
ま
す
｡
熟
練
し
て
く
る

と
､
｢
手
が
音
楽
を
考
え
る
｣
と
い
う
状
態
に

な
っ
て
き
ま
す
｡

ペ
ダ
ル
に
関
す
る
こ
と

最
初
か
ら
ペ
ダ
ル
を
入
れ
て
さ
ら
う
と
'

タ
ッ
チ
が
い
い
加
減
に
な
り
'
ご
ま
か
し
て

し
ま
う
こ
と
が
多
い
の
で
'
ペ
ダ
ル
な
し
で

譜
読
み
す
る
こ
と
が
多
い
と
思
い
ま
す
｡

こ
の
場
合
も
､
｢
ペ
ダ
ル
を
入
れ
た
ら
ど
う

な
る
か
｣
と
い
う
計
算
が
必
要
で
す
｡
往
々

に
し
て
､
後
か
ら
ペ
ダ
ル
を
入
れ
る
と
､
入

れ
な
か
っ
た
時
に
弾
い
て
い
た
音
が
ペ
ダ
ル

に
よ
っ
て
広
が
り
､
響
き
が
重
く
感
じ
る
こ

と
が
多
-
あ
り
ま
す
｡
ペ
ダ
ル
な
し
で
弾
-

時
､
逆
算
し
て
幾
分
軽
め
の
タ
ッ
チ
で
さ
ら

う
と
い
い
と
思
い
ま
す
｡

試
し
に
､
初
歩
の
段
階
で
ペ
ダ
ル
を
踏
ま

せ
る
ケ
ー
ス
も
あ
る
と
思
い
ま
す
｡
ペ
ダ
ル

な
し
練
習
の
合
間
に
'
ペ
ダ
ル
を
入
れ
て
み

て
､
再
び
ペ
ダ
ル
な
し
練
習
に
戻
る
｡
そ
の

時
に
､
ペ
ダ
ル
を
踏
ん
だ
時
の
状
態
を
想
像

し
て
､
タ
ッ
チ
を
変
え
て
い
く
こ
と
も
あ
る

と
思
い
ま
す
｡
ペ
ダ
ル
の
　
｢
踏
む
｣
　
｢
離
す
｣

タ
イ
ミ
ン
グ
や
､
微
妙
な
踏
む
深
さ
に
つ
い

て
も
気
を
配
る
こ
と
は
､
言
う
ま
で
も
あ
り

ま
せ
ん
｡

全
体
を
見
通
す

=
形
式
に
対
す
る
意
識
を
養
う

全
体
を
見
通
し
､
今
は
ど
の
よ
う
な
部
分

を
弾
い
て
い
る
の
か
も
考
え
ら
れ
る
と
い
い

と
思
い
ま
す
｡
提
示
な
の
か
､
展
開
な
の
か
､

難
し
い
言
葉
は
使
わ
な
-
て
も
'
子
ど
も
は

そ
れ
な
-
に
図
式
や
比
喩
な
ど
で
理
解
で
き

る
と
思
い
ま
す
｡
先
生
が
'
こ
れ
か
ら
弾
く

曲
の
大
ま
か
な
形
式
を
示
唆
す
る
こ
と
も
あ

る
で
し
ょ
う
｡
ピ
ア
ノ
技
術
の
発
達
に
応
じ

て
､
小
さ
い
形
式
か
ら
大
き
い
形
式
へ
'
｢
形

式
に
対
す
る
認
識
｣
も
だ
ん
だ
ん
大
き
く
､

深
-
と
ら
え
る
よ
う
に
な
る
と
い
い
と
思
い

ま
す
｡

今
述
べ
て
き
た
｢
譜
読
み
の
レ
ッ
ス
ン
｣
は
､

｢
右
手
十
回
｣
｢
左
手
十
回
｣
｢
両
手
十
回
｣
な
ど

と
い
う
､
決
ま
っ
た
パ
タ
ー
ン
に
あ
て
は
め
れ
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ば
済
む
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
｡
教
師
は
生
徒

の
状
態
を
よ
-
観
察
し
､
生
徒
自
身
が
｢
何
に

つ
い
て
考
え
て
､
何
に
つ
い
て
考
え
て
い
な
い

か
｣
｢
何
を
聴
い
て
い
て
､
何
を
聴
い
て
い
な
い

か
｣
を
判
断
し
っ
つ
'
｢
考
え
て
い
な
い
こ
と
｣

｢
聴
い
て
い
な
い
こ
と
｣
　
の
方
に
目
や
耳
を
向
け

る
よ
う
に
促
す
こ
と
が
必
要
で
す
｡
ま
た
'
生

徒
が
一
人
で
練
習
す
る
場
合
も
､
よ
-
深
-
考

え
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
ま
す
｡

譜
読
み
で
読
み
込
ん
だ
こ
と
は
､
仕
上
が
り

の
演
奏
に
反
映
さ
れ
る
｡
譜
読
み
で
読
み
込
ま

な
か
っ
た
こ
と
は
､
仕
上
が
り
の
演
奏
で
は
反

映
さ
れ
な
い
｡

私
は
こ
の
よ
う
に
考
え
て
い
ま
す
｡

夢

　

　

*

　

　

率

　

　

*

　

　

塞

そ
れ
で
は
こ
こ
で
､
レ
ッ
ス
ン
の
実
践
で
す
｡

生
徒
の
理
解
力
､
学
年
､
経
験
､
知
識
な
ど
に

よ
っ
て
､
臨
機
応
変
に
対
応
し
て
い
-
こ
と
が

必
要
で
す
｡

轡
教
材
‥

モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
/
ア
レ
グ
ロ
太
く
〟
の
(
語
例
)

と
り
あ
え
ず
は
､
A
'
B
ま
で
レ
ッ
ス
ン

す
る
こ
と
に
し
ま
す
｡

生
徒
の
理
能
力
､
軽
裳
に
書
き
三
=
三
三
㌔
J
I
 
I
.
 
;

最
初
に
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
に
つ
い
一
､
の
お
話
な

ど
を
す
る
と
い
い
で
し
ょ
､
つ
=

繊
弾
く
前
に

ま
ず
忘
れ
て
は
い
け
な
い
こ
と
は
'
拍
子
'

調
､
テ
ン
ポ
の
確
認
で
す
｡

調
に
関
し
て
は
､
変
ロ
長
調
の
音
階
を
弾

か
せ
ま
す
｡
多
少
の
経
験
が
あ
れ
ば
'
変
ロ

の
音
を
与
え
､
｢
こ
こ
か
ら
　
(
良
)
音
階
を
作

っ
て
ご
ら
ん
｣
と
言
う
と
'
迷
い
な
が
ら
で

も
作
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
｡
迷
い
な
が
ら

で
も
､
自
分
で
音
階
を
作
る
こ
と
が
大
切
で

す
｡
な
ぜ
な
ら
､
こ
の
時
生
徒
は
'
｢
自
分
の

内
な
る
音
｣
を
捜
し
て
い
る
か
ら
で
す
｡

テ
ン
ポ
に
関
し
て
は
'
A
〓
e
m
m
o
の
意
味

(
た
だ
速
い
だ
け
で
は
な
-
､
快
速
に
､
と
い

う
意
味
で
あ
る
こ
と
も
忘
れ
ず
に
)
　
を
教
え

ま
す
｡
今
ま
で
A
-
-
e
0
0
m
o
の
曲
を
弾
い
た
こ
と

が
あ
れ
ば
'
｢
ど
ん
な
曲
だ
っ
た
か
な
?
｣
と

思
い
起
こ
さ
せ
る
こ
と
も
必
要
で
す
｡

こ
の
曲
の
場
合
'
二
拍
子
は
､
｢
と
｣
を
入

れ
て
数
え
る
　
(
-
と
2
と
)
　
が
よ
い
と
思
い

ま
す
｡
も
ち
ろ
ん
最
初
か
ら
速
-
は
弾
け
な

い
の
で
､
ゆ
っ
く
り
弾
-
の
で
す
が
､
速
い

曲
を
ゆ
っ
く
り
練
習
す
る
時
は
､
て
き
ぱ
き

･
二
テ
､
/
三
を
･
三
宅
i
･
二
)
十
一
L
h
･
こ
`
テ
､
/
.
I
 
'
1
'
(

の
移
行
が
し
や
す
く
な
:
?
ま
す
‥

た
い
て
い
の
場
合
､
片
手
か
ら
練
習
す
る

こ
と
に
な
る
と
思
い
ま
す
が
'
読
譜
力
が
あ

れ
ば
､
両
手
で
弾
い
て
み
て
か
ら
片
手
と
い

う
こ
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
｡

強
弱
に
関
し
て
は
'
記
し
て
あ
る
版
も
あ

る
で
し
ょ
う
｡
何
も
書
い
て
い
な
か
っ
た
場

合
､
レ
ッ
ス
ン
の
過
程
で
､
生
徒
の
能
力
に

応
じ
て
一
緒
に
考
え
る
と
い
う
こ
と
も
あ
る

と
思
い
ま
す
｡

の
指
使
い

版
に
よ
っ
て
'
指
使
い
が
書
い
て
あ
る
こ

と
も
あ
-
ま
す
が
'
こ
こ
で
教
師
は
､
楽
譜

の
指
使
い
が
そ
の
生
徒
に
適
切
か
ど
う
か
を

判
断
し
､
提
示
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
｡

譜
読
み
の
時
'
指
使
い
も
一
緒
に
読
み
込

み
'
覚
え
る
　
(
頭
で
覚
え
る
の
で
な
-
'
手

が
'
体
が
覚
え
る
)
　
習
慣
を
つ
け
る
こ
と
が

大
切
で
す
｡

必
ず
決
め
た
指
か
ら
出
る
こ
と
｡
(
左
手
出

だ
し
は
4
ま
た
は
3
､
右
手
は
5
-
4
-
2

と
続
-
の
が
妥
当
だ
と
思
い
ま
す
｡
)
一
回
鞘

-
ご
と
に
違
う
指
使
い
を
使
う
と
､
指
が
迷

っ
て
し
ま
い
､
正
し
い
弾
き
方
が
身
に
つ
か
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な
-
な
り
ま
す
｡
指
使
い
を
考
え
る
'
模
索

す
る
こ
と
は
必
要
で
す
が
'
一
度
｢
良
い
指

使
い
｣
が
見
つ
か
っ
た
ら
､
毎
回
そ
の
指
使

い
で
弾
き
､
｢
手
を
迷
わ
せ
な
い
｣
べ
き
で
す
｡

の
分
割
に
つ
い
て

生
徒
の
キ
ャ
パ
シ
テ
ィ
ー
(
取
り
込
み
能

力
)
　
に
よ
っ
て
は
､
A
の
部
分
だ
け
練
習
し

て
､
B
の
部
分
だ
け
練
習
し
て
'
後
で
合
わ

せ
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
｡
そ
の
場
合
特

に
気
を
つ
け
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
は
､
合

わ
せ
た
時
に
吉
子
で
囲
っ
た
休
符
を
正
し
く

と
る
こ
と
で
す
｡
こ
れ
は
､
後
半
と
つ
な
げ

る
時
に
も
言
え
ま
す
｡
こ
の
曲
の
8
分
休
符

は
､
次
の
音
の
準
備
と
考
え
る
と
い
い
と
思

い
ま
す
｡

轡
左
手テ

ン
ポ
を
き
ち
ん
と
と
る
'
リ
ズ
ム
に
乗

っ
て
弾
-
､
指
使
い
を
正
し
-
守
る
'
手
の

状
態
を
よ
-
保
つ
､
B
I
C
I
D
と
上
行
す

る
時
の
気
持
ち
の
変
化
'
休
符
の
取
り
方
､

次
の
音
の
準
備
-
-
な
ど
､
そ
の
時
で
き
る

こ
と
を
少
し
ず
つ
増
や
し
､
促
し
て
い
き
ま

す
｡
左
手
が
音
楽
の
ベ
ー
ス
に
な
る
こ
と
も

意
識
さ
せ
る
と
い
い
と
思
い
ま
す
｡

態
右
手ア

ウ
フ
タ
ク
ト
の
入
り
方
に
注
意
し
ま
し

ょ
う
｡
心
の
中
で
必
ず
｢
-
と
2
と
｣
を
数

え
る
よ
う
に
し
ま
す
｡
出
だ
し
の
8
分
音
符

の
前
に
'
8
分
休
符
を
感
じ
る
よ
う
に
し
'

そ
の
休
符
を
音
出
し
の
準
備
と
考
え
る
と
い

い
と
思
い
ま
す
｡
ス
ラ
ー
の
か
か
っ
た
二
つ

の
音
を
弾
-
時
の
手
の
動
き
に
気
を
つ
け
ま

し
ょ
う
｡
そ
の
ス
ラ
ー
だ
け
取
り
出
し
て
練

習
す
る
の
も
'
い
い
と
思
い
ま
す
｡
他
に

も
､
十
十
一
で
囲
っ
た
休
符
の
タ
イ
ミ
ン
グ
と

次
の
音
の
準
備
､
ハ
ー
モ
ニ
ー
感
の
あ
る
演

奏
な
ど
も
チ
ェ
ッ
ク
す
べ
き
項
目
で
す
｡

鎗
両
手両

手
に
移
る
前
に
'
教
師
が
も
う
片
手
を

弾
い
て
'
う
ま
く
合
う
か
ど
う
か
チ
ェ
ッ
ク

す
る
と
い
い
と
思
い
ま
す
｡
生
徒
が
片
手
を

弾
き
な
が
ら
'
先
生
の
弾
く
も
う
片
手
の
音

も
聴
け
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
大
切
で
す
｡

片
手
か
ら
両
手
に
移
る
の
は
､
と
て
も
大
変

な
こ
と
で
す
｡
両
手
に
移
る
前
の
段
階
と
し

て
'
教
師
が
も
う
片
手
を
弾
い
て
合
わ
せ
て

あ
げ
る
練
習
は
'
｢
聴
-
訓
練
｣
に
な
る
と
思

い
ま
す
｡
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ニ
竺
三
二
孝
一
ニ
ー
≒
-
∵
　
二
三
二
∵
一
二
/
一
㌧

ハ
1
-
エ
三
･
･
票
を
:
L
l
を
軽
量
と
,
･
)
･
l
一
手
丁

片
手
ず
つ
の
練
習
が
パ
ー
フ
ェ
ク
ト
に
な

っ
て
か
ら
両
手
に
す
る
必
要
は
な
い
と
思
い

ま
す
｡
む
し
ろ
'
前
述
し
た
よ
う
に
'
頻
繁

に
片
手
-
両
手
-
片
手
-
両
手
-
-
-
と
往

復
す
る
方
が
い
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
｡
｢
両
手

を
合
わ
せ
る
状
態
を
考
え
な
が
ら
片
手
練
習

を
す
る
｡
右
手
が
こ
の
よ
う
に
弾
-
か
ら
､

左
手
は
こ
の
よ
う
に
し
よ
う
｣
と
い
う
意
識

を
つ
け
る
こ
と
が
大
切
で
す
｡
そ
の
た
め
に
､

早
い
段
階
で
両
手
の
状
態
を
知
っ
て
お
き
ま

し
ょ
､
つ
｡

I

-

)

揮

　

　

*

　

　

疫

　

　

*

　

　

*

レ
ッ
ス
ン
の
中
で
'
あ
る
程
度
の
テ
ン
ポ
､

曲
の
リ
ズ
ム
感
､
表
情
な
ど
が
｢
で
き
た
｣
と

い
う
感
触
が
あ
る
ま
で
､
こ
れ
ら
を
繰
-
返
す

と
良
い
と
思
い
ま
す
｡

教
師
に
は
　
｢
生
徒
の
頭
の
中
の
状
態
を
把
握

し
ょ
う
と
努
め
る
こ
と
'
生
徒
が
何
を
聴
い
て

い
て
何
を
聞
い
て
い
な
い
か
を
よ
-
観
察
す
る

こ
と
｣
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
｡

片
手
を
数
回
弾
い
て
､
両
手
で
弾
い
て
み
て
'

二
三
-
.
一
二
､
-
.
三
一
∴
/
一
､
一
一
:
葦
三
一
三
で

生
徒
i
r
へ
.
･
J
l
r
t
.
ラ
(
,
一
,
.
 
I
.
+
.
A
.
 
I
,
安
富
号
へ
.
･
1
0
一
二
三
一
.

｢
テ
ン
ポ
鳥
ど
う
'
J
r
.
 
'
つ
1
'
.
 
'
か
な
C
･
言
?
_
l
華
･
三
,

い
た
か
な
?
｣
な
ど
と
特
定
の
こ
と
に
目
を
向

け
さ
せ
ま
し
ょ
う
《
)
　
そ
し
て
ま
た
､
そ
の
項
目

を
気
を
つ
け
て
､
も
う
一
度
片
手
で
弾
か
せ
て

み
る
の
で
す
｡

こ
の
よ
う
な
言
葉
を
通
じ
て
､
生
徒
の
キ
ャ

パ
シ
テ
ィ
ー
を
増
や
し
て
い
-
こ
と
が
大
切
だ

と
思
い
ま
す
｡
片
手
-
両
手
-
片
手
-
両
手
-

-
-
と
進
む
中
で
､
注
意
す
る
項
目
を
増
や
し

て
い
き
､
少
し
ず
つ
高
度
な
演
奏
に
し
て
い
き

ま
す
｡

①
教
師
は
'
｢
促
す
｣
役
目
に
徹
す
る
こ
と
｡

｢
こ
う
し
な
さ
い
｣
　
で
は
な
-
､
｢
こ
の
点
は

ど
う
だ
っ
た
か
な
?
｣
と
い
う
問
い
か
け
を

す
る
｡

②
生
徒
が
自
分
で
｢
考
え
る
｣
｢
捜
す
｣
こ
と
を

大
切
に
す
る
こ
と
｡

③
譜
読
み
の
時
に
注
意
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い

こ
と
を
生
徒
自
身
が
把
握
し
､
一
人
で
　
｢
音

楽
を
読
む
｣
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
の

が
目
標
｡

上
達
す
る
か
ど
う
か
は
､
｢
毎
回
正
し
く
弾
い

一

､

二

三

一

二

一

一

亘

二

三

三

-

一

言

､

.

三

･

一

で

-

〓
'
一
.
一
､
.
,
l
C
,
一
'
!
･
 
'
二
･
一
･
一
i
l
　
へ
ノ
二
L
u
:
.
.
こ
か
か
一
二
J

I
-
三
三
十
･
奉
誇
_
 
'
!
霊
､
表
面
上
　
｢
テ
ン
ポ
に
気

を
つ
十
一
､
二
こ
こ
の
フ
レ
ー
ズ
は
歌
っ
て
｣
な

ど
と
書
い
て
い
な
い
こ
と
が
普
通
で
す
が
､
そ

の
曲
の
内
容
か
ら
そ
の
表
現
方
法
を
読
み
取
る

こ
と
が
､
本
当
の
　
｢
譜
読
み
｣
-
｢
音
楽
を
読

む
｣
と
考
え
る
べ
き
で
す
｡


