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幼
児
の
音
楽
表
現
を
引
き
出
す
ピ
ア
ノ
ス
キ
ル
の
育
成

　
　
　
　
　
　
　
　
―
幼
稚
園
教
諭
・
保
育
士
養
成
機
関
に
お
け
る
実
践
と
考
察
―

蜂
谷 
葉
子

一
、
は
じ
め
に

　
保
育
の
現
場
に
お
い
て
は
、
指
導
者
た
る
保
育
者
に
は
、
幼
児
の
音
楽
表
現
活
動
を
引
き

出
し
育
む
こ
と
の
出
来
る
ピ
ア
ノ
ス
キ
ル
が
求
め
ら
れ
る
。
正
確
に
音
符
を
再
現
で
き
る
演

奏
能
力
だ
け
で
は
な
く
、
幼
児
の
多
様
な
表
現
を
誘
う
よ
う
な
、
音
楽
的
か
つ
色
彩
を
感
じ

さ
せ
る
音
色
や
音
空
間
を
表
現
で
き
る
、
あ
る
い
は
幼
児
の
音
楽
表
現
に
接
し
て
そ
の
場
で

幼
児
が
表
現
し
た
い
感
覚
を
理
解
判
断
し
、
適
切
な
助
言
と
導
き
を
行
う
こ
と
の
で
き
る
ス

キ
ル
で
あ
る
。

　
将
来
の
幼
稚
園
教
諭
・
保
育
士
を
養
成
す
る
機
関
に
お
い
て
は
、
こ
れ
を
前
提
と
す
る
ピ

ア
ノ
ス
キ
ル
の
習
得
は
も
ち
ろ
ん
、
必
ず
し
も
豊
富
な
演
奏
ス
キ
ル
が
無
く
と
も
、
ま
ず
音

楽
を
感
じ
て
楽
し
む
こ
と
が
で
き
、
心
地
良
い
音
楽
的
な
音
色
で
ピ
ア
ノ
を
奏
で
る
こ
と
が

で
き
る
能
力
、
自
身
が
弾
く
こ
と
の
み
な
ら
ず
、
幼
児
の
歌
声
や
演
奏
す
る
楽
器
の
音
な
ど

を
聴
け
る
習
慣
、
ひ
い
て
は
幼
児
の
音
楽
表
現
に
対
し
て
理
解
判
断
で
き
る
能
力
を
、
初
歩

の
段
階
か
ら
意
識
的
に
育
て
る
こ
と
を
目
標
に
設
定
す
る
こ
と
が
必
須
で
あ
る
。

　
本
学
に
お
け
る
授
業
で
の
具
体
的
な
事
例
を
い
く
つ
か
あ
げ
れ
ば
、
初
歩
段
階
に
お
け
る

こ
ど
も
の
歌
の
弾
き
歌
い
の
重
視
と
、
そ
れ
を
補
助
す
る
オ
リ
ジ
ナ
ル
教
材
の
作
成
と
実
践
、

そ
し
て
初
歩
段
階
か
ら
連
弾
と
い
う
二
名
以
上
の
奏
者
に
よ
る
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
の
導
入
な
ど

が
あ
る
。
そ
の
他
、バ
ス
テ
ィ
ン
メ
ソ
ー
ド
な
ど
の
優
れ
た
既
存
教
材
を
援
用
し
な
が
ら
、指

導
を
構
成
し
て
い
る
。

　
本
稿
で
は
、
幼
児
の
音
楽
表
現
を
引
き
出
す
ピ
ア
ノ
を
テ
ー
マ
に
お
い
た
指
導
、
そ
の
具

体
的
な
内
容
の
検
討
と
、
そ
の
実
践
に
つ
い
て
述
べ
た
の
ち
に
考
察
を
加
え
る
。

二
、
研
究
の
目
的
と
手
法

（
一
）
問
題
意
識
と
研
究
の
目
的

　
幼
稚
園
教
育
要
領
（
文
部
科
学
省
）、
保
育
所
保
育
指
針
（
厚
生
労
働
省
）
に
お
け
る
教
育
・
保
育

の
内
容
五
領
域
《
健
康
、
人
間
関
係
、
環
境
、
言
葉
、
表
現
》
に
お
け
る
「
表
現
」、
中
で
も

「
音
楽
」
に
関
す
る
項
目
に
留
意
す
る
と
、「
音
楽
、
リ
ズ
ム
や
そ
れ
に
合
わ
せ
た
体
の
動
き

を
楽
し
む
（1）
。」「
歌
を
歌
っ
た
り
、
簡
単
な
手
遊
び
や
全
身
を
使
う
遊
び
を
楽
し
ん
だ
り
す

る
（2）
。」「
音
楽
に
親
し
み
、
歌
を
歌
っ
た
り
、
簡
単
な
リ
ズ
ム
楽
器
を
使
っ
た
り
な
ど
す
る

楽
し
さ
を
味
わ
う
（3）
。」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
幼
児
が
「
感
じ
た
こ
と
や
考

え
た
こ
と
を
自
分
な
り
に
表
現
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
豊
か
な
感
性
や
表
現
す
る
力
を
養
い
、

創
造
性
を
豊
か
に
す
る
（4）
」
た
め
に
は
、
そ
れ
を
促
し
伸
ば
す
こ
と
の
で
き
る
指
導
者
が
ま

ず
は
必
要
で
あ
る
。

　
ま
た
幼
稚
園
教
育
要
領
に
は
、「
幼
児
の
自
己
表
現
は
素
朴
な
形
で
行
わ
れ
る
こ
と
が
多
い

の
で
、
教
師
は
そ
の
よ
う
な
表
現
を
受
容
し
、
幼
児
自
身
の
表
現
し
よ
う
と
す
る
意
欲
を
受

け
止
め
て
、
幼
児
が
生
活
の
中
で
幼
児
ら
し
い
様
々
な
表
現
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
す
る
こ
と
（5）
」
と
あ
る
。
美
し
い
音
楽
を
聴
い
て
感
動
す
る
こ
と
、
美
し
い
音
と
そ
う
で

な
い
音
の
判
別
が
で
き
る
こ
と
、
そ
し
て
自
分
自
身
も
美
し
い
音
を
出
そ
う
と
表
現
し
よ
う

と
す
る
こ
と
、
こ
れ
ら
は
豊
か
な
音
楽
表
現
の
た
め
の
第
一
歩
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
も
や
は

り
、
こ
う
し
た
幼
児
の
音
楽
へ
の
感
覚
を
促
し
引
き
出
す
よ
う
な
ピ
ア
ノ
ス
キ
ル
を
、
保
育

者
が
有
し
て
い
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

　
こ
の
よ
う
に
、保
育
者
に
は
、自
身
が
演
奏
を
す
る
と
言
う
よ
り
も
、む
し
ろ
幼
児
の
音
楽

的
表
現
を
引
き
出
し
育
む
よ
う
な
ピ
ア
ノ
ス
キ
ル
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
こ

う
し
た
問
題
意
識
か
ら
、
本
研
究
で
は
、
特
に
「
幼
児
の
音
楽
表
現
を
引
き
出
す
ピ
ア
ノ
ス

キ
ル
」
を
ど
う
す
れ
ば
保
育
者
に
習
得
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
そ
の
方
法
の
考
案
と

実
践
を
研
究
の
目
的
と
す
る
。

（
二
）
研
究
の
手
法

　
以
下
に
述
べ
る
い
く
つ
か
の
方
策
を
中
心
に
組
み
合
わ
せ
て
指
導
方
針
を
構
成
し
、
そ
れ

を
本
学
の
授
業
（
音
楽
Ⅰ
・
Ⅱ
・
Ⅲ
・
Ⅳ
）
受
講
者
に
対
し
て
実
践
し
、
実
際
の
反
応
や
ア
ン
ケ
ー

ト
等
を
参
照
し
な
が
ら
考
察
を
加
え
る
。
本
稿
の
主
眼
で
あ
る
「
幼
児
の
音
楽
表
現
を
引
き

出
す
ピ
ア
ノ
ス
キ
ル
」
習
得
の
た
め
に
取
り
入
れ
た
要
素
と
し
て
、
主
に
は
「
こ
ど
も
の
歌

の
弾
き
歌
い
」
と
、「
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
体
験
と
し
て
の
連
弾
」
が
挙
げ
ら
れ
る
（
そ
れ
ぞ
れ
の
詳

細
は
後
に
項
目
を
設
け
て
い
る
）。

　
な
ぜ
「
弾
き
歌
い
」
を
重
視
す
る
か
。
保
育
の
現
場
で
は
、指
導
者
た
る
保
育
者
に
ピ
ア
ノ

ス
キ
ル
が
不
足
し
て
い
る
と
い
う
事
情
か
ら
、
Ｃ
Ｄ
な
ど
の
録
音
音
源
を
カ
ラ
オ
ケ
の
よ
う

に
使
用
し
て
こ
ど
も
た
ち
に
歌
わ
せ
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
。
し
か
し
現
場
で
、
保
育
者
自
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動
経
験
者
と
し
て
は
、
吹
奏
楽
・
軽
音
楽
部
の
出

身
者
が
毎
年
５
名
前
後
の
一
定
数
お
り
、
他
の
音

楽
歴
と
し
て
は
、
エ
レ
ク
ト
ー
ン
、
ギ
タ
ー
、
ミ

ュ
ー
ジ
カ
ル
経
験
者
等
が
散
見
さ
れ
る
。

　
音
楽
へ
の
意
識
や
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
い

て
は
、
上
記
の
よ
う
に
か
な
り
ば
ら
つ
き
の
あ
る

状
態
で
あ
る
。
当
面
は
、
二
年
次
秋
の
最
初
の
幼

稚
園
教
育
実
習
に
お
い
て
ピ
ア
ノ
ス
キ
ル
が
一

定
の
レ
ベ
ル
に
達
し
て
い
る
こ
と
が
求
め
ら
れ

る
と
い
う
事
情
も
あ
り
、
二
年
間
と
い
う
限
ら
れ

た
期
間
で
、
全
く
の
ピ
ア
ノ
未
経
験
者
も
必
要
相

当
レ
ベ
ル
に
到
達
で
き
る
よ
う
な
指
導
が
必
要

と
な
る
。

　
次
に
、
学
生
の
ピ
ア
ノ
練
習
時
間
の
現
状
に
つ

い
て
表
１
に
示
す
。
欠
席
者
お
よ
び
休
退
学
者
が

い
る
た
め
、
ア
ン
ケ
ー
ト
回
答
学
生
数
が
前
期
よ

り
も
後
期
は
減
少
し
て
い
る
。
数
字
上
は
顕
著
に

表
れ
て
い
る
よ
う
に
は
見
え
な
い
が
、
実
際
に
は

後
期
最
終
日
の
演
奏
発
表
に
向
け
て
練
習
す
る

学
生
が
増
え
て
い
る
実
感
が
あ
る
。

そ
の
他
に
受
講
学
生
に
見
ら
れ
る
傾
向
と
し
て

は
、
中
学
校
・
高
等
学
校
の
部
活
で
吹
奏
楽
な
ど

を
経
験
し
て
い
た
学
生
は
常
に
楽
器
を
演
奏
し
、

音
楽
に
馴
染
ん
で
い
る
の
で
、
ピ
ア
ノ
に
つ
い
て

は
全
く
の
未
経
験
で
あ
っ
て
も
意
欲
が
あ
り
、
習

得
が
早
い
傾
向
に
あ
る
。
ま
た
、
他
府
県
出
身
者

で
下
宿
生
活
を
送
る
学
生
の
う
ち
、
毎
年
一
定
数

の
学
生
が
下
宿
に
電
子
ピ
ア
ノ
あ
る
い
は
キ
ー

ボ
ー
ド
を
置
い
て
練
習
で
き
る
環
境
を
整
え
て

お
り
、
ピ
ア
ノ
ス
キ
ル
習
得
へ
の
意
欲
と
姿
勢
が

感
じ
ら
れ
る
。

身
が
い
わ
ば
「
生
演
奏
」
を
行
う
こ
と
は
、
幼
児
の
音
楽
表
現
を
引
き
出
す
上
で
き
わ
め
て

重
要
で
あ
る
と
考
え
る
。
た
と
え
ど
ん
な
に
簡
略
化
さ
れ
た
伴
奏
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
生

演
奏
で
あ
れ
ば
こ
ど
も
の
反
応
に
即
座
に
対
応
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
録
音
で
は
そ
の
よ
う

な
こ
と
は
難
し
い
。
そ
の
他
に
も
、
身
近
な
先
生
が
目
の
前
で
ピ
ア
ノ
を
弾
い
て
み
せ
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
そ
の
ス
キ
ル
自
体
が
こ
ど
も
を
惹
き
つ
け
魅
了
す
る
こ
と
が
で
き
る
点
、
そ

の
心
地
よ
い
伴
奏
に
乗
っ
て
自
分
も
音
楽
的
に
歌
お
う
と
す
る
こ
と
が
期
待
で
き
、
ま
た
電

子
音
で
は
な
い
手
作
り
の
音
を
聴
く
こ
と
の
で
き
る
、
今
日
に
あ
っ
て
は
貴
重
な
機
会
で
あ

る
点
な
ど
、
弾
き
歌
い
の
ス
キ
ル
は
幼
児
の
音
楽
表
現
を
引
き
出
す
上
で
ほ
と
ん
ど
必
須
の

条
件
で
あ
る
と
考
え
る
。

　
次
に
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
に
つ
い
て
、
一
人
で
も
ま
ま
な
ら
ぬ
初
心
者
レ
ベ
ル
の
学
生
に
合
奏

（
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
）を
さ
せ
る
の
は
な
ぜ
か
。
保
育
の
現
場
に
お
い
て
、保
育
者
が
自
分
の
演
奏
の

み
に
集
中
す
る
こ
と
は
ま
ず
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
保
育
者
は
ピ
ア
ノ
を
弾
き
な
が
ら
歌
も
歌

い
、
さ
ら
に
そ
の
間
、
視
線
は
常
に
こ
ど
も
た
ち
に
注
が
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま

た
皆
が
歌
っ
て
い
る
か
、
こ
ち
ら
に
関
心
を
向
け
て
い
る
か
、
よ
そ
見
を
し
て
は
い
な
い
か

な
ど
、
周
り
の
状
況
に
常
に
注
意
を
向
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
た
め
、
楽
譜
や
鍵
盤
を
凝
視

し
て
の
演
奏
は
不
可
能
で
あ
る
。
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
の
体
験
は
そ
の
ま
ま
、
相
手
の
音
を
聴
き
、

判
断
し
な
が
ら
自
分
の
パ
ー
ト
を
弾
い
て
い
く
こ
と
で
あ
り
、
客
観
的
・
第
三
者
的
な
耳
を

保
ち
な
が
ら
演
奏
す
る
訓
練
に
な
る
と
考
え
る
。

三
、
考
案
し
た
指
導
法
と
そ
の
実
践

（
一
）
指
導
対
象
に
つ
い
て

　
本
学
に
お
け
る
当
該
授
業
（
音
楽
Ⅰ
・
Ⅱ
・
Ⅲ
・
Ⅳ
）
の
位
置
付
け
は
、
卒
業
必
修
で
あ
り
、
幼

稚
園
教
諭
・
保
育
士
免
許
取
得
必
修
で
あ
る
た
め
、
資
格
取
得
希
望
の
学
生
全
員
が
受
講
す

る
。
学
科
内
の
男
女
比
は
男
子
が
六
％
〜
一
七
％
で
、大
幅
に
女
子
学
生
の
比
率
が
高
く
、対

象
と
な
る
学
生
の
全
般
的
な
傾
向
を
分
析
す
る
と
、
美
術
系
の
教
育
機
関
で
あ
る
た
め
、
ど

ち
ら
か
と
い
え
ば
適
性
も
意
識
上
も
美
術
系
の
ス
キ
ル
に
長
じ
て
お
り
、
音
楽
に
対
す
る
苦

手
意
識
が
高
い
傾
向
に
あ
る
。

　
総
合
的
な
音
楽
歴
と
し
て
は
、
新
入
学
生
の
う
ち
、
毎
年
ほ
ぼ
半
数
以
上
が
ピ
ア
ノ
を
習

っ
た
こ
と
の
な
い
初
心
者
で
あ
り
、
高
等
学
校
に
お
け
る
芸
術
の
授
業
で
「
音
楽
」
を
選
択

受
講
し
て
い
な
い
者
が
多
く
を
占
め
て
い
る
。
ピ
ア
ノ
に
触
れ
た
こ
と
も
な
く
、
楽
譜
を
読

む
こ
と
さ
え
中
学
校
の
音
楽
の
授
業
以
来
と
い
う
学
生
が
い
る
反
面
、
音
楽
系
の
ク
ラ
ブ
活

表1： 学生のピアノ練習時間の現状

練習時間 週４時間以上 週３～２時間 週１～２時間 週１時間以内 週０時間 無回答

A年度前期
２５名中 ３名 ８名 ９名 ３名 ２名 ０名

A年度後期
２２名中 ２名 ７名 ９名 ３名 １名 ０名

B年度前期
２１名中 ３名 ６名 ７名 ３名 １名 １名

B年度後期
１８名中 ５名 ６名 ３名 ４名 ０名 ０名
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と
、
指
先
の
目
が
育
た
な
い
の
で
あ
る
。
指
先
の
目
を
育
て
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
読
譜
と
指

の
回
路
が
ス
ム
ー
ズ
に
繋
が
る
こ
と
を
常
に
心
が
け
る
こ
と
が
肝
要
で
、
こ
の
こ
と
が
後
の

上
達
を
左
右
す
る
大
き
な
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
。

　
次
に
、
生
き
た
音
楽
に
は
息
と
拍
が
あ
る
こ
と
、
身
体
の
自
然
に
即
し
て
い
る
こ
と
を
伝

え
る
。
呼
吸
す
な
わ
ち
息
を
す
る
こ
と
、
心
臓
が
打
つ
拍
、
脈
す
な
わ
ち
拍
子
を
感
じ
る
こ

と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
導
入
が
し
っ
か
り
で
き
て
か
ら
い
よ
い
よ
指
の
訓
練
に
入
る
。
こ
こ

で
は
、
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
コ
ル
ト
ー
や
ア
ン
ナ
・
ヒ
ル
ツ
ェ
ル
＝
ラ
ン
ゲ
ン
ハ
ー
ン
に
よ
る

ピ
ア
ノ
の
指
の
訓
練
の
た
め
の
メ
ソ
ー
ド
に
お
け
る
、
そ
れ
ぞ
れ
の
導
入
部
を
取
り
入
れ
る
。

二
つ
の
メ
ソ
ー
ド
に
共
通
す
る
初
歩
段
階
に
お
け
る
五
本
指
の
基
本
練
習
は
、
五
本
指
の
均

一
、
独
立
お
よ
び
機
敏
性
（6）
（
コ
ル
ト
ー
）
を
得
る
た
め
に
あ
り
、
指
に
対
す
る
意
識
、
各
指
の

独
立
強
化
、
柔
軟
性
、
音
を
つ
な
げ
て
弾
く
、
手
全
体
の
強
化
、
一
本
一
本
の
指
に
意
識
を

与
え
る
な
ど
、体
理
的
経
過
が
意
識
し
て
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
学
ぶ
（7）
（
ラ
ン
ゲ
ン
ハ
ー
ン
）
こ
と

を
、
受
講
学
生
に
分
か
り
や
す
く
実
践
さ
せ
、
実
感
を
伴
っ
た
理
解
を
さ
せ
る
。
あ
く
ま
で

も
導
入
な
の
で
、
指
先
の
感
覚
が
そ
れ
と
な
く
実
感
で
き
る
範
囲
で
十
分
で
あ
る
。

　
ま
た
、
こ
れ
ら
の
基
礎
的
な
指
の
訓
練
や
楽
譜
か
ら
離
れ
て
自
由
に
ピ
ア
ノ
の
音
を
出
し

て
み
る
こ
と
も「
表
現
」に
踏
み
込
ん
だ
ピ
ア
ノ
ス
キ
ル
育
成
の
た
め
に
は
重
要
と
な
る
。
身

体
を
緊
張
と
力
み
か
ら
解
き
放
ち
、
弾
か
ね
ば
な
ら
な
い
、
楽
譜
を
読
ま
ね
ば
な
ら
な
い
と

こ
ろ
か
ら
離
れ
て
、
自
由
に
鍵
盤
を
触
っ
て
音
を
出
す
と
こ
ろ
か
ら
始
め
る
。
束
縛
か
ら
離

れ
る
と
、
大
き
い
音
や
小
さ
い
音
、
高
い
音
と
低
い
音
、
優
し
い
、
厳
し
い
、
怖
い
、
悲
し

い
、
嬉
し
い
音
な
ど
の
表
現
が
自
在
に
な
る
。
こ
れ
こ
そ
が
音
楽
表
現
の
基
本
と
な
る
、
音

楽
的
な
音
色
を
出
す
第
一
歩
で
あ
る
。

　②
既
存
の
メ
ソ
ー
ド
の
活
用

ピ
ア
ノ
ス
キ
ル
習
得
の
た
め
の
基
礎
教
材
と
し
て
、
初
心
者
に
は
バ
イ
エ
ル
教
本
を
活
用
し

て
い
る
。
バ
イ
エ
ル
終
了
後
は
ブ
ル
ク
ミ
ュ
ラ
ー
二
五
の
練
習
曲
、
ブ
ル
ク
ミ
ュ
ラ
ー
終
了

後
は
ソ
ナ
チ
ネ
ア
ル
バ
ム
、
ソ
ナ
タ
ア
ル
バ
ム
へ
と
進
め
る
。
こ
れ
ら
の
教
本
は
大
多
数
の

保
育
者
養
成
機
関
に
お
い
て
使
用
さ
れ
、
幼
稚
園
や
保
育
園
な
ど
の
現
場
の
教
諭
の
ほ
と
ん

ど
が
周
知
の
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
誰
か
ら
も
ピ
ア
ノ
ス
キ
ル
の
習
得
度
・
習
熟
過

程
が
理
解
さ
れ
や
す
く
目
安
に
さ
れ
や
す
い
た
め
、
当
該
授
業
に
お
い
て
も
使
用
し
て
い
る
。

さ
ら
に
幼
稚
園
教
諭
・
保
育
士
に
な
る
た
め
に
は
、
従
来
バ
イ
エ
ル
教
本
の
終
了
が
最
低
条

件
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
初
心
者
の
受
講
学
生
は
バ
イ
エ
ル
教
本
を
一
年
次
で
の
終
了
目
標

（
二
）
指
導
の
実
践

①
基
礎
的
な
ピ
ア
ノ
ス
キ
ル
育
成

　
こ
こ
で
は
本
稿
に
お
い
て
最
も
重
要
な
基
礎
的
な
ピ
ア
ノ
ス
キ
ル
育
成
に
つ
い
て
具
体
的

に
述
べ
る
。
筆
者
が
幼
稚
園
教
諭
・
保
育
士
養
成
機
関
等
に
お
い
て
長
年
に
亘
っ
て
指
導
を

し
て
き
た
経
験
の
中
で
、
試
行
錯
誤
し
な
が
ら
確
立
に
努
め
て
き
た
ピ
ア
ノ
ス
キ
ル
習
得
の

た
め
の
実
践
法
で
あ
る
。

　
目
標
に
か
な
う
ピ
ア
ノ
ス
キ
ル
の
習
得
の
た
め
に
は
最
初
の
導
入
が
最
も
大
切
で
あ
る
。

指
導
教
官
は
こ
の
最
初
の
段
階
を
丁
寧
に
受
講
学
生
に
伝
え
、
理
解
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
。

初
心
者
は
も
ち
ろ
ん
、
既
学
習
者
に
も
言
え
る
こ
と
は
、
ま
ず
は
最
初
の
姿
勢
が
肝
心
で
あ

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
正
し
い
姿
勢
で
ピ
ア
ノ
に
向
か
う
こ
と
が
力
み
の
な
い
自
然
な
奏

法
を
生
み
出
す
か
ら
で
あ
る
。
ま
ず
は
し
っ
か
り
「
座
る
」
と
い
う
こ
と
に
意
識
を
持
た
せ

る
。
腰
骨
を
立
て
、
身
体
の
重
心
を
感
じ
な
が
ら
背
筋
、
上
腕
筋
、
前
腕
筋
、
と
支
え
に
な

る
大
き
な
筋
力
に
意
識
を
持
た
せ
、
そ
し
て
最
後
に
五
本
指
ポ
ジ
シ
ョ
ン
に
導
く
よ
う
に
す

る
。
こ
の
時
に
手
首
に
は
決
し
て
力
み
を
加
え
ず
、
あ
く
ま
で
も
腕
と
指
先
だ
け
で
バ
ラ
ン

ス
を
取
り
、
指
は
鍵
盤
の
上
に
留
ま
る
の
み
に
す
る
（
鍵
盤
の
下
ま
で
押
さ
え
な
い
状
態
）。
指
先
と

腕
の
関
係
、
腕
を
支
え
る
背
筋
へ
の
意
識
、
こ
の
意
識
こ
そ
が
ピ
ア
ノ
を
弾
け
る
姿
勢
と
指

の
フ
ォ
ル
ム
を
形
成
す
る
。
美
し
い
、
弾
け
る
指
の
フ
ォ
ル
ム
は
、
身
体
全
体
へ
の
意
識
が

あ
っ
て
こ
そ
な
の
で
あ
る
。
指
の
フ
ォ
ル
ム
ば
か
り
に
と
ら
わ
れ
て
い
て
は
、
い
く
ら
正
し

い
フ
ォ
ル
ム
を
目
指
そ
う
に
も
、か
え
っ
て
力
み
か
ら
く
る
フ
ォ
ル
ム
の
変
形
（
関
節
が
凹
む
な

ど
）が
直
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
身
体
の
発
育
過
程
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

子
ど
も
と
違
っ
て
、
受
講
学
生
は
骨
組
み
と
筋
力
が
で
き
上
が
っ
て
い
る
状
態
に
あ
る
。
身

動
き
ま
ま
な
ら
ぬ
満
員
電
車
内
で
片
足
立
ち
、
つ
り
革
を
握
っ
て
十
五
分
耐
え
ら
れ
る
だ
け

の
体
力
、
腕
力
が
あ
れ
ば
ピ
ア
ノ
の
鍵
盤
を
弾
く
に
は
十
分
の
筋
力
を
有
し
て
い
る
と
言
え

る
。
読
譜
と
指
の
動
き
が
繋
が
ら
な
い
だ
け
で
、
楽
譜
を
離
れ
て
指
を
動
か
す
の
み
で
あ
れ

ば
初
心
者
で
も
十
分
に
ピ
ア
ノ
を
弾
く
こ
と
が
で
き
る
。
実
際
の
と
こ
ろ
、
ピ
ア
ノ
指
導
教

員
が
短
い
メ
ロ
デ
ィ
ー
な
ど
を
弾
く
と
、
た
い
が
い
の
受
講
学
生
が
聴
き
覚
え
で
模
倣
し
て

弾
く
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
大
事
な
こ
と
は
、
楽
譜
を
読
み
取
る
と
同
時
に
指
先
に
伝
達
す
る
回
路
を
訓
練
す

る
こ
と
で
あ
る
。パ
ソ
コ
ン
で
の
キ
ー
ボ
ー
ド
入
力
に
お
け
る
ブ
ラ
イ
ン
ド
タ
ッ
チ
同
様
、目

は
楽
譜
上
に
置
き
、
音
符
を
読
み
な
が
ら
い
ち
い
ち
鍵
盤
を
見
な
い
こ
と
を
原
則
と
す
る
。

本
物
の
目
に
は
威
力
が
あ
る
の
で
、
指
を
見
な
が
ら
し
か
弾
け
な
い
習
慣
を
つ
け
て
し
ま
う
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と
し
て
い
る
。
も
し
こ
れ
に
達
さ
な
か
っ
た
場
合
で
も
二
年
次
六
月
初
め
に
は
終
了
義
務
と

し
て
、
受
講
学
生
全
員
が
ピ
ア
ノ
の
初
歩
段
階
を
ク
リ
ア
し
、
九
月
の
幼
稚
園
実
習
に
臨
め

る
よ
う
授
業
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
組
ん
で
い
る
。

　
ま
た
、
読
譜
な
ど
の
基
礎
を
学
ぶ
楽
典
の
た
め
に
は
、
バ
ス
テ
ィ
ン
メ
ソ
ー
ド
の
セ
オ
リ

ー
レ
ッ
ス
ン
一
、二
巻
（
ピ
ア
ノ
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
シ
リ
ー
ズ
）
を
活
用
し
て
い
る
。
バ
ス
テ
ィ
ン
メ
ソ

ー
ド
と
は
ア
メ
リ
カ
の
ジ
ェ
ー
ン
＆
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
バ
ス
テ
ィ
ン
夫
妻
に
よ
り
創
立
さ
れ
た

ピ
ア
ノ
教
育
体
系
メ
ソ
ー
ド
で
あ
る
。
ピ
ア
ノ
演
奏
技
術
の
み
な
ら
ず
音
楽
の
あ
ら
ゆ
る
分

野
を
幅
広
く
バ
ラ
ン
ス
良
く
習
得
で
き
る
の
が
特
徴
で
、
セ
オ
リ
ー
レ
ッ
ス
ン
は
、
音
楽
理

論
の
分
野
の
テ
キ
ス
ト
お
よ
び
ワ
ー
ク
ブ
ッ
ク
に
あ
た
る
。
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
シ
リ
ー
ズ
は
学

齢
期
（
六
才
以
上
）
適
用
で
あ
り
、
大
学
生
に
は
か
な
り
平
易
で
は
あ
る
が
、
初
歩
の
読
譜
の

基
礎
が
わ
か
り
や
す
く
学
べ
、
こ
ど
も
の
歌
の
弾
き
歌
い
で
必
修
の
伴
奏
型
で
あ
る
主
要
三

和
音
、
調
性
の
理
解
に
大
変
適
し
て
い
る
。
各
テ
キ
ス
ト
は
そ
れ
ぞ
れ
半
期
で
終
了
し
、
受

講
学
生
に
は
ワ
ー
ク
ブ
ッ
ク
の
全
ペ
ー
ジ
に
解
答
を
書
き
込
み
、
提
出
す
る
こ
と
を
義
務
付

け
し
て
い
る
。

③
こ
ど
も
の
歌
の
弾
き
歌
い

　
こ
ど
も
の
歌
の
弾
き
歌
い
は
、幼
稚
園
教
諭
・
保
育
士
に
と
っ
て
最
も
必
要
と
さ
れ
る
ス
キ

ル
の
ひ
と
つ
で
あ
る
た
め
、
ピ
ア
ノ
初
心
者
で
あ
っ
て
も
最
初
か
ら
取
り
組
む
こ
と
が
必
須

で
あ
る
。
ま
ず
は
、
自
在
に
確
実
に
弾
け
る
ピ
ア
ノ
ス
キ
ル
、
良
い
発
声
で
の
び
や
か
に
歌

え
る
歌
唱
の
ス
キ
ル
そ
れ
ぞ
れ
が
必
要
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
同
時
に
行
う
弾
き
歌
い
は
誰
に

と
っ
て
も
思
い
の
外
に
難
し
い
も
の
で
あ
る
。
歌
う
だ
け
で
あ
れ
ば
、
歌
詞
も
音
程
も
確
実

に
し
っ
か
り
と
歌
え
る
の
だ
が
、
ピ
ア
ノ
で
伴
奏
を
弾
き
な
が
ら
歌
っ
て
み
る
と
、
ピ
ア
ノ

を
弾
く
こ
と
に
集
中
す
る
あ
ま
り
、
身
体
も
力
ん
で
し
ま
う
の
で
満
足
に
歌
え
な
く
な
っ
て

し
ま
う
も
の
で
あ
る
。
歌
う
と
手
が
止
ま
り
、
弾
く
と
声
が
出
な
い
。
特
に
初
心
者
は
、
ま

だ
弾
く
こ
と
に
不
自
由
で
力
み
か
ら
解
放
さ
れ
て
お
ら
ず
、
目
線
も
声
も
鍵
盤
に
向
か
っ
て

い
る
た
め
、
満
足
に
声
が
出
せ
ず
、
周
囲
の
者
に
歌
声
が
聴
き
取
れ
な
い
こ
と
が
多
い
。

ピ
ア
ノ
は
力
ま
ず
、
全
神
経
の
七
分
目
以
下
で
弾
け
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
必
須
で
あ
る
。

ピ
ア
ノ
に
合
わ
せ
て
歌
う
の
で
は
な
く
、
歌
に
ピ
ア
ノ
が
入
っ
て
い
く
感
覚
で
弾
き
歌
い
を

す
る
こ
と
が
基
本
と
な
る
。
こ
ど
も
の
歌
の
ピ
ア
ノ
伴
奏
は
初
心
者
に
と
っ
て
は
か
な
り
難

し
い
も
の
が
多
く
、
後
々
に
は
こ
れ
を
弾
け
る
ス
キ
ル
習
得
が
必
要
だ
が
、
弾
き
歌
い
そ
の

も
の
が
で
き
る
こ
と
が
必
須
な
の
で
、
簡
易
で
容
易
な
伴
奏
型
を
習
得
す
る
こ
と
が
必
要
で

表2： 初めての弾き歌いテキストの内容　調性はハ長調（Cメジャー）のみ

メロディー（右手） 伴奏和音（左手） うた

グレード１ ◎５指ポジション I、V ぶんぶんぶん、かっこう、メリーさん
のひつじ、ちょうちょう

◎５指ポジションのまま若干の移動 かえるのうた、10 人のインディアン、
ロンドン橋

グレード２ ◎５指ポジションのまま若干の移動 I、IV、V、Ⅴ７ むすんでひらいて、チューリップ、手
をたたきましょう

◎５指ポジションより広がる きらきらぼし

グレード３ ◎５指ポジションより移動・親指越え
と親指くぐり

I、IV、V、Ⅴ７ あくしゅでこんにちは、おおきなくりの
木の下で、ひげじいさん、うんどうか
い、こぎつね

◎日本のわらべうた G音（ソ）とA音（ラ）の２音のみ かごめ、げんこつ山のたぬきさん、な
べなべそこぬけ

グレード４ ◎メロディーが付点リズム、シンコペ
ーション

I、IV、V、Ⅴ７ おかえりのうた、おべんとうのうた、
かたつむり、こぶたぬきつねこ、どん
ぐりころころ

借用和音 アイアイ
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④
連
弾
（
ピ
ア
ノ
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
）

　
当
該
授
業
で
は
連
弾
な
ど
の
ピ
ア
ノ
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
を
重
視
し
て
お
り
、
年
度
最
終
授
業

日
に
実
施
す
る
演
奏
発
表
の
際
に
は
、
受
講
学
生
全
員
が
二
人
四
手
あ
る
い
は
三
人
六
手
に

よ
る
連
弾
、四
名
以
上
に
よ
る
リ
レ
ー
式
演
奏
を
行
な
っ
て
い
る
。
な
お
、こ
の
演
奏
発
表
で

は
ピ
ア
ノ
独
奏
（
二
、三
名
）、
歌
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
（
二
名
に
よ
る
二
重
唱
）、
全
員
に
よ
る
合
唱
、
複

数
の
楽
器
を
使
っ
た
合
奏
、
合
唱
付
合
奏
も
行
な
っ
て
い
る
。
各
曲
の
ピ
ア
ノ
伴
奏
は
、
よ

ほ
ど
難
易
度
が
高
い
場
合
を
除
い
て
基
本
的
に
は
学
生
が
演
奏
す
る
。

　
以
下
、
二
〇
一
六
年
度
の
最
終
授
業
日
に
実
施
し
た
演
奏
発
表
（
ピ
ア
ノ
・
う
た
発
表
）
の
プ

ロ
グ
ラ
ム
に
お
け
る
連
弾
曲
目
を
表
３
に
、
演
奏
後
に
実
施
し
た
ア
ン
ケ
ー
ト
に
書
か
れ
た

学
生
の
感
想
を
表
４
に
示
す
。

あ
る
。
簡
易
な
伴
奏
と
し
て
は
、
ベ
ー
ス
奏
と
和
音
（
ハ
ー
モ
ニ
ー
）
奏
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
重

要
な
の
が
ハ
ー
モ
ニ
ー
、
す
な
わ
ち
和
音
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
曲
に
対
応
で
き
る
主
要
三
和

音
を
理
解
し
、
習
得
す
る
こ
と
が
弾
き
歌
い
へ
の
早
道
と
な
る
。（
図
１
、２
参
照
）

　
当
該
授
業
で
は
、
主
要
三
和
音
の
み
の
伴
奏
型
に
よ
る
こ
ど
も
の
歌
を
集
め
た
「
初
め
て

の
弾
き
歌
い
テ
キ
ス
ト
」
を
作
成
し
、
実
践
し
て
い
る
。
右
手
メ
ロ
デ
ィ
ー
の
五
指
ポ
ジ
シ

ョ
ン
、
主
要
三
和
音
の
種
類
に
よ
っ
て
グ
レ
ー
ド
分
け
を
し
、
順
序
立
て
て
バ
ー
ジ
ョ
ン
ア

ッ
プ
を
図
れ
る
よ
う
に
工
夫
さ
れ
て
い
る
。
既
存
の
優
れ
た
テ
キ
ス
ト
が
多
く
存
在
す
る
が
、

極
初
歩
か
ら
わ
か
り
や
す
く
和
声
を
耳
と
指
で
理
解
で
き
る
よ
う
、
主
要
三
和
音
（
Ⅰ
・
Ⅳ
・

Ⅴ
・
Ⅴ
７
）
を
徹
底
的
に
手
に
入
れ
る
訓
練
が
で
き
る
よ
う
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
版
を
作
成
し
使
用

し
て
い
る
。
こ
れ
を
表
２
に
示
す
。

　
訓
練
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

 
➢

手
を
見
ず
に
ど
の
和
音
に
も
ス
ム
ー
ズ
に
移
行
で
き
る
よ
う
に
す
る
。

 
➢

歌
の
メ
ロ
デ
ィ
ー
に
ふ
さ
わ
し
い
和
音
を
即
座
に
選
ん
で
弾
け
る
よ
う
に
す
る
。

 
➢

和
音
（
コ
ー
ド
）
は
、
ブ
ロ
ッ
ク
で
弾
く
の
み
な
ら
ず
、
ブ
ロ
ー
ク
ン
コ
ー
ド
な
ど
何

種
類
も
の
伴
奏
型
に
ア
レ
ン
ジ
し
て
弾
け
る
よ
う
に
す
る
。

 
➢

Ｃ
メ
ジ
ャ
ー
（
ハ
長
調
）
か
ら
始
め
、
Ｆ
メ
ジ
ャ
ー
（
ヘ
長
調
）、
Ｇ
メ
ジ
ャ
ー
（
ト
長

調
）、
Ｄ
メ
ジ
ャ
ー
（
ニ
長
調
）
ま
で
を
必
修
と
す
る
。

図１　メリーさんのひつじ ベース奏

図２　メリーさんのひつじ 和音奏

表3： 2016年度のピアノ・うた発表プログラムにおける連弾曲目

ジブリ系 アシタカせっ記、さんぽ、テルーの唄

ディズニー系 美女と野獣

ミュージカル、映画系 私のお気に入り

ジャズ、ポップ系

ウキ・ウキ・ブギ・ウギ、
シーサイド・フリーウェイ、
テイクファイブ、
おおシャンゼリゼ

クラシック系
春のバイエル、
よろこびの歌（ベートーヴェン作曲「交響曲第９番」より）、
ファランドール（ビゼー作曲「アルルの女」より）

ぐるぐるピアノ*
土曜日の木星（ホルスト作曲「木星」のアレンジ版）、
チョップスティックス・バイエル、
鐘（ビゼー作曲「アルルの女」より）

*  ぐるぐるピアノは作曲家・伊藤康英氏発案のリレー式ピアノアンサンブル形態。シリーズと
して複数冊の楽譜が出版されている。
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初
歩
の
リ
ト
ミ
ッ
ク
授
業
で
実
践
す
る
例
と
し
て
は
、
高
い
音
と
低
い
音
の
判
別
（
高
い

音
が
弾
か
れ
た
時
に
は
空
に
向
か
っ
て
両
手
を
上
げ
る
、
低
い
音
が
弾
か
れ
た
ら
地
面
に
向
か
っ
て
し
ゃ
が
む
、
な
ど
）、

速
い
曲
と
遅
い
曲
の
判
別
（
そ
れ
ぞ
れ
の
曲
の
速
さ
に
合
わ
せ
て
走
っ
た
り
歩
い
た
り
す
る
）、
長
調
と
短

調
の
判
別
（
長
調
の
曲
が
弾
か
れ
た
ら
ス
キ
ッ
プ
、短
調
の
曲
が
弾
か
れ
た
ら
立
ち
止
ま
っ
て
胸
に
手
を
あ
て
る
、な

ど
）
が
あ
る
。

　
リ
ト
ミ
ッ
ク
授
業
に
お
け
る
こ
れ
ら
全
て
の
こ
と
が
、
指
導
者
が
ピ
ア
ノ
を
弾
く
こ
と
に

よ
っ
て
実
践
で
き
る
。
幼
稚
園
、保
育
園
な
ど
で
指
導
者
（
保
育
者
）
が
こ
れ
を
行
う
に
は
、ピ

ア
ノ
で
遊
ぶ
感
覚
、
い
ろ
い
ろ
な
シ
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
ふ
さ
わ
し
い
即
興
演
奏
が
で
き
る

ピ
ア
ノ
ス
キ
ル
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

　
表
５
に
、
当
該
授
業
に
お
け
る
リ
ト
ミ
ッ
ク
体
験
授
業
に
つ
い
て
示
す
。

⑤
リ
ト
ミ
ッ
ク

　
当
該
授
業
に
お
い
て
は
、
二
年
次
の
幼
稚
園
教
育
実
習
前
に
リ
ト
ミ
ッ
ク
体
験
授
業
を
実

施
し
て
い
る
。リ
ト
ミ
ッ
ク
と
は
音
楽
を
身
体
全
体
で
感
じ
、リ
ズ
ム
を
身
体
で
理
解
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
よ
り
豊
か
な
音
楽
表
現
力
を
身
に
つ
け
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
音
楽
教
育
の

手
法
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
リ
ズ
ム
と
は
頭
の
中
だ
け
で
拍
数
を
数
え
る
も
の
で
は
な
く
、
身

を
も
っ
て
感
じ
、
実
際
の
身
体
の
動
き
で
理
解
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
こ
ど
も
は
身
体
表
現
で
「
大
き
い
と
小
さ
い
」「
速
い
と
遅
い
」
と
い
っ
た
逆
の
動
作
を
す

る
こ
と
が
大
好
き
で
あ
る
。
実
例
を
あ
げ
る
と
、「
大
き
な
た
い
こ
、
ど
ー
ん
ど
ー
ん
、
小
さ

な
た
い
こ
、
と
ん
と
ん
と
ん
」「
ぞ
う
さ
ん
の
あ
く
び
、
あ
り
さ
ん
の
あ
く
び
」
な
ど
の
歌
が
、

こ
う
い
う
動
作
を
伴
う
も
の
で
あ
る
。

表4： 演奏発表で連弾を演奏した後の学生の感想から

・本番できれいに合わせることができたことが本当に本当に嬉しかった。

・苦手と思っていた箇所をしっかり本番で間違えてしまうところが悔しかった。

・練習でできていたところが本番でできないことが悔しい。
けれど練習がとても楽しかった。

・リハーサルの方が上手く弾けてたのが悔しい。

・少し緊張したけれど楽しく弾けて良い経験になった。
パートナーに「ありがとう！」

・がんばった！最後はちゃんと弾けた！

・先生ありがとう！

・自分が失敗してしまったところが残念だった。本番のむずかしさを知った。

・今までで一番良い演奏をすることはできなかったけれど、連弾の楽しさを知った。

表5： リトミック体験授業（約40分）

導入（ソルフェージュ） 動きやすい服装で、靴を脱いでの実技レッスン。
4分音符のビートを刻んだままリズムを入れていく。（4分音符、
8分音符、16分音符など）
拍子：２拍子、３拍子、４拍子（２人ペアで手を打ち合う）リズム

遊び

即時反応 ・まねっこゲーム（摸唱、輪唱など）
先生の歌うフレーズをまねして歌う。
1フレーズをグループごとに時間差をつけて歌っていく。

・ピアノの音に合わせて部屋の中を散歩する、あるいは走る。
Go＆Stop！ゆっくり＆はやく！

・指示された色のものを探してタッチする（ピンクと指示されたら
ピンク色のスカートにタッチする、など）

手あそびうた おべんとうばこのうた　など

即時反応 絵本と一緒に進める
模唱 「だるまさんが」「くまの木をさがして」
即興唱 話の内容に沿って、指導者がことばにメロディーをつけて歌い、

それを生徒が真似して歌う。即興で絵本の中の一節を歌にし
てみる。

ボディパーカッション 身体が楽器（「手」「ひざ」などを叩いて音を出す）



125

研究ノート［幼児の音楽表現を引き出すピアノスキルの育成 ― 幼稚園教諭・保育士養成機関における実践と考察 ―］蜂谷 葉子

京都造形芸術大学 紀要［GENESIS］第21号

進
度
チ
ェ
ッ
ク
（
ピ
ア
ノ
歴
１
年
２
ヶ
月
後
）
で
は
ほ
ぼ
ク
リ
ア
し
、
こ
れ
を
も
っ
て
初
歩
段
階
修

了
の
目
安
と
し
て
い
る
。
ま
た
音
楽
Ⅲ
修
了
試
験
で
は
、
こ
ど
も
の
歌
５
曲
の
弾
き
歌
い
を

課
題
と
し
、
音
楽
Ⅲ
終
了
後
、
最
初
の
教
育
実
習
と
し
て
幼
稚
園
実
習
（
ピ
ア
ノ
歴
１
年
６
ヶ
月

目
）
が
始
ま
る
時
に
は
、最
低
で
も
５
曲
の
こ
ど
も
の
歌
の
弾
き
歌
い
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ

て
い
る
。

　
受
講
学
生
に
よ
る
教
育
実
習
報
告
か
ら
い
く
つ
か
の
例
を
挙
げ
る
と
、「
と
ん
ぼ
の
め
が

ね
」を
こ
ど
も
達
と
一
緒
に
楽
し
く
弾
き
歌
い
で
き
た
と
い
っ
た
報
告
や
、園
児
の
全
体
集
会

で
園
歌
伴
奏
を
任
さ
れ
た
が
、
自
分
の
レ
ベ
ル
よ
り
も
相
当
高
い
曲
だ
っ
た
の
で
猛
練
習
し

て
無
事
に
弾
き
終
え
た
、
こ
ど
も
達
は
歌
う
意
欲
が
十
分
で
あ
っ
た
の
に
自
分
が
ス
ム
ー
ズ

に
伴
奏
を
す
る
こ
と
が
出
来
ず
、
こ
ど
も
た
ち
が
そ
れ
に
合
わ
せ
て
歌
い
直
し
た
り
、
歌
う

タ
イ
ミ
ン
グ
を
待
っ
て
合
わ
せ
て
く
れ
た
り
し
た
こ
と
が
申
し
訳
な
い
と
思
っ
た
の
で
、
猛

練
習
を
し
て
次
の
機
会
に
は
ス
ム
ー
ズ
に
弾
き
歌
い
が
で
き
た
、
な
ど
が
あ
る
。
ま
た
、
実

習
園
か
ら
課
題
と
し
て
出
さ
れ
た
こ
ど
も
の
歌
の
伴
奏
譜
が
む
ず
か
し
か
っ
た
の
で
、
授
業

で
習
っ
た
主
要
三
和
音
の
伴
奏
を
メ
ロ
デ
ィ
ー
に
当
て
は
め
て
み
た
り
、「
初
め
て
の
弾
き
歌

い
テ
キ
ス
ト
」
を
実
際
に
そ
の
ま
ま
使
用
し
た
と
い
う
報
告
が
数
件
あ
っ
た
。
い
ず
れ
も
大

学
入
学
時
に
は
ピ
ア
ノ
未
経
験
者
だ
っ
た
学
生
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
か
ら
三

章
③
で
述
べ
た
容
易
な
伴
奏
型
の
習
得
が
必
須
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。

　
実
習
学
生
が
幼
児
の
音
楽
表
現
を
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
た
か
ど
う
か
を
筆
者
が
実
習
先

訪
問
時
な
ど
に
実
際
に
見
て
確
認
す
る
こ
と
は
叶
わ
な
い
こ
と
が
多
い
が
、
実
習
報
告
の
詳

細
な
内
容
か
ら
、
実
習
学
生
の
ピ
ア
ノ
ス
キ
ル
が
引
き
出
し
た
こ
ど
も
達
の
表
現
の
様
子
を

う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
学
生
自
身
の
音
楽
表
現
力
に
つ
い
て
は
、
平
常
授
業
時
に

十
分
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
、
ひ
と
つ
の
楽
曲
を
こ
ど
も
達
の
午
睡
の
際
に
、
こ

れ
か
ら
眠
り
に
入
る
た
め
の
子
守
唄
と
し
て
弾
く
場
合
、
そ
し
て
午
睡
か
ら
覚
め
て
こ
れ
か

ら
活
動
し
よ
う
と
す
る
時
に
弾
く
場
合
、
ど
う
弾
き
分
け
て
違
い
を
出
せ
る
か
を
試
し
て
み

る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
あ
る
程
度
学
習
の
進
ん
だ
学
生
に
実
践
さ
せ
て
み
る
と
、
午
睡
の
前

か
後
で
あ
る
と
い
う
ほ
か
に
は
細
か
な
指
示
も
な
い
の
に
、
学
生
は
音
楽
的
に
色
調
を
違
え

て
弾
き
分
け
る
こ
と
が
で
き
た
。
同
じ
曲
で
も
柔
ら
か
い
音
色
で
ゆ
っ
た
り
弾
い
て
み
る
の

と
、
早
い
テ
ン
ポ
で
明
瞭
な
音
色
で
弾
く
の
で
は
全
く
曲
の
表
情
が
異
な
る
も
の
で
あ
る
こ

と
を
、
学
生
に
実
際
に
弾
か
せ
て
み
た
り
、
指
導
教
員
が
模
範
的
に
弾
い
て
み
せ
た
り
す
る

こ
と
で
、
ひ
と
つ
の
楽
曲
に
も
多
様
な
表
現
が
あ
り
得
る
こ
と
を
実
感
さ
せ
る
。
レ
ベ
ル
を

⑥
受
講
学
生
に
対
す
る
評
価
指
標

　
当
該
授
業
に
お
け
る
受
講
学
生
に
対
す
る
評
価
指
標
と
し
て
は
、
四
項
目
に
つ
い
て
表
６

の
よ
う
に
定
め
て
い
る
。
コ
ン
セ
プ
ト
に
沿
っ
て
「
表
現
」
を
重
視
し
た
評
価
基
準
で
あ
る

と
考
え
る
。

四
、
実
践
結
果
と
考
察

　
三
章
で
述
べ
た
指
導
を
本
学
に
お
け
る
授
業
（
音
楽
Ⅰ
・
Ⅱ
・
Ⅲ
・
Ⅳ
）
で
実
践
し
た
結
果
、
ま

ず
言
え
る
こ
と
は
、
休
退
学
者
な
ど
を
除
く
受
講
学
生
の
ほ
ぼ
全
員
が
、
保
育
の
現
場
で
必

要
最
低
限
の
ピ
ア
ノ
ス
キ
ル
を
習
得
で
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

実
際
の
習
得
の
進
度
を
大
ま
か
に
述
べ
る
と
、
音
楽
Ⅰ
修
了
試
験
（
未
経
験
者
で
あ
れ
ば
ピ
ア
ノ
歴

４
ヶ
月
目
に
あ
た
る
時
期
に
実
施
）
に
お
い
て
、
初
歩
教
本
の
バ
イ
エ
ル
６
６
番
（
導
入
段
階
か
ら
本
題

に
入
っ
た
程
度
）
以
降
の
番
号
の
曲
、「
メ
リ
ー
さ
ん
の
ひ
つ
じ
」
ま
た
は
「
か
っ
こ
う
」
の
弾

き
歌
い
が
試
験
曲
と
し
て
課
さ
れ
、
基
本
的
に
全
員
が
合
格
す
る
。

音
楽
Ⅱ
（
ピ
ア
ノ
歴
９
ヶ
月
目
）
で
は
、バ
イ
エ
ル
１
０
０
番
台
（
初
歩
段
階
修
了
程
度
）
を
全
体
の
三

分
の
二
ほ
ど
の
受
講
学
生
が
ク
リ
ア
し
、
残
り
の
三
分
の
一
ほ
ど
の
学
生
も
音
楽
Ⅲ
の
中
間

表6： 受講学生に対する評価指標

発想・構想力 《基準》曲に対して抱いたイメージを具現（演奏）
できる。
評価該当項目→ピアノ演奏発表

表現力 《基準》演奏によってさまざまな感情や情景を
表現できる。
評価該当項目→弾き歌い

行動力 《基準》積極的に声を出すことができる。
評価該当項目→歌発表

継続力 《基準》恒常的に継続して課題曲の練習、学習
ができる。
評価該当項目→出欠、平常のレッスン
での取り組み姿勢
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ス
よ
く
習
得
で
き
る
レ
ッ
ス
ン
を
行
う
。」こ
と
で
あ
る
。
三
章
二
節
で
述
べ
た
指
導
実
践
に

よ
っ
て
、
歌
う
、
弾
く
、
聴
く
、
動
く
、
な
ど
の
音
楽
表
現
を
学
生
が
体
験
し
、
音
楽
そ
の

も
の
の
楽
し
さ
、
奥
の
深
さ
、
豊
か
さ
を
知
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
大
変
な
進
歩
で
あ
る
。

　
以
下
、表
７
に
全
授
業
終
了
後
に
実
施
し
た
ア
ン
ケ
ー
ト
に
書
か
れ
た
学
生
の
感
想
（
抜
粋
）

を
示
す
。
入
学
時
に
は
ピ
ア
ノ
初
心
者
で
不
安
を
抱
え
て
い
た
学
生
が
多
か
っ
た
が
、
全
授

業
を
終
え
た
時
に
は
充
実
感
と
満
足
感
を
持
ち
、
さ
ら
に
継
続
し
て
い
き
た
い
意
欲
と
意
志

を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
学
生
自
身
が
高
い
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
持
つ
こ
と

こ
そ
が
、
音
楽
表
現
力
の
向
上
に
繋
が
り
、
ひ
い
て
は
目
標
に
か
な
う
ピ
ア
ノ
ス
キ
ル
習
得

へ
の
ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
に
な
る
。

五
、
お
わ
り
に

　
幼
児
の
音
楽
表
現
力
を
引
き
出
し
育
む
た
め
に
は
、
ま
ず
保
育
者
自
身
が
豊
か
な
感
性
と

表
現
力
を
持
ち
、
質
の
高
い
音
楽
技
能
、
ピ
ア
ノ
ス
キ
ル
を
有
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

幼
児
が
美
し
い
音
色
と
感
じ
る
第
一
歩
が
保
育
者
の
奏
で
る
ピ
ア
ノ
の
音
色
と
い
う
こ
と
も

あ
り
得
る
。

　
し
か
し
、学
生
た
ち
と
関
わ
っ
て
の
印
象
を
述
べ
る
と
、美
し
い
音
を
判
別
で
き
る
「
良
い

耳
」
を
育
て
る
に
は
、
良
い
「
音
楽
環
境
」
を
作
る
必
要
性
が
あ
る
。
テ
レ
ビ
か
ら
聞
こ
え

て
く
る
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
の
音
楽
、
ア
ニ
メ
音
楽
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
や
電
気
器
具
の
音
、
ア

ラ
ー
ム
音
な
ど
、
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
ほ
ど
身
の
回
り
に
は
電
子
音
が
溢
れ
て
い
る
。
全

て
が
悪
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
こ
れ
ら
の
人
工
的
な
音
で
は
な
い
、
温
も
り
を
感
じ
さ
せ
る

手
作
り
の
音
に
よ
る
音
楽
、
す
な
わ
ち
楽
器
の
演
奏
、
そ
れ
も
生
の
演
奏
に
触
れ
る
機
会
や

環
境
を
意
図
し
て
作
る
よ
う
、
保
護
者
お
よ
び
保
育
者
な
ど
の
周
囲
が
十
分
に
配
慮
す
る
こ

と
が
必
要
で
あ
る
。
幼
少
時
の
「
音
楽
環
境
」
が
音
感
を
育
て
、
聴
く
耳
を
育
て
る
か
ら
で

あ
る
。

　
保
育
者
は
単
に
、
こ
ど
も
の
歌
の
伴
奏
譜
を
正
確
に
弾
け
る
ピ
ア
ノ
ス
キ
ル
だ
け
で
は
な

く
、
幼
児
の
音
楽
表
現
の
第
一
歩
と
な
る
美
し
い
音
に
対
す
る
感
動
を
引
き
出
す
ピ
ア
ノ
ス

キ
ル
を
習
得
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
保
育
者
養
成
機
関
に
お
い
て
は
、
限

ら
れ
た
時
間
の
中
で
い
か
に
効
率
良
く
、
幼
児
の
音
楽
表
現
を
引
き
出
す
ピ
ア
ノ
ス
キ
ル
を

習
得
さ
せ
ら
れ
る
か
が
常
の
課
題
と
な
る
。
保
育
者
志
望
学
生
の
意
欲
は
も
ち
ろ
ん
、
指
導

教
官
の
資
質
、
音
楽
能
力
の
高
さ
も
求
め
ら
れ
る
。

問
わ
ず
、
ほ
と
ん
ど
の
学
生
が
こ
の
表
現
の
違
い
を
正
し
く
理
解
し
、
弾
き
分
け
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
、
こ
れ
こ
そ
が
保
育
の
現
場
で
必
要
な
ピ
ア
ノ
ス
キ
ル
で
あ
る
こ
と
を
学
生
に

し
っ
か
り
と
認
識
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
表
現
す
る
こ
と
に
意
義
を
見
出
し
た
学
生
の
演
奏
は

そ
の
ま
ま
こ
ど
も
達
の
心
に
響
き
、
な
ん
ら
か
の
表
現
を
こ
ど
も
達
か
ら
引
き
出
せ
る
も
の

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
ま
た
音
楽
Ⅱ
、
Ⅳ
の
修
了
演
奏
発
表
に
お
い
て
四
手
ま
た
は
六
手
連
弾
な
ど
の
ア
ン
サ
ン

ブ
ル
形
態
で
の
演
奏
を
課
題
と
し
た
結
果
、
ほ
ぼ
全
員
の
学
生
が
互
い
に
連
帯
責
任
を
感
じ

な
が
ら
授
業
外
で
の
練
習
時
間
を
積
極
的
に
確
保
す
る
な
ど
本
気
で
取
り
組
み
、
本
番
で
の

演
奏
は
平
常
の
授
業
時
の
レ
ベ
ル
よ
り
も
遥
か
に
上
回
る
も
の
で
あ
っ
た
。
自
分
一
人
で
は

味
わ
え
な
い
豊
か
な
サ
ウ
ン
ド
と
表
現
が
体
験
で
き
、演
奏
の
充
実
感
が
得
ら
れ
る
こ
と
、そ

し
て
何
よ
り
も
演
奏
終
了
後
の
達
成
感
、
喜
び
も
大
き
い
こ
と
が
「
連
弾
」
の
メ
リ
ッ
ト
と

言
え
る
。（
表
４
参
照
）

　
全
般
的
な
こ
と
に
目
を
向
け
る
と
、
幼
稚
園
教
諭
・
保
育
士
養
成
機
関
の
ひ
と
つ
で
あ
る

本
学
で
の
授
業
に
お
け
る
指
導
実
践
か
ら
得
ら
れ
た
問
題
点
は
、
総
体
的
に
ひ
と
り
ひ
と
り

の
学
生
に
対
峙
す
る
レ
ッ
ス
ン
の
総
時
間
数
が
不
足
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
特
に
ピ
ア
ノ

の
レ
ッ
ス
ン
は
マ
ン
ツ
ー
マ
ン
で
行
う
べ
き
も
の
で
あ
り
、
筆
者
は
こ
れ
を
実
践
し
て
い
る

が
、
レ
ッ
ス
ン
で
の
課
題
曲
に
お
け
る
演
奏
困
難
な
箇
所
や
問
題
点
等
に
つ
い
て
学
生
と
共

に
考
え
、
反
復
練
習
を
行
う
時
間
が
充
分
に
取
れ
な
い
の
が
実
情
で
あ
る
。
こ
れ
は
ほ
と
ん

ど
の
幼
稚
園
教
諭
・
保
育
士
養
成
機
関
に
お
け
る
共
通
の
事
情
で
あ
る
と
言
え
る
。
学
生
が

弾
け
な
い
箇
所
が
弾
け
る
よ
う
に
な
る
ま
で
の
反
復
練
習
に
指
導
教
官
が
付
き
合
え
る
時
間

が
確
保
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
訓
練
の
ほ
と
ん
ど
全
て
を
各
学
生
の
個
人
練
習
に

委
ね
る
し
か
な
く
、
こ
れ
に
よ
っ
て
弾
け
な
い
箇
所
が
弾
け
な
い
ま
ま
放
置
さ
れ
、
学
生
の

モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
や
習
得
の
ペ
ー
ス
が
下
が
っ
た
り
す
る
懸
念
が
あ
る
。
限
ら
れ
た
時
間
内

で
目
標
に
か
な
う
ピ
ア
ノ
ス
キ
ル
を
育
成
す
る
に
は
、
そ
の
必
要
性
・
重
要
性
を
学
生
に
し

っ
か
り
伝
え
て
理
解
を
得
る
こ
と
、
そ
の
た
め
に
は
学
生
自
身
も
で
き
る
限
り
の
時
間
を
割

い
て
練
習
す
る
必
要
が
あ
り
、
そ
れ
を
習
慣
づ
け
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
学
生
自
身
が
高
い
モ

チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
持
つ
こ
と
で
あ
る
。
指
導
教
官
は
学
生
と
で
き
る
限
り
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
を
取
り
、
人
と
し
て
の
信
頼
関
係
を
築
く
こ
と
で
学
生
を
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
の
方
向
に
導

く
よ
う
に
心
が
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。

　
本
学
の
授
業
概
要
は
「
保
育
の
現
場
で
必
要
と
さ
れ
る
「
弾
く
」
と
「
歌
う
」
を
バ
ラ
ン
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本
稿
で
は
幼
稚
園
教
諭
・
保
育
士
に
必
要
な
、
幼
児
の
音
楽
表
現
を
引
き
出
し
育
む
ピ
ア
ノ

ス
キ
ル
に
つ
い
て
、
そ
の
育
成
と
実
践
法
に
つ
い
て
論
じ
て
き
た
。
限
ら
れ
た
授
業
時
間
で

保
育
者
志
望
の
受
講
学
生
に
習
得
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
幼
稚
園
教
諭
・
保
育
士
養
成
機

関
に
お
い
て
、
い
か
に
し
て
最
大
限
に
成
果
を
出
せ
る
指
導
が
で
き
る
か
に
つ
い
て
、
検

討
・
考
察
を
重
ね
て
き
た
結
果
、
三
章
二
節
で
述
べ
た
よ
う
な
指
導
法
を
実
践
す
る
に
至
っ

た
。
特
に
三
章
二
節
①
で
述
べ
た
「
ピ
ア
ノ
を
弾
く
こ
と
」
へ
の
導
入
は
、
幼
児
の
音
楽
表

現
を
引
き
出
す
ピ
ア
ノ
ス
キ
ル
を
習
得
す
る
た
め
の
最
重
要
な
第
一
歩
で
あ
る
と
筆
者
は
確

信
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
今
後
も
さ
ら
に
、
よ
り
良
い
育
成
法
を
見
出
せ
る
よ
う
、
引
き
続

き
研
究
を
重
ね
て
い
き
た
い
。
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表7： 全授業終了後の学生の感想（抜粋）

 ➢ 大学生になってピアノを始めて 1年が経ちます。この音楽の授業のおかげでたくさんの歌を歌い、たくさんピアノにふれることが
できました。自分が練習すれば上手になるし、やりがいもあり、発表は緊張するけれど、とても良い経験になりました。2年でもが
んばります。（1年次生）

 ➢ 音楽の授業を受けて、歌もピアノも好きなので本当に楽しかったです。大学生になって一人暮らしになり、家にピアノがないので、
毎日 17:30までの限られた練習時間を大切に使いました。後期は遅刻が目立ってしまったので、時間を守れるようにしたいです。（1
年次生）

 ➢ ピアノが以前よりすごく上達できたと思います。楽しい授業で本当に好きな時間でした。（1年次生）

 ➢ ピアノはやるだけ上手になるので、もっと練習しておかなければなぁと思いましたが、昨年度よりはだいぶ弾けるようになったの
で良かったです。（2年次生）

 ➢ 歌唱指導の練習をすることで実習に向けてのピアノの自信がつきました。（2年次生）

 ➢ ピアノ好きです。
 ➢ ピアノむずかしかったです。でも楽しかったです。
 ➢ 音楽はやっぱり楽しいし奥が深いなと思うことができる時間でした。
 ➢ 音楽苦手だけどとっても楽しくできました。
 ➢ ピアノを継続的に取り組んでいきます。
 ➢ ピアノの練習や歌うことは継続したい。
 ➢ 来年もできるならやりたいです。3、4年でも音楽の授業があったらいいなぁ。（以上、2年次生）


