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は
じ
め
に

一
ピ
ア
ノ
ロ
ー
ル
を
用
い
た
演
奏
分
析
手
法

ニ
シ
ョ
パ
ン
《
ワ
ル
ツ
作
品
三
四
の
一
》
の
楽
曲
構
造
分
析

三
速
度
変
化

(
-
）
作
品
全
体
に
お
け
る
速
度
変
化

（
二
）
セ
ク
シ
ョ
ン
内
の
速
度
変
化

（
三
）
ル
バ
ー
ト
に
よ
っ
て
「
盗
ま
れ
た
」
時
間
は
取
り
戻
さ
れ
る
か

結
語

十
九
世
紀
音
楽
の
演
奏
に
は
、
「
ル
バ
ー
ト
」
、
す
な
わ
ち
テ
ン
ポ
の
揺
れ
が

不
可
欠
で
あ
る
。
楽
譜
の
中
に
そ
の
こ
と
が
書
き
込
ま
れ
て
い
る
場
合
も
あ
る

が
、
楽
譜
に
特
に
指
示
が
な
く
て
も
、
た
と
え
ば
シ
ョ
パ
ン
の
独
奏
曲
を
、
最

初
か
ら
最
後
ま
で
完
全
に
イ
ン
・
テ
ン
ポ
で
演
奏
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は

考
え
ら
れ
な
い
。
程
度
の
差
は
あ
れ
、
何
ら
か
の
形
で
の
「
ル
バ
ー
ト
」
は
欠

は
じ
め
に

ー
ピ
ア
ノ
ロ
ー
ル
の
分
析
試
論
(
-
)

パ
デ
レ
フ
ス
キ
の
ル
バ
ー
ト

の
音
符
の
リ
ズ
ム
変
更
の
こ
と
で
あ
り
、
装
飾
の
一
種
と
解
す
る
者
も
い

う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。

か
せ
な
い
。
た
だ
、
こ
の
「
ル
バ
ー
ト
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
、
お
よ
び
そ
の

イ
タ
リ
ア
語
の

r
u
b
d
r
e
（
盗
ま
れ
た
）
を
語
源
と
す
る
「
ル
バ
ー
ト

r
u
b
a
t
o
」
は
、
『
ニ
ュ
ー
グ
ロ
ー
ヴ
世
界
音
楽
大
事
典
』
に
お
い
て
、
次
の
よ

テ
ン
ポ
の
な
か
で
、
与
え
ら
れ
た
厳
密
な
音
価
以
上
に
延
ば
す
こ
と
。

そ
の
結
果
テ
ン
ポ
が
遅
く
な
っ
た
り
、
引
き
延
ば
さ
れ
た
り
す
る
。
テ
ン

ポ
・
ル
バ
ー
ト
（
「
盗
ま
れ
た
時
間
」
の
意
）
は
こ
の
よ
う
に
「
盗
ま
れ
た
」

（
つ
ま
り
、
加
え
ら
れ
た
）
音
価
を
意
味
し
て
い
る
。
後
期
バ
ロ
ッ
ク
に
お

け
る
権
威
の
あ
る
理
論
家
の
な
か
に
は
、
こ
の
言
葉
の
意
味
を
小
節
内
で

る
。
こ
の
場
合
は
「
盗
ま
れ
た
」
音
価
は
小
節
全
体
と
し
て
は
過
不
足
が

な
い
よ
う
調
節
さ
れ
て
い
る
の
で
、
「
借
用
し
た
音
価
」
と
い
っ
た
ほ
う

実
践
の
仕
方
に
つ
い
て
は
歴
史
的
変
化
が
あ
っ
た
。

鷲

野

土ク
早ノ

子
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の
場
合
に
最
も
難
し
く
て
最
も
重
要
な
の
は
、
時
価
を
同
じ
く
す
る
音
符

あ
る
い
は
何
小
節
も
の
あ
い
だ
で
も
、

い
わ
ば
ゆ
が
め
る
の
で
あ
る
。
こ

と
で
あ
る
。
そ
し
て
奏
者
は
こ
れ
に
よ
っ
て
、

一
小
節
の
一
部
な
り
全
部
、

分
割
上
許
さ
れ
る
音
符
の
数
よ
り
も
多
か
っ
た
り
少
な
か
っ
た
り
す
る
こ

べ
ら
れ
て
い
る
。

を
は
っ
き
り
示
し
た
い
と
き
に
、
本
来
の
テ
ン
ポ
の
流
れ
に
付
け
加
え
ら

(
l
)
 

れ
た
休
止
や
中
断
を
指
す
こ
と
も
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
後
期
バ
ロ
ッ
ク
時
代
に
「
小
節
内
で
の
音
符
の
リ
ズ
ム
変
更
」

を
指
し
た
「
ル
バ
ー
ト
」
が
、
現
在
で
は
よ
り
広
い
意
味
合
い
で
用
い
ら
れ
て

い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
間
、
こ
の
語
の
意
味
合
い
、
お
よ
び
そ

の
実
践
の
仕
方
が
ど
う
変
化
し
た
か
、
に
つ
い
て
は
こ
の
間
の
時
代
に
書
か
れ

一
七
五
三
年
に
出
版
さ
れ
た

C.P.E.
バ
ッ
ハ

(
B
a
c
h
,
C
a
r
l
 P
h
i
l
i
p
p
 E
m
a
n
u
e
l
.
 

1
7
1
4
'
1
7
8
8
)

の
『
正
し
い
ク
ラ
ヴ
ィ
ー
ア
奏
法
（
第
一
部
）
』
で
は
、
第
三
章
「
演

奏
表
現
」
の
セ
ク
シ
ョ
ン
ニ
八
で
「
ル
バ
ー
ト
」
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述

テ
ン
ポ
・
ル
バ
ー
ト
を
示
す
の
は
、
音
型
が
含
む
音
符
の
数
が
、
拍
節

た
幾
つ
か
の
理
論
書
の
記
述
か
ら
推
し
量
る
こ
と
が
で
き
る
。

お
り
の
ア
ー
テ
ィ
キ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
切
れ
目
以
上
に
フ
レ
ー
ズ
の
分
離

れ
以
上
の
音
符
、
あ
る
い
は
フ
レ
ー
ズ
全
体
に
つ
い
て
の
厳
密
な
テ
ン
ポ

を
、
何
ら
か
の
形
で
歪
め
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
ま
た
、
テ
ン
ポ
ど

が
正
確
で
あ
ろ
う
。
現
在
の
使
い
方
で
は
ル
バ
ー
ト
は
、

―
つ
ま
た
は
そ

専
門
家
の
す
る
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
（
中
略
）

し
て
良
い
テ
ン
ポ
で
弾
こ
う
と
せ
ず
、

音
楽
の
見
識
を
持
た
な
い
多
く
の
人
は
協
奏
曲
の
伴
奏
を
す
る
時
、
決

ど
う
し
は
み
な
、
き
っ
か
り
同
じ
長
さ
で
奏
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。

い
つ
も
独
奏
部
に
つ
い
て
い
こ
う

し
て
い
る
の
に
、
も
う
一
方
の
手
は
拍
節
に
反
し
て
演
奏
し
て
い
る
よ
う

に
聞
こ
え
る
よ
う
、
演
奏
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
奏
者
は
、
な
す
べ
き
こ

と
を
す
べ
て
な
し
と
げ
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
全

(
2
)
 

声
部
が
同
時
に
奏
さ
れ
る
こ
と
は
滅
多
に
な
い
。

C.P.E. バ
ッ
ハ
の
著
作
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
あ
た
る
一
七
五
六
年
に
出
版
さ
れ

た
、
レ
オ
ポ
ル
ド
・
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト

(
M
o
z
a
r
t
,
L
e
o
p
o
l
d
,
 1
7
1
9
'
1
7
8
7
)
 

の

イ
オ
リ
ン
奏
法
』
第
十
二
章
セ
ク
シ
ョ
ン
ニ
十
で
は
、
独
奏
者
と
伴
奏
者
の
間

に
も
た
ら
さ
れ
る
テ
ン
ポ
・
ル
バ
ー
ト
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
て
い
る
。

と
し
ま
す
。
こ
う
い
う
伴
奏
は
半
可
通
な
好
事
家
の
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、

そ
の
名
に
ふ
さ
わ
し
い
真
の
名
手
を
伴
奏
す
る
時
に
は
、
音
を
遅
ら
せ

よ
う
か
、
速
め
よ
う
か
と
迷
う
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
躊
躇
し
た
り
、
せ

き
込
ん
だ
り
と
、
そ
れ
は
名
手
が
い
か
に
巧
妙
に
、
感
動
的
に
す
る
か
を

知
っ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
伴
奏
者
は
ず
っ
と
同
じ
様
に
弾
き
続
け
て
い

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
さ
も
な
い
と
独
奏
者
が
築
き
あ
げ
た
か
っ
た
効

果
を
、
伴
奏
者
が
ぶ
ち
こ
わ
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
の
で
す
。

『バ

一
方
の
手
が
す
べ
て
の
拍
を
こ
の
上
な
く
厳
格
に
打
鍵
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の
分
だ
け
余
計
に
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

て
使
用
す
る
こ
と
を
委
ね
ら
れ
て
い
る
最
後
の
手
段
で
あ
る
と
し
た
。
し

書
か
れ
て
い
る
。

こ
の
文
章
自
体
に
は
ル
バ
ー
ト
、
あ
る
い
は
テ
ン
ポ
・
ル
バ
ー
ト
の
語
は
見

当
た
ら
な
い
が
、
こ
こ
に
は
さ
ら
に
注
が
つ
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
「
伴
奏

者
が
、
優
れ
た
独
奏
者
に
そ
の
ま
ま
く
つ
つ
い
て
行
く
と
テ
ン
ポ
・
ル
バ
ー
ト

を
そ
こ
な
う
の
で
、
そ
う
い
う
こ
と
は
し
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の
《
盗
ま
れ

た
テ
ン
ポ
》
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
は
、
説
明
す
る
よ
り
も
実
際
に
見

せ
る
方
が
簡
単
で
す
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
、
こ
こ
で
は
テ
ン
ポ
・

ル
バ
ー
ト
が
、
自
由
に
緩
急
を
つ
け
る
独
奏
者
に
対
し
て
、
伴
奏
者
が
テ
ン
ポ

を
保
ち
続
け
る
よ
う
な
演
奏
方
法
を
意
味
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
れ
か
ら
三

0
年
以
上
経
た
一
七
八
九
年
に
出
版
さ
れ
た
ダ
ニ
エ
ル
・
ゴ
ッ

ト
ロ
ー
プ
・
テ
ュ
ル
ク

(
T
日
k
,

Daniel 
Gottlob, 1
7
5
0
-
1
8
1
3
)
 

ー
ア
教
本
』

の

い
わ
ゆ
る

T
e
m
p
o
r
u
b
a
t
o
 
[
テ
ン
ポ
・
ル
バ
ー
ト
]

『
ク
ラ
ヴ
ィ

の
第
六
章
「
演
奏
表
現
」
セ
ク
シ
ョ
ン
七
二
で
は
、
次
の
よ
う
に

あ
る
い
は

r
u
b
a
t
o
 
[
ル
バ
ー
ト
]
（
原
義
は
「
盗
ま
れ
た
テ
ン
ポ
」
）
に
つ
い
て
は
、
私

は
セ
ク
シ
ョ
ン
六
三
に
お
い
て
、
奏
者
が
自
分
の
セ
ン
ス
と
洞
察
を
も
っ

か
し
、
こ
の
用
語
も
―
つ
以
上
の
意
味
で
用
い
ら
れ
る
。
普
通
は
音
符
の

短
縮
と
延
長
、
あ
る
い
は
ず
ら
し
（
移
動
）
の
意
味
に
理
解
さ
れ
る
。
（
中
略
）

あ
る
音
符
は
そ
の
時
価
を
い
く
ら
か
奪
わ
れ
（
盗
ま
れ
）
、
他
の
音
符
は
そ

（
中
略
）
こ
の
演
奏
表
現
に
よ
っ
て
全
体
と
し
て
の
テ
ン
ポ
、
あ
る
い
は

一
方
、

れ
て
い
る
。

む
し
ろ
拍
節
は
動
か
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
普
通
に
用
い
ら
れ

い
く
ら
か
曖
昧
な
独
語
の
用
語

v
e
r
r
u
c
k
t
e
s
Z
e
i
t
m
a
B
 

[
文
字
通
り
に
は
「
動
か
さ
れ
た
テ
ン
ポ
」
]

は
、
や
は
り
適
切
で
は
な

い
。
な
ぜ
な
ら
そ
の
基
本
声
部
は
拍
節
ど
お
り
に
（
ず
れ
な
い
で
）
進
行

し
、
そ
し
て
旋
律
の
音
符
だ
け
が
、

い
わ
ば
そ
れ
に
帰
属
す
る
位
置
か
ら

ず
ら
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
「
音
符
[
短
小
音
符
]
ま
た
は

部
分
拍
の
置
き
換
え
あ
る
い
は
移
動
V
e
r
s
e
t
z
e
n
(oder V
e
r
z
i
e
h
e
n
)
 
d
e
r
 

N
o
t
e
n
 o
d
e
r
 T
a
k
t
g
l
i
e
d
e
r
」
と
い
っ
た
表
現
の
ほ
う
が
正
し
い
こ
と
に

な
ろ
う
。
（
中
略
）

テ
ン
ポ
・
ル
バ
ー
ト
と
い
う
用
語
は
、
今
述
べ
た
意
味
の
他
に
、
次
の

よ
う
な
特
別
な
演
奏
法
を
指
す
た
め
に
も
用
い
ら
れ
る
。

れ
ば
、
次
の
譜
例
（
省
略
）

し
は
音
符
）

つ
ま
り
、
強
拍

部
の
音
符
に
帰
属
す
る
ア
ク
セ
ン
ト
が
弱
拍
部
に
ず
ら
さ
れ
る
、
換
言
す

で
の
よ
う
に
、
弱
拍
部
の
音
を
拍
節
（
な
い

の
強
拍
部
に
位
置
す
る
音
よ
り
も
強
く
弾
く
演
奏
法
を
意
味

(
4
)
 

す
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
興
味
深
い
の
は
、
テ
ュ
ル
ク
が
こ
の
語
に
、
弱
拍
の
位
置
に
強
拍
を

こ
と
に
言
及
し
て
い
る
点
で
あ
る
が
、
こ
の
テ
ュ
ル
ク
の
著
作
に
お
い
て
も
、

ル
バ
ー
ト
に
よ
っ
て
全
体
の
拍
節
お
よ
び
テ
ン
ポ
は
動
か
な
い
こ
と
が
述
べ
ら

一
八
三
九
年
に
出
版
さ
れ
た
、

カ
ー
ル
・
ツ
ェ
ル
ニ
ー

(
C
z
e
r
n
y
,

置
く
、
と
い
っ
た
ア
ク
セ
ン
ト
の
位
置
を
ず
ら
す
よ
う
な
演
奏
法
も
含
ま
れ
る

て
は
い
る
が
、

29 



の
意
味
合
い
を
示
唆
す
る
よ
う
な
、
「
厳
格
に
拍
子
通
り
に
、

曲
が
始
ま
る
と
同
時
に
し
つ
か
り
そ
れ
を
固
定
し
、
厳
格
に
拍
子
通
り
に
、

り
ま
せ
ん
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
こ
と
と
は
ま
た
別
に
、
非
常
に
し
ば

し
ば
、
ほ
と
ん
ど
各
段
ご
と
に
、

い
や
、
各
音
符
ご
と
に
、
小
さ
く
て
ほ

と
ん
ど
気
づ
か
れ
な
い
よ
う
な
リ
タ
ル
ダ
ン
ド
や
ア
ッ
チ
ェ
レ
ラ
ン
ド
が

必
要
に
な
っ
て
き
ま
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
演
奏
を
美
し
く
し
、
聴
き
手
の

趣
味
を
一
層
か
き
た
て
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
す
。

こ
の
引
用
文
の
前
半
部
分
で
は
十
八
世
紀
の
旧
い
タ
イ
プ
の
「
ル
バ
ー
ト
」

一
時
た
り
と
も

揺
ら
ぐ
こ
と
な
く
、
そ
れ
を
最
後
ま
で
保
」
つ
必
要
性
を
述
べ
な
が
ら
も
、
後

半
部
分
に
書
か
れ
て
い
る
の
は
、
細
や
か
な
リ
タ
ル
ダ
ン
ド
や
ア
ッ
チ
ェ
レ
ラ

ン
ド
に
よ
っ
て
テ
ン
ポ
の
揺
れ
を
作
る
必
要
性
、
す
な
わ
ち
十
九
世
紀
の
新
し

い
タ
イ
プ
の
意
味
合
い
の
ル
バ
ー
ト
の
必
要
性
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
も
は
や

一
時
た
り
と
も
揺
ら
ぐ
こ
と
な
く
、
そ
れ
を
最
後
ま
で
保
た
な
け
れ
ば
な

て
指
定
さ
れ
た
テ
ン
ポ
で
演
奏
さ
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
演
奏
者
は

料
1

「
テ
ン
ポ
の
変
化
」
に
は
、
『
ニ
ュ
ー
グ
ロ
ー
ヴ
世
界
音
楽
大
事
典
』

で
ル

バ
ー
ト
の
「
現
在
の
使
い
方
」
と
し
て
言
及
さ
れ
た
意
味
合
い
と
合
致
す
る
内

容
が
現
れ
る
。
例
え
ば
、
こ
の
章
の
セ
ク
シ
ョ
ン
ニ
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
力
だ
け
で
な
く
時
間
も
、
無
限
に
細
か
く
分
割

す
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
す
べ
て
の
楽
曲
は
、
作
曲
家
に
よ
っ

Carl. 
1
7
9
1
 ,
 18
5
7
)

の
『
ピ
ア
ノ
フ
ォ
ル
テ
教
本
作
品
五

0
0』
第
三
巻
第

ニ
ッ
ク
と
し
て
指
摘
し
な
く
て
も
、
本
当
に
感
受
性
の
あ
る
音
楽
家
な
ら

音
楽
の
場
合
に
も
ア
ク
セ
ン
ト
を
用
い
る
が
、
そ
れ
は
わ
ざ
わ
ざ
テ
ク

教
育
す
る
た
め
の
具
体
的
な
方
法
が
示
さ
れ
て
い
る
。

た
典
型
的
な
例
と
い
え
る
が
、

一
七
八
九
年
に
テ
ュ
ル
ク
の

例
え
ば
、
前
掲
の
テ
ュ
ル
ク
の
理
論
書
は
そ
う
し
た
教
育
方
法
が
記
述
さ
れ

教
本
』
が
出
版
さ
れ
て
か
ら
約
四
十
年
後
の
一
八
二
八
年
に
は
、

ー
ポ
ム
ク
・
フ
ン
メ
ル

(
H
u
m
m
e
l
.
J
o
h
a
n
n
 N
e
p
o
m
u
k
,
 1
7
7
8
 ,
 18
3
7
)

が
『
ピ
ア

ノ
奏
法
』
を
著
し
て
お
り
、
こ
こ
で
も
『
ク
ラ
ヴ
ィ
ー
ア
教
本
』
同
様
に
ト
リ

ル
や
装
飾
音
の
演
奏
方
法
が
記
述
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
演
奏
家
の
「
趣
味
」
を

ま
た
そ
の
趣
味
は
意
識
的
に
教
育
さ
れ
て
も
き
た
。

い
ら
れ
て
い
る
の
と
同
様
の
ル
バ
ー
ト
、

つ
ま
り
「
―
つ
ま
た
は
そ
れ
以
上
の

厳
格
に
拍
子
通
り
に
刻
む
伴
奏
部
に
対
す
る
自
由
に
伸
び
縮
み
す
る
旋
律
部
と

い
っ
た
役
割
分
担
で
は
な
く
、
基
本
的
に
は
揺
ら
ぐ
こ
と
な
い
拍
子
を
刻
む
も

の
の
、
曲
全
体
が
「
ほ
と
ん
ど
気
づ
か
れ
な
い
よ
う
な
」
リ
タ
ル
ダ
ン
ド
や
ア

ッ
チ
ェ
レ
ラ
ン
ド
を
伴
う
演
奏
方
法
の
必
要
性
が
示
唆
さ
れ
て
お
り
、
今
日
用

音
符
、
あ
る
い
は
フ
レ
ー
ズ
全
体
に
つ
い
て
の
厳
密
な
テ
ン
ポ
を
、
何
ら
か
の

(

6

)

(

7

)

 

形
で
ゆ
が
め
る
」
意
味
合
い
へ
と
変
化
し
て
い
る
。

こ
こ
ま
で
「
ル
バ
ー
ト
」
の
意
味
合
い
の
変
化
に
つ
い
て
み
て
き
た
が
、
で
は
、

実
際
に
演
奏
す
る
際
、

ル
バ
ー
ト
は
ど
の
よ
う
に
演
奏
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

楽
譜
上
に
表
記
さ
れ
な
い
こ
と
の
多
い
ル
バ
ー
ト
の
奏
法
は
、

い
つ
の
時
代(

8
)
 

に
も
、
あ
る
意
味
、
演
奏
家
の
趣
味
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
部
分
は
少
な
く
な
く
、

『
ク
ラ
ヴ
ィ
ー
ア

ヨ
ハ
ン
・
ネ
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ま
た
、

ツ
ェ
ル
ニ
ー
の
『
ピ
ア
ノ
フ
ォ
ル
テ
教
本
作
品
五

0
0』
第
三
巻

こ
う
し
て
必
要
な
洞
察
力
を
身
に
付
け
た
生
徒
は
、

か
を
説
明
さ
せ
る
。

盛
り
上
が
り
を
感
じ
る
場
所
で
あ
る
。
同
様
に
し
て
、
歌
わ
せ
る
部
分
で

重
要
な
の
は
、
生
徒
の
内
面
に
あ
る
自
然
な
感
覚
が
、
そ
の
部
分
全
体
の

よ
う
な
方
法
を
と
っ
て
教
え
て
い
る
。

誰
に
も
備
わ
っ
て
い
る
自
然
な
感
覚
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
感
覚
に
欠

け
て
い
る
生
徒
も
稀
で
は
な
い
た
め
、
（
ア
ク
セ
ン
ト
に
対
す
る
考
え
方
を
あ

る
程
度
生
徒
に
伝
え
、
そ
の
感
覚
を
次
第
に
目
覚
め
さ
せ
る
た
め
に
）
私
は
次
の

生
徒
が
す
で
に
ひ
き
こ
な
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
作
品
を
、

の
で
あ
る
。
ま
た
、

げ
、
楽
譜
中
に
様
々
な
語
旬
を
書
き
入
れ
て
、
速
度
の
緩
急
等
、

す
べ
き
か
を
か
な
り
具
体
的
に
示
し
て
い
る
。

の
第
三
章
「
テ
ン
ポ
の
変
化
」
の
セ
ク
シ
ョ
ン
七
で
は
、

四
小
節
ず
つ

部
分
的
に
弾
か
せ
て
み
る
。
そ
し
て
、
各
部
分
毎
に
、
ど
の
音
符
を
他
の

音
符
よ
り
強
調
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
を
説
明
さ
せ
る
。
こ
こ
で
特
に

は
、
そ
の
音
の
進
行
を
前
に
進
め
、
ど
の
進
行
を
ゆ
る
め
て
演
奏
す
べ
き

一
人
で
注
意
深
く

練
習
し
、
優
れ
た
演
奏
家
の
演
奏
を
耳
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
以
外

(
9
)
 

の
点
に
対
し
て
も
適
用
し
や
す
く
な
る
で
あ
ろ
う
。

彼
は
こ
こ
で
は
「
ア
ク
セ
ン
ト
」
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
の
だ
が
、
内
容
は

ま
さ
に
ル
バ
ー
ト
の
演
奏
方
法
と
そ
れ
を
獲
得
す
る
た
め
の
指
導
方
法
そ
の
も

フ
ン
メ
ル
は
同
書
の
中
で
自
身
の
作
品
の
一
部
を
取
り
上

い
か
に
演
奏

四
小
節
か
ら
成
る
曲

こ
の
よ
う
な
作
曲
家
自
身
に
よ
る
演
奏
方
法
に
つ
い
て
の
詳
細
か
つ
具
体
的

な
示
唆
が
、
演
奏
家
に
と
っ
て
曲
を
理
解
す
る
上
で
役
立
つ
こ
と
は
間
違
い
な

い
が
、
こ
の
よ
う
な
示
唆
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
全
て
の
楽
譜
の
全
て
の
箇
所

に
書
き
込
ま
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
楽
譜
に
書
か
れ
て
い
る
速
度
記
号
等

の
表
示
は
、
多
く
の
場
合
、
セ
ク
シ
ョ
ン
中
の
一
部
分
に
の
み
書
か
れ
て
お
り
、

ま
た
、
そ
れ
は
大
き
な
枠
組
み
の
中
で
の
速
度
の
緩
急
の
み
に
言
及
し
て
い
る

に
す
ぎ
ず
、
そ
の
速
度
の
緩
急
に
つ
い
て
も
、
そ
の
記
載
部
分
の
前
の
部
分
に

対
し
て
如
何
に
速
度
が
変
化
す
る
か
、
と
い
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
に
過
ぎ

(13) 

な
い
。
先
に
挙
げ
た
フ
ン
メ
ル
の

合
い
ま
で
具
体
的
に
示
し
て
い
る
。

『
ピ
ア
ノ
奏
法
』
に
も
、
「
こ
う
し
て
必
要

の
譜
例
と
共
に
四
種
類
の
速
度
変
化
の
可
能
性
が
示
さ
れ
て
い
る
。
譜
例
に
は
、

そ
の
四
小
節
間
の
速
度
変
化
が
「
イ
ン
・
テ
ン
ポ

in
T
e
m
p
o
」
や
「
ウ
ン
・
ポ
コ
・

リ
テ
ヌ
ー
ト

u
n
p
o
c
o
 ritenuto
」
の
よ
う
な
速
度
に
関
連
す
る
イ
タ
リ
ア
語

で
四
パ
タ
ー
ン
示
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
そ
れ
ら
四
パ
タ
ー
ン
に
つ
い
て
、
そ
れ

(11) 

ぞ
れ
の
演
奏
方
法
が
詳
し
く
文
章
で
示
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
四
種
類
の
演
奏

方
法
を
示
し
た
上
で
、
「
こ
の
四
つ
の
弾
き
方
の
ど
れ
が
、
こ
の
例
に
と
っ
て

最
良
で
し
ょ
う
か
？
」
と
読
者
に
問
い
か
け
、

四
種
類
そ
れ
ぞ
れ
の
演
奏
法
が

演
奏
に
与
え
る
情
感
に
つ
い
て
逐
一
説
明
し
た
上
で
、
最
良
の
演
奏
法
を
示
唆

(12) 

し
て
い
る
。
そ
の
説
明
の
後
に
は
、
ア
ッ
チ
ェ
レ
ラ
ン
ド
や
リ
タ
ル
ダ
ン
ド
を

誇
張
し
す
ぎ
な
い
よ
う
忠
告
す
る
だ
け
で
な
く
、
「
非
常
に
小
さ
く
、
少
し
ず

つ
均
一
に
テ
ン
ポ
を
変
え
て
い
く
だ
け
で
充
分
で
す
。
指
定
の
テ
ン
ポ
が
五
分

の
一
か
六
分
の
一
ほ
ど
変
化
す
る
だ
け
で
よ
い
の
で
す
」
、
と
速
度
変
化
の
度
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化
さ
せ
て
い
た
の
か
を
考
察
す
る
。

の
章
で
詳
し
く
述
べ
た
い
。

家
の
演
奏
を
耳
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
以
外
の
点
に
対
し
て
も
適
用
し
や

(14) 

す
く
な
る
で
あ
ろ
う
」
と
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
良
い
趣
味
を
備
え
た
ル
バ

ー
ト
を
実
践
す
る
に
は
、
紙
面
に
記
載
さ
れ
た
示
唆
だ
け
で
な
く
、
実
際
の
「
優

{15) 

れ
た
」
演
奏
が
実
践
モ
デ
ル
と
し
て
必
要
と
な
る
。

だ
が
、
少
な
く
と
も
二
十
世
紀
初
期
の
録
音
で
は
確
認
で
き
た
、
多
彩
な
ル

バ
ー
ト
が
用
い
ら
れ
た
演
奏
は
、
現
代
に
は
引
き
継
が
れ
ず
、
今
で
は
楽
譜
の

表
記
に
極
力
近
い
形
で
演
奏
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
。
ま
る
で
「
テ
ン
ポ
・
ル
バ

ー
ト
の
文
化
」
が
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
か
の
よ
う
な
状
況
に
あ
る
、
と
い
っ
て

そ
れ
ゆ
え
、
こ
こ
で
は
現
代
の
演
奏
で
は
な
く
、
「
テ
ン
ポ
・
ル
バ
ー
ト
の

文
化
」
華
や
か
な
り
し
頃
の
演
奏
を
も
と
に
、
そ
の
ル
バ
ー
ト
が
ど
の
よ
う
に

用
い
ら
れ
て
い
た
か
、
を
十
九
世
紀
生
ま
れ
の
演
奏
家
に
よ
る
録
音
か
ら
解
明

ピ
ア
ノ
ロ
ー
ル
を
分
析
の
資
料
と
し
て
用
い
る
が
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
次

本
稿
で
は
、
ピ
ア
ノ
ロ
ー
ル
に
遺
さ
れ
た
演
奏
か
ら
ル
バ
ー
ト
の
演
奏
法
を

明
ら
か
に
す
る
分
析
を
試
み
る
が
、
そ
の
出
発
点
と
し
て
、

デ
ュ
オ
11

ア
ー
ト

に
遺
さ
れ
た
パ
デ
レ
フ
ス
キ

(
P
a
d
e
r
e
w
s
k
i
,
I
g
n
a
c
y
 J
a
n
,
 1
8
6
0
 ,
 19
4
1
)

に
よ
る

シ
ョ
パ
ン
《
ワ
ル
ツ
作
品
三
四
の
一
》
の
演
奏
録
音
の
デ
ー
タ
（
デ
ュ
ォ
11

ア
ー
ト
、

N
o
.
6
5
5
1
)

を
用
い
、
彼
が
こ
の
曲
を
演
奏
す
る
際
に
、
ど
の
よ
う
に
速
度
を
変

す
る
方
法
を
模
索
し
た
い
。
そ
の
際
、
自
動
演
奏
ピ
ア
ノ
の
記
録
媒
体
で
あ
る

も
過
言
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

な
洞
察
力
を
身
に
付
け
た
生
徒
は
、

一
人
で
注
意
深
く
練
習
し
、
優
れ
た
演
奏

と
こ
ろ
で
、
こ
の
演
奏
を
遺
し
た
パ
デ
レ
フ
ス
キ
は
ル
バ
ー
ト
演
奏
の
大
家

と
も
い
わ
れ
た
ほ
ど
、

ル
バ
ー
ト
を
多
く
用
い
た
演
奏
家
で
あ
る
が
、
彼
は
一

(16
)
 

九
一

0
年
に
出
版
さ
れ
た
出
版
物
の
中
に
、
ル
バ
ー
ト
に
つ
い
て
の
八
ペ
ー
ジ

の
小
論
を
書
い
て
お
り
、
そ
の
な
か
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

テ
ン
ポ
・
ル
バ
ー
ト
は
一
般
的
に
は
、
曲
の
時
間
や
速
度
を
緩
め
た
り

速
め
た
り
す
る
の
に
か
な
り
重
要
な
役
目
を
果
た
す
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

人
に
よ
っ
て
は
所
有
権
に
つ
い
て
の
賞
賛
に
値
す
る
よ
う
な
原
則
を
も
ち

だ
し
て
、
「
S
t
o
l
e
n
t
i
m
e
 
(
つ
ま
り
、
ル

バ
ー
ト
）
」
に
つ
い
て
も
盗
ま
れ

た
も
の
は
取
り
戻
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
主
張
す
る
者
も
い
る
だ

ろ
う
。
こ
の
道
義
に
適
っ
た
理
論
は
正
当
に
認
め
る
け
れ
ど
も
、
我
々
の

倫
理
は
実
際
に
は
そ
の
高
み
に
ま
で
は
達
し
て
い
な
い
こ
と
を
謙
虚
に
認

め
る
必
要
が
あ
る
。
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
場
合
に
は
、
曲
の
中
の
些
細
な
変

更
で
は
な
く
全
体
の
安
定
に
関
す
る
部
分
に
お
い
て
は
失
わ
れ
た
も
の
は

取
り
戻
さ
れ
る
の
は
自
然
な
こ
と
で
、
全
体
の
計
量
値
と
し
て
は
厳
格
に

維
持
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
だ
が
、

ソ
ロ
の
場
合
に
は
全
く
状
況
が
異
な

る
。
ア
ッ
チ
ェ
レ
ラ
ン
ド
の
間
に
減
っ
た
音
符
の
長
さ
は
、
必
ず
し
も
リ

タ
ル
ダ
ン
ド
の
間
に
取
り
戻
せ
る
も
の
で
は
な
い
。
失
わ
れ
た
も
の
は
失

わ
れ
た
ま
ま
と
な
る
。
そ
こ
は
無
法
状
態
の
、
法
律
の
保
護
を
受
け
て
い

な
い
と
こ
ろ
な
の
だ
。

彼
の
記
述
に
従
う
な
ら
ば
、
こ
こ
で
取
り
あ
げ
る
シ
ョ
パ
ン

《
ワ
ル
ツ
作
品
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ピ
ア
ノ
ロ
ー
ル
を
用
い
た
演
奏
分
析
手
法

三
四
の
一
》
は
ピ
ア
ノ
・
ソ
ロ
作
品
で
あ
る
た
め
、

ル
バ
ー
ト
の
理
論
の
外
、

つ
ま
り
時
間
の
埋
め
合
わ
せ
の
な
さ
れ
な
い
治
外
法
権
の
域
に
位
置
す
る
作
品

と
い
え
る
。
だ
が
、
本
当
に
こ
れ
ら
の
作
品
の
演
奏
で
は
、
こ
の
法
則
に
は
則

っ
て
演
奏
さ
れ
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
こ
の
法
則
に
代
わ
る
別
の
法

則
性
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
、
パ
デ
レ
フ
ス
キ
が
演
奏
中
、
ど
の
よ

も
速
度
変
化
に
焦
点
を
し
ぽ
り
、
曲
全
体
を
俯
廠
す
る
視
点
と
、
各
セ
ク
シ
ョ

ン
内
を
詳
細
に
検
討
す
る
視
点
の
双
方
か
ら
彼
の
演
奏
に
お
け
る
速
度
変
化
に

つ
い
て
考
察
し
た
い
。
は
じ
め
に
ピ
ア
ノ
ロ
ー
ル
の
デ
ー
タ
の
計
量
方
法
、
次

い
で
《
ワ
ル
ツ
作
品
三
四
の
一
》
の
楽
曲
構
造
を
示
し
た
後
、
大
き
な
枠
組
み

と
小
さ
な
枠
組
み
双
方
に
お
け
る
速
度
変
化
に
つ
い
て
言
及
す
る
。

ま
ず
は
じ
め
に
、
ピ
ア
ノ
ロ
ー
ル
を
演
奏
分
析
に
用
い
る
こ
と
に
つ
い
て
の

意
義
と
、
他
の
資
料
と
比
較
し
た
場
合
の
ピ
ア
ノ
ロ
ー
ル
の
特
殊
性
に
つ
い
て

言
及
し
て
お
き
た
い
。
ピ
ア
ノ
ロ
ー
ル
は
二
十
世
紀
の
最
初
の
三
十
年
間
を
中

心
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
次
い
で
ア
メ
リ
カ
に
普
及
し
た
自
動
演
奏
楽
器
の
記
録
媒

体
、
つ
ま
り
記
録
紙
で
あ
る
（
【
写
真
l
】)。

ピ
ア
ノ
ロ
ー
ル
は
演
奏
分
析
を
す
る
上
で
非
常
に
輿
味
深
い
特
徴
を
も
つ
が
、

そ
れ
は
演
奏
を
目
で
見
る
こ
と
が
で
き
る
点
に
あ
る
。
通
常
、
演
奏
を
聴
く

際
、
そ
の
演
奏
の
あ
る
部
分
が
速
い
速
度
で
演
奏
さ
れ
た
り
、
あ
る
い
は
逆
に

遅
い
速
度
で
演
奏
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
ら
が
実
際
に
ど
の
程
度
速
く
、
あ

う
に
速
度
を
変
化
さ
せ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
、

つ
ま
り
、
ル
バ
ー
ト
の
中
で

演
奏
が
実
際
に
は
ど
の

析
者
は
、
対
象
と
な
る

を
画
し
て
い
る
と
い
え

の
音
源
資
料
と
は
一
線

す
る
点
に
お
い
て
、
他

を
演
奏
分
析
者
に
提
供

理
的
に
純
粋
な
デ
ー
タ

せ
る
こ
と
も
で
き
る
。

う
し
た
聴
き
手
の
聴
取

体
験
を
除
外
し
た
、
物

る
。
そ
れ
ゆ
え
演
奏
分

ピ
ア
ノ
ロ
ー
ル
は
、
そ

の
よ
う
な
印
象
を
抱
か

を
上
げ
続
け
て
い
る
か

も
、
聴
き
手
に
は
速
度

上
げ
続
け
て
い
な
く
と

て
、
実
際
に
は
速
度
を

錯
覚
の
原
理
を
利
用
し

う
。
と
き
に
演
奏
家
は

す
る
の
は
困
難
で
あ
ろ

た
か
を
具
体
的
に
把
握

る
い
は
遅
く
演
奏
さ
れ

ー

ー
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33 



析
に
は
非
常
に
適
し
た
資
料
と
い
え
る
。

値
化
し
て
比
較
す
る
こ
と
も
難
し
く
な
い
こ
と
か
ら
、
演
奏
分
析
を
手
が
け
る

の
に
比
較
的
与
し
易
い
資
料
で
あ
る
と
い
え
る
。

つ
ま
り
、
ピ
ア
ノ
ロ
ー
ル
は
、

そ
こ
に
記
録
さ
れ
た
演
奏
を
、
耳
と
目
の
両
方
で
確
認
す
る
こ
と
で
、
錯
覚
の

原
理
さ
え
も
詳
ら
か
に
読
み
解
い
て
し
ま
う
こ
と
が
可
能
と
な
る
、
と
い
う
点

に
お
い
て
、
非
常
に
特
殊
か
つ
興
味
深
い
資
料
で
あ
る
と
い
え
、

こ
う
し
た
演
奏
の
視
覚
化
は
、

ル
バ
ー
ト
分

デ
ジ
タ
ル
技
術
の
進
歩
し
た
現
代
に
お
い
て

は
、
ピ
ア
ノ
ロ
ー
ル
に
限
ら
ず
音
源
か
ら
も
可
能
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ

が
、
ピ
ア
ノ
ロ
ー
ル
の
場
合
、
そ
う
し
た
変
換
ソ
フ
ト
に
頼
ら
ず
と
も
既
に
完

全
な
形
で
視
覚
化
さ
れ
て
お
り
、
し
か
も
先
に
述
べ
た
よ
う
に
計
測
も
容
易
な

こ
と
か
ら
、
こ
の
演
奏
分
析
研
究
に
着
手
す
る
入
口
と
し
て
は
最
良
の
資
料
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
今
後
、
こ
の
ピ
ア
ノ
ロ
ー
ル
に
よ
る
分
析
の
手
法
は
、

ピ
ア
ノ
ロ
ー
ル
以
外
の

S
P
録
音
等
の
音
源
資
料
に
も
応
用
し
た
い
と
考
え
て

い
る
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
ピ
ア
ノ
ロ
ー
ル
お
よ
び
そ
れ
以
外
の
録
音
資
料
の
、

よ
り
多
く
の
資
料
を
用
い
た
分
析
が
可
能
に
な
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の

ま
た
、
こ
れ
ら
の
デ
ー
タ
は
計
測
も
容
易
で
、
そ
れ
ら
計
測
し
た
デ
ー
タ
を
数

よ
う
に
演
奏
さ
れ
た
の
か
を
、
聴
取
体
験
を
度
外
視
し
た
デ
ー
タ
か
ら
考
察
す

る
こ
と
も
、
ま
た
そ
れ
を
再
生
す
る
こ
と
で
、

て
考
察
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

デ
ー
タ
と
音
源
を
突
き
合
わ
せ

さ
ら
に
、
そ
れ
ら
の
デ
ー
タ
は
、
音
価
や
音
高
と
い
っ
た
点
に
つ
い
て
、
演

奏
を
視
覚
化
し
た
よ
う
な
デ
ー
タ
の
記
号
化
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ

の
デ
ー
タ
が
非
常
に
読
み
取
り
や
す
い
こ
と
も
そ
の
特
徴
の
ひ
と
つ
と
い
え
る
。

上
方
の
①
の
部
分
と
下
方
の
②
の
部
分
を
除
い
た
中
間
部
分
が
、
鍵
盤
部
分

頭
部
分
に
あ
た
る
。

す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

資
料
の
も
つ
弱
点
に
つ
い
て
も
補
い
合
う
こ
と
が
可
能
に
な
る
だ
ろ
う
。
例
え

ば
、
ピ
ア
ノ
ロ
ー
ル
の
デ
ー
タ
の
弱
点
と
し
て
は
、

し
ば
し
ば
問
題
点
と
し
て
挙
げ
ら
れ
、
そ
こ
に
は
録
音
時
の
演
奏
か
ら
ピ
ア
ノ

ロ
ー
ル
を
作
成
す
る
段
階
で
な
さ
れ
る
人
為
的
な
修
正
の
ほ
か
、
ピ
ア
ノ
ロ
ー

つ
い
て
も
同
様
の
問
題
点
は
排
除
で
き
な
い
ほ
か
、

デ
ー
タ
自
体
の
信
憑
性
が

ノ
イ
ズ
除
去
さ
れ
る
前
の

音
源
と
比
較
し
た
場
合
の
ノ
イ
ズ
除
去
後
の
音
源
の
信
憑
性
に
つ
い
て
も
確
認

さ
て
、
こ
こ
で
、
ピ
ア
ノ
ロ
ー
ル
に
記
載
さ
れ
た
記
号
が
何
を
意
味
す
る
の

か
、
ま
た
、
分
析
を
す
る
際
に
ど
の
よ
う
に
デ
ー
タ
を
読
み
取
る
か
を
簡
単
に

示
し
て
お
き
た
い
。
【
図
l
】
は
、
パ
デ
レ
フ
ス
キ
の
演
奏
す
る
シ
ョ
パ
ン
の
《
ワ

ル
ツ
作
品
三
四
の
一

》
の
ピ
ア
ノ
ロ
ー
ル
（
デ
ュ
ォ
11

ア
ー
ト
、

N
o
.
6
5
5
1
)

の
冒

と
対
応
し
て
い
る
部
分
、

つ
ま
り
音
の
高
さ
と
演
奏
さ
れ
る
音
の
長
さ
が
示
さ

れ
た
部
分
で
あ
り
、
紙
面
上
方
ほ
ど
高
音
と
な
る
。
ま
た
横
に
の
び
る
線
は
、

鍵
盤
が
下
り
て
か
ら
（
つ
ま
り
音
が
鳴
ら
さ
れ
て
か
ら
）
上
が
る
ま
で
の
時
間
で

あ
り
、
横
線
が
長
い
ほ
ど
、
音
が
長
く
延
ば
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

①
の
部
分
は
、
上
方
か
ら
全
部
で
六
段
分
、
所
々
に
点
が
表
示
さ
れ
て
い
る

が
、
上
の
二
段
に
み
ら
れ
る
二
点
セ
ッ
ト
で
示
さ
れ
た
点
は
、
そ
の
音
に
ア

ク
セ
ン
ト
が
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
（
ス
ネ
ー
ク
・
バ
イ
ト
と
よ
ば
れ
る
）
、

そ
の
下
の
四
段
は
音
の
強
弱
が
示
さ
れ
て
い
る
（
基
本
的
に
は
穴
の
数
が
増
え
る

ル
の
穴
を
開
け
る
際
に
生
ま
れ
る
誤
差
が
含
ま
れ
る
。

一
方
で
、
録
音
資
料
に
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【図 1】 パデレフスキによるショパン

《ワルツOp.34-1》の演奏が記録された

ピアノロールの冒頭部分

の
さ
ら
に
上
段
、

ほ
ど
、
強
い
音
が
鳴
る
と
い
え
る
）
。
こ
こ
で
例
に
挙
げ
た
部
分
に
は
み
ら
れ
な
い

が
、
ソ
フ
ト
・
ペ
ダ
ル
が
使
用
さ
れ
た
場
合
に
は
、

つ
ま
り
最
上
段
に
、

線
が
刻
ま
れ
る
。
な
お
、

ス
ネ
ー
ク
・
バ
イ
ト
の
点

ペ
ダ
ル
が
踏
ま
れ
て
い
る
時
間
分
の
点

ソ
フ
ト
・
ペ
ダ
ル
を
除
い
て
、
①
の
部
分
は
ピ
ア
ノ

の
鍵
盤
の
右
側
半
分
（
つ
ま
り
中
央
の
音
か
ら
高
音
部
分
）
に
作
用
す
る
。

同
様
に
、
②
の
部
分
は
下
か
ら
、
ダ
ン
パ
ー
・
ペ
ダ
ル
（
一
穴
）
、
ス
ネ
ー
ク
・

バ
イ
ト
（
二
穴
）
、
音
の
強
弱
（
四
穴
）
の
順
で
配
列
さ
れ
て
お
り
、
ス
ネ
ー
ク
・

バ
イ
ト
と
音
の
強
弱
に
つ
い
て
は
、
ピ
ア
ノ
の
低
音
側
半
分
に
作
用
す
る
。

【図

1
】
に
示
し
た
部
分
は
、
《
ワ
ル
ツ
作
品
三
四
の
一
》
の
冒
頭
四
小
節
に

あ
た
る
部
分
だ
が
、
こ
こ
か
ら
ど
の
よ
う
な
も
の
が
読
み
取
れ
る
の
か
を
簡
単

に
示
し
た
い
。
パ
デ
レ
フ
ス
キ
は
冒
頭
の
変
ホ
音
の
連
打
で
長
い
ダ
ン
パ
ー
・

P
C
上
で
計
測
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。

で
取
り
込
ん
だ
デ
ー
タ
を
、

使
用
さ
れ
て
い
な
い
。

一
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
単
位
の
補
助
目
盛
を
用
い
て

ペ
ダ
ル
を
用
い
て
い
る
こ
と
、
そ
の
変
ホ
音
の
連
打
の
開
始
音
と
最
終
音
で
ア

ク
セ
ン
ト
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
（
ス
ネ
ー
ク
・
バ
イ
ト
）
、
二
小
節
目
の
下

降
音
型
で
は
最
後
の
二
音
が
他
の
音
に
比
較
し
て
長
く
保
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
、

そ
し
て
前
半
二
小
節
と
比
較
し
て
後
半
二
小
節
の
方
が
大
き
な
音
量
で
演
奏
さ

れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
、
第
四
小
節
目
の
和
音
は
、
そ
の
前
に
奏

さ
れ
る
四
つ
の
和
音
と
比
較
し
て
か
な
り
長
く
演
奏
さ
れ
る
こ
と
、
こ
の
和
音

部
分
に
お
い
て
、
ダ
ン
パ
ー
・
ペ
ダ
ル
は
指
が
鍵
盤
を
離
れ
た
後
ま
で
用
い
ら

れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、
次
の
こ
と
は
ど
れ
ほ
ど
重
要
な
意
味
を
も
つ
か
に
つ

い
て
は
定
か
で
は
な
い
が
、
和
音
を
弾
く
（
鳴
ら
す
）
タ
イ
ミ
ン
グ
は
ほ
ぽ
同

じ
で
あ
る
も
の
の
、
鍵
盤
を
離
れ
る
タ
イ
ミ
ン
グ
に
は
ば
ら
つ
き
が
あ
る
こ
と

も
わ
か
る
。
な
お
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
部
分
で
は
ソ
フ
ト
・
ペ
ダ
ル
は

さ
て
、
こ
こ
で
は
演
奏
中
の
打
鍵
さ
れ
る
タ
イ
ミ
ン
グ
を
調
べ
る
こ
と
で
、

演
奏
に
お
け
る
速
度
変
化
を
分
析
す
る
が
、
そ
の
デ
ー
タ
計
測
方
法
に
つ
い
て

示
し
て
お
き
た
い
。
ま
ず
は
そ
の
際
に
用
い
た
ソ
フ
ト
に
つ
い
て
言
及
し
て
お

か
な
く
て
は
な
る
ま
い
。
ピ
ア
ノ
ロ
ー
ル
の
デ
ー
タ
を
計
測
す
る
際
、
直
接
ピ

ア
ノ
ロ
ー
ル
上
に
定
規
を
あ
て
て
計
測
す
る
こ
と
も
可
能
だ
が
、
よ
り
正
確
に
、

ま
た
よ
り
容
易
に
計
測
を
行
う
た
め
、
【
写
真

2
】
に
示
し
た
計
量
の
た
め
の

(18) 

ソ
フ
ト
を
用
い
て
計
測
す
る
こ
と
に
し
た
。
こ
の
ソ
フ
ト
に
よ
り
、
ス
キ
ャ
ン

ピ
ア
ノ
ロ
ー
ル
に
記
録
さ
れ
た
デ
ー
タ
に
は
、

ペ
ダ
ル
や
強
弱
記
号
、

ス
ネ
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【写真 2】 計量のための補助ソフト

ー
ク
・
バ
イ
ト
等
も
含
ま
れ
る
が
、
本
稿
で
は
、
基
本
的
に
は
演
奏
の
タ
イ
ミ

ン
グ
に
つ
い
て
の
み
言
及
す
る
。
そ
の
際
、
音
が
鳴
ら
さ
れ
る
地
点
間
の
時
間

（
長
さ
）
を
計
測
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
例
え
ば
伴
奏
部
分
の
三
拍
子
の
リ
ズ

ム
の
計
測
を
行
う
際
に
は
、
伴
奏
部
分
の
一
音
目
の
打
鍵
点
か
ら
続
く
二
音
目

の
打
鍵
点
ま
で
を
一
拍
の
長
さ
と
し
て
計
測
し
た
。
複
数
の
音
が
同
時
に
鳴
ら

よ
び
関
係
性
を
ふ
ま
え
て
整
理
し
た
も
の
が
【
表

2
】
で
あ
る
が
、
そ
の
際
、

た
い
。
ま
ず
、
主
題
構
成
と
、
主
題
構
成
小
節
数
お
よ
び
調
性
を
【
表

l
】

、゚ン
J
 

シ
ョ

《
ワ
ル
ツ
作
品
三
四
の
一
》
の

楽
曲
構
造
分
析

さ
れ
る
場
合
（
和
音
で
弾
か
れ
る
場
合
）
に
は
、
常
に
最
も
下
の
音
を
基
準
に
計

測
し
、
そ
れ
以
外
の
音
に
つ
い
て
は
最
下
音
か
ら
ど
れ
ほ
ど
ず
れ
て
い
る
の
か

を
計
測
す
る
こ
と
で
、
数
値
を
採
取
し
た
。

和
音
が
同
時
に
演
奏
さ
れ
な
い
場
合
、
あ
る
い
は
伴
奏
部
分
と
旋
律
部
分
が

ず
ら
し
て
演
奏
さ
れ
る
場
合
に
は
、
先
に
鳴
る
音
と
後
か
ら
鳴
る
音
で
は
数
値

が
異
な
る
も
の
と
な
る
。
こ
こ
で
は
各
拍
お
よ
び
各
小
節
の
長
さ
を
算
定
す
る

際
、
伴
奏
部
分
で
は
ほ
と
ん
ど
全
て
の
拍
で
音
が
鳴
ら
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
伴

奏
部
分
に
お
け
る
計
測
値
を
も
と
に
各
拍
お
よ
び
各
小
節
の
長
さ
を
算
出
し
た
。

演
奏
時
間
の
分
析
に
先
立
っ
て
、
こ
の
作
品
の
楽
曲
構
造
を
分
析
し
て
お
き

に
示
し
た
。
こ
の
表
の
「
主
要
部
」
に
お
い
て
、
開
始
小
節
番
号
「
17
」
と

「
33
」
が
二
度
登
場
す
る
の
は
、
こ
れ
ら
の
部
分
が
楽
譜
上
で
は
繰
り
返
し
記

号
に
よ
っ
て
省
略
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
演
奏
さ
れ
る
際
に
は
繰
り
返
さ
れ
て

演
奏
さ
れ
る
た
め
で
あ
る
。

こ
の
変
イ
長
調
の
ワ
ル
ツ
は
、
三
部
形
式
に
前
奏
と
コ
ー
ダ
が
付
加
さ
れ
た

形
式
で
で
き
て
お
り
（
中
間
部
の
み
変
二
長
調
）
、
各
セ
ク
シ
ョ
ン
は

B
6
と
コ

ー
ダ
を
除
き
、
全
て
十
六
小
節
で
構
成
さ
れ
る
。
【
表

1
】
を
主
題
の
特
徴
お

各
主
題
に
は
演
奏
さ
れ
る
順
に
番
号
を
付
し
た
（
例
え
ば
A
の
セ
ク
シ
ョ
ン
が
2
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構成小節数

開始小節番号

調性

構成小節数

開始小節番号

調性

【表 1】
I 

前奏

前奏

16 

1 

A前

16 

17 

ショパン《ワルッOp.34-1》の主題構成と主題構成小節数および調性

変〗E部：! I~I :: I :: I :: I ;,~ □， 
A後

16 

33 

B-16-145 

B' 

16 

161 

A前

16 

177 

呻
□

鳩

16193

再 コーダ

s・+ コーダ1 コーダ2 コーダ3 コーダ4

20 16 16 16 13 

225 245 261 277 293 

変イ長調

【表2】

前奏

前奏 Al前
Al後

主要部

A2前

A2後

Bl 
B2 

作品の主題構造

中間部
I 

B3 

B4 

Cl 
C2 

間奏

C3 

再現部

1~fT旦(+4)l
※各16小節構造

（ただし、網かけで示した「B6」は 4小節が加えられ、全20小節、「コーダ 4」は全13小節
(3+2+2+2+2+2) となっている）

【表3】 各セクションの動機構成と小節数

セクション 動機構成 小節数

前奏 a + a'+ a/2 + a/ 4 + a/ 4 + a/ 4 x 5 4+4+2+1+1+4 
A前セクション b + b'+ (b + b')' 4+4+4+4 
A後セクション c+c'+ c+c' 4+4+4+4 
Bセクション d+d+d+e 4+4+4+4 
Cセクション f.±.g+ fユ 4+4+4+4 

間奏 i + i/2 + i/2 + i'+ i'/2 + i'/2 4+2+2+4+2+2 

コーダ l 二+i.±i 4+4+4+4 

コーダ 2 k + k + k + k'+ k"/2 + k"/2 + k"/2 + k"/2 + l 2+2+2+2+1+1+1+1+4 

コーダ 3 d'+m+d'+m 4+4+4+4 

コーダ4 （和音のみ） + d'/2 + d'/2 + d"/2十カデンツ 3+2+2+4+2 
※下線は下線部分内の箇所が呼応関係にあることを示した

を
付
す
こ
と
で
示
し
た
。

を
、
呼
応
関
係
の
あ
る
箇
所
に
は
下
線

応
答
の
よ
う
な
呼
応
関
係
が
あ
る
こ
と

ー
ズ
に
、
呼
び
か
け
と
そ
れ
に
対
す
る

ン
で
は
、
二
つ
の
八
小
節
構
造
の
フ
レ

コ
ー
ダ
ー
‘

コ
ー
ダ

3
の
各
セ
ク
シ
ョ

れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
）
。

A
前、

C
、

て
「
a
¥
4
」
は

a
部
分
の
l
¥
4

の
み
が
使
わ

は

a
部
分
の
半
分
の
部
分
の
み
が
、
そ
し

場
合
も
あ
り
、
例
え
ば
固
の
中
の
「
a
¥
2
」

四
小
節
構
造
の
動
機
で
構
成
さ
れ
て
い

い
は
二
種
類
の
、
そ
し
て
そ
の
多
く
は

ク
シ
ョ
ン
）
、
基
本
的
に
は
一
種
類
あ
る

い
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
も
の
の

(
C
セ

ン
は
、
と
き
に
は
三
種
類
の
動
機
が
用

し
た
名
称
を
、
各
セ
ク
シ
ョ
ン
名
と
し

を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
各
セ
ク
シ
ョ

る
（
た
だ
し
、
そ
の
一
部
分
の
み
を
使
う

【表
3

】

て
用
い
る
。

は
、
各
主
題
の
動
機
構
成

た
）
。
本
稿
で
は
今
後
、
こ
の
表
に
示

回
目
に
演
奏
さ
れ
る
部
分
は

A
2
と
示
し
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四
五
秒
で
あ
る
た
め
、
ピ
ア
ノ
ロ
ー
ル
上
の
デ
ー
タ
の
長
さ
と
演
奏
時
間
の
関

ま
ず
各
セ
ク
シ
ョ
ン
の
演
奏
時
間
を
比
較
し
て
み
た
い
。
【
表

4
】

（
一
）
作
品
全
体
に
お
け
る
速
度
変
化

は
行
わ
れ
な
い
の
か
、
に
つ
い
て
も
考
察
す
る
。

本
章
で
は
、
パ
デ
レ
フ
ス
キ
が
こ
の
作
品
を
演
奏
す
る
際
、
ど
の
よ
う
に
速

度
を
変
化
さ
せ
た
の
か
、
ま
た
ル
バ
ー
ト
を
用
い
る
際
、
ど
の
よ
う
な
箇
所
で

よ
り
長
く
時
間
を
使
っ
た
か
、
と
い
っ
た
傾
向
に
つ
い
て
分
析
す
る
。
(
-
)

で
は
、
作
品
全
体
の
速
度
変
化
に
つ
い
て
、
（
二
）

で
あ
る
セ
ク
シ
ョ
ン
内
の
速
度
変
化
に
つ
い
て
、
彼
が
ど
の
よ
う
に
演
奏
し
た

の
か
を
、
そ
れ
ぞ
れ
分
析
す
る
。
そ
の
後
（
三
）

で
は
、

よ
り
小
さ
な
単
位

で
は
、
こ
の
作
品
の
ど
の
よ

う
な
部
分
に
ル
バ
ー
ト
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
か
を
確
認
す
る
と
共
に
、

ル
Jゞ

ー
ト
に
よ
っ
て
失
わ
れ
た
時
間
の
補
完
が
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
る
か
、
あ
る
い

セ
ク
シ
ョ
ン
で
要
し
た
ピ
ア
ノ
ロ
ー
ル
上
の
長
さ
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
が
、

こ
の
表
の
各
セ
ク
シ
ョ
ン
の
位
置
関
係
は
【
表
2
】
に
対
応
し
て
い
る
。
【
表

4
】

か
ら
は
、
作
品
全
体
に
お
け
る
セ
ク
シ
ョ
ン
毎
の
速
度
変
化
を
把
握
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
デ
ー
タ
の
長
さ
が
長
い
ほ
ど
、
演
奏
時
間
を
要
し
て
い
る
と
い
え

る
が
、
実
際
に
ピ
ア
ノ
ロ
ー
ル
の
デ
ー
タ
の
長
さ
の
値
を
演
奏
時
間
に
換
算
し

て
み
た
い
。
こ
の
ピ
ア
ノ
ロ
ー
ル
の
デ
ー
タ
の
開
始
地
点
か
ら
終
了
地
点
ま
で

(19)

（

20) 

の
長
さ
は
1
4
0
4
1
.
5

(mm)
で
あ
り
、
再
生
録
音
に
お
け
る
演
奏
時
間
は
四
分

速
度
変
化

は
、
各

ピアノロール（デュオ＝アート.No.6551)に

おける各セクションの長さ（単位はmm)

主要部 中間部 再現部

650 588 777↓ 638 774 635 

730↓ 738↓ 869↓ 625 ~ り8
836↓ 

799↓ 

※上記の数値は伴奏部分の長さで計測した数値
（小数点以下は四捨五入）

※↓ = rit. で終了することを示した

【表4]

前奏

531 576 

536 575 

コーダ

492 

514↓ 

803 

知1;

【表5】 ピアノロール（デュオ＝アート， No.6551)に

おける各セクションの演奏時間（秒）

前奏 主要部 中間部 再現部 コーダ

10'8" 11'7" 13'2" 11'9" 15'8"↓ 12'9" 15'7" 12'9" 10'0" 

10'9" 11'7" 14'8"↓ 15'0"↓ 17'6"↓ 12'7" 闘 10'4"↓ 

17'0"↓ 16'3" 

16'2"↓ §翌：
※↓ = rit. で終了することを示した

そ
の
数
値
を
グ
ラ
フ
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
【
表

4
】
お
よ
び

【表

5
】

さ
を
演
奏
時
間
に
換
算
し
た
も
の
が
【
表

5
】
で
あ
る
。
ま
た

【図

2
】

こ
の
方
法
に
よ
り
【
表

4
】
の
各
セ
ク
シ
ョ
ン
の
ピ
ア
ノ
ロ
ー
ル
上
で
の
長

l(mm) 11 
2
8
5
 
(
t
J
;
)
 

+
 14
0
4
1
.
5
 

(mm) 
:::;: 0
.
0
2
0
3
 
(
t
J
;
)
 

1
 

(
t
J
;
)
 

11 
1
4
0
4
1
.
5
 

(mm) 
+
 28
5
 
(
l
P
)
 

係
は
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
も
の
と
な
る
。

北

4
9
.
3

(mm) 

の
数

ょ、
9
_
1
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奏
さ
れ
な
い
場
合
を
想
定
し
た
グ
ラ

れ
ら
の
部
分
が
リ
タ
ル
ダ
ン
ド
で
演

う
で
あ
る
。
【
図

3
】

は
、
仮
に
そ

理
由
の
み
に
よ
る
わ
け
で
は
な
い
よ

リ
タ
ル
ダ
ン
ド
で
終
了
す
る
と
い
う

の
部
分
の
演
奏
時
間
が
長
い
の
は
、

を
要
す
る
傾
向
に
あ
る
が
、
こ
れ
ら

で
終
了
す
る
部
分
は
全
体
的
に
時
間

斜
線
の
入
っ
た
、
リ
タ
ル
ダ
ン
ド

値
の
右
横
の
「
↓
」
は
、
そ
の
セ
ク
シ
ョ
ン
が
リ
タ
ル
ダ
ン
ド
で
終
了
す
る
こ

と
を
示
し
た
。

分

(
B
6
お
よ
び
コ
ー
ダ
4
)
は
、
こ
れ
ら
の
セ
ク
シ
ョ
ン
が
十
六
小
節
構
造
で

C
2
、
間
奏
、

C
3
、
B
4
、
コ
ー
ダ
2
)

を
示
し
た
。

十
六
小
節
構
造
の
部
分
で
あ
る
こ
と

は
、
リ
タ
ル
ダ
ン
ド
で
終
了
し
な
い

示
し
た
。
黒
塗
り
の
部
分
に
つ
い
て

ル
ダ
ン
ド
で
終
了
し
て
い
る
こ
と
を

は
、
こ
れ
ら
の
セ
ク
シ
ョ
ン
が
リ
タ

線
の
入
っ
た
部
分

(
B
2
、
C

1

は
な
い
こ
と
を
示
し
た
。
ま
た
、
斜

【図

2
】

晶
18.0 

16.0 

14.0 

12.0 

10.0 

8.0 

6.0 

4.0 

2.0 

0.0 

r; - ~ 
,.. ヽ り， レク ~ 

’ ;' ~ ~ ~ ~ ~ 
’ I ヽ ~ I ~ ~ ~ ~ Fコ＇

~ ~ りtク ~ ~ 
’ 'ヽ

I I 8 ~ ~ 8 ~ 
I ，， ク ~ 8~ I I ~ 
;ヽI' ~ ヽ ~ ¢ ク I ~ ~ 
ククり；ク I I り

I I I I I I I I I I I I I I 

の
グ
ラ
フ
に
お
い
て
、
塗
り
つ
ぶ
し
も
斜
線
も
入
っ
て
い
な
い
部

主 要部 中間部

【図 2】 【表 5】の数値をグラフ化したもの

晶
18.0 

16.0 

14.0 

12.0 

10.0 

8.0 

6.0 

4.0 

2.0 

0.0 

※模様の入った部分は仮説に則って変更した部分

【図 3] リタルダンドで終了しない場合の速度変化（仮説）

フ
で
あ
る
。
リ
タ
ル
ダ
ン
ド
で
終
了
す
る
部
分
の
値
を
削
除
し
、
そ
こ
に
は
該

当
の
セ
ク
シ
ョ
ン
の
残
り
の
部
分
の
平
均
値
を
そ
の
代
替
と
し
て
配
置
し
た
。

ま
ず

B
6
お
よ
び
コ
ー
ダ

4
に
つ
い
て
は
そ
も
そ
も
の
演
奏
さ
れ
る
小
節
数

が
異
な
る
こ
と
か
ら
除
外
し
て
考
え
る
と
し
て
、
残
り
の
部
分
の
速
度
変
化
に

終 i忌 巡 i忌迷 ,--i (N ,--i ベ LOc.--i ベ Ct;) "tj< 

戸,..., ,--i (N (N 
o:i o:i u u 総巳の寸 i忌 ~o:i o:i・: ぷ-~,ぶ，,ぷ

DJ:~~~~ 
巨 o:i o:i Ct;) Ct;) 

~~ 
I I 

j j j j 

再現部
n n n n 

1 ―「――l

塁詈詈晨患三乱 G8継巴の寸房轡呂呂尽尽尽-;:
III:~~~~ 

匡~~
~ ~ I 11 11 I l l l l 

主要部 中間部 再現部 nn n n 
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と
し
て
は
、

前
節
で
は
パ
デ
レ
フ
ス
キ
に
よ
る
シ
ョ
パ
ン
《
ワ
ル
ツ
作
品
三
四
の
一
》
演

奏
の
作
品
全
体
に
お
け
る
速
度
変
化
を
確
認
し
た
が
、
本
節
で
は
よ
り
細
か
な

単
位
で
あ
る
、

（二）

セ
ク
シ
ョ
ン
内
に
お
け
る
速
度
変
化
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

セ
ク
シ
ョ
ン
内
の
速
度
変
化

機
能
を
担
っ
て
い
る
と
い
え
る
。

く
、
全
体
の
中
で
も
最
も
演
奏
時
間
を
要
す
る
箇
所
と
な
っ
て
い
る
。

つ
い
て
は
以
下
の
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
全
体
的
な
傾
向

c
lに
始
ま
り
B
4
に
終
わ
る
中
間
部
分
で
は
、
他
と
比
べ
て
ゆ

っ
く
り
と
演
奏
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

コ
ー
ダ
は
基
本
的
に
速
い
速
度
で
演
奏

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
演
奏
の
中
で
最
も
特
徴
的
な
の
は
、

A
3
前
と
コ
ー
ダ

3

で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
セ
ク
シ
ョ
ン
で
は
そ
う
し
た
傾
向
か
ら
外
れ
る
だ
け
で
な

こ
こ
か
ら
は
こ
の
曲
の
演
奏
に
お
け
る
パ
デ
レ
フ
ス
キ
の
速
度
設
計
と
作

品
解
釈
の
片
鱗
が
垣
間
見
え
る
。
全
体
的
に
溌
剌
と
し
た
性
格
の
演
奏
の
中

で
、
中
心
主
題
「
A
前
」
は
次
第
に
濃
度
を
増
し
（
つ
ま
り
、
よ
り
時
間
を
か
け

て
演
奏
さ
れ
）
、
中
間
部
の
後
に
再
現
さ
れ
る
際
に
は
、
と
う
と
う
曲
全
体
の
中

の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
と
し
て
の
重
厚
感
を
も
っ
て
現
れ
る
。
そ
の
後
、
速
度
を

上
げ
て
フ
ィ
ナ
ー
レ
に
向
か
う
が
、
そ
の
途
中
、
突
如
と
し
て
回
想
的
に
曲
中

の
主
題
B
が
現
れ
（
コ
ー
ダ
3
)
、
そ
の
後
一
挙
に
終
結
す
る
。
こ
の
作
品
で
は
、

同
じ
セ
ク
シ
ョ
ン
が
何
度
も
繰
り
返
さ
れ
る
構
成
で
で
き
て
い
る
が
、
そ
れ
ら

が
繰
り
返
さ
れ
る
際
に
ほ
と
ん
ど
変
更
が
加
え
ら
れ
な
い
ま
ま
再
現
さ
れ
て
い

る
た
め
、
速
度
の
緩
急
の
操
作
が
、
曲
を
華
や
か
に
演
出
す
る
た
め
の
重
要
な

小
節
の
変
奏
の
形
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
次
の

【
譜
例
2
】
と
【
図
6
】
か
ら

(
1
)
 
で
は
各
セ
ク
シ
ョ
ン
に
お
け
る
速
度
変
化
の
傾
向
に
つ
い
て
、

(
2
)

で
は
そ
れ
ら
の
中
で
も
特
徴
的
な
速
度
変
化
が
み
ら
れ
る
箇
所
に
つ
い
て
、
順

に
論
じ
る
が
、
そ
の
際
、
各
セ
ク
シ
ョ
ン
ご
と
に
旋
律
部
分
の
譜
例
お
よ
び
各

小
節
の
計
測
値
と
そ
の
グ
ラ
フ
を
示
し
た
。
譜
例
に
は
「
＋
」
の
記
号
を
付
し

た
が
、
「
＋
」
で
示
し
た
箇
所
は
、
そ
の
小
節
で
演
奏
時
間
が
他
よ
り
長
め
に

使
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
た
。
ま
た
、
「
＋
＋
」
や
「
＋
＋
＋
」
は
、
「
＋
」

の
数
が
増
え
る
ご
と
に
速
度
の
遅
く
な
る
度
合
い
が
増
す
こ
と
を
示
し
た
。

の
主
題
が
徐
々
に
短
縮
さ
れ
な
が
ら
繰
り
返
さ
れ
る
よ
う
な
構
造
を
も
つ
。
【
譜

例
1
】
お
よ
び

節
目
で
か
な
り
長
い
時
間
が
取
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
が
、
演
奏
の
際
、

こ
れ
ら
の
部
分
で
は
フ
ェ
ル
マ
ー
タ
が
付
け
ら
れ
た
よ
う
な
、
最
終
音
が
引
き

延
ば
さ
れ
た
演
奏
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
【
図
5
】
か
ら
は
、
四
小
節
目
が

引
き
延
ば
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
も
の
の
、
そ
れ
ぞ
れ
四
小
節
ご
と
の
開
始
速
度

②
A
前
半
部
分

構
成
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
後
半
八
小
節
は
前
半
八
小
節
の
変
奏
で
あ
る
と

共
に
、
そ
れ
ら
各
八
小
節
も
、
そ
の
中
の
後
半
四
小
節
は
、
そ
の
前
の
前
半
四

A
前
半
部
分
は
【
表
7
】
の
よ
う
な
動
機
構
成
で
で
き
て
い
る
。
こ
の
動
機

に
は
あ
ま
り
差
異
が
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

一図
4
】
か
ら
は
、
こ
の
冒
頭
部
分
の
第
四
小
節
目
と
第
八
小

前
奏
部
分
は
【
表
6
】

①
前
奏
部
分

の
よ
う
な
動
機
構
成
で
で
き
て
お
り
、
冒
頭
四
小
節

(
l
)
各
セ
ク
シ
ョ
ン
に
お
け
る
速
度
変
化
の
傾
向
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セクション

前奏

【表6】 前奏部分の動機構成

動機構成

a + a'+ a/2 + a/ 4 + a/ 4 + a/ 4 x 5 

【譜例 l】 前奏部分

小節数

4+4+2+1+1+4 

土 t

9、、t,仕，,'~ ~ 冨匂;1f1lf'f 、 IJ~」ff旦 I#狂·

(mm) 

70 

60 

50 

40 

20 

10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

前奏［回 2al 331 5a.51 31.51 21.51 31.51 52.51 31.51 33.51 33.51 31.51 261 241 可
【図 4】 前奏部分の速度変化（縦軸 =mm、横軸＝セクション内の小節番号）

(mm) 

70 

60 

【表7】 A前半部分の動機構成

セクション 動機構成 小節数 調性

so 

40 

Al前 こ十 ~b + bl 4+4+4+4 

A2前 し十 ~b + b'}' 4+4+4+4 

A3前 二＋ゆ+b'}' 4+4+4+4 

41 

As 

As 

As 

30 

20 

10 

［図 5】 前奏部分の速度変化 (4小節単位、縦

軸 =mm、横軸 =4小節フレーズ内の

小節番号）



節
が
存
在
す
る
こ
と
が
わ
か
る
。

も
の
時
間
を
か
け
て
演
奏
さ
れ
た
小

節
フ
レ
ー
ズ
に
他
の
部
分
の
約
二
倍

二
回
目
の
演
奏
で
は
、
三
つ
目
の
四
小

ク
シ
ョ
ン
を
構
成
す
る
四
つ
の
フ
レ
ー

な
る
こ
と
、
そ
し
て
二
回
目
お
よ
び

度
変
化
の
パ
タ
ー
ン
が
そ
れ
ぞ
れ
異

ら
四
つ
の
フ
レ
ー
ズ
そ
れ
ぞ
れ
は
速

b
'
)
 ｀
）
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
こ
れ

の
加
え
ら
れ
た
も
の

(
b
+
b
'

＋（
b

+

 

ズ
は
、
い
ず
れ
も
同
じ
動
機
に
変
化

ま
た
【
図

7
】
か
ら
は
、
こ
の
セ

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

で
非
常
に
時
間
を
か
け
て
演
奏
さ
れ

二
回
目
と
三
回
目
に
は
第
十
小
節
目

か
ら
第
十
小
節
目
に
か
け
て
、

特
に

て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
第
八
小
節
目

で
各
小
節
の
演
奏
時
間
が
長
く
な
っ

返
さ
れ
る
ご
と
に
ほ
と
ん
ど
の
部
分

起
こ
っ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、
繰
り

緩
急
が
、
各
回
で
ほ
ぽ
同
じ
部
分
で

は
、
三
回
の
演
奏
に
お
け
る
速
度
の

＋
 

【譜例 2】 A前半部分

＋ ＋ 

孟化，'~;」~汀臼 ~l I~: 旦
＋ 

＋
＋
 

和
一
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―Al前
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Al前
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1 2 

冒【図 6】

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

三三I::. 三I37: らI..:;1 ::1,::1 :: 三I::〗三 I 翌三 I 33: 三I::::133: 三I三：I , 芦
A前半部分の速度変化（縦軸 =mm、横軸＝セクション内の小節番号）
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か
る
。
ま
た
、

B
1
、
B
3
、
B
5
の
部
分
に
変

要
す
る
時
間
が
大
幅
に
増
加
し
て
い
る
こ
と
が
わ

10
】
か
ら
は
、
最
後
の
フ
レ
ー
ズ
の
み
、
演
奏
に

小
節
が
続
く

(
B
2
,
B

4

 ̀

 
B
6
)

。
【
譜
例
4
】
と
【
図

が
加
え
ら
れ
た
形

(
d
'

＋

d
'

＋

d
;

＋
 
e) 
の
十
六

の
部
分

(
B
l
,
B
3
,
 B
5
)

の
後
に
は
、
そ
れ
に
変
奏

機
で
構
成
さ
れ
て
お
り

(

d

+

d

+

d

+

e)
、
こ

き
て
い
る
。

B
部
分
の
十
六
小
節
は
二
つ
の
動

B
部
分
は

【表
9

】

の
よ
う
な
動
機
構
成
で
で

④
B
部
分

こ
と
が
わ
か
る
。

フ
レ
ー
ズ
の
基
本
的
な
速
度
が
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る

し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
ら
四
回
の
四
小
節

四
小
節
毎
の
速
度
が
ほ
と
ん
ど
同
じ
割
合
で
推
移

ま
た
【
図
9
】
か
ら
は
、

四
拍
目
を
除
い
て
、

の
緩
急
の
傾
向
が
似
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

れ
て
演
奏
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
各
回
の
速
度

い
た
音
の
含
ま
れ
る
偶
数
小
節
で
時
間
が
か
け
ら

後
半
部
分
で
は
非
常
に
規
則
的
に
、
装
飾
音
の
つ

を
と
る
。
【
譜
例

3
】
と

【図

8
】

A
後
半
部
分
は

③
A
後
半
部
分【表

8
】

か
ら
は
、

A
 

の
よ
う
な
動
機
構
成

(mm) 
90・ 

(mm) 
80 

70 

60 

(mm) 
so 

40 

30 

20 

10 

―Al前1

年ぶ芍Al前2

50 

30 

20 

10 

―A2前1

¢注ゆA2前2

80 

70 

60 

30 

20 

10 

―Al前4

2 3 

-A3前1

⇔訟⇔A3前？

―A3前3

-A3前4―A2前4， 
3 

【図 7】 A前半部分の速度変化 (4小節単位、縦軸=mm、横軸 =4小節フレーズ内の小節番号）

【表8】 A後半部分の動機構成

セクション 動機構成 小節数 調性

Al後 c+c'+c+c' 4+4+4+4 As 

A2後 c+c・+c+c' 4+4+4+4 As 

A3後 c+c'+c+c' 4+4+4+4 As 

【譜例 3】 A後半部分

＋ 
+ + + + 

1/1凰贔予応砂：^．
※実際にはスラーやスタッカートのようなアーティキュレーションを示す記号が施されているが、

ここでは繰り返し記号を用いた簡易的な譜例を用いたため、アーティキュレーション記号につ

いては省略した

和 n廿

43 



A1後

A2後

A3後

(mm) 
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30 
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【図 8】
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3 4 5 6 7 8 

28.5 33 31 34 27 5 56 

30 33 5 32 5 34 28 64 5 

35 40.5 36.5 39 37 49 

―Al後―A2後―A3後
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， 10 11 12 13 

35 30 32 31 5 31 5 

35 34 30 5 37.5 33 5 

37 37 5 34 39 40 

14 15 

33 29 5 

39.5 33 

43 5 37 

A後半部分の速度変化（縦軸=mm、横軸＝セクション内の小節番号）

60 

so 

40 

30 
~｀~ 

―"●9 ― A2複1 I I I I _., 蘊9
松叫畑A2櫨2

210 0 j---・-・・・・-・・・・ 一•一.............. 一•一..........一•••••• ••一• ••一·--~―~A.匹3役4
--AAA lll 複直蘊4 2 3 21 0 0 4'7埠?

― A2後4

【図 9】 A後半部分の速度変化 (4小節単位、縦軸=mm、横軸=4小節フレーズ内の小節番号）

【表9】 B部分の動機構成

セクション 動機構成 小節数 調性

B 1 d+d+d+e 4+4+4+4 As 

B2 d'+d'+d'+e 4+4+4+4 As 

B3 d+d+d+e 4+4+4+4 Des 

B4 d'+d'+d'+e 4+4+4+4 Des 

B5 d+d+d+e 4+4+4+4 As 

B6 d'+d'+d'+e 4+4+4+4 As 

16 

43 

46 5 

42 

44 



［譜例 4】 B部分

§ 均： r_J~J) JJJ I菜JI「;J二F↑i~ 一「;~
＋
＋
 ＋ 

+
＋
+
 sua ____________________________________ _ 

ふり，•~j f二塁芹名~lt、 fff~rrii1{~ile:~~f'~tll

(mm) 
60 

so 

40 

30 

20 

10 

゜

一Bl

'辻~・..●・・・・B3

""""'"● "'BS 

1 2 3 4 5 

2 3 4 5 

B 1 41 34.5 33 29.5 35.5 

83 44 38 40 35 39 

85 37.5 36.5 36 37 36 

6 7 8 ， 10 11 12 13 14 15 16 

6 7 8 ， 10 11 12 13 14 15 16 

37 35 34 5 36 36 36 38.5 39.5 38 47 37 

38 35.5 34 39.5 36 37 5 39 5 46.5 43 55 38 

37 36 37 35 40 40 37 48.5 45 5 55 40.5 

【図10】 B部分の速度変化 (Bl,B3, B5) (縦軸 =mm、横軸＝セクション内の小節番号）
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【図11】 B部分の速度変化 (B2,B4, B6) (縦軸 =mm、横軸＝セクション内の小節番号）

【表10】 C部分の動機構成

セクション 動機構成 小節数 調性

C 1 止:.,g+二 4+4+4+4 Des 

C2 f.±..g+L±Ji 4+4+4+4 Des 

C3 止:_g+f..±.1i 4+4+4+4 Des 

※ただし、 C2およびC3は伴奏部のみClとは若干異なる

（表11】 間奏部分の動機構成

セクション I 動機構成 1 小節数 I 調性

間奏 I i + i/2 + i/2 + i'+ i'/2 + i'/2 I 4+2+2+4+2+2 I (b ?) 
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［譜例 5】 c部分

＋
 --＼ 

、_,

戸 ~ 臼 f$ 
~ ~ 

声 笠丘
土---~-

臼
t
 

臼 饂
1111111) 

100 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

Cl 

ー "(2

C3 

10 13 15 16 

Cl 

C2 

C3 

1
-
7
0
一
釦
一
叩

2 

53 

45.5 

47 

3 

58 

55.5 

49.5 

4
-
4
1
戸
一
坦

5
-
3
9
-
3
9
-
3
7
 

6 

45.5 

42.5 

48 

7 

41 

42 

45.5 

8
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15 

55.5 

65 

72 
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【図12】 c部分の速度変化（縦軸 =mm、横軸＝セクション内の小節番号）

間
奏
部
分
は
【
表
11
】

7
 

のょ

4

ド
し
て
演
奏
を
終
え
て
い
る
。

最
後
に
は
大
き
く
リ
タ
ル
ダ
ン

開
始
し
、
そ
の
後
速
度
を
増
し
、

⑥
間
奏
部
分

奏
に
お
い
て
も
、
ゆ
っ
く
り
と

と
が
わ
か
る
。
何
れ
の
回
の
演

形
は
非
常
に
近
似
し
て
い
る
こ

る
こ
の
部
分
の
速
度
変
化
の
波

12
】
か
ら
は
、
三
度
登
場
す

f
+
 h)
、
【
譜
例

5
】

と
【
図

構
成
さ
れ
て
い
る
が

(
f
+
g
+

に、

C
部
分
は
三
つ
の
動
機
で

【表
10】

か
ら
わ
か
る
よ
う

⑤

c部
分

る。 さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き

B
4
で
極
端
に
リ
タ
ル
ダ
ン
ド

り
、
こ
こ
か
ら
は

B
2
お
よ
び

【図
11】

の
よ
う
な
も
の
で
あ

B
6
の
各
部
分
の
速
度
変
化
は

奏
の
加
わ
っ
た

B
2
、
B
4
、



【譜例 6】 間奏部分
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［図13) 間奏部分の速度変化（縦軸 =mm、横軸＝セクション内の小節番号）

15

祠
16

司

(m m) 

100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

［図14)

＼ 

＿前半

―,_l麦半

1 2 3 4 5 6 7 8 

間奏部分の速度変化 (8小節単位、縦軸 =mm、

横軸 =8小節フレーズ内の小節番号）

四
小
節
目
が
二
度
繰
り
返
さ
れ
る
際
と
後
半
の
第
十

よ
う
に
繰
り
返
さ
れ
る
際
（
つ
ま
り
、
前
半
部
分
の

何
れ
の
場
合
に
お
い
て
も
、
同
じ
部
分
が
エ
コ
ー
の

と
後
半
八
小
節
は
近
似
し
た
速
度
で
開
始
す
る
が
、

(
i
+
i
¥
2

+

i
¥
2
+
i
.

＋
 i'
/
 ̀2

+

i
v
、2

)
。
こ
の
前
半
八
小
節

そ
の
後
半
部
分
が
二
度
繰
り
返
さ
れ
る
構
造
を
も
っ

小
節
は
、
は
じ
め
に
四
小
節
の
動
機
が
示
さ
れ
た
後
、

小
節
は
前
半
八
小
節
の
変
奏
で
あ
り
、
そ
の
前
半
八

小
節
は
―
つ
の
動
機
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
後
半
八

う
な
動
機
構
成
で
で
き
て
い
る
。
間
奏
部
分
の
十
六
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る
こ
と
が
こ
の
表
か
ら
読
み
取
れ
る
。

ン
ポ
か
ら
一
転
、
遅
い
速
度
で
演
奏
さ
れ
、
ま
た
そ
れ
ま
で
の
コ
ー
ダ
部
分
と

摘
し
て
お
き
た
い
。
【
表
12
】
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、

コ
ー
ダ
は
各
十
六
小

十
二
小
節
目
が
二
度
繰
り
返
さ
れ
る
際
）
、
徐
々
に
速
度
が
緩
む
こ
と
が
、
【
譜
例

6
】
お
よ
び

⑦
コ
ー
ダ
部
分

コ
ー
ダ
部
分
に
つ
い
て
は
、

【図
16】

コ
ー
ダ
部
分
全
体
に
つ
い
て
の
み
、
簡
単
に
指

節
か
ら
成
る
三
つ
の
部
分
と
最
後
に
曲
を
閉
じ
る
十
三
小
節
の
部
分
で
構
成
さ

れ
て
い
る
が
、
そ
の
前
半
部
分
に
あ
た
る
コ
ー
ダ
ー
と
コ
ー
ダ

2
に
つ
い
て

は
、
ほ
ぽ
一
定
の
速
度
が
保
た
れ
て
い
る
こ
と
が
、
【
図
15
】
か
ら
読
み
取
れ
る
。

六
一
小
節
に
も
わ
た
る
長
い
コ
ー
ダ
の
中
で
突
如
と
し
て
、
主
題

B
の
一
部
が

現
れ
る
コ
ー
ダ

3
は
、
そ
れ
ま
で
の
コ
ー
ダ
部
分
に
入
っ
て
か
ら
の
急
速
な
テ

は
異
な
り
、
こ
の
十
六
小
節
間
に
は
速
度
に
緩
急
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
次
の

は
、
コ
ー
ダ

3
の
十
六
小
節
の
速
度
変
化
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
主
題

B
の
一
部
が
回
想
的
に
ゆ
っ
た
り
と
演
奏
さ
れ
る
。
は
じ
め
八

小
節
の
フ
レ
ー
ズ
が
奏
さ
れ
た
後
、
同
じ
フ
レ
ー
ズ
が
一
オ
ク
タ
ー
ヴ
低
い
音

域
で
繰
り
返
さ
れ
る
。
そ
れ
ら
二
度
と
も
、
各
フ
レ
ー
ズ
の
入
り
の
部
分
に
は

少
し
時
間
が
か
け
ら
れ
る
が
、
そ
の
後
は
比
較
的
一
定
の
速
度
が
保
た
れ
て
い

以
上
、
そ
れ
ぞ
れ
の
部
分
に
お
け
る
速
度
変
化
の
特
徴
を
見
て
き
た
が
、
各

部
分
の
特
徴
に
も
増
し
て
よ
り
興
味
深
い
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
主
題
が
繰
り
返

さ
れ
る
際
、
多
く
の
場
合
、
同
一
箇
所
で
「
た
め
」
た
り
、
あ
る
い
は
逆
に
「
速

【図
13
】
と
【
図
14
】
か
ら
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

【表12】 コーダ部分の動機構成

セクション 動機構成 小節数 調性

コーダ l i.±i+ i.±i 4+4+4+4 As 

コーダ 2 k + k + k + k'+ k"/2 + k"/2 + k"/2 + k"/2 + l 2+2+2+2+1+1+1+1+4 As 

コーダ 3 fL±.ill + ff. ユ 4+4+4+4 As 

コーダ4 （和音のみ） + d'/2 + d'/2 + d"/2十カデンツ 3+2+2+4+2 As 

＇ m
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珀
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0
1
0

゜I 2 3 ヽ5 ヽ7191011!1131、LS16 11 11 19 M 21ね 2314 25 26 27 21 29 30 31 32 33 34 35 36 37 3a 39 40 U 42 43 44 4S -16 47嶋 C 50 51 52 53 Sヽ S556 57 5'S9 60 61 

【図15】 コーダ全体の速度変化（縦軸 =mm、横軸＝コーダ内の小節番号）
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異
な
る
速
度
の
変
化
の
傾
向
が
確
認

フ
レ
ー
ズ

4
に
お
い
て
、
通
常
と
は

の
フ
レ
ー
ズ

4
、
二
回
目
の
演
奏
(
A

2
前
）
の
フ
レ
ー
ズ

3
、
三
回
目
の

演
奏

(
A
3
前）

の
フ
レ
ー
ズ

3
と

あ
る
が
、
一
回
目
の
演
奏

(
A
1
前）

お
け
る
速
度
変
化
を
示
し
た
も
の
で

の
、
四
小
節
単
位
の
フ
レ
ー
ズ
内
に

例
え
ば
【
表
13
】
は

A
前
半
部
分

ら
れ
る
部
分
が
存
在
す
る
。

で
こ
れ
に
準
じ
な
い
速
度
変
化
が
み

（
短
↓
長
）
。
だ
が
、
幾
つ
か
の
箇
所

る
（
長
短
長
短
）
、
③
リ
タ
ル
ダ
ン
ド

②
二
小
節
単
位
の
緩
急
が
付
け
ら
れ

(mm) 

80 

70 

60 

so 

40 

30 

20 

10 

゜ 4
 

10 11 12 13 14 15 16 

く
」
演
奏
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
【
図

8
】
、
【
図
10
】
、
【
図
11
】
、
【
図

12
】
そ
れ
ぞ
れ
に
お
け
る

3
本
の
線
の
波
形
が
か
な
り
近
似
し
て
い
る
こ
と
か

ら
確
認
で
き
る
。

さ
て
、
こ
の
ワ
ル
ツ
の
演
奏
で
は
、
特
徴
的
な
速
度
変
化
の
み
ら
れ
る
箇
所

が
存
在
す
る
。
通
常
、
ご
く
一
般
的
な
四
小
節
単
位
の
フ
レ
ー
ズ
が
演
奏
さ
れ

る
際
に
は
、
次
の
よ
う
な
演
奏
所
要
時
間
配
分
が
行
わ
れ
る
ぶ
3
フ
レ
ー
ズ
の

開
始
時
点
で
よ
り
多
く
時
間
を
要
し
て
そ
の
後
徐
々
に
加
速
す
る
（
長
↓
短
）
、

(
2
)
特
徴
的
な
速
度
変
化
の
み
ら
れ
る
箇
所

【図16】 コーダ 3の速度変化（縦軸 =mm、横軸＝セクション

内の小節番号）

［表13】 4小節フレーズ内での減速と加速 (A前半部分）

フレーズl フレーズ2 フレーズ3 フレーズ4

[I] 2 3 田 5 6 7 国田 10 11 12 13 回⑮

ヽク~→ ~ →ク、
田 2 3 [TI 5 6 □ [fil 9 ⑭ 

~,,,,,, ククヽ~

田 2 3 4 囚 6 [I]囚円 ⑲

、、,,,.;,,,,,,,, ~ 
※数字＝小節番号

匿＝フレーズの中で長い時間を要する箇所

屠 ＝フレーズの中で特に長い時間を要する箇所

、＝加速

ク＝減 速

Al 
rヽ

月lj

16 

A 2 
11 12 13 14 15 16 

A3 
rヽ

削

11 12 訓回
ク、~

13 16 

50 



15
】
)
で
も
確
認
で
き
る
。

分
の
フ
レ
ー
ズ

2
と
フ
レ
ー
ズ

4
(
【表

ン
の
フ
レ
ー
ズ

2
(
【表
14
】
)
や
間
奏
部

ゆ
が
め
ら
れ
た
」
箇
所
は
、

C
セ
ク
シ
ョ

同
様
の
「
テ
ン
ポ
を
、
何
ら
か
の
形
で

い
る
箇
所
と
い
え
る
。

．．
 4
 

ー表

フ
レ
ー
ズ

4
が
ル
バ
ー
ト
の
用
い
ら
れ
て

．．
 

が
、
三
回
目
の
演
奏
で
は
フ
レ
ー
ズ

3
と

4
が
、
二
回
目
の
演
奏
で
は
フ
レ
ー
ズ

3

つ
ま
り
、

一
回
目
の
演
奏
で
は
フ
レ
ー
ズ

て
い
る
」
）
に
該
当
す
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

を
、
何
ら
か
の
形
で
ゆ
が
め
る
こ
と
を
意
味
し

は
フ
レ
ー
ズ
全
体
に
つ
い
て
の
厳
密
な
テ
ン
ポ

は

―
つ
ま
た
は
そ
れ
以
上
の
音
符
、
あ
る
い

れ
た
内
容
（
「
現
在
の
使
い
方
で
は
ル
バ
ー
ト

事
典
』

の
「
ル
バ
ー
ト
」
の
項
目
に
書
か

さ
に
『
ニ
ュ
ー
グ
ロ
ー
ヴ
世
界
音
楽
大

長
い
時
間
を
用
い
た
部
分
、
こ
れ
が
ま

こ
う
し
た
通
常
と
は
異
な
る
箇
所
に

が
使
わ
れ
て
い
る
）
。

い
は
―
一
小
節
目
と
三
小
節
目
に
よ
り
長
い
時
間

で
き
る
（
フ
レ
ー
ズ
内
の
二
小
節
目
、
あ
る

4小節フレーズ内での減速と加速 (C部分）

フレーズl フレーズ2 フレーズ3 フレーズ4

工 2
 

田 4
 

5
 

6
 

7
 

8
 ，
 

10 11 12 13 回 1回直圏
Cl 

C2 

ヽヘ
I I I 

w m
 

2
 

4
 

ヽ~~

，，，，，ヽ
5
 

ヽヽ亨

6
 

7
 

8
 

ヽ
ヽ~

、~1~—• 

，
 

10 11 門
~,、~

12 13 14 

工 2
 m
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 ，
 

10 11 12 13 回 1回直月
C3 
、,,;,~

※数字＝小節番号

戸＝フレーズの中で長い時間を要する箇所

、＝加速 ‘‘~＝やや加速
ク＝減速 ,--• =やや減速

ク ヽ ー
【表15】 4小節フレーズ内での減速と加速（間奏部分）

フレーズl フレーズ2 フレーズ3 フレーズ4

ー 2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 ，
 

10 11 12 13 14 固 I⑯

間奏、~ —~I'-. ヘ
※数字＝小節番号

屋召＝フレーズの中で長い時間を要する箇所

匿 ＝フレーズの中で特に長い時間を要する箇所

、＝加速

，，，，，，＝減速
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ン
ド
奏
法
）
を
模
し
た
奏
法
で
演
奏
し
て
い
る
。

デ
レ
フ
ス
キ
は
こ
れ
ら
の
部
分
を
、
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
等

（泣）

の
弦
楽
器
の
ポ
ル
タ
メ
ン
ト
奏
法
（
あ
る
い
は
グ
リ
ッ
サ

く
と
い
う
共
通
の
特
徴
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
、
パ

か
、
三
度
音
程
の
音
の
跳
躍
と
そ
の
後
下
降
音
型
が
続

て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
六
度
の
重
音
で
演
奏
さ
れ
る
ほ

が
か
け
ら
れ
て
お
り
、
速
度
の
ゆ
が
み
が
も
た
ら
さ
れ

か
に
四
小
節
フ
レ
ー
ズ
の
途
中
に
あ
た
る
部
分
で
時
間

【譜例 7】 A前半部分の 3つ目のフレーズ (2小節目が長く演奏される）

盆喜ト・ l吋 ~~f」~ 一
●
一
夏 年

る
。
だ
が
、
【
譜
例

7
】
か
ら
【
譜
例

9
一
は
、
明
ら

部
分
が
エ
コ
ー
の
よ
う
に
繰
り
返
さ
れ
る
部
分
で
あ

――――― 

【譜例 8】 A前半部分の 4つ目のフレーズ (2,3小節目が長く i演奏される）

和 さ;q#~ ~if~~FF I~ ~ ~ 

い
。
こ
れ
ら
は
、
そ
の
前
の
四
小
節
フ
レ
ー
ズ
の
後
半

了ゴ

【譜例 9】 c部分の 2つ目のフレーズ (2.3小節目が長く演奏される）

和 I ;qふjI~ ~ ~I~jd I~: ぷ,II 

ダ
ン
ド
さ
れ
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ
な

に
つ
い
て
は
、

ル
バ
ー
ト
と
い
う
よ
り
も
単
に
リ
タ
ル

あ
る
だ
ろ
う
か
。

以
上
の
特
徴
的
な
速
度
変
化
が
み
ら
れ
る
箇
所
、

つ
ま
り
ル
バ
ー
ト
が
用
い

ら
れ
た
箇
所
（
【
譜
例
7
】
か
ら
【
譜
例
11
】
の
該
当
箇
所
）
に
は
何
か
共
通
点
は

こ
れ
ら
に
共
通
す
る
の
は
、
何
れ
も
六
度
音
程
の
重
音
で
奏
さ
れ
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
う
ち
、
【
譜
例
10
】
と
【
譜
例
11
】
の
間
奏
部
分

【譜例10】 間奏部分の 2つ目のフレーズ (2.3小節目が長く演奏される）

孟 ~I,喜・・ jl」」I I ;t j I;」~ I り ~;t ＿―――― 

【譜例11】 間奏部分の 4つ目のフレーズ (3小節目が長く演奏される）

盆;~ レ店・・ 」IJ J1JJI 」!d I~lt1'~ 石；軋~!

(
-
―
-
）
ル
バ
ー
ト
に
よ
っ
て
「
盗
ま
れ
た
」
時
間
は
取
り
戻
さ
れ
る
か

(
-
）
お
よ
び
（
二
）
で
は
、
作
品
全
体
に
お
け
る
各
セ
ク
シ
ョ
ン
の
速
度

変
化
、
そ
し
て
各
セ
ク
シ
ョ
ン
内
に
お
け
る
速
度
変
化
を
確
認
し
た
が
、
本
節

で
は
、
ル
バ
ー
ト
に
よ
っ
て
「
盗
ま
れ
た
」
時
間
は
取
り
戻
さ
れ
る
の
か
、
も

し
取
り
戻
さ
れ
る
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
ど
の
よ
う
な
枠
組
み
の
中
で
取
り
戻
さ
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た
箇
所
の
位
置
を
確
認
し
た
が
、
こ
れ
ら
ル
バ
ー
ト
の
用
い
ら
れ
た
箇
所
で
は
、

他
の
部
分
と
何
ら
か
の
速
度
の
均
衡
が
保
た
れ
て
い
る
か
、
に
つ
い
て
確
認
し

【園

17】

た
い
。

の
A
1
前、

A
2
前、

A
3
前
の
セ
ク
シ
ョ
ン
の
八
小
節
単
位
の

値
を
確
認
す
る
と
、
こ
れ
ら
十
六
小
節
の
セ
ク
シ
ョ
ン
の
前
半
部
分
と
後
半
部

前
節
で
は
テ
ン
ポ
の
ゆ
が
め
ら
れ
た
箇
所
、
つ
ま
り
ル
バ
ー
ト
の
用
い
ら
れ

J

と
を
示
し
て
い
る
。

ー
ト
ル
）
が
示
さ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
グ
ラ
フ
の
長
さ
が
縦
に
長
け
れ
ば
長

言
及
す
る
際
、
「
ア
ッ
チ
ェ
レ
ラ
ン
ド
の
間
に
減
っ
た
音
符
の
長
さ
は
、
必
ず

し
も
リ
タ
ル
ダ
ン
ド
の
間
に
取
り
戻
せ
る
も
の
で
は
な
い
。
失
わ
れ
た
も
の
は

(23) 

失
わ
れ
た
ま
ま
と
な
る
。
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
果
た
し
て
彼
自
身
の
演
奏
に

お
い
て
ル
バ
ー
ト
の
用
い
ら
れ
た
箇
所
で
は
、
増
減
し
た
音
価
を
ど
こ
か
で
補

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
【
図
17
】
を
用
い
て
確
認
し
た
い
。
【
図
17
】
は
、
各

四
小
節
、
八
小
節
、
十
六
小
節
各

(24
)
 

単
位
の
計
測
値
を

1
つ
の
図
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
《
ワ
ル
ツ
作
品
三
四

の
一
》
の
場
合
、

ヽ
行
‘

-
l
J
直

B
6
と
コ
ー
ダ

4
を
除
く
全
て
の
セ
ク
シ
ョ
ン
が
十
六
小
節

構
造
で
で
き
て
い
る
こ
と
か
ら
、
各
部
分
の
所
要
時
間
と
演
奏
速
度
の
推
移
を

こ
の
図
か
ら
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
横
軸
は
曲
の
進
行
に
沿
っ
て
左
か
ら
右

に
セ
ク
シ
ョ
ン
名
が
、
縦
軸
は
ピ
ア
ノ
ロ
ー
ル
上
で
の
長
さ
（
単
位
は
ミ
リ
メ

い
ほ
ど
、
そ
の
間
に
要
し
た
時
間
は
長
い
こ
と
を
意
味
し
、
演
奏
速
度
は
遅
い

小
節
の
長
さ
を
計
測
し
た
の
ち
、

完
す
る
こ
と
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

れ
る
の
か
、
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。
パ
デ
レ
フ
ス
キ
は
ル
バ
ー
ト
に
つ
い
て

分
に
は
均
衡
が
保
た
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
細
か
な
単
位
で
あ
る

四
小
節
単
位
の
値
を
確
認
す
る
と
、

が
非
常
に
大
き
い
こ
と
か
ら
、
そ
の
部
分
が
含
ま
れ
る
四
小
節
の
値
が
大
き
い

も
の
と
な
っ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
そ
れ
に
続
く
四
小
節
（
セ
ク
シ
ョ
ン
中
の
十
三

ー
十
六
小
節
）

A
2
前
と

A
3
前
で
は
第
十
小
節
目
の
値

の
値
が
他
の
四
小
節
フ
レ
ー
ズ
と
比
較
し
て
小
さ
く
な
っ
て
い

る
こ
と
が
わ
か
る
。

つ
ま
り
、
こ
こ
に
は
ル
バ
ー
ト
の
「
盗
ま
れ
た
」
時
間
が

取
り
戻
さ
れ
る
原
理
が
働
い
て
お
り
、

セ
ク
シ
ョ
ン
内
三
つ
目
の
四
小
節
が
余

分
に
所
要
時
間
を
確
保
し
た
分
、
最
後
の
四
小
節
が
調
整
弁
の
機
能
を
果
た
し

て
短
時
間
で
演
奏
さ
れ
て
お
り
、

八
小
節
単
位
の
前
楽
節
と
後
楽
節
の
間
に
は

均
衡
が
保
た
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
【
表
3
】
に
も
示
し
た
と
お
り
、
こ
の

A

前
半
部
分
内
の
b

と
b
'

は
呼
応
関
係
に
あ
り
、
三
つ
目
の
四
小
節

(
b
)

分
に
要
し
た
時
間
を
、
そ
の
ペ
ア
で
あ
る
最
後
の
四
小
節
(
b
'
)

で
取
り
戻
し
た
、

と
い
え
る
。

A
1
前
セ
ク
シ
ョ
ン
の
場
合
に
は
、
特
別
大
き
な
値
を
も
つ
小
節

は
な
い
た
め
そ
れ
ほ
ど
顕
著
で
は
な
い
も
の
の
、

八
小
節
単
位
の
値
を
確
認
す

る
と
、
こ
こ
で
も
例
外
な
く
同
様
の
仕
組
み
が
当
て
は
ま
る
こ
と
が
わ
か
る
。

次
に

C
部
分
に
つ
い
て
も
確
認
し
て
み
た
い
。

C
1
、

で
余

C
2
、
C
3
各
セ
ク

シ
ョ
ン
の
八
小
節
単
位
の
値
か
ら
は
、

C
1
で
は

A
前
半
部
分
と
同
様
の
こ
と

が
当
て
は
ま
る
も
の
の
、

C
2
と
C
3
で
は
、
前
楽
節
と
後
楽
節
の
値
に
は
か

な
り
開
き
が
あ
る
。

C
2
お
よ
び

C
3
は
セ
ク
シ
ョ
ン
最
終
部
分
で
大
き
く
減

速
し
て
終
了
し
て
い
る
。
ま
た
、
間
奏
部
分
に
つ
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
い
え

る
。
こ
こ
か
ら
、

C
2
、
C
3
、
間
奏
部
分
の
よ
う
な
大
き
な
リ
タ
ル
ダ
ン
ド

で
終
了
す
る
場
合
に
は
、
「
盗
ま
れ
た
」
時
間
が
取
り
戻
さ
れ
る
原
理
は
当
て
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【図17】 パデレフスキによるショパン《ワルツOp.34-1》演奏の速度分布
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り
）
、
た
と
え
そ
の
一
部
で
よ
り
長
く
時
間
を
使
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
八
小

以
上
の
こ
と
か
ら
、
パ
デ
レ
フ
ス
キ
に
よ
っ
て
演
奏
さ
れ
た
《
ワ
ル
ツ
作
品

三
四
の
一
》
の
こ
の
演
奏
か
ら
は
、

組
み
は
、
セ
ク
シ
ョ
ン
内
の
各
八
小
節
の
前
楽
節
と
後
楽
節
の
均
衡
が
取
ら
れ

る
形
で
行
わ
れ
る
が
、
そ
の
セ
ク
シ
ョ
ン
が
リ
タ
ル
ダ
ン
ド
さ
れ
て
終
了
す
る

場
合
に
は
そ
の
限
り
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
う
し
た
原
理
が
一
般
原
則

と
い
え
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
今
後
、
他
の
演
奏
に
お
い
て
も
同
様
の
分
析

本
稿
で
行
っ
た
分
析
か
ら
は
、

の
三
点
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

士
口
五
口

糸ーー
11

n
 

は
ま
ら
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

ル
バ
ー
ト
に
よ
る
時
間
の
貸
し
借
り
の
仕

ル
バ
ー
ト
に
よ
る
速
度
変
化
に
つ
い
て
、
次

つ
ま
り
、
①
あ
る
セ
ク
シ
ョ
ン
が
繰
り
返
さ
れ

る
際
、
そ
の
演
奏
速
度
が
遅
く
な
る
と
い
っ
た
傾
向
が
み
ら
れ
る
も
の
の
、
そ

こ
に
は
か
な
り
明
確
な
意
図
を
も
っ
た
速
度
設
計
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
②

あ
る
セ
ク
シ
ョ
ン
が
繰
り
返
さ
れ
る
際
、
全
体
的
な
速
度
が
変
化
す
る
場
合
に

お
い
て
も
、
同
一
箇
所
で
同
一
程
度
の
速
度
変
化
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
（
つ

ま
り
、
重
点
の
置
か
れ
る
場
所
に
は
、
演
奏
が
繰
り
返
さ
れ
る
場
合
に
も
同
じ
く
重
点

が
置
か
れ
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
）
、
R
呼
応
関
係
に
あ
る
旋
律
同
士
に
は
ほ
ぼ
同

じ
演
奏
時
間
が
割
か
れ
て
お
り
（
二
つ
の
呼
応
す
る
旋
律
に
は
均
衡
が
保
た
れ
て
お

節
間
の
間
に
余
分
に
使
っ
た
時
間
は
取
り
戻
さ
れ
る
こ
と
、

を
行
う
こ
と
で
検
証
す
る
必
要
が
あ
る
。

で
あ
る
。
た
だ
し
、

③
に
つ
い
て
は
、
最
後
が
リ
タ
ル
ダ
ン
ド
さ
れ
て
終
了
す
る
場
合
に
は
、
そ
の

に
」
ル
バ
ー
ト
を
用
い
た
か
、

に
つ
い
て
大
き
な
示
唆
が
得
ら
れ
る
に
違
い
な

本
稿
で
提
起
し
た
ル
バ
ー
ト
に
よ
る
演
奏
速
度
の
補
完
関
係
の
有
無
に
つ
い

て
は
、
こ
こ
で
取
り
扱
う
ひ
と
つ
の
演
奏
の
デ
ー
タ
の
み
を
用
い
て
何
ら
か
の

方
向
に
結
論
づ
け
る
こ
と
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
で
き
な
い
。
だ
が
、
こ
の

よ
う
な
実
際
の
演
奏
の
分
析
を
積
み
重
ね
る
こ
と
で
、
当
時
の
人
々
が
「
い
か

い
。
本
稿
は
、
そ
う
し
た
ル
バ
ー
ト
分
析
の
手
法
を
模
索
し
た
も
の
で
あ
る
。

主一＿―-ロ(
l
)

ロ
バ
ー
ト
・
ド
ニ
ン
ト
ン
「
ル
バ
ー
ト
」
「
ニ
ュ
ー
・
グ
ロ
ー
ヴ
世
界
音
楽
大
事
典
』

講
談
社
(
-
九
九
三
）
第
二
十
巻
、
六
三
ペ
ー
ジ
。

(
2
)
 
C.P.E. バ
ッ
ハ
、
東
川
清
一
訳
『
正
し
い
ク
ラ
ヴ
ィ
ー
ア
奏
法
（
第
一
部
）
』
全

音
楽
譜
出
版
社
（
二

0
0
0
)
、
一
九
0
ペ
ー
ジ
。

(
3
)

レ
オ
ポ
ル
ド
・
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
、
塚
原
哲
夫
訳
『
バ
イ
オ
リ
ン
奏
法
j

全
音
楽

譜
出
版
社
(
-
九
七
四
）
、
一
九
六
ペ
ー
ジ
。

(
4
)

ダ
ニ
エ
ル
・
ゴ
ッ
ト
ロ
ー
プ
・
テ
ュ
ル
ク
、
東
川
清
一
訳
『
ク
ラ
ヴ
ィ
ー
ア
教

本
』
春
秋
社
（
二

0
0
0
)
四
三
三
I

四
三
四
ペ
ー
ジ
。

(
5
)

カ
ー
ル
・
ツ
ェ
ル
ニ
ー
、
岡
田
暁
生
訳
『
ツ
ェ
ル
ニ
ー
ビ
ア
ノ
演
奏
の
基
礎
』

春
秋
社
（
二

0
1
0
)
、
四
九
ペ
ー
ジ
。

(
6
)

ロ
バ
ー
ト
・
ド
ニ
ン
ト
ン
「
ル
バ
ー
ト
」
「
ニ
ュ
ー
・
グ
ロ
ー
ヴ
世
界
音
楽
大
事
典
」

講
談
社
(
-
九
九
三
）
、
第
二
十
巻
、
六
三
ペ
ー
ジ
。

(
7
)

リ
チ
ャ
ー
ド
・
ハ
ド
ソ
ン
の
著
書
「
盗
ま
れ
た
時
間
ご
ア
ン
ポ
・
ル
バ
ー
ト
の

歴
史
」
の
序
章
冒
頭
で
言
及
さ
れ
た
ル
バ
ー
ト
の
歴
史
的
変
化
に
つ
い
て
の
記
述

に
も
同
様
の
こ
と
が
記
述
さ
れ
て
い
る
。
「
そ
の
表
現
方
法
は
十
八
世
紀
前
半
に

お
け
る
バ
ロ
ッ
ク
音
楽
の
声
楽
曲
の
中
で
用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
表
現
豊
か

に
演
出
す
る
た
め
に
、
伴
奏
部
が
規
律
正
し
い
リ
ズ
ム
を
刻
む
の
に
対
し
て
、
あ

る
旋
律
中
の
い
く
つ
か
の
音
価
を
変
化
さ
せ
る
、
と
い
う
演
奏
法
で
あ
る
。
こ
の

限
り
で
は
な
い
こ
と
も
明
ら
か
と
な
っ
た
。
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タ
イ
プ
の
ル
バ
ー
ト
は
、
十
九
世
紀
に
入
っ
て
も
声
楽
曲
や
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
曲
で

用
い
ら
れ
、
鍵
盤
曲
に
お
い
て
は
十
八
世
紀
後
半
に
こ
の
初
期
の
タ
イ
プ
の
ル
バ

ー
ト
が
使
用
さ
れ
た
。
し
か
し
徐
々
に
、
テ
ン
ポ
・
ル
バ
ー
ト
と
い
う
表
現
は
旋

律
の
中
に
起
こ
る
リ
ズ
ム
変
化
だ
け
で
な
く
、
音
楽
全
体
の
テ
ン
ポ
に
関
わ
る
語

と
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
少
な
く
と
も
十
九
世
紀
前
半
に
お
い
て
は
、

こ
れ
ら
双
方
の
意
味
合
い
を
も
つ
ル
バ
ー
ト
が
並
存
し
て
い
た
が
、
十
九
世
紀
後

半
に
な
る
と
初
め
の
タ
イ
プ
の
ル
バ
ー
ト
は
消
え
て
し
ま
い
、
最
後
に
は
、
西
洋

音
楽
の
中
で
は
後
者
の
タ
イ
プ
の
ル
バ
ー
ト
の
み
が
残
っ
た
。
後
者
の
タ
イ
プ
の

も
の
が
、
今
日
の
私
た
ち
に
は
馴
染
み
深
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
」

(
H
u
d
s
o
n
,

R
i
c
h
a
r
d
,
 
1994, 
S
t
o
l
e
n
 
T
i
m
e
:
 
T
h
e
 H
i
s
t
o
r
y
 o
f
 T
e
m
p
o
 R
u
b
a
t
o
,
 
O
x
f
o
r
d
 

U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
 Press, p.l.) 

ま
た
、
サ
ン
ド
ラ
・
ロ
ー
ゼ
ン
プ
ル
ム
は
旧
い
タ
イ
プ
の
意
味
合
い
と
新
し
い

タ
イ
プ
の
意
味
合
い
双
方
を
区
別
し
て
、
「
本
来
の
意
味
合
い
」
を
も
っ
た
十
八

世
紀
の
ル
バ
ー
ト
を
「
テ
ン
ポ
・
ル
バ
ー
ト

t
e
m
p
o
r
u
b
a
t
o
」
、
十
九
世
紀
の

新
し
い
タ
イ
プ
の
ル
バ
ー
ト
を
「
ア
ゴ
ー
ギ
ク
・
ル
バ
ー
ト

a
g
o
g
i
c
r
u
b
a
t
o
」

あ
る
い
は
「
テ
ン
ポ
・
フ
レ
キ
シ
ビ
リ
テ
ィ

t
e
m
p
o
flexibility
」
と
、
呼
び

分
け
て
い
る
。

(
R
o
s
e
n
b
l
u
m
,
S
a
n
d
r
a
 P. 
1988, P
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
 Practices 
in 

Classic P
i
a
n
o
 M
u
s
i
c
,
 p.382.) 

(
8
)

テ
ュ
ル
ク
は
、
『
ク
ラ
ヴ
ィ
ー
ア
教
本
』
の
第
五
章
第
三
節
に
「
楽
曲
を
い
っ

そ
う
美
し
く
す
る
こ
と
の
で
き
る
恣
意
的
装
飾
音
あ
る
い
は
添
加
と
変
奏
」
と
い

う
タ
イ
ト
ル
の
も
と
、
楽
譜
を
実
際
の
演
奏
に
移
す
際
の
変
奏
の
方
法
に
つ
い
て

述
べ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
幾
つ
か
の
変
奏
方
法
の
具
体
例
も
示
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
こ
で
示
さ
れ
た
変
奏
は
ま
さ
に
ル
バ
ー
ト
に
直
結
す
る
種
類
の
も
の
で
あ
る
。

テ
ュ
ル
ク
自
身
も
同
書
の
中
で
変
奏
例
を
示
し
、
ま
た
、
そ
こ
に
注
記
を
付
け
て

お
り
、
そ
の
例
に
「
み
ら
れ
る
よ
う
な
、
音
符
な
い
し
は
拍
の
ず
ら
し
は
、
次
の

章
で
は
、
用
語
テ
ン
ポ
・
ル
バ
ー
ト

T
e
m
p
o
r
u
b
a
t
o
の
も
と
で
も
論
じ
ら
れ

る
こ
と
に
な
る
」
と
書
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
例
が
テ
ン
ポ
・
ル
バ
ー
ト
の

演
奏
方
法
を
示
す
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
こ
で
は
具
体

的
な
変
奏
例
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
具
体
例
と
共
に
「
し
か
し
、
ど
の
変

奏
方
法
の
ほ
う
が
よ
い
か
は
、
そ
の
時
々
の
事
情
に
よ
っ
て
決
ま
る
こ
と
な
の
で
、

そ
れ
を
厳
密
に
規
定
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
…
」
と
い
う
文
章
も
付
け
加

え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
ル
バ
ー
ト
の
要
素
を
含
む
、
変
奏
方
法
の
選
択
が
、

知
識
や
技
術
を
兼
ね
備
え
た
演
奏
者
の
セ
ン
ス
に
懸
っ
て
い
る
こ
と
が
、
こ
の
節

の
中
の
ほ
と
ん
ど
全
て
の
セ
ク
シ
ョ
ン
に
お
い
て
繰
り
返
し
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

そ
れ
ら
は
例
え
ば
、
「
…
し
か
も
変
奏
な
ど
を
す
る
に
は
、
多
く
の
和
声
的
な
知
識
、

洗
練
さ
れ
た
趣
味
、
的
確
な
判
断
力
、
演
奏
技
術
、
確
か
な
拍
節
感
覚
な
ど
が
な

く
て
は
な
ら
な
い
。
…
」
（
セ
ク
シ
ョ
ン
ニ
十
一
）
、
「
…
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
箇

所
を
見
つ
け
る
に
は
的
確
な
セ
ン
ス
が
必
要
で
あ
る
。
…
」
（
セ
ク
シ
ョ
ン
ニ
十
二
）

と
い
っ
た
記
述
で
も
確
認
で
き
る
。
（
ダ
ニ
エ
ル
・
ゴ
ッ
ト
ロ
ー
プ
・
テ
ュ
ル
ク

東
川
清
一
訳
『
ク
ラ
ヴ
ィ
ー
ア
教
本
」
春
秋
社
（
二

0
0
0
)
、
三
七
一
ー
三
七

五
ペ
ー
ジ
）
。

(
9
)

ヨ
ハ
ン
・
ネ
ー
ポ
ム
ク
・
フ
ン
メ
ル
、
朝
枝
倫
子
訳
『
ク
ラ
シ
ッ
ク
か
ら
ロ
マ

ン
派
ヘ
・
フ
ン
メ
ル
の
ピ
ア
ノ
奏
法
j

シ
ン
フ
ォ
ニ
ア
(
-
九
九
八
）
、
五
八
ペ
ー
ジ
。

(10)

例
え
ば
作
品
八
十
五
の
彼
の
ピ
ア
ノ
協
奏
曲
の
第
一
楽
章
の
第
―
二

0
小
節
か

ら
の
部
分
に
は
「
こ
こ
か
ら
適
度
な
速
さ
で
」
、
「
各
音
の
長
さ
を
充
分
に
と
る
」
、

「
こ
こ
か
ら
は
少
し
音
を
目
立
た
せ
、
前
に
進
め
る
」
、
「
少
し
テ
ン
ポ
を
ゆ
る
め
、

た
っ
ぷ
り
歌
わ
せ
る
」
等
々
の
記
載
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
（
ヨ
ハ
ン
・

ネ
ー
ポ
ム
ク
・
フ
ン
メ
ル
、
朝
枝
倫
子
訳
『
ク
ラ
シ
ッ
ク
か
ら
ロ
マ
ン
派
ヘ
・
フ

ン
メ
ル
の
ピ
ア
ノ
奏
法
』
シ
ン
フ
ォ
ニ
ア
(
-
九
九
八
）
、
五
九
ー
六
三
ペ
ー
ジ
。
）

(11)

例
え
ば
―
つ
目
の
演
奏
法
と
し
て
示
唆
さ
れ
た
の
は
四
小
節
全
て
に
わ
た
っ
て

「
イ
ン
・
テ
ン
ポ
」
で
演
奏
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
の

説
明
文
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
「
①
の
や
り
方
に
従
え
ば
、
こ
の
箇
所

は
厳
格
に
イ
ン
・
テ
ン
ポ
で
演
奏
さ
れ
ま
す
。
そ
し
て
必
要
な
表
情
は
ク
レ
シ
ェ

ン
ド
と
デ
ィ
ミ
ヌ
エ
ン
ド
、
八
分
音
符
の
レ
ガ
ー
ト
と
ハ
ー
フ
・
レ
ガ
ー
ト
、
そ

し
て
二
部
音
符
の
レ
ガ
ー
テ
ィ
ッ
シ
モ
に
よ
っ
て
の
み
、
表
現
さ
れ
ま
す
。
」
（
カ

ー
ル
・
ツ
ェ
ル
ニ
ー
、
岡
田
暁
生
訳
『
ツ
ェ
ル
ニ
ー
ビ
ア
ノ
演
奏
の
基
礎
』
春

秋
社
（
二

0
1
0
)
、
五
一
ペ
ー
ジ
。
）

(12)

「
こ
の
箇
所
の
性
格
は
や
わ
ら
か
く
、
優
し
く
、
憧
れ
に
満
ち
て
い
ま
す
。
で

す
か
ら
①
の
厳
格
な
テ
ン
ポ
に
よ
る
弾
き
方
は
、
ど
れ
だ
け
ク
レ
シ
ェ
ン
ド
等
の

指
示
を
正
確
に
守
っ
て
も
、
十
分
と
は
言
え
ま
せ
ん
。
②
の
弾
き
方
は
、
こ
の
箇
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所
を
も
っ
と
う
ま
く
浮
き
上
が
ら
せ
、
ク
レ
シ
ェ
ン
ド
し
な
が
ら
す
べ
て
の
音
の

響
き
を
じ
っ
く
り
聴
か
せ
る
こ
と
で
、
旋
律
と
和
声
を
よ
り
印
象
的
に
す
る
機
会

を
与
え
る
と
い
う
点
で
、
は
る
か
に
好
ま
し
い
と
言
え
ま
す
…
。
」
（
カ
ー
ル
・
ツ

ェ
ル
ニ
ー
、
岡
田
暁
生
訳
『
ツ
ェ
ル
ニ
ー
ピ
ア
ノ
演
奏
の
基
礎
』
春
秋
社
（
ニ

0
 
1
 

0
)
、
五
一
ペ
ー
ジ
。
）

(13)

例
え
ば
ヨ
ハ
ン
・
ネ
ー
ポ
ム
ク
・
フ
ン
メ
ル
、
朝
枝
倫
子
訳
『
ク
ラ
シ
ッ
ク
か

ら
ロ
マ
ン
派
ヘ
・
フ
ン
メ
ル
の
ピ
ア
ノ
奏
法
』
の
ピ
ア
ノ
協
奏
曲
第
一
楽
章
の
第

四
一
五
小
節
か
ら
の
楽
譜
が
掲
載
さ
れ
た
箇
所
（
六
四
ペ
ー
ジ
）
に
は
、
「
テ
ン

ポ
を
ゆ
る
め
て
」
、
「
こ
こ
か
ら
次
第
に
音
を
や
わ
ら
げ
、
テ
ン
ポ
を
の
ば
し
て
ゆ

き
、
さ
ら
に
一
層
テ
ン
ポ
を
ゆ
る
め
」
、
「
最
後
は
完
全
に
ゆ
っ
く
り
と
」
と
い
っ

た
記
述
が
十
小
節
の
間
に
順
に
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
か
ら
は
基
本
的
に
は

徐
々
に
速
度
を
落
と
す
よ
う
示
唆
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
理
解
で
き
る
も
の
の
、
本

当
に
こ
の
十
小
節
の
間
、
順
に
速
度
を
落
と
し
続
け
て
良
い
も
の
か
、
ま
た
、
ど

れ
ほ
ど
の
割
合
で
速
度
を
落
と
す
こ
と
を
求
め
て
い
る
の
か
ま
で
は
推
し
量
り
難

、。し

(14)

ヨ
ハ
ン
・
ネ
ー
ポ
ム
ク
・
フ
ン
メ
ル
、
朝
枝
倫
子
訳
『
ク
ラ
シ
ッ
ク
か
ら
ロ
マ

ン
派
ヘ
・
フ
ン
メ
ル
の
ピ
ア
ノ
奏
法
j

シ
ン
フ
ォ
ニ
ア
(
-
九
九
八
）
、
五
八
ペ
ー
ジ
。

(15)

レ
オ
ポ
ル
ド
・
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
『
バ
イ
オ
リ
ン
奏
法
』
に
も
、
「
こ
の
《
盗

ま
れ
た
テ
ン
ポ
》
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
は
、
説
明
す
る
よ
り
も
実
際
に

見
せ
る
方
が
簡
単
で
す
。
」
（
レ
オ
ポ
ル
ド
・
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
、
塚
原
哲
夫
訳
『
バ

イ
オ
リ
ン
奏
法
』
全
音
楽
譜
出
版
社
(
-
九
七
四
）
、
一
九
六
ペ
ー
ジ
）
と
書
か

れ
て
い
る
。

(16) 
F
i
n
c
k
,
 H
e
n
r
y
 T., 
1910, S
u
c
c
e
s
s
 in m
u
s
i
c
 a
n
d
 h
o
w
 it 
is 
w
o
n
.
 

(17) 
ibid., 
p.459. 
こ
の
文
章
は
非
常
に
独
特
で
あ
る
の
で
、
原
語
に
よ
る
文
章

も
こ
こ
に
並
記
し
て
お
き
た
い
。

"
T
h
e
t
e
c
h
n
i
c
a
l
 
s
i
d
e
 
of T
e
m
p
o
 R
u
b
a
t
o
 

c
o
n
s
i
s
t
s
,
 
a
s
 
is 
g
e
n
e
r
a
l
l
y
 
a
d
m
i
t
t
e
d
,
 
o
f
 
a
 m
o
r
e
 o
r
 l
e
s
s
 
i
m
p
o
r
t
a
n
t
 

s
l
a
c
k
e
n
i
n
g
 o
r
 q
u
i
c
k
e
n
i
n
g
 o
f
 t
h
e
 
t
i
m
e
 o
r
 r
a
t
e
 
o
f
 m
o
v
e
m
e
n
t
.
 
S
o
m
e
 

p
e
o
p
l
e
,
 e
v
i
d
e
n
t
l
y
 l
e
d
 b
y
 l
a
u
d
a
b
l
e
 p
r
i
n
c
i
p
l
e
 of e
q
u
i
t
y
,
 w
h
i
l
e
 insisting 

u
p
o
n
 t
h
e
 fact o
f
 s
t
o
l
e
n
 t
i
m
e
,
 p
r
e
t
e
n
d
 t
h
a
t
 w
h
a
t
 is 
s
t
o
l
e
n
 o
u
g
h
t
 to b
e
 

r
e
s
t
o
r
e
d
.
 
W
e
 du
l
y
 a
c
k
n
o
w
l
e
d
g
e
 t
h
e
 h
i
g
h
l
y
 
m
o
r
a
l
 m
o
t
i
v
e
s
 of 
this 

t
h
e
o
r
y
,
 
b
u
t
 w
e
 h
u
m
b
l
y
 c
o
n
f
e
s
s
 t
h
a
t
 o
u
r
 e
t
h
i
c
s
 
d
o
 n
o
t
 r
e
a
c
h
 s
u
c
h
 a
 

h
i
g
h
 level. 
T
h
e
 m
a
k
i
n
g
 u
p
 o
f
 w
h
a
t
 h
a
s
 b
e
e
n
 lost 
is 
n
a
t
u
r
a
l
 in 
t
h
e
 

c
a
s
e
 
of 
p
l
a
y
i
n
g
 w
i
t
h
 t
h
e
 
o
r
c
h
e
s
t
r
a
,
 
w
h
e
r
e
 f
o
r
 
t
h
e
 s
e
c
u
r
i
t
y
 
o
f
 t
h
e
 

w
h
o
l
e
 ̀

 
in 
spite 
o
f
 fractional 
alterations of t
h
e
 m
o
v
e
m
e
n
t
,
 t
h
e
 m
e
t
r
i
c
 

i
n
t
e
g
r
i
t
y
 
s
h
o
u
l
d
 b
e
 r
i
g
o
r
o
u
s
l
y
 
p
r
e
s
e
r
v
e
d
.
 
W
i
t
h
 soloists 
it 
is 
q
u
i
t
e
 

different. 
T
h
e
 v
a
l
u
e
 of n
o
t
e
s
 
d
i
m
i
n
i
s
h
e
d
 in 
o
n
e
 p
e
r
i
o
d
 t
h
r
o
u
g
h
 a
n
 

a
c
c
e
l
e
r
a
d
o
,
 
c
a
n
n
o
t
 a
l
w
a
y
s
 b
e
 r
e
s
t
o
r
e
d
 
in 
a
n
o
t
h
e
r
 b
y
 a
 r
i
t
a
r
d
a
n
d
o
.
 

W
h
a
t
 is 
lost 
is 
lost. 
F
o
r
 a
n
y
 l
a
w
l
e
s
s
n
e
s
s
 t
h
e
r
e
 
is, 
after 
a
 c
e
r
t
a
i
n
 

t
e
r
mー

proscription.

(18)

こ
の
ソ
フ
ト
は
、
科
学
研
究
費
補
助
金
若
手

(
B
)
「
ピ
ア
ノ
ロ
ー
ル
の
計
量

的
解
析
に
よ
る
ワ
ル
ツ
作
品
の
演
奏
分
析
」
（
研
究
代
表
者
こ
鴬
野
彰
子
、
平
成

二
七
ー
ニ
九
年
度
）
の
助
成
を
受
け
、
九
州
工
業
大
学
の
山
田
和
毅
さ
ん
に
依
頼

し
、
作
成
し
て
い
た
だ
い
た
。
現
段
階
で
完
成
し
て
い
る
の
は
、
ス
キ
ャ
ン
し
た

デ
ー
タ
に
縦
方
向
お
よ
び
横
方
向
そ
れ
ぞ
れ
一
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
方
眼
の
目
盛
り
を

付
す
こ
と
の
み
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
素
早
く
正
確
な
計
測
を
す
る
た
め
、
現
在
、

新
た
な
機
能
の
追
加
を
依
頼
し
て
い
る
。
そ
れ
が
完
成
す
る
と
、
こ
れ
ま
で
実
際

に
目
で
計
測
し
、
ま
た
、
デ
ー
タ
間
の
距
離
に
つ
い
て
も
手
で
計
算
し
て
い
た
も

の
を
、
ス
キ
ャ
ン
画
像
の
開
始
地
点
か
ら
各
音
の
開
始
地
点
ま
で
の
距
離
を
自
動

的
に
数
値
と
し
て
拾
い
上
げ
る
ほ
か
、
各
デ
ー
タ
間
の
時
間
（
長
さ
）
に
つ
い
て

も
ソ
フ
ト
が
自
動
的
に
計
算
す
る
よ
う
に
な
る
。

(19)

つ
ま
り
、
こ
の
長
さ
は
【
表

5
】
に
あ
る
数
値
の
合
計
値
1
4
0
4
5

(
m
m
)

と

等
し
く
な
る
は
ず
で
あ
る
が
、
【
表
5
】
の
数
値
は
小
数
点
以
下
を
四
捨
五
入
し

て
い
る
た
め
、
合
計
値
に
若
干
の
誤
差
が
生
じ
て
い
る
。

(20)

こ
こ
で
は
、
デ
ュ
ォ
11

ア
ー
ト
に
造
さ
れ
た
パ
デ
レ
フ
ス
キ
に
よ
る
演
奏
が
集

め
ら
れ
た
再
生
録
音

(
N
I
8
8
1
6
)

を
用
い
た
。

(21)

「
こ
の
【
図
l
】
を
参
照
。

(22)

ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
に
お
け
る
ポ
ル
タ
メ
ン
ト
奏
法
は
現
在
で
も
用
い
ら
れ
る
が
、

二
十
世
紀
初
期
の
録
音
な
ど
で
は
そ
れ
ら
は
随
所
で
用
い
ら
れ
て
お
り
、
フ
リ

ッ
ツ
・
ク
ラ
イ
ス
ラ
ー

(
K
r
e
i
s
l
e
r
`
 
Fritz, 
1
8
7
5
'
1
9
6
2
)

の
演
奏
な
ど
で
は
こ

の
奏
法
が
用
い
ら
れ
て
い
な
い
曲
を
探
す
方
が
難
し
い
ほ
ど
で
あ
ろ
う
。
あ
る
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（
わ
し
の
•
あ
き
こ

音
楽
学

い
は
声
楽
の
場
合
で
あ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
歌
唱
法
は
二
十
世
紀
初
期
の
歌
唱

の
録
音
で
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
・
シ
ュ
ー
マ
ン

(
S
c
h
u
m
a
n
n
,
 E
l
i
s
a
b
e
t
h
,
 
1
8
8
8
'
1
9
5
2
)

の
娃
5

土
日
で
は
い
た
る
と
こ
ろ
に
音
か

ら
音
に
ス
ラ
イ
ド
す
る
こ
の
奏
法
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
例
え
ば

T
h
e

historic 
1
9
5
0
&
1
9
5
1
 lecture ,
 
recitals 
o
f
 E
l
i
s
a
b
e
t
h
 
S
c
h
u
m
a
n
n
 o
n
 t
h
e
 

a
r
t
 o
f
 l
e
a
d
e
r
 interpretation, 
1998, 
B
L
A
1
0
3
.
0
0
8
に
お
け
る
リ
ヒ
ャ
ル
ト
・

シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
《
あ
し
た
一
ゃ
E
l
i
s
a
b
e
t
h
S
c
h
u
m
aミ
n
L
i
e
d
e
r
 R
e
c
o
r
d
i
n
g
s
 

]
 93
0
 ,] 9
3
8
,
 2
0
0
6疇

N
A
X
O
S
8
.
1
1
1
0
9
9
に
お
け
る
シ
ュ
ー
マ
ン
《
く
る
み
の
木
》

の
演
奏
に
そ
れ
を
聞
く
こ
と
が
で
き
る
）
。

(23) 
F
i
n
c
k
,
 H
e
n
r
y
 T., 
1910, S
u
c
c
e
s
s
 in 
m
u
s
i
c
 a
n
d
 h
o
w
 it 
is 
w
o
n
,
 p
4
5
9
.
 

(24)

こ
の
図
は
ゴ
チ
ェ
フ
ス
キ
の
著
書

(
G
o
t
t
s
c
h
e
w
s
k
i
,
H
e
r
m
a
n
n
,
 1996, 
D
i
e
 

I
n
t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
o
n
 
als 
K
u
n
s
t
w
e
r
k
:
 M
u
s
i
k
a
l
i
s
c
h
e
 Z
e
i
t
g
e
s
t
a
l
t
u
n
g
 u
n
d
 i
h
r
e
 

A
n
a
l
y
s
e
 a
m
 Be
i
s
p
i
e
l
 
v
o
n
 W
e
l
t
e
 ,
 
M
i
g
n
o
n
 ,
 
K
l
a
v
i
e
r
a
u
f
n
a
h
m
e
n
 a
u
s
 d
e
m
 

J
a
h
r
e
 
1
9
0
5
)

で
用
い
ら
れ
た
図
を
参
考
に
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
図
か

ら
は
、
一
小
節
、
四
小
節
、
八
小
節
、
十
六
小
節
各
単
位
で
ど
の
よ
う
に
速
度
が

変
化
し
て
い
る
の
か
を
多
層
的
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

※
本
論
文
は
、
科
学
研
究
費
補
助
金
若
手
（

B
）
「
ピ
ア
ノ
ロ
ー
ル
の
計
量
的
解
析
に

よ
る
ワ
ル
ツ
作
品
の
演
奏
分
析
」
（
研
究
代
表
者

1

鷲
野
彰
子
、
平
成
二
七
ー
ニ
九

年
度
）
の
成
果
で
あ
る
。

博
士
課
程
学
生
）
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