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は
じ
め
に

　

本
稿
は
、
大
谷
大
学
短
期
大
学
部
幼

児
教
育
科
（
現
：
幼
児
教
育
保
育
科
）

の
学
生
を
対
象
に
作
成
さ
れ
、
30
年
以

上
の
長
期
に
わ
た
り
学
内
だ
け
で
研
究

さ
れ
続
け
ら
れ
て
い
る
（
故
）
滝
本
裕

造
の
ピ
ア
ノ
メ
ソ
ッ
ド
「
ピ
ア
ノ
の
基

礎
」
に
つ
い
て
の
調
査
報
告
で
あ
る
１

。

　

一
般
的
な
保
育
者
養
成
校
で
の
ピ
ア

ノ
指
導
は
、
楽
譜
を
見
な
が
ら
演
奏
す

る
こ
と
を
前
提
に
行
わ
れ
る
。
し
か
し

「
ピ
ア
ノ
の
基
礎
」
は
、
鍵
盤
に
向
か

う
と
き
は
む
し
ろ
楽
譜
を
見
な
い
と
い

う
、
他
と
は
異
な
る
指
導
法
を
も
つ
。　

そ
こ
で
筆
者
は
、
メ
ソ
ッ
ド
の
作
成
や

指
導
に
関
わ
り
の
あ
る
大
学
教
員
数
名

に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
行
い
「
ピ
ア
ノ
の

基
礎
」
の
変
遷
と
現
状
を
知
る
と
と
も

に
、「
ピ
ア
ノ
の
基
礎
」
が
も
つ
「
写
譜
」

「
暗
譜
」「
移
調
」
の
3
つ
の
柱
に
つ
い

て
、
現
在
行
わ
れ
て
い
る
研
究
を
も
と

に
検
証
し
た
。
下
記
は
、「
ピ
ア
ノ
の

基
礎
」
の
表
紙
と
楽
譜
例
で
あ
る
。

１
　
背
景
と
特
徴

　
「
ピ
ア
ノ
の
基
礎
」
は
、
１
９
８
４

年
に
滝
本
裕
造
（
１
９
３
２
～
２
０
１

３
）
に
よ
っ
て
刊
行
さ
れ
た
。

　

保
育
者
養
成
校
に
は
ピ
ア
ノ
が
不
得

手
な
学
生
が
少
な
か
ら
ず
在
籍
す
る
。

滝
本
は
そ
の
よ
う
な
学
生
を
対
象
に
、

在
学
中
に
保
育
現
場
で
役
立
つ
ピ
ア
ノ

の
演
奏
技
術
を
育
成
す
る
た
め
の
教
則

本
と
し
て
、
こ
の
メ
ソ
ッ
ド
を
作
成
し

た
。

　

な
お
、
滝
本
が
「
ピ
ア
ノ
の
基
礎
」

を
刊
行
す
る
15
年
前
に
も
、
同
様
の
メ

ソ
ッ
ド
を
作
成
し
て
い
た
こ
と
を
あ
ら

わ
す
報
告
書
が
存
在
し
て
い
る
２

。
そ

こ
に
記
載
さ
れ
て
い
る
対
象
と
目
的

が
、「
ピ
ア
ノ
の
基
礎
」
と
共
通
し
て

い
る
こ
と
か
ら
、
滝
本
が
長
期
に
わ
た

り
保
育
者
養
成
校
の
学
生
の
た
め
の
ピ

ア
ノ
指
導
法
に
つ
い
て
研
究
し
て
い
た

こ
と
は
あ
き
ら
か
で
あ
る
。

　
「
ピ
ア
ノ
の
基
礎
」
の
特
徴
は
、
楽

譜
を
徹
底
的
に
覚
え
、
ピ
ア
ノ
に
向
か

う
際
に
は
楽
譜
を
見
ず
に
耳
だ
け
を
頼

り
に
練
習
を
行
う
指
導
法
を
も
つ
こ
と

で
あ
る
。
こ
れ
は
、
子
ど
も
の
方
を
向

い
て
弾
き
歌
い
を
す
る
こ
と
を
目
的
と

す
る
か
ら
で
あ
る
。
滝
本
は
こ
れ
を
可

能
に
す
る
た
め
に
、「
写
譜
」「
暗
譜
」「
移

滝
本
裕
造
の 

「
ピ
ア
ノ
の
基
礎
」に
つい
て

生
涯
学
習
音
楽
指
導
員

三
上
　
香
子

究研
R E S E A R C H

図表１　ピアノの基礎の表紙と楽譜の一例

図表２　３つの柱の目的



研究⃝033⃝滝本裕造の「ピアノの基礎」について

調
」
の
３
つ
の
柱
を
構
築
し
た
。

　

図
表
２
は
、
３
つ
の
柱
と
そ
れ
ぞ
れ

の
目
的
で
あ
る
。

２
　
構
成
と
練
習
順
序

　
「
ピ
ア
ノ
の
基
礎
」
は
全
８
章
で
構

成
さ
れ
て
い
る
。
各
章
そ
れ
ぞ
れ
に
運

指
練
習
と
ド
イ
ツ
民
謡
を
中
心
と
し
た

短
い
課
題
曲
が
掲
載
さ
れ
、
そ
れ
ら
の

す
べ
て
に
、
曲
の
解
説
・
楽
典
・
写
譜

を
目
的
と
し
た
穴
あ
き
楽
譜
・
移
調
先

の
調
名
・
ひ
き
方
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　

次
の
図
表
３
は
、
教
本
の
構
成
と
記

載
さ
れ
て
い
る
曲
数
で
あ
る
。

　

は
し
が
き
の
最
後
に
は
、
図
表
４
の

練
習
順
序
が
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
順

序
は
厳
守
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

な
お
滝
本
は
、「
ピ
ア
ノ
の
基
礎
」

が
刊
行
さ
れ
た
翌
年
に
京
都
市
立
芸
術

大
学
に
転
任
し
た
。
そ
こ
で
実
際
の
指

導
は
後
任
の
教
員
ら
に
継
承
さ
れ
た
。

次
の
変
遷
は
、
教
員
ら
へ
の
イ
ン
タ
ビ

ュ
ー
と
大
谷
大
学
同
窓
会
誌
を
も
と
に

記
載
し
た
も
の
で
あ
る
４

。

３
　
変
遷

　

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
面
で
は
、
当
初
は

教
室
に
学
生
を
集
め
て
一
斉
に「
写
譜
」

を
行
い
、
そ
の
後
個
人
レ
ッ
ス
ン
教
室

に
向
か
う
方
法
が
と
ら
れ
て
い
た
。

　

し
か
し
現
在
は
、「
写
譜
」
も
個
別

に
指
導
さ
れ
て
い
る
。内
容
の
面
で
は
、

研
究
の
過
程
で
「
保
育
現
場
で
使
わ
れ

て
い
る
曲
を
も
と
に
指
導
を
し
た
ほ
う

が
よ
い
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
声
が

で
た
こ
と
か
ら
、
現
在
は
子
ど
も
の
曲

を
使
っ
た
「
写
譜
」「
暗
譜
」「
移
調
」

の
特
徴
を
も
つ
内
容
に
変
更
さ
れ
て
い

る
。

　

同
時
に
移
調
す
る
調
を
減
ら
し
、
ハ

長
調
・
ニ
長
調
・
へ
長
調
・
ト
長
調
・

イ
長
調
の
５
つ
の
み
と
し
た
。
オ
ル
ガ

ン
の
項
目
（
第
Ⅴ
章
）
は
削
除
さ
れ
た
。

　

指
導
法
の
面
で
は
、
は
じ
め
か
ら
暗

譜
で
演
奏
す
る
の
で
は
な
く
、
次
第
に

楽
譜
を
見
ず
に
演
奏
で
き
る
方
法
に
変

更
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
メ
ソ
ッ
ド
に

は
時
代
の
変
化
に
伴
う
多
く
の
変
更
点

が
み
ら
れ
る
。

　

し
か
し
、
子
ど
も
の
顔
を
見
な
が
ら

図表３　ピアノの基礎の構成

図表４　練習順序
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の
弾
き
歌
い
が
ピ
ア
ノ
指
導
の
最
終
目

的
で
あ
る
こ
と
や
３
つ
の
柱
は
守
ら
れ

続
け
て
い
る
こ
と
か
ら
、
滝
本
の
指
導

法
は
、
30
年
以
上
の
間
も
形
を
変
え
な

が
ら
も
本
質
が
変
わ
る
こ
と
な
く
継
承

さ
れ
て
き
た
、
他
に
例
の
な
い
ピ
ア
ノ

メ
ソ
ッ
ド
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ

こ
で
次
項
で
は
、
３
つ
の
柱
に
焦
点
を

あ
て
、
現
在
行
わ
れ
て
い
る
研
究
に
お

い
て
「
写
譜
」「
暗
譜
」「
移
調
」
が
ど

の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
か
を
み
て

み
る
こ
と
に
し
た
。

４
　
３
つ
の
柱
に
関
連
す
る
研
究

　

①
「
写
譜
」
に
関
す
る
研
究
で
は
、

浅
井
暁
子
ら
が
、「
記
譜
法
の
学
習
は
、

音
楽
諸
要
素
に
つ
い
て
の
理
解
を
よ
り

深
め
、
楽
譜
に
対
す
る
新
た
な
視
点
を

獲
得
す
る
ひ
と
つ
の
方
法
と
な
り
え

る
」
と
述
べ
た
５

。
浅
井
の
研
究
方
法

が
採
譜
で
あ
る
こ
と
と
調
査
対
象
が
音

大
生
で
あ
る
こ
と
は
、「
ピ
ア
ノ
の
基

礎
」
と
は
方
法
と
対
象
が
異
な
る
。
し

か
し
高
い
音
楽
レ
ベ
ル
を
も
つ
者
に
お

い
て
も
記
譜
の
有
効
性
が
示
さ
れ
た
こ

と
は
、
ピ
ア
ノ
が
不
得
手
な
者
に
と
っ

て
も
同
様
の
結
果
が
得
ら
れ
る
可
能
性

を
示
唆
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
で
あ

ろ
う
。
ま
た
こ
の
こ
と
は
、滝
本
の「
写

譜
」
の
目
的
の
ひ
と
つ
で
あ
る
「
曲
の

構
成
を
知
る
こ
と
」
と
ほ
ぼ
合
致
し
て

い
る
。

　

②
「
暗
譜
」
に
関
す
る
研
究
は
、
大

ま
か
に
3
つ
に
分
類
で
き
る
。

　

ひ
と
つ
め
は
、
ピ
ア
ニ
ス
ト
を
中
心

と
し
た
暗
譜
の
方
法
論
で
あ
る
。
ピ
ア

ノ
専
門
雑
誌
ム
ジ
カ
ノ
ー
ヴ
ァ
に
は
、

３
名
の
ピ
ア
ニ
ス
ト
が
ピ
ア
ノ
演
奏
の

完
成
形
と
し
て
暗
譜
演
奏
を
捉
え
、
そ

れ
ぞ
れ
の
視
点
か
ら
の
暗
譜
の
方
法
に

つ
い
て
述
べ
て
い
る
６

。
ま
た
別
の
号

で
は
鈴
木
寛
子
が
、
暗
譜
の
方
法
を
具

体
的
に
９
つ
に
分
類
し
た
７

。
な
お
鈴

木
の
「
楽
譜
を
書
い
て
覚
え
る
」
と
い

う
項
目
は
、
滝
本
の
「
写
譜
」
の
目
的

と
合
致
し
て
い
る
。

　

２
つ
め
は
、
研
究
者
が
暗
譜
の
是
非

に
つ
い
て
問
う
考
え
方
で
あ
る
。
ツ
ィ

ー
グ
ラ
ー
は
、
暗
譜
演
奏
に
芸
術
的
価

値
は
存
し
な
い
と
い
い
８

、
森
正
は
、

暗
譜
の
ス
ト
レ
ス
が
音
楽
を
演
奏
す
る

楽
し
み
を
阻
害
す
る
要
因
で
あ
る
と
述

べ
た
９

。
ま
た
磯
山
雅
は
、
暗
譜
で
き

る
こ
と
が
必
ず
し
も
音
楽
を
理
解
し
て

い
る
こ
と
と
は
繋
が
ら
な
い
、
と
述
べ

て
い
る

10

。

　

３
つ
め
は
、
科
学
者
が
暗
譜
と
脳
の

関
係
を
科
学
の
分
野
で
解
明
し
よ
う
と

い
う
研
究
で
あ
る

11

。
脳
の
可
視
化
シ

ス
テ
ム
を
使
い
、
暗
譜
と
脳
の
関
係
を

客
観
的
な
デ
ー
タ
を
も
と
に
検
証
す
る

試
み
は
、
人
に
は
見
え
な
い
部
分
を
あ

き
ら
か
に
し
た
興
味
深
い
研
究
だ
が
、

現
時
点
で
は
得
ら
れ
た
デ
ー
タ
と
暗
譜

の
関
係
は
未
解
明
の
部
分
が
多
い
。
以

上
の
よ
う
に
、
暗
譜
に
つ
い
て
は
、
専

門
家
の
間
で
も
見
解
の
相
違
や
方
向
性

に
違
い
が
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
滝
本

の
暗
譜
の
目
的
と
合
致
す
る
点
を
見
つ

け
る
こ
と
が
難
し
い
と
思
わ
れ
た
。

　

な
お
、
こ
こ
で
触
れ
て
お
き
た
い
こ

と
が
あ
る
。
滝
本
は
、
楽
譜
を
見
ず
に

鍵
盤
を
見
な
が
ら
ピ
ア
ノ
を
演
奏
す
る

こ
と
を
「
暗
譜
」
と
定
義
し
た
。
確
か

に
楽
譜
を
見
ず
に
演
奏
す
る
こ
と
を
暗

譜
と
い
う
が
、
目
線
は
鍵
盤
を
見
る
も

の
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て

視
覚
と
聴
覚
の
関
係
か
ら
初
心
者
の
ピ

ア
ノ
指
導
法
を
論
じ
た
永
富
正
之
は
、

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る

12

。

　

勉
強
の
初
め
か
ら
楽
譜
や
鍵
盤
を

見
る
癖
が
つ
き
、
視
覚
に
頼
り
す
ぎ

る
と
、
聴
覚
の
識
別
能
力
が
発
達
せ

ず
、
い
つ
も
目
で
鍵
盤
を
見
な
い
と

何
の
音
を
弾
い
て
い
る
か
わ
か
ら
な

い
と
い
う
事
態
さ
え
生
じ
る
だ
ろ

う
。

　

幼
児
を
対
象
に
し
た
永
富
と
学
生
を

対
象
に
し
た
滝
本
の
指
導
法
を
比
較
す

る
こ
と
は
時
期
尚
早
だ
が
、
永
富
の
言

う
説
が
正
し
け
れ
ば
、
滝
本
の
指
導
法

で
は
子
ど
も
を
見
な
が
ら
の
弾
き
歌
い

が
難
し
い
の
で
は
な
い
か
、
と
懸
念
さ

れ
た
。

　

そ
こ
で
、「
ピ
ア
ノ
の
基
礎
」
の
作

成
に
関
わ
っ
た
教
員
に
そ
の
点
に
つ
い

て
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
段
階
を
経
て
徐
々

に
視
線
を
子
ど
も
に
移
行
さ
せ
る
指
導

法
が
示
さ
れ
た
。
お
そ
ら
く
滝
本
も
、

視
線
の
移
動
訓
練
の
追
加
を
想
定
し
て

こ
の
教
本
を
作
成
し
た
の
で
あ
ろ
う
と
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推
測
さ
れ
た
。

　

③
移
調
に
関
す
る
研
究
で
は
、
橋
本

鈴
枝
が
、一
定
の
年
齢
の
学
習
者
に
は
、

物
事
を
体
系
的
に
捉
え
る
特
徴
が
あ
る

と
述
べ
た

13

。
そ
こ
で
か
れ
ら
に
は
、

効
率
的
・
か
つ
洗
練
さ
れ
た
教
材
に
よ

る
メ
ソ
ッ
ド
を
提
供
す
る
必
要
が
あ
る

と
し
、
具
体
的
に
「B

eginning 
Piano for A

dult

」（
バ
ス
テ
ィ
ン
お

と
な
の
ピ
ア
ノ
教
本
）
の
全
調
メ
ソ
ッ

ド
を
例
に
あ
げ
て
考
察
し
て
い
る
。
ま

た
橋
本
は
、
全
調
メ
ソ
ッ
ド
で
の
学
習

は
楽
典
・
読
譜
・
移
調
な
ど
の
総
合
的

な
展
開
を
可
能
に
す
る
、
と
締
め
く
く

っ
て
い
る
。

５
　
研
究
の
ま
と
め

　

以
上
の
よ
う
に
「
ピ
ア
ノ
の
基
礎
」

の
３
つ
の
柱
に
関
す
る
研
究
を
み
て
き

た
と
こ
ろ
、「
写
譜
」
に
関
す
る
研
究

で
は
、
浅
井
と
鈴
木
の
両
者
と
滝
本
の

間
に
、「
写
譜
」
の
目
的
の
面
で
一
致

す
る
点
が
み
ら
れ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら

写
譜
が
、
読
譜
力
と
暗
譜
力
の
向
上
に

役
立
つ
可
能
性
が
考
え
ら
れ
た
。「
暗

譜
」
に
関
す
る
研
究
で
は
、
研
究
者
の

意
見
や
方
向
性
の
違
い
か
ら
、
滝
本
の

考
え
に
対
す
る
裏
付
け
を
得
る
こ
と
は

難
し
か
っ
た
。

　

ま
た
、「
ピ
ア
ノ
の
基
礎
」
に
は
目

線
の
追
加
訓
練
が
必
要
で
あ
る
こ
と
が

推
測
さ
れ
た
。「
移
調
」
に
関
す
る
研

究
で
は
、
橋
本
が
「
写
譜
」
の
目
的
の

ひ
と
つ
で
あ
る
読
譜
と
「
移
調
」
が
含

ま
れ
る
教
材
を
、
大
人
に
適
し
た
総
合

的
な
発
展
教
材
と
位
置
づ
け
て
い
た
こ

と
か
ら
、
そ
れ
ら
を
含
む
「
ピ
ア
ノ
の

基
礎
」
は
、
バ
ス
テ
ィ
ン
の
全
調
メ
ソ

ッ
ド
を
発
展
さ
せ
た
位
置
に
あ
る
と
考

え
て
よ
い
と
思
わ
れ
た
。

お
わ
り
に

　

以
上
の
こ
と
か
ら「
ピ
ア
ノ
の
基
礎
」

は
、
保
育
現
場
で
の
実
践
的
な
ピ
ア
ノ

演
奏
能
力
を
培
う
総
合
的
な
メ
ソ
ッ
ド

で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
が
あ
き
ら

か
に
な
っ
た
。
こ
れ
か
ら
も
滝
本
式
ピ

ア
ノ
指
導
法
は
大
谷
大
学
の
教
員
の
間

で
研
究
し
続
け
ら
れ
る
こ
と
で
あ
ろ

う
。

　

な
お
、「
移
調
」
の
研
究
を
行
っ
た

橋
本
は
、
一
定
の
年
齢
の
学
習
者
と
し

て
保
育
者
養
成
校
の
学
生
と
趣
味
の
ピ

ア
ノ
学
習
者
の
両
方
を
あ
げ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
学
生
と
趣
味
の
ピ
ア
ノ
学

習
者
で
は
、
年
齢
や
学
習
の
目
的
な
ど

数
々
の
相
違
点
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
学

生
を
対
象
に
作
成
さ
れ
た
「
ピ
ア
ノ
の

基
礎
」
を
そ
の
ま
ま
成
人
に
あ
て
は
め

て
使
用
す
る
こ
と
は
難
し
い
と
思
わ
れ

る
。
そ
こ
で
今
後
は
、
趣
味
の
ピ
ア
ノ

学
習
者
を
対
象
に
し
た
「
ピ
ア
ノ
の
基

礎
」
の
適
用
の
可
能
性
に
つ
い
て
研
究

し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

〈
註
〉

１　

滝
本
裕
造
『
ピ
ア
ノ
の
基
礎
』
一
木
楽

器
、
教
本
は
１
９
８
４
年
。
京
都
市
立
芸

術
大
学
を
は
じ
め
、
新
潟
大
学
・
大
阪
教

育
大
学
・
相
愛
大
学
・
大
阪
芸
術
大
学
な

ど
の
音
楽
専
攻
の
あ
る
12
の
大
学
付
属
図

書
館
で
閲
覧
可
能
。

２　

滝
本
裕
造
「
ピ
ア
ノ
・
メ
ト
ー
ド
に
つ

い
て
」
全
国
保
母
養
成
協
議
会
研
究
大
会

報
告
書
抜
刷　

１
９
７
０
年
。

３　

乖
離
伴
奏
の
形
に
つ
い
て
、
滝
本
が
名

づ
け
た
も
の
。

４　

大
谷
大
学
同
窓
会
本
部
『
無
盡
燈
』
２

０
１
４
年
。

５　

浅
井
暁
子
・
横
山
舞
「
読
譜
力
と
記
譜

法
の
相
関
関
係
に
つ
い
て
の
考
察
―
音
楽

教
材
へ
の
発
展
」
教
育
実
践
研
究
、
34
、

２
０
０
８
年
、
13-

25
。

６　

上
杉
春
雄
・
東
誠
三
・
峯
村
操
「
暗
譜

力
ア
ッ
プ
虎
の
巻
」
ム
ジ
カ
ノ
ー
ヴ
ァ
叢

書
、
２
０
１
１
年
８
月
号
、
pp. 

11-

23
。

７　

鈴
木
寛
子
「
確
か
な
「
暗
譜
」
９
つ
の

ポ
イ
ン
ト
（
特
集 

脳
力
開
発　

ピ
ア
ノ
と

脳
の
発
育
・
活
性
化
）
ム
ジ
カ
ノ
ー
ヴ
ァ

叢
書
、
１
９
９
６
年
12
月
号
、
pp. 

39-

41
。

８　

ベ
ア
タ
・
ツ
ィ
ー
グ
ラ
ー
『
耳
か
ら
学

ぶ
ピ
ア
ノ
教
本
の
た
め
に
：
ツ
ィ
ー
グ
ラ

ー
』
長
岡
敏
夫
・
水
野
信
男
訳
、
音
楽
之

友
社
、
１
９
６
９
年
、
p. 

34
。

９　

森
正
「
楽
譜
と
暗
譜
：
そ
れ
で
も
暗
譜

で
弾
き
ま
す
か
？
」
鳴
門
教
育
大
学
紀
要
、

２
０
１
４
年
。

10　

磯
山
雅
「
暗
譜
考
」
弦
楽
専
門
誌
『
ス

ト
リ
ン
グ
』
第
１
巻
、
レ
ッ
ス
ン
の
友
社
、

32-

34
、
２
０
０
８
年
。

11　

山
口
理
恵
「
ピ
ア
ノ
の
暗
譜
演
奏
と
脳

の
賦
活
：
ピ
ア
ノ
教
育
の
視
点
か
ら
」、

財
団
法
人
日
本
ピ
ア
ノ
教
育
連
盟
、
23
、

２
０
０
７
年
、
55-

66
。

12　

永
富
正
之
「
音
楽
教
育
と
ピ
ア
ノ
」『
ピ

ア
ノ
初
歩
指
導
の
手
引
き
Ⅰ
』
最
新
ピ
ア

ノ
講
座
３
、
音
楽
之
友
社
、
１
９
７
６
年
、

p. 

63
。

13　

橋
本
鈴
枝
「
成
人
（
初
心
者
）
の
た
め

の
ピ
ア
ノ
教
程
に
つ
い
て
の
考
察
」
横
浜

国
立
大
学
紀
要
、
１
９
８
５
年
。


