
レ
シ
ピ
を
読
む
、
楽
譜
を
読
む
、
図
面
を
読
む
（
一
五
）

転
調
の
誘
惑

小
野
塚
知
二

　

ピ
ア
ノ
・
ソ
ナ
タ
と
い
う
実
験
場

　

音
楽
的
な
辺
境
で
新
し
い
試
み
を
行
お
う
と
す
る
場
合
に
好
適
な
の

は
、
独
り
で
己
の
意
図
を
実
践
で
き
る
独
奏
曲
か
、
少
人
数
の
気
の
合

う
仲
間
と
演
奏
で
き
る
室
内
楽
（
殊
に
弦
楽
四
重
奏
曲
と
か
ピ
ア
ノ
三

重
奏
曲
）
で
す
。
新
し
い
試
み
を
初
め
か
ら
管
弦
楽
で
実
践
す
る
の

は
経
済
的
に
無
理
で
す
し
、
独
奏
者
を
と
も
な
う
協
奏
曲
な
ど
の
場

合
、
そ
の
独
奏
者
が
試
み
の
意
図
を
理
解
し
な
け
れ
ば
初
演
で
失
敗
す

る
か
ら
で
す
。し
た
が
っ
て
、オ
ル
ガ
ン
、チ
ェ
ン
バ
ロ
、ハ
ン
マ
ー
ク
ラ

ヴ
ィ
ー
ア
な
ど
の
独
奏
楽
器
が
作
曲
家
の
実
験
器
具
と
な
り
ま
す
。Ｊ
・

Ｓ
・
バ
ッ
ハ
の
オ
ル
ガ
ン
曲
の
多
く
も
そ
う
し
た
性
格
を
持
ち
ま
す
。

　

で
は
、
ハ
イ
ド
ン
や
ソ
レ
ー
ル
の
時
代
に
は
ど
の
よ
う
な
実
験
が
な

さ
れ
た
の
か
と
い
う
と
、
一
つ
の
調
性
に
縛
ら
れ
ず
に
い
か
に
自
由
に

転
調
す
る
か
、
し
か
も
聴
衆
に
不
快
感
や
不
審
感
を
覚
え
さ
せ
な
い
よ

う
に
転
調
す
る
に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
の
か
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
ソ

レ
ー
ル
は
転
調
に
関
す
る
論
文
を
書
い
た
ほ
ど
で
す
。
ハ
イ
ド
ン
は
己

の
転
調
の
技
の
極
限
を
ピ
ア
ノ･

ソ
ナ
タ
で
存
分
に
示
し
ま
し
た
。

　

ハ
イ
ド
ン
（Franz Joseph H

aydn, 1732-1809

）
は
膨
大
な
数
の
温

和
で
穏
健
で
平
凡
な
作
品
を
書
い
た
人
と
思
わ
れ
て
い
ま
す
。
確
か
に

エ
ス
テ
ル
ハ
ー
ジ
侯
爵
家
の
楽
長
と
し
て
の
務
め
が
多
か
っ
た
た
め
、

当
た
り
障
り
の
な
い
実
用
的
な
曲
を
た
く
さ
ん
残
し
た
の
は
事
実
で

す
。
で
も
、
彼
の
人
生
に
は
何
度
か
、
意
識
的
に
従
来
の
枠
を
破
ろ
う

と
し
た
時
期
が
あ
り
ま
し
た
し
、相
当
に
意
欲
的
な
作
品
も
あ
り
ま
す
。

　

第
一
は
ハ
イ
ド
ン
の
「
疾
風
怒
濤
」
時
代
と
さ
れ
る
一
七
六
八
～

七
三
年
頃
で
、当
時
の
音
楽
の
中
心
地
イ
タ
リ
ア
、パ
リ
、マ
ン
ハ
イ
ム

な
ど
か
ら
離
れ
て
孤
立
し
て
生
活
す
る
中
で
独
自
に
編
み
出
し
た
作
風

で
す
。
同
時
代
の
ソ
レ
ー
ル
神
父
（Padre A

ntonio Soler, 1729-83
）

が
マ
ド
リ
ー
ド
郊
外
の
エ
ス
コ
リ
ア
ル
修
道
院
に
籠
も
っ
て
作
曲
を
続

け
る
中
で
独
自
の
境
地
に
到
達
し
た
の
と
少
し
似
て
い
ま
す
。
第
二
の

革
新
期
は
エ
ス
テ
ル
ハ
ー
ジ
の
楽
長
の
任
を
解
か
れ
年
金
生
活
に
入
っ

た
一
七
九
〇
年
代
で
す
。
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
や
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
か
ら
刺

激
を
受
け
、
ま
た
、
何
よ
り
も
当
時
既
に
世
界
最
大
の
音
楽
消
費
市
場

だ
っ
た
ロ
ン
ド
ン
で
の
生
活
が
新
た
な
創
作
意
欲
を
生
み
ま
し
た
。
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ジ
ャ
ン
セ
ン
と
記
す
方
が
適
切
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

第
一
楽
章
は
冒
頭
か
ら
堂
々
た
る
第
一
主
題
が
現
れ
ま
す
。
こ
の
曲

を
書
い
た
と
き
ハ
イ
ド
ン
は
既
に
六
二
歳
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
若
々

し
い
力
強
さ
は
、
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
若
き
日
の
ピ
ア
ノ
・
ソ
ナ
タ
、

こ
と
に
第
三
番
ハ
長
調
（
ハ
イ
ド
ン
に
献
呈
）
や
第
四
番
変
ホ
長
調
に

通
ず
る
雰
囲
気
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、ハ
イ
ド
ン
の
こ
の
ソ
ナ
タ
は
、

七
の
和
音
（
四
和
音
、
根
音
と
、
そ
の
上
に
三
度
、
五
度
、
七
度
の
音

程
の
四
つ
の
音
か
ら
な
る
不
協
和
音
）
を
や
た
ら
と
多
用
す
る
点
で
青

年
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
作
品
と
異
な
り
ま
す
。
第
一
楽
章
の
冒
頭
八
小

節
（
譜
例
１
）
で
、
七
の
和
音
は
一
〇
回
登
場
し
ま
す
。

　

第
一
小
節
は
変
ホ
長
調
の
主
和
音
（
Ⅰ
）
で
始
ま
り
ま
す
が
、
二
拍

目
で
た
だ
ち
に
短
七
度
の
レ
♭
を
右
手
左
手
の
両
方
で
加
え
て
、
Ⅰ7
と

し
て
三
～
四
拍
目
（
Ⅳ
）
で
変
イ
長
調
に
転
調
し
た
か
の
よ
う
な
印
象

を
与
え
ま
す
が
、第
二
小
節
で
は
変
ホ
長
調
の
属
七
和
音（
Ⅴ7
）を
経
て
、

Ⅰ
に
戻
り
ま
す
。
こ
の
二
小
節
を
通
じ
て
低
音
は
ず
っ
と
ミ
♭
の
音
が

響
い
て
い
る
の
で
Ⅰ7
か
ら
Ⅳ
へ
の
進
行
に
も
か
か
わ
ら
ず
変
ホ
長
調
の

調
性
は
保
た
れ
て
い
ま
す
。
第
三
～
五
小
節
は
Ⅴ7
と
Ⅰ
の
間
を
行
っ
た

り
来
た
り
し
て
、
第
六
～
八
小
節
で
再
び
Ⅰ7
か
ら
Ⅳ7
、
さ
ら
に
Ⅲ7
と
減

七
和
音
を
経
て
再
び
Ⅴ7
に
到
達
し
て
、
第
九
小
節
か
ら
は
一
オ
ク
タ
ー

ブ
上
で
、
多
少
装
飾
も
加
え
て
第
一
主
題
を
繰
り
返
し
ま
す
。
第
九
～

一
六
小
節
の
八
小
節
の
間
で
は
減
七
も
含
め
て
七
の
和
音
が
一
一
回
登

場
し
七
の
和
音
を
多
用
す
る
こ
と
で
、
あ
ち
こ
ち
で
転
調
し
た
（
あ
る

い
は
転
調
す
る
）
か
の
よ
う
な
雰
囲
気
を
醸
し
出
し
ま
す
。

　

ピ
ア
ノ
・
ソ
ナ
タ
第
五
二
番
変
ホ
長
調

　

そ
れ
が
こ
の
変
ホ
長
調
の
ピ
ア
ノ
・
ソ
ナ
タ
で
す
。
ホ
ー
ボ
ー
ケ
ン

に
よ
る
ハ
イ
ド
ン
作
品
番
号
で
は
XVI-

52
で
、
チ
ェ
ン
バ
ロ
や
ハ
ン

マ
ー
・
ク
ラ
ヴ
ィ
ー
ア
（
初
期
の
ピ
ア
ノ
）
の
た
め
に
書
い
た
ソ
ナ
タ

と
し
て
は
ハ
イ
ド
ン
最
後
の
も
の
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
ロ
ン
ド
ン
滞
在

中
一
七
九
四
年
の
作
品
で
、
ク
レ
メ
ン
テ
ィ
の
高
弟
の
一
人
テ
レ
ー

ゼ
・
ヤ
ン
セ
ン
に
献

呈
さ
れ
ま
し
た
。
こ

の
曲
は
ハ
イ
ド
ン
の

自
筆
楽
譜
が
残
さ
れ

て
お
り
、
そ
の
冒
頭

に
献
辞
が
書
き
込
ま

れ
て
い
ま
す
。
ヤ
ン

セ
ン
は
ア
ー
ヘ
ン
生

ま
れ
で
す
が
、
ヘ
ン

デ
ル
亡
き
後
の
ロ
ン

ド
ン
音
楽
界
の
寵
児

と
な
っ
た
ク
レ
メ
ン

テ
ィ
の
弟
子
と
し

て
、
若
く
し
て
英
国

で
名
声
を
獲
得
し
て

い
ま
し
た
か
ら
、
英

語
風
に
テ
リ
ー
ズ
・

　　レシピを読む、楽譜を読む、図面を読む（一五）

譜例１　第１楽章第１主題冒頭



覚
的
か
つ
目
的
意
識
的
に
書
か
な
け
れ
ば
、
あ
り
え
な
い
こ
と
で
す
。

　

第
一
楽
章
は
主
題
再
現
部
（
第
三
部
）
で
再
び
変
ホ
長
調
に
も
ど
り
、

小
刻
み
な
転
調
を
繰
り
返
し
ま
す
が
、
終
結
部
は
変
ホ
長
調
で
締
め
括

ら
れ
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
第
二
楽
章
は
突
如
、
半
音
上
の
ホ
長
調
で
す
。

こ
こ
で
は
短
い
経
過
句
と
し
て
の
ソ
シ
レ
の
和
音
す
ら
な
く
、
ま
さ
に

唐
突
に
半
音
上
に
転
調
し
ま
す
。

　

第
一
楽
章
の
さ
ま
ざ
ま
な
転
調
を
気
付
か
ず
に
聞
き
流
し
た
聴
衆

も
、
第
二
楽
章
の
冒
頭
で
は
「
あ
れ
、
変
だ
な
」
と
気
付
く
は
ず
で

す
。
こ
の
ソ
ナ
タ
は
ハ
イ
ド
ン
が
そ
の
技
を
駆
使
し
て
、
転
調
の
お
も

し
ろ
さ
や
意
外
さ
を
見
せ
た
実
験
的
な
作
品
と
い
っ
て
差
し
支
え
な
い

で
し
ょ
う
。
も
し
、
こ
れ
が
意
図
的
な
実
験
で
な
い
な
ら
ば
、
ハ
イ
ド

ン
は
強
迫
転
調
症
と
で
も
い
う
べ
き
音
楽
的
な
病
に
罹
っ
て
い
た
こ
と

に
な
り
ま
す
が
、
彼
は
ほ
か
の
曲
で
は
、
こ
う
し
た
多
彩
な
転
調
に
取

り
憑
か
れ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
実
験
を
通
じ
て
ハ
イ

ド
ン
が
示
し
た
か
っ
た
の
は
、和
声
学
の
常
識
に
囚
わ
れ
る
こ
と
な
く
、

右
手
の
旋
律
と
左
手
の
低
音
の
自
由

0

0

で
必
然
的

0

0

0

な
動
き
を
追
求
す
る
な

ら
、
い
く
ら
で
も
表
現
の
可
能
性
は
広
が
る
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
後
も
多
く
の
作
曲
家
た
ち
が
晩
年
に
述
懐

し
た
よ
う
に
、和
声
学
と
は
作
曲
（
や
楽
曲
分
析
）
の
方
便
に
過
ぎ
ず
、

各
声
部
の
音
の
横
の
流
れ
（
旋
律
）
と
そ
の
組
み
合
わ
せ
（
対
位
法
）

に
こ
そ
西
洋
音
楽
の
本
質
は
あ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

転
調
苔
む
さ
ず

　

西
洋
近
現
代
音
楽
で
は
七
の
和
音
は
、
根
音
の
完
全
四
度
上
の
和
音

に
落
ち
着
こ
う
と
す
る
性
格
を
強
く
持
ち
ま
す
。
減
七
和
音
の
場
合
は

構
成
す
る
四
つ
の
音
の
い
ず
れ
も
が
根
音
に
な
り
う
る
の
で
、
い
ろ
い

ろ
な
和
音
に
落
ち
着
く
こ
と
が
で
き
る
点
で
便
利
で
す
。
逆
に
七
の
和

音
を
多
用
す
る
と
、
始
終
転
調
し
て
い
る
よ
う
な
状
態
で
、
何
が
主
調
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儀
正
し
い
転
調
が
た
く
さ
ん
、
そ
れ
も
過
剰
な
ほ
ど
に
含
ま
れ
て
い
る

の
を
見
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
曲
に
は
そ
れ
と
は
異
な
る
唐
突

な
転
調
も
何
度
か
現
れ
ま
す
。
七
の
和
音
は
不
安
定
感
が
あ
る
の
で
、

そ
の
根
音
の
完
全
四
度
上
に
転
調
す
る
こ
と
を
予
感
さ
せ
ま
す
が
、
こ

の
曲
に
は
そ
う
し
た
予
兆
の
な
い
突
然
の
転
調
が
あ
る
の
で
す
。

　

そ
う
し
た
唐
突
な
転
調
の
最
初
が
、
第
一
楽
章
の
主
題
展
開
部
（
第

二
部
）
冒
頭
で
す
。
主
題
提
示
部
（
第
一
部
）
末
尾
は
、
第
二
主
題
の

変
ロ
長
調
で
す
（
譜
例
３
の
繰
り
返
し
記
号
の
前
の
二
小
節
）。
そ
の

後
か
ら
が
主
題
展
開
部
に
な
り
ま
す
。
ま
ず
、
三
つ
の
和
音
（
変
ロ
長

調
の
Ⅰ-

Ⅶ7-

Ⅵ
）
を
鳴
ら
し
ま
す
。
こ
の
Ⅵ
（
ソ
シ
レ
）
を
フ
ェ
ル

マ
ー
タ
で
長
く
伸
ば
し
て
、
少
し
間
を
空
け
て
、
ハ
長
調
で
第
二
主
題

の
変
奏
が
始
ま
り
ま
す
。
変
ロ
長
調
（
元
々
の
変
ホ
長
調
の
属
調
）
か

ら
ハ
長
調
へ
長
二
度
上
が
る
、
少
し
遠
い
転
調
で
す
。

　

こ
の
後
も
細
か
な
礼
儀
正
し
い
転
調
を
繰
り
返
し
な
が
ら
、
ニ
長
調

へ
上
が
り
ま
す
。
再
び
ソ
シ
レ
の
和
音
（
ニ
長
調
の
下
属
調
）
を
フ
ェ

ル
マ
ー
タ
で
伸
ば
し
て
、
さ
ら
に
ホ
長
調
に
転
調
し
ま
す
。
ハ
イ
ド
ン

の
自
筆
譜
面
で
は
こ
の
ソ
シ
レ
の
後
を
一
段
空
け
て
次
頁
冒
頭
か
ら
ホ

長
調
の
第
二
主
題
を
書
い
て
い
ま
す
か
ら
、
こ
こ
に
長
い
間ま

を
取
る
つ

も
り
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
つ
ま
り
、
変
ロ
長
調
か
ら
長
二
度
ず
つ
三

回
上
が
っ
て
い
く
の
で
す
が
、そ
の
結
果
、変
ロ
長
調
の
増
四
度
上
（
元

の
変
ホ
長
調
か
ら
は
半
音
上
）
と
い
う
最
も
遠
い
調
に
到
達
し
て
い
る

の
で
す
。
こ
の
よ
う
に
、
小
刻
み
で
礼
儀
正
し
い
転
調
と
唐
突
な
転
調

と
を
組
み
合
わ
せ
て
、
遠
隔
調
に
転
ず
る
と
い
う
の
は
、
き
わ
め
て
自

だ
っ
た
の
か
わ
か
り
づ
ら
く
な
り
、
和
声
的
な
調
性
感
は
揺
ら
ぎ
や
す

く
な
り
ま
す
。
現
在
の
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
音
楽
で
は
セ
ブ
ン
ス
・
コ
ー
ド
ば

か
り
と
い
う
曲
も
珍
し
く
あ
り
ま
せ
ん
が
、
一
八
世
紀
の
音
楽
で
、
こ

れ
ほ
ど
セ
ブ
ン
ス
が
多
用
さ
れ
た
こ
と
は
ま
ず
な
い
で
し
ょ
う
。

　

こ
の
ピ
ア
ノ
・
ソ
ナ
タ
の
第
一
楽
章
は
、
一
方
で
は
右
手
の
速
い
音

階
、
時
に
は
一
〇
連
符
と
な
る
よ
う
な
急
速
な
音
階
を
駆
使
す
る
こ
と

で
、
他
方
で
は
左
手
の
低
音
を
維
持
す
る
こ
と
で
、
調
性
感
の
揺
ら
ぎ

が
露
呈
し
な
い
よ
う
に
工
夫
し
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、
第
一
楽
章
の

一
七
～
二
〇
小
節
で
は
、
根
音
省
略
と
い
う
裏
技
ま
で
用
い
て
、
和
声

的
な
調
性
感
を
保
っ
て
い
ま
す
。
譜
例
２
で
は
第
一
主
題
を
五
度
上
の

変
ロ
長
調
に
転
調
し
て
繰
り
返
し
ま
す
。
こ
こ
で
も
変
ロ
長
調
（
Ⅰ
）

か
ら
Ⅰ7
、
Ⅳ7
、
Ⅴ7
を
経
て
Ⅰ
に
戻
る
の
は
譜
例
１
と
同
じ
で
す
。
譜
例

１
よ
り
も
さ
ら
に
速
く
長
い
音
階
を
駆
け
上
が
る
と
こ
ろ
（
第
一
八
～

一
九
小
節
）
の
Ⅴ7
は
根
音
の
フ
ァ
が
あ
り
ま
せ
ん
。
根
音
が
な
い
の
に

な
ぜ
Ⅴ7
だ
と
わ
か
る
の
か
と
い
え
ば
、
和
声
進
行
も
旋
律
も
こ
の
部
分

は
ヘ
長
調
と
し
か
解
釈
で
き
な
い
か
ら
で
す
。
七
の
和
音
の
根
音
を
省

略
す
る
と
減
七
に
な
り
が
ち
で
す
が
、
こ
こ
で
は
、
シ
♭
が
低
音
で
頑

張
っ
て
い
る
の
で
、変
ロ
調
が
優
勢
な
調
性
感
と
な
り
ま
す
。
こ
の
後
、

ほ
ぼ
変
ロ
長
調
を
中
心
に
細
か
な
転
調
を
続
け
、
第
二
主
題
も
変
ロ
長

調
で
、
飛
び
跳
ね
る
よ
う
な
分
散
和
音
の
下
降
形
で
現
れ
ま
す
。

　

七
の
和
音
を
と
も
な
わ
な
い
転
調

　

以
上
、
こ
の
ソ
ナ
タ
の
第
一
楽
章
に
は
、
七
の
和
音
を
多
用
し
た
礼

お
の
づ
か
・
と
も
じ

東
京
大
学
特
任
教
授
／
名
誉
教
授

　　レシピを読む、楽譜を読む、図面を読む（一五）

譜例２　第１楽章17～20小節

譜例３　第１楽章提示部最後の２小節と展開部最初の４小節


