
レ
シ
ピ
を
読
む
、
楽
譜
を
読
む
、
図
面
を
読
む
（
一
二
）

冗
談
で
は
な
い
で
す
よ

小
野
塚
知
二

談･

洒
落･

戯
れ
で
あ
る
こ
と
を
明
示
し
た
最
も
早
い
作
品
で
、
二
〇

世
紀
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
音
楽
の
一
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
の
冗
談
音
楽
（
た
と
え

ば
ス
パ
イ
ク
・
ジ
ョ
ー
ン
ズ
、
ハ
ナ
肇
と
ク
レ
イ
ジ
ー
・
キ
ャ
ッ
ツ
、

フ
ラ
ン
キ
ー
堺
と
シ
テ
ィ
ー･

ス
リ
ッ
カ
ー
ズ
な
ど
）
へ
の
道
を
開
き

ま
し
た
。

　

冗
談
に
聞
こ
え
な
い
冗
談

　

ま
ず
は
譜
例
１
を
眺
め
て
く
だ
さ
い
。
原
曲
は
ホ
ル
ン
二
本
に
弦
四

部
で
す
が
、
二
段
に
ま
と
め
ま
し
た
。
鍵
盤
楽
器
用
に
書
い
た
の
で
は

な
い
の
で
、
よ
ほ
ど
手
の
大
き
な
方
で
な
い
と
弾
け
な
い
で
し
ょ
う
。

　

西
洋
音
楽
は
通
常
、
四
小
節
の
動
機
を
最
小
の
単
位
と
し
て
、
そ
れ

ら
を
適
宜
変
形
さ
せ
、
組
み
合
わ
せ
て
、
よ
り
大
き
な
楽
節
や
楽
曲
を

構
成（com

pose

）し
ま
す
。し
た
が
っ
て
、四
の
倍
数
の
小
節
数
、
た
と

え
ば
八
小
節
、
一
六
小
節
、
三
二
小
節
な
ど
が
ひ
と
ま
と
ま
り
と
な
り

ま
す
。
譜
例
１
は
こ
の
曲
の
第
一
楽
章
の
第
一
部
で
、
ち
ょ
う
ど
三
二

小
節
あ
り
ま
す
。
で
は
、
そ
の
構
成
を
最
初
か
ら
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

　

近
世
か
ら
近
代
に
か
け
て
の
西
洋
音
楽
は
作
曲
家
の
営
み
に
さ
ま
ざ

ま
な
規
則
を
設
け
て
き
ま
し
た
。
楽
典
（m

usical gram
m

er

）、
こ
と

に
記
譜
法
は
、楽
譜
で
表
さ
れ
た
音
楽
の
文
法
の
よ
う
な
も
の
で
す
が
、

文
法
さ
え
守
っ
て
い
る
な
ら
何
を
書
い
て
も
よ
い
と
い
う
わ
け
で
は
な

く
て
、
ど
の
よ
う
に
書
く
の
が
適
切
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
旋
法
、

対
位
法
、
和
声
学
、
作
曲
学
、
管
弦
楽
法
な
ど
の
経
験
的
な
実
践
知
が

体
系
化
・
理
論
化
さ
れ
て
、
そ
れ
ら
が
音
楽
に
望
ま
し
い
秩
序
を
与
え

る
と
考
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
う
し
た
規
則
の
制
約
の
中
で
、
い
か

に
表
現
の
多
様
性
や
斬
新
さ
を
実
現
す
る
か
が
、
作
曲
家
の
腕
の
見
せ

所
だ
っ
た
の
で
す
が
、
す
で
に
一
八
世
紀
に
は
規
則
を
破
っ
て
新
た
な

可
能
性
を
追
求
し
よ
う
と
す
る
人
々
が
登
場
し
ま
し
た
。
Ｊ
・
Ｓ
・
バ
ッ

ハ
も
Ｆ
・Ｊ･

ハ
イ
ド
ン
も
Ｗ
・
Ａ
・
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
も
、当
時
の
通
則
の

外
側
に
音
楽
の
地
平
を
広
げ
る
試
み
を
意
識
的
に
行
っ
て
き
ま
し
た
。

　

今
回
は
そ
の
一
例
と
し
て
、
一
八
世
紀
末
の
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
嬉
遊

曲
ヘ
長
調
「
音
楽
の
冗
談
（Ein M

usikalischer Spaß

）」（
ケ
ッ
ヘ
ル

番
号
五
二
二
）
を
読
み
ま
す
。
こ
れ
は
、
規
則
を
破
っ
た
音
楽
的
な
冗
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の
第
四
小
節
が
、
次
の
動
機
の
最
初
の
小
節
を
兼
ね
て
し
ま
っ
て
い
る

た
め
、
八
で
な
く
て
七
小
節
に
な
っ
た
の
で
す
。
自
然
言
語
で
た
と
え

る
な
ら
、「
手
を
見
て
手
を
見
て
」と
八
文
字
で
書
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
こ
ろ
を
、「
手
を
見
手
を
見
て
」の
七
文
字
に
縮
ん
で
い
る
の
で
す
。

　

こ
の
あ
と
、
四
小
節
の
さ
ま
ざ
ま
な
楽
句
が
続
き
ま
す
。
八
〜
一
一

小
節
は
三
連
符
を
繰
り
返
す
攻
撃
的
な
楽
句
、
一
二
〜
一
五
小
節
は

優
美
な
曲
調
に
転

じ
ま
す
が
、
突
如

ト
長
調
か
ら
始
ま

り
、
和
声
学
上
は

禁
則
の
ヘ
長
調
に

移
る
と
い
う
乱

暴
な
進
行
で
す
。

一
六
〜
一
九
小
節

も
ど
こ
か
ぎ
く

し
ゃ
く
し
た
楽
句

で
す
。
さ
て
、
こ

の
あ
と
、
分
散
和

音
（
第
一
ヴ
ァ
イ

オ
リ
ン
）
と
長
い

ト
リ
ル
（
ヴ
ィ
オ

ラ
）
が
特
徴
的
な

楽
句
（
二
〇
〜

　

最
初
の
四
小
節
が
こ
の
楽
章
の
主
要
動
機
で
す
が
、
そ
れ
を
変
形
し

た
も
う
一
つ
の
動
機
を
組
み
合
わ
せ
て
八
小
節
の
主
題
と
は
な
っ
て
い

ま
せ
ん
。
ど
う
見
て
も
、
八
小
節
目
か
ら
の
三
連
符
は
別
の
動
機
で
す

か
ら
、
最
初
の
主
題
は
七
小
節
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
聴
い
て

も
ど
こ
か
寸
足
ら
ず
な
気
が
す
る
だ
け
で
大
き
な
違
和
感
は
あ
り
ま
せ

ん
。
主
要
動
機
の
第
一
小
節
と
第
四
小
節
は
ま
っ
た
く
同
じ
形
で
、
こ

　　レシピを読む、楽譜を読む、図面を読む（一二）

譜例１　第一楽章第一部



＃
と
全
音
音
階
に
な
っ
て
し
ま
う
と
こ
ろ
は
、
ハ
イ
ポ
ジ
シ
ョ
ン
（
指

板
上
の
駒
寄
り
の
位
置
）
を
正
確
に
弾
け
な
い
稚
拙
な
演
奏
家
を
表
現

し
て
い
ま
す
。

　

第
四
楽
章
は
ホ
ル
ン
が
快
調
に
活
躍
す
る
曲
で
す
が
、
最
後
の
三
小

節
で
、
ホ
ル
ン
が
ヘ
長
調
で
演
奏
し
て
い
る
の
に
、
第
一
ヴ
ァ
イ
オ
リ

ン
は
ト
長
調
、
第
二
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
は
イ
長
調
、
ヴ
ィ
オ
ラ
は
変
ホ
長

調
、
低
弦
（
チ
ェ
ロ
と
コ
ン
ト
ラ
バ
ス
）
は
変
ロ
長
調
で
弾
く
た
め
、

極
め
て
不
快
な
不
協
和
音
で
全
曲
を
締
め
括
り
ま
す
（
譜
例
３
参
照
）。

ア
イ
ヴ
ズ
（C

harles Edw
ard Ives, 1874-1954

）
の
交
響
曲
第
二
番

の
第
五
楽
章
が
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
全
体
で
不
協
和
音
を
鳴
ら
し
て
終
わ
る

の
と
よ
く
似
て
い
ま
す
が
、こ
れ
は
そ
の
一
世
紀
以
上
前
の
作
品
で
す
。

　

冗
談
が
通
じ
な
い
時
代

　

韻
律
の
中
に
言
葉
を
嵌
め
込
む
詩
や
俳
句
・
短
歌
が
い
ま
も
言
語
表

現
の
大
切
な
一
手
段
で
あ
り
続
け
て
い
る
の
と
比
べ
る
な
ら
、
諸
規
則

の
中
に
音
を
嵌
め
込
ん
で
き
た
西
洋
近
代
音
楽
は
準
絶
滅
危
惧
種
（
近

危
急
種
、N

ear Threatened

）
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
数
世
紀
に
わ
た
っ

て
規
則
外
し
が
夥
し
く
試
み
ら
れ
続
け
て
き
た
結
果
、
音
楽
は
ほ
ぼ
何

で
も
あ
り
の
状
況
で
す
。
規
則
に
忠
実
な
音
楽
は
、
商
業
的
に
生
産･

流
通･

消
費
さ
れ
る
平
易
な
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
音
楽
の
一
部
と
、
小
学
校
の

音
楽
の
授
業
の
一
部
と
に
生
き
て
い
る
だ
け
で
す
。

二
三
小
節
）
と
、
分
散
和
音
が
第
二
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
に
移
っ
た
楽
句

（
二
四
小
節
以
降
）
と
が
続
き
ま
す
。
し
か
し
、
よ
く
見
る
と
、
こ
れ

も
八
小
節
で
は
な
く
て
七
小
節
の
寸
足
ら
ず
で
す
。
二
七
〜
三
〇
小
節

は
三
連
符
の
下
降
形
に
移
り
、
三
〇
小
節
四
拍
目
か
ら
は
短
い
終
始
部

と
な
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
七
＋
四
＋
四
＋
四
＋
七
＋
四
＋
二
で
、
合
計

は
ぴ
た
り
と
三
二
小
節
な
の
で
す
が
、
中
身
は
か
な
り
中
途
半
端
で
唐

突
な
楽
句
が
次
々
と
現
れ
る
つ
ぎ
は
ぎ
の
音
楽
で
す
。

　

こ
れ
は
教
科
書
的
な
規
則
に
照
ら
す
な
ら
、
か
な
り
危
な
っ
か
し
く

怪
し
げ
な
音
楽
で
す
。
楽
譜
の
上
で
は
冗
談
だ
ら
け
と
い
っ
て
も
い
い

で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
こ
の
第
一
楽
章
を
実
際
に
聴
い
た
だ
け
で
は
、

い
さ
さ
か
素
人
臭
い
、
あ
る
い
は
ど
こ
か
子
ど
も
じ
み
た
音
楽
だ
と
感

ず
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
ど
こ
が
ど
の
よ
う
に
冗
談
・
洒
落
（Spaß

）

な
の
か
は
っ
き
り
と
指
摘
す
る
の
は
難
し
い
で
し
ょ
う
。

　

冗
談
み
た
い
な
譜
面
な
の
に
、
明
白
な
冗
談
に
は
聞
こ
え
な
い
と
い

う
の
が
、
こ
の
第
一
楽
章
で
の
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
技
で
す
。
近
世･

近

代･

現
代
（≒

二
〇
世
紀
）
の
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
は
、
教
科
書
的
な
規

則
を
一
つ
一
つ
破
る
歴
史
を
歩
ん
で
き
た
の
で
、
そ
う
し
た
規
則
逃
れ

の
歴
史
を
経
験
し
た
現
在
の
わ
た
し
た
ち
に
は
、
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
冗

談
が
冗
談
に
聞
こ
え
な
い
が
、
当
時
の
聴
衆
に
は
冗
談
は
通
じ
て
い
た

（
規
則
破
り
を
耳
で
判
別
で
き
た
）の
だ
と
は
、わ
た
し
は
考
え
ま
せ
ん
。

む
ろ
ん
、
一
八
世
紀
末
の
ヴ
ィ
ー
ン
や
パ
リ
の
人
び
と
の
音
感
を
追
体

験
し
た
り
、再
現
し
た
り
す
る
の
は
容
易
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、

実
際
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
な
さ
れ
て
き
た
音
楽
の
営
み
は
民
衆
音
楽
も
含
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た
音
が
含
ま
れ
た
は
ず
で
、「
外
れ
た
」
感
も
際
だ
っ
た
こ
と
で
し
ょ

う
。
こ
の
部
分
の
ホ
ル
ン
の
譜
面
に
は
「
甘
く
、
優
し
く
、
柔
ら
か
く

（dolce

）」
の
標
語
が
付
い
て
い
ま
す
が
、
郵
便
馬
車
や
狩
猟
の
ホ
ル

ン
の
よ
う
に
勇
ま
し
い
音
は
出
し
た
く
て
も
出
せ
な
か
っ
た
の
で
す
。

　

現
在
の
ホ
ル
ン
は
ロ
マ
音
階
で
も
詰
ま
っ
た
音
に
は
な
り
ま
せ
ん
か

ら
、
指
示
通
りdolce

で
演
奏
す
る
と
、
少
し
風
変
わ
り
に
聞
こ
え
る

程
度
で
、「
外

れ
た
」
感
は

モ
ー
ツ
ァ
ル
ト

の
時
代
よ
り
減

殺
さ
れ
ま
す
。

　

第
三
楽
章
ア

ダ
ー
ジ
ョ
・
カ

ン
タ
ー
ビ
レ
も

第
一
楽
章
と
同

様
に
冗
談
が
わ

か
り
に
く
い
の

で
す
が
、
独
奏

ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン

の
カ
デ
ン
ツ
ァ

が
高
音
で
ソ
ラ

シ
ド
＃
レ
＃
ミ

＃
ソ
ラ
シ
ド

め
る
な
ら
、
一
八
世
紀
の
時
点
で
も
規
則
で
括
る
こ
と
が
で
き
な
い
ほ

ど
に
多
様
で
自
由
で
し
た
か
ら
、
多
数
の
人
び
と
に
は
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト

の
第
一
楽
章
で
の
冗
談
は
明
瞭
に
は
通
じ
な
か
っ
た
だ
ろ
う
と
想
像
し

ま
す
。
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
こ
と
で
す
か
ら
、
聴
衆
が
彼
の
術
中
に
陥
っ

た
の
を
楽
し
ん
で
い
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
初
演
と
と
も
に
楽
譜
が
印

刷
・
刊
行
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
時
代
の
産
物
な
の
で
、
聴
衆
の
中
に

も
聴
い
た
後
に
購
入
し
た
楽
譜
を
確
か
め
て
は
じ
め
て
、
い
か
な
る
冗

談
が
込
め
ら
れ
て
い
た
の
か
を
知
っ
た
人
も
い
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

明
白
な
冗
談

　

こ
の
曲
に
は
、
印
刷
譜
面
の
時
代
に
な
っ
て
は
じ
め
て
可
能
と
な
っ

た
冗
談
と
い
う
面
は
確
か
に
あ
っ
た
と
考
え
ま
す
が
、
む
ろ
ん
、
そ
れ

で
は
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
が
楽
し
い
だ
け
で
、聴
衆
は
楽
し
め
ま
せ
ん
か
ら
、

明
ら
か
に
奇
妙
な
部
分
も
こ
の
曲
に
は
含
ま
れ
て
い
ま
す
。

　

譜
例
２
は
第
二
楽
章
の
一
二
〜
二
〇
小
節
で
す
。
荘
重
な
メ
ヌ
エ
ッ

ト
の
冒
頭
か
ら
ホ
ル
ン
二
本
が
い
い
具
合
に
絡
み
ま
す
が
、
一
七
小
節

か
ら
二
〇
小
節
ま
で
突
如
と
し
て
調
子
が
狂
い
、
弦
四
部
と
の
間
に
著

し
い
齟
齬
が
発
生
し
ま
す
。
弦
の
ヘ
長
調
の
伴
奏
に
対
し
て
、
ホ
ル
ン

二
本
は
ヘ
調
の
ロ
マ（
ジ
プ
シ
ー
）音
階（
連
載
第
六
回「
荒
城
の
月
」
参

照
）
で
旋
律
を
奏
で
る
の
で
、
露
骨
に
「
外
れ
た
」
感
じ
が
し
ま
す
。

こ
の
嬉
遊
曲
で
は
Ｆ
管
（
根
音
が
フ
ァ
）
の
ホ
ル
ン
を
指
定
し
て
い
ま

す
か
ら
、
当
時
の
ホ
ル
ン
だ
と
ヘ
長
調
は
明
朗
な
音
で
演
奏
す
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
が
、
ロ
マ
音
階
だ
と
、
か
な
り
く
ぐ
も
っ
て
詰
ま
っ

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（一二）

譜例２　第二楽章メヌエットの12～20小節

譜例３　第四楽章最後の９小節


