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

小
野
塚
知
二

　

反
行
カ
ノ
ン

　

逆
行
カ
ノ
ン
は
原
譜
の
左
右
ど
ち
ら
か
に
縦
向
き
（
五
線
に
対
し
て

垂
直
）
に
鏡
を
立
て
た
状
態
で
見
え
る
鏡
像
を
付
加
声
部
と
し
ま
す
。

原
譜
を
一
段
で
書
い
て
、
そ
の
右
端
に
鏡
を
立
て
て
鏡
像
を
先
頭
か
ら

末
尾
に
向
か
っ
て
演
奏
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
反
行
カ
ノ
ン
は
原
譜

の
上
下
い
ず
れ
か
に
横
向
き
（
五
線
に
平
行
）
に
鏡
を
立
て
た
状
態
で

の
鏡
像
を
付
加
声
部
と
し
ま
す
。
つ
ま
り
、
五
線
譜
上
の
上
下
が
反
転

す
る
の
で
、
上
行
音
型
は
下
行
音
型
と
な
り
ま
す
。
そ
れ
を
、
カ
ノ
ン

で
は
反
行
（m

otum
 contrarium

）
と
呼
び
ま
す
。

　

バ
ッ
ハ
は
「
音
楽
の
捧
げ
も
の
」
の
中
で
は
、
少
な
く
と
も
三
つ
の

カ
ノ
ン
に
反
行
の
技
を
用
い
て
い
ま
す
。
調
号
も
拍
子
記
号
も
上
下
反

転
し
て
表
記
さ
れ
て
い
れ
ば
、
そ
れ
は
反
行
カ
ノ
ン
で
す
。
三
つ
の
反

行
カ
ノ
ン
の
う
ち
、
も
っ
と
も
単
純
な
、
し
か
し
解
の
手
が
か
り
が
明

示
さ
れ
て
い
な
い
二
声
の
反
行
カ
ノ
ン
の
原
譜
が
譜
例
１
で
す
。

　

こ
の
譜
面
は
、
通
常
の
カ
ノ
ン
の
原
譜
と
は
異
な
り
、
付
加
声
部
が

ど
こ
か
ら
始
め
る
の
か
を
示
す
記
号
が
付
け
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。で
は
、

　

前
回
（
第
一
八
回
）
は
、「
ま
っ
た
く
同
じ
旋
律
」
を
ず
ら
し
て
奏

で
る
カ
ノ
ン
の
技
の
一
部
を
、バ
ッ
ハ「
音
楽
の
捧
げ
も
の
」の
中
か
ら
、

二
声
の
逆
行
カ
ノ
ン
に
注
目
し
て
読
み
解
い
た
う
え
で
、
そ
こ
に
は
、

別
の
解
の
可
能
性
が
あ
り
う
る
こ
と
を
示
唆
し
ま
し
た
。
そ
の
答
は
逆

行
反
行
カ
ノ
ン
で
す
。
逆
行
カ
ノ
ン
と
は
、
前
回
見
た
よ
う
に
、
譜
面

の
末
尾
か
ら
先
頭
に
向
か
っ
て
奏
で
る
声
部
を
付
加
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、「
ま
っ
た
く
同
じ
旋
律
」
か
ら
多
声
部
の
音
楽
を
展
開
す
る
技
で

す
。
原
譜
に
誤
り
が
な
け
れ
ば
、
逆
行
カ
ノ
ン
に
は
解
釈
の
余
地
は
あ

り
ま
せ
ん
が
、
前
回
見
た
ブ
ラ
イ
ト
コ
プ
フ･

ウ
ン
ト･

ヘ
ル
テ
ル
社

の
一
八
八
五
年
版
の
楽
譜
に
は
末
尾
の
調
号
と
拍
子
記
号
と
が
矛
盾
し

て
お
り
、
ど
ち
ら
か
を
誤
り
と
し
な
け
れ
ば
、
解
を
導
き
出
せ
ま
せ
ん
。

　

こ
の
二
声
の
逆
行
カ
ノ
ン
に
つ
い
て
は
、
通
常
、
解
は
拍
子
記
号
を

誤
り
と
し
て
導
き
出
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
調
号
（
♭
の
向
き
）
が
誤
っ

て
い
る
の
だ
と
す
る
と
、
別
の
解
が
生
み
出
せ
ま
す
。
そ
れ
が
、
第
二

声
部
が
逆
行
す
る
と
と
も
に
、
反
行
も
す
る
逆
行
反
行
カ
ノ
ン
で
す
。

ま
ず
は
、
反
行
カ
ノ
ン
と
は
何
か
を
簡
単
に
見
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

2829

第
二
声
部
は
第
一
声
部
と
同
時
に
奏
し
始
め
て
よ
い
の
か
と
い

う
と
、
楽
譜
の
上
部
左
側
に“Q

uaerendo invenietis
（
探
せ
ば

見
つ
か
る
）. ”

と
記
さ
れ
て
い
ま
す
か
ら
、
第
二
声
部
を
始
め
る

場
所
は
自
分
で
見
つ
け
ろ
と
指
示
し
て
い
る
の
で
す
。
つ
ま
り
、

こ
れ
も
謎
カ
ノ
ン
で
す
。

　

解
く
鍵
は
、
第
二
声
部
を
通
常
の
譜
面
に
書
き
改
め
て
、
そ

れ
を
第
一
声
部
（
ハ
音
記
号
の
ヴ
ィ
オ
ラ
声
部
）
と
ど
れ
だ
け

ず
ら
し
て
演
奏
し
始
め
る
と
、
両
声
部
の
響
き
と
動
き
が
最
も

美
し
く
な
る
か
と
い
う
審
美
的
な
判
断
に
あ
り
ま
す
。
審
美
的

な
判
断
と
い
う
と
、
人
そ
れ
ぞ
れ
何
で
も
あ
り
の
相
対
主
義
の

よ
う
に
聞
こ
え
ま
す
が
、
バ
ッ
ハ
（
や
彼
の
先
人
た
ち
）
の
対

位
法
の
音
楽
で
は
、
多
声
の
響
き
と
動
き
は
実
は
和
声
的
な
観

点
か
ら
、
か
な
り
の
確
か
ら
し
さ
で
決
め
る
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。
究
極
の
相
対
主
義
で
は
な
い
確
か
な
鍵
は
あ
っ
た
の
で
す
。

　

も
う
一
つ
、
音
の
な
い
時
間
は
、
意
図
的
に
設
け
る
場
合
を

除
い
て
、
避
け
る
と
い
う
原
則
も
補
助
的
な
鍵
と
な
り
ま
す
。

原
譜
を
眺
め
て
い
る
と
、
四
小
節
目
の
第
三
拍
が
休
符
に
な
っ

て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
そ
こ
ま
で
に
第
二
声
部
を
始
め
な
け
れ

ば
、
こ
こ
は
音
の
空
白
状
態
（
音
の
横
の
流
れ
の
断
絶
）
に
な
っ

て
し
ま
い
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
第
二
声
部
を
同
時
に
始
め
る

の
か
ら
四
小
節
目
第
三
拍
で
始
め
る
の
ま
で
、
一
二
通
り
の
選

択
肢
が
生
ま
れ
ま
す
。

　

次
に
、
第
二
声
部
の
最
初
の
二
小
節
は
ト
調
の
動
き
で
す
か

　　レシピを読む、楽譜を読む、図面を読む（二一）

カ
ノ
ン 
そ
の
２

譜例２ 二声の反行カノンの解

譜例１ 二声の反行カノン原譜



ハ
に
傾
倒
し
た
シ
ュ
ニ
ト
ケ
（A

lfred G
arrievich Schnittke, 1934-

98

）
の
音
楽
を
彷
彿
と
さ
せ
る
と
思
う
人
も
い
る
で
し
ょ
う
。

　

譜
例
４
を
読
む
と
、
三
小
節
目
、
七
小
節
目
、
一
〇
小
節
目
の
そ
れ

ぞ
れ
頭
の
音
の
よ
う
に
、
第
一
声
部
と
第
二
声
部
が
半
音
（
短
二
度
も

し
く
は
減
八
度
）
の
音
程
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
随
所
に
出
現
し
ま

す
。
そ
れ
ら
を
バ
ッ
ハ
の
対
位
法
音
楽
の
特
徴
だ
と
捉
え
る
こ
と
も
可

能
で
す
し
、
ま
た
、
そ
れ
ら
は
ソ
連
音
楽
、
殊
に
シ
ュ
ニ
ト
ケ
や
ア
ザ

ラ
シ
ヴ
ィ
リ
の
よ
う
に
大
衆
性
を
重
視
し
た
前
衛
的
な
作
曲
家
た
ち

が
、
調
性
感
を
保
ち
な
が
ら
も
「
新
し
さ
」
を
追
求
す
る
中
で
、
半
音

を
多
用
し
た
例
と
相
似
で
あ
る
と
捉
え
る
こ
と
も
可
能
で
す
。

　

さ
ら
に
譜
例
４
は
、
第
一
声
部
は
王
の
主
題
の
通
り
に
ハ
短
調
で
す

が
、
第
二
声
部
は
ヘ
短
調
が
基
調
で
、
多
調
（
複
調
）
音
楽
に
な
っ
て

い
る
と
読
む
こ
と
も
で
き
ま
す
。
こ
れ
ら
い
ず
れ
の
点
で
も
、
譜
例
４

は
、
二
〇
世
紀
後
半
の
ア
メ
リ
カ
と
ソ
連
の
そ
れ
ぞ
れ
で
展
開
し
た
前

衛
的
な
大
衆
音
楽
の
特
徴
を
表
し
て
い
る
よ
う
に
す
ら
見
え
ま
す
。

　

一
九
世
紀
の
和
声
学
的
な
作
曲
の
教
科
書
や
、
二
〇
世
紀
の
バ
ー
ク

リ
音
楽
大
学
の
古
い
ジ
ャ
ズ
の
教
科
書
の
諸
規
則
に
縛
ら
れ
た
音
楽
に

比
べ
る
な
ら
、
カ
ノ
ン
の
よ
う
に
一
見
厳
格
な
規
則
に
縛
ら
れ
た
音
楽

が
実
に
多
様
で
豊
か
な
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
こ
と
に
気
付
か
さ
れ
ま

す
。
和
声
学
の
存
在
意
義
は
初
心
者
の
便
宜
を
除
く
な
ら
薄
れ
て
い
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
対
位
法
の
生
命
力
は
ま
だ
尽
き
て
い
ま
せ
ん
。
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楽
の
捧
げ
も
の
」
の
解
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
横
の
鏡
像
を
左
か
ら

右
に
演
奏
す
る
こ
と
を
指
示
し
て
い
る
（
つ
ま
り
譜
例
３

－

１
末
尾
の

拍
子
記
号
は
誤
記
で
あ
る
）
は
ず
で
、
和
声
的
に
も
そ
の
方
が
常
識
的

で
す
。
わ
た
し
も
そ
れ
は
否
定
し
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
あ
え
て
ひ
ね
く

れ
て
、
こ
こ
は
拍
子
記
号
が
正
し
く
、
調
号
♭
は
譜
例
３

－

２
の
よ
う

に
一
八
〇
度
回
転
し
て
い
る
の
が
正
し
い
の
だ
と
読
ん
で
み
ま
し
ょ

う
。
そ
の
よ
う
に
こ
の
原
譜
を
読
む
と
、
こ
れ
は
逆
行
（
末
尾
か
ら
先

頭
へ
）
か
つ
反
行
（
上
下
逆
転
）
カ
ノ
ン
と
な
り
ま
す
。
そ
の
解
が
譜

例
４
で
す
。

　

逆
行
反
行
カ
ノ
ン

　

逆
行
反
行
カ
ノ
ン
と
い
う
の
は
、
カ
ノ
ン
の
さ
ま
ざ
ま
な
技
法
の
中

で
も
か
な
り
曲
芸
的
な
技
で
す
が
、実
例
は
あ
り
ま
す
。
有
名
な
の
は
、

Ｗ
・
Ａ
・
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
作
品
と
い
わ
れ
る
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
二
重
奏

の
た
め
の
逆
行
反
行
カ
ノ
ン
で
す
（
芥
川
也
寸
志
『
音
楽
の
基
礎
』
岩

波
新
書
、
四
五
頁
参
照
）。
こ
の
曲
は
両
声
部
と
も
に
ト
音
記
号
で
、

ト
長
調
で
、
途
中
で
奇
妙
な
転
調
も
し
て
い
ま
せ
ん
の
で
、
逆
行
反
行

カ
ノ
ン
が
容
易
に
成
り
立
つ
設
定
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

譜
例
４
は
、
実
際
に
音
と
し
て
聞
い
て
み
る
と
、
二
〇
世
紀
の
音
楽

を
経
験
し
て
き
た
わ
た
し
た
ち
に
は
、
充
分
に
あ
り
う
る
音
楽
で
す
。

「「
音
楽
の
捧
げ
も
の
」
に
本
来
は
含
ま
れ
て
い
た
バ
ッ
ハ
の
幻
の
楽
譜

が
発
見
さ
れ
た
の
だ｣

と
い
え
ば
、
そ
れ
を
信
ず
る
人
も
い
る
で
し
ょ

う
。
あ
る
い
は
、二
〇
世
紀
後
半
に
活
躍
し
た
ソ
連
の
作
曲
家
で
、バ
ッ

ら
、
第
一
声
部
も
ト
調
と
捉
え
う
る
場
所
で
始
め
る
の
が
適
切
だ

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
第
二
声
部
の
開
始
箇

所
は
四
小
節
目
の
第
一
～
三
拍
の
い
ず
れ
か
に
限
定
さ
れ
ま
す
。

第
一
声
部
は
第
四
拍
（
弱
拍
・
裏
）
で
始
ま
り
ま
す
か
ら
、
第
二

声
部
は
や
は
り
弱
拍
の
第
二
拍
で
始
ま
る
ほ
か
あ
り
ま
せ
ん
。
こ

う
し
た
得
ら
れ
る
解
が
譜
例
２
で
す
。
そ
の
最
終
小
節
は
終
止
形

で
は
な
い
の
で
、
繰
り
返
し
た
後
、
九
小
節
目
の
第
一
拍
を
長
く

伸
ば
し
て
終
わ
り
ま
す
。こ
れ
は
王
の
主
題
と
同
じ
終
わ
り
方
で
、

主
調
の
ハ
短
調
で
締
め
括
り
ま
す
。

　

二
声
の
逆
行
カ
ノ
ン
の
も
う
一
つ
の
解
？

　

さ
て
、前
回
見
た
二
声
の
逆
行
カ
ノ
ン
の
原
譜
の
最
後
は
、譜
例

３

－

１
の
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
♭
や
♮
の
臨
時
記
号
は
第

一
声
部
用
な
の
で
、
こ
こ
で
は
無
視
し
て
く
だ
さ
い
。
調
号
♭
の

尾
は
上
向
き
、
玉
は
左
向
き
で
、
横
に
立
て
た
鏡
の
像
を
左
か
ら

右
に
向
け
て
奏
す
る
こ
と
を
指
示
し
て
い
る
と
読
む
こ
と
が
で
き

ま
す
。
し
か
し
、
拍
子
記
号
Ｃ
は
上
下
も
左
右
も
逆
転
（
一
八
〇

度
回
転
）
し
て
お
り
、
横
に
立
て
た
鏡
像
で
も
拍
子
記
号
は
上
下

逆
転
し
た
ま
ま
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
拍
子
記
号
に
従
う
な

ら
、
こ
の
楽
譜
自
体
を
一
八
〇
度
回
転
し
て
、
左
上
か
ら
右
下
に

向
か
っ
て
第
二
声
部
を
奏
す
る
こ
と
を
指
示
し
て
い
る
の
だ
と
読

む
こ
と
も
不
可
能
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

バ
ッ
ハ
の
本
来
の
意
図
は
、
世
に
出
回
っ
て
い
る
諸
種
の
「
音

お
の
づ
か
・
と
も
じ

東
京
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学
特
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教
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教
授

　　レシピを読む、楽譜を読む、図面を読む（二一）

譜例３－ 1 二声の逆行カノン原譜の最後の５小節⑴

譜例３－２ 二声の逆行カノン原譜の最後の５小節⑵

譜例４ 逆行反行カノンに読み換えた解


