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「
音
楽
を
み
ん
な
で
聴
こ
う
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
浦
隆
宏

　
音
楽
と
い
う
、
い
わ
ば
共
通
のm

edium

を
介
し
て
、
私
と
生

徒
と
の
あ
い
だ
で
、ま
た
生
徒
ど
う
し
の
あ
い
だ
で
、〈
話
し
て
、

聴
く
〉と
い
う
、こ
と
ば
の
や
り
と
り
が
で
き
た
ら
い
い
な
と
思

い
、お
こ
な
っ
た
授
業｡

（
幸
い
に
も
、
音
楽
を
聴
く
の
は
き
ら
い

だ
と
い
う
生
徒
は
い
な
か
っ
た
。）

　
生
徒
に
は
あ
ら
か
じ
めC

D

も
し
く
はM

D

を
持
っ
て
き

て
も
ら
い
、自
分
が
聴
き
た
い
曲
、
も
し
く
は
み
ん
な
に
聴
か
せ

た
い
曲
を
再
生
し
て
も
ら
う｡

そ
し
て
、
私
が
そ
の
生
徒
に
「
そ

の
曲
の
ど
う
い
っ
た
と
こ
ろ
が
好
き
な
の
？
」「
そ
の
ア
ー
テ
ィ

ス
ト
の
曲
で
ほ
か
に
好
き
な
の
は
？
」
な
ど
と
い
ろ
い
ろ
尋
ね
、

答
え
て
も
ら
う｡

そ
の
こ
と
で
、
自
分
の
思
い
を
他
人
に
伝
え
る

こ
と
の
む
ず
か
し
さ
を
実
感
す
る
と
と
も
に
、
他
の
生
徒
の
意

岸
田
　
智

音
楽
雑
誌
の
編
集
者
を
し
て
い
た
と
い
う
社
会
人
経
験
を
生
か
し

て
、
福
井
高
で
の
今
回
の
授
業
で
は
、「
音
楽
を
聴
く
」
と
い
う

テ
ー
マ
で
二
学
期
に
２
回
、「
小
冊
子
を
編
集
す
る
」と
い
う
テ
ー

マ
で
二
・
三
学
期
あ
わ
せ
て
７
回
の
、
計
９
回
の
授
業
を
担
当
し

た
。

二
学
期
の
「
音
楽
を
聴
く
」
に
関
し
て
は
、2

回
分
の
授
業
の
目

標
を
「
好
き
な
音
楽
を
素
材
に
自
由
に
話
し
合
う
」
と
い
っ
た
と

こ
ろ
に
大
ま
か
に
設
定
し
、
ま
ず
１
回
目
の
授
業
で
、
生
徒
た
ち

に
普
段
好
き
で
聴
い
て
い
る
音
楽
を
教
室
に
持
ち
寄
っ
て
も
ら

い
、
互
い
に
聞
き
比
べ
を
し
な
が
ら
印
象
を
述
べ
た
り
意
見
交
換

を
試
み
、
２
回
目
に
今
度
は
講
師
の
岸
田
の
方
か
ら
、
音
楽
を
語

る
に
は
こ
の
よ
う
な
方
法
も
あ
る
と
い
う
１
つ
の
サ
ン
プ
ル
を
、

実
際
の
曲
を
使
っ
て
示
そ
う
と
考
え
た
。
ク
ラ
ス
に
は
軽
音
楽
部

に
在
籍
し
て
い
る
生
徒
が
何
人
か
い
る
と
の
事
前
情
報
も
あ
っ
た

の
で
、
音
楽
に
つ
い
て
活
発
な
話
し
合
い
が
で
き
る
の
で
は
な
い

か
と
考
え
て
い
た
。

実
際
の
授
業
は
、
だ
が
、
こ
ち
ら
の
思
惑
通
り
に
は
な
か
な
か
進

ま
な
か
っ
た
と
言
え
る
。
生
徒
は
め
い
め

い
自
分
の
好
き
な
音
楽
を
持
っ
て
き
て
く
れ
た
が
、
順
番
に
自
分

の
曲
を
か
け
て
簡
単
に
曲
の
説
明
を
し
、
岸
田
や
他
の
阪
大
メ
ン

バ
ー
と
２
，
３
や
り
と
り
を
し
た
後
は
、
他
の
生
徒
が
持
っ
て
き

た
曲
に
関
し
て
、
隣
に
座
っ
て
い
る
仲
の
い
い
友
人
と
仲
間
内
の

会
話
を
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
ク
ラ
ス
全
体
に
対
し
て
自
分
の

印
象
や
意
見
を
発
言
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
生
徒
の
口
は
少
な
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見
を
聴
く
こ
と
に
よ
っ
て
、そ
の
生
徒
の
新
た
な
一
面
を
も
発
見

し
て
も
ら
い
た
い
と
思
っ
た
わ
け
で
あ
る｡

　
も
ち
ろ
ん
、
じ
っ
さ
い
の
と
こ
ろ
は
、
い
ろ
い
ろ
な
曲
を
か
け

て
い
れ
ば
２
時
間
な
ん
て
あ
っ
と
い
う
間
だ
し（
ぜ
ん
ぶ
で
２
０

曲
ち
か
く
聴
い
た
）、
生
徒
も
（
１
学
期
の
よ
う
に
）
ひ
と
の
話

ば
か
り
聴
か
さ
れ
る
の
よ
り
も
、音
楽
を
聴
か
さ
れ
る
ほ
う
が
ま

だ
マ
シ
だ
ろ
う
、
と
い
う
考
え
も
あ
っ
た｡

な
に
し
ろ
、
９
月
の

上
旬
は
ま
だ
暑
か
っ
た
か
ら｡

　「
た
だ
、
ば
く
ぜ
ん
と
聴
い
て
い
る
だ
け
で
は
眠
た
く
な
っ
て

し
ま
う
か
ら
」
と
い
う
の
を
理
由
に
し
て
、
そ
の
日
に
聴
い
た
曲

を
〈
よ
く
知
っ
て
い
る
曲
〉〈
聴
い
た
こ
と
は
あ
る
け
ど
あ
ま
り

知
ら
な
い
曲
〉〈
ぜ
ん
ぜ
ん
知
ら
な
い
曲
〉
に
分
類
す
る
作
業
と
、

「
き
ょ
う
聴
い
た
曲
の
な
か
で
、
い
ち
ば
ん
印
象
に
残
っ
た
曲
は

何
で
し
た
か｡

ま
た
、
そ
の
理
由
は
何
で
す
か
？
」
と
い
う
問
い

に
た
い
す
る
答
え
を
書
く
作
業
は
、最
低
限
の
課
題
と
し
て
課
し

て
お
い
た
の
だ
け
れ
ど
、み
ん
な
そ
れ
な
り
に
き
ち
ん
と
書
い
て

く
れ
て
い
た｡

　
私
じ
し
ん
、
こ
の
授
業
に
お
い
て
、
平
井
堅
の
『
大
き
な
古
時

計
』
と
〈
出
会
え
た
〉
し
、
ま
た
（
私
の
好
き
な
）
ミ
ス
チ
ル
が

い
ま
の
高
校
生
の
な
か
で
も
根
強
い
人
気
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を

知
れ
た
こ
と
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
と
収
穫
は
あ
っ
た｡

そ
の
う
え
、

あ
る
生
徒
か
ら
は「
自
分
入
れ
て
１
０
人
の
音
の
好
み
と
か
が
分

か
っ
て
お
も
し
ろ
か
っ
た｡

」
と
い
う
感
想
ま
で
得
た
わ
け
だ
か

ら
、「
こ
の
授
業
は
ま
ず
ま
ず
う
ま
く
い
っ
た
」
と
思
っ
て
い
る

し
だ
い
で
あ
る｡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
み
う
ら
た
か
ひ
ろ
）

か
ら
ず
動
い
て
お
り
、
何
か
は
話
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
が

1

人
な
い
し
数
人
の
間
の
お
し
ゃ
べ
り
に
止
ま
っ
て
、
ク
ラ
ス
全

体
へ
発
せ
ら
れ
る
意
見
、発
言
に
は
な
ら
な
い
と
い
う
印
象
だ
っ

た
。2

回
目
の
授
業
も
、
講
義
形
式
中
心
の
展
開
と
な
っ
た
た
め
、

ク
ラ
ス
の
雰
囲
気
は
変
わ
ら
な
か
っ
た
。

生
徒
が
積
極
的
に
発
言
し
づ
ら
か
っ
た
理
由
に
は
、
素
材
を
「
好

き
な
音
楽
」
と
し
た
こ
と
も
関
係
し
て
い

た
だ
ろ
う
と
思
う
。そ
の
曲
や
音
楽
が
好
き
な
理
由
は
？
と
聞
か

れ
て
も
、
当
人
で
も
そ
れ
を
言
葉
で
説
明
す
る
こ
と
は
難
し
い

し
、
ま
た
、
人
が
好
き
だ
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
、
そ
の
感
覚
や

嗜
好
を
云
々
す
る
こ
と
は
ど
こ
か
憚
ら
れ
る
も
の
だ
か
ら
だ
。そ

の
意
味
で
、
活
発
な
話
し
合
い
を
期
待
す
る
素
材
と
し
て
は
、
音

楽
と
い
う
テ
ー
マ
は
少
し
ハ
ー
ド
ル
が
高
か
っ
た
か
も
し
れ
ず
、

授
業
を
作
る
こ
ち
ら
側
に
テ
ー
マ
決
め
に
関
て
、安
易
さ
が
あ
っ

た
点
は
反
省
す
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
　
た
だ
、
生
徒
の
言
葉
が

仲
間
内
の
お
し
ゃ
べ
り
に
止
ま
っ
て
、ク
ラ
ス
全
体
へ
の
意
見
と

し
て
発
せ
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、そ
れ
だ
け
が
理

由
で
は
な
い
よ
う
に
も
感
じ
た
。ど
こ
か
表
立
っ
て
意
見
を
表
明

す
る
こ
と
を
恐
れ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
、自
分
の
意
見
が
議
論

の
俎
上
に
上
る
こ
と
を
避
け
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
。単
な

る
憶
測
だ
が
、
仮
に
自
分
の
意
見
が
否
定
さ
れ
る
と
、
人
格
ま
で

も
否
定
さ
れ
た
よ
う
に
感
じ
て
し
ま
う
の
だ
ろ
う
か
。音
楽
に
つ

い
て
自
由
に
話
し
合
お
う
と
授
業
の
最
初
に
呼
び
か
け
る
と
き

に
、意
見
交
換
を
す
る
の
は
意
見
の
優
劣
を
決
め
る
た
め
で
は
な

く
、ク
ラ
ス
が
共
有
で
き
る
意
見
の
場
と
い
っ
た
も
の
を
作
り
た

い
か
ら
だ
、と
い
う
こ
と
を
わ
か
り
や
す
く
説
明
す
べ
き
だ
っ
た

か
と
思
う
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
き
し
だ
さ
と
し
）


