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『
名
曲
』
と
は
、
一
体
な
ん
だ
ろ
う
と
思
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

名
曲
を
定
義
付
け
る
の
は
難
し
い
で
す
が
、
敢
え
て
紐
解
く
た
め
の
必
要
条
件
を
考
え
る
と
、
こ
こ

は
『
人
気
』
と
『
寿
命
』
が
二
大
要
素
に
な
っ
て
き
そ
う
で
す
。
ま
ず
近
現
代
で
考
え
る
と
、「
人
気
」

を
計
る
目
安
は
や
は
り
C
D
（
レ
コ
ー
ド
）
の
売
り
上
げ
で
し
ょ
う
か
。
音
楽
史
上
最
も
売
れ
た
レ
コ

ー
ド
は
、
ピ
ン
グ
・
ク
ロ
ス
ビ
ー
の
『
ホ
ワ
イ
ト
・
ク
リ
ス
マ
ス
（w

hite chiristm
as

）』、
な
ん
と
推

定
五
千
万
枚
以
上
と
い
う
脅
威
の
数
字
。
ご
参
考
ま
で
に
二
位
は
エ
ル
ト
ン
・
ジ
ョ
ン
の『
キ
ャ
ン
ド
ル
・

イ
ン
・
ザ
・
ウ
ィ
ン
ド
（candle in the w

ond

）』、
こ
ち
ら
は
三
千
五
百
万
枚
超
。
日
本
で
一
番
売

れ
た
シ
ン
グ
ル
は
子
門
真
人
の
『
お
よ
げ
！
た
い
や
き
く
ん
』、
４
５
０
万
枚
超
の
大
記
録
。
デ
ジ
タ
ル

時
代
に
移
行
し
た
今
日
で
は
、
ホ
ワ
イ
ト
・
ク
リ
ス
マ
ス
と
共
に
破
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
不
滅
の
記
録

だ
と
思
い
ま
す
。
で
は
次
に
、
以
上
に
挙
が
っ
た
三
曲
を
寿
命
の
点
で
考
え
て
み
る
と
ど
う
か
。
ホ
ワ

イ
ト
・
ク
リ
ス
マ
ス
は
、
日
本
で
は
さ
ほ
ど
で
も
な
い
で
す
が
、
ア
メ
リ
カ
で
は
ク
リ
ス
マ
ス
の
象
徴

的
音
楽
で
、
シ
ー
ズ
ン
に
な
る
と
映
画
や
街
中
の
あ
ち
こ
ち
で
聴
か
れ
ま
す
。『
キ
ャ
ン
ド
ル
・
イ
ン
・

ザ
・
ウ
ィ
ン
ド
』
は
、
記
憶
に
新
し
い
ダ
イ
ア
ナ
妃
の
追
悼
式
典
で
の
エ
ル
ト
ン
・
ジ
ョ
ン
に
よ
る
献

曲
で
し
た
が
、
か
え
っ
て
そ
の
イ
メ
ー
ジ
が
強
過
ぎ
て
、
今
日
で
は
流
し
に
く
い
音
楽
に
な
っ
て
し
ま

っ
た
、
と
い
う
と
こ
ろ
だ
と
思
い
ま
す
。『
お
よ
げ
！
た
い
や
き
く
ん
』
は
、
当
時
私
も
観
て
い
た
子
供

番
組
「
ひ
ら
け
！
ポ
ン
キ
ッ
キ
」
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
ナ
ン
バ
ー
と
し
て
放
映
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
曲
、

け
っ
こ
う
悲
劇
的
な
内
容
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
そ
ん
な
曲
が
日
本
一
と
い
う
と
こ
ろ
に
日
本
人
の

気
質
を
感
じ
た
り
も
し
ま
す
が
、
ま
ず
今
日
の
若
者
は
全
然
知
ら
な
い
曲
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　

再
演
、
の
ち
に
カ
バ
ー
さ
れ
た
曲
も
少
し
覗
い
て
お
く
と
、
年
末
の
定
番
と
な
っ
た
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ

ン
の
『
第
九
』
の
あ
の
有
名
な
メ
ロ
デ
ィ
や
、
シ
ャ
ン
ソ
ン
の
『
枯
葉
』
が
ジ
ャ
ズ
の
ス
タ
ン
ダ
ー
ド

に
な
っ
た
り
、ビ
ー
ト
ル
ズ
の
ナ
ン
バ
ー
『H

elp!

』『yesterday

』『I w
ant to hold your hand

』
他
、

マ
イ
ケ
ル
・
ジ
ャ
ク
ソ
ン
の
『
バ
ッ
ド
（Bad

）』
…
。
日
本
で
は
坂
本
九
の
『
上
を
向
い
て
歩
こ
う
』、

最
近
で
は
由
紀
さ
お
り
の
『
夜
明
け
の
ス
キ
ャ
ッ
ト
』
が
ア
メ
リ
カ
で
大
ブ
レ
イ
ク
な
ど
な
ど
、
名
曲

と
呼
ば
れ
る
も
の
は
国
（
言
葉
の
壁
）
や
音
楽
の
境
界
線
を
も
越
え
て
ゆ
く
力
が
あ
る
よ
う
で
す
。

　

さ
て
、以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
、い
よ
い
よ
最
後
に
考
え
た
い
の
が
、本
題
、邦
楽
の
名
曲
で
す
。
も
う
、

私
の
意
向
を
お
汲
み
取
り
頂
け
て
い
る
か
と
思
い
ま
す
が
…
。

　

誰
も
が
親
し
め
る
あ
の
メ
ロ
デ
ィ
。
再
演
数
、
録
音
数
、
色
々
な
楽
器
に
編
曲
さ
れ
て
、
世
界
中
で

演
奏
さ
れ
て
…
そ
う
、
そ
れ
が
今
回
の
テ
ー
マ
『
春
の
海
』。
宮
城
道
雄
の
『
春
の
海
』
は
、
き
っ
と
今

日
も
ど
こ
か
で
演
奏
さ
れ
て
い
ま
す
。

奥
田
雅
楽
之
一

第
十
一
号

「
春
の
海
」

メ
ル
マ
ガnoich

i

第
十
一
号
、
今
月
の
テ
ー
マ
は
『
春
の
海
』。

天
才
箏
曲
家
・
宮
城
道
雄
が
故
郷
鞆
の
浦
に
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ

ン
を
得
て
作
曲
し
た
『
春
の
海
』
は
、
来
日
し
た
フ
ラ
ン
ス
人
女

流
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ニ
ス
ト
の
ル
ネ
・
シ
ュ
メ
ー
と
の
共
演
に
よ
り
、

邦
楽
曲
と
し
て
は
嘗
て
な
い
規
模
で
広
く
認
知
さ
れ
ま
し
た
。
そ

の
後
も
『
春
の
海
』
は
、
時
代
を
越
え
て
、
ジ
ャ
ン
ル
を
越
え
て
、

海
を
越
え
て
、
今
日
で
も
多
く
演
奏
さ
れ
て
い
ま
す
。

今
回
は
永
遠
の
名
曲
『
春
の
海
』
を
検
証
す
る
上
で
、
心
強
い

御
二
方
の
ゲ
ス
ト
を
お
迎
え
し
ま
し
た
。
い
ざ
、
名
曲
の
秘
密

に
迫
り
ま
す
。



《
春
の
海
》
の
こ
こ
ろ

箏
曲
家
・
学
術
博
士　

安
藤
政
輝  

　

小
さ
か
っ
た
頃
、《
春
の
海
》
が
弾
き
た
く
て
し
か
た
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
。
し
か
し
、
な
か
な
か
教
え
て
い
た
だ
け
ま
せ
ん
。
演
奏
を

頼
ま
れ
て
も
、「
ま
だ
お
習
い
し
て
い
ま
せ
ん
か
ら
…
」
と
お
断
り
す

る
し
か
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
あ
る
時
、
突
然
弾
く
機
会
が

訪
れ
ま
し
た
。
昭
和
37
年
（
１
９
６
２
年
）
４
月
、
朝
日
新
聞
社
主

催
の「
朝
日
ジ
ュ
ニ
ア
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
全
日
本
合
同
発
表
演
奏
会
」（
東

京
文
化
会
館
）で
、演
奏
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。
喜き

よ

こ

代
子
先
生
、

数か
ず
え江

先
生
、
奥
様
が
、「
着
物
は
ど
う
し
よ
う
か
、
黒
で
は
子
ど
も
ら

し
く
な
い
し
…
。」
と
相
談
な
さ
っ
た
結
果
、
紺
色
の
着
物
を
作
っ
て

く
だ
さ
い
ま
し
た
。
初
め
て
の
着
物
で
す
。
袴
の
紐
は
喜
代
子
先
生

が
結
ん
で
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

　
《
春
の
海
》
に
は
、
一
般
的
で
は
な
い
奏
法
が
多
く
含
ま
れ
て
い
ま

す
。「
一
般
的
で
は
な
い
」
と
い
う
こ
と
は
、「
弾
き
に
く
い
」
に
通

じ
ま
す
。
冒
頭
左
手
の
「
三
‐
六
七
」
で
、
薬
指
と
小
指
を
四
に
ひ

っ
か
け
て
お
い
て
「
三
」
を
し
っ
か
り
弾
く
こ
と
、
そ
れ
に
続
く
右

手
「
八
十
斗
十
八
」
の
指
づ
か
い
。
左
手
の
「
三
‐
五
」
な
ど
の
繰

り
返
し
、「
四
九
‐
‐
五
十
‐
六
斗
‐
‐
五
十
」
を
弾
く
と
き
に
上
に

は
ね
上
げ
な
い
で
下
に
押
し
付
け
て
弾
く
こ
と
、
な
ど
が
例
と
し
て

あ
げ
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。

　

私
自
身
、
ど
う
し
た
ら
冒
頭
「
八
十
斗
十
八
」
の
五
つ
の
音
が
大

き
く
、
か
つ
き
れ
い
な
音
色
で
粒
を
そ
ろ
え
て
弾
け
る
よ
う
に
な
る

の
か
、
何
で
こ
ん
な
に
弾
き
に
く
い
ん
だ
ろ
う
と
人
差
し
指
の
使
い

方
に
苦
労
し
た
こ
と
を
覚
え
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
弾
き
方
が
違
え

ば
出
て
く
る
音
色
も
違
っ
て
き
ま
す
。
作
曲
者
が
「
こ
の
よ
う
な
音

が
ほ
し
い
」
と
考
え
て
、
そ
の
音
を
出
す
た
め
に
奏
法
を
考
え
た
わ

け
で
す
か
ら
、
後
世
の
人
が
楽
譜
と
音
源
だ
け
を
頼
り
に
、
単
に
「
弾

き
に
く
い
か
ら
」
と
い
っ
て
、
奏
法
を
変
え
て
し
ま
う
こ
と
に
は
疑

問
を
感
じ
ま
す
。

　

と
こ
ろ
で
、
冒
頭
の
「
三-

六
七
」
の
「
三
」
は
、
楽
譜
に
示
さ

れ
て
い
る
よ
り
も
長
め
に
演
奏
す
る
の
で
す
が
、
そ
の
長
さ
は
一
定

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
大
ま
か
に
い
え
ば
、
２
小
節
ご
と
の
組
に
な
っ

て
い
て
、
２
小
節
目
は
１
小
節
目
よ
り
短
く
な
っ
て
い
ま
す
。《
春
の

海
》
を
弾
く
ま
で
は
、
い
か
に
一
定
な
リ
ズ
ム
を
保
つ
か
、
と
い
う

こ
と
に
腐
心
を
し
て
い
た
の
で
す
が
、
こ
の
曲
に
よ
っ
て
、
楽
譜
通

り
に
弾
く
の
が
「
音
楽
」
で
は
な
い
、と
い
う
こ
と
を
教
わ
り
ま
し
た
。

こ
れ
か
ら
も
先
生
か
ら
教
え
て
い
た
だ
い
た
「
こ
こ
ろ
」
を
大
切
に
、

演
奏
・
指
導
を
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

「
春
の
海
」
曲
を
通
し
た
心
の
リ
レ
ー

　
尺
八
演
奏
家　

藤
原
道
山

　
「
春
の
海
」
に
つ
い
て
若
輩
の
私
が
語
る
の
は
畏
れ
多
い
こ
と
で

す
が
、
私
の
こ
の
曲
に
関
す
る
思
い
出
か
ら
、
お
話
さ
せ
て
頂
き
た

い
と
思
い
ま
す
。

　

祖
母
と
亡
き
母
共
に
箏
を
教
え
て
お
り
ま
し
た
の
で
、
幼
か
っ
た

頃
、稽
古
場
の
襖
越
し
に
何
時
間
も
稽
古
の
音
を
聴
い
て
い
ま
し
た
。

そ
の
中
で
、
自
然
と
宮
城
先
生
の
曲
が
耳
に
入
り
、
次
第
に
レ
コ
ー

ド
を
聴
き
、
演
奏
会
に
行
く
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
尺
八
を
始
め
、

お
箏
の
お
さ
ら
い
会
に
声
を
か
け
て
頂
く
よ
う
に
な
り
ま
し
た(

特

に
安
藤
政
輝
先
生
に
は
多
く
勉
強
の
機
会
を
頂
き
ま
し
た)

。
高
校

の
頃
、宮
城
会
の
浴
衣
会
で
「
春
の
海
」
を
演
奏
す
る
こ
と
に
な
り
、

宮
城
喜
代
子
先
生
の
お
稽
古
が
ご
ざ
い
ま
し
た
。
私
に
と
っ
て
雲
の

上
の
存
在
で
あ
る
先
生
が
目
の
前
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
だ
け
で
緊
張
で

固
ま
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
あ
る
部
分
が
ど
う
し
て
も
箏
と
合
わ
な

く
て
い
た
と
こ
ろ
、
喜
代
子
先
生
が
「
私
が
弾
く
か
ら
、
あ
な
た
、

吹
い
て
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
の
で
す
。
舞
台
や
レ
コ
ー
ド
で
聴
い
て

い
た
音
が
目
の
前
か
ら
聴
こ
え
て
来
て
、
そ
の
時
の
胸
の
高
鳴
り
は

今
で
も
は
っ
き
り
覚
え
て
い
ま
す
。
無
我
夢
中
で
吹
き
「
よ
く
お
箏

を
聴
い
て
い
る
ね
」
と
笑
顔
で
仰
っ
て
く
だ
さ
っ
た
こ
と
が
本
当
に

嬉
し
か
っ
た
。

　

問
題
箇
所
は
、最
初
か
ら
数
え
て
14
小
節
目
の
尺
八
が
16
分
待
ち
、

箏
が
８
分
待
っ
て
入
る
部
分
で
、
箏
が
飛
び
出
し
や
す
く
、
ま
た
尺

八
は
リ
ズ
ム
を
崩
し
や
す
い
所
で
も
あ
り
ま
す
。
こ
こ
を
何
度
か
合

わ
せ
て
頂
き
、「
こ
の
間(

ま)

で
入
る
の
よ
」
と
箏
の
方
に
指
導

さ
れ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
、
喜
代
子
先
生
は
五
線
譜
を
取

り
出
し
「
こ
の
部
分
に
は
テ
ヌ
ー
ト
が
入
っ
て
い
る
で
し
ょ
。
大
切

に
吹
い
て
」
な
ど
様
々
な
ご
指
導
を
下
さ
い
ま
し
た
。
私
が
今
、
演

奏
す
る
時
そ
し
て
後
進
に
教
え
る
時
、
必
ず
こ
の
時
の
こ
と
を
思
い

出
し
ま
す
。

　

私
は
い
つ
も
自
分
を
通
し
て
作
曲
者
の
思
い
を
音
に
し
て
い
き
た

い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
に
は
先
人
が
伝
え
て
き
た
事
を
知

る
こ
と
が
大
切
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
知
る
こ
と
で
曲
の
理
解
が
深

く
な
る
と
思
う
の
で
す
。
ま
だ
ま
だ
思
い
は
至
り
ま
せ
ん
が
、
さ
ら

に
深
い
演
奏
が
出
来
れ
ば
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
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◎
あ
と
が
き
◎

　

春
の
海
と
い
う
と
、
の
ん
び
り
と
穏
や
か
な
、
あ
た
た
か
い
春
の

風
景
を
思
い
浮
か
べ
る
の
が
普
通
だ
ろ
う
。
し
か
し
海
の
中
の
温
度

（
海
水
温
）
と
陸
の
気
温
と
の
間
に
は
ズ
レ
が
あ
り
、「
海
の
中
は
三

ヶ
月
遅
れ
」
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
。
と
い
う
こ
と
は
「
春
の
海
」
の

海
の
中
は
ま
だ
真
冬
。
２
月
だ
と
す
る
と
、
か
な
り
冷
た
い
。
魚
た

ち
は
遅
い
春
を
ま
だ
か
ま
だ
か
と
待
ち
な
が
ら
、
縮
こ
ま
っ
て
い
る

に
違
い
な
い
。

　

そ
う
思
っ
て
「
春
の
海
」
を
聞
い
て
み
る
と
、
少
し
印
象
が
違
っ

て
く
る
。
澄
み
切
っ
た
青
空
を
流
れ
る
雲
の
よ
う
に
曲
線
的
に
揺
れ

る
尺
八
に
対
し
、
リ
ズ
ミ
カ
ル
で
直
線
的
な
波
が
連
続
的
に
押
し
寄

せ
る
箏
の
音
。
二
つ
の
音
は
黒
バ
ッ
ク
に
筆
で
描
か
れ
た
暖
色
と
寒

色
の
よ
う
に
、
鮮
や
か
に
見
え
て
く
る
。
尺
八
は
す
で
に
春
。
海
に

向
か
っ
て
ゆ
っ
た
り
と
語
り
か
け
て
い
る
よ
う
。
海
の
方
は
と
い
う

と
、
あ
く
ま
で
マ
イ
ペ
ー
ス
で
少
し
ず
つ
春
に
向
か
っ
て
準
備
し
て

い
る
よ
う
だ
。（
あ
く
ま
で
個
人
的
な
感
想
で
す
）。

  

グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
デ
ザ
イ
ナ
ー(http://w

w
w

.1938.jp)  

み
や
は
ら
た
か
お

Chef Noichi's Special Recipe
今回は、簡単焼きバナナ。お菓子は簡単が一番。

作り方

１．バナナを皮ごと洗う（黒くなったものの方が甘くて美味しい）。
２．水気を拭きとり、魚焼きグリルに皮ごと入れる。⇦皮むいたら、
　　バナナ焦げちゃうよ。
３．約８分、真っ黒になるまで焼く。
４．お好みでバニラアイスやチョコソースを添えても。
　　バナナが温かいうちに召し上がれ！！Ｂｏｎ　ａｐｐｅｔｉｔ！！
 
以上！簡単！！お試しあれ！！！

レシピ提供：

     L'atelier de KANDEL Tokyo（パンとお菓子の工房カンデル）店長：奥田有香

邦
楽
英
単
語
講
座
・
そ
の
十
…
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Ｎ
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８

　
三
味
線
演
奏
家 (http://am

eblo.jp/tnb-zz/)　

田
辺　

明

　

日
常
生
活
に
お
い
て
何
の
気
な
し
に
聞
こ
え
て
く
る
音
や
音
楽

に
気
を
留
め
て
み
る
と
、
音
楽
的
・
楽
典
的
に
さ
ま
ざ
ま
な
発
見

が
あ
っ
た
り
（
な
か
っ
た
り
）
し
ま
す
。

　

最
近
よ
く
「
逆
に
〜
」
な
ん
て
い
う
言
葉
か
ら
会
話
を
始
め
る

人
が
い
ま
す
が
、
実
際
に
逆
の
意
見
を
言
う
つ
も
り
で
も
な
く
使

う
場
合
も
多
い
よ
う
で
す
。

　

古
代
中
国
に
お
い
て
「
陰
陽
思
想
」
な
ん
て
の
が
あ
り
ま
す
が
、

物
事
は
す
べ
て
二
つ
の
相
反
す
る
も
の
か
ら
成
り
立
つ
と
い
う
考

え
で
、
例
え
ば
、
太
陽
が
あ
れ
ば
月
が
あ
り
、
晴
れ
が
あ
れ
ば
雨

が
あ
り
、
男
が
い
れ
ば
女
が
い
て
、
デ
ジ
タ
ル
に
は
ア
ナ
ロ
グ
、

イ
ン
ド
ア
派
に
ア
ウ
ト
ド
ア
派
、
草
食
系
に
は
肉
食
系
等
々
・・・
。

漢
字
の
熟
語
に
も
高
低
・
強
弱
・
天
地
な
ど
、
真
逆
の
意
味
の
組

み
合
わ
せ
で
構
成
さ
れ
る
も
の
も
あ
り
ま
す
。

 　

日
本
の
伝
統
音
楽
に
も
陰
陽
思
想
が
そ
の
ま
ま
使
わ
れ
て
い
る

も
の
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
主
に
地
歌
や
「
さ
く
ら
さ
く
ら
」

な
ど
に
用
い
ら
れ
て
い
る
都
節
音
階
、
雅
楽
や
「
君
が
代
」
な
ど

に
用
い
ら
れ
て
い
る
律
音
階
で
、前
者
を
「
陰
音
階
」、後
者
を
「
陽

音
階
」
と
呼
び
ま
す
。

　
「
春
の
海
」
と
い
え
ば
、
誰
も
が
一
度
は
耳
に
し
た
こ
と
が
あ

る
名
曲
で
す
が
、
逆
に
、「
湖
辺
の
夕
」（
一
九
二
六
年　

宮
城
道

雄
作
曲　

箏
・
尺
八
・
胡
弓
三
重
奏
）
と
い
う
あ
ま
り
聞
か
れ
な

い
名
曲
が
あ
り
ま
す
。
瀬
戸
内
海
の
穏
や
か
な
表
現
に
対
し
て
、

箱
根
芦
ノ
湖
の
物
悲
し
い
夕
暮
れ
を
陰
の
調
絃
で
表
現
し
た
曲
。

海
と
湖
、
相
反
す
る
曲
調
を
踏
ま
え
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
曲
に
対

す
る
姿
勢
や
表
現
に
深
み
を
与
え
て
く
れ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。


