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皆
さ
ん
は
音
楽
の
力
を
感
じ
る
こ
と
は

あ
る
で
し
ょ
う
か
？　

音
楽
を
聴
く
と
、

気
分
が
落
ち
着
い
た
り
、
体
が
リ
ズ
ム
に

合
わ
せ
て
動
い
た
り
、
昔
の
記
憶
や
そ
の

時
の
感
情
が
よ
み
が
え
っ
た
り
す
る
こ
と

が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う
な

音
楽
の
力
を
人
の
支
援
に
役
立
て
る
方
法

の
一
つ
に
音
楽
療
法
が
あ
り
ま
す
。
私
が

最
初
に
音
楽
の
力
を
感
じ
た
の
は
ア
メ
リ

カ
で
音
楽
療
法
を
勉
強
し
て
い
た
時
の
こ

と
で
し
た
。

　

留
学
初
期
の
私
は
、
英
会
話
は
ま
ま
な

ら
ず
、
英
語
の
歌
は
覚
え
た
て
で
ア
メ
リ

カ
の
文
化
に
も
な
じ
み
が
あ
り
ま
せ
ん
で

し
た
。
そ
ん
な
状
態
で
は
あ
り
ま
し
た
が
、

実
習
と
し
て
ユ
ダ
ヤ
系
の
高
齢
者
施
設
で

グ
ル
ー
プ
セ
ッ
シ
ョ
ン
を
行
う
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。
案
の
定
、
そ
ん
な
シ
ド
ロ
モ

ド
ロ
状
態
の
音
楽
療
法
に
参
加
し
て
い
た

認
知
症
の
方
々
の
反
応
は
芳
し
く
な
く
、

文
字
通
り
「
し
ー
ん
」
と
い
う
感
じ
の
こ

と
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
私
は
英
語
で

は
な
い
の
で
避
け
て
い
た
ユ
ダ
ヤ
の
歌
に

挑
戦
す
る
こ
と
を
決
意
し
ま
し
た
。
ひ
と

ま
ず
大
学
の
ユ
ダ
ヤ
系
の
先
生
に
イ
デ
ィ

ッ
シ
ュ
語
や
ヘ
ブ
ラ
イ
語
の
発
音
を
教
わ

り
、
ユ
ダ
ヤ
の
歌
を
必
死
で
練
習
し
ま
し

た
。
そ
し
て
、
あ
る
日
の
セ
ッ
シ
ョ
ン
で

ハ
バ
・
ナ
ギ
ラ
（H

ava N
agila

）
と
い

う
歌
を
恐
る
恐
る
歌
っ
て
み
ま
し
た
。
す

る
と
、
と
た
ん
に
雰
囲
気
が
活
気
づ
き
、

参
加
者
の
皆
さ
ん
は
そ
れ
ま
で
に
な
い
テ

ン
シ
ョ
ン
で
歌
唱
活
動
に
参
加
し
始
め
た

の
で
す
！　
「
あ
の
子
、
私
た
ち
の
歌
を

歌
っ
て
い
る
よ
！
」
と
驚
い
て
い
る
人
も

い
ま
し
た
。
正
直
な
と
こ
ろ
、
あ
れ
は
音

楽
的
に
は
良
い
演
奏
と
言
え
る
も
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ

ら
ず
見
ら
れ
た
参
加
者
の
劇
的
な
変
化
が

と
て
も
印
象
に
残
り
ま
し
た
し
、「
音
楽

の
力
っ
て
す
ご
い
な
あ
」
と
素
朴
に
思
い

ま
し
た
。

音
楽
の
力
と
は

　

し
か
し
、
今
と
な
っ
て
は
ア
メ
リ
カ
で

の
こ
の
経
験
は
果
た
し
て
「
音
楽
の
力
」

に
よ
る
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
？　

と

疑
問
に
思
い
ま
す
。
劇
的
な
変
化
が
見
ら

れ
ま
し
た
が
、
そ
れ
は
音
楽
な
ら
な
ん
で

も
よ
か
っ
た
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
あ
の
時
、
参
加
者
に
と
っ
て
の
「
私

た
ち
の
歌
」
を
提
供
し
た
か
ら
だ
と
思
い

ま
す
し
、「
私
た
ち
の
歌
」
を
ア
ジ
ア
系

の
学
生
が
歌
っ
て
い
る
と
い
う
意
外
性
や

生
演
奏
で
歌
が
提
示
さ
れ
た
こ
と
な
ど
も

関
係
し
て
い
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
つ
ま
り
、「
音
楽
の
力
」
に
は
音
楽
の
受

け
手
側
の
さ
ま
ざ
ま
な
背
景
や
音
楽
を
聴

く
状
況
も
関
係
す
る
の
で
す
（H

argreaves 
&

 N
orth, 2010

）。
さ
ら
に
複
雑
な
の
は
、

聴
く
と
い
う
行
為
の
み
な
ら
ず
、
自
ら
演

奏
す
る
こ
と
、
創
作
す
る
こ
と
、
他
者
と

音
楽
体
験
を
共
有
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
も

「
音
楽
の
力
」
は
発
揮
さ
れ
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。
す
べ
て
の
人
に
同
じ
効
果
を
も

た
ら
す
音
楽
は
今
の
と
こ
ろ
発
見
さ
れ
て

い
ま
せ
ん
。
音
楽
を
薬
に
見
立
て
て
「
こ

の
症
状
に
は
こ
の
音
楽
」
と
い
う
ふ
う
に

処
方
す
る
こ
と
は
難
し
い
と
い
う
こ
と
な

の
で
す
。

音
楽
の
力
を
得
る
に
は

　

し
た
が
っ
て
「
リ
ラ
ッ
ク
ス
す
る
た
め

に
は
何
を
聴
い
た
ら
よ
い
で
す
か
？
」
と

か
「
眠
れ
る
曲
っ
て
何
で
す
か
？
」
な
ど

は
、
実
を
い
う
と
音
楽
療
法
士
泣
か
せ
の

音
楽
の
力
を
感
じ
る
と
き
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質
問
な
の
で
す
。
こ
の
手
の
質
問
を
受
け

た
時
に
は
、「
同
質
の
原
理
」(A

ltshuler, 
1954) 

に
基
づ
い
て
音
楽
の
選
曲
方
法
に

つ
い
て
説
明
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ

の
原
理
に
よ
れ
ば
、
音
楽
を
選
ぶ
時
に
は

そ
の
時
の
気
分
や
状
態
に
あ
う
曲
を
選
ぶ

こ
と
が
推
奨
さ
れ
ま
す
。
例
え
ば
、
落
ち

込
ん
だ
気
分
の
時
に
は
気
分
を
上
げ
る
た

め
の
音
楽
で
は
な
く
、
ま
ず
は
落
ち
込
ん

だ
気
分
に
あ
う
曲
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
て

徐
々
に
気
分
を
上
げ
る
た
め
の
曲
に
変
え

て
い
く
の
で
す
。
た
だ
し
、
そ
の
よ
う
に

し
て
音
楽
を
選
ん
で
聴
い
て
み
た
と
し
て

も
ね
ら
い
通
り
の
効
果
が
得
ら
れ
る
と
は

限
り
ま
せ
ん
。
繰
り
返
し
に
な
り
ま
す
が
、

そ
れ
を
聴
く
人
の
そ
の
時
の
状
態
や
音
楽

を
聴
く
文
脈
な
ど
に
よ
っ
て
音
楽
の
効
果

は
異
な
る
か
ら
で
す
。

た
か
が
音
楽
、
さ
れ
ど
音
楽

　

音
楽
の
人
へ
の
効
果
と
い
う
複
雑
な
事

象
を
解
明
す
る
た
め
に
多
く
の
研
究
が
行

わ
れ
て
い
ま
す
が
、
ま
だ
明
ら
か
に
さ
れ

て
い
な
い
こ
と
は
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

そ
れ
で
も
多
く
の
人
が
「
音
楽
の
力
」
を

信
じ
て
お
り
、
そ
の
力
を
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な

も
の
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
の
は
興
味
深

い
点
で
す
。「
音
楽
の
力
」
を
信
じ
る
か

ら
こ
そ
、
自
ら
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
高

め
る
た
め
に
ア
ス
リ
ー
ト
が
試
合
前
に
音

楽
を
聴
く
の
で
し
ょ
う
し
、
大
き
な
災
害

の
後
に
は
人
々
へ
の
慰
め
と
し
て
復
興
支

援
コ
ン
サ
ー
ト
が
開
催
さ
れ
る
の
で
し
ょ

う
。

　

ま
た
、「
音
楽
の
力
」
は
時
と
し
て
個

人
レ
ベ
ル
で
は
な
く
社
会
に
も
広
く
影
響

を
お
よ
ぼ
す
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、

第
二
次
世
界
大
戦
中
に
日
本
で
は
国
威
発

揚
と
国
家
統
制
を
目
的
と
し
た
軍
歌
や
歌

謡
曲
が
数
多
く
作
ら
れ
ま
し
た
。
海
外
で

は
ナ
チ
ス
に
よ
る
ユ
ダ
ヤ
人
強
制
収
容
所

で
、
親
衛
隊
員
の
娯
楽
と
し
て
だ
け
で
な

く
収
容
者
を
管
理
統
制
す
る
こ
と
を
目
的

と
し
た
音
楽
の
演
奏
が
頻
繁
に
行
わ
れ
て

い
ま
し
た
（
ギ
ル
バ
ー
ト
、
二
〇
一
二
）。

こ
れ
ら
は
国
家
的
に
「
音
楽
の
力
」
を
戦

争
や
民
族
弾
圧
に
利
用
し
た
例
で
あ
り
、

歴
史
的
に
振
り
返
る
と
「
音
楽
の
力
」
の

負
の
活
用
方
法
で
し
た
。

　

戦
時
中
の
音
楽
は
、
当
時
を
生
き
た
人

の
記
憶
と
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
例
え
ば
、
軍
歌
は
音
楽
療
法
で
は

取
り
扱
い
を
注
意
す
べ
き
ジ
ャ
ン
ル
で
す
。

軍
歌
や
戦
争
の
話
に
抵
抗
感
を
示
す
人
が

い
る
か
ら
で
す
。
一
方
で
、
軍
歌
を
歌
う

こ
と
で
当
時
を
懐
か
し
む
人
も
い
ま
す
。

し
た
が
っ
て
、
一
概
に
軍
歌
の
使
用
を
避

け
る
べ
き
だ
と
は
い
え
な
い
の
で
す
。

　
「
音
楽
の
力
」
は
個
別
的
で
あ
り
万
能

薬
と
は
言
え
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
音
楽
が

個
人
の
背
景
や
ニ
ー
ズ
、
ま
た
そ
の
人
が

置
か
れ
た
状
況
に
ぴ
た
り
と
は
ま
っ
た
時

に
は
、
予
想
を
超
え
た
パ
ワ
フ
ル
で
ユ
ニ

ー
ク
な
影
響
力
を
発
揮
し
う
る
と
い
う
こ

と
も
ま
た
、「
音
楽
の
力
」
の
面
白
さ
で

あ
り
奥
深
さ
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
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