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は
じ
め
に

ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
・
ヴ
ァ
ン
・
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
《
ミ
サ
・
ソ
レ
ム
ニ
ス
》（
一
八
二
三
年
完
成
（
は
、
作
曲
家
の
晩
年
に
お
け
る
代
表
作
の

一
つ
で
あ
る
が
、
こ
の
教
会
音
楽
に
関
し
て
は
一
九
世
紀
半
ば
以
降
、
そ
の
楽
曲
に
お
け
る
宗
派
性
の
問
題
、
す
な
わ
ち
そ
れ
が
カ
ト
リ
ッ
ク
の

典
礼
音
楽
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
か
否
か
と
い
う
問
題
が
議
論
さ
れ
て
き
た
。
と
く
に
、
当
時
最
も
影
響
力
の
あ
っ
た
音
楽
理
論
家
の
一
人
、
ア

ド
ル
フ
・
ベ
ル
ン
ハ
ル
ト
・
マ
ル
ク
ス
（A

dolf B
ernhard M

arx

　
一
七
九
五
～
一
八
六
六
（
（
1
（

に
よ
る
一
八
五
九
年
の
大
著
『
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
・

ヴ
ァ
ン
・
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン：

生
涯
と
創
作
』
が
刊
行
さ
れ
て
以
来
、《
ミ
サ
・
ソ
レ
ム
ニ
ス
》
の
解
釈
に
お
い
て
宗
派
の
問
題
が
決
定
的
に
加
わ
っ

た
と
言
う
研
究
者
も
い
る

（
2
（

。
確
か
に
、
こ
の
教
会
音
楽
に
関
す
る
当
の
マ
ル
ク
ス
の
論
考
は
、
こ
の
作
曲
家
の
〝
非
カ
ト
リ
ッ
ク
〟
的
な
側

面
を
浮
き
立
た
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
宗
派
性
の
議
論
に
お
い
て
一
つ
の
立
場
を
確
立
し
た
と
言
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
彼
の
論
考
は
、
こ
の
後

に
詳
し
く
見
て
い
く
よ
う
に
、
た
だ
単
に
こ
の
楽
曲
が
カ
ト
リ
ッ
ク
的
か
否
か
を
問
う
て
い
る
だ
け
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
結
論
を
少
し
先
取

り
す
る
な
ら
ば
、
マ
ル
ク
ス
の
《
ミ
サ
・
ソ
レ
ム
ニ
ス
》
論
と
は
、
彼
の
音
楽
思
想
に
お
け
る
「
声
楽
」
と
「
器
楽
」
と
の
関
係
、
あ
る
い
は
「
言

葉
」
と
「
音
」
と
の
理
想
的
な
つ
な
が
り
を
問
題
化
す
る
テ
キ
ス
ト
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
「
神
秘
主
義
」
的
教
会
音
楽

ア
ド
ル
フ
・
ベ
ル
ン
ハ
ル
ト
・
マ
ル
ク
ス
の
《
ミ
サ
・
ソ
レ
ム
ニ
ス
》
論

清

水

康
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﹄
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本
稿
は
、
マ
ル
ク
ス
の
主
な
論
考
を
俎
上
に
載
せ
、
彼
が
《
ミ
サ
・
ソ
レ
ム
ニ
ス
》
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
考
え
を
持
っ
て
い
た
の
か
を
明
ら

か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
彼
の
論
考
が
同
時
代
に
お
け
る
《
ミ
サ
・
ソ
レ
ム
ニ
ス
》
受
容
に
関
す
る
他
の
論
考
と
ど
の
よ
う
な

関
係
に
あ
っ
た
の
か
、
ま
た
こ
の
楽
曲
の
受
容
史
の
な
か
で
ど
の
よ
う
な
位
置
を
占
め
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
を
考
え
る
手
が
か
り
が
得
ら
れ
る
。

　
さ
て
、
俎
上
に
載
せ
る
べ
き
マ
ル
ク
ス
の
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
が
、
ま
ず
は
上
述
の
『
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
・
ヴ
ァ
ン
・
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン：

生
涯
と

創
作
（Ludw

ig van Beethoven: Leben und Schaffen, 2 Bde

（』
（
3
（

（
以
下
『
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
』
（
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
著
作
は
タ
イ
ト
ル
の

通
り
、
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
伝
記
的
な
生
涯
を
、
ア
ン
ト
ン
・
シ
ン
ト
ラ
ー
に
よ
る
先
行
す
る
伝
記
な
ど
を
う
ま
く
取
り
込
み
な
が
ら
記
述
し
、

さ
ら
に
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
重
要
な
作
品
の
解
説
も
含
ん
だ
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
著
作
は
、
た
と
え
ば
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
・
ノ
ー
ル
の
一
八
七
七

年
の
大
著
『
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
生
涯
』
な
ど
、
後
世
の
名
だ
た
る
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
伝
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
、
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
研
究
史

に
お
い
て
た
い
へ
ん
重
要
な
も
の
で
あ
る
。《
ミ
サ
・
ソ
レ
ム
ニ
ス
》
に
対
す
る
彼
の
ま
と
ま
っ
た
論
考
も
こ
こ
に
含
ま
れ
て
い
る
。

　
そ
し
て
も
う
一
つ
は
、『
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
』
と
ほ
ぼ
同
時
期
、
五
五
年
刊
行
の
『
一
九
世
紀
の
音
楽
と
そ
の
育
成
（D

ie M
usik des 

neunzehnten Jahrhunderts und ihre Pflege: M
ethode der M

usik

（』
（
4
（

（
以
下
『
一
九
世
紀
の
音
楽
』
（
で
あ
る
。
こ
の
著
作
は
タ
イ
ト
ル
が
示

す
よ
う
に
、
芸
術
と
し
て
の
音
楽
を
ど
の
よ
う
に
文
化
的
に
育
成
し
て
い
く
か
を
主
題
と
し
た
も
の
で
、
第
一
部
で
は
音
楽
の
構
成
要
素
や
、
音

楽
を
取
り
巻
く
現
在
の
状
況
と
そ
の
未
来
を
概
観
し
、
第
二
部
で
は
音
楽
教
育
に
お
け
る
技
能
や
適
性
、
そ
し
て
教
育
者
の
課
題
な
ど
を
詳
し
く

論
じ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
今
回
検
討
す
る
の
は
こ
の
第
一
部
で
、
こ
こ
に
マ
ル
ク
ス
晩
年
の
重
要
な
音
楽
思
想
が
散
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
。
次

節
よ
り
、
主
に
こ
の
二
つ
の
著
作
を
取
り
上
げ
る
こ
と
で
、
マ
ル
ク
ス
の
《
ミ
サ
・
ソ
レ
ム
ニ
ス
》
に
関
す
る
議
論
と
、
そ
れ
を
支
え
る
彼
の
晩

年
の
音
楽
思
想
を
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
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一
．『
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
』
に
お
け
る
マ
ル
ク
ス
の
《
ミ
サ
・
ソ
レ
ム
ニ
ス
》
論

　
ま
ず
は
マ
ル
ク
ス
の
《
ミ
サ
・
ソ
レ
ム
ニ
ス
》
論
を
決
定
づ
け
た
と
も
言
え
る
、
彼
の
晩
年
に
お
け
る
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
論
の
集
大
成
で
あ
る

大
著
『
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
』
の
な
か
か
ら
、
こ
の
楽
曲
に
関
す
る
記
述
の
重
要
な
個
所
を
い
く
つ
か
取
り
上
げ
て
み
た
い
。

　
ま
ず
注
目
す
べ
き
は
、
彼
が
《
ミ
サ
・
ソ
レ
ム
ニ
ス
》
に
関
す
る
章
の
な
か
で
、
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
に
お
け
る
楽
器
の
持
ち
得
る
意
味
が
、
従

来
の
作
曲
家
の
も
の
と
は
ま
っ
た
く
異
な
っ
て
い
た
と
述
べ
て
い
る
部
分
で
あ
る
。
こ
の
作
曲
家
は
楽
器
そ
れ
自
体
を
、
生
命
を
持
っ
た
も
の
、

い
わ
ば
「
声
」
そ
の
も
の
と
し
て
利
用
し
て
い
た
と
い
う
。
従
来
の
考
え
方
で
言
え
ば
、
イ
メ
ー
ジ
を
描
き
出
す
言
葉
を
持
っ
た
歌
唱
こ
そ
、「
人

間
の
感
情
と
意
識
に
相
当
す
る
も
の
」
（
5
（

で
あ
り
、
楽
曲
の
性
格
を
根
拠
づ
け
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
作
曲
家
は
、
む
し
ろ
楽
器
の
音
に

「
純
粋
な
主
観
的
欲
求
」
（
6
（

を
表
現
す
る
。
そ
の
た
め
、
彼
の
楽
曲
に
お
い
て
は
楽
器
が
単
な
る
伴
奏
と
し
て
従
う
の
で
は
な
く
、
逆
に
人
間
の

声
の
ほ
う
が
縦
横
無
尽
な
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
意
味
し
た
。
作
曲
家
の
思
考
あ
る
い
は
創
造
力
が
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ

の
な
か
で
自
由
自
在
に
上
か
ら
下
へ
と
苦
も
な
く
動
き
回
る
一
方
で
、
実
際
の
歌
唱
は
そ
の
横
暴
に
も
似
た
創
造
力
を
た
だ
受
け
入
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
意
志
は
器
楽
に
こ
そ
表
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
「
歌
声
の
取
扱
い
」
（
7
（

の
ル
ー
ル
さ
え
も
が
問
題
に

は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
作
曲
家
に
よ
る
器
楽
の
〝
優
位
〟、
つ
ま
り
言
葉
よ
り
も
音
を
優
先
す
る
態
度
か
ら
、
マ
ル
ク
ス
は
、
《
ミ
サ
・
ソ
レ
ム
ニ
ス
》
が

も
は
や
従
来
の
形
式
的
な
カ
ト
リ
ッ
ク
典
礼
の
枠
に
収
ま
り
き
ら
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
る
。

自
分
自
身
の
敬
虔
さ
で
は
な
く
、
礼
拝
に
対
す
る
帰
依
で
も
な
く
、
完
全
に
自
由
で
創
造
的
な
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
が
、
唯
一
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン

の
ミ
サ
曲
を
生
み
出
し
得
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
こ
で
決
定
的
に
重
要
だ
っ
た
の
は
、
教
会
と
そ
の
文
言
へ
の
信
仰
や
意
味
と
い
っ
た

も
の
で
は
な
く
、
い
わ
ん
や
そ
の
形
式
的
な
条
件
が
作
品
に
と
っ
て
決
定
的
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
も
な
く
、
と
り
わ
け
作
曲
家
独
自
の
直
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観
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
直
観
は
、
た
と
え
宗
派
的
で
は
な
く
と
も
、
敬
虔
に
満
ち
た 

―
言
葉
と
作
品
が
そ
れ
を
証
明
し
て
い
る
が
― 

神
と
い
う
観
念
に
対
す
る
彼
の
帰
依
に
燃
え
立
っ
て
い
る
。
弟
子
あ
る
い
は
友
人
〔
ル
ド
ル
フ
大
公：

引
用
者
註
〕
に
対
し
、
彼
は
教
会
の

高
き
威
信
を
そ
の
音
で
も
っ
て
捧
げ
よ
う
と
し
た
。
そ
こ
で
彼
は
広
々
と
し
た
大
聖
堂
を
眺
め
、
そ
の
丸
天
井
に
い
た
る
ま
で
、
オ
ル
ガ
ン

の
音
響
と
敬
虔
な
歌
声
、
そ
し
て
楽
器
に
よ
る
歓
喜
の
叫
び
と
熱
狂
の
ざ
わ
め
き
に
よ
っ
て
満
た
す
の
で
あ
る
。
そ
の
と
き
彼
の
心
の
眼
の

前
に
、
神
秘
を
告
げ
る
叙
階
さ
れ
た
司
祭
た
ち
が
立
っ
て
い
た
。
す
る
と
す
べ
て
の
人
々
が
、
お
ず
お
ず
と
し
た
敬
虔
さ
の
な
か
で
理
解
で

き
な
い
言
葉
を
復
唱
し
な
が
ら
、
永
遠
な
る
信
仰
の
文
句
と
懇
願
へ
の
支
持
を
表
明
し
た
。
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
が
芸
術
家
で
あ
る
必
要
が
な

か
っ
た
の
な
ら
ば
、
彼
に
と
っ
て
す
べ
て
の
も
の
が
も
っ
と
も
生
き
生
き
と
し
た
直
観
へ
と
至
る
こ
と
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
し
、
彼
が
敬
虔

に
満
ち
た
者
た
ち
の
魂
の
な
か
に
身
を
置
き
、
そ
れ
ら
の
信
仰
を
彼
の
心
の
な
か
へ
と
受
け
入
れ
、
そ
の
心
に
よ
っ
て
解
釈
し
、
公
に
告
白

す
る
こ
と
も
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。（M

arx, 1859, B
d. II, S. 237

（
（
8
（

　
教
会
音
楽
を
作
曲
す
る
こ
と
に
お
い
て
、「
教
会
と
そ
の
文
言
へ
の
信
仰
」
が
重
要
で
は
な
い
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
。
そ
れ
は
、
こ
の

楽
曲
が
教
会
へ
の
信
頼
、
人
類
の
悔
悟
な
ど
を
客
観
的
に
、
文
言
通
り
に
表
現
し
た
も
の
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
作
曲
家
自
身
の
直
観
に
よ
っ

て
成
り
立
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
マ
ル
ク
ス
は
《
ミ
サ
・
ソ
レ
ム
ニ
ス
》
が
教
会
の
典
礼
に
合
わ
せ
た
音
楽
と
し
て
生
み
出

さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
シ
ン
フ
ォ
ニ
ー
の
作
曲
家
が
持
つ
よ
う
な
独
自
の
直
観
と
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
と
言
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。

　
ミ
サ
曲
と
は
も
ち
ろ
ん
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
た
め
の
音
楽
で
あ
り
、
と
く
に
「
ク
レ
ド
」
の
な
か
に
は
教
会
に
対
す
る
信
仰
告
白
も
見
ら
れ
る

た
め
、
当
然
な
が
ら
ミ
サ
・
テ
キ
ス
ト
に
重
点
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
マ
ル
ク
ス
が
言
う
よ
う
に
、
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
が
「
教
会

と
そ
の
文
言
へ
の
信
仰
」
を
持
ち
合
せ
て
い
な
か
っ
た
と
し
た
ら
、
こ
の
楽
曲
は
〝
非
カ
ト
リ
ッ
ク
〟
的
な
教
会
音
楽
と
し
て
見
ら
れ
る
こ
と
に

な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
ミ
サ
曲
を
取
り
巻
く
宗
派
性
の
問
題
は
と
り
わ
け
マ
ル
ク
ス
の
論
考
よ
り
後
の
時
代
に
盛
ん
に
議
論
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
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彼
は
ま
さ
に
こ
の
楽
曲
の
〝
非
カ
ト
リ
ッ
ク
〟
的
な
側
面
を
問
題
化
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
彼
は
次
の
よ
う
に
も
述
べ
る
。

ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
は
、
か
つ
て
あ
っ
た
心
の
充
実
や
確
信
か
ら
遠
く
は
な
れ
た
時
代
に
い
る
。
彼
自
身
、
そ
の
心
情
傾
向
や
精
神
傾
向
の
す

べ
て
が
カ
ト
リ
ッ
ク
的
な
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
合
っ
て
い
な
い
。「
私
は
信
じ
る
の
か
？ 

―
君
た
ち
は
信
じ
る
の
か
？
―
」
（
中
略
（
数
千
年

以
来
、
幾
百
万
も
の
人
々
に
効
力
の
あ
っ
た
も
の
、
そ
れ
は
真
実
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
私
は
信
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
！
　
君
た
ち

は
信
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
！
」 

― 

聖
書
そ
の
も
の
へ
の
信
仰
が
神
の
恩
寵
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
私
た
ち
は
そ
の
恩
寵
に
対
し
て
何
も
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
の
だ
が
、
そ
れ
は
彼
を
納
得
さ
せ
る
こ
と
が
な
い
。「
ク
レ
ド
は
効
力
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」。

こ
の
よ
う
な
意
味
で
、
彼
は
ク
レ
ド
を
理
解
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
自
分
の
胸
に
あ
る
「
私
は
信
じ
な
い
！
」
と
い
う
疑
念
そ
れ
自
体
が
、

「
私
は
信
じ
る
！
」
と
告
げ
る
芸
術
的
な
力
を
高
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
（Ebd, S. 249

（
（
9
（

　
マ
ル
ク
ス
は
こ
こ
で
、
も
は
や
教
会
に
対
す
る
純
粋
な
信
仰
を
抱
く
こ
と
の
で
き
な
い
時
代
に
お
け
る
、
作
曲
家
の
「
疑
念
」
を
垣
間
見
た
。

つ
ま
り
彼
に
と
っ
て
《
ミ
サ
・
ソ
レ
ム
ニ
ス
》
は
、
教
会
へ
の
揺
る
が
ぬ
信
頼
を
表
明
す
る
カ
ト
リ
ッ
ク
音
楽
と
し
て
は
も
は
や
考
え
ら
れ
て
い

な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
以
上
、『
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
』
で
の
記
述
を
見
る
限
り
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
マ
ル
ク
ス
は
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
ミ
サ
曲
に
、
単
な
る
教
会
音

楽
以
上
の
、
シ
ン
フ
ォ
ニ
ー
が
持
つ
よ
う
な
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
を
見
出
し
、
教
会
や
ミ
サ
・
テ
キ
ス
ト
へ
の
信
心
で
は
な
く
、
と
り
わ
け
こ
の
作
曲

家
独
自
の
直
観
が
重
要
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
言
及
し
て
い
た
。
確
か
に
こ
の
部
分
を
見
れ
ば
、
〝
カ
ト
リ
ッ
ク
を
乗
り
越
え
よ
う
と
し
た
ベ
ー

ト
ー
ヴ
ェ
ン
〟
と
い
っ
た
、
後
に
リ
ヒ
ャ
ル
ト
・
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
が
言
及
す
る
よ
う
な
宗
派
性
の
問
題
が
我
々
の
眼
前
に
押
し
出
さ
れ
て
く
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
以
下
に
見
て
い
く
よ
う
に
、
彼
の
《
ミ
サ
・
ソ
レ
ム
ニ
ス
》
論
は
単
に
こ
の
楽
曲
の
〝
非
カ
ト
リ
ッ
ク
〟
的
な
側
面
を
描
き
出

し
た
だ
け
で
は
な
く
、
彼
の
音
楽
思
想
に
お
け
る
「
言
葉
」
と
「
音
」
と
の
あ
る
べ
き
関
係
を
説
明
す
る
テ
キ
ス
ト
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
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の
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
も
う
一
つ
の
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
『
一
九
世
紀
の
音
楽
』
を
見
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

二
．
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
「
楽
器
の
世
界
」

　
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
マ
ル
ク
ス
の
『
一
九
世
紀
の
音
楽
』
第
一
部
に
は
、
音
楽
芸
術
の
要
素
そ
の
も
の
に
つ
い
て
考
え
る
と
こ
ろ
か
ら
、
音

楽
の
現
状
と
そ
の
未
来
に
つ
い
て
考
え
る
と
こ
ろ
ま
で
が
含
ま
れ
て
い
る
。
な
に
ぶ
ん
広
い
テ
ー
マ
設
定
で
あ
る
ゆ
え
、
あ
る
事
象
に
つ
い
て
細

か
く
突
っ
込
ん
で
分
析
す
る
と
い
う
よ
う
な
性
格
の
論
考
で
は
な
い
が
、
し
か
し
そ
こ
に
は
マ
ル
ク
ス
の
重
要
な
音
楽
思
想
が
散
り
ば
め
ら
れ
て

い
る
。

　
ま
ず
、
こ
の
著
作
に
お
い
て
マ
ル
ク
ス
が
普
遍
的
な
芸
術
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
の
か
を
確
認
す
る
。
彼
は
民
族
の
祝
祭
で
あ
り
神
々
の

祝
祭
で
も
あ
っ
た
ギ
リ
シ
ャ
悲
劇
の
こ
と
か
ら
話
を
は
じ
め
る
こ
と
で
、
芸
術
家
と
そ
の
創
造
物
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
を
説
明
し
て
い
く
。

彼
に
よ
れ
ば
、
芸
術
作
品
の
性
格
や
内
容
は
、
芸
術
家
個
人
の
性
格
や
能
力
に
依
存
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
ま
た
す
べ
て
の
個
人
は
、

考
え
方
、
傾
向
、
体
験
に
お
い
て
、
そ
の
時
代
、
民
族
、
人
類
全
体
の
信
念
に
お
け
る
自
分
の
割
り
当
て
を
持
っ
て
い
る
と
し
て
、
次
の
よ
う
に

述
べ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
芸
術
家
の
創
造
物
に
お
い
て
は
、
そ
れ
が
ど
ん
な
に
個
人
的
な
も
の
と
し
て
現
わ
れ
て
も
、
単
な
る
個
人
的
な
も
の
よ
り
高
次

の
も
の
が
表
現
さ
れ
る
。
さ
ら
に
そ
れ
は
見
解
、
気
質
、
理
念
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
な
か
で
時
代
、
民
族
、
人
間
が
共
有
す
る
も
の
を
認
識

す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
芸
術
家
に
お
い
て
よ
り
高
次
の
も
の
と
は
民
族
あ
る
い
は
時
代
の
精
神
で
あ
り
、
芸
術
家
を
通
じ
て
そ
の
精

神
は
、
芸
術
家
が
過
去
に
精
神
の
生
成
を
ど
の
よ
う
に
見
つ
め
、
そ
の
存
在
を
ど
の
よ
う
に
感
じ
、
認
識
す
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
。
芸

術
家
は
そ
の
と
き
、
す
で
に
あ
ら
ゆ
る
人
の
な
か
で
気
づ
か
れ
ず
に
生
き
て
い
る
も
の
を
告
げ
る
だ
け
で
あ
る
。
彼
は
た
だ
、
あ
ら
ゆ
る
人
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が
持
っ
て
い
る
、
意
識
や
表
現
を
求
め
て
努
力
す
る
精
神
の
口
を
割
ら
せ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
彼
は
予
言
者
と
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
人
が
た

だ
覆
い
隠
さ
れ
た
目
と
拘
束
さ
れ
た
口
を
も
っ
て
自
ら
の
う
ち
に
予
感
を
抱
い
て
い
る
よ
う
な
未
来
を
打
ち
明
け
る
。
（M

arx, 1855, S. 46-

47
（
（
10
（

　
マ
ル
ク
ス
は
こ
の
よ
う
に
述
べ
た
後
、
神
や
英
雄
、
民
族
の
歴
史
を
謳
っ
た
古
代
の
詩
人
た
ち
を
想
起
さ
せ
な
が
ら
、
他
方
で
、
多
様
な
考
え

方
や
教
養
の
程
度
に
よ
っ
て
人
々
が
分
け
ら
れ
て
い
る
現
代
に
お
い
て
は
、
芸
術
家
は
も
は
や
民
族
を
表
現
す
る
べ
く
も
な
く
、
特
定
の
興
味
の

支
持
者
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
も
言
及
し
て
い
る
。

　
で
は
、
芸
術
家
の
創
造
物
は
ど
の
よ
う
に
し
て
生
み
出
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
マ
ル
ク
ス
に
よ
れ
ば
、
人
間
と
は
世
界
の
な
か
で
自
ら
を
生
起

し
ゆ
く
も
の
、
個
別
の
も
の
と
し
て
認
識
す
る
と
同
時
に
、
世
界
を
外
的
な
も
の
、
自
ら
に
対
立
す
る
も
の
と
し
て
認
識
す
る
と
い
う
よ
う
に
、

内
と
外
と
の
認
識
を
持
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
耳
は
た
だ
音
の
世
界
に
関
わ
り
、
人
間
の
心
に
作
用
す
る
気
分
や
感
情
の
暗
示
を
与
え
る
も
の
、

ま
た
目
は
た
だ
外
的
な
世
界
を
見
る
こ
と
で
見
え
て
い
る
も
の
の
存
在
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
し
、
ど
ち
ら
も
存
在
し
て
い
る
も
の
の
完
全
な
観

念
を
も
た
ら
す
こ
と
は
で
き
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
れ
ら
の
感
覚
が
結
合
さ
れ
形
式
を
伴
う
こ
と
に
よ
っ
て
「
普
遍
的
芸
術
（A

llkunst

（
」
（
11
（

が
現

れ
る
と
す
る
。
さ
ら
に
彼
は
次
の
よ
う
に
言
及
す
る
。

精
神
は
ど
こ
に
お
い
て
も
、
自
身
に
相
対
す
る
存
在
を
直
接
つ
か
む
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
精
神
は
、
感
覚
に
よ
っ
て
と
ら
え
ら
れ
伝

え
ら
れ
た
も
の
に
、
精
神
が
そ
れ
自
身
か
ら
付
け
加
え
る
す
べ
て
の
も
の
を
も
っ
て
、
霊
的
か
つ
肉
体
的
な
形
を
言
葉
で
与
え
る
の
で
あ
る
。

（Ebd, S. 51

（
（
12
（

　
人
間
は
そ
の
単
一
性
に
お
い
て
存
在
を
完
全
に
証
明
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
つ
ま
り
芸
術
創
造
へ
と
向
か
う
と
き
、
そ
の
芸
術
的
能
力
に
関
し
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て
い
か
な
る
形
式
や
表
出
も
十
分
で
は
あ
り
得
な
い
が
、
し
か
し
芸
術
的
能
力
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
形
式
は
、
現
れ
出
る
こ
と
が
そ
の
使
命
で
あ

る
、
と
マ
ル
ク
ス
は
言
う
。
芸
術
と
は
ま
さ
に
、
精
神
的
な
も
の
と
肉
体
的
な
も
の
、
内
的
な
も
の
と
外
的
な
も
の
と
が
融
合
す
る
こ
と
、
つ
ま

り
精
神
が
形
式
と
し
て
具
現
化
す
る
こ
と
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
で
は
、
普
遍
的
芸
術
の
構
成
要
素
の
一
つ
で
あ
り
な
が
ら
、
音
に
特
化
し
た
特
殊

的
芸
術
で
も
あ
る
音
楽
に
つ
い
て
、
彼
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
マ
ル
ク
ス
が
音
楽
の
持
つ
精
神
や
意
味
を
問
う
に
当
た
っ
て
最
も
大
き
な
関
心
を
寄
せ
て
い
た
こ
と
の
一
つ
が
、
人
間
の
声
と
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ

の
声
と
の
関
係
、
つ
ま
り
声
楽
と
器
楽
と
の
関
係
で
あ
っ
た
。
そ
の
際
、
彼
は
芸
術
の
生
命
に
お
け
る
新
た
な
段
階
を
切
り
開
い
た
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ

ン
の
器
楽
に
注
目
し
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
が
過
去
の
作
曲
家
と
大
き
く
異
な
る
点
と
は
、
モ
チ
ー
フ
や
楽
節
の
よ
り
豊
か

で
入
念
な
仕
上
げ
方
に
あ
る
と
い
う
。
彼
は
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
が
シ
ン
フ
ォ
ニ
ー
や
ソ
ナ
タ
の
フ
ィ
ナ
ー
レ
に
お
い
て
、
し
ば
し
ば
楽
曲
の
終
結

に
至
る
ま
で
と
て
も
長
い
時
間
を
か
け
る
こ
と
に
言
及
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
こ
の
作
曲
家
が
そ
の
よ
う
な
楽
節
に
よ
り
長
く
と
ど
ま
る
と
い
う

こ
と
で
あ
り
、
そ
の
楽
節
の
持
つ
気
分
を
よ
り
長
く
持
ち
続
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
い
う
。
こ
の
モ
チ
ー
フ
や
楽
節
の
持
っ

て
い
る
気
分
は
、
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
楽
曲
で
は
変
わ
り
や
す
く
、
一
方
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
も
と
で
は
そ
れ
が
確
固
と
し
た
感
情
（Em

pfindung

（

に
変
え
ら
れ
る
と
マ
ル
ク
ス
は
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
彼
は
さ
ら
に
、
芸
術
が
「
変
わ
り
や
す
い
気
分
の
領
域
」
か
ら
「
よ
り
高
次
の
領
域
」、

つ
ま
り
固
く
保
持
さ
れ
つ
つ
展
開
さ
せ
ら
れ
た
気
分
が
、
真
の
生
命
の
イ
メ
ー
ジ
と
な
る
領
域
に
入
る
や
否
や
、
芸
術
に
と
っ
て
よ
り
高
次
の
真

実
が
そ
の
な
か
に
現
わ
れ
る
と
し
て
い
る
。
マ
ル
ク
ス
に
と
っ
て
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
は
ま
さ
に
、
シ
ン
フ
ォ
ニ
ー
や
ソ
ナ
タ
の
楽
節
を
感
情
の
領

域
に
ま
で
高
め
た
作
曲
家
で
あ
り
、
彼
の
言
う
「
楽
器
の
世
界
（W

elt der Instrum
ente

（」
（
13
（

に
身
を
置
く
作
曲
家
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。

　
で
は
、
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
に
よ
っ
て
進
展
し
た
器
楽
の
展
開
と
は
、
マ
ル
ク
ス
に
よ
っ
て
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
こ
と
と
し
て
見
ら
れ
て
い
た

の
か
。
た
と
え
ば
オ
ペ
ラ
で
は
、
登
場
人
物
は
個
々
の
人
間
で
あ
っ
た
り
、
ま
た
グ
ル
ッ
ク
の
《
ア
ル
ミ
ー
ド
》
に
お
け
る
憎
悪
の
神
や
、
モ
ー

ツ
ァ
ル
ト
の
《
ド
ン
・
ジ
ョ
ヴ
ァ
ン
ニ
》
に
お
け
る
幽
霊
な
ど
擬
人
化
さ
れ
る
存
在
で
あ
っ
た
り
す
る
が
、
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
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は
そ
う
い
っ
た
も
の
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
存
在
の
「
声
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

さ
ら
に
、
ま
っ
た
く
異
な
る
存
在
が
音
楽
家
の
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
の
ま
わ
り
を
漂
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
不
可
解
で
と
ら
え
ど
こ
ろ
の
な
い
自
然

の
声
、
よ
り
高
次
の
領
域
か
ら
の
響
き
で
あ
る
。
こ
れ
は
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
声
で
あ
る
。
単
な
る
楽
人
に
と
っ
て
そ
の
声
は
音
や
響
き
の
道

具
、
目
的
ご
と
に
使
用
さ
れ
る
生
気
の
な
い
職
人
道
具
で
あ
る
。〔
し
か
し
〕
作
曲
家
に
と
っ
て
は
そ
の
い
ず
れ
の
使
用
に
お
い
て
も
特
有

の
本
質
が
現
わ
れ
、
そ
れ
自
身
の
生
命
か
ら
、
特
色
の
あ
る
傾
向
を
実
現
さ
せ
る
の
で
あ
る
。「
ヴ
ァ
ン
ダ
ル
人
に
と
っ
て
そ
れ
は
石
で
あ
る
」。

そ
の
声
は
我
々
に
と
っ
て
、
神
秘
的
か
つ
多
面
的
で
難
解
な
、
あ
ま
り
に
も
特
徴
的
な
、
豊
か
な
音
響
を
持
つ
子
ど
も
―
あ
る
い
は
特
有
の

感
覚
を
持
つ
子
ど
も
と
し
て
生
き
て
い
る
。
そ
れ
は
我
々
の
心
を
そ
そ
り
、
我
々
は
そ
の
声
に
呼
び
か
け
、
魅
了
さ
せ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
我
々

の
誰
に
と
っ
て
も
そ
の
や
り
方
に
お
い
て
役
に
立
つ
。
我
々
が
そ
れ
を
愛
し
理
解
す
る
と
き
（
素
晴
ら
し
き
楽
士
ハ
イ
ド
ン
に
は
か
な
わ
な

い
が
（、
そ
れ
は
我
々
に
愛
の
奉
仕
を
行
な
う
。
我
々
は
ま
た
思
い
や
り
も
な
く
、
な
じ
み
の
な
さ
や
意
志
に
逆
ら
う
様
子
を
そ
れ
に
強
要
し
、

乱
暴
に
扱
う
こ
と
も
で
き
る
。
そ
の
場
合
そ
れ
は
、
そ
れ
が
苦
し
め
ら
れ
、
疲
れ
て
生
気
が
な
く
力
の
な
く
な
る
と
こ
ろ
ま
で
弱
ま
る
の
と

同
じ
よ
う
に
、〔
我
々
を
〕
苦
し
め
る
。
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
声
は
、
我
々
の
精
神
か
ら
生
み
出
さ
れ
、
し
か
し
そ
れ
自
身
が
持
つ
不
変
の
原

理
に
し
た
が
う
よ
う
な
、
そ
れ
自
身
の
世
界
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。（Ebd, S. 85-86

（
（
14
（

　
つ
ま
り
、
マ
ル
ク
ス
に
よ
れ
ば
、
音
を
奏
で
る
こ
と
が
明
確
な
精
神
的
意
味
を
手
に
入
れ
る
や
否
や
、
人
間
の
声
の
等
級
、
つ
ま
り
ソ
プ
ラ
ノ
、

バ
ス
、
ア
ル
ト
、
テ
ノ
ー
ル
と
い
っ
た
も
の
と
同
じ
く
ら
い
し
っ
か
り
と
、
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
、
フ
ル
ー
ト
、
ホ
ル
ン
、
ト
ラ
ン
ペ
ッ
ト
な
ど
の
楽

器
の
音
自
身
が
異
な
る
性
格
を
持
つ
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
よ
う
な
芸
術
家
の
精
神
は
、
そ
れ
ら
が
異
な
っ

た
存
在
で
あ
る
こ
と
を
理
解
し
な
が
ら
、
自
ら
の
才
能
に
従
っ
て
楽
器
を
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
る
。
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三
．『
一
九
世
紀
の
音
楽
』
に
お
け
る
《
ミ
サ
・
ソ
レ
ム
ニ
ス
》

　
さ
て
、
マ
ル
ク
ス
が
考
え
る
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
「
楽
器
の
世
界
」
に
つ
い
て
前
節
で
見
て
き
た
が
、
彼
は
そ
こ
か
ら
、
こ
の
作
曲
家
に
お
け

る
声
楽
と
器
楽
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
考
察
へ
と
進
ん
で
い
く
。
そ
の
際
に
ま
ず
問
題
と
な
っ
て
く
る
の
が
《
ミ
サ
・
ソ
レ
ム
ニ
ス
》
で
あ
る
。

彼
は
こ
の
楽
曲
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
は
、

―
最
後
の
ミ
サ
曲
に
お
い
て

―
か
つ
て
の
聖
シ
ュ
テ
フ
ァ
ン
大
聖
堂
に
続
き
、
星
の
輝
く
夜
に
神
秘
的
な
恍
惚

の
な
か
で
、
彼
自
身
の
大
聖
堂
を
自
ら
建
て
た
。
彼
が
自
分
を
取
り
囲
む
信
仰
の
欠
如
に
対
し
て
戦
う
と
い
う
決
意
の
な
か
で
、
ま
た
来
る

べ
き
死
と
生
に
向
け
て
心
の
な
か
で
、
自
ら
の
「C

redo

」
を
唱
え
続
け
、
天
空
の
歌
声
を
そ
の
証
と
し
て
呼
び
覚
ま
す
と
き
、
ま
た
彼
が

泣
き
な
が
ら
「C

rucifixus

」
を
憤
慨
さ
せ
る
と
き
、
あ
る
い
は
信
じ
ら
れ
な
い
も
の
か
ら
逃
れ
よ
う
と
す
る
思
考
の
混
乱
の
な
か
で
「Incarnatus

」

を
知
る
と
き
、
か
つ
て
出
来
上
が
っ
た
教
義
は
、
よ
り
新
た
な

―
よ
り
な
じ
み
の
な
い
熱
情
を
も
っ
て
、
彼
の
魔
法
の
国
の
あ
ら
ゆ
る
声

に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
熱
狂
、
歓
呼
、
そ
し
て
熱
望
の
な
か
を
流
れ
て
い
く
の
で
あ
る
！
　
こ
れ
は
決
し
て
、
古
い
教
会
に
対
す
る
ペ

ト
ロ
の
よ
う
に
強
固
で
根
拠
の
あ
る
信
仰
で
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
音
の
自
由
な
領
域
の
な
か
で
、
疑
念
や
啓
蒙
に
よ
っ
て
磔
に
さ
れ
て
い

た
古
い
信
条
を
再
び
呼
び
覚
ま
し
、
飛
揚
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
安
定
し
た
教
義
で
は
な
く
神
秘
で
あ
り
、
イ
ン
ド
に
お
け
る
自

然
と
超
自
然
を
融
合
さ
せ
た
神
秘
と
同
じ
も
の
で
あ
る
。

―
そ
し
て
「
信
仰
が
な
い
！
」
と
い
う
否
定
で
き
な
い
意
識
が
、
憤
慨
さ
せ
、

心
中
ひ
そ
か
に
責
め
苛
む
の
で
あ
る
。（Ebd, S. 101-102

（
（
15
（

　
こ
こ
で
マ
ル
ク
ス
は
、
こ
の
作
曲
家
の
器
楽
を
「
彼
の
魔
法
の
国
の
あ
ら
ゆ
る
声
」
と
言
い
表
し
、
そ
の
音
は
「
自
由
な
領
域
」
の
な
か
で
熱

狂
的
な
信
仰
を
呼
び
覚
ま
す
と
し
て
い
る
。
し
か
し
さ
ら
に
注
目
す
べ
き
は
、
マ
ル
ク
ス
の
使
っ
て
い
る
「
神
秘
的
な
恍
惚
」
と
い
う
言
葉
で
あ
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る
。
前
々
節
で
も
引
用
し
た
よ
う
に
、「
神
秘
」
と
い
う
言
葉
は
『
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
』
に
お
け
る
《
ミ
サ
・
ソ
レ
ム
ニ
ス
》
論
の
な
か
で
も
語

ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
の
言
う
こ
の
「
神
秘
」
と
は
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
と
こ
ろ
で
マ
ル
ク
ス
は
、
一
九
世
紀
に
最
も
広
く
読
ま
れ
て
い
た
音
楽
理
論
書
の
一
つ
で
あ
る
『
実
践
的
・
理
論
的
な
楽
曲
構
成
法
（D

ie 

Lehre von der m
usikalischen K

om
position, praktisch-theoretisch

（』（
第
四
巻
、
一
八
四
七
年
（
（
16
（

の
な
か
で
、
す
で
に
「
神
秘
」
と
い
う
言

葉
を
《
ミ
サ
・
ソ
レ
ム
ニ
ス
》
に
関
す
る
論
考
の
重
要
な
箇
所
で
使
っ
て
い
る
。
彼
は
こ
の
著
書
の
な
か
で
、「
人
間
の
声
」
の
豊
か
な
能
力
す

ら
大
き
く
超
え
て
い
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
精
神
的
内
容
を
持
つ
声
楽
曲
の
例
と
し
て
《
ミ
サ
・
ソ
レ
ム
ニ
ス
》
を
挙
げ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
楽

曲
の
「
ク
レ
ド
」
を
考
察
す
る
部
分
に
お
い
て
、
使
わ
れ
て
い
る
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
音
を
「
神
秘
の
声
」
と
呼
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ

ば
、「
ク
レ
ド
」
は
そ
の
冒
頭
の
主
題
に
お
い
て
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
が
「
神
秘
の
声
」
を
担
い
、
ま
た
そ
れ
に
応
え
る
よ
う
に
地
上
の
人
間
の
祈
り

が
合
唱
の
バ
ス
で
力
強
く
歌
い
上
げ
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
に
と
っ
て
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
と
は
、
歌
唱
に
対
す
る
単
な
る
伴
奏
で
は

な
く
、
そ
れ
自
体
が
「
神
秘
」
を
呼
び
起
こ
す
よ
う
な
深
い
意
味
を
持
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　
ま
た
、
マ
ル
ク
ス
は
他
の
論
考
で
も
、
こ
の
作
曲
家
の
メ
ロ
デ
ィ
が
晩
年
に
至
っ
て
「
超
越
的
」
に
な
っ
て
い
っ
た
と
述
べ
て
い
た

（
17
（

。「
超

越
的
」
な
性
質
と
は
、
い
わ
ば
そ
の
音
楽
が
人
間
の
悟
性
で
捉
え
ら
れ
る
感
覚
的
な
も
の
、
な
か
で
も
言
葉
に
よ
る
概
念
的
な
意
味
の
限
界
を
越

え
出
て
、
超
感
覚
的
な
領
域
へ
と
高
め
ら
れ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
「
超
越
」
へ
の
傾
向
は
ま
さ
に
、
《
ミ
サ
・
ソ
レ
ム

ニ
ス
》
の
「
神
秘
的
な
恍
惚
」
へ
の
志
向
と
同
じ
も
の
で
あ
り
、
こ
の
作
曲
家
が
と
り
わ
け
器
楽
優
位
の
創
作
に
よ
っ
て
、
言
葉
に
よ
る
こ
と
な

く
、
直
観
的
に
「
恍
惚
＝
超
越
」
へ
と
至
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
を
マ
ル
ク
ス
は
考
え
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

　
「
神
秘
的
な
恍
惚
」
を
求
め
る
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
創
作
態
度
は
「
神
秘
主
義
」
と
言
え
る
。
マ
ル
ク
ス
は
こ
の
ミ
サ
曲
と
同
時
代
の
作
品
で

あ
る
《
第
九
》
シ
ン
フ
ォ
ニ
ー
に
つ
い
て
の
記
述
で
も
、
こ
の
作
曲
家
の
「
神
秘
主
義
」
的
な
態
度
に
言
及
し
て
い
る
。
マ
ル
ク
ス
に
よ
れ
ば
、

ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
は
自
分
の
生
命
の
純
粋
な
力
を
器
楽
の
世
界
に
捧
げ
、
器
楽
を
明
確
な
精
神
的
意
味
の
領
域
ま
で
持
ち
上
げ
る
こ
と
を
そ
の
特

別
な
使
命
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
の
態
度
が
最
終
的
な
局
面
で
あ
る
《
第
九
》
シ
ン
フ
ォ
ニ
ー
の
フ
ィ
ナ
ー
レ
で
打
ち
破
ら
れ
る
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こ
と
に
な
っ
た
。
マ
ル
ク
ス
は
そ
の
合
唱
を
伴
う
最
終
章
に
対
し
て
、「
人
間
で
は
な
い
声
の
持
つ
あ
ら
ゆ
る
神
秘
的
で
神
話
的
な
生
命
は
、
た

だ
抗
し
が
た
く
人
間
の
言
葉
に
引
き
つ
け
ら
れ
る
」
（
18
（

と
述
べ
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

人
間
の
声
や
言
葉
は
そ
れ
だ
け
で
、
こ
の
訥
々
と
話
す
存
在
〔
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ：

引
用
者
註
〕
が
試
み
、
予
感
さ
せ
る
だ
け
の
も
の
を
完
成

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
っ
と
も
高
位
の
も
の
に
お
い
て
敬
虔
で
あ
る
自
由
な
人
間
の
同
胞
た
ち
は
、
魔
術
的
な
器
楽
世
界
が
持
つ
あ
ら
ゆ

る
神
秘
主
義
を
超
え
て
、
ま
っ
た
く
も
っ
て
彼
ら
自
身
の
欲
求
と
満
足
へ
と
至
る
。
（Ebd, S. 153

（
（
19
（

　
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
「
神
秘
主
義
」
と
は
、「
神
秘
的
な
声
」
で
あ
る
器
楽
が
優
位
と
な
る
領
域
で
な
さ
れ
る
態
度
の
こ
と
で
あ
る
。
マ
ル
ク

ス
に
よ
れ
ば
、
こ
の
作
曲
家
は
カ
ト
リ
ッ
ク
と
そ
の
文
言
へ
の
信
仰
や
意
味
に
頼
ら
ず
、
つ
ま
り
人
間
が
発
す
る
言
葉
に
頼
ら
ず
、
自
ら
の
直
観

に
よ
っ
て
、「
神
秘
」
を
も
た
ら
す
器
楽
の
世
界
の
な
か
で
《
ミ
サ
・
ソ
レ
ム
ニ
ス
》
を
作
曲
し
た
。
そ
の
ミ
サ
曲
の
な
か
で
は
人
間
の
声
す
ら
「
暴

力
」
を
受
け
、
作
曲
家
の
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
は
ひ
た
す
ら
独
自
の
恍
惚
へ
と
突
き
進
ん
で
い
く
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
《
第
九
》
シ
ン
フ
ォ
ニ
ー

の
最
終
章
で
は
、
人
間
の
声
と
言
葉
が
そ
の
よ
う
な
「
神
秘
主
義
」
を
乗
り
越
え
、
人
間
の
言
葉
に
よ
っ
て
現
世
的
な
同
胞
愛
が
呼
び
か
け
ら
れ

た
の
で
あ
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
マ
ル
ク
ス
に
よ
れ
ば
、
芸
術
家
の
創
造
物
で
は
単
な
る
個
人
的
な
も
の
よ
り
高
次
の
も
の
が
表
現
さ
れ
、

そ
れ
ら
の
な
か
で
時
代
、
民
族
、
人
間
が
共
有
の
も
の
を
認
識
す
る
の
で
あ
る
が
、
ま
さ
に
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
は
こ
の
《
第
九
》
シ
ン
フ
ォ
ニ
ー

に
お
い
て
、
言
葉
で
も
っ
て
時
代
、
民
族
、
人
間
の
理
念
の
歌
を
歌
わ
せ
る
こ
と
で
、
芸
術
家
の
使
命
を
全
う
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
従
来
の
ミ
サ
曲
な
ど
の
声
楽
曲
は
、
当
然
な
が
ら
言
葉
を
伴
う
声
楽
（
人
間
の
声
（
が
優
位
で
あ
る
は
ず
だ
っ
た
の
だ
が
、
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン

は
《
ミ
サ
・
ソ
レ
ム
ニ
ス
》
に
お
い
て
器
楽
（
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
声
（
の
ほ
う
を
優
位
に
置
い
た
。
し
か
し
そ
こ
か
ら
、
こ
の
作
曲
家
は
《
第
九
》

に
よ
っ
て
再
び
声
楽
（
人
間
の
声
（
を
優
位
の
状
態
へ
と
戻
し
た
の
で
あ
る
。
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
に
よ
っ
て
感
情
へ
と
高
め
ら
れ
た
オ
ー
ケ
ス
ト

ラ
の
「
神
秘
の
声
」、
そ
の
声
が
「
試
み
」、「
予
感
」
さ
せ
た
も
の
を
、
最
終
的
に
は
人
間
の
声
が
「
完
成
」
へ
と
至
ら
し
め
る
。
マ
ル
ク
ス
は
ベ
ー
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ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
晩
年
の
大
作
の
な
か
に
、
こ
の
よ
う
な
声
楽
と
器
楽
の
弁
証
法
的
な
関
係
を
読
み
取
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

四
．
言
葉
と
音
が
一
体
と
な
る
「
音
楽
ド
ラ
マ
」

　
マ
ル
ク
ス
は
、
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
《
ミ
サ
・
ソ
レ
ム
ニ
ス
》
と
《
第
九
》
シ
ン
フ
ォ
ニ
ー
と
の
あ
い
だ
に
、「
神
秘
主
義
」
の
克
服
と
い
う

形
で
、
声
楽
と
器
楽
と
の
弁
証
法
的
な
関
係
を
見
出
し
て
い
た
。
し
か
し
、
彼
の
考
え
る
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
「
神
秘
主
義
」
を
さ
ら
に
詳
し
く

理
解
す
る
た
め
に
は
、
も
う
少
し
マ
ル
ク
ス
の
音
楽
思
想
、
と
り
わ
け
彼
が
ど
の
よ
う
な
音
楽
の
形
を
理
想
と
し
て
い
た
の
か
を
確
認
し
て
お
く

必
要
が
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
マ
ル
ク
ス
と
い
え
ば
、
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
ソ
ナ
タ
や
シ
ン
フ
ォ
ニ
ー
な
ど
主
に
純
粋
器
楽
の
分
析
を
行
な
い
、
広
く
知
ら
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
「
ソ
ナ
タ
形
式
」
と
い
う
分
析
概
念
を
初
め
て
使
用
し
た
理
論
家
と
し
て
有
名
で
あ
る
が
、
『
一
九
世
紀
の
音
楽
』
を
読
め
ば
、

彼
の
音
楽
の
理
想
形
が
、
音
と
言
葉
が
一
つ
と
な
っ
た
〝
総
合
芸
術
〟、
つ
ま
り
オ
ペ
ラ
な
ど
の
「
音
楽
ド
ラ
マ
」
に
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。「
未

来
」
と
タ
イ
ト
ル
の
付
い
た
章
に
お
い
て
、
彼
が
音
楽
の
発
生
と
そ
の
展
開
を
簡
潔
に
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
、
ま
ず
は
そ
こ
か
ら
確

認
し
て
み
よ
う
。

今
や
あ
ら
ゆ
る
芸
術
の
本
質
的
な
課
題
が
、
先
行
す
る
章
に
次
い
で
述
べ
ら
れ
得
る
。
す
な
わ
ち
、
芸
術
は
生
命
の
内
容
を
、
あ
る
い
は
精

神
を
そ
の
形
の
な
か
で
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
芸
術
の
領
域
に
属
し
て
い
る
す
べ
て
の
形
を
精
神
で
も
っ
て
満
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
ず
、
音
の
生
命
は
感
覚
的
な
現
象
、
感
覚
的
な
快
楽
と
し
て
現
わ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
こ
か
ら
後
に
、
意
識

は
感
情
の
よ
り
高
次
の
、
し
か
し
ま
だ
不
明
瞭
で
不
確
か
な
領
域
へ
と
高
ま
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
、
精
神
の
明
確
な
表
現
で
あ

る
言
葉
は
、
た
だ
表
面
的
に
旋
律
と
結
び
つ
い
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
内
面
的
に
完
全
に
そ
れ
と
融
合
し
、
音
楽
と
な
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
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た
。
逆
に
音
楽
は
明
確
な
内
容
の
言
葉
の
な
か
で
力
強
く
な
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
言
葉
と
音
に
よ
る
新
し
い
言
語
は
、
音
楽
ド
ラ
マ
で

あ
る
オ
ペ
ラ
の
前
提
で
あ
り
始
ま
り
で
あ
っ
た
。
つ
い
に
音
楽
は
た
だ
そ
れ
だ
け
で
精
神
の
内
容
を
、
そ
れ
が
音
楽
に
与
え
ら
れ
る
範
囲
内

で
、
掴
み
、
明
ら
か
に
し
よ
う
と
努
め
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
以
上
の
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
い
た
る
と
こ
ろ
で
限
界
へ
の
接

近
が
顕
著
に
見
ら
れ
る
。
す
で
に
音
楽
は
も
は
や
孤
立
し
た
状
態
に
は
な
く
、
ま
た
人
は
音
楽
が
た
だ
そ
れ
だ
け
で
精
神
を
明
ら
か
に
す
る

能
力
が
あ
る
の
か
ど
う
か
、
そ
し
て
そ
の
よ
う
に
明
ら
か
に
す
る
権
利
が
与
え
ら
れ
る
の
か
ど
う
か
を
あ
ち
こ
ち
で
問
い
か
け
、
論
争
し
て

い
る
。（Ebd, S. 151-152

（
（
20
（

　
こ
こ
で
マ
ル
ク
ス
は
、
精
神
が
芸
術
と
し
て
形
を
伴
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
主
張
し
た
後
、
音
楽
の
発
展
を
簡
単
に
描
き
出
し
て
い
る
。

音
の
生
命
は
ま
ず
感
覚
の
形
式
の
な
か
で
現
わ
れ
、
続
い
て
感
覚
的
な
も
の
の
意
識
は
感
情
の
よ
り
高
次
の
領
域
へ
と
高
ま
っ
て
い
く
。
そ
し
て

音
は
言
葉
と
結
び
付
き
、
表
面
的
で
は
な
く
そ
れ
と
完
全
に
融
合
し
た
と
き
に
「
音
楽
ド
ラ
マ
」
と
な
る
の
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
に
と
っ
て
ド
ラ

マ
の
代
表
的
な
も
の
は
、
登
場
人
物
た
ち
が
生
き
生
き
と
活
動
す
る
も
の
と
し
て
我
々
の
前
に
現
わ
れ
る
オ
ペ
ラ
や
オ
ラ
ト
リ
オ
と
い
っ
た
舞
台

作
品
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
次
の
よ
う
に
言
及
さ
れ
る
。

し
か
し
こ
れ
ら
す
べ
て
〔
ハ
イ
ド
ン
の
カ
ル
テ
ッ
ト
や
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
シ
ン
フ
ォ
ニ
ー
な
ど：

引
用
者
註
〕
は
、
そ
の
内
容
が
ど
ん
な

に
見
事
で
あ
っ
て
も
、
ま
だ
以
下
の
よ
う
な
第
一
の
条
件
を
満
た
し
て
い
な
い
。
オ
ペ
ラ
の
舞
台
に
上
る
人
間
自
身
は
、
そ
の
性
格
、
苦
悩
、

振
舞
い
に
し
た
が
っ
て
、
生
き
生
き
と
し
て
特
徴
的
で
真
実
の
表
現
で
も
っ
て
動
か
さ
れ
る
よ
う
に
我
々
の
前
に
立
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
ド

ラ
マ
と
は
そ
れ
自
体
、
そ
の
あ
ら
ゆ
る
前
提
、
動
き
、
展
開
の
な
か
で
、
真
実
あ
る
い
は
現
実
に
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
我
々
が

昔
か
ら
そ
れ
を
詩
人
に
要
求
し
続
け
て
い
る
よ
う
に
。（Ebd, S. 109

（
（
21
（
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マ
ル
ク
ス
は
こ
こ
で
、
ド
ラ
マ
に
必
要
な
も
の
が
舞
台
上
で
繰
り
広
げ
ら
れ
る
生
き
生
き
と
し
た
行
為
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
、
舞

台
上
に
真
実
や
現
実
的
な
も
の
が
現
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
楽
器
の
個
々
の
パ
ー
ト
、
あ
る
い
は
モ
チ
ー
フ
や
楽
節
が

登
場
人
物
の
よ
う
な
個
性
を
持
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
が
と
き
に
対
立
し
、
と
き
に
融
合
し
な
が
ら
意
味
と
し
て
の
形
式
を
構
築
し
て
い
く
ハ
イ
ド
ン
の

カ
ル
テ
ッ
ト
や
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
シ
ン
フ
ォ
ニ
ー
な
ど
も
彼
は
ド
ラ
マ
の
一
つ
と
考
え
て
い
る
が

（
22
（

、
や
は
り
真
の
ド
ラ
マ
は
、
舞
台
に
お

け
る
生
き
生
き
と
し
た
人
物
た
ち
の
現
実
的
な
や
り
取
り
が
条
件
と
な
る
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
次
の
よ
う
に
も
述
べ
ら
れ
る
。

オ
ペ
ラ
は
と
り
わ
け
ド
ラ
マ
で
あ
る
。
ド
ラ
マ
と
は
、
実
生
活
の
活
動
の
な
か
で
の
人
間
の
よ
う
に
、
よ
り
現
実
的
な
迫
真
性
と
実
体
性
の

な
か
で
、
ま
た
行
為
と
相
互
作
用
の
な
か
で
人
物
を
表
現
す
る
も
の
で
あ
る
。
ド
ラ
マ
に
お
い
て
個
性
は
、
そ
の
性
格
に
し
た
が
っ
て
、
思

考
や
意
志
、
心
情
や
気
分
に
し
た
が
っ
て
、
明
確
な
状
況
の
影
響
の
も
と
に
、
他
の
人
物
と
と
も
に
す
る
活
動
ま
た
は
反
対
す
る
活
動
に
お

い
て
現
わ
れ
出
る
も
の
で
、
あ
り
の
ま
ま
の
生
命
活
動
に
お
け
る
あ
り
の
ま
ま
の
人
間
が
現
わ
れ
る
の
で
あ
る
。（Ebd, S. 165

（
（
23
（

　
ド
ラ
マ
に
現
わ
れ
る
の
は
、
ま
さ
し
く
「
あ
り
の
ま
ま
の
人
間
」
で
あ
る
。
彼
は
こ
の
よ
う
な
ド
ラ
マ
の
実
現
に
努
め
て
い
た
特
筆
す
べ
き
作

曲
家
と
し
て
、
グ
ル
ッ
ク
と
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
を
取
り
上
げ
、
彼
等
が
行
な
っ
た
ド
ラ
マ
の
内
容
に
対
す
る
確
固
不
動
の
献
身
に
も
言
及
し
て
い
る
。

で
は
、
芸
術
家
は
「
人
間
」
そ
の
も
の
を
現
出
さ
せ
よ
う
と
す
る
ド
ラ
マ
を
創
作
す
る
に
当
た
り
、
ど
の
よ
う
な
態
度
を
持
つ
べ
き
だ
と
考
え
ら

れ
て
い
た
の
か
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
自
ら
の
主
題
に
献
身
せ
ず
、
聴
衆
が
好
む
効
果
や
斬
新
さ
、
魅
力
ば
か
り
を
追
い
求
め
、
登
場
人
物

の
行
為
や
性
格
を
展
開
さ
せ
よ
う
と
し
な
い
と
マ
ル
ク
ス
が
非
難
し
て
い
た
作
曲
家
マ
イ
ヤ
ベ
ー
ア
に
対
す
る
言
及
の
な
か
で
わ
か
り
や
す
く
次

の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

と
い
う
の
も
、
彼
〔
マ
イ
ヤ
ベ
ー
ア：

引
用
者
註
〕
の
あ
ら
ゆ
る
感
嘆
す
べ
き
性
質
と
熟
練
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
に
は
一
つ
の
こ
と
、
つ
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ま
り
誠
実
さ
、
芸
術
家
の
持
つ
誠
実
さ
が
欠
け
て
い
た
。
そ
れ
は
人
が
自
分
以
外
の
何
か
あ
る
も
の
を
真
面
目
に
、
忠
実
に
求
め
る
と
い
う

と
こ
ろ
に
あ
る
。
ま
た
、
創
造
的
な
芸
術
家
は
自
分
の
主
題
を
、
彼
が
そ
れ
を
見
て
感
じ
る
よ
う
に
、
立
て
よ
う
と
す
る
。
あ
る
い
は
む
し

ろ
、
創
造
的
な
愛
の
力
に
よ
っ
て
そ
れ
を
立
て
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
気
持
ち
な
の
で
あ
り
、
彼
は
こ
の
力
に
無
条
件
に
、
何
に
も
構
う
こ
と

な
く
没
頭
す
る
の
で
あ
る
。
本
当
の
芸
術
作
品
は
、
た
だ
こ
の
愛
と
正
直
さ
だ
け
か
ら
生
じ
る
。
た
だ
本
当
の
芸
術
作
品
だ
け
が
、
ど
ん
な

も
の
が
そ
の
内
容
あ
る
い
は
傾
向
で
あ
っ
て
も
、
道
徳
的
で
霊
的
な
力
を
鍛
え
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
記
念
碑
に
、
ま
た
人
類
の
心
の
う
ち
に

予
言
さ
れ
与
え
ら
れ
る
進
歩
の
た
め
の
道
具
に
な
る
の
で
あ
る
。（Ebd, S. 116-117

（
（
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（

　
こ
こ
で
マ
ル
ク
ス
は
、
創
造
的
な
芸
術
家
が
持
つ
根
本
的
な
条
件
と
し
て
、
自
ら
の
主
題
に
対
す
る
誠
実
さ
、
正
直
さ
を
挙
げ
て
い
る
。
そ
れ

は
決
し
て
大
衆
の
変
わ
り
や
す
い
欲
求
に
迎
合
す
る
こ
と
で
も
、
そ
の
た
め
に
作
品
の
な
か
に
何
で
も
か
ん
で
も
詰
め
込
む
こ
と
で
も
な
い
。
真

の
ド
ラ
マ
と
は
ま
さ
に
、
芸
術
家
が
自
ら
の
主
題
に
対
し
て
誠
実
さ
を
持
っ
て
献
身
的
に
取
り
組
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
こ
に
「
あ
り
の
ま
ま
の

人
間
」
を
現
前
化
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
、
と
マ
ル
ク
ス
は
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
マ
ル
ク
ス
は
他
の
箇
所
で
も
、
芸
術
家
が
た
だ
自
分
の
理
念
と
使
命
に
の
み
専
心
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
彼
が
こ
の
こ
と
を
意
図
し
な
け
れ
ば

す
ぐ
に
で
も
誠
実
さ
、
純
真
さ
は
失
わ
れ
る
と
言
っ
て
い
た
。
そ
し
て
そ
れ
ら
な
し
に
芸
術
作
品
と
し
て
の
ド
ラ
マ
が
完
成
す
る
こ
と
は
不
可
能

で
あ
り
、
さ
ら
に
芸
術
家
が
「
何
か
あ
る
内
面
的
な
欠
乏
の
持
つ
密
か
な
意
識
に
よ
っ
て
、
あ
り
の
ま
ま
の
道
、
も
し
く
は
信
頼
の
お
け
る
確
か

な
道
を
離
れ
る
や
い
な
や
、
彼
は
自
ら
招
い
た
結
果
に
見
舞
わ
れ
る
」
（
25
（

と
も
言
及
し
て
い
た
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
マ
ル
ク
ス
は
音
楽
の
理
想
形
と
し
て
、
言
葉
と
音
が
一
体
と
な
る
「
音
楽
ド
ラ
マ
」
を
考
え
て
い
た
が
、
そ
れ
は
、
生
き
生

き
と
し
た
人
物
た
ち
の
現
実
的
な
や
り
取
り
が
舞
台
で
繰
り
広
げ
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
ま
さ
に
そ
こ
に
「
あ
り
の
ま
ま
の
人
間
」
を
現
出
さ
せ

よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
マ
ル
ク
ス
に
お
け
る
音
楽
の
理
想
を
見
る
と
き
、
彼
に
と
っ
て
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
《
ミ
サ
・
ソ
レ

ム
ニ
ス
》
が
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
の
か
、
さ
ら
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
「
音
楽
ド
ラ
マ
」
と
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こ
の
ミ
サ
曲
と
を
直
接
関
連
さ
せ
て
語
っ
て
い
る
部
分
は
な
い
の
だ
が
、
そ
れ
で
も
彼
は
、
声
楽
曲
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
人
間
の
声
を
抑
圧

す
る
よ
う
な
形
で
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
声
が
優
位
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
の
ミ
サ
曲
が
、
そ
の
超
越
的
な
「
神
秘
」
に
よ
っ
て
、
生
き
生
き
と
し
た

人
間
の
行
為
や
現
実
性
か
ら
離
れ
て
し
ま
っ
た
と
考
え
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

　
マ
ル
ク
ス
が
《
ミ
サ
・
ソ
レ
ム
ニ
ス
》
の
な
か
に
作
曲
家
の
「
神
秘
主
義
」
的
な
態
度
を
見
出
し
た
の
は
、
言
葉
で
は
表
現
し
得
な
い
「
神
秘
」

を
表
現
す
る
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
声
が
過
剰
と
な
り
、「
現
実
的
」
な
「
あ
り
の
ま
ま
の
人
間
」
の
声
が
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
見
て
取
っ
た

か
ら
で
あ
る
。
な
ぜ
「
あ
り
の
ま
ま
の
人
間
」
の
声
は
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
マ
ル
ク
ス
は
述
べ
る
。
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
に
と
っ
て

「
私
は
信
じ
る
（
ク
レ
ド
（」
と
い
う
観
念
は
、
そ
れ
が
今
ま
で
連
綿
と
信
じ
ら
れ
て
き
た
と
い
う
歴
史
的
事
実
に
よ
っ
て
の
み
根
拠
づ
け
ら
れ
て

い
る
も
の
で
あ
っ
た
。
カ
ト
リ
ッ
ク
の
長
い
歴
史
に
お
い
て
は
、
そ
の
信
仰
を
教
会
が
保
証
し
て
き
た
わ
け
で
あ
る
が
、
今
ま
で
そ
こ
に
集
っ
た

で
あ
ろ
う
「
幾
百
万
も
の
人
々
」
が
信
じ
て
き
た
も
の
は
真
実
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
そ
し
て
効
力
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
ベ
ー

ト
ー
ヴ
ェ
ン
は
考
え
て
い
た
。
だ
か
ら
こ
の
作
曲
家
は
自
分
と
、
そ
し
て
聴
く
者
を
信
じ
さ
せ
る
た
め
に
、
今
で
は
「
理
解
で
き
な
い
言
葉
」
と

な
っ
て
し
ま
っ
た
ミ
サ
・
テ
キ
ス
ト
の
文
言
に
頼
る
の
で
は
な
く
、
シ
ン
フ
ォ
ニ
ッ
ク
な
華
麗
さ
で
「
ク
レ
ド
」
を
何
度
も
繰
り
返
す
と
い
う
方

法
を
取
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
「
ク
レ
ド
」
が
「
信
じ
る
」
に
足
る
べ
き
も
の
で
あ
る
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
「
疑
念
」
は
作
曲

家
の
頭
を
も
た
げ
、
も
は
や
確
信
へ
と
至
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
に
は
マ
ル
ク
ス
が
芸
術
家
に
要
求
し
た
、
自
ら
の
主
題
に
対
す
る
「
正
直

さ
」
が
欠
け
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
上
述
し
た
よ
う
に
、
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
は
《
第
九
》
に
お
い
て
、
人
間
の
声
と
言
葉
に
よ
っ
て
そ
の
「
神
秘
主
義
」
を
乗
り
越
え
、

現
世
的
な
同
胞
愛
を
呼
び
か
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
作
曲
家
は
「
神
秘
」
で
は
な
く
、
現
実
的
で
生
き
生
き
と
し
た
人
間
の
言
葉
で
も
っ
て

時
代
、
民
族
、
人
間
の
理
念
の
歌
を
歌
わ
せ
る
こ
と
で
、「
音
楽
ド
ラ
マ
」
を
実
現
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
は
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン

晩
年
に
お
け
る
言
葉
と
音
と
の
関
係
を
こ
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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お
わ
り
に

　
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、《
ミ
サ
・
ソ
レ
ム
ニ
ス
》
の
宗
派
性
の
問
題
に
関
し
て
、
マ
ル
ク
ス
の
『
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
』
の
影
響
は
大
き
な
も

の
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
彼
の
《
ミ
サ
・
ソ
レ
ム
ニ
ス
》
論
に
お
け
る
重
要
な
論
点
は
、
単
に
そ
の
楽
曲
が
カ
ト
リ
ッ
ク
の
典
礼
に
ふ
さ
わ
し
い

の
か
否
か
を
決
定
す
る
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
か
っ
た
。

　
確
か
に
『
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
』
で
の
マ
ル
ク
ス
の
記
述
を
見
る
限
り
で
は
、
彼
が
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
ミ
サ
曲
に
、
教
会
や
ミ
サ
・
テ
キ
ス
ト

へ
の
信
心
で
は
な
く
、
と
り
わ
け
こ
の
作
曲
家
独
自
の
信
仰
態
度
を
見
出
し
て
い
る
の
で
、
そ
こ
で
は
カ
ト
リ
ッ
ク
か
否
か
と
い
う
宗
派
性
の
問

題
が
大
き
く
前
景
化
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
同
時
代
の
『
一
九
世
紀
の
音
楽
』
も
あ
わ
せ
て
読
ん
で
み
る
と
、
彼
が
こ
の
よ
う
な
作
曲
家
の

態
度
を
「
神
秘
主
義
」
的
な
も
の
と
し
て
捉
え
て
お
り
、
そ
こ
で
は
《
ミ
サ
・
ソ
レ
ム
ニ
ス
》
だ
け
で
な
く
《
第
九
》
シ
ン
フ
ォ
ニ
ー
ま
で
も
視

野
に
入
れ
て
、
こ
の
作
曲
家
の
声
楽
と
器
楽
、
あ
る
い
は
言
葉
と
音
と
の
関
係
が
、
宗
派
の
議
論
と
も
絡
み
合
い
な
が
ら
問
題
化
さ
れ
て
い
た
こ

と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
の
考
え
る
音
楽
の
理
想
形
は
、
言
葉
と
音
が
一
体
と
な
る
「
音
楽
ド
ラ
マ
」
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
音
楽
の
な

か
で
「
あ
り
の
ま
ま
の
人
間
」
を
現
出
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
非
現
実
的
な
「
神
秘
」
を
現
わ
そ
う
と
す
る
《
ミ
サ
・
ソ
レ
ム
ニ
ス
》
は
、
彼
に

と
っ
て
真
の
「
音
楽
ド
ラ
マ
」
と
は
な
り
得
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、《
ミ
サ
・
ソ
レ
ム
ニ
ス
》
に
作
曲
家
の
「
疑
念
」
が
現
れ
て
い
る
こ

と
を
指
摘
し
た
彼
は
、
こ
の
教
会
音
楽
を
言
葉
と
音
の
弁
証
法
的
展
開
に
お
け
る
い
わ
ば
〝
否
定
態
〟
と
し
て
考
え
て
い
た
の
で
あ
り
、《
第
九
》

と
い
う
「
ド
ラ
マ
」
へ
と
至
る
重
要
な
契
機
と
し
て
こ
の
ミ
サ
曲
を
捉
え
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
マ
ル
ク
ス
の
議
論
が
一
九
世
紀
当
時
の
《
ミ
サ
・
ソ
レ
ム
ニ
ス
》
受
容
の
な
か
で
ど
の
よ
う
な
位
置
を
占
め
る
も
の
で
あ
る
の

か
を
知
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
例
え
ば
、
リ
ヒ
ャ
ル
ト
・
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
や
フ
ェ
ル
デ
ィ
ナ
ン
ト
・
ペ
ー
タ
ー
・
ラ
ウ
レ
ン
ツ
ィ
ン
、
そ
し
て

マ
ル
ク
ス
の
一
世
代
下
の
音
楽
研
究
者
で
あ
る
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
・
ノ
ー
ル
な
ど
、
い
わ
ゆ
る
「
新
ド
イ
ツ
派
」
に
近
い
と
こ
ろ
に
い
た
音
楽
著
述

家
た
ち
の
《
ミ
サ
・
ソ
レ
ム
ニ
ス
》
論
は
、
マ
ル
ク
ス
の
論
考
と
共
通
す
る
も
の
が
と
て
も
多
い
。
と
く
に
ノ
ー
ル
な
ど
は
、
そ
の
『
音
楽
の
精
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神
（D

er G
eist der Tonkunst

（』（
一
八
六
一
年
（
（
26
（

に
お
い
て
、
マ
ル
ク
ス
と
同
じ
く
《
ミ
サ
・
ソ
レ
ム
ニ
ス
》
に
「
神
秘
主
義
」
的
な
「
超
越
」

の
傾
向
を
見
て
取
り
、
あ
く
ま
で
芸
術
美
は
「
超
越
」
で
は
な
く
精
神
の
「
内
在
」
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
と
述
べ
、
そ
の
教
会
音
楽
を
も
は
や

芸
術
で
は
な
い
と
し
て
い
る
。

　
ま
た
、《
ミ
サ
・
ソ
レ
ム
ニ
ス
》
に
お
け
る
声
楽
と
器
楽
、
あ
る
い
は
言
葉
と
音
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
の
『
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ

ン
（Beethoven
（』（
一
八
七
〇
年
（
（
27
（

に
お
け
る
議
論
と
マ
ル
ク
ス
の
考
え
が
少
な
か
ら
ず
共
通
性
を
持
っ
て
い
る
。
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
に
よ
れ
ば
、

ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
が
こ
の
ミ
サ
曲
で
到
達
し
た
段
階
と
い
う
の
は
、
声
楽
さ
え
も
器
楽
の
よ
う
な
自
由
と
俊
敏
さ
を
持
ち
、
ま
た
器
楽
も
伴
奏
と

い
う
付
随
し
た
役
割
か
ら
自
由
と
な
り
、
そ
れ
自
身
が
内
容
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
段
階
で
あ
る
。
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
は
《
ミ
サ
・
ソ
レ
ム

ニ
ス
》
を
、
ミ
サ
曲
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
純
粋
な
交
響
楽
作
品
」
と
呼
び
、
し
か
も
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
が
ミ
サ
・
テ
キ
ス
ト
を
、
声
に
よ
っ

て
歌
う
た
め
の
単
な
る
「
素
材
」
と
し
て
役
立
て
て
い
た
と
も
述
べ
て
い
る
。
こ
の
楽
曲
に
対
す
る
評
価
は
マ
ル
ク
ス
と
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
で
異
な

る
部
分
も
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
こ
の
二
人
は
共
通
し
て
、
教
会
音
楽
と
し
て
は
不
適
切
で
あ
っ
た
器
楽
の
優
位
を
こ
の
楽
曲
に
見
て
取
っ
て
い
た

の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
言
え
ば
、
マ
ル
ク
ス
と
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
、
そ
し
て
ノ
ー
ル
は
、
超
越
的
で
絶
対
的
な
音
楽
で
は
な
く
、
現
実
の
「
民
衆
（Volk

（」
と

の
関
係
を
保
持
す
る
よ
う
な
音
楽
を
理
想
と
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
似
通
っ
た
信
念
を
持
っ
て
い
た
が
、
そ
の
こ
と
が
彼
ら
の
《
ミ
サ
・
ソ
レ
ム

ニ
ス
》
に
対
す
る
考
え
方
に
一
定
の
共
通
性
を
与
え
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う

（
28
（

。
し
か
し
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
も
は
や
本
稿
で
は

詳
し
く
検
討
で
き
な
い
。

　
マ
ル
ク
ス
の
音
楽
論
の
全
体
は
多
岐
に
渡
り
、
そ
の
影
響
力
は
多
大
な
も
の
が
あ
る
の
で
、
同
時
代
の
音
楽
思
想
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
位
置
づ

け
る
こ
と
自
体
が
難
し
い
が
、
そ
の
《
ミ
サ
・
ソ
レ
ム
ニ
ス
》
論
を
、
と
り
わ
け
ノ
ー
ル
や
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
を
は
じ
め
と
す
る
「
新
ド
イ
ツ
派
」

周
辺
の
論
考
と
の
比
較
の
な
か
に
置
い
て
み
る
こ
と
で
、
彼
の
考
え
が
当
時
の
《
ミ
サ
・
ソ
レ
ム
ニ
ス
》
受
容
の
な
か
で
ど
の
よ
う
な
意
義
を
持

つ
も
の
で
あ
っ
た
の
か
が
見
え
て
く
る
だ
ろ
う
。
今
回
は
マ
ル
ク
ス
の
論
考
を
読
む
こ
と
に
終
始
し
た
が
、
彼
ら
の
関
係
に
つ
い
て
は
ま
た
稿
を
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改
め
て
論
じ
た
い
。

註

（
1
（ 

ア
ド
ル
フ
・
ベ
ル
ン
ハ
ル
ト
・
マ
ル
ク
ス
は
一
七
九
五
年
ハ
レ
生
ま
れ
、
一
八
六
六
年
ベ
ル
リ
ン
で
死
去
。
ハ
レ
で
法
律
を
学
ぶ
か
た
わ

ら
、
カ
ー
ル
・
レ
ー
ヴ
ェ
と
と
も
に
、
テ
ュ
ル
ク
か
ら
通
奏
低
音
の
教
え
を
受
け
る
。
一
八
二
四
～
三
〇
年
「B

erliner allgem
eine 

m
usikalische Zeitung

」
紙
の
編
集
者
と
な
り
、
音
楽
関
係
の
活
動
に
専
念
す
る
。
二
八
年
に
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
大
学
か
ら
博
士
号
を
受
け
、

三
〇
年
に
ベ
ル
リ
ン
大
学
の
音
楽
教
授
に
就
任
、
三
二
年
に
は
音
楽
監
督
に
も
就
任
す
る
。
五
〇
年
に
は
ク
ラ
ク
と
シ
ュ
テ
ル
ン
と
と
も

に
シ
ュ
テ
ル
ン
音
楽
院
の
前
身
に
あ
た
る
ベ
ル
リ
ン
音
楽
学
校
を
創
設
し
、
五
六
年
に
同
校
か
ら
退
く
。
彼
の
オ
ラ
ト
リ
オ
《
モ
ー
セ
》

は
五
三
年
に
ワ
イ
マ
ー
ル
で
リ
ス
ト
に
採
り
上
げ
ら
れ
た
の
を
は
じ
め
、
た
び
た
び
上
演
さ
れ
た
が
、
そ
れ
以
外
の
作
品
は
す
ぐ
に
忘
れ

ら
れ
た
。
彼
の
名
を
歴
史
に
と
ど
め
る
に
至
っ
た
の
は
著
作
で
あ
り
、
多
数
の
記
事
、
教
科
書
、
歴
史
書
、
美
学
に
関
す
る
著
作
を
残
す
。

そ
の
な
か
で
最
も
影
響
力
を
持
っ
た
の
は
、
ベ
ル
リ
ン
大
学
の
学
生
向
け
に
書
い
た
『
実
践
的
・
理
論
的
な
楽
曲
構
成
法
』
（
一
八
三
七

～
四
七
（
で
あ
る
。
ま
た
彼
は
、
一
つ
の
楽
章
の
内
部
構
造
を
説
明
す
る
の
に
「
ソ
ナ
タ
形
式
」
と
い
う
語
を
使
っ
た
最
初
の
理
論
家
と

考
え
ら
れ
て
い
る
（『
ニ
ュ
ー
グ
ロ
ー
ヴ
世
界
音
楽
大
事
典
』（M

oyer

（
西
原
（
（
を
も
と
に
作
成
（。

（
2
（ G

erhard Poppe, Festhocham
t, sinfonische M

esse oder überkonfessionelles Bekenntnis?: Studien zur Rezeptionsgeschichte von 

Beethovens M
issa solem

nis,  B
eeskow

: O
rtus M

usikverlag, 2007, 215-220.

（
3
（ A

dolf B
ernhard M

arx, Ludw
ig van Beethoven: Leben und Schaffen . In zw

ei Theilen, m
it B

eilagen und B
em

erkungen über den 

Vortrag B
eethovenscher W

erke, 2 B
de, B

erlin: O
tto Jahnke, 1859.

（
4
（ A

dolf B
ernhard M

arx, D
ie M

usik des neunzehnten Jahrhunderts und ihre Pflege : M
ethode der M

usik , Leipzig: B
reitkopf und 

H
ärtel, 1855.
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（
5
（ M

arx, 1859, B
d. II, S. 231.

（
6
（ Ebd, S. 240.

（
7
（ Ebd, S. 241.

（
8
（ N

icht eigne G
läubigkeit und nicht H

ingebung an den K
irchendienst, sondern die ganz freie, schöpferische Phantasie konnte 

einzig B
eethovens M

esse H
ervorbringen. D

am
it aber w

ar entschieden, daß nicht der G
laube und Sinn der K

irche und des 

K
irchenw

orts, noch w
eniger ihre äußerlichen B

edingnisse für die K
om

position bestim
m

end w
urden, sondern vor A

llem
 das eigne 

Schauen des Tondichters, durchglüht von seiner, w
enn auch nicht konfessionellen doch andachtvollen 

― W
ort und W

erke 

bezeugen es 

― H
ingebung an den G

edanken des Ew
igen. D

em
 Schüler und Freunde w

ollt’  er die hohe K
irchenw

ürde m
it seinen 

Tönen w
eihen; da schaut er den w

eiten D
om

, bis in die W
ölbungen von O

rgelklang und from
m

en G
esängen und dem

 Jubel und 

Sturm
 der Instrum

ente durchrauscht; da standen vor seinem
 innern A

uge gew
eihte, das M

ysterium
 verkündende Priester; da 

bekannte sich alles Volk, in blöder From
m

heit das unbegreifliche W
ort nachsprechend, zu den ew

igen G
laubenssprüchen und 

B
itten. B

eethoven hätte nicht K
ünstler sein m

üssen, w
är’  ihm

 nicht das A
lles zur lebendigsten A

nschauung gekom
m

en, hätt’  er 

sich nicht in die Seele jener A
ndachterfüllten versetzt und ihren G

lauben in seine B
rust genom

m
en und aus seiner B

rust gedeutet 

und laut bekannt.

（
9
（ B

eethoven steht in einer Zeit, die jener Erfülltheit und Sicherheit fern ist, er selber seiner ganzen G
em

üths- und G
eistesrichtung 

nach nicht  katholischer C
hrist. G

laube ich? 

― glaubt Ihr?  
― (
…) W

as seit Jahrtausenden für M
illionen und aber M

illionen 

gegolten: es m
uß w

ahr sein; Ich m
uß glauben! Ihr m

üßt glauben!  
― D

aß der G
laube nach der Schrift selber eine G

nade ist, zu 

der w
ir nichts thun könne, beruhigt ihn nicht; das C

redo m
uß gelten .

 

　In diesem
 Sinne hat Er es gefaßt. D

er Zw
eifel selbst, das Ich glaube nicht!  in der eigenen B

rust, m
uss die künstlerische M

acht, 
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m
it der er das Ich glaube!  verkündet, erhöhn.

（
10
（ (...) so thut sich in der Schöpfung des K

ünstlers, so persönlich sie auch hervortritt, ein H
öheres als das blos Persönliche kund; 

darüber hinaus sind es jene A
nschauungen N

eigungen Ideen, in denen Zeit N
ation M

enschheit ein G
em

einsam
es erkennen. Im

 

K
ünstler ist es dann der G

eist der N
ation oder Epoche, der durch jenen offenbart, w

ie er sein W
erden in der Vergangenheit 

anschaut, sein D
asein fühlt und erkennt. D

er K
ünstler verkündet dann nur, w

as in A
llen verborgen schon lebt, er löst nur dem

 

nach B
ew

usstsein und A
usdruck ringenden G

eist A
ller die Zunge, ja er enthüflt als Prophet die Zukunft, w

ie A
lle ahnungvoll, nur 

m
it verschleiertem

 A
ng’  und gebundner Zunge sie in sich getragen.

（
11
（ M

arx, 1855, S. 50.

（
12
（ D

er G
eist fasst nirgends unm

ittelbar das D
asein ihm

 gegenüber an; aber dem
 von den Sinnen gefassten und ihm

 zugetragnen, m
it 

A
llem

 w
as er aus sich dazuthut, giebt er im

 W
orte geistigleibliche G

estalt.

（
13
（ M

arx, 1855, S. 87.

（
14
（ N

och ganz andre W
esen um

schw
eben die Phantasie des Tondichters, unfassbare gestaltlose, Stim

m
en der N

atur, K
lang aus höhern 

R
egionen. D

as sind die Stim
m

en des O
rchesters. D

em
 blossen M

usikus sind sie K
lang- und Tonw

erkzeuge, lebloses 

H
andw

erkzeug, eins zu diesem
 das andre zu jenem

 G
ebrauche. D

em
 Tondichter enthüllt sich in ihrer jedem

 ein eigenthüm
lich 

W
esen, von eignem

 Leben, karaktervoller N
eigung erfüllt. »D

em
 Vandalen sind sie Stein«, uns leben sie, geheim

nissvolle 

vielseitige schw
er zu bezeichnende K

inder des w
eiten Schallreichs 

― und doch eigenthüm
lichen Sinnes. Sie locken uns, sie 

lassen sich von uns rufen und bannen, sie dienen uns, jedes in seiner W
eise. Lieben und verstehn w

ir sie (keiner m
ehr als der 

göttliche M
usikant H

aydn) so erw
eisen sie uns Liebesdienst. W

ir können sie auch lieblos zu Frem
dem

 W
iderstrebendem

 zw
ingen, 

m
isshandeln; dann quälen sie w

ieder w
ie sie gequält w

orden oder sinken erm
attet w

elk und kraftlos dahin. Es ist eine eigne W
elt, 
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aus unserm
 G

eiste geboren, aber nach ihren und unabänderlichen G
esetzen.

（
15
（ B

eethoven 

― in seiner letzten M
esse 

― hat sich neben dem
 alten St. Stephan seinen eignen D

om
 in Sternennacht und m

ystischer 

Verzückung auferbaut. W
ie Er in streitfertiger Entschlossenheit gegen den G

laubensm
angel um

 ihn her und in der eignen B
rust 

auf Tod und Leben sein C
redo  behauptet und den G

esang der Sphären zum
 Zeugniss w

achruft, w
ie Er w

einend und erbittert das 

C
rucifixus , w

ie Er im
 W

irbel des vor dem
 U

nbegreiflichen fliehenden G
edankens das Incarnatus  bekennt, das altgew

ordne 

D
ogm

a m
it neuer 

― frem
der G

lut durchström
t im

 Sturm
 und Jubel und Ersterben aller Stim

m
en seines Zauberreichs! 

― das ist 

niem
als der petraïsche felsfest begründete G

laube der alten K
irche gew

esen, das ist W
iedererw

eckung und A
uffahrt des alten von 

Zw
eifel und A

ufklärung gekreuzigten B
ekenntnisses im

 freien R
eich der Töne, das ist statt der festen Satzung M

ysterium
, gleich 

dem
 indischen N

atur und U
ebernatur verschm

elzenden 

― und innen geheim
 nagt erbitternd das unableugbare B

ew
usstsein: »es 

fehlt der G
laube!«

（
16
（ A

dolf B
ernhard M

arx, D
ie Lehre von der m

usikalischen K
om

position, praktisch-theoretisch , B
and 4, Leipzig: B

reitkopf und 

H
ärtel, 1847.

（
17
（ 

ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
・
ノ
ー
ル
の
著
書
に
以
下
の
よ
う
な
マ
ル
ク
ス
か
ら
の
引
用
が
あ
る
。“ B

eethoven’ s M
elodie w

ar im
 Verlaufe der 

Zeit transscendent  gew
orden” . Ludw

ig N
ohl, D

er G
eist der Tonkunst , Frankfurt am

 M
ain: Sauerländer, 1861, S. 228.

（
18
（ U

nd all das m
ystisch-m

ythische Leben jener nicht-m
enschlichen Stim

m
en drängt nur unw

iderstehlicher zum
 M

enschenw
ort 

hin(.)

（M
arx, 1855, S. 153

（.

（
19
（ M
enschenstim

m
e M

enschenw
ort allein kann vollenden, w

as jenes Stam
m

eln nur versucht und ahnen lässt. D
er M

ensch, der 

B
ruderbund freien im

 H
öchsten andachtvollen M

enschenthum
s, ist über alle M

ystik der Zauber-Instrum
entenw

elt hinaus dem
 

M
enschen eigenstes B

edürfniss und B
efriedigung(.)
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（
20
（ A

ls w
esentliche A

ufgabe jeder K
unst kann nach allem

 Vorausgegangnen jetzt ausgesprochen w
erden: sie habe den Inhalt des 

Lebens, den G
eist in ihren G

estaltungen zu offenbaren, alle in ihr G
ebiet fallenden G

estaltungen m
it dem

 G
eiste zu erfüllen. 

Zuerst m
usste das Tonleben als sinnliche Erscheinung, als Sinnenlust erscheinen, dann das B

ew
usstsein davon sich in die höhere 

aber noch unklare und unsichre Sphäre des Em
pfindens em

porheben. Sodann m
usste das W

ort, der bestim
m

te A
usdruck des 

G
eistes, nicht blos äusserlich m

it der W
eise verbunden, es m

usste innerlichst m
it ihr verschm

elzen, m
usste M

usik w
erden; und 

um
gekehrt m

usste die M
usik im

 W
orte bestim

m
ten Inhalts m

ächtig w
erden; die neue Sprache von W

ort und Ton w
ar zugleich 

B
edingung und B

eginn des m
usikalischen D

ram
a’ s, der O

per. Zuletzt m
usste die M

usik für sich allein den G
eistesgehalt, sow

eit 

er ihr zufiel, zu fassen und zu offenbaren trachten. Ein W
eiteres kann es nicht geben; überall m

acht sich G
ränznähe m

erklich, 

schon steht M
usik nicht m

ehr allein, schon fragt und streitet m
an hinüber und herüber, ob Tonkunst für und aus sich allein jener 

O
ffenbarungen fähig und zu ihnen berechtigt sei.

（
21
（ D

as A
lles, w

ie kostbar sein G
ehalt sei, erfüllt noch nicht jene erste B

edingung. D
ie M

enschen selber die die O
pernbühne betreten, 

nach ihrem
 K

arakter Leiden und H
andeln m

üssen sie lebendig karakteristisch w
ahr und bethätigt vor uns treten, das D

ram
a selbst 

in all seinen Voraussetzungen B
ew

egungen Entw
ickelungen m

uss W
ahrheit und W

irklichkeit w
erden, w

ie w
ir es vom

 D
ichter 

fodern und von je gefodert haben.

（
22
（ 

マ
ル
ク
ス
の
初
期
（
一
八
二
〇
年
代
（
の
批
評
に
お
け
る
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
シ
ン
フ
ォ
ニ
ー
の
ド
ラ
マ
性
に
つ
い
て
は
、Scott 

B
urnham

, “ C
riticism

, Faith, and the Idee: A
. B

. M
arx’ s Early R

eception of B
eethoven,”  in: 19th-C

entury M
usic , 13(3), 183-192, 

1990

に
詳
し
い
。
マ
ル
ク
ス
は
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
に
よ
る
シ
ン
フ
ォ
ニ
ー
の
展
開
に
三
つ
の
段
階
を
見
て
お
り
、
一
つ
目
は
主
観
的
な

表
現
（lyric

（
の
段
階
、
二
つ
目
は
客
観
的
な
描
写
（epic

（
の
段
階
、
そ
し
て
三
つ
目
は
前
二
段
階
が
総
合
さ
れ
た
ド
ラ
マ
（dram

atic

（

の
段
階
と
さ
れ
る
。
彼
の
初
期
の
「
ド
ラ
マ
」
観
と
本
稿
で
取
り
上
げ
て
い
る
後
年
の
「
ド
ラ
マ
」
観
と
を
比
較
す
る
こ
と
も
今
後
必
要
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で
あ
ろ
う
。

（
23
（ D

ie O
per ist vor A

llem
 ein D

ram
a, das Personen in realer W

irklichkeit und Leiblichkeit, in H
andlung und W

echselw
irkung 

darstellt, M
enschen in der B

ethätigım
g des Lebens nach aussen. D

ie Persönlichkeit tritt im
 D

ram
a nach ihrem

 K
arakter, nach 

G
edanken und W

illen G
esinnung und Stim

m
ung, unter dem

 Einfluss bestim
m

ter Verhältnisse heraus in Thätigkeit m
it A

ndern 

gegen A
ndre, der volle M

ensch in voller Lebensthätigkeit.

（
24
（ D

enn bei all seinen bew
undernsw

ürdigen Eigenschaften und G
eschicklichkeiten hat ihm

 Eins gefehlt: Ehrlichkeit 

― Ehrlichkeit 

des K
ünstlers. D

iese besteht darin, dass m
an irgend Etw

as ausser sich selber ernstlich und treulich w
ill, dass der schaffende 

K
ünstler seinen G

egenstand, w
ie er ihn schaut und fühlt, hinstellen w

ill 

― oder vielm
ehr hinzustellen sich durch die M

acht der 

schöpferischen Liebe gedrungen fühlt, und dieser M
acht sich ohne Vorbehalt ohne R

ücksicht und Seitenblick hingiebt. N
ur dieser 

Lieb’  und A
ufrichtigkeit kann das w

ahre K
unstw

erk entspringen, nur das w
ahre K

unstw
erk übt, gleichviel w

elches sein Inhalt 

und seine R
ichtung sei, sittlich-geistige M

acht, ist D
enkm

al und zugleich R
üstzeug des Fortschritts, der der M

enschheit innerlich 

verheissen und geboten ist.

（
25
（ (...) sobald er (...) dem

 geheim
en B

ew
usstsein irgend einer innern U

nzulänglichkeit die natürlichen oder geprüften und bew
ährten 

B
ahnen verlässt, trifft ihn die selbstverschuldete Folge.

（M
arx, 1855, S. 194

（.

（
26
（ N

ohl, 1861.

（
27
（ R

ichard W
agner, Beethoven,  Leipzig: E. W

. Fritzsch, 1870. A
uch in: G

esam
m

elte Schriften und D
ichtungen , 10 B

de., Leipzig: E. 

W
. fritzsch, 1871/83, B

d. 9 (1873).

（
28
（ 

マ
ル
ク
ス
と
「
新
ド
イ
ツ
派
」
と
の
関
係
、
あ
る
い
は
彼
の
音
楽
論
と
「
民
衆
（Volk

（」
と
の
関
係
を
考
え
る
た
め
に
は
、
以
下
の
研

究
が
有
益
と
な
ろ
う
。Jam

es G
arratt, M

usic, C
ulture and Social Reform

 in the Age of W
agner , C

am
bridge U

niversity Press, 2010.


