
精
神
の
自
己
聴
取
と
し
て
の
音
楽

│
│
ヘ
ー
ゲ
ル
の
音
楽
美
学
│
│

中

川

玲

子

は

じ

め

に

ヘ
ー
ゲ
ル
の
ベ
ル
リ
ン
時
代
の
哲
学
に
お
い
て
、
芸
術
は
、
自
ら
自
身
を
対
象
化
し
叙
述
す
る
絶
対
精
神
の
最
初
の
領
域
を
形
成
す

る
。
と
り
わ
け
音
楽
芸
術
は
、『
美
学
講
義
』（11835-37,

21842

）
に
お
い
て
、「
主
観
性
」
│
す
な
わ
ち
自
己
自
身
へ
と
高
揚
す
る
精
神

の
概
念
│
を
原
理
と
す
る
「
ロ
マ
ン
的
芸
術
」
の
中
心
点
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
精
神
の
自
己
知
の
形
成
上
、
精
神
の
本
来
的
境
位
に
お
け

る
最
初
の
形
態
化
と
い
う
意
義
を
持
つ
。
こ
の
場
合
に
音
楽
の
本
質
は
、
精
神
の
内
面
性
を
内
面
性
そ
の
も
の
の
形
式
に
お
い
て
内
面
的

な
も
の
自
身
に
把
握
さ
せ
る
こ
と
、
か
か
る
仕
方
で
の
「
抽
象
的
な
自
己
聴
取
（das

abstrakte
Sichselbstvernehm

en

）」（Ästhetik
III,

152

）
に
あ
る
。

た
だ
し
ヘ
ー
ゲ
ル
の
音
楽
思
想
に
つ
い
て
は
、
ベ
ル
リ
ン
時
代
の
一
八
二
〇
／
二
一
、
一
八
二
三
、
一
八
二
六
、
一
八
二
八
／
二
九
年

の
四
回
に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
た
美
学
・
芸
術
哲
学
講
義
⑴
の
筆
記
録
が
順
次
公
刊
さ
れ
つ
つ
あ
る
現
在
、
旧
来
の
『
美
学
講
義
』
の
再
検

討
と
、
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
の
本
来
の
音
楽
思
想
の
再
構
成
と
が
要
請
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
の
ね
ら
い
は
、「
精
神
の
自
己
聴
取
」
と
し
て
の
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音
楽
の
解
明
を
通
じ
て
、
精
神
の
自
己
知
の
体
系
と
し
て
の
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
な
か
に
音
楽
芸
術
を
あ
ら
た
め
て
位
置
づ
け
る
こ
と
で
あ

る
。考

察
を
通
じ
て
、
以
下
の
こ
と
が
解
明
さ
れ
る
。
第
一
に
、
主
観
的
内
面
性
の
芸
術
と
し
て
の
音
楽
の
本
質
は
精
神
の
「
抽
象
的
自
己

聴
取
」
で
あ
る
こ
と
、
こ
の
自
己
聴
取
の
可
能
性
は
音
と
主
観
と
が
時
間
性
を
共
通
の
境
位
と
す
る
こ
と
に
根
拠
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と

を
確
認
す
る
。
第
二
に
、
音
楽
に
お
け
る
自
己
聴
取
は
本
来
的
に
、「
歌
唱
に
お
け
る
自
由
な
逍
遥
」
に
お
い
て
、
自
己
形
成
と
自
己
享

受
の
一
体
性
と
し
て
達
成
さ
れ
得
る
べ
き
こ
と
を
開
示
す
る
。
そ
し
て
第
三
に
、
音
楽
の
自
立
性
に
つ
い
て
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
評
価
は
各
年

度
の
講
義
ご
と
に
異
な
る
こ
と
を
考
察
し
、
音
楽
に
お
け
る
精
神
の
自
己
聴
取
と
は
、
無
規
定
な
主
観
性
の
無
根
拠
な
自
由
の
行
使
に
よ

っ
て
可
能
と
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
解
明
す
る
。
以
上
の
考
察
に
基
づ
い
て
、
精
神
の
自
己
聴
取
と
し
て
の
音
楽
は
、
い
か
な
る
客
観

的
基
盤
も
も
た
な
い
無
根
拠
の
自
由
な
主
観
性
の
表
現
で
あ
り
、
自
立
的
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
精
神
の
自
己
知
の
形
成
に
と
っ
て
不

可
欠
な
一
つ
の
基
盤
を
形
成
す
る
こ
と
を
解
明
す
る
。

１
．
主
観
的
内
面
性
の
芸
術

ホ
ト
ー
に
よ
り
編
集
さ
れ
た
ヘ
ー
ゲ
ル
の
『
美
学
講
義
』（11835-37,

21842

）⑵
に
お
い
て
、
音
楽
は
「
主
観
性
」
を
原
理
と
す
る

「
ロ
マ
ン
的
芸
術
」⑶
の
中
心
領
域
を
形
成
す
る
。
こ
こ
で
ロ
マ
ン
的
芸
術
の
原
理
と
さ
れ
る
主
観
性
と
は
、「
観
念
的
、
対
自
的
に
存
在

し
、
外
面
性
か
ら
脱
し
て
内
的
な
定
在
へ
と
還
帰
し
て
ゆ
く
精
神
の
概
念
」（Ästhetik

III,11

）、
す
な
わ
ち
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
彫
像
に

お
け
る
よ
う
な
自
然
的
定
在
と
の
融
合
を
解
消
し
、
自
己
の
客
観
性
を
も
は
や
自
己
の
外
部
に
で
は
な
く
内
部
に
求
め
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
自
己
自
身
へ
と
高
揚
す
る
精
神
の
概
念
を
意
味
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
ロ
マ
ン
的
芸
術
の
表
現
す
べ
き
内
容
は
、
か
か
る
仕
方
で
自
己
の
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本
来
性
へ
還
帰
し
よ
う
と
す
る
精
神
の
「
絶
対
的
内
面
性
」（Ästhetik

II,129

）
に
集
中
す
る
。
絶�

対�

的�

な�

内
面
性
と
い
わ
れ
る
の
は
、

こ
れ
が
た
ん
な
る
「
外
的
な
も
の
」
に
対
す
る
「
内
的
な
も
の
」
と
い
う
意
味
で
の
「
内
面
性
（Innerlichkeit

）」（a.a.O
.,S.140

）
で

は
な
く
、
た
だ
自
己
の
内
で
自
己
自
身
と
の
み
関
係
し
、
自
己
自
身
と
宥
和
し
た
精
神
の
最
も
内
的
な
在
り
方
と
い
う
意
味
で
の
内
面

性
、
自
己
内
に
集
中
し
た
精
神
の
「
内
奥
性
（Innigkeit

）」（ibid.

）
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
。
こ
の
極
度
の
内
面
性
は
、
い
わ
ば
た
だ
鳴

り
響
く
音
の
よ
う
に
「
外
面
性
な
き
外
化
」（ibid.

）
と
し
て
、
も
は
や
可
視
的
対
象
へ
と
形
態
化
さ
れ
る
こ
と
な
く
た
だ
「
自
己
聴
取

的
（sich

selber
vernehm

end

）」（ibid.

）
に
の
み
あ
ら
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
内
容
と
形
式
の
両
方
に
わ
た
る
究
極
の
内
面
性
ゆ
え
に
、

ロ
マ
ン
的
芸
術
は
「
音
楽
的
」（a.a.O

.,S.141

）
基
調
を
持
つ
、
と
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。

実
際
、
音
楽
の
素
材
と
な
る
音
は
、
な
る
ほ
ど
空
間
上
の
何
ら
か
の
物
体
の
振
動
に
よ
っ
て
生
じ
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
自
身
は

空
間
上
の
い
か
な
る
物
質
的
形
態
も
持
た
な
い
。『
美
学
講
義
』
に
よ
れ
ば
、
音
は
「
二
重
の
否
定
の
外
化
」（Ästhetik

III,
135

）
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
ま
ず
音
は
、
空
間
上
に
静
止
す
る
物
質
的
実
在
の
否
定
と
し
て
、
観
念
的
な
実
在
で
あ
る
。
し
か
し
さ
ら
に
音
は
生
成
す

る
と
同
時
に
た
だ
ち
に
消
滅
し
て
ゆ
く
存
在
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
自
ら
の
観
念
的
な
実
在
を
も
否
定
す
る
。
こ
の
よ
う
な
二
重
の
否

定
の
外
化
と
し
て
、
音
は
た
し
か
に
外
面
的
な
も
の
で
は
あ
る
が
、
た
だ
し
い
か
な
る
客
観
的
形
態
に
も
あ
ら
わ
れ
な
い
外
面
的
な
も
の

で
あ
る
。
音
の
実
在
は
、
た
だ
聴
覚
に
お
い
て
、
音
を
聴
く
意
識
に
対
し
て
し
か
保
持
さ
れ
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
そ
れ
に
よ
っ
て
、
音
は
内
面
的
な
も
の
を
表
現
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
形
式
と
な
る
。
と
い
う
の
も
音
に
お
い
て
意
識
が

聴
取
す
る
の
は
、
物
体
の
外
面
的
客
観
的
形
態
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
否
定
態
、
物
体
の
そ
れ
自
身
へ
の
内
面
化
の
運
動
だ
か
ら
で
あ

る
。
か
く
し
て
音
に
お
い
て
意
識
は
、「
最
初
の
観
念
的
な
有
心
性
（die

erste
ideelle

Seelenhaftigkeit

）」（a.a.O
.,S.134

）
に
接
す

る
⑷
。
な
ぜ
な
ら
音
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
こ
の
内
面
的
な
も
の
は
、
物
体
の
空
間
的
存
在
の
真
理
と
い
え
よ
う
が
、
さ
し
あ
た
り
は
「
全

く
客
観
を
欠
い
た
も
の
」
と
抽
象
的
に
し
か
述
語
で
き
な
い
。
そ
れ
は
客
観
性
の
否
定
と
し
て
「
主
観
性
そ
の
も
の
」
で
あ
り
、
言
い
換
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え
れ
ば
自
己
で
あ
る
と
い
う
以
外
の
内
容
を
も
た
な
い
「
自
己
」
で
あ
り
、
つ
ま
り
端
的
な
「
自
我
」
そ
の
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

「
音
楽
が
掌
握
す
る
の
は
、
ま
さ
し
く
こ
の
内
感
の
、
抽
象
的
な
自
己
聴
取
（das

abstrakte
Sichselbstvernehm

en

）
の
領
域
で

あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
音
楽
は
内
な
る
変
化
の
拠
点
を
、
全
的
人
間
の
単
一
の
集
中
的
な
中
心
点
と
し
て
の
心
や
心
性
（das

H
erz

und
G
em
üt

）
を
動
か
す
の
で
あ
る
」（a.a.O

.,S.152

）。

こ
の
「
抽
象
的
な
自
己
聴
取
」
こ
そ
、『
美
学
講
義
』
に
お
け
る
音
楽
の
本
質
で
あ
る
。
抽
象
的
な
自
我
の
主
観
性
は
、
音
楽
に
お
い

て
、
喜
怒
哀
楽
等
々
の
あ
ら
ゆ
る
特
殊
な
「
感
情
（Em

pfindung

）」（a.a.O
.,S.150

）
と
し
て
表
出
さ
れ
る
。
た
だ
し
感
情
に
お
い
て

は
、
直
観
や
概
念
表
象
に
お
け
る
の
と
は
異
な
り
、
自
我
そ
れ
自
身
の
内
面
が
内
容
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
内
容
は
自
我
に
対

し
て
い
ま
だ
明
確
な
客
観
と
し
て
具
象
化
さ
れ
て
は
い
な
い
。
そ
の
内
容
は
、「
外
面
性
を
絶
し
て
自
我
に
関
係
づ
け
ら
れ
て
」（ibid.

）

お
り
、「
自
我
の
内
に
無
媒
介
に
包
含
さ
れ
て
」（ibid.

）
い
る
。
こ
の
対
象
化
さ
れ
ざ
る
自
我
の
内
面
的
な
も
の
を
内
面
性
の
領
域
に
お

い
て
あ
る
が
ま
ま
、
直
観
的
形
態
や
こ
と
ば
へ
と
具
象
化
す
る
こ
と
な
し
に
、
音
楽
は
表
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
か
か
る
主
観
的
内
面
性
の
芸
術
で
あ
る
ゆ
え
に
ま
た
、
音
楽
は
、
他
の
芸
術
に
は
な
い
独
特
な
影
響
力
を
「
心
」
と
「
心
性
」

に
対
し
て
行
使
し
得
る
と
さ
れ
る
。

「
音
楽
独
特
の
支
配
力
は
一
種
の
元�

素�

的�

な�

威
力
（eine

elem
entarische

M
acht

）
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
こ
の
芸
術
活

動
の
基
盤
を
な
す
音�

と
い
う
要
素
に
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
要
素
に
よ
っ
て
、
主
観
は
、
た
だ
あ
れ
こ
れ
の
特
殊
な
点
に
関
し
て
捕

ら
え
ら
れ
る
の
で
も
な
け
れ
ば
、
あ
る
い
は
た
ん
に
一
定
の
内
容
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
る
の
で
も
な
く
、
そ
の
単
一
な
自
己
、
そ
の
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精
神
的
存
在
の
中
心
点
が
作
品
へ
引
き
込
ま
れ
高
め
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
主
観
自
身
の
活
動
が
呼
び
起
こ
さ
れ
る
の
で
あ
る
」（a.a.

O
.,S.155

）。

「
音
楽
独
特
の
支
配
力
」
と
は
、
た
と
え
ば
音
楽
を
享
受
す
る
主
観
の
意
識
を
捉
え
、
意
図
せ
ざ
る
身
体
的
な
反
応
す
ら
引
き
出
し
て

し
ま
う
よ
う
な
力
を
指
し
て
い
る
。
な
る
ほ
ど
造
形
芸
術
に
お
い
て
も
、
鑑
賞
主
観
が
作
品
に
心
を
奪
わ
れ
る
こ
と
は
あ
り
う
る
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
そ
の
場
合
に
も
、
主
観
は
作
品
を
あ
く
ま
で
独
立
し
た
客
観
存
在
と
し
て
直
観
し
、
こ
の
客
観
か
ら
の
自
由
を
保
持
し
て
い

る
。
こ
れ
に
対
し
て
音
楽
は
、
内
面
性
を
内
面
的
な
ま
ま
に
内
面
的
な
も
の
自
身
に
伝
達
す
べ
き
芸
術
で
あ
る
ゆ
え
に
、
独
立
の
客
観
存

在
と
し
て
主
観
に
対
立
す
る
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
音
の
流
れ
は
主
観
の
自
我
に
浸
透
し
、
意
識
を
捕
ら
え
、
手
拍
子
や
足
拍

子
の
よ
う
な
音
楽
と
一
体
化
し
た
活
動
を
促
し
さ
え
す
る
。

た
だ
し
前
掲
の
引
用
に
お
い
て
強
調
さ
れ
る
べ
き
は
、
次
の
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
音
楽
独
特
の
「
威
力
」
は
、
音
楽
に
お
い

て
は
あ
ら
ゆ
る
感
情
が
表
出
さ
れ
る
と
は
い
え
、
た
と
え
ば
勇
壮
な
軍
歌
に
よ
っ
て
鼓
舞
さ
れ
る
ご
と
く
、
特�

定�

の�

感�

情�

を
喚
起
し
た
り

強
化
し
た
り
す
る
効
果
と
は
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
崇
高
な
受
難
劇
に
感
動
す
る
場
合
の
よ
う
に
、
音
楽
を
通
じ
て
表
現
さ
れ

る
事�

象�

の�

意�

味�

内�

容�

ゆ
え
に
心
を
動
か
さ
れ
る
こ
と
か
ら
も
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
音
楽
の
み
が
も
つ
こ
の
威
力
に
よ
っ
て
成
し
遂

げ
ら
れ
る
の
は
、
わ
れ
わ
れ
の
「
精
神
的
存
在
の
中
心
点
」
を
形
成
す
る
「
単
一
な
自
己
」
が
、
つ
ま
り
わ
れ
わ
れ
の
あ
ら
ゆ
る
精
神
的

活
動
と
そ
の
所
産
に
統
一
を
与
え
る
自
我
性
そ
の
も
の
が
捉
え
ら
れ
、「
共
鳴
」・「
共
振
」
す
べ
く
促
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ

エ
レ
メ
ン
ト

し
て
音
楽
の
か
か
る
威
力
の
源
泉
は
、
そ
の
要
素
で
あ
る
音
に
、
よ
り
精
確
に
言
え
ば
、
音
に
お
い
て
精
神
が
自
己
を
そ
の
抽
象
的
内
面

性
に
お
い
て
聴
取
す
る
、
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。

し
か
し
そ
も
そ
も
な
ぜ
音
を
聴
く
こ
と
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
の
自
己
を
聴
く
こ
と
が
可
能
な
の
か
。
音
に
お
け
る
自
己
聴
取
が
可
能
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で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
『
美
学
講
義
』
で
は
、
究
極
的
に
は
、
時
間
性
と
自
我
と
の
類
比
的
構
造
に
根
拠
を
見
出
し
て
い
る
。「
自
我
は

時
間
の
内
に
存
在
し
、
時
間
は
主
観
自
身
の
存
在
で
あ
る
」（Ästhetik

III.,S.156

）。
す
な
わ
ち
自
我
と
は
、
意
識
や
自
己
意
識
の
具
体

的
内
容
を
捨
象
す
れ
ば
、
自
ら
を
他
者
と
し
て
措
定
す
る
と
同
時
に
こ
の
他
者
を
止
揚
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
主
観
的
統
一
と
し
て
の
自
我

自
身
を
措
定
す
る
と
い
う
純
粋
に
否
定
的
な
運
動
で
あ
る
。
こ
れ
と
全
く
同
じ
否
定
的
運
動
を
外
面
性
の
領
域
に
お
い
て
な
す
も
の
が
、

空
間
性
一
般
の
否
定
的
真
理
と
し
て
の
時
間
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
時
間
は
、
主
観
の
存
在
様
式
で
あ
る
。
さ
ら
に
ま
た
時
間

は
空
間
性
の
否
定
と
し
て
、
音
の
境
位
で
も
あ
る
。
つ
ま
り
時
間
は
、
音
と
主
観
に
共
通
の
境
位
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
音
は
わ
れ
わ
れ

の
自
己
へ
常
に
す
で
に
浸
透
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
の
自
己
を
そ
の
も
っ
と
も
単
純
な
相
に
お
い
て
、
そ
の
核
心
に

お
い
て
捉
え
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
ご
と
く
、『
美
学
講
義
』
で
は
、
音
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
が
自
ら
の
自
己
を
聴
く
こ
と
の
根
拠
が
究

明
さ
れ
る
。

精
神
の
自
己
聴
取
と
し
て
の
音
楽
の
意
義
は
、
い
か
な
る
客
観
に
も
外
化
さ
れ
得
な
い
精
神
の
自
己
自
身
が
、
そ
の
没
外
面
性
と
い
う

本
来
的
な
あ
り
方
に
お
い
て
は
じ
め
て
捉
え
ら
れ
、
音
の
形
式
に
お
い
て
自
ら
に
形
態
化
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
尽
き
よ
う
。
そ
の
か
ぎ

り
音
楽
は
、『
美
学
講
義
』
に
お
け
る
諸
芸
術
の
体
系
の
な
か
で
、
ハ
イ
ム
ゼ
ー
ト
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
空
間
的
・
外
面
的
・
物
質
的

な
世
界
か
ら
非
空
間
的
・
内
面
的
・
観
念
的
な
心
へ
の
「
転
換
点
」、
精
神
の
本
来
的
な
境
位
へ
の
「
突
破
口
」
と
位
置
づ
け
ら
れ
、「
精

神
の
そ
の
固
有
の
地
盤
に
お
け
る
最
初
の
自
己
実
現
」
と
い
う
決
定
的
な
意
義
を
持
っ
て
い
る
。

た
だ
し
自
我
と
音
楽
と
の
時
間
に
お
け
る
連
関
は
、
一
八
二
〇
／
二
一
年
か
ら
一
八
二
八
／
二
九
年
ま
で
の
い
ず
れ
の
筆
記
録
に
お
い

て
も
、
精
緻
な
議
論
と
し
て
展
開
さ
れ
て
は
い
な
い
⑸
。
ま
た
講
義
筆
記
録
で
は
「
心
」「
心
性
」「
心
情
（das

G
efühl

）」
の
語
は
ほ
と

ん
ど
用
い
ら
れ
て
い
な
い
の
に
対
し
て
、『
美
学
講
義
』
で
は
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
、
音
楽
の
そ
れ
ら
へ
の
影
響
が
度
々
述
べ
ら
れ
て
い

る
こ
と
に
つ
い
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
音
楽
美
学
が
あ
た
か
も
「
心
情
の
芸
術
」
で
あ
る
か
の
よ
う
な
誤
解
を
招
く
、
と
い
う
批
判
も
あ
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る
⑹
。
こ
れ
ら
の
批
判
に
対
し
て
は
、
た
し
か
に
『
美
学
講
義
』
で
は
、
音
楽
の
心
情
、
感
情
へ
の
影
響
力
が
繰
り
返
し
述
べ
ら
れ
る
こ

と
は
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
特
定
の
感
情
を
呼
び
起
こ
し
、
強
化
し
、
し
か
し
同
時
に
そ
れ
を
醇
化
し
て
純
粋
な
自
己
聴
取
へ
と
復

帰
す
べ
き
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
。

し
か
し
重
点
は
、
音
と
自
我
と
が
時
間
を
共
通
の
境
位
と
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
音
楽
に
お
け
る
抽
象
的
自
己
聴
取
が
可
能
と
な

る
の
で
あ
り
、
音
楽
が
種
々
の
感
情
を
喚
起
す
る
の
も
こ
れ
に
基
づ
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
場
合
の
自
己
と
は
、

精
神
的
存
在
の
中
心
点
と
し
て
の
「
単
一
な
自
己
」
で
あ
る
。
ま
た
た
し
か
に
音
か
ら
音
楽
へ
の
具
体
的
な
形
成
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
拍

子
、
和
音
、
旋
律
な
ど
音
の
修
飾
の
仕
方
に
対
応
し
て
、
様
々
な
感
情
が
喚
起
さ
れ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
。
し
か
し
目
指
さ
れ
る
の

は
、
た
ん
に
あ
れ
こ
れ
の
感
情
を
誘
発
さ
れ
る
状
態
か
ら
、
純
粋
な
自
己
聴
取
へ
復
帰
す
る
こ
と
で
あ
る
。
全
体
と
し
て
学
知
を
完
成
態

と
す
る
精
神
の
自
己
知
の
体
系
内
で
の
一
貫
性
を
維
持
し
よ
う
と
い
う
ね
ら
い
が
前
面
に
出
て
お
り
、
そ
の
た
め
に
筆
記
録
に
は
な
い
時

間
に
お
け
る
自
我
と
音
と
の
連
関
の
議
論
な
ど
が
加
え
ら
れ
、
純
粋
な
自
己
聴
取
へ
の
復
帰
が
強
調
さ
れ
、
そ
れ
に
伴
っ
て
心
と
感
情
へ

の
影
響
が
よ
り
多
く
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
⑺
。

２
．
歌
唱
に
お
け
る
自
由
な
逍
遥

『
美
学
講
義
』
音
楽
章
の
第
三
節
で
は
、「
音
楽
的
表
現
手
段
と
そ
の
内
容
と
の
関
係
」
が
取
り
扱
わ
れ
る
。
そ
こ
で
は
ま
ず
、
歌
詞
や

標
題
な
ど
の
「
こ
と
ば
」
に
よ
っ
て
表
象
さ
れ
た
内
容
を
伴
う
「
伴
奏
音
楽
（die

begleitende
M
usik

）」（a.a.O
.,S.195

）
と
、
そ
う

し
た
内
容
か
ら
は
解
放
さ
れ
た
自
立
的
な
「
独
奏
音
楽
（die

selbständige
M
usik

）」（a.a.O
.,S.213

）
と
が
区
別
さ
れ
、
考
察
さ
れ
て

い
る
。
こ
れ
ら
二
種
類
の
音
楽
の
考
察
の
後
に
、
さ
ら
に
「
芸
術
的
演
奏
」
と
い
う
小
題
の
も
と
、
音
楽
演
奏
の
二
つ
の
方
法
の
考
察
が
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続
く
。
二
つ
の
演
奏
法
の
う
ち
一
方
は
、
作
曲
家
の
意
図
に
忠
実
に
既
存
の
作
品
の
完
全
な
再
現
を
目
指
す
演
奏
法
で
あ
る
。
他
方
は
、

既
存
の
作
品
の
た
ん
な
る
再
生
産
に
は
と
ど
ま
ら
ず
、
独
自
の
表
出
に
よ
っ
て
作
品
を
補
完
し
、
あ
た
か
も
そ
れ
自
体
が
一
つ
の
芸
術
的

創
作
活
動
で
あ
る
か
の
よ
う
な
演
奏
法
で
あ
る
。
両
者
と
も
に
「
名
人
芸
的
演
奏
（V

irtuosität

）」（a.a.O
.,S.215

）
と
呼
ば
れ
る
熟
達

し
た
演
奏
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
。
演
奏
方
法
に
つ
い
て
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
の
に
は
、
た
ん
に
音
楽
が
再
生
芸
術
で
あ
る
か
ら
と
い
う

以
上
の
「
あ
る
別
の
一
層
深
い
意
味
」（a.a.O

.,S.158

）
が
存
す
る
。
し
か
し
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
後
で
あ
ら
た
め
て
取
り
扱
う
。

ま
ず
伴
奏
音
楽
と
独
奏
音
楽
の
考
察
に
際
し
て
は
、
二
つ
の
こ
と
が
前
提
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
一
方
で
は
、
音
は
自
体
的
に
は
抽

象
的
で
あ
る
ゆ
え
に
、
ロ
マ
ン
的
芸
術
の
理
念
に
し
た
が
っ
て
精
神
的
な
内
包
を
表
現
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
こ
と
ば
を
通
じ
て
外
か
ら
内

容
を
充
実
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
他
方
で
は
、
音
は
音
楽
に
お
い
て
は
「
目
的
」
と
し
て
扱
わ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
詩
芸
術
に

お
け
る
の
と
は
異
な
り
、
た
ん
な
る
「
語
音
」
に
引
き
下
げ
ら
れ
て
こ
と
ば
に
奉
仕
す
る
の
み
と
な
る
べ
き
で
は
な
い
。
こ
の
音
楽
章
に

お
け
る
「
伴
奏
音
楽
」
と
い
う
呼
称
も
、
通
常
の
理
解
と
は
異
な
り
、
む
し
ろ
歌
詞
な
ど
こ
と
ば
の
方
が
音
楽
に
伴
う
と
い
う
意
味
で
用

い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
点
で
は
、
独
奏
音
楽
は
伴
奏
音
楽
よ
り
も
一
層
、
純
粋
に
音
楽
的
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
た
だ
し
こ
と
ば
に
よ
っ

て
内
容
が
与
え
ら
れ
な
い
場
合
に
は
、
音
楽
は
漠
然
と
し
た
抽
象
的
な
感
情
一
般
を
表
出
し
う
る
に
と
ど
ま
り
、
作
品
と
し
て
は
平
板
化

す
る
か
、
あ
る
い
は
音
の
関
係
の
も
っ
ぱ
ら
悟
性
的
な
構
築
に
傾
斜
す
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
と
さ
れ
る
。『
美
学
講
義
』
に
し
た
が

え
ば
、
こ
と
ば
に
よ
っ
て
制
限
を
与
え
る
こ
と
で
、
意
識
を
感
情
の
逸
脱
や
惑
溺
か
ら
脱
却
さ
せ
、
純
粋
な
自
己
自
身
の
聴
取
へ
と
回
帰

さ
せ
る
こ
と
が
音
楽
本
来
の
課
題
で
あ
る
。
そ
の
場
合
に
、
こ
と
ば
に
従
属
す
る
の
で
は
な
い
仕
方
で
音
楽
が
な
す
べ
き
こ
と
と
は
、
こ

と
ば
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
内
容
を
一
層
内
面
化
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

お
そ
ら
く
ヘ
ー
ゲ
ル
は
元
来
、
声
楽
に
こ
そ
音
楽
の
範
型
を
見
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
そ
の
理
由
は
、
た
ん
に
声
楽
が
こ
と
ば

に
よ
っ
て
内
容
を
与
え
ら
れ
る
か
ら
の
み
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、『
美
学
講
義
』
と
講
義
録
に
共
通
の
「
人
間
の
声
」
に
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つ
い
て
の
叙
述
か
ら
推
測
さ
れ
る
。

「
人
間
の
声
自
体
が
最
も
完
全
な
音
を
与
え
る
。
肌
色
が
あ
ら
ゆ
る
色
彩
を
自
ら
の
内
で
調
合
し
て
い
る
よ
う
に
、
人
間
の
声
に

お
い
て
管
楽
器
と
弦
楽
器
は
一
体
化
し
て
い
る
」（H

otho
1823

M
s.,267

）。

人
間
の
声
は
あ
ら
ゆ
る
楽
器
の
響
き
を
含
ん
だ
「
最
も
完
全
な
音
」
で
あ
る
、
と
い
う
こ
の
把
握
は
、
一
八
二
三
年
に
初
め
て
提
示
さ

れ
、
以
降
、
一
八
二
六
年
お
よ
び
一
八
二
八
／
二
九
年
の
講
義
録
に
お
い
て
も
維
持
さ
れ
て
い
る
⑻
。
こ
れ
ら
の
講
義
録
に
よ
れ
ば
、
人

間
の
声
は
管
の
よ
う
に
振
動
す
る
喉
と
弦
の
よ
う
に
張
り
つ
め
た
筋
肉
の
ゆ
え
に
、
あ
ら
ゆ
る
楽
器
の
響
き
を
含
む
「
最
も
完
全
な
」
あ

る
い
は
「
最
高
の
」
音
で
あ
る
。
各
々
の
楽
器
は
固
有
性
を
持
つ
、
し
か
し
「
人
間
の
声
は
こ
れ
ら
﹇
管
・
弦
楽
器
﹈
二
つ
の
契
機
を
統

一
す
る
」（Pfordten

1826,M
s.,218

）
の
で
あ
り
、「
主
た
る
楽
器
は
人
間
の
声
で
あ
る
」（H

eim
ann

1828/29,M
s.,180

）。
諸
々
の

楽
器
の
響
き
を
人
間
の
声
の
諸
契
機
と
す
る
こ
の
把
握
は
、
本
来
、
人
間
の
声
に
お
け
る
声
楽
と
器
楽
、
な
い
し
伴
奏
音
楽
と
独
奏
音
楽

と
の
綜
合
と
い
う
構
想
を
ヘ
ー
ゲ
ル
が
持
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
推
測
を
も
許
す
で
あ
ろ
う
。

講
義
録
と
同
様
に
『
美
学
講
義
』
に
お
い
て
も
、「
人
間
の
声
」
は
「
最
も
自
由
な
、
か
つ
そ
の
響
き
に
関
し
て
最
も
完
全
な
楽
器
」

（Ästhetik
III,S.175

）
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
加
え
て
、
通
常
の
楽
器
の
場
合
に
は
、
心
や
そ
の
感
情
と
は
無
関
係
な
た
ん

な
る
物
体
が
振
動
す
る
だ
け
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
歌
唱
の
場
合
に
は
、
心
は
「
そ
れ
自
身
の
肉
体
」（ibid.

）
か
ら
響
き
を
発
す
る
、

と
さ
れ
る
⑼
。

「
人
間
の
声
は
、
心
そ
の
も
の
が
発
す
る
音
と
し
て
聴
取
さ
れ
る
。
そ
の
響
き
は
、
内
な
る
も
の
が
そ
の
本
性
に
従
っ
て
、
内
な
る
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も
の
自
身
を
表
出
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
り
、
こ
の
外
化
に
よ
っ
て
直
接
に
支
配
さ
れ
る
」（Ästhetik

III,S.175

）。

声
に
お
け
る
心
の
「
肉
体
化
」
に
つ
い
て
は
、『
エ
ン
チ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ー
』（31830

）
を
参
照
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
説
明
で
き
る
⑽
。

す
な
わ
ち
主
観
が
そ
の
内
面
を
感
覚
す
る
（em

pfinden

）
た
め
に
は
、
内
面
が
外
面
的
な
も
の
と
な
り
、
主
観
か
ら
区
別
さ
れ
る
と
同

時
に
主
観
と
一
体
の
肉
体
的
な
存
在
と
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
説
明
を
声
に
敷
衍
す
れ
ば
、
主
観
の
内
面
的
な
感
覚
は
、
物
質
的
存

在
の
究
極
と
し
て
の
観�

念�

的�

な�

肉
体
性
へ
、
つ
ま
り
声
へ
と
外
面
化
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
く
ま
で
内
面
性
を
保
持
し
た
ま
ま
、
実

在
性
を
獲
得
す
る
、
と
理
解
さ
れ
よ
う
。
た
だ
し
そ
の
実
在
性
は
、
音
の
性
質
ゆ
え
に
、
成
立
す
る
と
同
時
に
消
失
す
る
よ
う
な
実
在
性

で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
他
面
に
お
い
て
、
声
に
は
内
面
的
な
感
覚
を
放
出
し
、
主
体
か
ら
分
離
す
る
力
も
具
わ
る
。
た
と
え
ば
人
は

苦
痛
や
悲
嘆
を
声
に
表
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
感
情
か
ら
解
放
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
も
、
こ
の
声
に
お
け
る
感
覚
の
肉
体
化
と
そ

の
除
去
に
よ
っ
て
説
明
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

精
神
は
声
に
よ
っ
て
自
己
を
実
在
化
し
つ
つ
聴
取
す
る
。
こ
れ
こ
そ
が
、
声
に
よ
る
音
楽
と
し
て
の
声
楽
が
本
来
的
な
音
楽
と
み
な
さ

れ
た
理
由
で
は
な
い
か
。
こ
の
こ
と
は
、
と
り
わ
け
一
八
二
六
年
の
講
義
に
お
け
る
音
楽
章
の
構
成
か
ら
推
測
さ
れ
る
。
一
八
二
六
年
の

講
義
に
お
け
る
音
楽
に
つ
い
て
の
陳
述
は
、
音
楽
形
式
の
「
三
種
の
満
足
」
を
も
っ
て
締
め
括
ら
れ
る
⑾
。
す
な
わ
ち
そ
の
三
種
と
は
、

第
一
に
伴
奏
音
楽
に
お
け
る
こ
と
ば
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
精
神
的
内
容
と
メ
ロ
デ
ィ
ー
と
の
結
合
に
見
出
さ
れ
る
満
足
、
第
二
に
独
奏

音
楽
、
特
に
器
楽
に
お
け
る
音
の
構
成
や
進
行
を
看
取
す
る
音
楽
通
の
「
理
論
的
知
識
」（Pfordten

1826,N
s.,222

u.K
ehler

1826,

M
s.,196

）
に
よ
っ
て
の
み
見
出
さ
れ
る
満
足
、
そ
し
て
第
三
に
「
歌
唱
に
お
け
る
自
由
な
逍
遥
（das

freie
Ergehen

[...]
im
Sin-

gen

）」（ibid.

）
に
見
出
さ
れ
る
満
足
で
あ
る
。

最
後
の
種
類
の
満
足
に
関
し
て
、
歌
唱
に
お
い
て
演
奏
家
の
魂
は
自
由
に
逍
遥
す
る
、
と
さ
れ
る
。
と
い
う
の
も
歌
唱
の
場
合
に
は
、
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「
一
つ
の
主
題
、
一
つ
の
基
本
的
な
進
行
が
あ
り
、
こ
の
主
題
を
歌
う
こ
と
に
お
い
て
演
奏
家
の
魂
も
ま
た
一
層
自
由
に
高
揚
で
き
る
」

（Pfordten
1826,N

s.,222

）
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
完
成
さ
れ
た
歌
手
と
は
、
舞
台
上
に
お
い
て
、
歌
詞
な
ど
の
こ
と
ば
に
よ
っ
て

限
定
さ
れ
た
内
容
の
枠
内
で
振
る
舞
い
つ
つ
も
、
し
か
し
同
時
に
こ
う
し
た
内
容
的
規
定
か
ら
独
立
し
て
、
即
興
的
に
振
る
舞
い
も
す
る

も
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
歌
手
の
「
歌
」
│
歌
詞
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
内
容
を
伴
う
音
楽
│
は
、
歌
手
の
内
面
的
な
も
の
を
触
発
し
、

運
動
を
喚
起
し
、
こ
の
内
面
的
な
も
の
を
し
て
「
即
興
の
歌
声
」
│
内
容
か
ら
自
由
な
音
楽
│
と
し
て
外
化
さ
せ
る
。
そ
し
て
こ
の
歌
声

の
外
化
に
お
い
て
、
歌
手
は
内
面
的
な
も
の
へ
と
没
入
し
つ
つ
、
自
己
自
身
を
形
成
し
か
つ
享
受
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し

て
歌
唱
に
は
、「
そ
れ
自
身
の
う
ち
で
逍
遥
す
る
こ
と
」（K

ehler
1826,M

s.,196

）
あ
る
い
は
「
そ
れ
自
身
に
対
し
て
高
揚
す
る
こ
と
」

（Pfordten
1826,N

s.,221

）
が
で
き
る
。
こ
の
自
分
自
身
を
聴
取
さ
せ
る
と
同
時
に
自
分
自
身
を
聴
取
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る

高
揚
は
、
ナ
イ
チ
ン
ゲ
ー
ル
の
囀
り
に
喩
え
ら
れ
、「
無
意
識
の
魂
が
一
層
高
次
の
威
力
に
よ
っ
て
我
を
忘
れ
る
こ
と
」（K

ehler
1826,

M
s.,196

）
と
描
写
さ
れ
る
。
歌
唱
に
お
い
て
成
立
す
る
と
さ
れ
る
こ
の
満
足
の
形
式
に
お
い
て
は
、「
独
立
し
た
、
内
容
な
き
器
楽
」

と
「
内
容
に
満
ち
て
い
る
が
、
疎
遠
に
規
定
さ
れ
た
声
楽
」
と
の
対
立
を
克
服
す
る
た
め
の
「
第
三
の
道
」
が
開
か
れ
て
い
る
、
と
見
な

さ
れ
よ
う
⑿
。

音
楽
は
、
客
観
的
に
存
在
す
る
生
命
な
き
作
品
に
よ
っ
て
呈
示
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
生
き
た
主
観
に
よ
っ
て
、
生
き
た
主
観
が
そ
の

内
面
的
な
も
の
を
伝
達
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
主
観
的
内
面
性
の
芸
術
と
し
て
の
意
義
を
成
就
で
き
る
。
こ
れ
が
、
音
楽
に
お

い
て
、
そ
の
演
奏
方
法
が
問
わ
れ
る
べ
き
真
の
理
由
で
あ
る
。
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３
．
精
神
の
自
己
聴
取
と
し
て
の
音
楽

た
だ
し
一
八
二
六
年
の
講
義
諸
筆
記
録
で
は
、
音
そ
の
も
の
の
自
由
な
逍
遥
の
可
能
性
は
、
歌
唱
の
み
な
ら
ず
器
楽
に
も
認
め
ら
れ
て

い
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
れ
ら
の
筆
記
録
で
は
、
自
立
的
な
器
楽
は
「
一
つ
の
不
幸
（ein

U
nglück

）」（Pfordten
1826,M

s.,

221.u.K
ehler

1826,M
s.,196

）
と
も
言
わ
れ
、
器
楽
に
お
け
る
名
人
芸
的
な
演
奏
に
対
し
て
は
否
定
的
な
評
価
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
理
由
は
、
自
立
的
な
器
楽
に
は
音
の
悟
性
的
構
成
以
外
の
内
容
が
欠
け
て
い
る
た
め
、
器
楽
に
お
け
る
名
人
芸
的
演
奏
は
多
く
の
場

合
、
情
趣
に
欠
け
、
た
ん
な
る
技
巧
の
披
露
に
す
ぎ
な
い
か
ら
、
と
さ
れ
る
。
あ
る
い
は
歌
唱
と
の
対
比
に
お
い
て
、
主
題
や
歌
詞
に
よ

る
限
定
を
欠
い
た
器
楽
の
場
合
は
常
に
、「
熟
考
を
経
て
い
な
い
も
の
」（ibid.

）
が
存
在
し
、
名
人
の
即
興
演
奏
に
お
い
て
す
ら
演
奏
家

個
人
の
習
癖
に
陥
っ
て
し
ま
う
、
と
指
摘
さ
れ
る
。
器
楽
の
自
立
性
を
無
内
容
性
、
恣
意
性
と
し
て
否
定
的
に
捉
え
る
こ
の
評
価
は
、
一

八
二
〇
／
二
一
年
講
義
、
一
八
二
三
年
講
義
に
も
共
通
し
て
い
る
⒀
。

こ
れ
に
対
し
て
『
美
学
講
義
』
で
は
、
名
人
芸
的
演
奏
は
器
楽
に
お
け
る
場
合
で
あ
っ
て
も
肯
定
的
な
評
価
を
受
け
て
い
る
。
特
に
演

奏
が
所
与
の
作
品
の
忠
実
な
再
現
で
あ
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
自
由
な
追
創
造
的
な
演
奏
で
あ
る
場
合
に
は
、
声
楽
に
お
け
る
よ
り
も
「
一

層
驚
嘆
す
べ
き
」
で
あ
る
と
さ
え
述
べ
ら
れ
る
（V

gl.,Ästhetik
III,221

）。
な
ぜ
な
ら
そ
の
よ
う
な
名
人
芸
的
器
楽
演
奏
に
お
い
て

は
、
外
的
な
道
具
で
あ
る
は
ず
の
楽
器
が
あ
た
か
も
「
魂
を
吹
き
込
ま
れ
た
器
官
」（a.a.O

.,S.222

）
の
よ
う
に
自
在
に
扱
わ
れ
、
技
巧

の
限
り
が
尽
く
さ
れ
、
天
才
的
な
想
像
力
に
よ
っ
て
瞬
間
的
に
音
の
流
れ
に
機
知
に
富
ん
だ
変
化
が
加
え
ら
れ
、「
音
楽
的
生
動
性
の
頂

点
」（ibid.

）
が
極
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
と
同
様
の
表
現
は
、
一
八
二
八
／
二
九
年
の
講
義
録
に
も
確
認
さ
れ
る
⒁
。
こ
の
講
義

録
で
も
、
名
人
芸
的
演
奏
に
お
い
て
「
楽
器
は
芸
術
家
の
器
官
に
な
る
」（H

eim
ann

1828/29,M
s.,187

）
と
述
べ
ら
れ
、「
天
才
は
外
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的
な
も
の
に
対
す
る
彼
の
支
配
と
と
ら
わ
れ
ぬ
内
的
な
自
由
と
を
示
す
」（ibid.

）
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
顧
慮
す
る
か
ぎ
り
、

名
人
芸
的
器
楽
演
奏
に
関
し
て
は
、『
美
学
講
義
』
は
一
八
二
八
／
二
九
年
の
講
義
に
お
け
る
見
解
を
反
映
し
て
い
る
、
と
さ
し
あ
た
り

は
考
え
ら
れ
よ
う
。

し
か
し
自
立
的
な
器
楽
に
対
す
る
、
と
り
わ
け
そ
の
名
人
芸
的
演
奏
に
対
す
る
評
価
を
め
ぐ
る
一
八
二
六
年
以
前
の
講
義
と
一
八
二
八

／
二
九
年
の
講
義
の
相
違
、
ま
た
『
美
学
講
義
』
と
の
相
違
は
、
何
を
意
味
す
る
の
か
。
こ
の
問
い
に
対
し
て
、
一
八
二
八
／
二
九
年
の

講
義
録
に
お
い
て
際
立
つ
の
は
、
以
下
の
よ
う
な
主
観
性
概
念
の
徹
底
化
と
そ
れ
に
伴
う
音
楽
の
自
立
性
に
つ
い
て
の
省
察
の
深
化
で
あ

る
。

「
音
楽
は
、
主
題
を
越
え
て
伸
張
す
る
と
い
う
主
観
的
自
由
の
契
機
を
持
っ
て
い
る
。
芸
術
家
は
自
ら
の
自
由
を
内
面
化
し
、
行

き
つ
戻
り
つ
、
動
き
回
る
。
こ
の
自
由
な
恣
意
、
諸
々
の
想
像
を
示
す
こ
と
が
目�

的�

﹇
傍
点
論
者
﹈
で
あ
る
」（a.a.O

.,S.178

）。

音
楽
は
、
な
る
ほ
ど
主
題
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
る
。
音
楽
作
品
の
規
定
は
主
題
の
内
に
す
で
に
表
明
さ
れ
、
汲
み
つ
く
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
芸
術
家
は
こ
の
制
約
を
越
え
て
、
主
題
を
拡
張
し
、
主
題
か
ら
離
れ
た
後
に
再
び
復
帰
す
る
こ
と
も
、
あ
る
い
は
既
知
の
旋
律
を

そ
こ
に
織
り
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
異
質
な
も
の
に
ま
で
前
進
す
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

「
主
観
性
が
音
楽
全
般
の
特
性
で
あ
り
、
こ
の
内
面
的
な
も
の
は
無
規
定
的
で
あ
る
。
具
体
的
な
も
の
に
お
け
る
最
も
内
的
な
も

の
は
規�

定�

さ�

れ�

た�

実�

体�

的�

内�

実�

を�

伴�

わ�

な�

い�

主�

観�

性�

そ�

の�

も�

の�

﹇
傍
点
論
者
﹈
で
あ
り
、
こ
れ
は
恣
意
を
行
使
し
て
自
ら
を
解
放
す

る
こ
と
も
で
き
れ
ば
、
規
定
さ
れ
た
内
容
か
ら
自
ら
を
解
き
放
つ
よ
う
に
旋
律
の
揺
れ
動
き
か
ら
身
を
振
り
ほ
ど
く
こ
と
も
で
き
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る
」（a.a.O

.,S.186

）

主
題
に
よ
る
制
約
、
あ
る
い
は
限
定
を
受
け
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
客
観
的
基
盤
を
前
提
す
る
こ
と
な
し
に
、
恣
意
す
な
わ
ち
無
根
拠

な
自
由
を
行
使
す
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
の
場
合
、
か
か
る
自
由
の
行
使
と
し
て
の
音
楽
と
は
、
い
か
な
る
客
観
的
前
提
か
ら

の
展
開
で
も
な
け
れ
ば
こ
の
前
提
へ
の
復
帰
で
も
な
く
、
た
だ
「
自
ら
の
自
由
へ
復
帰
す
る
こ
と
」（a.a.O

.,S.178

）
で
あ
り
、
こ
の
復

帰
に
お
い
て
「
自
ら
自
身
へ
内
面
化
す
る
こ
と
」（ibid.

）
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
芸
術
家
の
自
由
な
想
像
力
の
行
使
こ
そ

が
ほ
か
な
ら
ぬ
音
楽
の
「
目
的
」
で
あ
り
、
音
楽
を
通
じ
て
は
じ
め
て
、
主
観
性
は
主
観
性
と
し
て
の
形
態
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
主
観
性
の
無
規
定
性
の
徹
底
化
と
そ
れ
に
伴
う
音
楽
の
自
立
性
に
対
す
る
肯
定
的
な
理
解
へ
の
変
更
に
お
い
て
、
一
八
二
八
／
二
九

年
の
講
義
録
は
、
そ
れ
以
前
の
講
義
録
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。

こ
の
場
合
、
声
楽
よ
り
も
む
し
ろ
器
楽
に
お
い
て
、
芸
術
家
は
こ
と
ば
に
よ
る
制
約
を
受
け
ず
に
、
よ
り
完
全
に
そ
の
自
由
な
想
像
を

展
開
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
こ
と
に
な
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
実
際
、『
美
学
講
義
』
で
は
、
一
八
二
六
年
講
義
の

「
歌
唱
に
お
け
る
自
由
な
逍
遥
」
は
、
自
己
享
受
に
よ
る
満
足
の
形
式
と
し
て
は
、
伴
奏
音
楽
の
旋
律
的
一
面
に
引
き
下
げ
ら
れ
、
ま
た

既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
器
楽
に
お
け
る
名
人
芸
的
演
奏
は
声
楽
に
お
け
る
よ
り
も
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
一
八
二
八
／
二
九
年

講
義
で
は
、『
美
学
講
義
』
と
は
異
な
り
、
声
楽
と
器
楽
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
の
音
楽
形
式
と
し
て
並
列
的
に
取
り
扱
わ
れ
て
い

る
⒂
。
た
だ
し
一
八
二
八
／
二
九
年
講
義
で
は
、
む
し
ろ
制
約
の
な
い
自
由
が
強
調
さ
れ
る
。「
歌
手
の
自
由
が
圧
倒
的
な
ら
ば
、
芸
術

的
作
用
の
何
た
る
か
が
現
前
す
る
の
で
あ
る
」（a.a.O

.,S.187

）。
そ
の
場
合
あ
ら
ゆ
る
制
約
は
消
失
す
る
の
で
あ
り
、「
現
在
す
る
魂
に

は
テ
ク
ス
ト
が
な
い
」（ibid.

）
と
さ
れ
る
。
こ
れ
と
比
較
し
て
、
一
八
二
六
年
講
義
の
「
歌
唱
に
お
け
る
自
由
な
逍
遥
」
で
は
、
歌
詞

に
よ
っ
て
基
本
的
進
行
が
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
重
視
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
基
本
的
進
行
に
添
っ
て
、
一
定
の
感
情
を
表
出
し
、
表
出
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す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
感
情
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己
自
身
を
回
復
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
自
己
享
受
で
あ
り
自
己
形

成
的
な
自
己
聴
取
で
あ
っ
た
。

最
後
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
芸
術
の
諸
体
系
に
お
け
る
音
楽
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。
主
観
性
を
原
理
と
す
る
芸
術
と
し
て
の

音
楽
は
、
絵
画
お
よ
び
詩
と
と
も
に
ロ
マ
ン
的
芸
術
に
属
す
る
。
し
か
し
音
響
を
素
材
と
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
は
、
音
楽
は
詩
芸
術

（
語
り
の
芸
術
）
の
前
段
階
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
建
築
・
彫
刻
・
絵
画
の
造
形
芸
術
に
対
置
さ
れ
る
⒃
。
一
八
二
三
年
の
講
義
で
は
、

端
的
に
「
語
り
は
音
楽
に
接
続
す
る
、
そ
し
て
こ
れ
が
音
楽
の
根
源
的
規
定
で
あ
る
」（H

otho
1823,M

s.251

）
と
規
定
さ
れ
る
⒄
。
こ

の
規
定
ゆ
え
に
、
音
楽
は
本
来
的
に
伴
奏
音
楽
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
語
り
の
芸
術
に
よ
っ
て
内
容
を
与
え
ら
れ
充
実
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
さ
ら
に
一
八
二
六
年
の
講
義
で
は
、
音
は
語
り
へ
と
進
展
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
客
観
性
を
獲
得
す
る
と
は
い
え
、
音
そ
の
も
の

は
表
象
の
記
号
で
は
な
く
、
抽
象
的
な
外
化
に
す
ぎ
な
い
と
述
べ
ら
れ
、
こ
れ
が
音
響
芸
術
の
一
般
的
原
理
に
し
て
要
素
で
あ
る
と
さ
れ

る
⒅
。
こ
れ
ら
の
講
義
録
か
ら
確
認
さ
れ
る
こ
と
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
美
学
思
想
に
お
い
て
、
た
と
え
ば
人
間
の
声
に
お
い
て
常
に
こ
と
ば

と
音
と
が
一
体
で
あ
る
よ
う
に
、
音
は
何
よ
り
も
「
語
り
」
の
抽
象
的
な
一
契
機
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の

こ
と
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
芸
術
の
諸
体
系
に
お
け
る
音
楽
の
位
置
を
決
定
す
る
に
つ
い
て
大
き
く
影
響
し
て
い
た
こ
と
は
否
め
な
い
で
あ
ろ

う
。し

か
し
そ
れ
を
越
え
て
、
精
神
の
自
己
聴
取
と
し
て
の
音
楽
の
意
義
は
、
い
か
な
る
客
観
に
も
外
化
さ
れ
得
な
い
精
神
の
自
己
自
身

が
、
そ
の
没
外
面
性
と
い
う
本
来
的
な
あ
り
方
に
お
い
て
は
じ
め
て
捉
え
ら
れ
、
音
の
形
式
に
お
い
て
自
ら
に
形
態
化
さ
れ
る
と
い
う
こ

と
に
あ
る
。
そ
の
か
ぎ
り
音
楽
は
、『
美
学
講
義
』
に
お
け
る
諸
芸
術
の
体
系
の
な
か
で
、
ハ
イ
ム
ゼ
ー
ト
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
空
間

的
・
外
面
的
・
物
質
的
な
世
界
か
ら
非
空
間
的
・
内
面
的
・
観
念
的
な
心
へ
の
「
転
換
点
」⒆
、
精
神
の
本
来
的
な
境
位
へ
の
「
突
破

口
」⒇
と
位
置
づ
け
ら
れ
、「
精
神
の
そ
の
固
有
の
地
盤
に
お
け
る
最
初
の
自
己
実
現
」21
と
い
う
決
定
的
な
意
義
を
持
っ
て
い
る
。
た
ん
に

― １５７ ― 精神の自己聴取としての音楽



「
最
初
の
」
形
態
化
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
わ
れ
わ
れ
の
あ
ら
ゆ
る
精
神
的
活
動
の
格
を
成
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
あ
る
「
根
源
的
」
な

体
験
、
い
か
な
る
可
視
的
客
観
に
も
外
化
さ
れ
得
な
い
精
神
的
活
動
の
中
心
点
へ
の
通
路
は
、
た
だ
音
楽
の
み
に
よ
っ
て
意
識
に
対
し
確

保
さ
れ
る
。

注⑴

本
稿
で
取
り
上
げ
る
筆
記
録
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

G
.W
.F.H

egel,Vorlesung
über

Ästhetik,
B
erlin

1820/21.Eine
N
achschrift,hrsg.von

H
.Schneider,Frankfurt1995.

（
寄
川
条
路
監
訳
、

G
.W
.F.

ヘ
ー
ゲ
ル
『
美
学
講
義
』（
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
一
七
年
）

│
│
│Vorlesungen

über
die

Philosophie
der

K
unst,

B
erlin

1823.
N
achgeschrieben

von
H
.
G
.
H
otho.

H
erausgegeben

von
A
.
G
eth-

m
an−Siefert,H

am
burg

1998.

│
│
│Philosophie

der
K
unst

oder
Ästehtik.

B
erlin

1826.
N
achgeschrieben

von
F.
C
.
H
.
V
.
von

K
ehler.

H
erausgegeben

von
A
.

G
ethm

ann-Siefertu.a.M
ünchen

2004.

│
│
│Philosophie

der
K
unst.

1826.N
achgeschrieben

durch
P.von

der
Pfordten.M

s.Im
B
esitz

der
Staatsbibliothek

Preußischer
K
ul-

turbesitz,B
erlin.H

rsg.von
A
.G
ethm

ann-Siefertu.a.Frankfurta.M
.2004.

│
│
│Philosophie
der

K
unstoder

Ästhetik.N
ach

H
egel.

Im
Som

m
er
1826.M

itschrift
von

unter
M
itarbeit

von
Iannelli

und
K
.B
err.

M
ünchen

2004.

│
│
│Vorlesungen

zur
Ästhetik.Vorlesungsm

itschriftvon
A.H

eim
ann

（1828/29

）.H
erausgegebn

von
A
.P.O

livier
u.A

.G
ethm

ann-

Siefelt,Paderborn
2017.

│
│
│Esthétique.C

ahier
de
notes

inéditde
Victor

C
ousin.Transcription,présentation

etnotes
de
A.P.O

livier.Paris
2005.

こ
れ
ら
講
義
録
か
ら
の
引
用
は
、
以
下
、
本
文
中
括
弧
内
に
筆
記
者
名
、
講
義
年
、
略
号M

s.

、
ペ
ー
ジ
数
の
順
に
記
す
。

⑵

Vorlesungen
über

die
Ästhetik,

in
:
G
.W
.F.H

egel,W
erke

in
20
Bänden.

Frankfurt
a.M

.,1970,B
d.13,14,15.

同
著
作
集
か
ら
の
引

用
は
、
以
下
、
本
文
中
括
弧
内
に
書
名
、
巻
数
、
ペ
ー
ジ
数
の
順
に
記
す
。
こ
の
版
は
、
以
下
の
版
の
改
良
版
で
あ
る
。Vorlesungen

über
die

Ästhetik,
in
:
G
.W

.F.H
egel,W

erke.
V
ollständige

A
usgabe

durch
einen

V
erein

von
Freunden

des
V
erew

igten.
18.

B
d.
B
erlin

1832
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ff;
B
d.10.3.A

bt.H
erausgegeben

von
H
.G
.H
otho.B

erlin
11835-37,

21842

（
竹
内
敏
夫
訳
『
美
学
』（
岩
波
書
店
、
第
一
巻
の
上
一
九
五

六
年
、
中
一
九
六
〇
年
、
下
一
九
六
二
年
、
第
二
巻
の
上
一
九
六
五
年
、
中
一
九
六
八
年
、
下
一
九
七
〇
年
、
第
三
巻
の
上
一
九
七
三
年
、
中
一

九
七
五
年
、
下
一
九
八
一
年
）。
長
谷
川
宏
訳
『
美
学
講
義
』（
作
品
社
、
上
巻
一
九
九
五
年
、
中
巻
一
九
九
六
年
、
下
巻
一
九
九
六
年
）。
た
だ

し
竹
内
訳
の
第
一
巻
上
・
中
・
下
は
次
の
版
を
底
本
と
し
て
い
る
。G

.W
.F.H

egel,D
ie
Idee

und
das

Ideal.
N
ach

den
erhaltenen

Q
uellen

neu
hrsg.von

G
eorg

Lasson,Leipzig
1931.

）

⑶
『
美
学
講
義
』
に
お
け
る
「
ロ
マ
ン
的
芸
術
」
と
は
、
い
わ
ゆ
る
「
ロ
マ
ン
主
義
の
芸
術
」
で
は
な
く
、
ヘ
ー
ゲ
ル
美
学
独
自
の
概
念
で
あ
る
。

芸
術
意
識
の
歴
史
的
形
式
の
一
つ
と
さ
れ
、
絵
画
、
音
楽
、
詩
芸
術
が
こ
の
形
式
に
属
す
る
。

⑷
「
観
念
的
有
心
性
」
に
つ
い
て
、
吉
田
六
弥
は
こ
こ
で
の
「
観
念
的
」
に
つ
い
て
、
芸
術
の
境
位
に
お
い
て
「
物
質
そ
の
も
の
を
離
脱
す
る
の
で

は
な
く
そ
の
究
極
に
至
る
こ
と
」
を
意
味
す
る
と
解
釈
し
て
い
る
。（「
ヘ
ー
ゲ
ル
の
『
音
楽
論
』」（『
大
阪
明
浄
女
子
短
期
大
学
紀
要
』

、
大

阪
明
浄
女
子
短
期
大
学
、
二
〇
〇
四
年
、p.62

））。

⑸

一
八
二
〇
／
二
一
年
冬
学
期
の
講
義
録
で
は
、
音
は
抽
象
的
内
面
性
の
形
式
で
あ
り
、
か
つ
こ
の
形
式
は
自
我
自
身
の
形
式
で
あ
る
こ
と
に
、
音

楽
の
心
に
対
す
る
元
素
的
な
威
力
が
由
来
す
る
と
述
べ
ら
れ
る
。
さ
ら
に
一
八
二
三
年
夏
学
期
お
よ
び
一
八
二
六
年
夏
学
期
の
講
義
録
で
は
、
音

は
拍
子
な
ど
の
時
間
的
規
定
に
よ
っ
て
具
体
的
に
充
実
さ
れ
る
、
と
付
け
加
え
ら
れ
る
。
一
八
二
八
／
二
九
年
冬
学
期
の
講
義
録
で
は
、
感
情
の

表
現
は
音
楽
に
固
有
の
内
容
で
は
な
い
が
、
感
情
に
は
「
音
楽
の
元
素
的
な
威
力
に
属
す
も
の
」（H

eim
ann

1828/29,M
s.,179

）
が
潜
ん
で
い

る
と
さ
れ
る
。
そ
れ
は
「
純
粋
な
内
面
性
」（ibid.
）、「
自
ら
の
内
で
自
ら
を
聴
取
す
る
空
虚
な
自
我
自
身
」（ibid.

）、「
規
定
さ
れ
た
内
容
な
し

に
た
だ
鳴
り
響
き
な
が
ら
自
己
を
聴
取
す
る
こ
と
」（ibid.

）
と
さ
れ
る
。
他
方
で
音
楽
の
抽
象
的
規
定
に
つ
い
て
の
陳
述
で
は
、
音
は
時
間
に
お

い
て
あ
り
、
時
間
に
お
い
て
規
定
さ
れ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
。

⑹

V
gl.A

.G
ethm

ann-Siefert,D
as
m
oderne

G
esam

tkunstw
erk
:
die

O
per,

in
:
H
egel-Studien.

B
eiheft

34

（1992

）,S.198
ff.

こ
の
批
判
に

対
し
て
、J-I.K

w
on

は
、「
心
（G

em
üt

）」「
心
情
（G

efühl

）」「
感
情
（Em

pfindung

）」
が
ヘ
ー
ゲ
ル
の
時
代
に
は
同
義
語
で
あ
っ
た
こ
と
を

認
め
つ
つ
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
は
区
別
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。K

w
on

に
よ
れ
ば
、「
感
情
」
は
講
義
筆
記
録
に
お
い
て
は

「
心
の
内
容
（G

em
ütsinhalts

）」
の
形
式
聴
覚
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
『
美
学
講
義
』
に
お
け
る
「
心
」
は
「
精
神
的
に
感
じ
る
心
胸
（das
seelisch

fühlende
H
erz

）」
を
意
味
す
る
。V

gl.,J-I.K
w
on,Eine

U
ntersuchung

zu
H
egels

A
uffassung

der
m
odernen

M
usik,in

:
Jounal

ofthe
Faculty

ofLetters,The
U
niversity

ofTokyo,Aesthetics,
vol.37.,Tokyo

2012.S.12.

⑺

一
八
二
三
年
講
義
録
で
は
、
音
楽
は
「
厳
密
で
冷
た
い
悟
性
の
芸
術
」
で
あ
る
と
同
時
に
「
最
も
深
い
感
情
の
芸
術
」（H

otho.,
1823,M

s.262

）

― １５９ ― 精神の自己聴取としての音楽



で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
、
感
情
と
は
抽
象
的
内
面
性
に
内
容
が
拡
充
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
欄
外
注
に
よ
れ
ば
、「
自
我
が
あ
る
内
容
を
私

の
主
観
性
に
関
係
づ
け
る
形
式
」（ibid.

）
と
さ
れ
る
。
さ
ら
に
「
感
情
は
、
内
容
が
私
の
主
観
性
に
関
係
づ
け
ら
れ
る
限
り
で
、
内
容
の
被
覆
で

あ
る
」（ibid.

）
と
さ
れ
「
音
楽
の
内
容
は
感
情
を
含
ま
ね
ば
な
ら
な
い
」（a.a.O

.,S.265

）、「
音
楽
は
感
情
の
外
化
を
目
的
と
す
る
」（a.a.

O
.,S.266

）
と
述
べ
ら
れ
る
。
一
八
二
六
年
の
講
義
録
で
は
、
旋
律
を
通
じ
て
表
現
さ
れ
る
べ
き
は
「
感
受
す
る
魂
（die

em
pfindende

Seele
）」（Pfordten

1826,M
s.,219

）
と
し
て
の
内
面
性
で
あ
る
と
い
わ
れ
、
続
い
て
主
観
的
な
、
感
情
と
し
て
の
内
面
性
と
、
思
惟
と
し
て
の

内
面
性
と
が
区
別
さ
れ
て
、
感
情
の
個
別
性
、
私
的
性
格
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
音
楽
の
内
容
は
感
情
と
情
熱
で
あ
り
、
理
性
的
な
も
の
や

客
観
的
な
も
の
で
は
な
く
、
心
胸
と
心
情
の
運
動
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。（V

gl.,Pfordten
1826,M

s.,219
ff

）。
一
八
二
八
／
二
九
年
の

講
義
録
で
は
、「
感
情
」
と
「
感
情
の
内
な
る
客
観
的
意
識
」
と
が
区
別
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
あ
る
音
を
聴
く
と
い
う
こ
と
は
単
純
な
感
受
す
る

こ
と
（ein

einfaches
Em
pfinden

）
で
あ
る
が
、
こ
の
感
受
が
意
識
さ
れ
そ
の
相
関
が
表
明
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
思
惟
の
働
き
が
あ
る
と

い
う
。

⑻

一
八
二
一
年
の
講
義
筆
記
録
に
は
人
声
の
特
性
に
つ
い
て
の
言
及
は
な
い
。

⑼

一
八
二
八
／
二
九
年
講
義
録
で
は
、「
人
間
の
声
は
心
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
る
」（H

eim
ann

1828/29,M
s.,180

）
と
述
べ
ら
れ
る
。

⑽

V
gl.,G

.W
.F.H

egel,Enzyklopädie
der

philosophischen
W
issenschaften

im
G
rundrisse

（H
eidelberg

1830

）.In
:
G
esam

m
erte

W
erke.

B
d.20.H

rsg.von
W
olfgang

B
onsiepen

und
H
ans-C

hristian
Lucas

unter
M
itarbeitvon

U
do
R
am
eil.H

am
burg

1992,S.410
ff.

（
同
全
集

か
ら
の
引
用
は
、
以
下
、
略
号G

W

、
巻
数
、
頁
数
の
順
に
記
す
。）
ク
ー
レ
ン
カ
ン
プ

は
、『
エ
ン
チ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ー
』
の
三
九
九
│
四
〇
二

節
に
拠
っ
て
、
感
情
と
は
そ
の
都
度
の
状
況
に
対
す
る
「
身
体
と
結
び
つ
い
た
反
応
の
仕
方
」
で
あ
り
、
か
つ
そ
れ
に
よ
っ
て
主
観
が
自
己
を
感

じ
る
「
具
体
的
な
対
自
存
在
の
あ
り
方
」
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
う
る
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
、
感
情
と
は
根
源
的
に
は
外
的
状
況
に
反
応
し
よ
う

と
す
る
身
体
運
動
で
あ
り
、
こ
の
衝
動
が
抑
制
さ
れ
て
内
面
化
さ
れ
た
と
き
に
、
二
次
的
に
喜
怒
哀
楽
な
ど
の
情
態
と
し
て
名
付
け
ら
れ
る
と
論

じ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
ク
ー
レ
ン
カ
ン
プ
は
、
感
情
の
形
成
す
る
「
自
己
感
情
」
│
「
自
己
運
動
」
の
領
域
の
言
語
化
以
前
の
未
規
定
的
・

抽
象
的
性
格
を
説
明
す
る
と
と
も
に
、
音
楽
が
感
情
の
表
現
で
あ
る
と
は
、
既
成
の
名
付
け
ら
れ
た
感
情
を
模
倣
し
た
り
音
楽
の
形
式
に
翻
訳
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
か
ら
で
は
な
く
、
む
し
ろ
よ
り
多
く
の
未
知
の
名
付
け
ら
れ
ぬ
感
情
に
つ
い
て
「
共
振
」「
共
鳴
」
と
い
っ
た
仕
方
で
運
動
の

「
型
」
を
使
用
で
き
る
よ
う
に
し
、「
自
己
感
情
」
│
「
自
己
運
動
」
の
形
式
を
提
供
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
と
究
明
し
て
い
る
。V

gl.,J.K
u-

lenkam
pff,M

usik
beiK

antund
H
egel,in

:
H
egel-Studien

B
d.22

（1987

）,S.161-163.
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