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オ
ペ
ラ
ヘ
の
愛
憎

未
だ
に
因
習
的
な
レ
パ
ー
ト
リ
ー
が
演
目
の
中
心
を
占
め
て
い
る
歌
劇
場
で
、
真
に
現
代
的
な
オ
ペ
ラ
の
上
演
を
実
現
す
る
た
め
の

「
最
も
高
級
な
解
決
策
」
、
そ
れ
は
「
歌
劇
場
を
爆
破
す
る
こ
と
だ
ろ
う
」
[

r

]

。
そ
の
よ
う
に
ピ
エ
ー
ル
・
ブ
ー
レ
ー
ズ
が
語
っ
た
雑
誌

『
シ
ュ
ピ
ー
ゲ
ル
』
の
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
記
事
に
関
し
て
は
、
今
日
「
歌
劇
場
を
爆
破
せ
よ
」
と
い
う
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
見
出
し
だ
け

が
独
り
歩
き
し
て
い
る
が
、
あ
ら
た
め
て
こ
の
一
九
六
七
年
の
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
を
辿
る
な
ら
ば
、
「
歌
劇
場
を
爆
破
す
る
こ
と
」
は
ブ
ー

レ
ー
ズ
自
身
が
抱
い
て
い
た
新
し
い
オ
ペ
ラ
の
構
想
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
彼
は
、
ハ
ン
ス
・
ヴ
ェ
ル
ナ
ー
・
ヘ
ン
ツ
ェ
の
オ
ペ
ラ
《
ホ

ン
ブ
ル
ク
の
王
子
》
な
ど
の
「
ま
っ
た
く
表
面
的
な
モ
ダ
ニ
ズ
ム
」
を
批
判
し
つ
つ
、
ジ
ャ
ン
・
ジ
ュ
ネ
の
戯
曲
『
屏
風
』
に
も
と
づ
く

オ
ペ
ラ
の
構
想
を
語
り
、
そ
の
演
出
家
の
候
補
と
し
て
、
ピ
ー
タ
ー
・
ブ
ル
ッ
ク
や
イ
ン
グ
マ
ー
ル
・
ベ
ル
イ
マ
ン
の
名
も
挙
げ
て
い
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る
。
そ
の
う
え
で
、
こ
の
現
代
の
オ
ペ
ラ
は
、
今
は
「
歌
劇
場
を
爆
破
す
る
」
く
ら
い
の
こ
と
を
し
な
け
れ
ば
舞
台

に
は
載
ら
な
い
だ
ろ
う
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
過
激
な
言
葉
が
ブ
ー
レ
ー
ズ
の
口
か
ら
出
て
く
る
背
景
に
は
、
む
ろ
ん
ア
ル
バ
ン
・
ベ
ル
ク
が
そ
の

「
一
章
を
閉
じ
た
」
と
い
う
オ
ペ
ラ
の
歴
史
に
対
す
る
批
判
的
な
見
方
が
あ
る
§
。
彼
か
ら
す
れ
ば
、
音
楽
と
し
て

も
舞
台
芸
術
と
し
て
も
十
九
世
紀
の
遺
物
で
し
か
な
い
代
物
が
相
も
変
わ
ら
ず
観
客
を
集
め
て
い
る
歌
劇
場
の
現
状

は
、
耐
え
が
た
い
も
の
だ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
ブ
ー
レ
ー
ズ
は
ジ
ュ
ネ
の
戯
曲
に
も
と
づ
く
オ

ペ
ラ
を
作
曲
し
よ
う
と
し
て
い
た
1

こ
の
オ
ペ
ラ
は
結
局
書
か
れ
な
か
っ
た
が
1

し
、
指
揮
者
と
し
て
も
オ
ペ

ラ
の
上
演
に
少
な
か
ら
ぬ
熱
意
を
示
し
て
い
た
。
一
九
七
六
年
か
ら
ブ
ー
レ
ー
ズ
は
、
バ
イ
ロ
イ
ト
音
楽
祭
で
パ
ト

リ
ス
・
シ
ェ
ロ
ー
の
演
出
に
よ
る
両
期
的
な
《
ニ
ー
ベ
ル
ン
グ
の
指
環
》
の
上
演
を
指
揮
し
て
い
る
し
、
一
九
七
九

年
に
は
パ
リ
の
ガ
ル
ニ
エ
宮
で
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
ツ
ェ
ル
ハ
の
補
筆
に
よ
る
ペ
ル
ク
の
《
ル
ル
》
の
三
幕
版
の
初

演
も
行
な
っ
て
い
る
。
ブ
ー
レ
ー
ズ
は
、
旧
来
の
オ
ペ
ラ
を
そ
の
上
演
と
受
容
を
含
め
て
批
判
し
な
が
ら
、
オ
ペ
ラ

を
「
現
代
的
な
」
表
現
の
媒
体
に
作
り
変
え
よ
う
と
し
て
い
た
の
だ
。

作
曲
家
に
し
て
指
揮
者
で
も
あ
る
ブ
ー
レ
ー
ズ
が
半
世
紀
前
に
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
か
た
ち
で
示
し
た
オ
ペ
ラ

へ
の
批
判
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
こ
こ
で
振
り
返
っ
た
の
は
、
そ
こ
に
今
オ
ペ
ラ
を
そ
の
可
能
性
に
お
い
て
検
討
す
る

際
に
踏
ま
え
る
べ
き
洞
察
が
含
ま
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
一
方
で
オ
ペ
ラ
は
、
彼
が
見
る
と
お
り
、
と
う
に
時
代

遅
れ
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
十
九
世
紀
ま
で
の
遺
産
を
食
い
つ
ぶ
し
て
い
く
そ
の
現
象
形

テ
ア
ト
ロ
ク
ラ
テ
ィ
ア

態
が
、
最
近
で
は
デ
ィ
ジ
タ
ル
・
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
と
も
結
び
つ
き
な
が
ら
、
一
種
の
悪
し
き
観
客
支
配
制
の
装
置
と

し
て
機
能
し
続
け
て
い
る
の
も
確
か
で
あ
る
[

r

]

。
し
か
し
他
方
で
、
古
典
的
な
作
品
が
含
む
現
在
へ
の
鋭
い
問
い

か
け
を
含
ん
だ
美
的
内
実
を
、
音
楽
の
強
度
と
と
も
に
引
き
出
す
上
演
や
、
オ
ペ
ラ
そ
の
も
の
の
新
た
な
形
態
を
提

示
す
る
新
作
の
上
演
が
、
歌
劇
場
と
い
う
観
客
支
配
制
の
装
置
を
内
側
か
ら
揺
さ
ぶ
る
か
た
ち
で
試
み
ら
れ
て
い
る

こ
と
も
忘
れ
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
。
オ
ペ
ラ
は
今
、
観
客
に
よ
る
支
配
の
エ
コ
ノ
ミ
ー
と
そ
れ
を
突
破
し
よ
う
と
す

る
試
み
の
せ
め
ぎ
合
い
の
う
ち
に
あ
る
と
言
え
よ
う
。

．
 ．
 ．
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オ
ペ
ラ
を
葛
藤
の
た
だ
な
か
に
あ
る
舞
台
芸
術
と
し
て
検
討
す
る
た
め
に
、
こ
こ
で
は
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
と
テ
ー
オ
ド
ア
・

w
．
ア
ド
ル
ノ
の
美
学
を
手
が
か
り
と
し
た
い
。
な
ぜ
な
ら
、
両
者
と
も
ブ
ー
レ
ー
ズ
の
そ
れ
と
相
通
じ
る
オ
ペ
ラ
ヘ
の
愛
憎
を
醸
し
な

が
ら
、
音
楽
と
演
劇
に
つ
い
て
の
考
察
を
繰
り
広
げ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
両
者
の
考
察
を
理
論
的
な
手
が
か
り
に
、
上
演
に
表
わ
れ
る

構
成
に
着
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
オ
ペ
ラ
自
体
が
ど
の
よ
う
な
芸
術
で
あ
る
か
を
掘
り
下
げ
な
が
ら
、
そ
の
可
能
性
を
問
う
こ
と
が
で

き
る
だ
ろ
う

[
2
。
そ
し
て
上
演
に
関
し
て
、
新
作
の
上
演
と
古
典
的
な
作
品
の
潜
在
力
を
引
き
出
す
上
演
の
両
面
を
考
察
す
る
た
め
に
、

ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
・
ア
マ
デ
ウ
ス
・
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
後
期
の
オ
ペ
ラ
《
コ
ジ
・
フ
ァ
ン
・
ト
ウ
ッ
テ
》

(
C
o
s
t
/
a
ご
ミ
食

K.
5
8
8
)

と
細
川

俊
夫
の
オ
ペ
ラ
《
リ
ア
の
物
語
》

(WS尽
g
o
f
L
e
d
r
)
1
9
9
8
)

に
一
瞥
を
加
え
る
こ
と
に
す
る
。
お
よ
そ
二
百
年
の
時
を
隔
て
て
書
か
れ
た
こ

れ
ら
の
作
品
は
、
い
ず
れ
も
旧
来
の
「
オ
ペ
ラ
」
の
舞
台
を
は
み
出
す
「
人
間
」
の
深
淵
を
響
か
せ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ

る
。
こ
う
し
た
議
論
を
つ
う
じ
て
、
オ
ペ
ラ
が
自
己
自
身
に
対
す
る
批
判
を
含
み
な
が
ら
‘
―
つ
の
「
音
楽
11

劇
」
と
し
て
構
成
さ
れ

る
見
通
し
を
開
く
こ
と
を
目
指
し
た
い
。
な
お
、
こ
こ
で
オ
ペ
ラ
を
そ
の
可
能
性
に
お
い
て
考
察
す
る
見
通
し
を
開
く
も
の
と
し
て
採
用

す
る
「
音
楽
11

劇
」
の
語
は
、
演
劇
学
と
音
楽
学
の
最
近
の
研
究
に
由
来
す
る
も
の
で
、
ド
イ
ツ
語
圏
で
実
験
的
な
も
の
を
含
め
た
オ
ペ

ム
ジ
ー
ク
テ
ア
ー
タ
ー

ラ
を
指
す
語
と
し
て
定
着
し
て
い
る
「
音
楽
劇
」
の
語
を
敢
え
て
分
割
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
オ
ペ
ラ
に
内
在
す
る
音
楽
の
推
移
と
劇

的
行
為
と
の
あ
い
だ
の
緊
張
、
あ
る
い
は
音
楽
を
伴
っ
た
舞
台
の
進
行
に
含
ま
れ
る
沈
黙
を
、
オ
ペ
ラ
の
美
的
強
度
に
と
っ
て
不
可
欠
の

要
素
と
し
て
掘
り
下
げ
る
視
点
を
も
た
ら
す
も
の
と
言
え
る
日
。

ア
ド
ル
ノ
と
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、
一
九
二
五
年
―
二
月
二
二
日
に
ベ
ル
リ
ン
で
ベ
ル
ク
の
オ
ペ
ラ
《
ヴ
ォ
ツ
ェ
ッ
ク
》
の
公
演
を
観
て
い

る
。
こ
の
公
演
は
、
そ
の
一
週
間
前
に
行
な
わ
れ
た
こ
の
作
品
の
初
演
の
次
の
公
演
に
当
た
る
。
そ
れ
か
ら
十
年
後
に
、
ベ
ル
ク
の
訃
報

に
接
し
て
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
、
か
つ
て
こ
の
作
曲
家
の
下
で
作
曲
を
学
ん
だ
ア
ド
ル
ノ
の
心
痛
を
気
遣
っ
て
書
き
送
っ
た
短
い
手
紙
で
、
ベ

ン
ヤ
ミ
ン
は
一
緒
に
《
ヴ
ォ
ツ
ェ
ッ
ク
》
を
観
て
、
「
密
度
の
濃
い
会
話
」
を
交
わ
し
た
こ
と
を
回
想
し
て
い
る
[
t
]

。
さ
ら
に
、
彼
は
別

フ
ァ
ン
タ
ス
マ
ゴ
リ
ー

幻

像

と

し

て

の

オ

ペ

ラ
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の
書
簡
で
こ
の
オ
ペ
ラ
の
「
圧
倒
的
な
印
象
」
を
思
い
起
こ
し
て
い
る
が
、
彼
は
そ
れ
に
続
い
て
ア
ド
ル
ノ
の
『
ア
ル
バ
ン
・
ベ
ル
ク
』

に
論
評
を
加
え
て
い
る
[
r
]

。
そ
の
後
の
両
者
の
手
紙
の
遣
り
取
り
を
辿
る
と
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
ア
ド
ル
ノ
の
音
楽
美
学
の
展
開
に

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
と
っ
て
音
楽
が
最
後
ま
で
「
縁
遠
い
分
野
」
で
あ
り
続
け
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
ー
深
い
関
心
を
示
し
て
い
た
こ
と
が
う

か
が
え
る
。
と
く
に
『
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
試
論
』
に
つ
い
て
は
、
非
常
に
詳
細
な
批
評
を
書
き
送
っ
て
い
る
[
渭
]
〇

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
ア
ド
ル
ノ
の
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
論
に
並
々
な
ら
ぬ
熱
意
を
持
っ
て
取
り
組
ん
だ
の
は
、
そ
こ
に
自
分
の
「
複
製
技
術
時
代

の
芸
術
作
品
」
と
「
パ
リ
十
九
世
紀
の
首
都
」
の
双
方
に
対
す
る
応
答
を
見
て
取
っ
て
い
た
か
ら
だ
ろ
う
。
ア
ド
ル
ノ
は
、
「
複
製

技
術
時
代
の
芸
術
作
品
」
に
厳
し
い
批
判
を
加
え
た
書
簡
の
な
か
で
、
「
『
自
律
的
芸
術
作
品
』
を
徹
頭
徹
尾
弁
証
法
的
に
扱
う
こ
と
」
を

要
請
し
て
い
る
が
、
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
の
芸
術
の
徹
底
的
な
批
判
を
つ
う
じ
て
そ
の
音
楽
の
救
出
を
図
る
『
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
試
論
』
は
、
総

フ
ァ
ン
ク
ス
マ
ゴ
リ
ー

体
と
し
て
そ
の
実
践
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
〔
屯
〗
。
ま
た
、
ア
ド
ル
ノ
の
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
批
判
の
核
心
を
な
す
「
幻
像
」
の
概
念

は
、
元
は
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
「
パ
リ
ー
＋
九
世
紀
の
首
都
」

1

こ
の
『
パ
サ
ー
ジ
ュ
論
』
の
梗
概
も
、
ア
ド
ル
ノ
に
手
厳
し
く
批
判
さ

れ
て
い
る
に
、
パ
リ
の
パ
サ
ー
ジ
ュ
、
と
り
わ
け
そ
れ
を
彩
る
商
品
の
性
格
を
論
じ
る
う
え
で
重
要
な
役
割
を
果
た
す
概
念
と
し
て

導
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
邑
。
こ
こ
で
は
、
こ
の
「
幻
像
」
の
概
念
を
軸
と
し
た
ア
ド
ル
ノ
の
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
批
判
に
善
目
す
る
こ
と

に
し
た
い
。

『
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
試
論
』
の
「
幻
像
」
の
章
の
冒
頭
で
ア
ド
ル
ノ
は
、
導
音
と
半
音
階
の
優
位
に
よ
っ
て
、
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
の
音
楽
が

独
特
の
連
続
性
に
お
い
て
鳴
り
響
く
こ
と
が
可
能
に
な
る
と
同
時
に
、
音
楽
自
体
の
生
産
過
程
が
隠
蔽
さ
れ
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

そ
れ
に
よ
っ
て
作
品
が
自
足
的
な
存
在
と
し
て
の
外
見
を
呈
す
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
、
ア
ド
ル
ノ
は
次
の
よ
う
に
言
い
表
わ
す
。
「
美

的
現
象
が
現
実
に
生
産
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
力
と
条
件
が
含
ま
れ
る
が
、
こ
の
現
象
が
も
は
や
そ
れ
ら
を
見
通

シ

ャ

イ

ン

シ

ャ

イ

ン

ザ

イ

ン

さ
せ
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
象
の
外
見
は
ま
さ
に
隙
間
の
な
い
仮
象
と
し
て
、
存
在
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
始
め
る
」
〔
門
。
こ
の
と
き

ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
の
音
楽
は
、
《
タ
ン
ホ
イ
ザ
ー
》
の
「
ヴ
ェ
ー
ヌ
ス
ベ
ル
ク
の
音
楽
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
音
響
を
縮
小
し
て
自
然
の
な

か
の
「
遠
く
か
ら
の
響
き
」
を
演
出
し
、
《
ロ
ー
エ
ン
グ
リ
ン
》
の
第
一
幕
へ
の
前
奏
曲
の
冒
頭
の
よ
う
に
和
声
の
進
行
を
中
断
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
時
間
の
経
過
を
も
消
去
し
て
い
る
と
い
う
。
ア
ド
ル
ノ
に
言
わ
せ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
効
果
に
よ
っ
て
音
響
の
う
ち
に
演
出

さ
れ
る
永
遠
性
の
仮
象
を
媒
体
と
し
て
‘
―
つ
の
全
体
を
現
出
さ
せ
よ
う
と
い
う
の
が
、
「
文
学
的
、
音
楽
的
、
演
技
的
」
要
素
の
統
一

．
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と
し
て
の
「
楽
劇
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
円
。

こ
の
「
総
合
芸
術
作
品
」
が
現
出
す
る
と
き
、
作
曲
の
過
程
の
み
な
ら
ず
、
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
が
自
分
の
な
か
で
行
な
っ
て
い
る
作
曲
と

詩
作
の
分
業
も
覆
い
隠
さ
れ
て
い
る
。
ア
ド
ル
ノ
が
見
る
と
こ
ろ
、
そ
の
よ
う
に
近
代
的
な
分
業
に
も
と
づ
く
労
働
の
痕
跡
が
消
し
去
ら

れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
の
楽
劇
は
、
眩
惑
的
な
「
幻
像
」
の
性
格
を
い
っ
そ
う
強
め
て
い
く
。
そ
の
観
客
は
、
眩
蛋
と
陶

酔
の
永
遠
の
現
在
に
お
い
て
、
楽
劇
の
主
人
公
で
あ
る
神
話
的
な
人
物
像
に
、
つ
ま
り
近
代
社
会
か
ら
は
失
わ
れ
た
全
一
的
人
間
の
幻

影
に
身
を
委
ね
る
が
、
こ
の
と
き
「
総
合
芸
術
作
品
」
は
皮
肉
に
も
、
そ
れ
が
否
定
し
よ
う
と
す
る
商
品
の
性
格
を
示
し
て
い
る
の
だ
。

「
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
の
時
代
の
陳
列
さ
れ
た
消
費
財
は
、
消
費
者
大
衆
に
対
し
て
そ
の
現
象
と
し
て
の
面
だ
け
を
魅
惑
的
に
振
り
向
け
、
そ

れ
に
よ
っ
て
消
費
財
の
剥
き
出
し
の
現
象
と
し
て
の
性
格
、
す
な
わ
ち
大
衆
に
は
手
の
届
か
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
さ
せ
る
。
こ

れ
と
同
じ
よ
う
に
、
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
の
オ
ペ
ラ
は
幻
像
の
な
か
で
商
品
に
近
づ
い
て
い
く
。
そ
の
情
景
は
、
展
示
物
の
性
格
を
帯
び
る
こ

と
に
な
る
」
〔
巾
〕
。

ア
ド
ル
ノ
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
て
楽
劇
が
商
品
と
化
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
が
「
総
合
芸
術
作
品
」
の
実
現
に
よ
っ
て

回
復
し
よ
う
と
し
た
は
ず
の
全
体
と
し
て
の
人
間
の
自
由
も
失
わ
れ
て
し
ま
う
世
。
こ
の
こ
と
は
、
楽
劇
が
ま
さ
に
み
ず
か
ら
の
展
示

ク
ン
ス
ト
ハ
ン
ド
ル
ン
ク

価
値
に
よ
っ
て
「
反
復
可
能
な
祭
儀
」
と
し
て
上
演
さ
れ
、
そ
れ
と
と
も
に
偽
り
の
礼
拝
価
値
を
帯
び
る
こ
と
に
起
因
す
る
〔
市
〗
。

「
総
合
芸
術
作
品
」
は
、
現
実
に
は
手
に
入
ら
な
い
自
由
の
美
し
い
「
幻
像
」
を
振
り
撒
く
こ
と
で
、
資
本
主
義
社
会
の
経
済
的
な
秩
序

を
映
し
出
し
た
物
神
崇
拝
の
装
置
に
限
り
な
く
接
近
す
る
の
だ
。
す
で
に
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
ニ
ー
チ
ェ
は
、
そ
の
秩
序
に
従
属
し
た
「
粗

野
な
大
衆
」
に
訴
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
バ
イ
ロ
イ
ト
に
プ
ラ
ト
ン
の
言
う
意
味
で
の
観
客
支
配
制
を
打
ち
立
て
、
音
楽
を
堕
落
さ
せ
た

と
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
を
批
判
し
て
い
た
丑
。
そ
の
際
、
観
客
の
興
奮
を
計
算
し
て
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
が
再
生
産
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
消

費
者
と
し
て
の
観
客
に
よ
る
支
配
と
、
観
客
の
全
体
的
な
機
構
へ
の
隷
属
が
同
時
に
実
現
す
る
と
い
う
の
は
、
ア
ド
ル
ノ
が
「
文
化
産

業
」
の
う
ち
に
見
て
取
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
阿
。

こ
の
よ
う
に
『
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
試
論
』
に
示
さ
れ
る
ア
ド
ル
ノ
の
「
幻
像
」
批
判
を
、
彼
の
文
化
産
業
批
判
も
視
野
に
入
れ
な
が
ら
辿

る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
の
「
総
合
芸
術
作
品
」
の
姿
の
み
な
ら
ず
、
現
代
に
お
け
る
オ
ペ
ラ
の
現
象
形
態
に
も
当
て
は
ま

る
論
点
を
見
い
だ
せ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
と
り
わ
け
そ
の
上
演
は
一
面
で
、
ス
タ
ー
歌
手
と
い
う
偶
像
の
声
に
酔
い
し
れ
な
が
ら
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「
人
間
」

の
深
淵
を
響
か
せ
る
オ
ペ
ラ

ー
ア
ド
ル
ノ
が
言
う
よ
う
に
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
手
の
届
か
な
い
ー
豪
奢
な
世
界
に
与
り
た
い
観
客
の
欲
望
を
満
た
す
た
め
に
、

因
習
的
な
演
出
を
繰
り
返
し
て
い
る
の
は
確
か
で
あ
る
。
劇
場
で
ア
リ
ア
の
終
わ
り
や
幕
切
れ
に
発
せ
ら
れ
る
歓
呼
の
声
は
し
ば
し
ば
、

歌
唱
の
質
や
上
演
の
内
容
を
讃
え
る
こ
と
な
く
、
観
客
自
身
の
欲
望
の
充
足
を
吐
露
し
て
い
よ
う
。
今
日
で
は
、
こ
の
よ
う
な
観
客
支
配

制
の
下
で
の
オ
ペ
ラ
の
上
演
は
、
最
新
の
デ
ィ
ジ
タ
ル
・
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
に
よ
っ
て
、
映
画
館
で
も
体
験
さ
れ
う
る
よ
う
に
も
な
っ
て
い

る
竺
゜

こ
う
し
て
、
展
示
価
値
を
高
め
た
オ
ペ
ラ
の
上
演
が
一
種
の
「
コ
ン
テ
ン
ツ
」
と
化
し
て
し
ま
う
と
、
今
な
お
オ
ペ
ラ
に
十
九
世
紀
の

栄
華
を
求
め
る
観
客
の
支
配
の
下
、
オ
ペ
ラ
は
歌
手
の
声
を
含
め
て
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
と
し
て
消
費
さ
れ
て
い
く
。
む
ろ
ん
、
ク
ラ
ウ
デ
ィ

オ
・
モ
ン
テ
ヴ
ェ
ル
デ
ィ
以
来
の
オ
ペ
ラ
の
歴
史
は
、
も
と
よ
り
劇
場
が
観
客
支
配
制
の
装
置
と
化
す
な
か
、
芸
術
と
し
て
は
凋
落
し
て

い
く
過
程
だ
っ
た
と
見
る
こ
と
も
で
ぎ
よ
う
[
咽
〕
o

ヴ
ァ
，
グ
ナ
|
の
「
未
来
の
芸
術
作
品
」
は
ヽ
そ
の
流
れ
に
楔
を
打
ち
込
も
う
と
し

た
の
だ
が
、
皮
肉
な
こ
と
に
新
た
な
物
神
崇
拝
へ
の
道
を
閲
い
て
し
ま
っ
た
と
い
う
の
が
、
『
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
試
論
』
に
お
け
る
ア
ド
ル

ノ
の
見
方
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
オ
ペ
ラ
の
歴
史
の
な
か
で
、
観
客
支
配
制
の
枠
組
み
を
内
側
か
ら
揺
さ
ぶ
ろ
う
と

す
る
オ
ペ
ラ
の
創
造
の
試
み
も
続
け
ら
れ
て
い
る
。
以
下
で
は
こ
の
よ
う
な
美
的
な
試
み
の
一
端
を
、
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
《
コ
ジ
・
フ
ァ

ン
・
ト
ウ
ッ
テ
》
と
細
川
俊
夫
の
《
リ
ア
の
物
語
》
に
見
る
こ
と
に
し
た
い
邑
゜

一
七
九

0
年
に
初
演
さ
れ
た
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
《
コ
ジ
・
フ
ァ
ン
・
ト
ウ
ッ
テ
》
が
、
彼
の
「
ダ
・
ポ
ン
テ
―
―
一
部
作
」
の
悼
尾
を
飾
る

リ
ブ
レ
ッ
ト

も
の
と
い
う
評
価
を
確
立
す
る
に
は
、
お
よ
そ
百
年
の
時
間
が
必
要
だ
っ
た
。
十
九
世
紀
の
あ
い
だ
、
と
く
に
そ
の
台
本
が
繰
り
返
し

「
非
道
徳
的
」
と
非
難
さ
れ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
二
人
の
貴
族
の
女
性
が
、
茶
番
に
し
か
見
え
な
い
誘
惑
に
乗
っ
て
し
ま
い
、
二
人
の

「
ア
ル
バ
ニ
ア
の
騎
士
」
と
の
結
婚
を
誓
約
す
る
な
ど
と
い
う
の
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
社
会
の
人
々
に
と
っ
て
、
合
理
的
な
判
断
に
も
と
づ

い
て
道
徳
的
に
振
る
舞
う
「
人
間
」
を
愚
弄
し
、
結
婚
の
前
提
と
な
る
べ
き
愛
の
真
剣
さ
を
嘲
笑
す
る
も
の
だ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
十
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写
員
＿
1

I写真1

ひろしまオペラルネッサンス2017公演

モーツァルト《コジ・ファン・トウッテ》第二幕

(2017年10月1日／］MSアステールプラザ大ホール）

cひろしまオペラ・音楽推進委員会

九
世
紀
末
に
リ
ヒ
ャ
ル
ト
・
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
と
グ
ス
タ
フ
・
マ
ー
ラ
ー
が
原
形
を
復
元
し
て
上
演
す
る
ま
で
、
《
コ
ジ
・
フ
ァ
ン
・
ト
ウ
ッ

テ
》
は
、
改
作
さ
れ
た
か
た
ち
で
細
々
と
上
演
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
よ
う
に
非
難
の
的
に
な
っ
て
き
た
こ
の
オ
ペ
ラ
・
ブ
ッ
フ
ア
の
台
本

は
、
「
―
―
一
部
作
」
の
な
か
で
唯
一
、
台
本
作
家
の
ほ
ぼ
完
全
な
創
作
に
も
と
づ
い
て
い
る
。
ロ
レ
ン
ツ
ォ
・
ダ
・
ポ
ン
テ
は
こ
の
台
本
を
、

同
時
代
を
舞
台
に
書
い
て
い
る
が
、
そ
の
際
に
彼
は
、
古
典
的
な
演
劇
の
形
式
と
当
時
の
啓
蒙
主
義
的
な
人
間
論
の
双
方
を
、
皮
肉
を
含

ん
だ
か
た
ち
で
参
照
し
て
い
る
。

ま
ず
、
《
コ
ジ
・
フ
ァ
ン
・
ト
ウ
ッ
テ
》
の
台
本
は
、
フ
ラ
ン
ス
古
典
主
義
演
劇
が
守
っ
て
き
た
三
一
致
の
法
則
に
則
っ
て
書
か
れ
て

い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
一
貫
し
て
ナ
ポ
リ
の
海
辺
を
舞
台
と
し
て
、
「
哲
学
者
」
が
賭
け
に
勝
つ
に
至
る
筋
が
一
日
の
う
ち
に
運
ば
れ
て
い

く
わ
け
だ
が
、
そ
れ
だ
け
に
偽
の
公
証
人
を
介
し
た
結
婚
の
誓
約
に
ま
で
至
る
二
人
の
女
性
の
「
貞
節
」
の
脆
さ
と
変
心
の
急
激
さ
が
際

立
つ
こ
と
に
な
る
。
ダ
・
ポ
ン
テ
は
ま
た
、
二
人
の
士
官
か
ら
大
金
を
せ
し
め
る
「
哲
学
者
」
ド
ン
・
ア
ル
フ
ォ
ン
ソ
に
、
彼
ら
の
恋
人

を
含
め
た
人
間
を
一
貰
し
て
唯
物
論
的
に
描
か
せ
て
い
る
。
そ
れ
は
あ
た
か
も
、
彼
が
機
械
論
的
に
人
間
を
捉
え
て

い
る
か
の
よ
う
だ
。
彼
は
実
際
、
ほ
ぼ
身
分
が
等
し
い
四
人
の
男
女
が
い
ず
れ
も
交
換
可
能
な
自
動
人
形
で
あ
る
か

の
よ
う
に
変
装
劇
を
演
出
し
て
い
る
日
。
た
だ
し
、
ダ
・
ポ
ン
テ
が
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
と
と
も
に
最
終
的
に
表
現
し

て
い
る
の
は
、
こ
の
劇
中
劇
を
演
じ
る
な
か
で
と
く
に
二
人
の
女
性
が
、
も
は
や
法
則
的
に
は
説
明
の
つ
か
な
い
飛

躍
を
遂
げ
て
、
新
し
い
相
手
に
対
す
る
熱
烈
な
恋
心
を
露
わ
に
す
る
に
至
る
過
程
で
あ
る
。

フ
ィ
オ
ル
デ
ィ
リ
ー
ジ
と
ド
ラ
ベ
ッ
ラ
は
、
あ
た
か
も
生
ま
れ
変
わ
っ
た
か
の
よ
う
に
、
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

他
者
と
も
言
う
べ
き
「
ア
ル
バ
ニ
ア
の
騎
士
」
に
身
を
委
ね
る
に
至
る
。
皮
肉
に
も
三
一
致
の
形
式
と
機
械
論
的
な

法
則
性
が
前
提
と
さ
れ
た
舞
台
で
、
こ
の
二
人
の
女
性
は
、
自
身
が
屈
す
る
社
会
の
「
人
間
」
像
を
踏
み
越
え
る
自

由
を
発
揮
す
る
の
だ
。
こ
の
飛
躍
を
衝
き
動
か
す
情
念
が
、
後
期
の
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
精
緻
な
音
楽
に
よ
っ
て
、
苛

酷
な
ま
で
の
真
実
性
に
お
い
て
表
現
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
、
《
コ
ジ
・
フ
ァ
ン
・
ト
ウ
ッ
テ
》
と
い
う
オ
ペ
ラ
の
魅
力

が
あ
る
丑
。
し
か
し
、
十
九
世
紀
の
人
々
は
そ
の
魅
力
を
拒
み
続
け
た
。
良
識
あ
る
「
人
間
」
の
能
力
の
根
底
に

あ
る
力
と
、
そ
れ
に
も
と
づ
く
自
由
が
自
身
の
う
ち
に
あ
る
こ
と
を
、
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
社
会
の
人
々
は
直
視
で
き
な

か
っ
た
の
だ
。
そ
の
こ
と
は
、
皮
肉
に
貫
か
れ
た
台
本
の
演
劇
的
な
装
置
と
、
透
明
な
響
き
に
も
と
づ
く
音
楽
と
の
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緊
張
関
係
の
下
に
こ
の
オ
ペ
ラ
・
ブ
ッ
フ
ア
が
現
出
さ
せ
る
、
善
悪
の
彼
岸
に
あ
る
力
の
戯
れ
が
、
当
時
の
オ
ペ

ラ
の
観
客
支
配
制
の
枠
組
み
に
介
入
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
証
し
立
て
て
い
よ
う
邑
。

と
こ
ろ
で
、
意
識
的
に
統
御
さ
れ
う
る
能
力
を
は
み
出
し
て
働
く
人
間
の
内
な
る
力
は
、
そ
れ
が
あ
る
閾
値
を

超
え
て
作
用
す
る
と
き
、
「
狂
気
」
と
し
て
姿
を
現
わ
す
こ
と
に
な
る
。
人
間
の
狂
乱
が
オ
ペ
ラ
の
歴
史
に
お
い

て
、
ガ
エ
タ
ー
ノ
・
ド
ニ
ゼ
ッ
テ
ィ
の
《
ラ
ン
メ
ル
モ
ー
ル
の
ル
チ
ア
》
な
ど
が
示
す
よ
う
に
、
ソ
プ
ラ
ノ
の
コ

ロ
ラ
ト
ゥ
ー
ラ
の
技
量
を
誇
示
す
る
た
め
の
ト
ボ
ス
の
―
つ
で
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
が
、
こ

の
と
き
狂
気
は
、
未
だ
―
つ
の
病
的
な
現
象
と
し
て
の
み
舞
台
に
載
せ
ら
れ
て
い
よ
う
。
狂
気
そ
の
も
の
を
作
品

の
内
部
で
掘
り
下
げ
た
最
初
の
オ
ペ
ラ
の
―
つ
が
、
ア
ド
ル
ノ
と
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
そ
の
最
初
の
プ
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン

に
接
し
た
ベ
ル
ク
の
《
ヴ
ォ
ツ
ェ
ッ
ク
》
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
む
ろ
ん
、
狂
気
は
す
で
に
十
七
世
紀
の
初

頭
に
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
『
リ
ア
王
』
に
お
い
て
、
登
場
人
物
の
没
落
と
こ
の
王
の
版
図
と
し

て
表
象
さ
れ
る
神
な
き
世
界
の
崩
壊
の
双
方
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
が
オ
ペ
ラ
と
し
て

響
い
た
の
は
、
二
十
世
紀
後
半
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
『
リ
ア
王
』
の
ほ
ぼ
全
体
に
取
り
組
ん

だ
ア
リ
ベ
ル
ト
・
ラ
イ
マ
ン
の
オ
ペ
ラ
《
リ
ア
》
は
、
一
九
七
八
年
に
ミ
ュ
ン
ヒ
ェ
ン
で
初
演
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
お
よ
そ
二
十
年
後
に
『
リ
ア
王
』
を
基
に
書
か
れ
、
同
じ
ミ
ュ
ン
ヒ
ェ
ン
で
初
演
さ
れ
て
い
る
の
が
、
細
川
俊
夫
の
《
リ
ア
の
物

語
》
で
あ
る
。
細
川
は
こ
の
オ
ペ
ラ
を
、
一
九
九
八
年
の
ミ
ュ
ン
ヒ
ェ
ン
・
ビ
エ
ン
ナ
ー
レ
に
お
け
る
初
演
の
演
出
を
担
当
し
た
鈴
木
忠

志
と
の
緊
密
な
共
同
作
業
を
つ
う
じ
て
作
曲
し
て
い
る
。
二
人
は
ま
ず
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
原
作
を
か
な
り
切
り
約
め
た
台
本
を
作

り
、
身
体
表
現
に
日
本
の
伝
統
的
な
舞
台
芸
術
の
要
素
を
取
り
入
れ
た
鈴
木
の
演
出
コ
ン
セ
プ
ト
を
意
識
し
な
が
ら
、
細
川
は
音
楽
を
書

い
て
い
る
邑
。
そ
の
末
に
出
来
上
が
っ
た
の
が
《
リ
ア
の
物
語
》
で
あ
る
が
、
そ
の
英
語
の
表
題
が

;(Vision
of L
e
a
r
"
と
な
っ
て
い
る

点
に
は
注
意
が
必
要
だ
ろ
う
。
そ
の
表
題
は
、
こ
の
オ
ペ
ラ
と
日
本
の
能
の
強
い
関
連
を
示
す
も
の
と
言
え
る
。
と
り
わ
け
夢
幻
能
に
お

ヴ
ィ
ジ
ョ
ン

い
て
は
、
旅
僧
な
ど
の
前
に
出
現
す
る
死
者
の
側
か
ら
、
こ
の
死
者
の
苦
悩
が
物
語
ら
れ
る
。
そ
こ
に
生
じ
る
夢
幻
の
か
た
ち
で
、
リ
ア

の
悲
劇
が
繰
り
広
げ
ら
れ
る
の
だ
。
こ
の
夢
幻
の
な
か
に
登
場
人
物
た
ち
は
、
夢
幻
能
と
ま
っ
た
く
同
様
に
、
霊
と
し
て
精
神
化
さ
れ
て

出
現
す
る
。
そ
し
て
、
そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
人
物
の
情
念
は
い
っ
そ
う
凝
縮
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

． 
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細
川
の
音
楽
は
、
《
リ
ア
の
物
語
》
に
お
い
て
こ
の
こ
と
に
呼
応
し
た
、
強
い
緊
張
感
に
貫
か
れ
て
い
る
。
と
く
に
注
目
さ
れ
る
べ
き

ヴ
ァ
ー
テ
イ
カ
ル
・
ク
イ
ム

は
、
打
楽
器
な
ど
の
強
烈
な
打
音
に
よ
っ
て
時
空
が
鋭
く
、
垂
直
的
に
断
ち
切
ら
れ
る
、
彼
が
「
垂
直
的
な
時
間
」
と
呼
ぶ
瞬
間
が
、
随

ハ

ン

ド

ル

ン

ク

ハ

ン

ド

ル

ン

ク

所
で
始
ま
り
を
画
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
玉
。
そ
れ
は
、
時
間
の
流
れ
の
み
な
ら
ず
、
台
本
の
筋
の
進
行
を
成
す
行
為
の
連
続
を

も
中
断
し
、
新
た
に
時
の
間
を
閲
く
。
こ
の
裂
け
目
と
し
て
の
間
か
ら
、
書
の
線
を
描
く
よ
う
に
1

細
川
は
自
身
の
音
楽
を
し
ば
し
ば

カ
リ
グ
ラ
フ
ィ
ー

「
空
間
と
時
間
の
書
」
と
定
義
し
て
い
る
1

歌
が
響
い
て
く
る
の
だ
。
そ
の
歌
は
、
通
常
の
歌
唱
に
加
え
て
、
シ
ュ
プ
レ
ヒ
ゲ
ザ

ン
グ
や
語
り
、
囁
き
、
さ
ら
に
は
呼
気
音
を
も
含
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
狂
気
と
し
て
表
わ
れ
、
世
界
の
崩
壊
を
も
た
ら
す
愚
行
へ
人
間
を

う
ご
め

衝
き
動
か
す
内
な
る
力
の
套
き
を
伝
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
演
劇
的
な
舞
台
の
進
行
と
の
緊
張
関
係
に
お
い
て
発
揮
さ
れ
る
細
川
の

音
楽
の
強
度
は
、
今
日
な
お
支
配
的
な
「
オ
ペ
ラ
」
の
観
念
を
変
え
う
る
に
ち
が
い
な
い
。

《
リ
ア
の
物
語
》
に
お
け
る
細
川
の
音
楽
は
、
そ
れ
以
前
の
彼
の
音
楽
と
同
様
に
、
音
が
嗚
り
響
く
こ
と
を
技
術
的
に
構
成
す
る
こ
と

に
終
始
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
音
と
沈
黙
の
関
係
、
さ
ら
に
は
歌
と
呼
吸
の
関
係
を
見
失
っ
た
従
来
の
西
洋
音
楽
に
対
す
る
批
判
を
含
む

か
た
ち
で
、
独
自
の
音
楽
を
追
求
す
る
な
か
か
ら
生
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
音
楽
が
、
こ
の
オ
ペ
ラ
に
お
い
て
は
、
狂
気
の
う
ち
に

も
口
を
開
け
る
「
人
間
」
の
深
淵
に
迫
っ
た
ド
ラ
マ
の
内
実
を
、
そ
の
時
系
列
的
な
進
行
と
の
緊
張
関
係
に
お
い
て
響
か
せ
て
い
る
の
で

あ
る
。
こ
の
こ
と
が
、
オ
ペ
ラ
そ
の
も
の
の
音
楽
11

劇
と
し
て
の
批
判
的
構
成
へ
の
回
路
を
閲
い
て
い
る
。
た
だ
し
そ
れ
は
、
ヴ
ァ
ー
グ

ナ
ー
が
試
み
た
よ
う
に
、
「
文
学
的
、
音
楽
的
、
演
技
的
」
要
素
の
総
合
I

そ
れ
は
同
時
に
近
代
的
分
業
の
美
的
否
定
で
も
あ
っ
た
の

だ
が
の
う
ち
に
「
人
間
」
の
全
体
性
を
復
元
す
る
こ
と
に
通
じ
る
も
の
で
は
な
い
。
新
た
な
音
楽
11

劇
は
む
し
ろ
、
全
一
的
な
「
人

間
」
の
像
が
今
や
「
幻
像
」
と
し
て
し
か
現
わ
れ
え
な
い
こ
と
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
こ
れ
ら
の
芸
術
的
要
素
の
緊
張
関
係
を
保
ち
な
が

ら
、
近
代
的
な
「
人
間
」
の
残
余
を
自
由
の
源
泉
と
な
る
力
と
し
て
、
音
楽
の
う
ち
に
そ
の
強
度
に
お
い
て
響
か
せ
る
こ
と
を
目
指
す
だ

ろ
う
。

「
人
間
」

の
残
余
の
媒
体
と
し
て
の
音
楽
11

劇
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こ
こ
で
は
最
後
に
、

オ
ペ
ラ
を
そ
の
よ
う
に
「
人
間
」
の
残
余
の
媒
体
を
な
す
音
楽
11

劇
と
し
て
批
判
的
に
捉
え
直
す
理
論
的
な
道

ト

ラ

ウ

ア

ー

シ

ュ

ピ

ー

ル

ト

ラ

ゲ

デ

ィ

エ

筋
を
、
と
く
に
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
『
ド
イ
ツ
悲
劇
の
根
源
』
の
準
備
の
た
め
に
書
い
た
初
期
の
断
章
、
「
近
代
悲
劇
と
ギ
リ
シ
ア
悲
劇
」

と
「
近
代
悲
劇
と
ギ
リ
シ
ア
悲
劇
に
お
け
る
言
語
の
意
味
」
の
議
論
の
一
端
か
ら
探
っ
て
み
た
い
。
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
彼
が

『
ド
イ
ツ
悲
劇
の
根
源
』
の
本
編
に
お
い
て
論
じ
て
い
る
の
は
、
ニ
ー
チ
ェ
の
「
音
楽
の
精
神
か
ら
の
悲
劇
の
誕
生
」
と
い
う
言
い
方
に

倣
う
な
ら
、
近
代
悲
劇
か
ら
の
オ
ペ
ラ
の
誕
生
で
あ
る
が
、
一
方
で
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、
バ
ロ
ッ
ク
以
後
の
オ
ペ
ラ
の
歴
史
的
展
開
を
念
頭

ト
ラ
ウ
ア
ー
シ
ュ
ピ
ー
ル

に
置
き
つ
つ
、
オ
ペ
ラ
の
誕
生
の
う
ち
に
バ
ロ
ッ
ク
の
悲
哀
の
劇
の
精
神
の
凋
落
を
見
て
い
る
。
「
文
学
的
創
作
、
と
く
に
バ
ロ
ッ
ク
悲

劇
と
い
う
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
オ
ペ
ラ
は
衰
退
の
産
物
と
映
る
ほ
か
は
な
い
」
玉
。
彼
は
、
こ
の
劇
に
お
け
る
対
話
の
表
現
自
体
に
、
歌

ム
ジ
ー
ク
テ
ア
ー
ク
＇

唱
と
の
親
和
性
を
見
な
が
ら
も
、
劇
そ
の
も
の
が
音
楽
劇
に
解
消
さ
れ
て
し
ま
う
と
、
悲
哀
の
劇
の
言
語
的
本
質
を
な
す
文
字
と
音
声

の
緊
張
そ
れ
が
感
情
を
鬱
積
さ
せ
る
障
壁
と
な
っ
て
、
哀
し
み
を
呼
び
起
こ
す
も
解
消
し
て
し
ま
い
、
劇
の
構
成
原
理
で
あ
る

哀
し
み
が
雲
散
霧
消
し
て
し
ま
う
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
バ
ロ
ッ
ク
悲
劇
論
の
準
備
段
階
で
書
か
れ
た
二
篇
の
断
章
に
お
い
て
、
近
代
悲
劇
が
ギ
リ
シ
ア
悲
劇
の
よ
う
に
自
足

的
に
完
結
し
て
お
ら
ず
、
音
楽
へ
の
移
行
の
中
間
段
階
に
あ
る
と
述
べ
る
と
き
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
歴
史
的
な
現
実
と
し
て
で
は
な
く
、
む

し
ろ
理
念
的
な
可
能
性
に
お
い
て
音
楽
を
想
定
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
彼
に
よ
る
と
、
ギ
リ
シ
ア
悲
劇
に
お
い
て
登
場
人
物
の
感
情

は
、
対
話
の
な
か
の
言
葉
に
お
の
ず
と
解
消
さ
れ
、
そ
れ
と
と
も
に
悲
劇
は
自
己
完
結
し
て
い
く
。
こ
れ
に
対
し
て
近
代
悲
劇
の
登
場
人

物
の
感
情
に
は
、
む
し
ろ
言
葉
を
拒
む
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
の
こ
と
が
ま
さ
に
台
詞
の
な
か
で
露
呈
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
感
情
が
鬱
積

し
て
い
く
の
だ
。
そ
し
て
、
文
字
と
音
声
の
緊
張
の
な
か
に
塞
き
止
め
ら
れ
た
感
情
は
、
最
終
的
に
「
純
粋
な
感
情
の
言
語
で
あ
る
音
楽

へ
と
移
行
す
る
」
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
る
言
こ
う
し
た
意
味
で
近
代
悲
劇
は
、
音
楽
へ
の
移
行
の
中
間
段
階
に
あ
る
―
つ
の
ト
ル
ソ
ー

な
の
だ
が
、
そ
の
自
己
解
体
の
先
に
響
く
音
楽
は
、
言
葉
と
し
て
表
わ
し
き
れ
な
か
っ
た
感
情
を
嗚
り
轡
か
せ
る
は
ず
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、
「
近
代
悲
劇
と
ギ
リ
シ
ア
悲
劇
」
に
お
い
て
こ
う
述
べ
て
い
る
。
「
近
代
悲
劇
の
残
余
と
は
音
楽
で
あ

る」
[

B

]

。
悲
哀
の
劇
と
い
う
形
式
の
う
ち
に
残
余
と
し
て
堆
積
し
た
も
の
は
、
音
楽
の
う
ち
に
掬
い
取
ら
れ
、
表
出
さ
れ
る
の
だ
。
だ

が
、
こ
の
と
き
音
楽
は
ど
の
よ
う
に
嗚
り
響
く
の
か
。
い
や
、
そ
も
そ
も
こ
の
よ
う
な
音
楽
に
お
け
る
救
済
へ
の
回
路
を
、
素
朴
に
想
定

で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
問
い
を
抱
き
な
が
ら
、
彼
は
『
ド
イ
ツ
悲
劇
の
根
源
』
の
本
編
で
、
歴
史
上
の
オ
ペ
ラ
を
「
衰
退
の
産

．
 ．
 ．
 ．
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物
」
と
し
て
批
判
的
に
論
じ
た
に
ち
が
い
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
後
彼
に
と
っ
て
音
楽
は
、
基
本
的
に
は
「
縁
遠
い

分
野
」
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
バ
ロ
ッ
ク
悲
劇
の
準
備
の
た
め
に
書
か
れ
た
二
つ
の
断
章
の
な
か

で
、
「
救
済
す
る
」
も
の
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
音
楽
自
体
を
、
言
葉
に
な
ら
な
い
も
の
と
の
緊
張
関
係
、
さ
ら
に

は
沈
黙
と
音
響
の
緊
張
を
焦
点
に
掘
り
下
げ
る
な
ら
ば
、
「
近
代
悲
劇
の
残
余
と
は
音
楽
で
あ
る
」
と
い
う
言
葉
を
、

も
う
一
歩
踏
み
込
ん
だ
か
た
ち
で
解
釈
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
[
四
悶

も
し
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
実
演
に
接
し
た
《
ヴ
ォ
ツ
ェ
ッ
ク
》
の
批
評
を
書
い
て
い
た
な
ら
、
言
語
の
残
余
の
媒
体
と

し
て
の
音
楽
の
意
義
を
、
ベ
ル
ク
の
新
し
い
音
楽
に
そ
く
し
て
検
討
す
る
こ
と
を
つ
う
じ
て
、
バ
ロ
ッ
ク
悲
劇
論
と

は
異
な
っ
た
オ
ペ
ラ
に
つ
い
て
の
見
方
を
示
し
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
批
評
は
書
か
れ
る
こ
と
は

な
く
、
「
新
音
楽
」
の
美
学
に
も
と
づ
い
て
オ
ペ
ラ
の
可
能
性
を
探
る
と
い
う
問
題
意
識
は
、
ア
ド
ル
ノ
に
引
き
継

が
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
一
端
を
示
す
も
の
と
し
て
、
彼
が
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
思
想
の
影
響
下
で
冑
い
た
比
較
的
初

期
の
連
作
エ
ッ
セ
イ
「
劇
場
の
自
然
史
」
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
と
り
わ
け
そ
の
最
終
章
「
終
曲
と
し
て
の

円
天
井
」
は
、
歌
劇
場
の
円
天
井
の
空
間
に
オ
ペ
ラ
そ
の
も
の
の
寓
意
を
見
な
が
ら
、
そ
こ
を
僻
い
「
被
造
物
の
音

声
」
が
救
い
出
さ
れ
う
る
場
と
捉
え
返
そ
う
と
す
る
も
の
と
言
え
る
。
ア
ド
ル
ノ
に
よ
る
と
、
円
天
井
は
天
空
と

室
内
を
隔
て
な
が
ら
音
を
反
射
し
、
音
響
を
生
み
出
す
が
、
こ
の
と
き
被
造
物
の
声
は
、
円
天
井
の
空
間
に
漂
う

反
響
、
す
な
わ
ち
術
と
し
て
、
忘
れ
ら
れ
る
こ
と
な
く
嗚
り
響
く
の
だ
。
「
最
も
夢
い
も
の
は
、
円
天
井
の
反
轡
の
一

う
ち
に
、
突
如
と
し
て
救
わ
れ
た
か
た
ち
で
姿
を
現
わ
す
」
〔
竺
゜

「
最
も
停
い
も
の
」
、
言
い
換
え
る
な
ら
、
近
代
的
な
「
人
間
」
が
目
を
背
け
て
き
た
も
の
や
、
そ
れ
と
と
も
に

「
人
間
」
の
歴
史
が
捨
て
去
っ
て
き
た
も
の
、
こ
れ
が
劇
場
の
空
間
に
音
楽
と
し
て
鳴
り
響
く
。
ア
ド
ル
ノ
の
言
葉

を
そ
う
解
す
る
な
ら
、
ま
た
同
時
に
オ
ペ
ラ
の
台
本
を
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
近
代
悲
劇
論
の
地
平
の
な
か
へ
引
き
人
れ
る

な
ら
、
「
近
代
悲
劇
の
残
余
」
と
し
て
の
音
楽
を
、
「
人
間
」
の
残
余
を
響
か
せ
る
も
の
と
し
て
考
察
す
る
こ
と
が
で

き
よ
う
。
台
本
の
テ
ク
ス
ト
と
そ
の
解
読
に
よ
っ
て
残
余
の
所
在
が
言
葉
に
よ
っ
て
突
き
止
め
ら
れ
る
と
と
も
に
、

こ
の
最
終
的
に
は
言
葉
に
な
ら
な
い
も
の
が
、
沈
黙
と
拮
抗
す
る
音
楽
の
う
ち
に
響
き
出
る
と
き
、
オ
ペ
ラ
は
「
人
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間
」
の
残
余
の
媒
体
を
な
す
音
楽
11

劇
と
し
て
構
成
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
オ
ペ
ラ
を
、
言
語
的
形
式
と
音
楽
的
形
式
の
緊
張
関

係
に
お
い
て
捉
え
直
す
こ
と
は
、
現
在
に
至
る
ま
で
の
オ
ペ
ラ
の
歴
史
的
な
現
象
形
態
に
対
す
る
批
判
的
反
省
を
踏
ま
え
て
、
新
作
の
創

作
と
旧
作
の
新
演
出
に
よ
る
上
演
の
双
方
の
美
的
な
内
実
を
、
現
在
へ
の
強
い
問
い
か
け
を
含
ん
だ
も
の
と
し
て
見
い
だ
す
回
路
を
開
く

と
考
え
ら
れ
る
。

今
や
「
コ
ン
テ
ン
ツ
産
業
」
と
化
し
た
文
化
産
業
の
エ
コ
ノ
ミ
ー
と
結
び
つ
い
た
次
元
に
お
け
る
オ
ペ
ラ
の
現
象
形
態
は
、
た
し
か
に

眩
惑
的
と
形
容
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
の
な
か
で
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
「
神
経
反
射
と
煽
情
に
も
と
づ
く
大
衆
に
よ
る
支
配
」
と
呼
ん
だ
観

客
支
配
制
の
下
、
商
品
と
し
て
作
ら
れ
た
「
人
間
」
の
幻
像
が
礼
賛
さ
れ
、
消
費
さ
れ
る
が
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
の
生
を
生
物

学
的
な
次
元
の
み
な
ら
ず
、
言
語
的
な
次
元
に
お
い
て
も
す
み
ず
み
ま
で
剥
き
出
し
に
し
、
デ
ー
タ
と
し
て
使
い
尽
く
し
て
い
く
「
生

11

権
力
」
の
支
配
は
強
ま
る
ば
か
り
で
あ
る
日
。
し
か
し
、
音
楽
11

劇
と
し
て
批
判
的
に
構
成
さ
れ
た
オ
ペ
ラ
に
は
、
「
生
11

権
力
」
の

政
治
を
見
通
し
な
が
ら
、
そ
の
視
線
か
ら
逃
れ
て
い
く
も
の
を
救
い
出
す
潜
在
力
が
あ
る
は
ず
だ
。
こ
の
新
た
な
オ
ペ
ラ
は
、
《
コ
ジ
・

フ
ァ
ン
・
ト
ウ
ッ
テ
》
の
デ
ス
ピ
ー
ナ
や
《
ヴ
ォ
ツ
ェ
ッ
ク
》
の
主
人
公
の
よ
う
な
、
歴
史
の
な
か
で
捨
て
去
ら
れ
て
い
く
者
た
ち
の
抵

抗
の
記
憶
を
現
在
に
呼
び
起
こ
し
つ
つ
、
近
代
的
な
「
人
間
」
像
か
ら
は
こ
ぼ
れ
落
ち
て
い
く
人
間
の
内
な
る
力
を
、
沈
黙
と
の
拮
抗
に

お
い
て
鳴
り
響
か
せ
る
。
細
川
俊
夫
の
《
リ
ア
の
物
語
》
に
お
け
る
、
時
の
流
れ
が
断
ち
切
ら
れ
る
瞬
間
は
、
こ
う
し
て
オ
ペ
ラ
が
「
人

間
」
の
残
余
が
響
き
出
る
媒
体
と
な
る
可
能
性
を
暗
示
し
て
い
よ
う
。
こ
の
可
能
性
へ
向
け
て
、
オ
ペ
ラ
は
今
、
音
楽
11

劇
と
し
て
批
判

的
に
構
成
さ
れ
う
る
と
考
え
ら
れ
る
。

．
 ．
 ．
 ．
 

柿
木
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之
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か
き
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．
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大
学
国
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学
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学
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学
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p
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e
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t
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n
h
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u
s
e
r
 rn d
i
e
 L
u
f
t
!
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＾)in: D
e
r
 Spiegel J
a
h
r
g
a
n
g
 1
9
6
7
 H
e
f
t
 40, H
a
m
b
u
r
g
:
 S
p
i
e
g
e
l
,
V
e
r
l
a
g
,
 

2
5
.
9
.
1
9
6
7
,
 S. 
172. 

竺
デ
id.,
S. 
166・ 

竺
プ
ラ
ト
ン
の
『
法
律
』
（
と
く
に
7
0
0
a—7
0
1
b
)
に
由
来
す
る
「
観
客
支
配
制
」
の
概
念
に
つ
い
て
示
唆
的
な
論
考
と
し
て
、
以
下
を
参
照
。

C
h
r
i
s
t
o
p
h
 M
e
n
k
e
,
 D
i
e
 Kraft der K
u
n
s
t
,
 F
r
a
n
k
f
u
r
t

苔

1
M
昔

~
s已
r
k
a
m
p
,

2
0
1
3
,
 S. 
lllff・ 

竺
こ
の
視
点
に
つ
い
て
は
、
演
劇
と
は
何
か
を
掘
り
下
げ
つ
つ
、
観
客
支
配
に
抗
す
る
演
劇
の
可
能
性
を
問
う
以
下
の
論
考
か
ら
示
唆
を
得

た。

I
d
g
n
,
v
,
K
r
i
t
i
k
§
d
A
p
o
l
o
g
i
e
 d
e
s
 T
h
e
a
t
e
r
s
^

＾,in
こ
M
e
rぎ`
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Stuttgart: Klett,Kotta, 7
1
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J
a
h
r
g
a
n
g
,
 F
e
b
r
u
a
r
 2
0
1
7
,
 S. 47ff. 

竺
「
音
楽
11

劇
」
の
表
記
は
、
と
く
に
以
下
の
論
考
の
提
案
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。

R
e
g
i
n
e
E
l
z
e
n
h
e
i
m
e
r
,
 Pause. S
c
h
w
e
i
g
e
n
.
 Stille.: 

D
r
a
m
a
t
u
r
g
i
e
n
 der A

ぎ
esenbeit
封
Postdr怠
m
且
s
c
h
e
n
M
苔
K'Theater,
W
i
i
r
z
b
u
r
g
:
 K
i
i
n
i
g
s
h
a
u
s
g
u
n
d
 N
e
u
m
a
n
n
,
 2
0
0
8
,
 S. 
22ff.
そ

の
議
論
は
、
音
楽
と
演
劇
、
そ
し
て
オ
ペ
ラ
に
お
け
る
休
止
や
沈
黙
な
ど
の
意
義
を
作
品
に
そ
く
し
て
検
討
し
な
が
ら
、
音
楽
と
演
劇
の

緊
張
関
係
へ
注
意
を
向
け
る
も
の
と
言
え
よ
う
。
そ
の
重
要
性
に
鑑
み
、
こ
こ
で
も
「
音
楽
11

劇

(
M
u
s
i
k
,
T
h
e
a
t
e
r
)
」
と
い
う
術
語
を

採
用
す
る
。

渭
一
＜
奇
lter
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e
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m
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,
 Brief a
n
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e
o
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r
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i
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r
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,
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r
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葵
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u
r
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 S. 
157f・ 

'
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i
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d
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r
n
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R
 

渭
―

I
d
e
m
,
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n
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h
.
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i
e
s
e
n
g
r
u
n
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'
A
d
o
r
n
o
 u
n
d
 G
r
e
t
e
l
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d
o
r
n
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 Paris, 16.9.1938, ibid., S. 334ff・ 
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i
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 Brief a
n
 W
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g
j
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0
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 V, F
r
a
n
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u
r
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m
 Ma
i
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:
 

S
u
h
r
k
a
m
p
,
 1
9
8
2
,
 S. 
50.
ア
ド
ル
ノ
に
よ
る
こ
の
梗
概
に
対
す
る
批
判
は
、
以
下
の
書
簡
で
展
開
さ
れ
て
い
る
。

T
h
.
W
i
e
s
e
n
g
r
u
n
d
'
 

A
d
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n
o
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d
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r
e
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r
p
l
u
s
,
 Brief a
n
 W
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,
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W
 B
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 B
r
i
e
f
 

葵
ecbse[＂
s.
138ff・ 

竺
T
h
.
W
.
 A
d
o
r
n
o
,
 Versuch iiber W
a
g
n
e
r
,
 in: 
G
e
s
a
m
m
e
l
t
e
S
c
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r
i
f
t
e
n
 (
A
C
S
)
 B
d
.
 13, F
r
a
n
k
f
u
r
t
 a
m
 Ma
i
n
:
 S
u
h
r
k
a
m
p
,
 1
9
7
1
,
 S. 
82. 

竺
Cf・

ぷ
ミ
・)S.
82f. u
n
d
 S. 92. 

旧
―

I

ざ芹
S
.

86. 

竺
「
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
が
、
分
業
の
原
理
と
い
う
物
神
を
、
『
現
に
生
き
て
い
る
』
人
間
、
す
な
わ
ち
全
体
と
し
て
の
自
由
な
人
間
の
名
に
お
い

て
非
難
し
、
解
放
さ
れ
た
人
間
に
お
い
て
感
覚
器
官
が
も
は
や
損
な
わ
れ
る
こ
と
な
く
統
合
さ
れ
る
よ
う
に
、
芸
術
ど
う
し
が
協
働
し
、

連
帯
す
る
こ
と
を
求
め
る
と
き
、
彼
は
そ
れ
に
よ
っ
て
現
実
性
の
あ
る
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
ヘ
の
要
求
を
掲
げ
て
い
た
。
彼
の
な
か
で
こ

の
要
求
は
、
労
働
過
程
を
合
理
的
に
制
御
す
る
こ
と
で
自
由
に
貢
献
す
る
代
わ
り
に
、
陶
酔
と
眩
惑
に
転
化
し
た
」
。

Ibid.,
S. 
105. 
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e
r
 Au/kliiru
姦
i
n
"
A
G
S
B
d
.
 3, 
1
9
8
1
,
 S. 
147ff・ 

旧
一
言
う
ま
で
も
な
く
こ
こ
で
念
頭
に
あ
る
の
は
、
あ
る
歌
劇
場
が
世
界
的
に
展
開
し
て
い
る

c(Live
V
i
e
w
i
n
g
"
で
あ
る
。
そ
こ
で
観
ら
れ

る
上
演
の
多
く
が
、
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
か
ら
プ
ッ
チ
ー
ニ
に
至
る
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
な
レ
パ
ー
ト
リ
ー
の
ス
ペ
ク
タ
キ
ュ
ラ
ー
な
上
演
で
あ
る

こ
と
も
、
付
け
加
え
る
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。

咽
一
こ
の
よ
う
な
オ
ペ
ラ
の
歴
史
に
つ
い
て
見
通
し
を
与
え
る
論
考
と
し
て
、
以
下
を
参
照
。
岡
田
暁
生
『
オ
ペ
ラ
の
運
命
1

十
九
世
紀
を

魅
了
し
た
「
一
夜
の
夢
」
』
中
央
公
論
新
社
、
二

0
0
一
年
。

刀
一
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
《
コ
ジ
・
フ
ァ
ン
・
ト
ゥ
ッ
テ
》
と
細
川
俊
夫
の
《
リ
ア
の
物
語
》
に
関
す
る
以
下
の
議
論
は
、
こ
れ
ら
の
作
品
の
広

島
で
の
上
演
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
作
品
解
説
と
し
て
寄
稿
し
た
拙
稿
に
も
と
づ
い
て
い
る
。
「
夢
幻
能
の
精
神
か
ら
の
新
た
な
オ
ペ
ラ
の
誕

生
1

細
川
俊
夫
の
《
リ
ア
の
物
語
》
に
よ
せ
て
」
、

H
i
r
o
s
h
i
m
a
H
a
p
p
y
 N
e
w
 E
a
r
 O
p
e
r
a
 II 
:
細
川
俊
夫
《
リ
ア
の
物
語
》
公
演
プ
ロ

グ
ラ
ム
、
ひ
ろ
し
ま
オ
ペ
ラ
・
音
楽
推
進
委
員
会
、
二

0
一
五
年
。
「
清
澄
な
響
き
の
な
か
に
開
か
れ
る
人
間
の
内
な
る
深
淵
ー
モ
ー
ツ
ァ

ル
ト
の
《
コ
ジ
・
フ
ァ
ン
・
ト
ウ
ッ
テ
》
に
よ
せ
て
」
、
ひ
ろ
し
ま
オ
ペ
ラ
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
公
演
＂
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
《
コ
ジ
・
フ
ァ
ン
・
ト
ウ
ッ

テ
》
プ
ロ
グ
ラ
ム
、
二

0
一
七
年
。

竺
ド
ン
・
ア
ル
フ
ォ
ン
ソ
の
機
械
論
的
人
間
観
と
そ
れ
に
も
と
づ
く
劇
中
劇
の
演
出
な
ど
に
つ
い
て
、
以
下
の
論
考
を
参
照
。

M
l
a
d
e
n

Dolar, 
"If m
u
s
i
c
 b
e
 t
h
e
 f
o
o
d
 o
f
 love", in"Slavoj Z
i
z
e
k
 a
n
d
 M
・
D
o
l
a
r
,
0
p
e
r
dゲ

s
S
e
c
oミ
d
D
e
a
登
N
e
w
Y
o
r
k
"
R
o
u
t
l
e
d
g
e
,
 2
0
0
2
,
p
p
.
 

6
1ー

69.
日
本
語
訳
は
、
ム
ラ
デ
ン
・
ド
ラ
ー
「
音
楽
が
愛
の
糧
で
あ
る
な
ら
ば
」
、
ス
ラ
ヴ
ォ
イ
・
ジ
ジ
ェ
ク
、

M
・
ド
ラ
ー
「
オ
ペ
ラ
は

二
度
死
ぬ
』
中
山
徹
訳
、
青
土
社
、
二

0
0
三
年
、
一
―
二
頁
以
下
。

?
C
f
.
 ibid., p
p
.
 6
9ー

73.
前
掲
訳
書
‘
―
二
七
頁
以
下
参
照
。

5

一
自
己
意
識
に
よ
る
統
御
を
越
え
て
働
く
こ
の
人
間
の
内
な
る
力
に
つ
い
て
、
以
下
の
論
考
を
参
照
。

C
.
M
e
n
k
e
,
 K
r
a
f
t
"
E
i
n
 G
r
u
n
d苓＇

griff asthe
昔
h
e
r
Anthropologie, F
r
a
n
k
f
u
r
t
 a
m
 M
a
i
n
"
S
u
h
r
k
a
m
p
,
 2
0
0
8
,
 S. 53ff. 

カ
ー
オ
ペ
ラ
《
リ
ア
の
物
語
》
の
作
曲
過
程
に
つ
い
て
、
以
下
の
対
談
書
を
参
照
。

T
o
s
h
i
o
H
o
s
o
k
a
w
a
 u
n
d
 W
a
l
t
e
r
,
W
o
l
f
g
a
n
g
 Sparrer, 

T
o
s
h
i
a
 H
o
s
o
k
a
w
a

ー

Stille
u
n
d
 K
l
a
n
g
,
 S
c
言
百
且
d
Licht: G
e
s
p
r
a
c
h
e
 m
i
t
 W
s
[
i
e
r
,
W
o
l
f
g
a
n
g
 Sparrer, H
o
f
h
e
i
m
"
W
o
臣
e,
2
0
1
2
,
 S. 

152f.
日
本
語
訳
は
、
細
川
俊
夫
「
細
川
俊
夫
音
楽
を
語
る
1

静
寂
と
音
響
、
影
と
光
』
柿
木
伸
之
訳
、
ア
ル
テ
ス
パ
ブ
リ
ッ
シ
ン
グ
、

―1
0
一
六
年
、
二
四
一
頁
以
下
。
な
お
、
細
川
は
鈴
木
の
演
劇
作
品
「
リ
ア
の
物
語
』
に
触
発
さ
れ
て
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
『
リ
ア
王
』

に
も
と
づ
く
オ
ペ
ラ
の
作
曲
を
思
い
立
っ
た
と
述
べ
て
い
る
が
、
鈴
木
の
作
品
の
英
語
の
表
題
は
よ
{Tales
o
f
 L
e
a
r
"
、
文
字
ど
お
り
「
リ

ア
の
物
語
」
で
あ
る
。

5

一
こ
の
点
は
、
細
川
自
身
も
《
リ
ア
の
物
語
》
の
音
楽
の
特
徴
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。

L.c.
前
掲
訳
書
、
同
所
参
照
。

刀一

<
[
B
e
n
j
a
m
i
n
,
U
r
s
p
r
u
n
g
 des deutschen Trauerspiels, i
n
"
B
G
S
 B
d
.
 I,
 

1
9
7
4
,
 S. 386・ 

．
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竺
I
d
e
m
,
v
,
D
i
e
B
e
d
e
u
t
u
n
g
 d
e
r
 S
p
r
a
c
h
e
 m
 Trauersp1el u
n
d
 Tragi:idiê

,^ m
:
 B
G
S
B
d
.
 II, 
1
9
7
7
,
 S・139・ 

?
I
d
e
m
,
 ≫
 Trauerspiel u
n
d
 Tragi:idiê

,^ ibid., S. 
137. 

内
一
そ
の
―
つ
の
方
向
性
を
示
す
も
の
と
し
て
、
以
下
の
論
考
を
参
照
。
そ
こ
で
は
音
楽
が
、
そ
れ
自
体
と
し
て
言
葉
を
拒
む
嘆
き
を
救
い
出

す
芸
術
と
し
て
、
幸
福
の
概
念
も
視
野
に
収
め
な
が
ら
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

Sigrid
W
e
i
g
e
l
,
v
,
D
i
e
 G
e
b
u
r
t
 d
e
r
 M
u
s
i
k
 a
u
s
 d
e
r
 K
l
a
g
e
:
 

Z
u
r
n
 Z
u
s
a
m
m
e
n
h
a
n
g
 v
o
n
 T
r
a
u
e
r
 u
n
d
 M
u
s
i
k
 in B
e
n
j
a
m
i
n
s
 m
u
s
i
k
t
h
e
o
r
e
t
i
s
c
h
e
n
 T
h
e
s
e
n
^,^ in: 
T
o
b
i
a
s
 R
o
b
e
r
t
 K
l
e
i
n
 (Hg.), 

K
l
a
n
g
 u
n
d
 M
u
s
i
k
 bei W
a
l
t
e
r
 B
e
嚢
溶
m
芦
M
i
i
n
c
h
e
n
:
F
i
n
k
,
 2
0
1
3
,
 S. 
88ff. 

⑳

I
 

T
h
.
 W
.
 A
d
o
r
n
o
,
v
,
N
a
t
u
r
g
e
s
c
h
i
c
h
t
e
 d
e
s
 T
h
e
a
t
e
r
s
^

＾
9

百
A
G
S
B
d
.
 16, 
1
9
7
8
,
 S. 
3
2
0
.
 

F
-
V
[
B
e
n
j
a
m
i
n
,
 ≫
W
a
s
 ist d
a
s
 e
p
i
s
c
h
e
 T
h
e
a
t
e
r
 1̂

,^ in: B
G
S
 Bd
.
 II, S. 5
2
8
.
こ
の
よ
う
な
「
生
11

権
力
」
の
支
配
に
つ
い
て
の
理
論
と
し

て
、
以
下
の
論
考
を
参
照
。
ジ
ョ
ル
ジ
ョ
・
ア
ガ
ン
ベ
ン
『
ホ
モ
・
サ
ケ
ル
ー
主
権
権
力
と
剥
き
出
し
の
生
』
高
桑
和
巳
訳
、
以
文
社
、

二

0
0
-
―一年。




