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アドルフ・アッピア演出作品の再現上演のために（１）

「
ア
ド
ル
フ
・
ア
ッ
ピ
ア
演
出
作
品
の
再
現
上
演
の
た
め
に
（
１
）

〜
『R

ekonstruktion der Z
ukunft : R

aum
 - L

icht - B
ew

egung - U
topie

』

（
２
０
１
７
）
調
査
を
経
て
」

横
田
宇
雄

■
１
ー
１

　
理
論
的
背
景

　

本
論
考
は
、
２
０
２
３
年
12
月
５
日
に
実
地
調
査
を
行
っ
た

ヘ
レ
ラ
ウ
祝
祭
劇
場
（H

ellerau Festspielhaus
）
を
対
象
に
、

再
現
上
演
に
お
け
る
視
覚
的
要
素
の
役
割
を
考
察
す
る
。

　

調
査
報
告
に
入
る
前
に
、
論
の
概
観
を
示
し
て
お
き
た
い
。

　

本
論
は
、
上
演
芸
術
に
お
け
る
広
い
意
味
で
の
視
覚
的
領
域

（Visual D
om

ain

）
を
扱
う
視
覚
文
化
論
で
あ
る
           1 

。
本
論
で
扱

う
範
囲
を
ま
ず
は
限
定
し
て
み
た
い
。

　

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
詩
学
に
お
い
て
、
舞
台
装
置
や
衣
装
、

小
道
具
と
い
っ
た
要
素
は
悲
劇
を
構
成
す
る
六
つ
の
要
素
の
一

つ
で
あ
り
「
視
覚
的
装
飾
（opseōs kosm

os, opsis

）」
と
言
わ

れ
る
           2 

。
こ
れ
は
『
詩
学
』
の
中
で
、
カ
タ
ル
シ
ス
を
生
み
出
す

要
素
で
は
あ
る
が
、
朗
誦
に
劣
る
と
さ
れ
て
い
る
           3 

。
視
覚
よ
り

も
、
言
語
に
よ
る
認
知
が
優
れ
て
い
る
と
い
う
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー

ス
的
詩
学
を
構
築
す
る
理
由
の
一
つ
に
な
っ
て
い
る
。
観
客
が

受
動
的
に
受
け
取
る
感
覚
的
要
素
よ
り
も
、
観
客
の
能
動
的
な

知
的
活
動
が
優
先
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
は
詳
し
く
扱
わ
な
い
が
、「opsis

」
は
、R

oselyne 

D
upont -R

oc 

とJean Lallot

に
よ
る
フ
ラ
ン
ス
語
訳La 

Poétique

（
１
９
８
０
）
に
お
い
て
「spectacle

（
光
景
、見
世
物
）」

と
訳
さ
れ
て
い
る
。
第
26
章
「
悲
劇
は
そ
の
少
な
か
ら
ぬ
要
素

と
し
て
音
楽
（
歌
曲
）
と
視
覚
的
装
飾
（kai tas opseis

）
を
も
っ

て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
悲
劇
が
も
た
ら
す
よ
ろ

調
査
報
告
書
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一
つ
の
補
助
線
と
し
て
、
古
楽
論
か
ら
分
析
方
法
を
検
討
し

て
み
た
い
。

　

ハ
ン
タ
ー
（
２
０
１
４
）
は
、
古
楽
の
再
現
上
演
に
お
い
て
、

３
つ
の
主
た
る
要
素
を
取
り
上
げ
           5 

、
以
下
の
よ
う
に
論
じ
る
。

　

い
わ
ゆ
る
Ｈ
Ｉ
Ｐ
の
議
論
は
、
90
年
代
に
ア
メ
リ
カ
で
流

行
し
た
バ
ロ
ッ
ク
音
楽
の
再
解
釈
を
論
じ
る
も
の
で
あ
る
が
、

再
現
上
演
を
考
察
す
る
上
で
も
有
意
義
な
も
の
で
あ
る
。
特

に
、
視
覚
的
要
素
が
テ
キ
ス
ト
と
ど
の
よ
う
に
関
連
し
て
い

る
か
を
整
理
す
る
た
め
に
キ
ヴ
ィ
の
演
奏
に
お
け
る
正
当
性

　

上
演
の
実
践
ま
た
方
法
論
が
、
直
接
的
・
間
接
的
に

作
品
発
表
当
時
の
資
料
に
も
と
づ
い
て
お
り
、
作
品
が

本
来
作
ら
れ
た
音
響
的
・
観
念
的
・（
オ
ペ
ラ
の
場
合

に
は
）
視
覚
的
条
件
に
関
し
て
、
解
釈
上
の
決
定
が
あ

る
こ
と
を
伝
え
る
た
め
に
、
そ
れ
ま
で
の
『
権
威
的

（authentic

）』
と
い
う
用
語
に
替
わ
り
、『
歴
史
的
に

伝
え
ら
れ
た
』
ま
た
『
歴
史
的
な
気
付
き
』
と
い
う
語

が
１
９
９
０
年
代
以
降
に
用
い
ら
れ
た
           6 

。

こ
び
は
き
わ
め
て
い
き
い
き
と
し
た
も
の
と
な
る
」
に
お
け
る

視
覚
的
装
飾
は
、
目
に
み
え
る
要
素
で
は
な
く
悲
劇
の
一
つ
の

性
質
を
表
し
て
い
る
の
で
あ
り
、「spectacle

」
と
い
う
訳
語
は
、

そ
の
文
脈
を
押
さ
え
て
い
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
が
生
き
た

年
代
を
鑑
み
れ
ば
、
彼
は
エ
ウ
リ
ピ
デ
ー
ス
劇
は
劇
場
で
見
た

で
あ
ろ
う
が
、
視
覚
的
装
飾
を
活
か
し
た
と
言
わ
れ
る
ア
イ
ス

キ
ュ
ロ
ス
劇
を
見
て
は
い
な
か
っ
た
は
ず
で
、
あ
く
ま
で
記
録

に
残
さ
れ
た
戯
曲
あ
る
い
は
逸
話
と
し
て
の
ア
イ
ス
キ
ュ
ロ
ス

劇
を
論
じ
て
い
る
こ
と
を
検
討
に
入
れ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

　

こ
の
視
覚
的
装
飾
は
、
ロ
ゴ
ス
中
心
主
義
に
と
っ
て
非
本
質

的
な
要
素
と
し
て
17
世
紀
フ
ラ
ン
ス
古
典
劇
か
ら
20
世
紀
初
頭

の
ド
ラ
マ
的
演
劇
ま
で
詩
学
理
論
あ
る
い
は
文
学
理
論
か
ら
遠

ざ
け
ら
れ
て
き
た
わ
け
だ
が
、
こ
の
テ
キ
ス
ト
優
位
の
上
演
芸

術
観
を
改
革
し
た
の
が
、
本
論
考
で
対
象
に
す
る
ア
ド
ル
フ
・

ア
ッ
ピ
ア
（Adolphe A

ppia, 1862 -1928

）
そ
の
人
で
あ
る
。

■
１
ー
２

　
方
法
（
歴
史
的
知
識
に
も
と
づ
い
た

　
　
　
　
　
演
奏
           4 

に
お
け
る
視
覚
的
要
素
）
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（authenticity

）
の
議
論
に
立
ち
戻
ろ
う
。

　

キ
ヴ
ィ
の
議
論
で
は
、
優
れ
た
上
演
と
そ
う
で
は
な
い
上
演

を
選
り
分
け
な
が
ら
漸
進
す
る
姿
勢
が
見
ら
れ
る
も
の
の
           8 

、
私

た
ち
が
取
り
組
む
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
『
詩
学
』
に
お
け
る
上

演
と
視
覚
的
要
素
の
議
論
を
、
よ
り
分
か
り
や
す
い
形
で
示
し

て
く
れ
て
い
る
。
演
奏
方
法
と
同
じ
よ
う
に
、
視
覚
的
要
素
も

ま
た
、
初
演
時
と
同
様
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
作

家
や
美
術
家
が
思
い
描
い
た
意
図
を
尊
重
す
れ
ば
、
そ
れ
は
再

現
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
し
、
そ
の
意
図
を
脱
し
て
い
た
と

し
て
も
、
そ
の
舞
台
装
置
や
衣
装
が
何
か
し
ら
の
形
で
原
資
料

に
も
と
づ
い
て
い
れ
ば
歴
史
的
知
識
に
も
と
づ
い
た
「
舞
台
装

置
」
な
い
し
「
衣
装
」
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
こ
の
時
、
装
置
や
衣
装
は
上
演
を
固
定
さ
せ
る
も

の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
上
演
の
解
釈
を
開
く
も
の
と
し
て
上
演

に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
従
っ
て
、
演
奏
家

（
な
い
し
俳
優
）
が
再
現
上
演
に
取
り
組
む
に
あ
た
り
、
独
自
の

　
（
ウ
ラ
ジ
ー
ミ
ル
・
ホ
ロ
ヴ
ィ
ッ
ツ
が
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト

を
シ
ョ
パ
ン
の
よ
う
に
弾
き
、
シ
ョ
パ
ン
を
モ
ー
ツ
ァ

ル
ト
の
よ
う
に
弾
く
と
言
っ
て
い
た
と
、
か
つ
て
聞
い

た
こ
と
が
あ
る
が
）
例
え
ば
ホ
ロ
ヴ
ィ
ッ
ツ
が
言
わ
ん

と
し
て
い
た
よ
う
に
、
ホ
ロ
ヴ
ィ
ッ
ツ
に
よ
る
モ
ー

ツ
ァ
ル
ト
の
ピ
ア
ノ
協
奏
曲
の
演
奏
は
「
正
当
で
あ
る

（authentic

）」
と
言
え
る
だ
ろ
う
か
？　

字
義
通
り
に

言
え
ば
、
こ
れ
は
「
正
当
で
は
な
い
（inauthentic

）」

と
い
う
こ
と
は
確
実
に
言
え
る
、
な
ぜ
な
ら
モ
ー
ツ
ァ

ル
ト
が
自
身
の
演
奏
の
中
で
意
図
し
た
音
は
充
分
に
再

現
さ
れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
か
ら
だ
。
し
か
し
、
い

か
に
「
正
当
で
あ
る
」
の
だ
ろ
う
か
？　

実
際
、
人
々

の
い
う「
正
当
で
あ
る
」と
い
う
の
は
、オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー

ド
英
語
辞
典
に
よ
れ
ば
「
そ
の
人
自
身
に
属
し
て
い
る
」

と
い
う
こ
と
だ
。
こ
の
「
自
身
の
」
と
い
う
の
が
、
つ

ま
り
は
ホ
ロ
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
演
奏
が
独
特
で
あ
る
と
、
私

た
ち
が
言
わ
ん
と
し
て
い
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
れ

は
独
自
の
創
造
活
動
で
あ
り
、
何
か
の
派
生
物
で
な
け

れ
ば
、
コ
ピ
ー
で
も
な
く
、
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
演
奏
に

関
す
る
誰
か
の
模
倣
で
も
な
い
の
で
あ
る
           7 

。
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解
釈
を
踏
ま
え
て
「
正
当
な
」
も
の
に
な
る
た
め
に
は
、
上
演

に
か
か
る
要
素
（
台
本
や
作
家
の
意
図
、
視
覚
的
要
素
や
上
演

に
必
要
な
物
理
的
条
件
）
が
適
切
に
上
演
者
に
提
供
さ
れ
て
い

る
必
要
が
あ
る
。

　

以
上
、
本
論
の
理
論
的
概
観
を
述
べ
た
。
こ
こ
か
ら
、
視
覚

的
要
素
が
ど
の
よ
う
な
過
程
で
再
現
さ
れ
、
ど
う
い
っ
た
理
由

で
修
正
や
変
更
を
さ
れ
て
い
る
の
か
を
明
示
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
ヘ
レ
ラ
ウ
祝
祭
劇
場
に
お
い
て
視
覚
的
要
素
が
ど
の
よ
う

に
再
現
さ
れ
て
い
る
の
か
を
分
析
し
て
い
き
た
い
。

■
２
ー
１

　
調
査
対
象

　

筆
者
は
、
ヘ
レ
ラ
ウ
祝
祭
劇
場
を
対
象
に
現
地
調
査
及

び
聞
き
取
り
調
査
を
行
っ
た
。
今
回
の
調
査
で
は
、
現
地

の
劇
場
ス
タ
ッ
フ
に
了
承
を
得
て
、
当
劇
場
で
上
演
さ
れ
た

『R
ekonstruktion der Zukunft

』（
２
０
１
７
）
の
技
術
資
料

や
舞
台
セ
ッ
ト
の
一
部
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
           9 

。

　

以
下
、
対
象
の
概
観
を
示
す
。

　

劇
場
は
、
ド
レ
ス
デ
ン
中
央
駅
か
ら
ト
ラ
ム
で
40
分
ほ
ど
の

ヘ
レ
ラ
ウ
と
い
う
地
域
に
あ
る
。
メ
イ
ン
ホ
ー
ル
「
大
ホ
ー
ル

（großer saal

）」
は
、
幅
16
Ｍ
、
奥
行
き
35
Ｍ
（
舞
台
・
客
席

を
含
む
）、
高
さ
１
２
．
５
Ｍ
（
床
か
ら
上
空
の
ト
ラ
ス
ま
で
）

で
、
白
い
床
と
壁
に
囲
ま
れ
た
ホ
ワ
イ
ト
キ
ュ
ー
ブ
な
ら
ぬ
伽

建
築

：
ヘ
レ
ラ
ウ
祝
祭
劇
場

住
所

：K
arl -Liebknecht -Str. 56, 01109, D

resden

（
ド
イ
ツ
）

建
築
家

：

ハ
イ
ン
リ
ヒ
・
テ
ッ
セ
ナ
ウ

竣
工

：

１
９
１
１
年

企
画
名

：

『R
ekonstruktion der Zukunft

』

２
０
１
７
年
10
月
17
日
〜
11
月
11
日

主
な
ス
タ
ッ
フ

：D
ieter Jaenicke

（
芸
術
監
督
）、

H
éctor Solari

（
学
芸
）、G

abriel G
orgas, C

laire Kuschnig

（
展
示
に
お
け
る
学
芸
）、C

arm
en M

ehnert

、Barbara 

D
am

m

、Frank G
erßler

（
企
画
）

※
会
期
中
、
上
演
や
講
演
会
、
展
示
が
行
わ
れ
た
。
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藍
堂
で
あ
る
。

　

施
設
は
ホ
ー
ル
の
他
、
管
理
事
務
所
や
倉
庫
は
も
ち
ろ
ん
、

カ
フ
ェ
や
講
堂
（
ダ
ル
ク
ロ
ー
ズ
記
念
ホ
ー
ル
）、
キ
ャ
パ
50
席

ほ
ど
の
小
ホ
ー
ル
「
ナ
ン
シ
ー
＝
ス
ペ
ロ
＝
ホ
ー
ル
」、
レ
ジ
デ

ン
ス
施
設
を
持
つ
。

　

こ
の
劇
場
が
建
設
さ
れ
る
背
景
に
は
、
20
世
紀
初
頭
の

ド
イ
ツ
の
労
働
環
境
を
改
善
し
、
労
働
者
の
生
活
改
善

（Lebensreform

）
の
た
め
の
「
田
園
都
市
運
動
」
が
あ
っ
た
。

ヘ
レ
ラ
ウ
と
い
う
町
は
、
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
出
資
し
て

生
ま
れ
た
の
で
あ
り
、
実
業
家
と
芸
術
家
が
理
想
の
町
を
作
る

と
い
う
極
め
て
革
新
的
な
出
来
事
で
あ
っ
た
。

　

活
動
自
体
は
第
一
次
世
界
大
戦
時
に
中
断
し
、
ダ
ル
ク
ロ
ー

ズ
の
弟
子
た
ち
に
よ
っ
て
再
度
活
用
さ
れ
る
が
、
第
二
次
世

界
大
戦
下
に
お
い
て
１
９
３
８
年
よ
り
軍
事
利
用
さ
れ
る
。

１
９
９
２
年
よ
り
ド
イ
ツ
・
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
グ
ル
ー
プ
・
ヘ

レ
ラ
ウ
（D

eutsche W
erkstätten H

ellerau

）
の
運
動
に
よ
り

修
復
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
進
み
、
２
０
１
２
年
に
現
在
の
姿
と
な

る
。
現
在
は
、
複
数
の
文
化
機
関
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
文
化

セ
ン
タ
ー
と
な
っ
て
お
り
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
・
ド
レ
ス
デ
ン

舞
踊
団
が
在
籍
し
て
い
る
。

　

詳
し
い
経
緯
は
「W

erkbund

」
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
掲
載
さ
れ

て
い
る
の
で
、
そ
ち
ら
に
譲
り
た
い
        10 

。

　

こ
の
劇
場
が
世
界
に
類
を
見
な
い
も
の
で
あ
る
理
由
の
一
つ

に
は
、
ド
イ
ツ
で
最
初
の
田
園
都
市
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
挙

げ
ら
れ
る
。
17
世
紀
以
降
の
ド
イ
ツ
で
は
、
劇
場
が
独
立
し
た

建
造
物
と
し
て
王
侯
貴
族
や
自
治
体
の
経
済
的
支
援
を
得
て
、

都
市
計
画
の
一
部
に
組
み
込
ま
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
王
の
威

厳
を
高
め
た
り
、
芸
術
に

理
解
の
あ
る
王
侯
貴
族
が

余
暇
を
楽
し
む
た
め
に

建
設
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ

た
。
田
園
都
市
運
動
は
、

労
働
者
の
た
め
の
生
活
改

善
運
動
で
あ
り
、
ヘ
レ
ラ

ウ
祝
祭
劇
場
は
、
単
な
る

余
暇
で
は
な
く
、
体
を
動

か
し
、
歌
い
を
歌
い
、
集

い
、
交
流
す
る
た
め
の
肉

図１　ヘレラウ祝祭劇場（筆者撮影、2023年12月5日）
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体
的
・
精
神
的
な
健
康
を
向
上
さ
せ
る
た
め
の
施
設
と
し
て
構

想
さ
れ
た
。

　

従
っ
て
、
ヘ
レ
ラ
ウ
祝
祭
劇
場
の
意
匠
や
用
途
は
そ
れ
ま
で

の
貴
族
的
な
趣
味
と
は
一
線
を
画
し
て
い
る
。
白
く
均
一
に
塗

ら
れ
た
壁
、
外
光
を
採
り
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
高
い
窓
、
舞

台
と
客
席
を
分
け
る
プ
ロ
セ
ニ
ア
ム
ア
ー
チ
の
廃
止
。
こ
の
劇

場
に
と
っ
て
の
「
祝
祭
」
と
は
、
非
日
常
的
な
ド
ラ
マ
空
間
を

提
供
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
太
陽
光
の
射
す
（
も
し
く
は
サ
ル

ズ
マ
ン
設
計
に
よ
る
、
空
間
全
体
を
照
ら
す
有
名
な
間
接
照
明

シ
ス
テ
ム
に
よ
り
）
舞
台
も
客
席
も
文
字
通
り
地
続
き
に
な
っ

た
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
空
間
な
の
で
あ
る
        11 

。
ダ
ル
ク
ロ
ー
ズ
が
創
始

し
た
「
リ
ト
ミ
ッ
ク
体
操
」
は
、
ア
ド
ル
フ
・
ア
ッ
ピ
ア
の
ア

イ
デ
ア
に
よ
っ
て
、
黒
（
あ
る
い
は
紺
の
）
下
着
を
身
に
つ
け

た
音
楽
学
生
た
ち
に
よ
っ
て
上
演
さ
れ
た
。

　

こ
の
運
動
に
は
あ
る
種
の
古
典
古
代
へ
の
回
帰
が
含
ま
れ
て
い

た
。
産
業
化
さ
れ
た
労
働
に
よ
っ
て
歪
め
ら
れ
た
生
身
の
人
間（
お

よ
び
そ
の
精
神
性
）
を
「
本
来
の
姿
」
に
取
り
戻
そ
う
と
す
る
。

　

ヘ
レ
ラ
ウ
の
ホ
ー
ル
は
、
サ
ル
ズ
マ
ン
（
ロ
シ
ア
人
）

と
い
う
才
能
あ
る
芸
術
家
に
よ
っ
て
建
設
、
ま
た
整
備
さ

れ
て
お
り
、
サ
ロ
ン
に
な
る
よ
う
な
意
図
も
、
バ
イ
ロ
イ

ト
の
よ
う
な
神
殿
に
な
る
よ
う
な
意
図
も
な
く
、
芸
術
家

の
た
め
に
用
意
さ
れ
た
工
房
で
あ
っ
て
、
極
め
て
柔
軟
で

可
変
な
用
具
に
よ
っ
て
必
要
な
も
の
が
揃
え
ら
れ
て
い
る
。

ホ
ー
ル
は
巨
大
な
四
角
形
で
、
常
設
の
舞
台
は
な
い
。
壁

と
天
井
は
白
い
生
地
で
仕
上
げ
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
裏
に

は
電
球
の
列
が
等
間
隔
に
配
置
さ
れ
て
い
る
。

　
（
…
）
一
人
の
建
築
家
が
全
て
を
取
り
換
え
た
。
ド
ラ

マ
的
行
動
の
基
本
方
針
を
作
り
、
意
図
と
方
向
性
を
発
展

さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
（
用
具
は
）
誂
え
ら
れ
て

い
る
。
い
わ
ば
、
ド
ラ
マ
的
行
動
を
前
も
っ
て
準
備
す
る

原
動
機
な
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
に
、
例
え
ば
近
代
的
な
舞
台
で
不
適
切
に
扱
わ
れ

て
い
る
よ
う
な
、
古
代
の
ド
ラ
マ
の
上
演
を
ま
か
な
う
こ

と
が
で
き
る
あ
る
種
の
ア
イ
デ
ア
、材
料
を
確
認
で
き
る
。

ポ
ー
ル
・
ク
ロ
ー
デ
ル
「La N

ouvelle Revue française

」

（
１
９
１
３
年
８
月
）        12 
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アドルフ・アッピア演出作品の再現上演のために（１）

　

ク
ロ
ー
デ
ル
が
賞
賛
し
た
大
ホ
ー
ル
だ
が
、「
ア
ッ
ピ
ア
以
降
」

の
舞
台
装
置
や
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
建
築
を
見
慣
れ
て
い
る
私
た
ち

に
は
、
ヘ
レ
ラ
ウ
祝
祭
劇
場
の
当
時
の
イ
ン
パ
ク
ト
を
実
感
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
幾
何
学
的
な
構
成
の
他
に
、
田
園
都
市

や
ヌ
ー
デ
ィ
ズ
ム
、
日
光
浴
や
生
活
改
善
と
い
っ
た
文
脈
も
踏

ま
え
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

　

１
９
１
９
年
に
再
ス
タ
ー
ト
を
切
る
際
に
も
、
ま
た

１
９
９
２
年
に
修
復
を
行
う
際
に
も
、
田
園
都
市
ヘ
レ
ラ
ウ
の

理
念
は
、
復
興
さ
れ
て
い
る
        13 

。
こ
の
劇
場
で
は
、
公
開
ア
ー
カ

イ
ブ
や
ビ
ジ
タ
ー
セ
ン
タ
ー
、
オ
ー
デ
ィ
オ
ガ
イ
ド
な
ど
、
当

時
の
文
脈
を
広
く
公
開
し
て
い
る
。
現
在
は
、
リ
ト
ミ
ッ
ク
教

室
こ
そ
や
っ
て
い
な
い
も
の
の
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
・
ド
レ
ス

デ
ン
舞
踊
団
に
よ
る
ダ
ン
ス
教
室
も
運
営
さ
れ
て
い
る
。
現
実

に
近
隣
に
住
む
市
民
に
こ
の
理
念
が
共
有
さ
れ
て
い
る
か
ど
う

か
は
問
題
で
は
な
い
だ
ろ
う
        14 

。
た
と
え
観
光
資
源
と
し
て
で

あ
っ
て
も
「
田
園
都
市
」
と
い
う
理
念
は
脈
々
と
受
け
継
が
れ

て
お
り
、
ヘ
レ
ラ
ウ
と
い
う
町
は
存
続
し
て
い
る
。
こ
の
町
と

大
ホ
ー
ル
は
、
再
現
上
演
の
一
つ
の
背
景
（
セ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
）

と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

■
２
ー
２

　
『R

e
k

o
n

stru
k

tio
n

 d
e

r Z
u

k
u

n
ft

（
未
来
の
再
構
築
）
』
（
２
０
１
７
）
の
技
術
仕
様
調
査

　

不
祥
な
が
ら
筆
者
は
こ
の
上
演
を
見
た
わ
け
で
は
な
い
。
本

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
付
し
て
刊
行
さ
れ
た
冊
子
『R

ekonstruktion 

der Z
ukunft : R

aum
 - Licht - B

ew
egung - U

topie

』

（
２
０
１
７
）
も
ド
イ
ツ
語
で
、
読
め
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

理
解
が
及
ん
で
い
な
い
部
分
、
説
明
に
不
足
が
あ
る
だ
ろ
う
。

も
し
上
演
を
み
た
、
ド
イ
ツ
語
が
読
め
る
と
い
う
方
が
い
ら
っ

し
ゃ
っ
た
ら
、
ぜ
ひ
ご
意
見
を
伺
い
た
い
と
思
う
。

　

今
回
の
調
査
は
、
技
術
仕
様
を
劇
場
に
問
い
合
わ
せ
、
こ
の
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
関
係
者
に
話
を
伺
う
と
い
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　

簡
単
に
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
紹
介
し
た
い
。
ア
ッ
ピ
ア
が
演
出

し
た
『
オ
ル
フ
ェ
ウ
ス
と
エ
ウ
リ
デ
ィ
ー
チ
ェ
』(

１
９
１
２

版)

の
舞
台
セ
ッ
ト
を
、
実
際
の
大
ホ
ー
ル
に
再
現
し
、
複
数

の
芸
術
家
が
作
品
を
上
演
す
る
も
の
で
あ
る
。
上
演
以
外
に

も
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
や
ツ
ア
ー
な
ど
が
組
ま
れ
た
。
監
修
に
は

リ
チ
ャ
ー
ド
・
ビ
ー
チ
ャ
ム
（R

ichard Beacham

）
が
加
わ
っ

て
い
る
。
舞
台
監
督
は
ト
ビ
ア
ス
・
ブ
ラ
ス
バ
ー
グ
（Tobias 
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Blasberg

）
氏
、
照
明
担
当
は
フ
ォ
ル
ク
・
デ
ィ
ト
リ
ッ
チ
（Falk 

D
ittrich

）
氏
。

　

筆
者
は
２
０
２
３
年
12
月
5
日
に
長
年
勤
続
さ
れ
て
い
る
プ

ロ
グ
ラ
ム
監
修
の
フ
ラ
ン
ク
・
ゲ
イ
ス
ラ
ー
（Frank G

eißler

）

さ
ん
と
舞
台
担
当
の
ト
ビ
ア
ス
さ
ん
に
話
を
聞
く
こ
と
が
で
き

た
。そ
の
日
は
、新
作『A la carte

』の
仕
込
み
が
行
わ
れ
て
い
た
。

　

フ
ラ
ン
ク
さ
ん
は
修
復
か
ら
劇
場
に
関
わ
っ
て
お
り
、

１
９
９
２
年
か
ら
現
在
ま
で
の
修
復
箇
所
に
つ
い
て
説
明
を
し

て
く
れ
た
。
寡
黙
な
方
で
あ
り
、
現
在
の
劇
場
の
運
営
状
況
な

ど
は
詳
し
く
聞
け
な
か
っ
た
が
、
周
り
の
ス
タ
ッ
フ
か
ら
の
信

頼
も
厚
く
、
劇
場
の
こ
と
は
彼
に
聞
い
て
く
れ
、
と
い
う
こ
と

で
ご
紹
介
い
た
だ
い
た
。

　

ト
ビ
ア
ス
さ
ん
は
、
劇
場
の
舞
台
チ
ー
フ
で
あ
り
、

『R
ekonstruktion der Zukunft

』
の
舞
台
監
督
で
も
あ
る
。

技
術
仕
様
に
つ
い
て
は
、
彼
か
ら
詳
し
く
話
を
伺
う
こ
と
が
で

き
た
。
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
記
録
写
真
や
図
面
デ
ー
タ
を
譲
り
受

け
る
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
、
倉
庫
を
案
内
し
て
も
ら
い
、
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
再
現
し
た
可
変
台
（praticables

）        15 

を
見
せ
て
も

ら
っ
た
。
日
程
が
合
わ
ず
、
照
明
チ
ー
フ
の
フ
ォ
ル
ク
さ
ん
か

ら
は
話
を
聞
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

■
３

　
分
析
・
考
察

　

次
に
、『R

ekonstruktion der Zukunft

』
と
１
９
１
１
年

設
立
当
時
の
資
料
を
比
較
検
討
し
て
み
た
い
。

■
３
ー
１

　
可
変
台
／
エ
ス
パ
ス
・
リ
ト
ミ
ッ
ク

　

抒
情
的
ド
ラ
マ
        16 

そ
の
高
み
に
お
い
て
、
俳
優
と
い
う

の
は
、
筋
の
表
現
主
体
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

（
…
）
俳
優
は
苦
し
く
も
以
下
の
二
つ
の
要
素
の
中
で
揺

れ
動
い
て
い
ま
す
。
一
つ
は
全
く
内
的
な
矛
盾
を
具
体

的
に
表
現
す
る
理
由
を
俳
優
に
与
え
る
こ
と
が
で
き
な

い
音
楽
。
も
う
一
つ
は
反
対
に
、
外
側
に
激
し
く
身
を

投
げ
出
す
こ
と
を
求
め
る
音
楽
。（
…
）い
ず
れ
に
せ
よ
、

　
舞
台
セ
ッ
ト
に
関
す
る
ア
ッ
ピ
ア
の
意
図
を
引
用
し
た
い
。
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アドルフ・アッピア演出作品の再現上演のために（１）

　

ア
ッ
ピ
ア
は
音
楽
が
当
時
の
舞
台
装
置
と
身
振
り
と
合
っ
て

い
な
い
こ
と
に
不
満
を
持
ち
、
ダ
ル
ク
ロ
ー
ズ
の
リ
ト
ミ
ッ
ク

体
操
に
、
そ
の
解
決
を
求
め
た
。

　

白
い
壁
、
高
い
窓
、
舞
台
と
客
席
の
間
に
は
何
も
な
い
伽
藍

堂
。
こ
れ
ら
の
「
発
明
」
に
匹
敵
す
る
の
は
、
ア
ッ
ピ
ア
が

１
９
０
９
年
か
ら
１
９
１
０
年
に
か
け
て
描
い
た
「
リ
ズ
ム
空

間
（Espaces rythm

iques

）」
で
あ
ろ
う
。
幾
何
学
的
図
形

に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
美
術
図
面
は
、
後
世
に
多
大
な
影
響
を

与
え
た
。

　

こ
の
幾
何
学
的
構
成
は
、
ヘ
レ
ラ
ウ
設
立
後
、
可
変
台
に
よ
っ

て
実
現
さ
れ
た
。
１
９
１
２
年
版
の
『
オ
ル
フ
ェ
ウ
ス
と
エ
ウ

結
果
は
俳
優
と
音
楽
の
簡
単
な
並
列
で
終
わ
っ
て
し
ま

う
の
で
す
。「
有
機
的
な
」
結
合
と
い
う
の
は
、
不
可
能

な
ま
ま
で
す
。
と
い
う
の
は
、
近
代
の
ド
ラ
マ
音
楽
は
、

結
局
の
と
こ
ろ
、
身
体
形
式
の
関
係
性
を
長
く
放
棄
し
、

芸
術
と
し
て
特
殊
か
つ
過
剰
な
発
展
を
し
て
き
た
か
ら

で
す
。
で
す
か
ら
、
抒
情
的
舞
台
は
避
け
が
た
い
虚
構

な
の
で
す
。

　
（
…
）
俳
優
は
、
自
分
の
で
き
る
こ
と
が
分
か
り
、
原

因
を
良
く
知
る
こ
と
で
、
ド
ラ
マ
と
舞
台
の
改
革
に
協

力
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
ほ
と
ん
ど
無
意
識
に
関

係
し
て
い
た
改
革
に
で
す
。

リ
ズ
ム
体
操
は
、
適
切
に
俳
優
に
こ
の
美
的
教
育
を
施
す

こ
と
で
、
俳
優
に
こ
の
正
当
性
を
与
え
る
の
で
す
        17 
。

図２　アッピアによる「オルフェウスとエウリディーチェ」（1912）
の舞台セット（ジュネーブ国立図書館蔵〈Bibliothèque de Genève〉）
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リ
デ
ィ
ー
チ
ェ
』
に
は
稽
古
中
の
写
真
が
残
さ
れ
て
お
り
、
当

時
の
様
子
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

幾
何
学
的
美
し
さ
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
可
変
台
さ
え
あ
れ

ば
、
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
様
々
な
情
景
を
表
現
す
る
こ
と
が

で
き
る
、実
に
現
実
的
な
仕
組
み
で
あ
る
。
考
え
方
に
よ
っ
て
は
、

作
品
毎
に
舞
台
セ
ッ
ト
を
一
か
ら
作
ら
な
く
て
済
む
だ
け
で
な

く
、
凝
っ
た
装
飾
が
必
要
な
い
の
で
、
安
価
に
済
む
と
も
考
え

ら
れ
る
。

　

こ
の
セ
ッ
ト
は
、
お
よ
そ
好
意
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
。

エ
ル
ネ
ス
ト
・
ア
ン
セ
ル
メ
の
批
評
を
抜
粋
し
た
い
。

　

ヘ
レ
ラ
ウ
の
上
演
は
、
リ
ズ
ム
体
操
の
新
発
見
以

外
に
も
目
を
見
張
る
も
の
が
あ
り
ま
し 

た
。
そ
れ
は
、

ア
レ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ォ
ン
・
サ
ル
ズ
マ
ン
氏
に
よ
る
照

明
と
装
飾
の
流
儀
で
す
。
上
演
に
は
、
通
常
通
り
の

場
景
の
演
出
効
果
と
、簡
素
な
幕
が
あ
り
ま
し
た
。（
こ

れ
ま
で
の
）
完
全
に
無
益
だ
と
思
わ
れ
る
装
飾
に
対

し
て
、楽
園
の
木
々
、地
獄
の
真
っ
赤
な
岩
々
な
ど
が
、

代
わ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
な
の
だ
と
理
解
さ
せ
て

く
れ
ま
し
た
。「
こ
れ
は
地
獄
を
表
現
し
て
い
る
」
と

い
っ
た
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
時
代
の
立
札
や
単
純
な
装

飾
に
、
戻
る
べ
き
だ
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

な
ぜ
な
ら
、
書
割
が
人
を
感
動
さ
せ
る
わ
け
で
は
な

い
か
ら
で
す
。
知
性
的
な
も
の
が
喋
っ
て
い
る
だ
け

な
の
で
す
。
博
物
館
へ
行
く
よ
う
に
、
私
た
ち
は
劇

場
へ
は
行
か
な
い
の
で
す
。

　

ヘ
レ
ラ
ウ
の
装
飾
や
照
明
、
演
出
の
流
儀
の
美
徳
と

い
う
の
は—

—

簡
素
さ
、
自
然
さ
、
こ
れ
ま
で
の
全
て

の
慣
習
上
の
誠
実
さ
に
お
い
て—

—

音
楽
上
の
本
質
な

の
で
す
。
音
楽
と
い
う
の
は
、
そ
れ
自
体
に
は
正
確
な

意
味
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
タ
イ
ト
ル
や
台
詞
、
慣

習
的
な
要
素
な
ど
音
楽
的
な
本
質
を
、
作
家
が
付
け
加

え
る
の
で
す
。
そ
れ
自
体
で
は
意
味
を
持
た
な
い
音
楽

は
、
特
徴
的
な
も
の
に
な
る
の
で
す
。
だ
か
ら
、
こ
の

短
編
の
舞
台
に
は
、
ま
さ
に
墓
や
広
が
っ
た
布
、
列
柱

な
ど
の
美
し
さ
が
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
ド
ラ
マ
が

始
ま
り
、
こ
の
美
し
さ
が
動
き
出
し
ま
し
た
。
こ
の
壁

は
地
上
の
楽
園
に
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、広
が
っ
た
布
、
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アドルフ・アッピア演出作品の再現上演のために（１）

　

ア
ッ
ピ
ア
は
「
ド
ラ
マ
と
演
出
の
将
来
」（
１
９
１
８—

１
９
１
９
）
中
で
「
舞
台
の
配
置
に
よ
り
俳
優
は
舞
台
空
間
と

接
触
し
、
リ
ア
リ
テ
ィ
を
得
る
の
だ
」（
田
中
訳
）
と
述
べ
て
お

り
、
変
化
し
て
い
く
時
間
の
中
で
、
俳
優
も
舞
台
セ
ッ
ト
が
調

和
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
。

　

そ
の
意
味
で
、
こ
の
可
変
台
は
、
図
形
的
な
美
し
さ
で
は
な

く
、
も
っ
と
人
間
の
感
覚
に
近
い
も
の
、
階
段
や
幕
と
い
っ
た

運
動
性
を
持
つ
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
自
体
は
動
か
な
い
も
の
の
、

俳
優
の
動
き
を
誘
発
し
た
り
、
観
客
に
次
の
展
開
を
想
像
さ
せ

る
「
持
続(durée)

」
を
持
つ
も
の
だ
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。『R

ekonstruktion der Zukunft

』
で
は
、
こ
の
可

変
性
は
十
分
に
考
慮
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
思
う
。

　

一
方
で
、
素
材
や
作
り
方
は
、
お
そ
ら
く
初
演
時
の
も
の
と

は
異
な
る
。
再
現
時
の
可
変
台
は
、
鉄
の
枠
に
合
板
を
は
め
る

設
計
に
な
っ
て
い
た
。
初
演
時
は
、
写
真
か
ら
判
断
す
る
だ
け

だ
が
、
手
持
ち
の
穴
が
空
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、
全
て
木
製
で
、

パ
ズ
ル
の
よ
う
に
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
設
計
だ
っ
た

と
推
察
さ
れ
る
。
し
か
し
、
耐
荷
重
や
防
火
基
準
、
単
価
な
ど

総
合
的
に
考
え
る
と
鉄
枠
を
採
用
す
る
こ
と
は
十
分
に
納
得
が

い
く
。
こ
の
点
、ト
ビ
ア
ス
氏
に
質
問
す
る
と「
鉄
の
方
が
安
か
っ

た
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
セ
ッ
ト
の
中
腹
は
、
可
変
台
で
は

な
く
ス
チ
ー
ル
デ
ッ
キ
が
使
用
さ
れ
て
い
る
が
、
当
時
も
そ
う

だ
っ
た
か
は
写
真
か
ら
は
判
別
で
き
な
い
。

　

こ
の
可
変
台
の
寸
法
は
、
ト
ビ
ア
ス
氏
曰
く
、
劇
場
の
実
寸

を
測
り
、
上
手
と
下
手
そ
れ
ぞ
れ
に
布
を
垂
ら
す
た
め
の
余
白

を
残
し
、
残
っ
た
数
値
を
10
で
割
っ
た
数
字
で
１
２
３
０
ミ
リ

に
決
め
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
３
段
の
階
段
に
す
る
と
、
高
さ

と
踏
面
の
比
率
が
３
分
の
１
に
な
る
の
で
、
蹴
上
は
４
１
０
ミ

リ
に
な
っ
て
い
る
。

　

こ
の
平
台
の
寸
法
に
つ
い
て
尋
ね
た
時
の
ト
ビ
ア
ス
さ
ん
の

一
言
が
印
象
的
だ
っ
た
。「
特
に
理
由
は
な
い
。」「
誰
に
も
分
か

ら
な
い
。」
再
現
上
演
を
企
て
る
時
に
、
全
て
の
残
さ
れ
て
い
る

列
柱
、
閉
じ
た
幕
は
地
上
の
楽
園
と
し
て
現
れ
ま
し
た
。

物
語
は
外
側
を
照
ら
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
様
々
な
要

素
に
よ
っ
て
同
時
に
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
を
つ
け
ら
れ
た
わ

け
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
、
表
現
的
な
リ
ズ
ム
全

て
で
あ
り
、
広
が
り
の
深
遠
な
生
命
な
の
で
す
        18 

。
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い
」
と
、劇
場
や
倉
庫
を
案
内
し
て
く
れ
た
最
後
に
言
っ
て
い
た
。

確
か
め
よ
う
の
な
い
こ
と
で
は
あ
る
が
、
私
は
ど
こ
か
納
得
し

て
し
ま
っ
た
。「
リ
ズ
ム
空
間
」
は
、
凝
っ
た
舞
台
セ
ッ
ト
を
作

る
コ
ン
セ
プ
ト
で
は
な
く
、
音
楽
的
な
持
続
と
、
振
付
の
運
動

性
を
融
合
さ
せ
る
た
め
の
視
覚
的
要
素
で
あ
る
。
可
変
台
は
そ

の
理
念
を
実
現
す
る
手
立
て
な
の
で
あ
る
か
ら
、
観
念
的
側
面

を
押
さ
え
さ
え
す
れ
ば
、
資
料
の
残
っ
て
い
な
い
部
分
は
、
合

理
的
な
推
測
・
類
推
に
よ
っ
て
補
填
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

■
３
ー
２

　
サ
ル
ズ
マ
ン
の
照
明
シ
ス
テ
ム

　

サ
ル
ズ
マ
ン
は
、
ヘ
レ
ラ
ウ
祝
祭
劇
場
を
象
徴
す
る
照
明
シ

ス
テ
ム
の
狙
い
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
た
。

図３　再現上演時の舞台セット『Rekonstruktion der 
Zukun�: Raum - Licht - Bewegung – Utopie』（2017）より

資
料
に
忠
実
に
基
づ
く
こ
と
は
否
定
の
余
地
の
な
い
こ
と
の
よ

う
に
思
わ
れ
る
が
、
再
現
す
べ
き
全
て
の
要
素
の
資
料
が
残
っ

て
い
る
と
も
限
ら
な
い
の
で
、
合
理
的
な
推
測
に
よ
る
決
定
も

ま
た
重
要
で
あ
る
。
可
変
台
の
寸
法
は
ト
ビ
ア
ス
さ
ん
が
決
定

し
た
も
の
で
、
こ
の
決
定
に
お
そ
ら
く
は
歴
史
家
の
監
修
や
演

出
家
は
介
入
し
て
い
な
い
だ
ろ
う
。
技
術
者
は
、
自
分
の
好
み

や
歴
史
資
料
に
基
づ
い
て
物
事
を
決
め
る
と
い
う
よ
り
も
、
与

え
ら
れ
た
環
境
の
中
で
実
現
可
能
な
選
択
肢
を
取
捨
選
択
す
る
。

時
代
が
変
わ
れ
ば
、
与
条
件
も
ま
た
変
わ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ

の
意
味
で
は
資
料
に

基
づ
き
な
が
ら
合
理

的
な
判
断
を
す
る
こ

と
も
ま
た
、
一
つ
の

「
正
当
性
」
で
あ
る
と

言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

ト
ビ
ア
ス
氏
は

「
ア
ッ
ピ
ア
だ
っ
て
、

シ
ン
プ
ル
な
も
の
を

好
ん
だ
に
違
い
な

　

人
間
に
は
す
べ
か
ら
く
目
が
あ
り
ま
す
が
、
ほ
と
ん

ど
の
人
は
視
覚
的
な
経
験
が
不
足
し
て
い
ま
す
。
そ
の

た
め
、
明
か
り
の
問
題
を
言
葉
で
明
確
に
説
明
す
る
こ

と
は
難
し
い
の
で
す
。
デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
を
す
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電
気
照
明
が
一
般
的
で
な
か
っ
た
当
時
は
、
こ
の
照
明
シ
ス

テ
ム
は
極
め
て
高
価
で
        20 

、
か
つ
最
先
端
の
技
術
で
あ
っ
た
に
違

い
な
い
。
ア
ッ
ピ
ア
に
よ
っ
て
「
ラ
イ
ト
・
オ
ル
ガ
ン
」
と
名

付
け
ら
れ
た
こ
の
シ
ス
テ
ム
は
、
Ｄ
Ｍ
Ｘ
や
Ａ
ｒ
ｔ
ー
Ｎ
ｅ
ｔ

を
介
し
た
現
代
の
照
明
シ
ス
テ
ム
を
想
起
さ
せ
る
。

　

今
日
の
私
た
ち
か
ら
し
た
ら
、
こ
の
シ
ス
テ
ム
は
単
純
な
も

の
で
あ
り
、
安
価
に
再
現
で
き
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
キ
ャ
ッ

ト
ウ
ォ
ー
ク
直
下
の
ト
ラ
ス
に
ホ
イ
ス
ト
（
電
動
巻
上
げ
機
）

を
仕
込
み
、
バ
ト
ン
を
繋
い
で
、
会
場
全
体
を
覆
う
布
と
電
球

が
吊
れ
る
よ
う
に
す
る
。
電
球
は
バ
ト
ン
に
吊
り
下
げ
ら
れ
て

い
る
だ
け
で
あ
り
、
布
は
そ
の
手
前
の
バ
ト
ン
に
仕
込
ま
れ
て

い
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
ト
ビ
ア
ス
氏
曰
く
「
何
も
難
し
い

こ
と
は
な
い
、
伝
統
的
な
や
り
方
」。

　

今
の
私
た
ち
に
と
っ
て
は
、
ホ
イ
ス
ト
、
仮
設
の
バ
ト
ン
や

ト
ラ
ス
が
完
備
さ
れ
て
い
る
劇
場
は
一
般
的
で
あ
り
「
伝
統
的
」

で
あ
る
が
、
電
気
設
備
が
取
り
入
れ
ら
れ
る
前
は
、
巻
上
げ
装

置
は
人
力
で
あ
っ
た
。
サ
ル
ズ
マ
ン
の
照
明
シ
ス
テ
ム
が
電
力

で
制
御
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
当
時
は
ま
だ
珍
し
い
技

術
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
で
も
一
見
の
価
値
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
と

想
像
さ
れ
る
。

　

ホ
ー
ル
を
見
学
さ
せ
て
も
ら
っ
た
時
に
印
象
的
だ
っ
た
の
は
、

三
角
ト
ラ
ス
の
多
さ
で
あ
っ
た
。
そ
れ
こ
そ
、
今
日
の
劇
場
で

は
キ
ャ
ッ
ト
ウ
ォ
ー
ク
や
ブ
リ
ッ
ジ
な
ど
人
が
侵
入
し
て
作
業

が
で
き
る
昇
降
可
能
な
設
備
が
整
っ
て
い
る
が
、
ヘ
レ
ラ
ウ
祝

祭
劇
場
に
は
、
こ
う
い
っ
た
設
備
は
む
し
ろ
少
な
く
、
ト
ラ
ス

と
バ
ト
ン
が
ホ
イ
ス
ト
で
至
る
所
に
仮
設
さ
れ
て
い
た
。
銀
色

れ
ば
、
十
分
だ
と
思
わ
れ
る
で
し
ょ
う
。
そ
れ
が
照
明

家
に
と
っ
て
も
有
益
だ
と
思
わ
れ
て
い
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
、
照
明
家
と
い
う
の
は
、
自
分
の
目

よ
り
も
、
図
面
上
の
照
明
の
配
線
の
方
が
有
益
だ
と
考

え
て
い
る
か
ら
で
す
。
ま
た
、
照
明
家
と
い
う
の
は
、

正
確
な
数
値
で
示
さ
れ
た
照
度
計
を
使
っ
て
い
る
か
ら

で
す
。
し
か
し
目
に
と
っ
て
は
、
つ
ま
り
総
合
的
な
印

象
に
と
っ
て
は
、
得
ら
れ
た
効
果
に
し
か
、
つ
ま
り
相

対
的
な
指
標
し
か
見
え
な
い
の
で
す
。
こ
の
効
果
の
見

方
を
学
ぶ
と
い
う
こ
と
は
、
視
覚
的
な
経
験
を
積
む
こ

と
な
の
で
す
        19 

。



86

に
鈍
く
光
る
三
角
ト
ラ
ス
は
、
一
方
で
は
白
い
内
装
の
調
和
を

壊
し
て
し
ま
う
よ
う
に
も
思
え
る
が
、
創
造
活
動
の
た
め
の
自

由
な
空
間
の
た
め
に
は
必
要
な
設
備
で
あ
る
。
当
然
、
こ
う
し

た
設
備
は
観
客
か
ら
見
え
な
い
高
い
位
置
ま
で
上
昇
す
る
の
で
、

上
演
中
に
気
に
な
る
こ
と
は
な
い
        21 

。

　

電
球
は
ど
こ
に
で
も
手
に
入
る
よ
う
な
廉
価
な
も
の
で
、
電

球
の
色
温
度
な
ど
に
特
に
指
定
は
な
く
、
一
般
的
な
電
球
色
の

も
の
を
選
ん
だ
と
の
こ
と
で
あ
る
。

　

ザ
イ
ド
ル
（
１
９
１
２
）
に
よ
れ
ば
オ
リ
ジ
ナ
ル
版
で
は
、

布
に
蝋
を
塗
り
、
光
の
輪
郭
が
ボ
ヤ
け
る
よ
う
な
工
夫
が
凝
ら

し
て
あ
っ
た
よ
う
だ
。
再
現
上
演
版
で
は
、
こ
う
い
っ
た
仕
上

げ
は
し
て
お
ら
ず
、
一
般
的
に
手
に
入
り
や
す
い
最
も
安
価
な

生
成
り
の
生
地
を
利
用
し
た
そ
う
だ
。

　

布
は
照
明
の
手
前
の
バ
ト
ン
か
ら
垂
ら
す
。
壁
か
ら
２
０
０

ミ
リ
離
れ
た
位
置
に
吊
り
こ
ん
で
い
る
。
天
井
部
分
は
、
木
製

の
グ
リ
ッ
ド
を
作
り
、
そ
こ
に
布
を
張
っ
て
い
る
。
枠
の
影
が

出
て
し
ま
う
が
、
ト
ビ
ア
ス
氏
曰
く
「
客
席
か
ら
遠
い
距
離
に

あ
る
の
で
、
気
に
な
る
こ
と
は
な
い
」
と
の
こ
と
で
あ
る
。

■
３
ー
３

　
オ
リ
ジ
ナ
ル
版
と
再
現
版
の
違
い

　

舞
台
セ
ッ
ト
と
照
明
シ
ス
テ
ム
を
再
度
構
築
す
る
、
そ
れ
が

『R
ekonstruktion der Zukunft

』
の
趣
旨
で
あ
る
が
、
初
演

と
同
じ
劇
場
で
再
現
上
演
を
す
る
か
ら
と
言
っ
て
、
初
演
時
と

同
じ
条
件
で
舞
台
セ
ッ
ト
を
製
作
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
初

演
時
に
使
わ
れ
た
素
材
や
舞
台
技
術
な
ど
、
技
術
的
・
物
理
的

条
件
は
、
必
ず
し
も
経
済
的
合
理
性
に
そ
ぐ
う
わ
け
で
は
な
い
。

同
じ
外
観
で
も
、
木
製
の
も
の
と
鉄
製
の
も
の
で
は
費
用
が
大

き
く
変
わ
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。

　

ま
た
、
環
境
的
要
因
も
当
然
異
な
っ
て
い
る
。
特
に
、
高
所

の
安
全
規
制
と
防
火
基
準
は
、
概
し
て
現
代
の
方
が
厳
し
く
な
っ

て
い
る
。

　

反
対
に
、
か
つ
て
実
現
で
き
な
か
っ
た
技
術
が
、
現
代
で
は

容
易
に
実
現
で
き
る
要
素
と
い
う
も
の
も
あ
る
。
照
明
シ
ス
テ

ム
は
、
そ
の
一
つ
で
あ
る
。

　

当
然
と
言
え
ば
当
然
だ
が
、
そ
の
舞
台
に
参
加
す
る
出
演
者
、

観
客
が
異
な
る
。
特
に
ヘ
レ
ラ
ウ
祝
祭
劇
場
に
お
い
て
は
、
田

園
都
市
運
動
と
い
う
文
脈
に
上
演
を
す
る
リ
ト
ミ
ッ
ク
演
目
と
、
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現
代
ダ
ン
ス
セ
ン
タ
ー
と
し
て
コ
ン
テ
ン
ポ
ラ
リ
ー
ダ
ン
ス
を

発
表
す
る
こ
と
で
は
、
劇
場
に
足
を
運
ぶ
客
層
や
意
義
と
い
う

も
の
が
、
大
き
く
変
わ
っ
て
く
る
。
再
現
上
演
に
お
い
て
は
、

当
時
の
観
客
が
ど
の
よ
う
な
期
待
を
寄
せ
て
劇
場
に
足
を
運
ん
で

い
た
か
を
伝
達
す
る
こ
と
も
ま
た
重
要
で
あ
る
。
建
設
当
時
の
姿

を
残
す
だ
け
で
は
な
く
、
建
物
の
中
に
軍
事
利
用
下
の
歴
史
も
残

し
て
お
り
、
大
ホ
ー
ル
手
前
の
前
室
の
上
手
と
下
手
そ
れ
ぞ
れ
の

踊
り
場
に
壁
画
と
絵
画
が
残
さ
れ
て
い
る
。
ビ
ジ
タ
ー
セ
ン
タ
ー

や
オ
ー
デ
ィ
オ
ガ
イ
ド
が
用
意
さ
れ
、
田
園
都
市
ヘ
レ
ラ
ウ
に
関

す
る
文
献
も
あ
る
程
度
十
分
に
揃
っ
て
い
る
ヘ
レ
ラ
ウ
祝
祭
劇
場

の
場
合
、
歴
史
的
な
興
味
か
ら
足
を
運
ん
だ
観
客
も
い
た
だ
ろ
う
。

　

観
客
の
上
演
芸
術
の
受
容
形
態
の
違
い
は
ま
た
、
季
節
的
・

気
候
的
に
差
が
あ
る
場
合
に
も
意
味
を
な
す
だ
ろ
う
。
舞
台
と

客
席
の
境
界
を
撤
廃
す
る
間
接
照
明
、
窓
の
大
き
な
こ
の
劇
場

で
は
、
客
席
を
暗
く
す
る
こ
と
は
想
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

現
在
は
、
カ
ー
テ
ン
で
窓
を
閉
じ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ

て
お
り
、
暗
転
が
で
き
る
。
こ
れ
は
私
の
憶
測
に
過
ぎ
な
い
が
、

自
然
光
を
体
で
浴
び
る
と
い
う
こ
と
が
、
労
働
者
の
心
身
を
健

康
に
保
つ
と
い
う
一
定
の
共
通
認
識
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ

図４　再現上演時の照明『Rekonstruktion der Zukun�: 
Raum - Licht - Bewegung – Utopie』（2017）より

ろ
う
か
。
特
に
冬
の
間
は
日
照
時
間
も
短
く
、
夜
間
で
も
太
陽

光
の
よ
う
な
照
明
環
境
下
で
芝
居
を
見
る
こ
と
に
意
義
を
感
じ

て
い
た
観
客
も
い
た
か
も
し
れ
な
い
と
考
え
る
の
は
大
げ
さ
だ

ろ
う
か
。
そ
う
考
え
れ
ば
、
サ
ル
ズ
マ
ン
の
照
明
シ
ス
テ
ム
を

夏
に
再
現
す
る
の
と
、
冬
に
再
現
す
る
の
と
で
は
、
意
味
が
変

わ
っ
て
く
る
。
本
上
演
に
お
い
て
は
些
細
な
こ
と
だ
が
、
温
暖

化
し
た
20
世
紀
半
ば
以
降
と
そ
れ
以
前
と
で
は
季
節
感
が
異
な

る
の
で
、
例
え
ば
６
月
に
行
わ
れ
る
上
演
の
今
と
昔
で
は
、
祝

祭
的
な
雰
囲
気
が
変
わ
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。
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結
論
と
考
察

　
『R

ekonstruktion der Zukunft

』
は
、
ダ
ル
ク
ロ
ー
ズ
や

ア
ッ
ピ
ア
の
仕
事
を
振
り
返
る
上
で
重
要
な
だ
け
で
は
な
く
、

再
現
上
演
が
ど
の
よ
う
に
成
立
す
る
か
、
観
客
に
対
し
て
ど
の

よ
う
に
上
演
芸
術
が
歴
史
を
共
有
す
る
か
を
考
え
る
上
で
、
大

変
貴
重
な
企
画
で
あ
る
。

　

上
演
芸
術
は
、
生
身
の
人
間
を
扱
う
以
上
、
作
品
を
全
く
当

時
の
姿
で
残
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
ゆ
え
に
キ
ヴ
ィ
が
論
じ
た

よ
う
に
「
正
当
性
」
を
演
じ
手
に
付
与
す
る
た
め
の
理
論
を
必

要
と
す
る
。
視
覚
的
要
素
の
「
正
当
性
」
は
、
そ
れ
単
独
で
評

価
す
る
の
で
は
な
く
、
上
演
と
結
び
つ
け
て
検
討
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

　

建
物
の
修
復
や
上
演
の
再
現
を
行
う
際
、
歴
史
資
料
が
充
分

に
残
さ
れ
て
い
た
り
、
製
作
技
法
や
演
技
の
技
法
が
的
確
に
継

承
さ
れ
て
い
る
と
い
う
ケ
ー
ス
は
稀
で
あ
る
。
歴
史
家
が
で
き

う
る
限
り
の
歴
史
資
料
を
掘
り
起
こ
し
、
記
録
し
て
い
く
作
業

が
不
可
欠
で
は
あ
る
も
の
の
、
再
現
を
行
う
過
程
に
は
、
必
ず

推
論
が
伴
う
し
、
経
済
的
・
技
術
的
な
制
約
が
つ
き
も
の
で
あ
る
。

　

再
演
（
も
し
く
は
レ
パ
ー
ト
リ
ー
上
演
）
と
は
異
な
り
、
再

現
す
る
意
義
の
あ
る
上
演
と
い
う
も
の
は
、
や
は
り
あ
る
と
私

は
考
え
る
。
例
え
ば
演
技
法
や
観
客
の
様
態
が
、
今
日
と
大
き

く
異
な
る
場
合
。
職
人
や
演
じ
手
の
技
法
を
継
承
し
て
い
く
た

め
に
定
期
的
な
上
演
が
必
要
な
場
合
。
新
し
い
発
見
に
伴
う
、

こ
れ
ま
で
の
評
価
を
覆
す
よ
う
な
史
実
に
基
づ
い
た
上
演
な
ど
。

再
現
上
演
は
、
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
を
助
長
し
た
り
、
ノ
ス
タ
ル

ジ
ー
を
醸
す
た
め
に
行
わ
れ
る
の
で
は
な
く
、
歴
史
資
料
に
基

づ
く
こ
と
で
、
当
時
の
俳
優
が
演
じ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
、

あ
る
い
は
当
時
の
観
客
が
受
け
止
め
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
、

上
演
の
解
釈
を
開
い
て
い
く
も
の
で
あ
る
。

　

ヘ
レ
ラ
ウ
祝
祭
劇
場
の
よ
う
な
、
初
演
当
時
の
姿
を
残
し
て

い
る
ケ
ー
ス
は
珍
し
い
と
し
て
も
、
再
現
上
演
に
お
け
る
視
覚

的
要
素
に
お
い
て
は
、
経
済
的
・
技
術
的
制
約
が
常
に
つ
き
ま

と
う
も
の
で
あ
る
か
ら
、
企
画
者
は
俳
優
・
観
客
に
対
し
て
、

で
き
る
限
り
歴
史
資
料
を
開
示
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ど
こ
ま

で
が
オ
リ
ジ
ナ
ル
版
の
再
現
で
、
ど
こ
か
ら
が
推
論
や
合
理
的

判
断
に
よ
る
決
定
な
の
か
。
こ
れ
ら
の
情
報
は
上
演
の
中
で
共

有
さ
れ
て
い
な
く
て
も
、
ビ
ジ
タ
ー
セ
ン
タ
ー
の
よ
う
に
上
演
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アドルフ・アッピア演出作品の再現上演のために（１）

　

こ
う
し
た
情
報
を
提
供
す
る
時
、
特
に
重
要
な
手
が
か
り
に

な
る
の
は
、
初
演
時
に
視
覚
効
果
に
見
込
ま
れ
て
い
た
演
出
効

果
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
サ
ル
ズ
マ
ン
の
照
明
シ
ス
テ
ム
は
、

当
時
は
画
期
的
か
つ
新
鮮
に
観
客
の
目
に
映
っ
た
に
違
い
な
い
。

こ
う
し
た
驚
き
を
、
再
現
上
演
を
目
に
す
る
観
客
が
共
有
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
反
対
に
、
壮
大
な
演
出
プ
ラ
ン
を
見
込
ん

で
い
た
が
、
経
済
的
な
理
由
か
ら
実
現
が
で
き
ず
、
矮
小
化
せ

ざ
る
を
得
ず
、
実
現
で
き
な
か
っ
た
演
出
プ
ラ
ン
を
再
現
す
る

と
い
う
上
演
の
ケ
ー
ス
も
考
え
ら
れ
る
        22 

。
技
術
と
い
う
の
は
、

い
わ
ば
不
可
能
を
可
能
に
す
る
も
の
な
の
だ
か
ら
、
理
想
的
な

上
演
を
第
一
に
知
る
必
要
が
あ
る
。

　

そ
の
上
で
、
ど
の
よ
う
な
過
程
で
、
ど
の
よ
う
な
技
法
や
素

材
を
用
い
て
理
想
を
実
現
さ
せ
た
か
、
あ
る
い
は
実
現
さ
せ
る

か
、
と
い
う
こ
と
を
記
述
し
て
い
く
こ
と
が
、
視
覚
文
化
史
を

記
述
し
て
い
く
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
上
演
に
お
け
る
理
想
と

現
実
の
差
を
記
述
し
て
い
く
こ
と
は
、
い
わ
ば
視
覚
的
要
素
の

コ
ノ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
変
遷
を
記
述
し
て
い
く
こ
と
だ
と
言
え
る
。

上
に
引
用
し
た
サ
ル
ズ
マ
ン
が
論
じ
た
「
視
覚
的
経
験
」
は
、

ま
さ
に
こ
の
視
覚
的
コ
ノ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
問
題
に
し
て
い
る
の

を
見
る
観
客
が
手
に
届
き
や
す
い
よ
う
に
配
置
さ
れ
な
く
て
は

な
ら
な
い
。

　

以
下
、
簡
単
で
は
あ
る
が
再
現
上
演
に
お
け
る
視
覚
的
要
素

に
お
い
て
、
開
示
さ
れ
る
べ
き
情
報
を
列
挙
す
る
。

ど
の
よ
う
な
資
料
に
基
づ
い
て
い
る
の
か
。

ど
の
よ
う
な
推
測
に
よ
っ
て
再
現
さ
れ
て
い
る
の
か
。

ど
ん
な
素
材
を
使
っ
た
か
、
そ
の
正
当
性
あ
る
い
は
合
理
性
。

（
劇
場
が
修
復
さ
れ
て
い
る
場
合
）
劇
場
の
ど
の
部
分
が
現
存

し
て
お
り
、
ど
の
部
分
が
修
復
さ
れ
て
い
る
の
か
。

（
初
演
時
と
異
な
る
劇
場
で
上
演
さ
れ
て
い
る
場
合
）
初
演
時

の
上
演
空
間
に
関
す
る
一
般
的
な
歴
史
的
見
解
。

（
初
演
時
と
同
じ
劇
場
な
い
し
立
地
で
上
演
す
る
場
合
）
舞
台

装
置
の
ど
の
部
分
が
再
現
さ
れ
て
お
り
、
ど
の
部
分
が
与
条

件
に
従
っ
て
い
る
の
か
。

客
席
の
配
置
に
関
す
る
一
般
的
な
歴
史
的
見
解
。

環
境
的
要
因
（
防
火
条
例
、
安
全
規
則
な
ど
）。

気
候
的
条
件
（
特
筆
す
べ
き
理
由
が
あ
る
場
合
）。

・・・・・・・・・
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で
あ
る
。
ホ
ワ
イ
ト
キ
ュ
ー
ブ
に
慣
れ
親
し
ん
だ
私
た
ち
に
と
っ

て
の
「
視
覚
的
な
経
験
」
は
、
サ
ル
ズ
マ
ン
が
想
定
し
た
具
体

的
な
手
立
て
と
は
異
な
っ
て
い
て
も
良
い
の
で
あ
る
。

　
『R

ekonstruktion der Zukunft

』
に
お
い
て
は
、
例
え
ば

電
球
の
色
温
度
の
指
定
や
、
布
の
色
の
指
定
な
ど
は
な
か
っ
た
。

も
し
仮
に
電
球
色
や
布
の
色
に
関
す
る
資
料
が
残
さ
れ
て
い
る

場
合
、
再
現
上
演
に
お
い
て
そ
れ
を
模
倣
す
る
こ
と
は
好
ま
し

い
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
も
そ
も
カ
ラ
ー
チ
ャ
ー
ト
を
提
供
し
て

い
た
会
社
が
今
日
存
在
し
な
い
場
合
、
色
を
正
確
に
再
現
す
る

こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
再
現
す
べ
き
は
「
視
覚

的
経
験
」
つ
ま
り
、
演
出
意
図
で
あ
っ
て
、
１
０
０
年
以
上
前

の
電
球
の
色
を
再
現
す
る
こ
と
で
は
な
い
。

　

過
去
に
理
想
と
さ
れ
て
い
た
事
柄
（
当
時
画
期
的
だ
と
考
え

ら
れ
て
い
た
こ
と
、
当
時
に
は
実
現
で
き
な
か
っ
た
こ
と
な
ど
）

と
、
現
実
的
な
事
柄
（
実
際
に
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
ら
れ
た

か
、
技
術
の
進
ん
だ
現
代
で
は
ど
の
よ
う
に
実
現
で
き
る
か
な

ど
）
と
を
比
較
検
討
す
る
手
法
を
取
る
こ
と
で
、
視
覚
的
要
素

の
変
遷
が
記
述
で
き
る
と
私
は
考
え
て
い
る
。

　

今
回
は
、
ヘ
レ
ラ
ウ
祝
祭
劇
場
を
取
り
上
げ
た
が
、
次
報
で

は
ア
ッ
ピ
ア
の
芸
術
理
念
を
今
日
の
技
術
で
ど
の
よ
う
に
再
現

で
き
る
か
を
扱
い
た
い
と
思
う
。
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第

１
０
０
輯
）』、
小
樽
商
科
大
学
人
文
科
学
研
究
室
。

副
島
美
由
紀
、
１
９
９
９
年
、「
モ
ダ
ニ
ズ
ム
が
夢
見
た
ユ
ー
ト
ピ
ア:

ド
イ

ツ
田
園
都
市
建
設
の
歴
史
（
２
）」、『
小
樽
商
科
大
学 

人
文
研
究
（
第
97
輯
）』、

小
樽
商
科
大
学
人
文
科
学
研
究
室
。

副
島
美
由
紀
、
１
９
９
８
年
、「
モ
ダ
ニ
ズ
ム
が
夢
見
た
ユ
ー
ト
ピ
ア:

ド
イ

ツ
田
園
都
市
建
設
の
歴
史
（
１
）」、『
小
樽
商
科
大
学 

人
文
研
究
（
第
96
輯
）』、

小
樽
商
科
大
学
人
文
科
学
研
究
室
。

福
島
勝
則
、
１
９
９
５
年
、「
ア
ド
ル
フ
・
ア
ピ
ア　

ヘ
レ
ラ
ウ
で
の
ダ
ル
ク

ロ
ー
ズ
と
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
」、『
多
摩
美
術
大
学
研
究
紀
要（
第
９
号
）』、

多
摩
美
術
大
学
研
究
紀
要
編
集
委
員
会
編
。

山
名
淳
、
２
０
２
１
年
、『
都
市
と
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
の
教
育
思
想
』、 

勁
草

書
房
。

山
名
淳
、
２
０
０
６
年
、『
幻
の
ド
イ
ツ
田
園
都
市

－

教
育
共
同
体
ヘ
レ
ラ
ウ

の
挑
戦
』、
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
。

山
名
淳
、
２
０
０
３
年
、「
田
園
都
市
ヘ
レ
ラ
ウ
に
お
け
る
ジ
ャ
ッ
ク=

ダ
ル

ク
ロ
ー
ズ
学
院
と
そ
の
後
」、『
ダ
ル
ク
ロ
ー
ズ
音
楽
教
育
研
究
』、
日
本
ダ
ル

ク
ロ
ー
ズ
音
楽
教
育
学
会
。

劇
の
変
貌 

ゲ
オ
ル
グ
二
世
か
ら
ス
ト
レ
ー
レ
ル
ま
で
』、
山
内
登
美
雄
編
、

明
治
大
学
人
文
科
学
研
究
所
業
書
。

杉
浦
康
則
、
２
０
０
６
年
、「
ア
ド
ル
フ
・
ア
ッ
ピ
ア
と
エ
ミ
ー
ル
・
ジ
ャ
ッ

ク
＝
ダ
ル
ク
ロ
ー
ズ
」、『
独
語
独
文
学
研
究
年
報 

３３
』、
48—

68
頁
、
北
海

道
大
学
。

杉
山
恵
梨
、「
リ
チ
ャ
ー
ド
・
タ
ラ
ス
キ
ン
の
オ
ー
セ
ン
テ
ィ
シ
テ
ィ
ー
論
を

再
考
す
る
」、
２
０
２
０
年
、『
阪
大
音
楽
報 

第
16—

17
号
』、
大
阪
大
学
音

楽
学
研
究
室
。

ダ
ル
ク
ロ
ー
ズ
・
エ
ミ
ー
ル=
ジ
ャ
ッ
ク
、
２
０
０
５
年
、『
リ
ト
ミ
ッ
ク
・

芸
術
と
教
育
』、
板
野
平
訳
、
全
音
楽
譜
出
版
社
。

ダ
ル
ク
ロ
ー
ズ
・
エ
ミ
ー
ル=

ジ
ャ
ッ
ク
、
２
０
０
３
年
、『
リ
ズ
ム
と
音
楽

と
教
育
』、
板
野
平
監
修
、
山
本
昌
男
訳
、
全
音
楽
譜
出
版
社
。

日
本
ダ
ル
ク
ロ
ー
ズ
音
楽
教
育
学
会
編
、
２
０
０
３
年
、『
リ
ト
ミ
ッ
ク
研
究

の
現
在
』。

日
本
ダ
ル
ク
ロ
ー
ズ
音
楽
教
育
学
会
編
、
２
０
１
５
年
、『
リ
ト
ミ
ッ
ク
教
育

研
究
』。

ハ
ワ
ー
ド
・
エ
ベ
ネ
ザ
ー
、１
９
６
８
年
、『
明
日
の
田
園
都
市
』、山
形
浩
生
訳
、

鹿
島
出
版
会
。

長
谷
川
章
、
２
０
２
１
年
、『
田
園
都
市
と
千
年
王
国
』、
工
作
舎
。

長
谷
川
章
、
２
０
０
０
年
、『
世
紀
末
の
都
市
と
身
体
』、
ブ
リ
ュ
ッ
ケ
。

副
島
博
彦
、２
０
０
８
年
、「
舞
踊
の
ト
ポ
ス

－

田
園
都
市
ヘ
レ
ラ
ウ
を
め
ぐ
っ

て
」、『
特
集
・
か
ら
だ
と
ト
ポ
ス
』、
舞
踊
学
会
。

副
島
美
由
紀
、
２
０
０
３
年
ａ
、「
モ
ダ
ニ
ズ
ム
が
夢
見
た
ユ
ー
ト
ピ
ア:

ド
イ
ツ
田
園
都
市
建
設
の
歴
史
（
６
）」、『
小
樽
商
科
大
学 

人
文
研
究
（
第

１
０
６
輯
）』、
小
樽
商
科
大
学
人
文
科
学
研
究
室
。
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アドルフ・アッピア演出作品の再現上演のために（１）

ハ
ン
タ
ー
（
２
０
１
４
）
に
は
「
視
覚
的
領
域
と
は
―
―
舞
台
装
置
、照
明
、

衣
装
と
立
ち
位
置
の
こ
と
で
あ
り
―
―
、
歴
史
感
覚
に
お
い
て
〔
上
演
芸

術
の
〕
製
作
の
最
初
に
来
る
、
最
も
明
ら
か
な
表
示
で
あ
る
。」（
６
０
９

頁
、
拙
訳
）
と
あ
る
。

「
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
『
詩
学
』」
第
六
章
１
４
５
０
ａ
。「
視
覚
的
装
飾
」

の
日
本
語
訳
に
つ
い
て
は
１
４
１
頁
に
松
岡
（
１
９
９
７
）
に
よ
る
説
明

が
あ
る
。

前
掲
書
、
第
十
四
章
１
４
５
３
ｂ
。 

H
istorically Inform

ed Perform
ance. 

以
下
Ｈ
Ｉ
Ｐ
と
省
略
し
て
表
記

す
る
。

「
視
覚
領
域
（T

he Visual D
om

ain
）」「
音
響
領
域
（T

he Sonic 
D

om
ain

）」「
観
念
領
域
（T

he Ideological D
om

ain

）」
ハ
ン
タ
ー
、

２
０
１
４
年
。

前
掲
書
、
６
０
６
頁
、
拙
訳
。

キ
ヴ
ィ
、
１
９
９
５
年
、
６
頁
、
拙
訳
。

伊
藤
、
２
０
０
７
年
。 

こ
の
時
に
製
作
さ
れ
た
舞
台
セ
ッ
ト
は
、
２
０
１
９
年
に
『A

ppia 
R

eloaded

』
に
て
使
用
さ
れ
、
２
０
２
０
年
か
ら
２
０
２
１
年
ま
で
バ
ウ

ハ
ウ
ス
美
術
館
デ
ッ
サ
ウ
に
展
示
さ
れ
た
。

https ://w
w

w.hellerau -entdecken.de /

（
ア
ク
セ
ス
日
、
２
０
２
３
年

12
月
５
日
）

後
に
登
場
す
る
リ
ヴ
ィ
ン
グ
シ
ア
タ
ー
や
ハ
プ
ニ
ン
グ
な
ど
を
踏
ま
え
る

な
ら
ば
、
ヘ
レ
ラ
ウ
祝
祭
劇
場
に
お
い
て
は
、
い
ぜ
ん
と
し
て
演
じ
手
と

観
客
が
分
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
付
け
加
え
て
お
き
た
い
。

　
　
｜
注
釈
｜

12345 6 78910 11 

『
ア
ド
ル
フ
・
ア
ッ
ピ
ア
全
集
（
第
三
巻
）』
所
収
、
２
１
０—

２
１
１
頁
、

拙
訳
。

復
興
さ
れ
た
ヘ
レ
ラ
ウ
に
関
し
て
は
福
島
（
１
９
９
８
〜
２
０
０
３
）
に

詳
し
い
。

長
谷
川
（
２
０
２
０
）
は
、
脱
宗
教
化
し
た
田
園
都
市
を
否
定
的
に
捉
え

て
い
る
。

「praticables

」
は
慣
習
的
に
「
平
台
」
と
訳
し
て
も
良
い
が
、
自
在
に
組

み
合
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
意
味
を
組
ん
で「
可
変
台
」と
訳
し
た
。

抒
情
的
ド
ラ
マ
（dram

e lyrique

）
は
、
音
楽
性
を
伴
っ
た
劇
で
、
オ
ペ

ラ
の
代
名
詞
で
あ
っ
た
こ
と
を
思
い
出
さ
れ
た
い
。
ア
ッ
ピ
ア
は
こ
の
文

章
で
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
の
楽
劇
（M

usikdram
a

）
を
意
識
し
て
い
る
。

『
ア
ド
ル
フ
・
ア
ッ
ピ
ア
全
集
（
第
三
巻
）』
１
４
６—

１
５
２
頁
、
拙
訳
。

『
ア
ド
ル
フ
・
ア
ッ
ピ
ア
全
集
（
第
三
巻
）』
１
２
０—

１
２
６
頁
、
拙
訳
。

『
ア
ッ
ピ
ア
全
集
（
第
三
巻
）』、
１
７
１—

１
７
３
頁
、
拙
訳
。

ザ
イ
ド
ル
（
１
９
１
２
）
に
は
７
万
マ
ル
ク
の
費
用
が
か
か
っ
た
と
の

記
述
が
あ
る
。『
ア
ド
ル
フ
・
ア
ッ
ピ
ア
全
集
（
第
三
巻
）』
２
０
９—

２
１
１
頁
。

蛇
足
か
も
し
れ
な
い
が
、
舞
台
と
客
席
の
境
界
が
空
間
上
に
存
在
し
な
い

の
で
、
舞
台
上
空
に
あ
る
昇
降
シ
ス
テ
ム
や
照
明
器
具
な
ど
を
隠
す
文
字

幕
も
存
在
し
な
い
。

ア
ッ
ピ
ア
死
後
の
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
演
出
の
再
解
釈
が
好
例
と
言
え
よ
う
。

12 13 141516171819202122 
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