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ギ
リ
シ
ア
悲
劇
と
現
代
日
本

「
恐
い
女
性
」
を
め
ぐ
っ
て上

村
　
く
に
こ

本
稿
の
目
的
は
、
ギ
リ
シ
ア
悲
劇
が
現
代
日
本
、
特
に
一
九
六
〇
年

以
降
ど
の
よ
う
に
受
容
さ
れ
て
き
た
か
を
考
察
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ギ

リ
シ
ア
悲
劇
に
は
、
ギ
リ
シ
ア
神
話
の
な
か
で
二
次
的
な
役
割
し
か
与

え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
女
性
が
、
突
然
主
役
に
躍
り
出
て
過
激
な
言
動

を
し
、
観
客
に
怖
気
を
ふ
る
わ
せ
る
し
か
け
に
な
っ
て
い
る
戯
曲
が
多

い
。
そ
の
ギ
リ
シ
ア
悲
劇
が
、
戦
後
日
本
で
幾
度
と
な
く
上
演
さ
れ
て

い
る
と
い
う
事
実
に
注
目
し
た
い
。
ギ
リ
シ
ア
悲
劇
の
ヒ
ロ
イ
ン
た
ち

が
、
日
本
人
の
抱
く
女
性
な
る
も
の
の
概
念
に
ど
の
よ
う
に
呼
応
し
た

の
か
を
考
え
て
み
た
い
。

絹
の
道
を
通
じ
て
、
は
る
か
一
五
、
六
世
紀
も
ま
え
に
、
ギ
リ
シ
ア

の
建
築
や
紋
章
と
し
て
ギ
リ
シ
ア
美
術
が
断
片
的
に
日
本
に
伝
わ
っ
て

以
来
、
ギ
リ
シ
ア
神
話
と
日
本
文
化
の
出
会
い
は
ま
っ
た
く
な
か
っ
た

と
い
っ
て
よ
い
。
明
治
時
代
に
な
っ
て
よ
う
や
く
マ
ッ
ク
ス
・
ミ
ュ

ラ
ー
等
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
神
話
学
の
バ
イ
ア
ス
を
経
て
テ
キ
ス
ト
と
し
て

紹
介
さ
れ
た
が
、
あ
く
ま
で
机
上
の
議
論
で
あ
っ
た
。
日
本
人
が
自
ら

の
演
出
で
、
ギ
リ
シ
ア
悲
劇
を
上
演
し
は
じ
め
た
の
は
戦
後
の
こ
と
で

あ
る
。
お
り
し
も
六
〇
年
代
は
、
ア
ン
グ
ラ
と
呼
ば
れ
た
演
劇
革
命
が

起
こ
っ
た
時
期
で
あ
り
、
ギ
リ
シ
ア
悲
劇
と
い
う
テ
ー
マ
は
重
要
な
上

演
題
目
の
ひ
と
つ
と
な
っ
た
。
八
〇
年
代
に
入
っ
て
こ
の
運
動
は
下
火

に
な
る
が
、
ギ
リ
シ
ア
悲
劇
と
い
う
素
材
の
人
気
は
衰
え
る
ど
こ
ろ
か

現
在
に
い
た
っ
て
も
、
多
様
な
劇
団
に
よ
っ
て
お
び
た
だ
し
い
数
の
公

演
が
行
わ
れ
て
い
る（

１
）
。

い
っ
た
い
ギ
リ
シ
ア
悲
劇
は
現
代
日
本
の
情
況
の
ど
こ
に
ア
ッ
ピ
ー

ル
す
る
の
だ
ろ
う
か
？
　
ま
ず
は
悲
劇
が
日
本
に
紹
介
さ
れ
た
い
き
さ

つ
、
悲
劇
と
能
の
成
立
過
程
に
つ
い
て
一
瞥
し
て
み
た
い
。

１
　
ギ
リ
シ
ア
悲
劇
の
日
本
紹
介

ギ
リ
シ
ア
悲
劇
が
初
め
て
日
本
に
紹
介
さ
れ
た
の
は
、
明
治
時
代
で

あ
る
。
そ
の
と
き
ギ
リ
シ
ア
悲
劇
は
、
能
に
よ
く
似
て
い
る
と
い
う
説

と
と
も
に
紹
介
さ
れ
た
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
こ
の
説
は
今
も
影
響
力

を
保
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
能
と
ギ
リ
シ
ア
悲
劇
を
最
初
に
比
較
し

た
の
は
、
帝
国
大
学
の
日
本
語
学
の
初
代
教
授
と
な
っ
た
イ
ギ
リ
ス
人

の
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
で
あ
る
。
前
五
世
紀
に
上
演
さ
れ
、
そ
の
テ
キ
ス
ト

だ
け
は
残
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
以
外
の
資
料
は
ほ
と
ん
ど
残
っ
て
い
な

い
ギ
リ
シ
ア
悲
劇
と
、
一
五
世
紀
に
創
設
さ
れ
、
そ
の
伝
統
が
そ
の
ま

ま
守
ら
れ
て
い
る
能
と
が
本
質
的
に
似
て
い
る
と
い
う
推
論
は
斬
新
で

あ
っ
た
。
こ
の
観
点
は
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
の
弟
子
芳
賀
矢
一
や
、
さ
ら
に

大
正
時
代
に
な
る
と
安
倍
能
成
、
昭
和
時
代
に
な
る
と
野
上
豊
一
郎
が

そ
れ
ぞ
れ
能
と
ギ
リ
シ
ア
悲
劇
の
類
似
点
と
相
違
点
を
論
じ
た
。
各
論

者
が
あ
げ
る
主
な
類
似
点
は
五
つ
ほ
ど
あ
る
。
劇
の
起
源
が
ど
ち
ら
も

豊
饒
の
神
へ
の
奉
納
で
あ
っ
た
こ
と
、
仮
面
を
使
う
こ
と
、
役
者
が
男

性
に
限
ら
れ
て
お
り
、
合
唱
隊
が
い
る
こ
と
、
歌
と
舞
踏
が
組
み
合
わ
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さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
で
あ
る
。
観
世
寿
夫
は
二
十
歳
の
こ
ろ
野
上
豊

一
郎
の
比
較
論
を
聞
い
て
ギ
リ
シ
ア
悲
劇
に
出
会
い
、
そ
れ
か
ら
『
オ

イ
デ
ィ
プ
ス
王
』
の
翻
訳
を
読
ん
で
、「
そ
の
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
さ
、
内

容
の
深
さ
に
若
か
っ
た
私
は
ま
ず
驚
か
さ
れ
た
」
と
証
言
し
て
い
る（

２
）
。

ギ
リ
シ
ア
悲
劇
が
「
人
間
の
心
に
普
遍
的
に
潜
む
深
い
問
題
」
を
扱
っ

て
い
る
と
い
う
認
識
は
、
現
代
の
蜷
川
幸
雄
も
口
に
し
て
い
る
。
は
た

し
て
ギ
リ
シ
ア
悲
劇
の
創
作
に
た
ず
さ
わ
っ
た
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
人
々

の
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
ー
と
は
ど
ん
な
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

２
　
ギ
リ
シ
ア
悲
劇
は
女
性
を
ど
う
扱
っ
た
か

ギ
リ
シ
ア
悲
劇
の
上
演
は
前
五
世
紀
の
都
市
国
家
ア
テ
ナ
イ
の
国
家

的
な
祭
り
と
し
て
、
意
図
的
に
振
興
さ
れ
た
も
の
で
、
き
わ
め
て
政
治

的
な
イ
ヴ
ェ
ン
ト
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
悲
劇
は

ア
テ
ナ
イ
市
民
と
し
て
社
会
の
掟
（
ア
レ
テ
ー
）
と
ど
の
よ
う
に
付
き

合
う
べ
き
か
を
集
団
的
に
確
認
す
る
た
め
の
国
家
行
事
で
あ
っ
た
。
政

治
的
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
共
有
す
る
た
め
に
、
全
市
民
が
演
劇
に
参
加
し
、

貧
し
い
者
の
入
場
料
は
無
料
に
な
っ
た
。

強
い
政
治
的
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
表
現
す
る
た
め
に
は
、
同
時
代
の
題
材

を
使
う
こ
と
は
危
険
き
わ
ま
り
な
い
の
で
、
歴
史
的
リ
ア
リ
ズ
ム
を
極

力
避
け
、
遠
い
過
去
の
神
話
上
の
人
物
を
使
う
必
要
が
あ
っ
た
。
現
在

の
問
題
を
考
え
る
た
め
に
、
現
代
と
は
遠
い
材
料
を
使
う
手
法
が
取
ら

れ
た
の
で
あ
る
。
遠
い
神
話
を
読
み
直
す
こ
と
に
よ
っ
て
現
代
の
火
急

の
問
題
を
表
現
し
た
の
で
あ
る
。
ピ
エ
ー
ル
・
ヴ
ィ
ダ
ル
＝
ナ
ケ
は
オ

ル
タ
ー
・
ネ
ッ
ス
ル
の
「
ギ
リ
シ
ア
悲
劇
は
、
ギ
リ
シ
ア
神
話
を
ア
テ

ナ
イ
市
民
の
目
で
問
い
直
し
始
め
た
と
き
誕
生
し
た
」
と
い
う
有
名
な

定
義
を
引
用
し
、
さ
ら
に
「
悲
劇
が
死
ん
だ
日
は
、
悲
劇
詩
人
ア
ガ
ト

ン
（
前
四
四
六
〜
四
〇
二
）
が
登
場
人
物
を
神
話
上
の
人
物
か
ら
借
り

る
の
を
や
め
て
、
新
し
い
登
場
人
物
を
作
り
だ
し
た
と
き
で
あ
る
」
と

断
定
し
た（

３
）
。
悲
劇
と
い
う
文
学
ジ
ャ
ン
ル
が
、
そ
の
材
料
を
ひ
と
え
に

ギ
リ
シ
ア
神
話
か
ら
取
り
出
し
た
理
由
は
、
こ
の
よ
う
に
社
会
政
治
的

な
理
由
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、
ギ
リ
シ
ア
神
話
の
素
材
は
、
伝
統
的
に
男
の
事
業
で
あ
る
戦

争
と
征
服
に
集
中
し
て
い
る
。
ホ
メ
ロ
ス
を
読
む
と
、
女
神
た
ち
は
た

し
か
に
戦
争
や
征
服
に
関
与
し
て
い
る
が
、
あ
く
ま
で
主
人
公
は
男
の

英
雄
た
ち
で
あ
っ
て
、
人
間
の
女
性
に
は
重
大
な
役
割
は
ほ
と
ん
ど
与

え
ら
れ
て
い
な
い
。

悲
劇
に
お
い
て
は
逆
に
、
政
治
的
・
軍
事
的
な
対
立
は
背
景
に
退
き
、

テ
ー
マ
の
大
部
分
は
男
女
や
家
族
内
部
の
闘
争
に
集
中
し
て
い
る
。
現

在
残
っ
て
い
る
31
編
の
悲
劇
の
中
で
、『
ア
イ
ア
ス
』
や
『
ピ
ロ
ク
テ
テ

ス
』
な
ど
、
女
性
が
ま
っ
た
く
登
場
し
な
い
悲
劇
も
あ
る
が
、
き
わ
め

て
少
数
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
ホ
メ
ロ
ス
に
は
登
場
し
な
い
か
、
あ

る
い
は
ほ
ん
の
脇
役
だ
っ
た
女
性
た
ち
、
例
え
ば
ヘ
カ
ベ
、
ク
リ
ュ
タ

イ
ム
ネ
ス
ト
ラ
ー
、
ヘ
レ
ネ
、
ア
ン
テ
ィ
ゴ
ネ
、
エ
レ
ク
ト
ラ
な
ど
が

主
役
と
な
る
。
し
か
も
悲
劇
で
は
、
こ
の
ヒ
ロ
イ
ン
た
ち
は
、
模
範
と

な
る
理
想
的
女
性
と
は
正
反
対
に
、
激
情
に
か
ら
れ
、
男
を
滅
ぼ
し
た

り
、
自
分
を
滅
ぼ
し
た
り
す
る
極
端
な
選
択
を
し
て
し
ま
う
「
あ
っ
て

は
な
ら
な
い
女
性
」
で
あ
る
。
た
と
え
ば
神
話
で
は
、
夫
の
ア
ガ
メ
ム

ノ
ン
を
殺
し
た
の
は
ク
リ
タ
イ
ム
ネ
ス
ト
ラ
ー
の
愛
人
ア
イ
ギ
ス
ト
ス

で
あ
っ
て
、
ク
リ
ム
ネ
ス
ト
ラ
ー
は
こ
の
殺
戮
に
同
意
し
た
だ
け
で

あ
っ
た
が
、
悲
劇
で
は
彼
女
が
率
先
し
て
殺
戮
を
実
行
し
た
こ
と
に
書
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き
か
え
ら
れ
、
舞
台
で
血
染
め
の
斧
を
振
り
か
ざ
し
て
自
分
の
犯
罪
を

自
慢
す
る
シ
ー
ン
が
見
所
に
な
っ
て
い
る
。

ギ
リ
シ
ア
悲
劇
の
主
な
観
客
た
る
男
性
市
民
は
、
ど
ん
な
気
持
ち
で

こ
の
よ
う
な
暴
力
的
な
ア
ン
チ
ヒ
ロ
イ
ン
を
見
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

女
嫌
い
の
伝
統
が
つ
よ
い
こ
の
文
化
の
な
か
で
、
怖
い
も
の
み
た
さ
の

心
理
に
か
ら
れ
て
、
時
代
を
遠
い
神
話
時
代
に
設
定
し
、
恐
ろ
し
い
女

性
を
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
男
性
が
演
じ
る
と
い
う
二
重
の
安
全
装
置

を
つ
く
り
あ
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ホ
ラ
ー
を
楽
し
ん
で
い
た
の
だ
ろ

う
か
？

し
か
し
単
に
「
怖
い
も
の
み
た
さ
」
と
い
う
心
理
だ
け
で
は
、
な
ぜ

あ
れ
ほ
ど
沢
山
の
数
の
女
性
が
、
ア
ン
チ
モ
デ
ル
と
し
て
登
場
す
る
必

要
が
あ
っ
た
の
か
、
そ
し
て
な
ぜ
悲
劇
に
登
場
す
る
女
性
た
ち
が
圧
倒

的
な
力
を
も
っ
て
今
日
の
人
々
の
心
を
動
か
す
の
か
を
説
明
す
る
こ
と

は
困
難
で
あ
る
。

ス
レ
イ
タ
ー
は
そ
の
理
由
を
、
ギ
リ
シ
ア
男
性
が
幼
年
時
代
に
は

「
女
部
屋
」
に
閉
じ
込
め
ら
れ
、
母
親
と
息
子
が
あ
ま
り
に
も
独
占
的
で

緊
密
な
関
係
を
も
っ
た
せ
い
で
、
母
親
の
飲
み
込
む
よ
う
な
支
配
力
か

ら
心
理
的
に
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
か
ら
、

女
性
へ
の
恐
怖
が
悲
劇
に
反
映
さ
れ
て
い
る
と
分
析
し
て
い
る（

４
）

。

ア
テ
ナ
イ
男
性
に
と
っ
て
、
怖
い
も
の
と
い
え
ば
、
専
制
君
主
、
神
、

異
邦
人
な
ど
が
あ
っ
た
が
、
そ
の
中
で
か
な
り
重
要
な
記
号
が
「
女
性
」

で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
ギ
リ
シ
ア
悲
劇
が
作
り
出
し
た
幻
想
の
女
性

は
、
①
男
の
よ
う
に
自
己
主
張
を
す
る
、
②
男
性
的
な
決
断
力
を
も
つ
、

③
ル
ー
ル
を
無
視
す
る
女
性
た
ち
で
あ
る
。
ギ
リ
シ
ア
悲
劇
は
、
ア
テ

ナ
イ
男
性
の
男
／
女
の
二
項
対
立
を
撹
乱
す
る
ア
マ
ゾ
ン
た
ち
へ
の
鋭

い
敵
意
と
、
そ
の
一
方
で
自
分
た
ち
と
は
全
く
違
う
存
在
を
見
た
い
と

い
う
渇
望
と
の
あ
い
だ
で
揺
れ
る
、
ア
テ
ナ
イ
男
性
の
矛
盾
し
た
心
理

を
端
的
に
表
現
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

３
　
母
な
る
ア
マ
テ
ラ
ス

さ
て
日
本
の
神
話
に
は
、
ギ
リ
シ
ア
に
匹
敵
す
る
よ
う
な
女
性
へ
の

激
し
い
敵
意
と
嫌
悪
は
見
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。

日
本
の
宗
教
心
理
学
者
た
ち
は
こ
ぞ
っ
て
、
日
本
の
神
話
に
は
「
き

わ
め
て
根
強
い
女
性
原
理
」
が
見
ら
れ
、
日
本
文
化
の
基
層
的
な
価
値

思
考
は
母
性
的
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
松
本
滋
は
「
日

本
文
化
の
基
層
的
な
価
値
志
向
は
（
中
略
）
父
性
的
と
い
う
よ
り
は
明

ら
か
に
母
性
的
で
あ
る
」
と
指
摘
し
、「
あ
る
べ
き
も
の
よ
り
、
あ
る
が

ま
ま
の
も
の
を
、
規
範
的
な
分
離
よ
り
自
然
的
な
つ
な
が
り
を
、
自
律

的
な
個
性
よ
り
も
包
容
的
な
共
同
体
を
強
調
す
る
傾
向
が
伝
統
的
に
あ

る
」
と
い
う
（
５
）
。

そ
の
例
と
し
て
、
ア
マ
テ
ラ
ス
と
ス
サ
ノ
オ
の
関
係
が
分
析
さ
れ
て

い
る
。
弟
の
ス
サ
ノ
オ
は
数
々
の
乱
暴
狼
藉
を
は
た
ら
く
が
、
姉
の
ア

マ
テ
ラ
ス
は
武
装
を
し
て
弟
を
迎
え
る
も
の
の
、
特
に
弟
を
と
が
め
る

こ
と
は
ぜ
ず
、
戦
う
こ
と
も
罰
す
る
こ
と
な
く
許
し
容
れ
て
い
る
。
弟

が
神
穀
を
作
る
た
め
の
田
の
溝
を
埋
め
た
り
、
畦
を
壊
し
た
り
、
神
殿

の
な
か
に
大
小
便
を
投
げ
入
れ
る
よ
う
な
こ
と
を
し
て
も
、
決
し
て
悪

い
よ
う
に
は
取
ら
ず
に
大
目
に
み
て
や
る
。
ス
サ
ノ
オ
の
乱
暴
は
止
ま

ず
、
つ
い
に
忌
服
屋
の
上
か
ら
天
の
斑
馬
を
逆
剥
ぎ
に
し
て
落
と
し
込

ん
だ
の
で
、
そ
こ
に
居
合
わ
せ
た
織
女
は
驚
き
、
怪
我
を
し
て
死
ん
で

し
ま
う
。
ア
マ
テ
ラ
ス
は
そ
れ
を
知
っ
て
天
の
岩
戸
に
こ
も
る
が
、
こ
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れ
は
ス
サ
ノ
オ
を
懲
ら
し
め
る
た
め
で
な
く
、
た
だ
ひ
た
す
ら
「
見
畏

み
て
」
つ
ま
り
驚
愕
し
て
黙
っ
て
身
を
隠
し
た
せ
い
で
あ
る
。
ス
サ
ノ

オ
の
追
放
は
、
八
百
万
の
神
々
が
合
議
の
う
え
決
定
し
た
の
で
あ
っ
て
、

ア
マ
テ
ラ
ス
は
あ
く
ま
で
「
許
す
神
、
包
容
す
る
神
」
で
あ
っ
た
。
ス

サ
ノ
オ
は
、
日
本
の
神
話
に
は
め
ず
ら
し
く
自
然
的
共
同
体
を
離
脱
し

て
自
己
を
確
立
し
、
自
立
す
る
「
息
子
」
の
姿
を
象
徴
し
て
い
る
。
し

か
し
こ
の
よ
う
な
人
物
像
は
、
日
本
の
伝
統
文
化
で
は
正
統
派
と
は
な

り
に
く
く
、
悪
役
あ
る
い
は
反
主
流
派
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
主
流
と
な
る
人
間
像
は
、「
日
の
御
子
」
つ
ま
り
ア

マ
テ
ラ
ス
直
系
の
子
孫
で
あ
る
天
皇
で
あ
る
。
ち
ょ
う
ど
母
親
に
抱
か

れ
、
そ
の
恵
み
を
あ
ま
ね
く
受
け
て
育
つ
子
ど
も
の
よ
う
に
、
天
皇
は

「
祖
神
の
子
孫
」
と
い
う
、
自
然
に
与
え
ら
れ
た
ま
ま
の
条
件
に
お
い
て

天
皇
と
な
る
の
で
あ
る
。
大
嘗
祭
で
は
、
天
皇
は
ア
マ
テ
ラ
ス
と
と
も

に
新
穀
を
食
し
、
衾
で
身
を
覆
っ
て
神
座
に
臥
す
儀
礼
が
行
わ
れ
る
が
、

こ
れ
は
ア
マ
テ
ラ
ス
か
ら
天
皇
が
「
日
の
御
子
」
と
し
て
誕
生
す
る
場

面
を
再
現
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

４
　
妹
の
力

こ
の
よ
う
に
日
本
神
話
に
は
、
自
立
す
る
男
性
が
反
主
流
的
存
在
と

し
て
し
か
登
場
し
な
い
の
に
対
し
て
、
た
く
さ
ん
の
女
性
た
ち
は
不
思

議
な
こ
と
に
自
ら
決
断
し
、
思
い
き
っ
た
行
動
を
起
こ
す
。
ま
ず
創
造

の
女
神
イ
ザ
ナ
ミ
で
あ
る
。
イ
ザ
ナ
ギ
と
と
も
に
、
国
土
を
は
じ
め
一

切
の
も
の
を
創
造
す
る
と
い
う
大
仕
事
を
し
た
の
ち
、
黄
泉
の
国
に

行
っ
て
か
ら
は
、
イ
ザ
ナ
ギ
が
禁
を
破
っ
て
自
分
の
姿
を
見
た
こ
と
を

怒
っ
て
「
男
の
御
神
に
む
か
い
て
こ
と
わ
り
を
た
て
」、
イ
ザ
ナ
ギ
を
追

い
出
し
て
い
る
。
ア
マ
テ
ラ
ス
も
高
天
原
に
ス
サ
ノ
オ
が
押
し
寄
せ
て

き
た
と
き
に
は
、「
大
御
身
に
矢
串
を
お
ぼ
し
、
大
御
手
に
弓
取
り
ま
し
、

ま
す
ら
を
な
す
お
た
け
び
を
な
し
て
、
あ
し
き
大
神
を
和
し
給
う
」
と

あ
る
。
決
然
と
戦
う
「
ま
す
ら
お
ぶ
り
」
を
示
し
な
が
ら
、
最
終
的
に

は
母
性
的
な
対
応
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
コ
ノ
ハ
ナ
サ
ク
ヤ
ヒ
メ
も
、

夫
ニ
ニ
ギ
の
あ
ら
ぬ
疑
い
に
対
し
て
「
う
つ
室
に
火
を
放
ち
て
明
ら
け

き
心
」
を
あ
か
し
た
と
あ
る
。
ほ
か
に
も
兄
と
夫
の
板
ば
さ
み
に
な
っ

た
サ
ホ
ヒ
メ
や
、
夫
の
身
代
わ
り
に
な
っ
て
海
に
飛
び
込
ん
だ
ハ
シ
ヒ

メ
な
ど
果
敢
な
死
に
方
を
し
た
「
女
丈
夫
」
が
た
く
さ
ん
登
場
す
る
。

ギ
リ
シ
ア
神
話
に
も
、
英
雄
的
な
犠
牲
行
為
を
行
う
女
性
は
少
数
な

が
ら
い
る
。
た
と
え
ば
夫
の
身
代
わ
り
に
死
ぬ
こ
と
を
受
け
入
れ
る
ア

ル
ケ
ス
テ
ィ
ス
で
あ
る
。
エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
は
『
ア
ル
ケ
ス
テ
ィ
ス
』
で
、

こ
の
女
性
を
扱
っ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
悲
劇
の
眼
目
は
、
英
雄
ヘ
ラ

ク
レ
ス
が
こ
の
貞
淑
な
妻
を
冥
府
か
ら
救
い
だ
す
英
雄
的
行
為
に
あ
る

の
で
あ
っ
て
、
女
性
の
果
敢
さ
は
微
塵
も
描
か
れ
て
い
な
い
。

古
代
日
本
に
お
い
て
、
女
性
が
強
い
力
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
、

様
々
な
現
象
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
る
。
天
皇
が
政
権
を
握
る
以
前
、
ヒ

メ
ミ
コ
制
と
呼
ば
れ
る
政
治
体
制
を
と
る
豪
族
た
ち
が
多
か
っ
た
。
妹

の
も
つ
霊
的
な
力
を
頼
み
に
し
て
、
兄
が
政
治
的
な
権
力
を
握
る
の
で

あ
る
。
そ
も
そ
も
天
上
に
皇
族
の
祖
先
と
さ
れ
る
ア
マ
テ
ラ
ス
と
い
う

女
神
が
お
り
、
地
上
の
俗
的
世
界
に
は
天
皇
と
い
う
男
性
の
王
が
い
る

と
い
う
構
造
が
す
で
に
ヒ
メ
ミ
コ
制
的
で
あ
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
古
い
制
度
を
滅
ぼ
し
て
成
立
し
た
天
皇
制
は
原
則
と
し
て
男

系
で
あ
る
が
、
ヒ
メ
ミ
コ
制
の
名
残
を
と
ど
め
て
い
て
、
斎
宮
と
い
う

制
度
を
の
こ
し
た
。
こ
れ
は
天
皇
の
娘
の
一
人
が
選
ば
れ
て
、
天
皇
の
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祖
と
い
わ
れ
る
ア
マ
テ
ラ
ス
を
祭
る
た
め
に
、
処
女
と
し
て
伊
勢
神
宮

に
こ
も
る
と
い
う
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。
こ
の
制
度
は
形
骸
化
し
つ
つ
も
、

一
四
世
紀
ま
で
続
い
た
。

こ
の
よ
う
に
女
性
に
霊
力
が
あ
り
、
男
性
は
そ
の
力
を
借
り
て
始
め

て
こ
と
を
成
就
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
考
え
か
た
は
、
日
本
の
南

端
部
沖
縄
に
も
、
民
間
レ
ベ
ル
で
見
ら
れ
る
。
沖
縄
の
男
性
は
昭
和
の

は
じ
め
こ
ろ
ま
で
自
分
の
姉
妹
を
「
オ
ナ
リ
」
と
呼
び
、
例
え
ば
故
郷

を
離
れ
る
と
き
は
、
お
守
り
と
し
て
姉
妹
の
髪
の
毛
や
手
ぬ
ぐ
い
を
も

ら
っ
て
そ
れ
を
お
守
り
と
す
る
風
習
が
あ
っ
た
。

ま
た
幕
末
か
ら
明
治
に
か
け
て
の
激
動
の
時
代
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
新

し
い
宗
教
が
お
こ
り
、
従
来
の
伝
統
的
宗
教
に
あ
き
た
ら
な
い
人
々
の

心
を
今
も
ひ
き
つ
け
続
け
て
い
る
。
新
宗
教
を
ひ
ら
く
教
祖
は
女
性
で

あ
る
ケ
ー
ス
が
多
い
。
彼
女
た
ち
は
妻
と
し
て
母
と
し
て
普
通
の
生
活

を
過
ご
し
た
後
に
、
デ
ル
ポ
イ
の
巫
女
の
ご
と
く
突
然
神
の
声
を
聞
く
。

そ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
分
か
り
や
す
く
、
イ
ン
パ
ク
ト
が
あ
る
が
、
そ
の

教
え
に
従
っ
て
、
教
団
を
つ
く
る
の
は
、
そ
の
息
子
だ
っ
た
り
、
義
理

の
息
子
だ
っ
た
り
す
る
。

女
性
に
は
霊
力
が
あ
る
と
い
う
考
え
か
た
は
、
明
治
以
来
の
西
欧
化

と
と
も
に
影
を
潜
め
る
。
戦
後
に
な
る
と
西
欧
流
の
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
ラ

ブ
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
強
い
影
響
力
を
も
つ
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
は
日
本

的
に
解
釈
さ
れ
て
、
戦
後
の
核
家
族
の
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
と
な
っ
た
。
女

性
は
父
親
不
在
の
家
庭
の
中
心
で
あ
る
と
い
う
考
え
か
た
が
支
配
的
と

な
っ
た
。
こ
の
考
え
か
た
は
現
在
変
わ
り
つ
つ
あ
る
が
、
い
ま
だ
「
母

親
が
家
庭
の
支
配
力
を
握
る
」
と
い
う
考
え
か
た
は
根
強
い
。

ギ
リ
シ
ア
悲
劇
の
テ
ー
マ
が
、
女
性
の
底
知
れ
ぬ
力
を
認
め
、
そ
れ

を
表
現
す
る
も
の
だ
と
す
れ
ば
、
日
本
人
に
と
っ
て
は
伝
統
的
に
受
け

入
れ
や
す
い
テ
ー
マ
で
あ
る
と
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。

５
　
能
・
歌
舞
伎
は
女
性
性
を
ど
う
扱
っ
た
か

能
は
ギ
リ
シ
ア
悲
劇
か
ら
約
一
〇
〇
〇
年
後
に
生
れ
た
芸
能
で
あ
る
。

中
国
伝
来
の
散
楽
や
、
日
本
の
農
民
に
よ
っ
て
始
め
ら
れ
た
田
楽
な
ど

が
融
合
し
て
、
一
四
世
紀
末
頃
か
ら
一
五
世
紀
初
頭
に
か
け
て
猿
楽
と

し
て
認
識
さ
れ
た
こ
と
に
源
を
発
す
る
。
そ
の
後
足
利
義
満
に
見
出
さ

れ
た
観
阿
弥
・
世
阿
弥
親
子
に
よ
っ
て
歌
舞
劇
と
し
て
確
立
し
た
。
能

は
こ
の
頃
か
ら
貴
人
を
対
象
と
す
る
芸
能
と
し
て
発
展
し
、
江
戸
時
代

に
は
武
家
の
式
楽
と
し
て
幕
藩
体
制
に
組
み
込
ま
れ
、
能
役
者
は
武
士

と
し
て
の
扱
い
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
こ
で
扱
わ
れ
る
登
場
人

物
は
①
神
（
神
能
）、
②
主
に
源
平
の
武
士
の
亡
霊
（
修
羅
物
）、
③
恋

に
疲
れ
て
死
ん
で
し
ま
っ
た
女
性
（
鬘
物
）、
④
気
の
狂
っ
た
人
物
や
外

国
人
（
者
狂
）、
⑤
そ
し
て
鬼
（
切
能
物
）
鬼
、
天
狗
な
ど
の
妖
怪
と
い

う
五
種
類
に
分
か
れ
る
。

死
ぬ
、
あ
る
い
は
狂
気
の
中
に
入
る
と
言
う
形
で
こ
の
世
か
ら
離
脱

し
て
し
ま
っ
た
人
物
が
登
場
し
、
舞
台
上
で
生
者
と
交
流
し
、
ま
た

去
っ
て
ゆ
く
と
い
う
の
が
テ
ー
マ
で
あ
る
。
髷
物
と
呼
ば
れ
る
、
女
性

の
叶
わ
ぬ
恋
を
扱
っ
た
能
の
場
合
、
死
に
よ
っ
て
恋
が
終
わ
っ
た
あ
と

に
物
語
が
展
開
す
る
。
ギ
リ
シ
ア
悲
劇
の
場
合
、
恋
す
る
も
の
同
士
の

激
し
い
対
立
が
眼
目
に
な
る
の
だ
が
、
能
の
登
場
人
物
は
対
立
す
る
ど

こ
ろ
か
、
逆
に
対
立
が
止
ん
だ
あ
と
の
、
そ
こ
は
か
と
な
い
交
流
を
展

開
す
る
の
が
定
番
で
あ
る
。

ギ
リ
シ
ア
悲
劇
と
対
比
す
る
た
め
に
、
も
っ
と
も
激
し
い
対
立
を
表
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現
す
る
と
思
わ
れ
る
二
つ
の
能
の
演
題
を
考
え
て
み
よ
う
。『
恋
重
荷
』

で
は
白
川
院
の
女
御
に
残
酷
に
裏
切
ら
れ
た
た
め
に
死
ん
だ
庭
師
が
亡

霊
と
し
て
現
れ
、
女
御
に
恨
み
を
縷
々
と
述
べ
る
。
し
か
し
亡
霊
は
や

が
て
恨
み
を
鎮
め
、
逆
に
守
り
神
に
な
る
こ
と
を
誓
っ
て
消
え
る
。『
葵

上
』
で
は
六
条
御
息
所
の
生
霊
が
恋
敵
の
葵
の
上
を
扇
で
打
つ
と
い
う

暴
力
行
為
に
お
よ
ぶ
。
し
か
し
葵
上
は
能
楽
師
に
よ
っ
て
演
じ
ら
れ
る

の
で
は
な
く
、
舞
台
正
面
に
置
い
て
あ
る
折
り
た
た
ん
だ
着
物
に
見
立

て
ら
れ
て
い
る
の
で
、
両
者
の
葛
藤
と
い
う
よ
り
は
、
六
条
御
息
所
の

苦
し
い
嫉
妬
心
だ
け
が
表
現
さ
れ
る
し
か
け
に
な
っ
て
い
る
。
生
霊
は

や
が
て
行
者
の
祈
り
に
心
を
収
め
て
消
え
て
ゆ
く
。
こ
の
よ
う
に
、
登

場
人
物
の
あ
い
だ
に
、
情
念
の
対
立
は
一
時
的
に
あ
っ
て
も
、
対
立
は

ず
ら
さ
れ
て
お
り
、
じ
き
に
止
む
。
あ
と
に
残
る
の
は
、
あ
る
か
な
き

か
の
交
流
の
余
韻
で
あ
り
、
こ
の
余
韻
こ
そ
が
大
切
な
の
で
あ
る
。

歌
舞
伎
も
ま
た
、
悪
霊
慰
撫
と
い
う
宗
教
的
意
味
か
ら
始
ま
っ
た
と

推
察
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
歌
舞
伎
の
創
始
者
が
阿
国
と
い
う
出

雲
大
社
の
巫
女
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
う
か
が
え
る
。
今
日
で
は
こ
の
よ

う
な
宗
教
的
な
意
味
は
ほ
と
ん
ど
な
く
な
っ
て
い
る
が
、
今
で
も
京
都

の
南
座
の
顔
見
世
で
は
、
神
霊
が
降
り
て
く
る
場
を
設
け
る
た
め
に
、

槍
の
形
を
し
た
棒
や
、
幣
を
表
す
白
い
紙
、
張
り
幕
な
ど
で
櫓
が
し
つ

え
ら
え
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
そ
の
痕
跡
が
残
っ
て
い
る
。

歌
舞
伎
で
も
神
話
上
の
人
物
が
主
人
公
に
と
な
る
場
合
は
あ
る
が
、

多
く
の
場
合
歴
史
上
の
人
物
や
そ
の
時
代
の
事
件
な
ど
が
題
材
と
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
。
男
女
関
係
や
家
族
の
問
題
は
「
世
話
物
」
と
呼
ば

れ
て
数
多
く
取
り
扱
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
こ
こ
で
も
義
務

と
人
情
の
葛
藤
こ
そ
描
か
れ
る
が
、
男
女
の
葛
藤
は
見
ら
れ
な
い
。
歌

舞
伎
に
は
、
誇
張
さ
れ
様
式
化
さ
れ
た
非
現
実
の
理
想
的
女
性
像
が
登

場
す
る
。
彼
女
た
ち
は
完
璧
な
女
性
美
を
体
現
し
つ
つ
、
困
難
な
周
囲

の
状
況
の
中
に
あ
っ
て
、
実
の
親
よ
り
も
迷
う
こ
と
な
く
愛
す
る
男
を

選
ぶ
な
ど
、
恋
や
使
命
に
命
を
賭
け
る
凛
と
し
た
強
さ
を
見
せ
る
の
で

あ
る
。
歌
舞
伎
の
女
性
た
ち
は
、
美
し
さ
に
お
い
て
も
、
モ
ラ
ル
に
お

い
て
も
現
実
と
は
か
け
は
な
れ
た
理
想
の
女
性
像
で
あ
っ
た
。

６
　
ギ
リ
シ
ア
悲
劇
と
能
の
共
通
性
に
つ
い
て
の
実
験

一
九
五
八
年
か
ら
七
〇
年
に
か
け
て
、
毎
年
夏
と
秋
の
二
回
、
ギ
リ

シ
ア
学
研
究
者
の
久
保
正
影
を
指
導
者
と
す
る
東
京
大
学
ギ
リ
シ
ア
悲

劇
研
究
会
は
、
ギ
リ
シ
ア
悲
劇
を
一
〇
年
間
欠
か
す
こ
と
な
く
上
演
し

た
。
場
所
は
日
比
谷
の
音
楽
公
会
堂
。「
愚
直
な
ま
で
に
紀
元
前
の
ア
テ

ナ
イ
で
の
上
演
を
再
現
し
よ
う
」
と
し
た
こ
の
学
生
演
劇
は
、
ハ
リ
ボ

テ
の
仮
面
を
被
っ
た
主
人
公
た
ち
の
動
き
は
鈍
く
声
も
通
ら
ず
、
演
劇

的
に
は
評
価
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
合
唱
隊
の
独
自
性
や
テ
ー
マ
の
過
激

さ
が
注
目
さ
れ
、
前
衛
左
派
の
演
劇
運
動
が
形
成
さ
れ
る
時
代
を
は
か

ら
ず
も
先
取
り
し
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る（

６
）

（
図
１
）。

ギ
リ
シ
ア
悲
劇
を
最
初
に
上
演
し
た
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
は
、
能

楽
者
の
観
世
寿
夫
で
あ
っ
た
。
一
九
七
〇
年
に
彼
は
新
劇
の
「
青
年
座
」

や
野
村
万
作
・
万
乃
丞
、
さ
ら
に
は
仏
文
学
者
で
あ
り
ク
ロ
ー
デ
ル
の

影
響
を
深
く
う
け
た
渡
辺
守
章
ら
と
と
も
に
『
冥
の
会
』
と
い
う
演
劇

集
団
を
創
設
し
た
。
ま
ず
は
『
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
王
』
で
み
ず
か
ら
仮
面

を
つ
け
て
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
を
演
じ
（
図
２
）、
翌
一
九
七
二
年
に
は
、

『
ア
ガ
メ
ム
ノ
ン
』
の
ク
リ
ュ
タ
イ
ム
ネ
ス
ト
ラ
ー
を
演
じ
た
。
さ
ら
に

一
九
七
四
年
に
は
鈴
木
忠
志
演
出
で
『
ト
ロ
イ
ア
の
女
』
の
メ
ネ
ラ
オ
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ス
役
で
は
素
顔
で
（
図
３
）、
一
九
七
五
年
に
は
再
び
渡
辺
守
章
演
出
の

『
メ
デ
イ
ア
』
で
メ
デ
ィ
ア
役
（
図
４
）、
一
九
七
八
年
に
は
鈴
木
忠
志

演
出
の
『
バ
ッ
コ
ス
の
信
女
』
で
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
役
を
演
ず
る
。

観
世
寿
夫
は
、
ギ
リ
シ
ア
悲
劇
を
上
演
す
る
に
あ
た
っ
て
、
能
の
演

技
の
様
式
を
無
理
に
当
て
は
め
る
こ
と
は
ぜ
ず
、
能
を
離
れ
た
と
こ
ろ

で
や
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ま
で
培
っ
て
き
た
も
の
が
自
然
に
出
て

く
る
の
に
任
せ
た
と
言
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
観
世
寿
夫
は
次
の
よ
う
に

証
言
す
る
。
お
面
を
つ
け
て
演
技
す
る
と
き
に
は
、
顔
の
動
き
は
も
ち

ろ
ん
、
体
全
体
の
む
だ
な
演
技
は
極
力
お
さ
え
て
、
ど
う
し
て
も
必
要

な
と
き
だ
け
に
動
作
す
る
こ
と
が
基
本
に
な
る
の
で
、
能
も
ギ
リ
シ
ア

悲
劇
に
も
共
通
す
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
。
役
つ
く
り
の
点
で
も
、

そ
の
人
物
の
年
齢
や
環
境
、
心
理
な
ど
を
考
え
て
役
を
つ
く
る
の
で
は

な
く
、
世
阿
弥
が
い
っ
て
い
た
「
本
意
の
モ
ノ
マ
ネ
」「
役
に
な
り
き
っ

て
」
演
技
者
の
全
生
命
を
示
す
と
い
う
姿
勢
を
、
ギ
リ
シ
ア
悲
劇
に
も

あ
て
は
め
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
だ
と
考
え
た
。
だ
か
ら
セ
リ
フ
の
い

い
ま
わ
し
に
つ
い
て
も
、
能
の
い
い
ま
わ
し
を
捨
て
て
、
な
る
べ
く
素

の
ま
ま
に
し
ゃ
べ
る
。
能
面
で
は
な
く
、
仮
面
を
新
し
く
作
成
し
た
。

『
メ
デ
ィ
ア
』
の
場
合
は
、
伝
統
的
な
女
面
「
泥
眼
」
と
「
増
女
」
の
中

間
の
表
現
に
、
眉
を
と
っ
た
面
を
つ
く
っ
た
。
女
面
は
「
聞
き
取
る
面
」

な
の
で
、
な
に
も
し
な
い
で
耐
え
て
い
る
と
き
は
よ
い
が
、
激
し
い
掛

け
合
い
（
デ
ア
ゴ
ロ
ス
）
が
あ
る
と
き
に
は
、
面
に
は
問
題
が
あ
っ
た

と
反
省
す
る（

７
）
。

こ
の
証
言
が
一
つ
の
実
例
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
極
限
の
も
の
同

士
の
激
突
を
あ
つ
か
う
ギ
リ
シ
ア
悲
劇
と
、
対
立
の
あ
と
の
情
感
を
あ

つ
か
う
能
と
は
本
質
的
に
違
う
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
ギ

リ
シ
ア
悲
劇
と
能
の
合
体
に
は
、
柔
軟
で
臨
機
応
変
の
工
夫
が
必
要
で
、

能
を
そ
の
ま
ま
ギ
リ
シ
ア
悲
劇
に
あ
て
は
め
る
こ
と
は
不
可
能
な
の
で

あ
る
。

図2『オイディープス』で仮面をつけてオイディ
プスを演じる観世寿夫（中央）

図1 東大ギリシャ悲劇研究会による『オイディ
プス王』上演の様子（1958年、6月2日）

図4 『メディア』でメディアを演ずる観世寿夫
（上）とイアソン役の薄井幸雄（下）

図3 『トロイアの女』でメネラオス役を演じる
観世寿夫（右）とヘカベ役の白石加代子（左）



76

投稿論文

７
　
前
衛
劇
と
ギ
リ
シ
ア
悲
劇
と
の
以
外
な
結
び
つ
き

こ
の
よ
う
に
一
見
失
敗
に
み
え
る
実
験
は
、
し
か
し
思
い
が
け
な
い

結
合
を
生
み
出
し
た
。
前
衛
劇
と
ギ
リ
シ
ア
悲
劇
の
結
び
つ
き
で
あ
る
。

ギ
リ
シ
ア
悲
劇
が
戦
後
日
本
で
注
目
さ
れ
た
の
は
、
能
と
の
共
通
点

が
多
い
と
い
う
点
の
ほ
か
に
、
親
殺
し
や
子
殺
し
な
ど
、
近
代
の
リ
ア

リ
ズ
ム
演
劇
で
は
み
出
し
て
し
ま
う
極
端
で
根
源
的
な
テ
ー
マ
問
題
を

あ
つ
か
っ
て
い
る
と
い
う
点
が
あ
っ
た
。
近
代
的
な
も
の
を
否
定
し
て
、

現
代
的
な
問
題
を
あ
ぶ
り
だ
す
可
能
性
の
宝
庫
の
よ
う
に
思
え
た
の
で

あ
る
。

お
り
し
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
演
劇
に
お
い
て
は
、
言
葉
を
最
も
重
要
視

し
た
近
代
劇
を
否
定
し
て
、
戯
曲
と
し
て
の
言
葉
を
否
定
す
る
運
動
が

開
花
し
て
い
た
。
例
え
ば
、
ア
ン
ト
ナ
ン
・
ア
ル
ト
ー
が
バ
リ
島
の
舞

踏
に
劇
的
な
も
の
の
根
源
を
求
め
た
り
、
イ
ヨ
ネ
ス
コ
や
ベ
ケ
ッ
ト
が

不
条
理
演
劇
を
生
み
出
し
た
り
し
た
。
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
グ
ロ
ト
フ
ス

キ
ー
は
「
舞
台
と
は
舞
台
装
置
で
も
音
響
で
も
衣
裳
で
も
な
い
。
役
者

自
身
の
肉
体
そ
の
も
の
な
の
だ
」
と
主
張
し
て
、
な
に
よ
り
も
役
者
の

肉
体
を
重
要
視
す
る
「
肉
体
の
演
劇
」
を
あ
み
だ
し
た
。

こ
の
よ
う
な
運
動
に
呼
応
し
つ
つ
、
日
本
で
も
俳
優
座
や
民
芸
、
文

学
座
な
ど
額
縁
舞
台
で
自
然
主
義
を
追
求
す
る
新
劇
を
拒
否
し
、
演
劇

の
存
在
理
由
と
は
な
に
か
と
い
う
根
源
的
問
い
か
け
が
六
〇
年
代
に
起

こ
っ
た
。
一
種
の
演
劇
革
命
で
あ
る
。
そ
こ
で
展
開
さ
れ
た
運
動
は
多

岐
に
わ
た
る
が
、
共
通
し
て
い
え
る
点
は
、
役
者
の
肉
体
の
復
権
で

あ
っ
た
。
キ
ー
ワ
ー
ド
は
「
肉
体
の
突
出
」。
劇
場
を
二
分
割
す
る
カ
ー

テ
ン
を
取
っ
払
い
、
そ
れ
ま
で
の
よ
う
に
た
だ
観
客
が
舞
台
を
眺
め
る

の
で
は
な
く
、
両
者
が
共
感
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
も

う
ひ
と
つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
は
「
非
日
常
」
で
あ
る
。
日
常
を
忠
実
に
再

現
す
る
リ
ア
リ
ズ
ム
の
舞
台
装
置
を
破
壊
し
、
非
日
常
的
な
演
劇
空
間

を
作
り
出
す
必
要
性
が
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
試
み
の
な
か
で
、
能
、
歌
舞
伎
、
文
楽
な
ど
の
日
本
の
伝

統
的
演
劇
、
さ
ら
に
は
演
歌
や
講
談
な
ど
を
部
分
的
に
取
り
入
れ
る
演

出
が
盛
ん
に
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
本
質
的
に
ち
が
う
能
・
歌
舞

伎
と
ギ
リ
シ
ア
悲
劇
を
わ
ざ
と
合
体
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
非
日
常
」

と
「
肉
体
の
突
出
」
を
効
果
的
に
追
及
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
が
発

見
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
両
者
を
無
理
に
合
体
さ
せ
る
こ
と
が
、
現
代
日

本
の
問
題
を
抉
り
出
す
た
め
の
、
こ
の
上
も
な
い
手
段
と
な
っ
た
。

本
論
で
は
、
極
端
な
女
性
嫌
悪
の
思
想
を
も
つ
ギ
リ
シ
ア
悲
劇
と
、

母
性
社
会
的
な
価
値
思
考
を
も
つ
日
本
の
情
況
と
の
ミ
ス
マ
ッ
チ
が
、

ど
の
よ
う
な
劇
を
生
み
出
し
た
か
を
検
証
し
て
ゆ
き
た
い
。
そ
の
た
め

に
、
日
本
で
特
に
上
演
回
数
が
多
い
、
ア
イ
ス
キ
ュ
ロ
ス
の
『
ト
ロ
イ

ア
の
女
』
と
、
エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
の
『
メ
デ
イ
ア
』
の
み
に
限
っ
て
論
じ

た
い
。『
ト
ロ
イ
ア
の
女
』
は
戦
争
犠
牲
者
と
し
て
の
女
性
の
問
題
を
、

『
メ
デ
ィ
ア
』
は
女
性
の
恐
ろ
し
い
パ
ワ
ー
を
描
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

８
　
ギ
リ
シ
ア
悲
劇
は
「
女
性
性
」
を
ど
の
よ
う
に
表
現
し
た
か
。

こ
こ
で
ヘ
カ
ベ
、
カ
サ
ン
ド
ラ
、
ア
ン
ド
ロ
マ
ケ
、
メ
デ
ィ
ア
と
い

う
ヒ
ロ
イ
ン
が
、
ど
の
よ
う
に
ギ
リ
シ
ア
の
壷
絵
に
描
か
れ
て
い
る
か

を
チ
ェ
ッ
ク
し
て
み
た
い
。
壷
絵
は
悲
劇
が
興
隆
し
た
前
五
世
紀
と
い

う
時
代
精
神
と
重
な
り
、
舞
台
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
影
響
を
う
け
て

描
か
れ
た
と
思
わ
れ
る
も
の
を
な
る
べ
く
選
ん
だ
。
次
の
章
で
見
て
ゆ

く
戦
後
日
本
の
前
衛
劇
に
現
れ
る
四
者
の
イ
メ
ー
ジ
と
の
比
較
を
容
易
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に
す
る
た
め
で
あ
る
。

ア
イ
ス
キ
ュ
ロ
ス
の
『
ト
ロ
イ
ア
の
女
』
で
は
、
す
で
に
王
プ
リ
ア

モ
ス
を
始
め
と
し
て
全
て
の
男
た
ち
が
殺
さ
れ
た
後
の
、
ト
ロ
イ
ア
戦

争
の
最
後
の
局
面
が
描
か
れ
て
い
る
。
生
き
残
っ
た
女
性
た
ち
の
運
命

が
、
次
々
と
紹
介
さ
れ
る
。
ギ
リ
シ
ア
兵
が
つ
い
に
宮
殿
に
侵
入
し
て

き
た
と
き
、
カ
サ
ン
ド
ラ
は
炎
上
す
る
宮
殿
の
中
、
神
殿
に
逃
げ
こ
ん

で
ア
テ
ナ
の
神
像
に
し
が
み
つ
く
が
、
ギ
リ
シ
ア
方
の
英
雄
ア
イ
ア
ス

は
神
像
が
倒
れ
た
の
も
か
ま
わ
ず
、
神
殿
で
彼
女
を
犯
し
た
。
そ
の

シ
ー
ン
は
壷
絵
で
し
ば
し
ば
描
か
れ
る
。
カ
サ
ン
ド
ラ
は
髪
を
引
っ
張

ら
れ
（
図
５
）、
し
ば
し
ば
裸
の
姿
で
描
か
れ
る
（
図
６
）。
壷
絵
で
は
娼

婦
な
ど
は
裸
で
描
か
れ
る
が
、
神
話
上
の
人
物
が
裸
で
描
か
れ
る
の
は

例
外
的
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
レ
イ
プ
さ
れ
る
女
性
の
無
力
さ
と
弱
さ

が
強
く
強
調
さ
れ
て
い
る
。
喜
劇
で
は
こ
の
シ
ー
ン
を
逆
さ
ま
に
し
た

パ
ロ
デ
ィ
ー
も
演
じ
ら
れ
て
い
た
ら
し
く
、
意
地
悪
ば
ば
あ
の
姿
を
し

た
カ
サ
ン
ド
ラ
が
、
ア
テ
ナ
の
神
像
に
し
が
み
つ
く
ア
イ
ア
ス
に
迫
っ

て
い
る
図
が
み
ら
れ
る
。
神
殿
の
鍵
を
も
つ
巫
女
が
そ
れ
を
見
て
、
驚

い
て
い
る
（
図
７
）。
ア
テ
ナ
イ
市
民
は
、
女
性
を
蔑
視
す
る
に
あ
た
っ
て
、

徹
底
し
て
悪
意
あ
る
想
像
力
を
駆
使
し
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

ヘ
カ
ベ
は
壷
絵
の
対
象
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
老
女
は
壷
絵
に
あ
ま

り
登
場
せ
ず
、
た
と
え
登
場
し
て
も
き
わ
め
て
醜
く
描
か
れ
、
し
か
も

笑
い
の
対
象
に
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。

ア
ン
ド
ロ
マ
ケ
は
た
だ
一
人
、
肯
定
的
に
描
か
れ
て
い
る
。
ま
ず
は

城
壁
で
夫
ヘ
ク
ト
ル
と
別
れ
を
交
わ
す
と
こ
ろ
。
ア
ン
ド
ロ
マ
ケ
は
つ

つ
ま
し
く
ベ
ー
ル
の
端
を
持
っ
て
、
夫
を
下
か
ら
見
上
げ
て
い
る
（
図

８
）。
図
６
の
カ
サ
ン
ド
ラ
凌
辱
の
シ
ー
ン
の
傍
ら
に
は
、
ア
ン
ド
ロ
マ

ケ
が
台
所
の
す
り
こ
ぎ
を
手
に
ギ
リ
シ
ア
兵
に
か
な
わ
ぬ
抵
抗
を
し
て

い
る
と
こ
ろ
が
描
き
こ
ま
れ
て
い
る
（
図
９
）。

さ
て
次
に
メ
デ
ィ
ア
の
表
象
を
見
て
ゆ
こ
う
。
壷
絵
に
は
魔
女
と
し

図5 アテナ神像にすがるカサンドラ。その髪を
つかんで引き離そうとするアイアス（前5
世紀、ロンドン、大英博物館）

図6 アテナ神像の盾の下に隠れる裸のカサンド
ラ。その髪をつかんで引きずり出すアイア
ス。（前5世紀、ナポリ、国立博物館）

図7 アイアスを襲うカサンドラ（前4世紀、ローマ）

図8 ヘクトルとアンドロマケ（前5世紀、ミュ
ンヘン、古代工芸美術館）
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て
の
力
を
発
揮
し
て
い
る
シ
ー
ン
が
数
多
く
み
ら
れ
る
。
図
９
に
描
か

れ
た
メ
デ
ィ
ア
は
、
オ
リ
エ
ン
タ
ル
風
の
豪
華
な
服
装
を
し
て
、
魔
法

の
煎
じ
薬
の
入
っ
た
豪
華
な
箱
を
手
に
し
て
い
る
。
メ
デ
ィ
ア
は
こ
の

魔
法
の
薬
に
よ
っ
て
青
銅
の
巨
人
タ
ロ
ス
を
倒
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る

（
図
10
）。
エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
の
台
本
で
は
メ
デ
ィ
ア
が
子
ど
も
を
殺
す
場

面
は
省
略
さ
れ
て
い
る
が
、
絵
師
は
メ
デ
ィ
ア
の
子
殺
し
の
シ
ー
ン
を

想
像
に
よ
っ
て
描
き
だ
し
て
い
る
。
メ
デ
ィ
ア
は
悲
劇
用
の
衣
装
を
つ

け
、
片
手
で
わ
が
子
の
髪
を
掴
み
、
も
う
一
方
の
手
に
短
刀
を
も
っ
て
、

腕
の
付
け
根
あ
た
り
に
突
き
刺
し
て
い
る
。
お
び
た
だ
し
い
血
液
が

し
っ
か
り
と
描
き
こ
ま
れ
て
い
る
（
図
11
）。
メ
デ
ィ
ア
は
子
ど
も
を
殺

し
た
あ
と
、
竜
の
引
く
戦
車
で
空
の
か
な
た
に
飛
び
去
る
。
壷
絵
で
は

メ
デ
イ
ア
が
太
陽
神
ヘ
リ
オ
ス
の
孫
で
あ
り
、
自
身
も
太
陽
に
仕
え
る

巫
女
で
あ
る
こ
と
を
思
い
出
さ
せ
る
た
め
に
、
戦
車
は
日
輪
に
よ
っ
て

か
こ
ま
れ
て
い
る
。
祭
壇
に
置
か
れ
た
二
人
の
子
ど
も
の
死
体
を
前
に
、

年
老
い
た
乳
母
が
髪
を
か
き
む
し
っ
て
悲
し
ん
で
い
る
。
イ
ア
ソ
ン
は

こ
の
悲
惨
を
茫
然
と
し
て
見
上
げ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
メ
デ
ィ
ア
逃

亡
の
テ
ー
マ
を
見
る
と
、
前
五
世
紀
の
舞
台
で
も
、
大
仕
掛
け
な
機
械

を
使
っ
た
宙
づ
り
の
ス
ペ
ク
タ
ル
に
よ
っ
て
、
魔
女
メ
デ
ィ
ア
の
恐
ろ

し
さ
が
、
観
衆
を
楽
し
ま
せ
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
（
図
12
）。

９
　
鈴
木
忠
志
の
『
ト
ロ
イ
ア
の
女
』

鈴
木
忠
志
は
、
日
本
の
革
新
的
前
衛
劇
を
代
表
す
る
重
要
な
人
物
の

ひ
と
り
で
あ
る
。
鈴
木
は
俳
優
の
肉
体
の
重
要
性
を
認
め
、
能
や
歌
舞

伎
が
あ
み
だ
し
た
肉
体
操
作
法
を
取
り
入
れ
て
、
基
礎
的
な
肉
体
鍛
錬

法
を
作
り
だ
し
た
。
そ
れ
は
ス
ズ
キ
・
メ
ソ
ッ
ド
と
呼
ば
れ
る
。
日
本

の
伝
統
芸
能
で
あ
る
能
や
狂
言
、
歌
舞
伎
な
ど
の
基
本
で
あ
る
「
す
り

足
」、
つ
ま
り
地
面
に
足
を
つ
け
、
肉
体
が
地
面
か
ら
離
れ
な
い
よ
う
な

歩
き
方
や
、
背
筋
を
伸
ば
し
た
ま
ま
し
ゃ
が
ん
で
す
り
足
で
前
へ
移
動

す
る
な
ど
、
日
本
人
の
身
体
性
か
ら
発
し
た
動
き
を
重
視
し
、
身
体
と

大
地
と
の
接
触
感
覚
を
重
視
す
る
方
法
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
訓
練
を

つ
ん
だ
俳
優
の
肉
体
だ
け
が
、
舞
台
上
で
日
常
を
越
え
た
イ
ン
パ
ク
ト

を
作
り
あ
げ
、
観
客
の
生
活
感
覚
の
深
部
に
あ
る
語
ら
れ
な
い
言
葉
に

接
触
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
鈴
木
の
演
出
で
は
、
大

衆
的
な
演
歌
や
、
着
物
を
デ
フ
ォ
ル
メ
し
た
衣
装
な
ど
を
多
用
す
る
の

図9 すりこぎで、ギリシア兵に抵
抗するアンドロマケ（前5世
紀、ナポリ、国立博物館）

図10オリエンタル風な衣装を着た
魔女メディア（前４世紀、
リュヴォ、ジャタ美術館）

図11 わが子を殺すメデイア（前4
世紀、パリ、ルーブル美術館）
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が
特
徴
で
あ
る
。

『
ト
ロ
イ
ア
の
女
』
は
、
一
種
の
「
枠
入
り
芝
居
」
と
い
う
形
に
な
っ

て
い
る
。
空
襲
で
焼
け
野
原
に
な
っ
た
東
京
か
ら
始
ま
る
が
、
そ
れ
は

す
ぐ
に
神
話
上
の
ト
ロ
イ
ア
の
町
と
か
さ
ね
合
わ
さ
れ
、
芝
居
の
終
わ

り
で
ま
た
東
京
に
戻
る
。
舞
台
の
中
央
に
始
め
か
ら
終
わ
り
ま
で
、
微

動
だ
に
せ
ず
立
ち
尽
く
し
て
い
る
の
は
地
蔵
で
あ
る
。
ギ
リ
シ
ア
悲
劇

で
は
、
劇
の
終
わ
り
に
突
然
神
が
現
れ
て
、
す
べ
て
を
い
っ
き
に
解
決

し
て
し
ま
う
手
法
「
デ
ウ
ス
・
エ
キ
ス
・
マ
キ
ナ
」
と
呼
ば
れ
る
終
わ

り
方
が
あ
る
の
だ
が
、
地
蔵
菩
薩
は
そ
の
パ
ロ
デ
ィ
ー
で
あ
る
。
地
蔵

は
す
べ
て
の
悲
惨
の
そ
ば
に
立
ち
続
け
る
だ
け
で
、
何
も
解
決
し
な
い
。

ア
メ
リ
カ
兵
相
手
の
パ
ン
パ
ン
（
ア
ン
ド
ロ
マ
ケ
と
重
ね
あ
わ
さ
れ
る
）

が
手
に
し
た
花
束
で
地
蔵
が
顔
を
ぶ
た
れ
る
場
面
で
芝
居
が
終
わ
る
。

さ
て
芝
居
の
冒
頭
で
、
夫
や
子
ど
も
や
孫
な
ど
家
族
全
員
に
死
な
れ
、

家
を
焼
か
れ
た
ホ
ー
ム
レ
ス
の
老
婆
が
、
唐
草
模
様
の
風
呂
敷
包
み
を

も
っ
て
登
場
し
、
死
者
た
ち
を
呼
び
出
す
。
そ
の
呼
び
出
し
に
答
え
て

老
婆
は
ヘ
カ
ベ
に
変
身
す
る
。
空
襲
の
生
き
残
り
の
庶
民
で
あ
る
コ
ロ

ス
は
、
ト
ロ
イ
ア
陥
落
後
の
生
き
残
り
の
男
女
に
変
貌
す
る
。
ヘ
カ
ベ

は
つ
ぎ
に
、
歌
舞
伎
の
「
引
き
抜
き
」
と
い
う
技
法
を
つ
か
っ
て
、
黒

い
着
物
か
ら
日
本
の
伝
統
的
な
巫
女
の
姿
を
し
た
カ
サ
ン
ド
ラ
に
変
身

す
る
。
ス
ズ
キ
・
メ
ソ
ッ
ド
を
完
全
に
体
現
す
る
白
石
加
代
子
は
、
太

陽
の
女
神
ア
マ
テ
ラ
ス
を
呼
び
出
す
白
い
巫
女
の
姿
と
な
っ
て
、
手
を

ね
じ
り
、
カ
ブ
キ
で
蛇
の
頭
と
呼
ば
れ
る
手
の
し
ぐ
さ
を
し
て
自
分
の

結
婚
を
寿
ぐ
踊
り
を
踊
る
。
コ
ロ
ス
は
「
六
方
」
と
い
う
歌
舞
伎
の
歩

き
方
を
誇
張
し
た
歩
き
方
で
そ
れ
に
呼
応
す
る
（
図
13
）。

大
岡
信
の
翻
訳
も
、
格
調
の
高
い
独
立
し
た
詩
と
な
っ
て
い
る
。
カ

サ
ン
ド
ラ
の
最
初
の
せ
り
ふ
「
な
ん
と
い
う
喜
び
の
日
が
巡
っ
て
き
た

こ
と
か
」
は
、
能
の
『
翁
』
に
で
て
く
る
老
人
の
セ
リ
フ
と
重
な
り
、

儀
式
的
な
雰
囲
気
を
も
り
た
て
る
。

ア
ン
ド
ロ
マ
ケ
の
レ
イ
プ
シ
ー
ン
や
子
ど
も
の
殺
戮
シ
ー
ン
も
、
歌

舞
伎
に
見
ら
れ
る
「
だ
ん
ま
り
」（
ス
ロ
ー
モ
ー
シ
ョ
ン
）
で
、
そ
の
お

ぞ
ま
し
さ
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

緊
張
に
満
ち
た
動
き
と
、
腹
の
底
か
ら
で
る
セ
リ
フ
を
聞
い
て
い
る

と
、
こ
の
劇
の
な
か
で
、
日
本
の
肉
体
が
ギ
リ
シ
ア
の
悲
劇
を
「
読
み

な
お
し
て
い
る
」
と
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。
鈴
木
は
ギ
リ
シ
ア
戯
曲

の
も
つ
特
殊
性
を
取
り
去
り
、
現
代
日
本
人
の
感
性
に
あ
わ
せ
て
悲
劇

を
練
り
な
お
し
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

そ
の
最
た
る
表
現
は
、
劇
の
大
詰
め
で
あ
ろ
う
。
白
石
加
代
子
は
、

日
本
の
老
婆
か
ら
王
妃
ヘ
カ
ベ
、
ア
ポ
ロ
ン
の
巫
女
カ
サ
ン
ド
ラ
、
そ

し
て
ヘ
カ
ベ
に
戻
り
、
さ
ら
に
最
後
に
は
再
び
日
本
の
老
婆
に
も
ど
っ

図12 竜の引く戦車に乗って逃亡するメディア
（前5世紀、フォート・ワース、キンベル
芸術美術館）

図13 カサンドラを演じる白石加代子
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て
地
蔵
の
足
元
に
座
り
込
み
、
唐
草
模
様
の
風
呂
敷
か
ら
七
輪
や
椀
な

ど
を
取
り
出
す
。
か
た
い
っ
ぽ
う
の
古
い
黒
革
靴
が
で
て
く
る
と
、
老

婆
は
「
プ
リ
ア
ム
！
」
と
叫
び
、
て
い
ね
い
に
か
た
わ
ら
に
お
く
。
客

席
か
ら
は
老
王
プ
リ
ア
ム
と
古
靴
の
ギ
ャ
ッ
プ
に
笑
い
が
漏
れ
る
シ
ー

ン
で
あ
る
が
、
神
話
上
の
敗
者
を
古
靴
に
見
る
抽
象
性
は
、
能
の
技
法

に
通
じ
る
。
こ
の
高
度
の
シ
ン
ボ
ル
化
は
さ
ら
に
続
く
。
老
婆
は
最
後

の
持
ち
物
で
あ
る
ブ
リ
キ
の
缶
に
穴
が
あ
い
て
る
の
を
見
て
ポ
イ
と
捨

て
る
。
そ
れ
が
立
て
る
カ
ラ
ン
と
い
う
音
を
聞
い
て
こ
う
い
う
。

皆
の
も
の

お
聞
き
だ
っ
た
か
今
の
音

あ
れ
は
ト
ロ
イ
ア
の
最
後
の
音

ゆ
ら
れ
ゆ
ら
れ
て
ト
ロ
イ
ア
の
町
は

あ
と
か
た
も
な
く
滅
び
ゆ
く
。

劇
は
老
婆
が
地
蔵
の
足
元
で
眠
り
込
む
と
こ
ろ
に
、
演
歌
『
恋
の
十

字
路
』
が
流
れ
る
。
悲
し
み
に
打
ち
ひ
し
が
れ
な
が
ら
、
運
命
を
受
け

入
れ
て
生
き
て
ゆ
く
日
本
の
女
の
強
さ
が
、
ギ
リ
シ
ア
の
ヘ
カ
ベ
と
重

ね
あ
わ
せ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。

鈴
木
は
ア
イ
ス
キ
ュ
ロ
ス
の
『
ト
ロ
イ
ア
の
女
』
を
読
ん
だ
と
き
、

最
初
の
印
象
と
し
て
「
こ
れ
は
演
劇
の
形
式
を
借
り
た
政
治
劇
で
あ
る
」

と
感
じ
、
た
い
へ
ん
衝
撃
を
受
け
た
と
言
っ
て
い
る（

８
）
。
こ
の
見
解
は
ギ

リ
シ
ア
悲
劇
が
当
時
の
社
会
心
理
を
直
接
に
反
映
し
て
い
る
と
い
う
見

地
に
立
つ
、
現
代
の
ヴ
ェ
ル
ナ
ン
や
ヴ
ィ
ダ
ル
＝
ナ
ケ
の
立
場
と
重
な

り
あ
う
。
ヴ
ェ
ル
ナ
ン
の
研
究
は
日
本
に
は
詳
し
く
紹
介
さ
れ
て
い
な

い
が
、
こ
の
よ
う
に
戯
曲
を
政
治
的
に
読
む
発
想
が
意
識
さ
れ
た
か
ら

こ
そ
、
東
京
と
ト
ロ
イ
ア
を
結
び
つ
け
る
発
想
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。

大
岡
信
の
テ
キ
ス
ト
も
、
こ
の
こ
と
を
深
く
暗
示
し
て
い
る
。
た
と

え
ば
冒
頭
、
老
婆
が
死
者
た
ち
を
呼
び
起
こ
す
セ
リ
フ
に
コ
ー
ラ
ス
が

答
え
て
歌
う
。

ア
ジ
ア
の
川

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
湖
水

ア
メ
リ
カ
の
運
河

ア
フ
リ
カ
の
滝

人
間
の
肌
が
流
れ
る

む
い
た
胡
瓜
の
皮
の
よ
う
に
。

広
島
・
長
崎
の
被
爆
者
の
や
け
ど
に
よ
っ
て
は
が
れ
た
肌
を
、
剥
か

れ
た
胡
瓜
の
皮
に
た
と
え
、
そ
れ
が
ト
ロ
イ
ア
＝
ア
ジ
ア
か
ら
流
れ
だ

し
て
、
世
界
中
の
水
の
中
に
共
通
に
流
れ
て
ゆ
く
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は

鮮
烈
で
、
戦
争
に
よ
る
破
壊
に
勝
者
は
な
い
の
だ
と
い
う
こ
と
を
示
し

て
い
る
。

10

宮
城
聡
の
『
王
女
メ
デ
イ
ア
』
と
『
ト
ロ
イ
ア
の
女
』

宮
城
聡
も
意
識
的
に
日
本
の
伝
統
的
な
技
術
を
取
り
入
れ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
独
自
の
演
劇
空
間
を
つ
く
り
だ
し
て
い
る
演
出
家
で
あ
る
。

身
体
的
な
動
き
の
基
本
を
能
の
手
法
か
ら
と
る
点
は
鈴
木
忠
志
と
同
じ

で
あ
る
が
、
さ
ら
に
人
形
浄
瑠
璃
の
手
法
を
全
面
的
に
と
り
い
れ
、
打

楽
器
の
生
演
奏
音
楽
に
あ
わ
せ
て
セ
リ
フ
を
語
る
俳
優
と
、
舞
台
上
で

動
く
俳
優
を
わ
け
て
、「
二
人
一
役
」
と
す
る
上
演
方
式
を
確
立
し
た
。

座
っ
た
ま
ま
特
殊
な
声
音
で
台
詞
を
語
る
俳
優
と
、
仮
面
の
よ
う
な
無

表
情
で
動
く
俳
優
の
、
抑
圧
さ
れ
純
化
さ
れ
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
舞
台
上

で
交
錯
す
る
時
に
生
ま
れ
る
、
日
常
を
超
え
た
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
が
信
条
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で
あ
る
。

実
験
的
で
あ
り
な
が
ら
同
時
に
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
と
し
て
華
麗
な
『
王

女
メ
デ
イ
ア
』
は
一
九
九
九
年
に
初
演
さ
れ
て
か
ら
、
高
い
評
価
を
得

す
で
に
八
つ
の
国
、
一
五
の
都
市
で
上
演
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
劇
の
特
徴
は
、
鈴
木
志
郎
の
場
合
と
同
様
、
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
政

治
性
を
強
調
す
る
た
め
に
、
時
代
を
明
治
時
代
に
、
場
所
を
東
京
の
料

亭
と
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
の
た
め
こ
の
劇
は
劇
中
劇
と
な
っ
て
い

る
。
舞
台
の
冒
頭
で
は
、
頭
か
ら
麻
袋
を
か
ぶ
り
、
自
分
の
顔
写
真
を

掲
げ
る
仲
居
の
姿
を
し
た
女
た
ち
が
ず
ら
り
と
並
ん
で
い
る
。
そ
こ
に

黒
い
法
服
を
身
に
ま
と
っ
た
裁
判
官
が
、
ギ
リ
シ
ア
劇
『
メ
デ
イ
ア
』

を
余
興
で
演
じ
る
た
め
に
、
仲
居
た
ち
の
品
定
め
を
し
て
い
る
。
舞
台

で
演
じ
る
女
た
ち
の
配
役
は
男
が
決
め
、
セ
リ
フ
を
か
た
る
男
た
ち
の

配
役
は
互
選
で
決
め
ら
れ
る
。
女
た
ち
の
衣
装
も
男
が
選
ぶ
。
メ
デ
イ

ア
役
の
く
じ
を
引
き
当
て
た
仲
居
は
、
朝
鮮
の
民
族
服
チ
マ
チ
ョ
ゴ
リ

を
身
に
つ
け
、
そ
の
上
か
ら
和
柄
の
着
物
を
羽
織
る
。
メ
デ
ィ
ア
は
朝

鮮
か
ら
日
本
に
連
れ
て
こ

ら
れ
た
朝
鮮
妻
で
あ
る
と

い
う
設
定
で
あ
る
（
図
14
）。

ス
ピ
ー
カ
ー
／
ム
ー
バ
ー
、

殖
民
支
配
者
／
被
支
配
者
、

男
／
女
、
言
葉
／
身
体
を
は

じ
め
と
し
て
舞
台
上
に
は
数

多
く
の
二
項
対
立
が
、
実
に

明
快
に
、
図
式
的
す
ぎ
る
ほ

ど
重
ね
あ
わ
さ
れ
る
。

メ
デ
イ
ア
役
を
演
ず
る
美
加
理
は
、
身
体
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
力
で
、

操
り
人
形
の
よ
う
に
動
く
が
、
子
殺
し
の
場
面
で
、
始
め
て
声
を
発
し

凶
器
で
あ
る
包
丁
を
客
席
に
投
げ
る
。
す
る
と
宴
席
を
囲
む
法
律
書
の

壁
が
崩
壊
し
、
イ
ア
ソ
ン
役
の
仲
居
を
ふ
く
め
て
す
べ
て
の
仲
居
は
着

せ
ら
れ
た
衣
装
を
脱
ぎ
捨
て
、
赤
い
ド
レ
ス
姿
で
男
た
ち
を
す
べ
て
殺

す
と
い
う
と
こ
ろ
で
終
わ
っ
て
い
る
。

さ
て
二
〇
〇
四
年
に
宮
城
聰
は
韓
国
の
演
出
家
ヤ
ン
･
ジ
ョ
ン
ウ
ン

と
共
同
し
て
、『
ト
ロ
イ
ア
の
女
』
を
演
出
し
た
。
前
半
部
を
ヤ
ン
・

ジ
ョ
ン
ウ
ン
、
後
半
を
宮
城
聡
が
受
け
持
つ
。
こ
こ
で
も
政
治
性
は
色

濃
く
表
現
さ
れ
、
ギ
リ
シ
ア
軍
は
日
本
軍
と
、
ト
ロ
イ
ア
の
女
は
朝
鮮

の
女
性
と
重
ね
あ
わ
さ
れ
る
。
ト
ロ
イ
ア
の
女
た
ち
が
殺
さ
れ
、
陵
辱

さ
れ
、
あ
る
い
は
強
制
的
に
連
行
さ
れ
る
さ
ま
が
、
そ
の
ま
ま
戦
前
・

戦
中
に
日
本
軍
が
朝
鮮
の
女
に
し
た
こ
と
と
重
ね
ら
れ
る
。
さ
ら
に
劇

の
最
初
と
最
後
で
は
ヤ
ル
タ
会
談
が
パ
ロ
デ
ィ
ー
化
さ
れ
て
い
る
。

チ
ャ
ー
チ
ル
、
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
、
ス
タ
ー
リ
ン
を
模
し
た
三
人
の
船
員

が
談
笑
し
て
い
る
さ
ま
を
、
オ
リ
ュ
ン
ポ
ス
山
上
で
神
々
が
宴
を
楽
し

み
な
が
ら
戦
争
の
結
果
を
決
め
る
さ
ま
と
重
ね
る
な
ど
、
政
治
の
ア
レ

ゴ
リ
ー
は
た
い
へ
ん
手
が
込
ん
で
い
る
。

こ
の
よ
う
な
政
治
性
は
、
硬
直
し
た
観
念
劇
に
堕
し
や
す
い
も
の
で

あ
る
が
、
舞
台
の
美
し
さ
は
損
な
わ
れ
る
ど
こ
ろ
か
、
逆
に
非
常
に
緊

張
度
の
高
い
舞
台
に
仕
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
長
い
裾
を
地
面
に
広
げ
た

ヘ
カ
ベ
（
鈴
木
陽
代
）
が
、
エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
の
嘆
き
の
モ
ノ
ロ
ー
グ
を
、

日
本
語
と
韓
国
語
を
交
互
に
交
え
な
が
ら
歌
い
あ
げ
る
。
女
優
の
口
か

ら
発
せ
ら
れ
る
意
味
の
わ
か
ら
な
い
韓
国
語
の
声
か
ら
、
逆
に
生
々
し

い
嘆
き
の
力
が
伝
わ
る
。
コ
ロ
ス
の
女
た
ち
は
韓
国
伝
統
の
巫
女
の
服

図14 メディア役を演じる仲居役の美加理。
チマチョゴリの上に和服を着ている
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装
を
し
て
い
る
。
彼
女
た
ち
を
追
い
立
て
る
三
人
の
男
た
ち
は
日
本
の

着
物
を
着
、
サ
ム
ラ
イ
の
兜
を
変
形
さ
せ
た
も
の
を
被
っ
て
い
る
。
恨

（
ハ
ン
）
を
解
き
放
つ
嘆
き
の
歌
が
伴
奏
さ
れ
、
巫
俗
の
祈
り
を
思
わ
せ

る
（
図
15
）。

鈴
木
忠
志
の
『
ト
ロ
イ
ア
の
女
』
に
お
け
る
カ
サ
ン
ド
ラ
は
、
太
陽

神
ア
マ
テ
ラ
ス
に
使
え
る
巫
女
と
い
う
設
定
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
劇
で

は
チ
ェ
・
ク
ッ
ヒ
が
韓
国
の
巫
女
と
し
て
嘆
き
の
祭
礼
を
踊
り
歌
う
。

さ
ら
に
岩
に
叩
き
つ
け
ら
れ
て
死
ん
だ
、
ヘ
ク
ト
ー
ル
の
幼
い
息
子
ア

ス
テ
ュ
ア
ナ
ク
ス
の
葬
儀
は
韓
国
様
式
で
行
わ
れ
、
戦
争
で
死
ん
だ
人

た
ち
の
名
前
が
、
韓
国
人
、
日
本
人
混
合
で
読
み
上
げ
ら
れ
る
。
そ
の

祭
礼
性
が
、
文
化
的
な
背
景
と
は
関
係
な
く
わ
れ
わ
れ
の
心
を
打
つ
こ

と
は
、
儀
礼
が
い
ま
だ
劇
的
空
間
で
は
普
遍
性
を
も
つ
と
い
う
こ
と
を

示
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

11

蜷
川
幸
雄
『
王
女
メ
デ
ィ
ア
』
か
ら
『
メ
デ
ィ
ア
』
へ

蜷
川
幸
雄
も
前
衛
演
劇
出
身
の
挑
発
的
な
演
出
家
と
し
て
出
発
し
た
。

そ
の
後
、
能
や
歌
舞
伎
の
ほ
か
に
、
新
劇
や
タ
ラ
カ
ヅ
カ
ま
で
取
り
入

れ
た
演
出
を
展
開
し
て
、
今
で
は
日
本
を
代
表
す
る
「
巨
匠
」
と
呼
ば

れ
る
ま
で
に
な
っ
た
。
蜷
川
が
は
じ
め
て
ギ
リ
シ
ア
悲
劇
『
オ
イ
デ
ィ

プ
ス
王
』
を
上
演
し
た
の
は
一
九
七
六
年
の
こ
と
で
あ
り
、
二
年
後
に

は
『
王
女
メ
デ
ィ
ア
』
を
演
出
し
た
。

『
王
女
メ
デ
ィ
ア
』
は
、
日
本
は
も
と
よ
り
世
界
中
で
評
判
と
な
り
、

一
九
七
八
年
か
ら
一
〇
年
以
上
に
わ
た
っ
て
再
演
さ
れ
た
。
そ
の
特
徴

は
三
つ
あ
げ
ら
れ
る
。

ま
ず
詩
人
高
橋
睦
郎
の
台
本
で
あ
る
。
メ
デ
イ
ア
を
奥
方
、
イ
ア
ソ

ン
を
殿
と
呼
ぶ
よ
う
に
、
キ
リ
シ
ア
の
固
有
名
詞
を
抜
い
て
、
古
典
的

で
正
統
な
日
本
語
で
台
本
が
書
き
な
お
さ
れ
た
。

次
に
人
形
作
家
辻
村
ジ
ュ
サ
ブ
ロ
ー
が
ア
ー
ト
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
と
し

図15 ヘカベ役の鈴木陽代

図17 子殺し直前のメデイア

図16 辻村ジュサブローの衣装を着た平幹二郎
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て
、「
メ
デ
ィ
ア
を
箱
詰
め
に
す
る
よ
う
な
」
と
自
ら
イ
メ
ー
ジ
し
た
衣

装
と
メ
イ
ク
を
担
当
し
た
こ
と
で
あ
る
。
黄
金
の
羊
を
思
わ
せ
る
不
思

議
な
被
り
物
、
古
い
帯
を
切
っ
て
裏
地
を
重
ね
た
重
い
衣
に
、
は
だ
け

た
胸
を
か
た
ど
る
西
洋
風
ド
レ
ス
、
レ
オ
ノ
ー
ル
・
フ
ィ
ニ
風
な
グ
ロ

テ
ス
ク
で
無
国
籍
的
な
衣
装
が
、
男
優
平
幹
二
郎
の
肉
体
を
枠
づ
け
る

（
図
16
）。
子
殺
し
の
場
面
で
は
、
こ
の
重
た
い
衣
装
を
脱
ぎ
捨
て
、
魂

の
痛
み
を
表
す
赤
い
レ
オ
タ
ー
ド
姿
と
な
り
、
羊
を
イ
メ
ー
ジ
し
た
白

い
衣
装
の
子
ど
も
た
ち
を
抱
き
し
め
て
愁
嘆
場
が
展
開
さ
れ
る
（
図
17
）。

竜
に
乗
っ
て
大
空
を
駆
け
上
る
場
面
で
は
、
メ
デ
ィ
ア
は
太
陽
を
思
わ

せ
る
輝
く
マ
ン
ト
を
羽
織
っ
て
い
る
。
歌
舞
伎
を
意
識
し
た
過
剰
な
メ
イ

ク
に
、
さ
ら
に
ガ
ラ
ス
玉
を
連
ね
た
涙
が
目
の
下
に
貼
り
付
け
ら
れ
る
。

最
も
注
目
さ
れ
た
三
番
目
の
特
徴
は
、
メ
デ
ィ
ア
も
乳
母
も
コ
ロ
ス

も
、
演
ず
る
の
が
男
だ
け
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
特
に
白
塗

り
に
つ
ば
の
広
い
帽
子
を
か
ぶ
り
、
優
美
な
黒
服
に
身
を
つ
つ
ん
だ
女

装
の
コ
ロ
ス
は
、
メ
デ
ィ
ア
の
限
度
を
越
え
た
怒
り
を
反
復
す
る
様
式

美
と
し
て
注
目
さ
れ
た
。

俳
優
を
男
性
だ
け
に
し
た
理
由
を
、
蜷
川
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る
。
メ
デ
ィ
ア
の
怒
り
を
、
三
面
記
事
的
な
恨
み
の
レ
ベ
ル
で
は
な
く
、

崇
高
な
人
間
の
感
情
と
し
て
女
優
の
肉
体
で
表
現
す
る
た
め
に
は
、
マ

リ
ア
・
カ
ラ
ス
の
よ
う
な
貫
禄
の
あ
る
女
優
が
必
要
だ
が
、
そ
の
よ
う

な
女
優
は
日
本
に
は
い
な
い
と
判
断
し
た
か
ら
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

能
や
歌
舞
伎
の
女
形
は
、
女
性
の
情
念
を
男
性
が
よ
り
よ
く
表
現
で
き

る
形
式
を
生
み
出
し
た
わ
け
だ
が
、
こ
の
伝
統
に
の
っ
と
っ
た
わ
け
で

あ
る
。

蜷
川
は
『
王
女
メ
デ
ィ
ア
』
を
つ
く
る
う
え
で
、
男
の
身
勝
手
な
論

理
で
長
い
間
苦
労
し
て
き
た
女
性
の
代
表
と
し
て
メ
デ
ィ
ア
を
と
ら
え
、

「
女
た
ち
の
屈
辱
的
な
思
い
と
、
観
客
席
に
い
る
女
た
ち
の
思
い
を
重
ね

よ
う
と
し
た
」
と
証
言
し
て
い
る（

９
）
。

こ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
わ
か
り
や
す
さ
と
、
衣
装
の
華
麗
さ
が
こ
の
劇

の
ヒ
ッ
ト
の
原
動
力
で
あ
る
が
、
同
時
に
通
俗
メ
ロ
ド
ラ
マ
に
堕
す
傾

向
は
避
け
ら
れ
な
い
。
橋
本
勝
は
こ
の
劇
を
「
お
葬
式
の
ド
ラ
マ
ツ
ル

ギ
ー
」
と
評
し
、「
女
の
戦
い
を
男
に
よ
っ
て
演
じ
ら
れ
て
は
困
る
」
と

結
論
し
、
女
の
戦
い
を
男
だ
け
の
舞
台
で
表
現
す
る
と
は
「
ウ
ー
マ

ン
・
リ
ブ
に
対
す
る
き
つ
い
皮
肉
」
で
あ
る
と
評
し
た

（
10
）

。

た
し
か
に
グ
ロ
テ
ス
ス
ク
で
無
国
籍
的
な
衣
装
で
武
装
し
た
平
幹
二

郎
は
、
倒
錯
的
な
魔
女
像
を
作
り
だ
す
こ
と
に
成
功
し
た
が
、
衣
装
と

い
う
箱
に
と
じ
こ
め
ら
れ
て
、
女
性
の
際
限
の
な
い
怒
り
は
肉
体
に

よ
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
な
い
。
蜷
川
は
舞
台
稽
古
で
コ
ロ
ス
役
の
俳
優

た
ち
に
「
子
宮
で
感
じ
て
踊
れ
」
と
命
じ
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
伝

え
ら
れ
て
い
る
。
壷
絵
を
見
て
も
わ
か
る
と
お
り
、
メ
デ
ィ
ア
の
神
話

に
は
「
夫
の
裏
切
り
に
逆
上
し
て
殺
し
て
し
ま
っ
た
妻
」
と
い
う
レ
ベ

ル
を
超
え
た
、
女
性
の
超
越
的
な
力
を
暗
示
す
る
も
の
が
あ
る
と
思
わ
れ

る
。
し
か
し
蜷
川
の
メ
デ
ィ
ア
に
は
こ
う
し
た
神
話
的
な
観
点
は
な
い
。

一
九
八
三
年
、
英
国
ロ
イ
ヤ
ル
・
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
劇
団
の
演
出
家

ジ
ョ
ン
・
バ
ー
ト
ン
と
ケ
ネ
ス
・
カ
ヴ
ェ
ン
ダ
ー
は
、
ギ
リ
シ
ア
悲
劇

の
う
ち
一
〇
編
を
再
編
成
し
て
三
晩
で
上
演
で
き
る
よ
う
に
書
き
直
し

た
。
そ
の
総
題
を
『
グ
リ
ー
ク
ス
』
と
い
う
。
こ
の
戯
曲
で
は
「
男
と

女
の
う
ち
、
ど
ち
ら
が
重
要
か
」
と
い
う
テ
ー
マ
が
全
体
を
貫
い
て
い

て
い
る
。
オ
レ
ス
テ
ス
は
「
子
ど
も
は
男
が
作
り
出
す
も
の
で
、
女
は

子
ど
も
が
生
ま
れ
る
ま
で
預
か
る
入
れ
物
に
す
ぎ
な
い
」
と
い
う
、
古
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代
ギ
リ
シ
ア
の
典
型
的
な
考
え
方
を
直
裁
な
言
葉
で
繰
り
返
す
が
、
戯

曲
は
一
〇
編
の
劇
が
終
わ
る
こ
ろ
に
は
、
こ
の
考
え
が
全
面
的
に
間
違

い
で
あ
る
こ
と
を
納
得
さ
せ
る
よ
う
に
作
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

蜷
川
幸
雄
は
、
こ
の
戯
曲
を
三
日
連
夜
、
あ
る
い
は
一
〇
時
間
ぶ
っ

通
し
で
上
演
し
た
。
蜷
川
の
証
言
に
よ
る
と
、
こ
の
劇
を
準
備
し
て
ゆ

く
な
か
で
、『
グ
リ
ー
ク
ス
』
は
な
に
よ
り
も
「
女
性
賛
美
」
の
劇
で
あ

り
、
ギ
リ
シ
ア
と
ト
ロ
イ
ア
の
男
た
ち
が
一
〇
年
に
わ
た
っ
て
殺
し
合

い
滅
ん
で
ゆ
く
な
か
で
、「
女
た
ち
が
歴
史
を
持
続
さ
せ
た
」
と
い
う
こ

と
を
メ
ッ
セ
ー
ジ
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
納
得
し
た
と
い
う

（
11
）

。

だ
か
ら
一
〇
編
を
演
出
す
る
中
で
、
最
も
注
意
を
は
ら
っ
た
の
は
女

性
か
ら
な
る
コ
ロ
ス
の
扱
い
で
あ
っ
た
。
コ
ロ
ス
は
敷
物
を
つ
く
ろ
っ

て
い
た
り
、
縄
に
縛
ら
れ
て
い
た
り
、
荷
を
背
負
っ
て
い
た
り
、
頭
を

す
っ
ぽ
り
覆
う
被
り
物
を
被
っ
て
い
た
り
す
る
。
彼
女
た
ち
は
た
い
て

い
働
い
て
い
る
か
、
な
に
か
人
の
役
に
立
つ
こ
と
を
し
て
い
る
こ
と
が

強
調
さ
れ
て
い
る
。『
王
女
メ
デ
ィ
ア
』
の
コ
ロ
ス
は
白
塗
り
だ
っ
た
が
、

『
グ
リ
ー
ク
ス
』
の
コ
ロ
ス
は
す
べ
て
ほ
と
ん
ど
素
顔
で
、
中
央
ア
ジ
ア

を
意
識
し
た
寛
衣
を
ま
と
っ
て
い
る
。
ト
ロ
イ
ア
方
の
コ
ロ
ス
は
青
、

ギ
リ
シ
ア
方
の
コ
ロ
ス
は
赤
と
色
分
け
て
は
い
る
が
、
ど
ち
ら
も
民
衆

の
女
の
力
強
い
本
音
が
語
ら
れ
る
。『
王
女
メ
デ
ィ
ア
』
に
お
け
る
様
式

化
し
た
コ
ロ
ス
の
使
い
方
に
対
す
る
、
演
出
家
自
身
に
よ
る
一
二
年
後

の
訂
正
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

『
グ
リ
ー
ク
ス
』
を
演
出
す
る
中
で
蜷
川
は
、「
歴
史
を
持
続
さ
せ
る
」

力
づ
よ
い
女
性
性
を
表
す
た
め
の
重
要
な
シ
ン
ボ
ル
を
発
見
し
た
。
蓮

の
花
で
あ
る
。
一
〇
の
劇
の
冒
頭
か
ら
終
わ
り
ま
で
、
舞
台
の
小
道
具

で
は
蓮
の
花
が
使
わ
れ
て
い
る
。

蓮
の
花
は
、
イ
ン
ド
で
は
豊
穣
多
産
、
生
命
力
を
現
す
品
格
の
高
い

花
で
あ
る
が
、
日
本
で
は
室
町
時
代
以
来
、
死
や
葬
式
と
結
び
付
け
ら

れ
、
縁
起
の
わ
る
い
花
と
し
て
忌
み
嫌
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
現
代

の
日
本
人
に
と
っ
て
、
蓮
の
花
は
生
命
力
と
死
の
両
方
を
意
味
す
る
多

義
的
な
花
で
あ
る
ゆ
え
に
、
蜷
川
に
と
っ
て
は
女
性
を
表
現
す
る
た
め

に
絶
好
の
小
道
具
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

蜷
川
は
二
〇
〇
四
年
、『
王
女
メ
デ
ィ
ア
』
と
は
正
反
対
に
、
主
人
公

も
コ
ロ
ス
も
女
性
を
使
っ
た
『
メ
デ
イ
ア
』
を
上
演
し
た
。
メ
デ
ィ
ア

役
を
演
じ
る
大
竹
し
の
ぶ
は
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
風
の
単
純
な
衣
装
を
ま

と
い
、
あ
ら
わ
に
し
た
肩
に
は
剣
を
か
た
ど
っ
た
刺
青
を
し
て
い
る
だ

け
で
あ
る
（
図
18
）。
過
剰
な
メ
イ
ク
も
な
く
あ
く
ま
で
等
身
大
の
女
性

が
、
絶
大
な
パ
ワ
ー
を
発
揮
し
て
夫
を
こ
ら
し
め
、
深
い
悲
し
み
に
耐

え
な
が
ら
竜
の
乗
り
物
に
の
っ
て
逃
亡
し
て
ゆ
く
。

蜷
川
は
「
観
客
を
幕
開
き
の
三
分
で
芝
居
に
乗
せ
る
」
と
標
榜
す
る

図18 メデイア役の大竹しのぶ、背後にコロスたち

図19 『メディア』冒頭シーン
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だ
け
あ
っ
て
、
冒
頭
の
シ
ー
ン
は
印
象
的
で
あ
る
。
舞
台
い
っ
ぱ
い
に

水
が
張
ら
れ
、
所
狭
し
と
蓮
の
花
が
咲
き
乱
れ
て
い
る
。
羊
水
の
た
ゆ

た
う
ア
ジ
ア
の
母
た
ち
の
胎
を
思
わ
せ
る
こ
の
池
に
、
白
い
寛
衣
を
ま

と
っ
た
メ
デ
ィ
ア
の
二
人
の
子
ど
も
が
舟
遊
び
を
し
て
い
る
（
図
19
）。

赤
ん
坊
を
背
負
っ
た
コ
リ
ン
ト
ス
の
貧
し
い
女
た
ち
か
ら
な
る
コ
ロ
ス

は
、
メ
デ
ィ
ア
と
と
も
に
、
女
性
の
受
け
る
苦
難
や
子
ど
も
へ
の
愛
を

激
し
く
表
現
す
る
。
一
九
七
八
年
の
平
幹
二
郎
の
メ
デ
ィ
ア
は
、
魔
術

的
辺
境
か
ら
襲
来
し
た
既
存
文
明
を
解
体
す
異
形
の
魔
女
と
し
て
出
現

し
た
が
、
二
五
年
後
の
メ
デ
ィ
ア
は
衣
装
の
檻
か
ら
脱
出
す
る
こ
と
が

で
き
た
代
償
に
、
神
話
的
な
魔
女
の
パ
ワ
ー
を
喪
失
し
、
現
実
の
強
い

女
＝
母
に
変
貌
し
た
。
十
分
に
強
く
な
っ
た
女
性
に
も
は
や
神
話
的
パ

ワ
ー
は
い
ら
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

12

多
様
な
換
骨
奪
胎

ギ
リ
シ
ア
悲
劇
に
描
か
れ
る
女
性
は
、
恐
怖
の
対
象
で
あ
り
、
制
御

し
よ
う
と
し
て
も
制
御
し
き
れ
な
い
マ
イ
ナ
ス
の
パ
ワ
ー
を
あ
た
り
か

ま
わ
ず
振
り
ま
わ
す
、
困
っ
た
存
在
で
あ
る
。
男
た
ち
が
営
々
努
力
し

て
打
ち
立
て
よ
う
と
し
て
い
る
社
会
秩
序
に
ま
っ
こ
う
か
ら
対
立
し
、

根
こ
そ
ぎ
覆
そ
う
と
す
る
の
が
女
性
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
暴
力
の

凶
暴
な
加
害
者
に
も
な
れ
ば
、
悲
惨
な
犠
牲
者
に
も
な
る
。
ア
テ
ナ
イ

の
男
た
ち
は
こ
の
存
在
を
い
か
に
捉
え
た
ら
い
い
の
か
と
い
う
問
題
意

識
を
も
っ
て
観
劇
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

日
本
で
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
が
持
た
れ
た
こ
と
は
、
一
度
も
な
い

と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ほ
ど
違
う
ギ
リ
シ
ア
悲
劇
だ
か
ら
こ
そ
、
日
本
の

演
劇
人
た
ち
は
自
由
な
立
場
で
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
自
分
流
に
捏
造
す
る
こ

と
が
で
き
た
。
思
想
的
背
景
か
ら
は
る
か
に
離
れ
て
い
る
こ
と
が
利
点

と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
鈴
木
忠
志
や
宮
城
聡
は
男
／
女
と
い
う
二
項
対

立
の
政
治
性
を
鋭
く
汲
み
取
り
、
そ
れ
が
現
代
の
戦
争
の
悲
惨
に
深
く

結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
を
示
し
た
。
い
っ
ぽ
う
蜷
川
は
手
放
し
の
女
性

賛
歌
を
引
き
だ
し
た
。
ギ
リ
シ
ア
悲
劇
が
あ
つ
か
う
根
源
的
な
危
機
と

い
う
深
い
問
題
は
、
能
と
歌
舞
伎
と
い
う
伝
統
的
テ
ク
ニ
ッ
ク
を
部
分

的
に
使
う
こ
と
の
有
効
性
も
あ
き
ら
か
に
し
た
。

家
族
、
人
間
関
係
を
支
え
て
い
た
社
会
が
根
底
か
ら
ゆ
ら
ぎ
、
考
え

ら
れ
な
い
よ
う
な
犯
罪
や
事
件
が
多
発
し
て
い
る
日
本
に
お
い
て
は
、

ギ
リ
シ
ア
悲
劇
が
あ
つ
か
う
子
殺
し
や
人
間
蹂
躙
の
テ
ー
マ
は
、
ま
す

ま
す
さ
し
せ
ま
っ
た
問
題
と
な
っ
て
き
て
い
る
。
ギ
リ
シ
ア
悲
劇
は
こ

れ
か
ら
も
、
現
代
日
本
演
劇
の
世
界
で
、
豊
か
な
入
れ
物
と
し
て
機
能

し
つ
づ
け
る
で
あ
ろ
う
。

註
（
１
）
こ
の
論
文
を
準
備
し
て
い
る
二
〇
〇
六
年
夏
だ
け
で
も
、
日
本
で

は
以
下
の
よ
う
な
プ
ロ
演
劇
団
が
ギ
リ
シ
ア
悲
劇
を
公
演
し
て
い
る
。

①
ホ
ワ
イ
ト
エ
ン
ジ
ェ
ル
『
エ
レ
ク
ト
ラ
』（
二
〇
〇
六
年
九
月
二
二
日

〜
二
四
日
）
②
劇
団
Ａ
Ｕ
Ｎ
『
ト
ロ
イ
ア
の
女
』（
二
〇
〇
六
年
七
月
二

八
日
〜
三
〇
日
）
③
大
阪
芸
術
大
学
『
ト
ロ
イ
ア
の
女
た
ち
』（
二
〇
〇

六
年
七
月
二
〇
日
〜
二
一
日
）

（
２
）
観
世
寿
夫
『
世
阿
弥
を
読
む
』
平
凡
社
、
二
〇
〇
一
年
、
三
一
二

頁
。

（
３
）Je

a
n

-P
ie

r
r
e

V
e

r
n

a
n

t,
P

ie
r
r
e

V
id

a
l-N

a
q

u
e

t,
M

ythe
et
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Tragédie

D
eux,

E
d

itio
n

la
d

é
c
o

u
v

e
rte

,
1
9
8
6
,
p

p
.1

5
2
-1

5
3
.

（
４
）P

h
ilip

E
.

S
la

te
r,

The
G

lory
of

H
era,

P
rin

c
e
to

n
U

n
iv

e
rsity

P
re

ss,
1
9
9
2
,
p

.9
.

（
５
）
松
本
滋
『
父
性
的
宗
教
　
母
性
的
宗
教
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一

九
八
七
年
、
二
六-

二
七
頁
。

（
６
）
平
岡
正
明
「
２
０
０
５
年
に
ギ
リ
シ
ャ
悲
劇
―
―
う
ん
、
捨
て
た

も
ん
じ
ゃ
な
い
」、『〈
ギ
リ
シ
ア
悲
劇
〉
と
〈
犯
罪
〉』
八
号
、
財
団
法

人
静
岡
県
舞
台
芸
術
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
〇
五
年
、
一
二
五-

一
三
九
頁
。

（
７
）
萩
原
達
子
編
『
観
世
寿
夫
　
世
阿
弥
を
読
む
』
平
凡
社
、
二
〇
〇

一
年
、
三
一
六-

三
一
九
頁
。

（
８
）
渡
辺
守
章
、
鈴
木
忠
志
「〈
書
き
言
葉
〉
＝
〈
聞
か
せ
る
言
葉
〉

の
身
体
性
」『〈
ギ
リ
シ
ア
悲
劇
〉
と
〈
犯
罪
〉』
財
団
法
人
静
岡
県
舞
台

芸
術
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
〇
五
年
。

（
９
）
蜷
川
幸
雄
、
長
谷
部
浩
『
演
出
術
』
紀
伊
国
屋
書
店
、
二
〇
〇
二

年
、
四
〇
頁
。

（
10
）
橋
本
勝
「
泣
か
な
い
の
か
？
泣
か
な
い
の
か
１
９
７
８
年
の
メ

デ
ィ
ア
の
た
め
に
」、
日
本
読
書
新
聞
、
一
九
八
七
年
二
月
二
七
日
。

（
11
）
蜷
川
幸
雄
、
長
谷
部
浩
『
演
出
術
』
紀
伊
国
屋
書
店
、
二
〇
〇
二

年
、
一
九-

二
〇
頁
。

図
出
典

（
図
１
）『〈
ギ
リ
シ
ア
悲
劇
〉
と
〈
犯
罪
〉』
財
団
法
人
静
岡
県
舞
台
芸

術
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
〇
五
年
、
一
二
七
頁
。

（
図
２
）『
舞
台
芸
術
』
５
、
京
都
造
形
芸
術
大
学
舞
台
芸
術
研
究
セ
ン

タ
ー
刊
、
月
曜
社
、
二
〇
〇
四
年
、
二
三
六
頁
。

（
図
３
）
渡
辺
守
章
編
、『
幽
玄
―
―
観
世
寿
夫
の
世
界
』
リ
ブ
リ
ポ
ー
ト
、

一
九
八
〇
年
、
一
三
九
頁
。

（
図
４
）
同
右
、
二
五
七
頁
。

（
図
５
）
マ
イ
ケ
ル
・
グ
ラ
ン
ト
、
ジ
ョ
ン
・
ヘ
イ
ゼ
ル
『
ギ
リ
シ
ア
・

ロ
ー
マ
神
話
事
典
』
大
修
館
書
店
、
一
九
八
八
年
、
口
絵
。

（
図
６
）Jo

h
n

B
o

a
rd

m
a

n
,

Les
V

ases
athéniens

à
figures

rouges,

T
h

a
m

e
s

&
H

u
d

so
n

1
9
9
7
,
1
9
7
5
.
p

.1
0
0
.

（
図
７
）Jo

h
n

B
o

a
rd

m
a
n

,
The

H
istory

of
C

reek
vases,

T
h

a
m

e
s

&

H
u

d
so

n
,
2
0
0
1
,
p

.1
1
6
.

（
図
８
）
マ
イ
ケ
ル
・
グ
ラ
ン
ト
、
ジ
ョ
ン
・
ヘ
イ
ゼ
ル
『
ギ
リ
シ
ア
・

ロ
ー
マ
神
話
事
典
』
大
修
館
書
店
、
一
九
八
八
年
、
一
〇
四
頁
。

（
図
９
）Jo

h
n

B
o

a
rd

m
a

n
,

Les
V

ases
athéniens

à
figures

rouges,

T
h

a
m

e
s

&
H

u
d

so
n

1
9
9
7
,
1
9
7
5
.
p

.1
0
0
.

（
図
10
）T

h
o

m
a

s
H

.C
a

r
p

e
n

te
r
,

L
es

M
ythes

dans
l ,art

grec,

T
h

a
m

e
s

&
H

u
d

so
n

,
1
9
9
7
,
p

.1
9
1
.

（
図
11
）『
ル
ー
ブ
ル
美
術
館
展
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
美
術
・
神
々
の
遺
産
』

カ
タ
ロ
グ
、
二
〇
〇
六
年
、
一
三
七
頁
。
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（
図
12
）T

h
o

m
a

s
H

.C
a

r
p

e
n

te
r
,

L
es

M
ythes

dans
l ,art

grec,

T
h

a
m

e
s

&
H

u
d

so
n

,
1
9
9
7
,
p

.1
9
3
.

（
図
13
）Ia

n
C

a
rru

th
e

rs
,

Y
a

s
u

n
a

ri
T

a
k

a
h

a
s
h

i,
The

Theatre
of

SuzukiTadashi,
C

a
m

b
rid

g
e

U
n

iv
e
rsity

P
re

ss,
2
0
0
4
,
p

.1
3
6
.

（
図
14
）h

o
m

e
p

a
g

e
1
.n

ifty
.c

o
m

/
m

n
e
k

o
/
p

la
y

/
K

A
/
1
9
9
9
1
0
2
5
s.h

tm

（
図
15
）
大
岡
淳
「
自
己
循
環
す
る
悲
劇
シ
ス
テ
ム
」、『
演
劇
』
０
２
０

号
、
財
団
法
人
舞
台
芸
術
財
団
演
劇
人
会
議
、
二
〇
〇
五
年
、
一
一
一

頁
。

（
図
16
）
蜷
川
幸
雄
『N

o
te

s
1

9
6

9
〜1

9
8

8

』
河
出
新
書
房
、
一
九
八
九

年
。

（
図
17
）
蜷
川
幸
雄
『N

o
te

s
1

9
6

9

〜2
0

0
1
』
河
出
新
書
房
、
二
〇
〇
二

年
。

（
図
18
）
Ｄ
Ｖ
Ｄ
『
メ
デ
ィ
ア
』
蜷
川
幸
雄
演
出
、B

u
n

k
a

m
u

ra

制
作
、

二
〇
〇
五
年
。

（
図
19
）
Ｄ
Ｖ
Ｄ
『
メ
デ
ィ
ア
』
蜷
川
幸
雄
演
出
、B

u
n

k
a

m
u

ra
制
作
、

二
〇
〇
五
年
。

（
う
え
む
ら
　
く
に
こ
・
神
話
論
／
ジ
ェ
ン
ダ
ー
論
）




