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二
〇
世
紀
オ
ペ
ラ
の
最
高
傑
作
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、イ
ギ
リ
ス
を
代
表
す
る
作
曲
家
ベ
ン
ジ
ャ
ミ

ン・
ブ
リ
テ
ン
の
代
表
作
で
あ
る「
ピ
ー
タ
ー
・
グ
ラ
イ
ム
ズ
」。

二
〇
一
三
年
の
ブ
リ
テ
ン・
イ
ヤ
ー
に
先
駆
け
、二
〇
一
二
／
二
〇
一
三
シ
ー
ズ
ン
の
オ
ー
プ
ニ
ン
グ

と
し
て
上
演
す
る
舞
台
の
演
出
を
担
う
の
は
、ド
イ
ツ
の
名
匠
ウ
ィ
リ
ー
・
デ
ッ
カ
ー
だ
。

二
〇
〇
八
年
に
新
国
立
劇
場
で
上
演
し
た「
軍
人
た
ち
」で
も
見
せ
た
、作
品
の
本
質
を
深
く
突

く
デ
ッ
カ
ー
の
演
出
。今
回「
ピ
ー
タ
ー
・
グ
ラ
イ
ム
ズ
」で
は
ど
ん
な
世
界
を
見
せ
て
く
れ
る
か
。

デ
ッ
カ
ー
の
考
え
る「
ピ
ー
タ
ー
・
グ
ラ
イ
ム
ズ
」と
は

│
　
イ
ン
タ
ビ
ュ
ア
ー
◎
後
藤
菜
穂
子（
音
楽
ラ
イ
タ
ー
）

グ
ラ
イ
ム
ズ
は
無
罪
か
、
有
罪
か

そ
の
答
え
を
提
供
す
る
の
が
芸
術
の
役
割

│
デ
ッ
カ
ー
さ
ん
が
演
出
家
を
め
ざ
し
た
き
っ
か
け
は
？

デ
ッ
カ
ー
（
以
下
D
） ■ 

私
に
と
っ
て
子
供
の
頃
か
ら
音
楽

が
最
大
の
関
心
で
あ
り
、
当
初
は
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ニ
ス
ト
を

目
指
し
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
十
代
後
半
に
な
る
と
演
奏
だ

け
で
は
満
た
さ
れ
な
く
な
り
、
哲
学
や
文
学
な
ど
よ
り
学
問

的
な
関
心
が
芽
生
え
、
や
が
て
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
を
や
め
て
、

大
学
で
哲
学
や
文
学
、
演
劇
学
を
学
び
ま
し
た
。
そ
し
て

演
劇
学
の
コ
ー
ス
の
中
に
オ
ペ
ラ
の
ゼ
ミ
が
あ
り
、
そ
こ
で

音
楽
と
文
学
へ
の
関
心
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
こ

と
を
発
見
し
た
の
で
す
。
大
学
を
卒
業
後
、
二
十
二
歳
で

歌
劇
場
の
演
出
助
手
と
な
り
、
そ
の
後
は
一
歩
ず
つ
ゆ
っ
く

り
と
演
出
家
へ
の
道
を
歩
ん
で
き
ま
し
た
。

│
ど
ち
ら
の
歌
劇
場
に
所
属
さ
れ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。

D 

■ 

ケ
ル
ン
の
歌
劇
場
に
一
九
七
五
年
か
ら
ほ
ぼ
十
年
間
所

属
し
、
そ
の
後
も
八
〇
年
代
末
ま
で
は
関
わ
っ
て
い
ま
し

た
。
最
初
の
五
、六
年
は
演
出
助
手
と
し
て
、
ポ
ネ
ル
、
ク

プ
フ
ァ
ー
、
ハ
ン
ペ
ら
、
七
〇
年
代
や
八
〇
年
代
の
重
要

な
演
出
家
の
ア
シ
ス
タ
ン
ト
を
務
め
ま
し
た
。
た
と
え
ば
、

急
に
歌
手
が
病
気
で
出
演
で
き
な
く
な
っ
た
時
に
代
理
の

歌
手
に
二
日
間
で
演
技
を
付
け
た
り
、
と
い
っ
た
日
々
の
経

験
を
通
し
て
非
常
に
多
く
の
こ
と
を
学
び
ま
し
た
。

　
初
め
て
の
演
出
は
二
十
八
歳
の
時
に
、
歌
劇
場
の
小
劇

場
で
手
が
け
た
メ
ノ
ッ
テ
ィ
の
「
泥
棒
と
オ
ー
ル
ド
ミ
ス
」

で
し
た
。
そ
の
二
年
後
、
一
九
八
〇
年
に
モ
ン
テ
プ
ル
チ

ア
ー
ノ
で
ヘ
ン
ツ
ェ
の
「
ポ
リ
チ
ー
ノ
」
を
演
出
し
た
の

が
初
め
て
の
外
部
で
の
プ
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
で
し
た
。
現
代
の

若
い
演
出
家
と
は
違
っ
て
、
こ
う
し
て
じ
っ
く
り
と
経
験
を

積
む
こ
と
が
で
き
て
あ
り
が
た
く
思
っ
て
い
ま
す
。

│
こ
れ
ま
で
に
ベ
ン
ジ
ャ
ミ
ン
・
ブ
リ
テ
ン
の
オ
ペ
ラ
は

多
く
手
が
け
ら
れ
て
い
ま
す
か
。

D 

■ 「
ピ
ー
タ
ー
・
グ
ラ
イ
ム
ズ
」
を
は
じ
め
、「
真
夏
の

夜
の
夢
」「
ビ
リ
ー
・
バ
ッ
ド
」「
ア
ル
バ
ー
ト
・
へ
リ
ン

グ
」「
ヴ
ェ
ニ
ス
に
死
す
」
な
ど
彼
の
主
要
作
品
の
ほ
と
ん

ど
を
手
が
け
て
き
ま
し
た
。
ま
た
二
〇
一
四
年
に
は
チ
ュ
ー

リ
ヒ
歌
劇
場
で
「
ね
じ
の
回
転
」
を
演
出
し
ま
す
。

　
私
は
ブ
リ
テ
ン
の
音
楽
に
対
し
て
強
い
親
近
感
を
抱
い

て
お
り
、
彼
は
二
〇
世
紀
最
大
の
オ
ペ
ラ
作
曲
家
の
ひ
と

り
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。
彼
は
周
り
に
ま
ど
わ
さ
れ
ず
に

自
分
の
内
な
る
声
に
忠
実
に
、
自
ら
の
音
楽
語
法
を
守
り

ぬ
い
た
作
曲
家
で
あ
り
、
私
は
昔
か
ら
ブ
リ
テ
ン
の
大
フ
ァ

ン
な
の
で
す
。

　
ま
た
、
ブ
リ
テ
ン
は
二
〇
世
紀
の
偉
大
な
モ
ラ
リ
ス
ト

で
も
あ
り
ま
し
た
。
彼
の
オ
ペ
ラ
の
主
人
公
は
い
ず
れ
も

ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
で
あ
り
、
彼
は
作
品
を
通
じ
て
社
会
と

ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
の
関
係
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
は
罪
や
正
義

と
い
っ
た
問
題
を
扱
い
、
深
く
考
察
し
て
い
ま
す
。
特
に

「
ピ
ー
タ
ー
・
グ
ラ
イ
ム
ズ
」「
ビ
リ
ー
・
バ
ッ
ド
」「
ヴ
ェ

ニ
ス
に
死
す
」
で
は
、
主
人
公
に
果
た
し
て
罪
が
あ
る
か
な

い
か
と
い
う
問
題
が
大
き
な
焦
点
に
な
っ
て
い
ま
す
。

│
ピ
ー
タ
ー
・
グ
ラ
イ
ム
ズ
が
単
な
る
社
会
の
被
害
者

な
の
か
、
そ
れ
と
も
彼
自
身
に
も
罪
が
あ
る
の
か
、
と
い
う

点
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
お
考
え
で
す
か
？

D 

■ 

こ
れ
は
き
わ
め
て
複
雑
な
問
題
で
あ
り
、
こ
の
作
品
を

考
え
る
上
で
も
っ
と
も
核
と
な
る
テ
ー
マ
で
す
。
こ
れ
に
つ

い
て
考
え
る
た
め
に
は
グ
ラ
イ
ム
ズ
と
い
う
人
物
の
背
景

に
つ
い
て
深
く
掘
り
下
げ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
私
の

考
え
で
は
、
グ
ラ
イ
ム
ズ
は
世
間
の
常
識
の
枠
を
超
え
た

キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
で
あ
り
、
そ
の
結
果
、
町
社
会
の
狭
量
で
、

保
守
的
で
、
偽
善
に
満
ち
た
住
民
た
ち
と
衝
突
す
る
の
は

避
け
ら
れ
な
い
の
で
す
。
そ
の
た
め
彼
は
つ
ね
に
孤
独
で
あ

り
、
自
分
の
繊
細
な
面
を
隠
す
こ
と
で
社
会
か
ら
自
分
を

守
ろ
う
と
し
て
い
る
の
で
す
。
た
と
え
ば
彼
は
本
当
は
徒

弟
の
少
年
を
と
て
も
気
に
か
け
て
い
る
の
で
す
が
、
か
え
っ

て
厳
し
く
、
乱
暴
に
扱
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。
そ
う
し
た
中

で
少
年
の
死
と
い
う
悲
劇
の
事
故
が
起
き
る
わ
け
で
す
が
、

そ
れ
は
い
わ
ば
ギ
リ
シ
ャ
悲
劇
の
よ
う
に
、
必
然
の
結
果

で
あ
っ
た
と
い
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
グ
ラ
イ
ム
ズ
は
果
た
し
て
無
罪
か
、
有
罪
か
。
あ
る
意

味
、
法
律
や
政
治
な
ど
が
解
決
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ

う
し
た
問
題
に
つ
い
て
答
え
を
提
供
す
る
の
が
芸
術
の
役

割
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

オ
ペ
ラ
の
演
出
と
禅
の
修
行

こ
の
バ
ラ
ン
ス
が
大
切

│
今
回
の
「
ピ
ー
タ
ー
・
グ
ラ
イ
ム
ズ
」
は
、
も
と
も
と

ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
の
モ
ネ
劇
場
の
た
め
の
プ
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
で

す
。
演
出
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
つ
い
て
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

D 

■ 

ど
ん
な
オ
ペ
ラ
を
演
出
す
る
時
で
も
、
ま
ず
登
場
人
物

に
つ
い
て
で
き
る
か
ぎ
り
深
く
掘
り
下
げ
、
そ
の
作
品
の
問

題
の
核
心
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
、
す
な
わ
ち
「
演
出
家
と

し
て
の
視
点
」
を
見
つ
け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ

を
出
発
点
に
し
て
プ
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
を
発
展
さ
せ
て
い
く
わ

け
で
す
。
そ
の
た
め
に
は
ま
ず
ス
コ
ア
を
非
常
に
精
緻
に
、

し
か
も
集
中
し
て
研
究
す
る
こ
と
か
ら
始
め
ま
す
。

　
こ
の
演
出
で
は
、
舞
台
美
術
の
ジ
ョ
ン
・
マ
ク
フ
ァ
ー
レ

ン
と
私
は
、
自
然
や
海
と
い
っ
た
広
大
な
空
間
を
表
現
し
よ

う
と
し
た
の
で
す
が
、
モ
ネ
劇
場
の
舞
台
は
狭
く
て
奥
行

き
が
な
い
の
で
、
舞
台
に
傾
斜
を
つ
け
た
り
高
い
壁
を
動
か

し
た
り
と
い
っ
た
工
夫
が
必
要
で
し
た
。
今
回
、
新
国
立
劇

場
で
上
演
す
る
際
に
は
こ
う
し
た
問
題
は
あ
り
ま
せ
ん
が
。

│
デ
ッ
カ
ー
さ
ん
は
、「
ピ
ー
タ
ー
・
グ
ラ
イ
ム
ズ
」
も

含
め
て
、
特
定
の
時
代
に
縛
ら
れ
な
い
、
時
代
を
超
え
た
演

出
を
目
指
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
ザ

ル
ツ
ブ
ル
ク
音
楽
祭
の
た
め
の
「
椿
姫
」
や
コ
ル
ン
ゴ
ル

ト
の
「
死
の
都
」、
ネ
ー
デ
ル
ラ
ン
ト
・
オ
ペ
ラ
の
た
め
の

「
ド
ン
・
カ
ル
ロ
」
な
ど
、
デ
ッ
カ
ー
さ
ん
の
他
の
作
品
に

お
い
て
も
感
じ
ま
す
。

D 

■ 

そ
の
通
り
で
す
。
私
は
な
る
べ
く
歴
史
的
な
デ
ィ
テ
ー

ル
を
排
し
、
登
場
人
物
が
観
客
に
と
っ
て
身
近
に
感
じ
ら
れ

る
よ
う
な
演
出
を
い
つ
も
心
が
け
て
い
ま
す
。
と
は
い
え
、

二
〇
世
紀
あ
る
い
は
二
十
一
世
紀
の
特
定
の
時
期
に
設
定
す

れ
ば
、
そ
れ
は
む
し
ろ
近
す
ぎ
て
し
ま
う
の
で
す
。

　
た
と
え
ば
、
二
〇
〇
五
年
の
ザ
ル
ツ
ブ
ル
ク
音
楽
祭
で

手
が
け
、
最
近
で
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン

歌
劇
場
で
再
演
さ
れ
た
「
椿
姫
」
に
お
い
て
も
、
こ
う
し

た
時
代
を
超
え
た
設
定
に
し
て
い
ま
す
。
衣
裳
も
十
八
世

紀
で
も
十
九
世
紀
の
派
手
な
衣
裳
で
は
な
く
、
だ
か
ら
と

い
っ
て
、
ま
っ
た
く
今
風
の
衣
裳
と
い
う
わ
け
で
も
あ
り
ま

せ
ん
。

│
デ
ッ
カ
ー
さ
ん
の
「
椿
姫
」
は
、
ザ
ル
ツ
ブ
ル
ク
音

楽
祭
の
時
の
D
V
D
お
よ
び
最
近
の
M
E
T
ラ
イ
ブ
・

ビ
ュ
ー
イ
ン
グ
を
通
し
て
日
本
で
も
広
く
親
し
ま
れ
て
い
ま

す
。
今
後
は
ど
の
よ
う
な
作
品
を
演
出
さ
れ
る
の
で
し
ょ

う
か
。

D 

■ 

今
後
の
予
定
と
し
て
は
、
チ
ュ
ー
リ
ヒ
歌
劇
場
に

お
い
て
モ
ン
テ
ヴ
ェ
ル
デ
ィ
の
「
ウ
リ
ッ
セ
の
帰
還
」
と

「
ね
じ
の
回
転
」
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
パ
リ
・
オ
ペ
ラ

座
で
ア
リ
ベ
ル
ト
・
ラ
イ
マ
ン
の
「
リ
ア
王
」、
そ
し
て

二
〇
一
六
年
に
は
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
歌
劇
場
で
新
し
い

「
ト
リ
ス
タ
ン
と
イ
ゾ
ル
デ
」
を
演
出
し
ま
す
。

│
デ
ッ
カ
ー
さ
ん
は
い
つ
も
ひ
と
つ
の
作
品
に
じ
っ
く
り

時
間
を
か
け
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
よ
う
に
お
見
受
け
し
ま
す
。

D 

■ 

ひ
と
つ
の
オ
ペ
ラ
を
準
備
す
る
に
は
た
っ
ぷ
り
時
間
が

必
要
で
す
し
、
さ
ら
に
は
オ
ペ
ラ
か
ら
離
れ
る
時
間
も
私

に
と
っ
て
は
必
要
で
す
。
私
は
禅
に
強
い
関
心
を
持
っ
て

お
り
、
し
ば
ら
く
前
か
ら
、
ド
イ
ツ
に
も
指
導
に
来
ら
れ

る
佐
々
木
玄
宗
老
師
の
も
と
で
禅
の
修
行
を
し
て
い
ま
す
。

目
下
、
私
に
と
っ
て
オ
ペ
ラ
の
演
出
と
禅
の
修
行
の
バ
ラ
ン

ス
を
取
る
こ
と
が
最
大
の
関
心
事
で
す
。
ま
た
佐
々
木
老
師

も
私
の
仕
事
に
興
味
を
持
っ
て
く
だ
さ
っ
て
お
り
、
こ
こ
数

年
の
私
の
演
出
作
品
を
す
べ
て
観
て
く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
。

秋
の
「
ピ
ー
タ
ー
・
グ
ラ
イ
ム
ズ
」
の
あ
と
も
座
禅
を
し

に
行
く
予
定
で
す
。

│
今
回
は
、
デ
ッ
カ
ー
さ
ん
が
来
日
な
さ
っ
て
自
ら
再

演
の
演
出
を
手
が
け
る
と
い
う
こ
と
で
、
日
本
の
オ
ペ
ラ
・

フ
ァ
ン
一
同
大
変
楽
し
み
に
し
て
お
り
ま
す
。
今
日
は
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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