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行
列
に
並
ば
ず
座
っ
て
観
れ
る

「
も
う
一
枚
」の
フ
ェル
メ
ー
ル
の
絵
！？

　
十
七
世
紀
オ
ラ
ン
ダ
の
画
家
ヨ
ハ
ネ
ス
・
フ
ェ
ル
メ
ー
ル
の
絵
画
は

世
界
に
三
十
数
点
し
か
な
い
た
め
、
日
本
に
作
品
が
や
っ
て
く
る

と
大
き
な
話
題
に
な
り
、
展
覧
会
は
大
盛
況
。
み
な
さ
ん
も
行

列
に
並
び
、
人
混
み
を
か
き
分
け
、
作
品
を
ご
覧
に
な
っ
た
こ
と

で
し
ょ
う
。
そ
ん
な
フ
ェ
ル
メ
ー
ル
の
〝
隠
さ
れ
た
も
う
一
点
〞
が

新
国
立
劇
場
に
あ
る
こ
と
を
ご
存
じ
で
す
か
？
　
座
っ
て
観
る
こ
と

の
で
き
る
新
国
立
劇
場
の
フ
ェル
メ
ー
ル
…
…
そ
れ
は
オ
ペ
ラ
『
フ
ァ

ル
ス
タ
ッ
フ
』
で
す
。
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
『
ヘ
ン
リ
ー
四
世
』『
ウ
ィ

ン
ザ
ー
の
陽
気
な
女
房
た
ち
』
に
も
と
づ
く
、
太
鼓
腹
の
老
騎

士
フ
ァ
ル
ス
タ
ッ
フ
を
描
い
た
ヴ
ェル
デ
ィ
最
後
の
オ
ペ
ラ
。
新
国
立

劇
場
の
プ
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
を
手
が
け
た
イ
ギ
リ
ス
の
名
演
出
家
ジ
ョ

ナ
サ
ン
・
ミ
ラ
ー
は
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
時
代
の
家
屋
を
詳
細
に

描
写
し
た
も
の
は
オ
ラ
ン
ダ
絵
画
し
か
な
い
、
と
考
え
、
フ
ェル
メ
ー

ル
な
ど
十
七
世
紀
オ
ラ
ン
ダ
絵
画
の
世
界
観
に
よ
る
『
フ
ァ
ル
ス

タ
ッ
フ
』
の
舞
台
を
つ
く
り
あ
げ
ま
し
た
。「
真
の
人
間
の
行
動
に

こ
そ
興
味
が
あ
る
」「
人
間
同
士
の
や
り
と
り
に
こ
そ
真
実
が
あ

る
」
と
考
え
る
ミ
ラ
ー
に
と
っ
て
、
女
性
に
ち
ょ
っ
か
い
を
出
す
フ
ァ

ル
ス
タ
ッ
フ
と
、
彼
を
懲
ら
し
め
よ
う
と
す
る
人
々
の
や
り
と
り

を
描
く
舞
台
設
定
と
し
て
、
市
民
を
描
い
た
オ
ラ
ン
ダ
の
風
俗
画

が
ぴ
た
り
と
は
ま
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

　
舞
台
全
体
の
色
使
い
や
衣
裳
な
ど
、
ま
さ
に
フ
ェル
メ
ー
ル
の
絵

か
ら
飛
び
出
し
て
き
た
よ
う
で
す
が
、
こ
こ
で
注
目
は
床
で
す
。

オ
ラ
ン
ダ
絵
画
の
特
徴
の
ひ
と
つ
に
遠
近
法
を
使
っ
た
床
が
あ
り

ま
す
が
、『
フ
ァ
ル
ス
タ
ッ
フ
』
の
舞
台
の
床
も
、
オ
ラ
ン
ダ
絵
画

ら
し
い
幾
何
学
模
様
で
描
か
れ
て
い
ま
す
。
舞
台
で
も
遠
近
法

を
使
っ
て
デ
ザ
イ
ン
し
て
い
る
の
で
、
四
角
い
模
様
は
ひ
と
つ
ず
つ

角
度
が
つ
き
、
少
し
ず
つ
サ
イ
ズ
が
異
な
っ
て
い
る
た
め
、
い
わ
ゆ
る

「
コ
ピ
ペ
」
で
は
な
く
一
本
ず
つ
線
を
引
い
て
描
く
と
い
う
と
て

も
精
緻
な
手
作
業
に
よ
っ
て
作
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
フ
ェ
ル
メ
ー
ル
の
作
品
で
は
室
内
に
絵
が
か
か
っ
て
い
る
こ
と
が
多

い
で
す
が
、『
フ
ァ
ル
ス
タ
ッ
フ
』
の
室
内
に
も
絵
が
か
け
ら
れ
て
い

て
、「
絵
画
の
中
に
絵
画
」
の
世
界
も
再
現
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま

た
、
フ
ェ
ル
メ
ー
ル
の
絵
と
い
え
ば
〝
窓
〞
で
、『
フ
ァ
ル
ス
タ
ッ
フ
』

に
も
も
ち
ろ
ん
窓
は
あ
り
ま
す
。
美
術
家
イ
ザ
ベ
ラ・
バ
イ
ウ
ォ
ー

タ
ー
の
こ
だ
わ
り
に
よ
っ
て
、
小
道
具
も
フ
ェル
メ
ー
ル
の
世
界
観
が

丁
寧
に
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

T
字
の
二
つ
の
舞
台
装
置

ぐ
る
り
と
回
し
て
舞
台
転
換

　
十
七
世
紀
の
オ
ラ
ン
ダ
家
屋
を
表
現
し
た
舞
台
は
、
し
か
し
、

当
然
な
が
ら
四
面
が
壁
で
囲
ま
れ
た
建
物
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ

れ
ら
は
T
字
の
舞
台
装
置
二
つ
を
組
み
合
わ
せ
た
も
の
で
、
そ
れ

を
回
転
さ
せ
る
こ
と
で
場
面
転
換
し
ま
す
。

　
舞
台
上
に
は
樽
や
ベ
ン
チ
、
棚
、
ベ
ッ
ド
な
ど
が
あ
り
ま
す
が
、

こ
れ
ら
は
す
べ
て
壁
、
つ
ま
り
T
字
の
舞
台
装
置
に
く
っ
つ
い
て
い

ま
す
。
テ
ー
ブ
ル
な
ど
、壁
か
ら
離
れ
た
も
の
も
、黒
い
バ
ー
に
よ
っ

て
壁
と
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
。
で
す
の
で
、
T
字
の
舞
台
装
置
を

回
転
さ
せ
る
と
き
は
、
テ
ー
ブ
ル
や
ベ
ン
チ
も
含
め
て
、
舞
台
上

の
す
べ
て
が
ぐ
る
り
と
回
転
し
ま
す
。

オペラ『ファルスタッフ』
取材・文◎ 榊原律子 

ヴ
ェ
ル
デ
ィ
×
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
×
フ
ェ
ル
メ
ー
ル
！

十
七
世
紀
オ
ラ
ン
ダ
絵
画
の
世
界
に
よ
る
ミ
ラ
ー
演
出『
フ
ァ
ル
ス
タ
ッ
フ
』

二
〇
一
八
年
の
最
後
に
お
贈
り
す
る
オ
ペ
ラ
は
、シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
戯
曲
に
も
と
づ
く
ヴ
ェル
デ
ィ
最
後
の
オ
ペ
ラ『
フ
ァ
ル
ス
タ
ッ
フ
』。

「
こ
の
世
は
す
べ
て
冗
談
」と
歌
う
フ
ー
ガ
で
し
め
く
く
る
、ヴ
ェル
デ
ィ
の
あ
っ
ぱ
れ
な
人
生
観
も
う
か
が
え
る
よ
う
な
名
作
を

イ
ギ
リ
ス
の
名
匠
ジ
ョ
ナ
サ
ン
・
ミ
ラ
ー
が
演
出
す
る
、新
国
立
劇
場
の
名
プ
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
の
見
ど
こ
ろ
を
ご
紹
介
！
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ヨハネス・フェルメール（1632～1675）『恋文』（1669～70年頃）所蔵：
アムステルダム国立美術館。
ミラー演出『ファルスタッフ』を見たあとは、ファルスタッフからの恋文を渡さ
れ、怪訝な顔をするフォード夫人アリーチェに見えるかも。
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場
面
を
転
換
す
る
際
は
、
T
字
の
舞
台
装
置
を
左
回
り
に
動

か
す
か
、
そ
れ
と
も
右
回
り
か
、
そ
の
場
面
、
装
置
ご
と
に
決

ま
っ
て
い
て
、
音
楽
に
合
わ
せ
て
行
い
ま
す
。
注
意
し
な
け
れ
ば
い

け
な
い
の
は
、
先
ほ
ど
言
っ
た
通
り
、
壁
に
ベ
ッ
ド
や
テ
ー
ブ
ル
な

ど
が
つ
い
て
い
る
た
め
、
回
す
タ
イ
ミ
ン
グ
を
間
違
え
る
と
、
も
う

一
方
の
T
字
の
舞
台
装
置
と
ぶ
つ
か
っ
て
し
ま
い
、
ど
ち
ら
も
動

か
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
う
な
ら
な
い
よ
う
に
す
る
に
は
、

片
方
を
わ
ず
か
に
先
に
動
か
す
な
ど
、速
さ
の
調
整
が
必
要
で
す
。

実
際
に
舞
台
装
置
を
動
か
し
て
い
る
ス
タ
ッ
フ
は
壁
の
裏
側
か
ら

押
し
て
い
る
の
で
、
そ
の
先
で
ぶ
つ
か
る
か
ど
う
か
見
え
な
い
た
め
、

舞
台
上
か
ら
回
転
の
様
子
を
モ
ニ
タ
ー
で
チ
ェッ
ク
し
て
い
る
ス
タ
ッ

フ
か
ら
の
指
示
を
聴
き
な
が
ら
動
か
し
て
い
き
ま
す
。
と
い
う
わ

け
で
、
舞
台
装
置
は
人
力
で
動
か
し
て
い
ま
す
。
左
右
の
舞
台

装
置
の
速
度
の
タ
イ
ミ
ン
グ
だ
け
で
な
く
、
公
演
ご
と
の
音
楽
の

速
度
に
も
合
わ
せ
る
必
要
が
あ
る
た
め
、
人
力
な
ら
ば
柔
軟
に
対

応
で
き
ま
す
。
舞
台
装
置
を
動
か
す
際
は
、
指
揮
に
合
わ
せ
て

演
奏
す
る
よ
う
な
気
持
ち
も
必
要
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
T
字
の
舞
台
装
置
が
一
番
大
き
く
動
く
の
は
、
第
二
幕
第

一
部
ガ
ー
タ
ー
亭
か

ら
第
二
部
フ
ォ
ー
ド

邸
へ
の
場
面
転
換
で

す
。
下
手
の
装
置
が

一
八
〇
度
、
上
手
の

装
置
が
二
七
〇
度
回
転
し
ま
す
。
上
手
の
装
置
は
逆
回
り
を
す

れ
ば
九
〇
度
の
回
転
で
済
み
ま
す
が
、
そ
れ
を
わ
ざ
わ
ざ
二
七
〇

度
回
す
の
は
ジ
ョ
ナ
サ
ン
・
ミ
ラ
ー
の
こ
だ
わ
り
。
ぐ
る
り
と
回
す

こ
と
で
わ
ざ
と
「
見
せ
る
」
舞
台
転
換
に
ご
注
目
く
だ
さ
い
。

第2幕第2部フォード邸内。この場面になる
とき、T字の舞台装置が大きく回ります。

フェルメールと同時代に活躍したオランダの画家ピーテル・デ・ホーホ
（1629～1684）『玄関で女性に手紙を渡す男性』（1670年）所蔵：アム
ステルダム国立美術館。

『ファルスタッフ』の床の模様はオランダ絵画をもとにしていることが、この
絵からも分かります。

遠近法を使って描かれている床。四角の大きさや角度が
だんだんと変化しています。

壁の左側にオランダ絵画風の絵が。室内を描いた絵で、
舞台にさらなる奥行きを生み出しています。

壁についたベンチ。その前のテーブルも、床を伝う2本の
黒いバーによって壁とくっついています。舞台転換のとき
は、壁と共にこれらが一緒に回ります。

T字の舞台装置2つをパズルの
ように組み合わせて作る舞台。
第1幕第2部フォード家の外の
場面を、スタッフ手書きの転換表
と実際の舞台写真を並べてみま
した。T字の舞台装置は第1幕
第1部から90度回転してこの形
になります。

第1幕 第1部

第1幕 第2部

ファルスタッフ

Opera

会員郵送受付締切

会員先行販売期間

一般発売日

 12月 6日 （木）

 12月 9日 （日）

 12月 12日 （水）

 12月 15日 （土）

7月5日（木）

7/28（土）
　～8/21（火）

8月25日（土）
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