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リ
ス
ト
の
手
か
ら
ヴ
ェ
ル
デ
ィ
の
精
神
を

 

│
│
十
九
世
紀
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
オ
ペ
ラ
編
曲
と
理
念
転
換

デ
ト
レ
フ
・
ア
ル
テ
ン
ブ
ル
ク

　　

１

　

十
九
世
紀
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
音
楽
思
考
の
重
要
な
発
展
の
一
つ

に
、
全
く
新
た
な
理
想
、
つ
ま
り
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
と
い
う
理
想
へ
の
先

鋭
化
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
今
な
お
現
代
に
お
け
る
我
々
に
も
強
く
刻
印
を

与
え
て
い
る
。
厳
密
な
意
味
に
お
け
る
音
楽
芸
術
作
品
は
、
十
九
世
紀
初

頭
よ
り
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
、
比
類
な
さ
、
そ
し
て
意
味
内
容
に
よ
っ
て
定

義
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
新
た
な
音
楽
思
考
に
と
っ
て
決
定
的
に
重
要
な
の

は
、
一
八
〇
〇
年
頃
か
ら
明
確
な
形
を
取
り
始
め
た
絶
対
音
楽
の
概
念
で

あ
る
。
こ
れ
は
声
楽
曲
の
古
い
模
範
で
は
な
く
純
粋
な
器
楽
曲
に
由
来
す

る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
音
楽
思
考
に
よ
っ
て
、
美
学
論
議
に
お
け
る
形
式

と
内
容
の
関
係
に
関
す
る
考
察
は
、
全
く
新
た
な
意
義
を
得
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
新
た
な
音
楽
思
考
は
、
音
楽
に
関
す
る
理
論
的
考
察
や
作
曲
史
の

み
な
ら
ず
、
な
に
よ
り
音
楽
の
扱
い
方
、
解
釈
の
条
件
、
そ
し
て
聴
衆
の

心
構
え
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
十
九
世
紀
初
頭
に
お

け
る
ソ
ナ
タ
と
交
響
曲
に
関
す
る
す
べ
て
の
議
論
は
、
こ
こ
か
ら
打
ち
出

さ
れ
た
。
特
に
十
九
世
紀
の
ピ
ア
ノ
曲
や
交
響
曲
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
演

奏
指
示
の
詳
細
化
も
ま
た
、
こ
の
音
楽
思
考
の
さ
ら
に
重
要
な
痕
跡
の
一

つ
と
い
え
る
。
特
に
後
者
に
お
い
て
、
こ
の
発
展
は
演
奏
実
践
に
と
っ
て

実
り
多
い
一
方
で
不
幸
な
こ
と
も
多
い
原
典
批
判
の
意
識
を
導
い
た
。

　

作
曲
家
の
意
志
や
意
図
を
尊
重
す
る
努
力
と
し
て
は
、
こ
の
発
展
は
有

益
な
も
の
で
あ
っ
た
。
一
方
で
は
、
実
践
版
に
お
い
て
作
品
を
現
代
に
再

び
よ
み
が
え
ら
せ
る
解
決
の
可
能
性
を
与
え
、
も
う
一
方
で
は
、
そ
れ
に

並
行
し
て
信
頼
に
値
す
る
稿
︵
原
典
︶
へ
の
興
味
を
呼
び
起
こ
し
た
の
で

あ
る
。
最
終
的
に
大
規
模
な
音
楽
全
集
の
具
現
化
や
楽
譜
校
訂
の
文
献
学

小　

林　

幸　

子
訳
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リストの手からヴェルディの精神を

の
発
展
へ
と
結
び
つ
い
た
、
古
い
音
楽
の
編
曲
や
引
用
と
、
古
い
音
楽
の

信
頼
に
値
す
る
楽
譜
︵
原
典
版
︶
を
得
よ
う
と
す
る
努
力
は
、
い
ず
れ
も

同
一
の
事
柄
、
す
な
わ
ち
十
九
世
紀
の
時
点
で
の
過
去
の
音
楽
の
開
拓
に

お
け
る
、
二
つ
の
異
な
る
側
面
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。

　

十
九
世
紀
中
頃
に
、
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
信
頼
に
値
す
る
楽
譜
︵
原
典

版
︶
へ
の
関
心
を
呼
び
起
こ
し
た
こ
の
発
展
と
表
裏
一
体
に
、
編
曲
訳
註
、

特
に
既
存
の
音
楽
作
品
へ
の
自
由
で
芸
術
的
な
処
理
に
対
す
る
批
判
的
な

態
度
が
、
ほ
ぼ
同
時
期
に
生
ま
れ
広
が
り
つ
つ
あ
っ
た
1
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

に
お
い
て
編
曲
は
、
数
世
紀
を
通
じ
て
新
た
な
様
式
を
習
得
す
る
こ
と
を

前
提
と
し
た
形
式
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
他
国
の
音
楽
に
対
す
る
独
自
の

取
り
組
み
と
も
見
な
さ
れ
て
い
た
。
バ
ッ
ハ
の
《
イ
タ
リ
ア
風
協
奏
曲
》

を
ご
存
じ
だ
ろ
う
。
し
か
し
数
世
紀
の
間
に
行
わ
れ
て
き
た
外
国
の
新
し

い
作
品
の
編
曲
、
器
楽
曲
や
完
全
な
オ
ペ
ラ
の
創
造
的
な
習
得
、
も
し
く

は
い
く
つ
か
の
オ
ペ
ラ
・
ア
リ
ア
を
取
り
上
げ
て
オ
ペ
ラ
・
フ
ァ
ン
タ
ジ

ア
や
オ
ペ
ラ
・
ポ
プ
リ
の
形
式
へ
と
加
工
す
る
こ
と
は
、
徐
々
に
批
判
の

対
象
と
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
十
九
世
紀
後
半
に
は
、
声
楽
曲
の
ピ

ア
ノ
用
編
曲
は
、
そ
の
機
能
的
な
ヴ
ァ
リ
ア
ン
テ
の
み
が
ピ
ア
ノ
編
曲
譜

と
し
て
次
第
に
容
認
さ
れ
た
が
、
他
方
で
オ
ペ
ラ
・
フ
ァ
ン
タ
ジ
ア
形
式

へ
の
創
造
的
な
編
曲
は
、
着
想
の
貧
困
で
は
な
い
か
と
い
う
嫌
疑
を
か
け

ら
れ
た
。
確
か
に
、
二
十
世
紀
に
お
い
て
﹁
オ
ー
セ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
解

釈
﹂
と
い
う
概
念
と
結
び
つ
け
ら
れ
た
イ
メ
ー
ジ
、
す
な
わ
ち
オ
ー
セ
ン

テ
ィ
ッ
ク
な
ピ
ッ
チ
に
調
律
さ
れ
た
チ
ェ
ン
バ
ロ
に
よ
っ
て
オ
リ
ジ
ナ
ル

の
装
飾
音
と
共
に
演
奏
さ
れ
る
バ
ッ
ハ
や
ヘ
ン
デ
ル
の
作
品
の
楽
譜
の
み

が
、
そ
の
正
当
性
を
持
つ
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
、
十
九
世
紀
か
ら
二
十
世

紀
ま
で
の
大
変
革
の
中
で
新
た
な
音
楽
思
考
が
生
み
出
し
た
数
多
く
の
結

果
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
音
楽
史
家
に
と
っ
て
、
さ
ら
に

ま
た
作
曲
家
の
意
図
を
く
み
取
ろ
う
と
努
力
す
る
解
釈
者
に
と
っ
て
、
古

い
時
代
の
音
楽
が
意
図
す
る
響
き
の
イ
メ
ー
ジ
の
再
構
築
を
目
指
す
こ
の

発
展
は
、
決
定
的
に
重
要
な
も
の
で
あ
っ
た
。
我
々
の
、
歴
史
に
基
づ
く

演
奏
実
践
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
発
展
は
、
こ
の
再
構
築
の
試
み
に
端
を
発

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
同
時
に
、
古
い
時
代
の
音
楽
や
他
の
文
化
の
音
楽

の
自
由
な
解
釈
を
拒
絶
す
る
こ
と
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
音
楽
的
伝
統
の
本

質
的
な
要
素
と
の
断
絶
な
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
改
変
、
編
曲
、
そ
し

て
独
自
の
加
工
は
、
全
て
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
音
楽
文
化
の
本
質
的
な
要
素

で
あ
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
学
や
絵
画
の
歴
史
に
お
い
て
も
同
様
の
現
象

が
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

２

　

十
九
世
紀
の
作
曲
家
た
ち
の
中
で
も
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
で
あ
っ
た
フ
ラ

ン
ツ
・
リ
ス
ト
は
、
こ
こ
で
概
略
的
に
説
明
さ
れ
た
二
つ
の
焦
点
に
立
ち
、

新
た
な
音
楽
思
考
と
、
ピ
ア
ノ
を
当
時
の
新
た
な
音
楽
に
お
け
る
す
べ
て

の
局
面
に
適
応
さ
せ
る
と
い
う
自
身
の
理
念
と
の
結
合
を
試
み
た
。
一
方

で
、
彼
自
身
は
旧
バ
ッ
ハ
全
集
の
創
始
者
の
一
人
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
忠

実
な
解
釈
を
追
求
す
る
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
初
期
の
解
釈
者
の
一
人
で
も
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あ
り
、
そ
の
解
釈
に
校
訂
者
と
し
て
基
準
を
設
定
し
た

2
。
リ
ス
ト
ほ
ど
、

自
ら
の
ピ
ア
ノ
作
品
や
交
響
曲
の
演
奏
に
関
し
て
細
部
に
至
る
ま
で
指
定

す
る
作
曲
家
は
、
そ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
い
な
か
っ
た
。
他
方
に
お
い
て
、

当
時
、
彼
ほ
ど
他
人
の
作
品
に
由
来
す
る
作
品
を
幅
広
く
生
み
出
す
作
曲

家
も
い
な
か
っ
た
。
そ
の
編
曲
の
度
合
い
と
し
て
は
、
例
え
ば
ベ
ー
ト
ー

ヴ
ェ
ン
の
交
響
曲
か
ら
の
《
ピ
ア
ノ
稿
》
の
よ
う
に
、
交
響
曲
か
ら
の
ピ

ア
ノ
曲
へ
の
編
曲
と
い
っ
た
単
純
な
も
の
か
ら
、
他
人
の
作
品
を
楽
器
だ

け
を
変
え
た
も
の
、
自
由
で
創
造
的
な
新
た
な
作
曲
、
さ
ら
に
は
他
人
の

作
品
を
さ
ら
に
作
曲
や
編
曲
を
し
た
も
の
に
ま
で
及
ぶ
。

　

こ
う
し
た
編
曲
の
中
で
も
、
オ
ペ
ラ
作
品
か
ら
の
編
曲
は
特
別
な
位
置

を
占
め
る
。
そ
れ
ら
は
、
そ
れ
だ
け
で
実
に
約
七
〇
作
品
を
包
含
す
る

作
品
群
を
形
成
し
て
い
る
。
そ
の
多
く
は
ヴ
ィ
ル
ト
ゥ
オ
ー
ソ
時
代
に

成
立
し
て
お
り
、
す
な
わ
ち
一
八
四
七
年
ま
で
に
は
二
八
作
品
、
そ
し
て

一
八
六
一
年
、
す
な
わ
ち
最
初
の
ワ
イ
マ
ー
ル
時
代
ま
で
に
一
八
作
品
、

さ
ら
に
一
八
六
二
年
か
ら
亡
く
な
る
ま
で
に
は
一
三
作
品
が
成
立
し
て
い

る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
中
で
、
リ
ヒ
ャ
ル
ト
・
ワ
ー
グ
ナ
ー
の
オ
ペ
ラ
に

由
来
す
る
編
曲
作
品
と
並
ん
で
、
ヴ
ェ
ル
デ
ィ
作
品
に
基
づ
く
編
曲
作
品

群
は
、
純
粋
に
そ
の
数
だ
け
で
考
え
て
も
、
同
時
代
人
で
あ
っ
た
ヴ
ェ
ル

デ
ィ
の
音
楽
に
対
す
る
、
リ
ス
ト
の
特
別
な
関
心
を
証
明
し
て
い
る
。
ヴ

ェ
ル
デ
ィ
作
品
に
よ
る
編
曲
作
品
は
、
十
九
世
紀
に
お
け
る
編
曲
と
い
う

現
象
と
、
そ
の
背
後
に
存
在
す
る
音
楽
思
考
を
よ
り
綿
密
に
探
る
た
め
に
、

特
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
な
の
で
あ
る
。

　

表
１
は
、
ヴ
ェ
ル
デ
ィ
作
品
に
由
来
す
る
リ
ス
ト
の
全
編
曲
作
品
を
ま

と
め
た
も
の
で
あ
る
。
左
の
列
に
は
、
そ
の
編
曲
の
も
と
と
な
っ
て
い
る

ヴ
ェ
ル
デ
ィ
の
オ
ペ
ラ
作
品
が
、
そ
の
初
演
年
、
場
合
に
よ
っ
て
は
第
二

稿
の
上
演
年
と
共
に
記
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
伝
記
的
に
証
明
さ
れ
て

い
る
場
合
は
、
リ
ス
ト
が
ど
こ
で
そ
の
作
品
と
出
会
っ
た
の
か
も
記
さ
れ

て
い
る
。
右
の
列
に
は
、
編
曲
作
品
の
初
版
の
タ
イ
ト
ル
が
記
さ
れ
て
い

る
。
数
字
は
成
立
年
、
括
弧
内
の
数
字
は
初
版
の
出
版
年
で
あ
る
。
リ
ス

ト
は
ワ
イ
マ
ー
ル
で
、
ヴ
ェ
ル
デ
ィ
の
《
エ
ル
ナ
ー
ニ
》
を
一
八
五
二

年
九
月
一
二
日
︵
ワ
イ
マ
ー
ル
初
演
︶
に
、《
二
人
の
フ
ォ
ス
カ
リ
》
を

一
八
五
六
年
四
月
八
日
︵
ド
イ
ツ
初
演
︶
に
上
演
し
て
い
る
。
一
八
五
七

年
四
月
一
三
日
の
《
ト
ロ
ヴ
ァ
ト
ー
レ
》
上
演
の
際
に
は
、
病
気
の
た
め

リ
ス
ト
自
身
が
指
揮
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
表
か
ら
も
わ
か
る
よ

う
に
、
リ
ス
ト
の
ヴ
ェ
ル
デ
ィ
へ
の
取
り
組
み
は
三
五
年
間
に
も
及
ぶ
。

そ
も
そ
も
《
シ
モ
ン
・
ボ
ッ
カ
ネ
グ
ラ
》
の
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
は
、
ほ
ぼ
同

時
期
に
成
立
し
た
《
パ
ル
ジ
フ
ァ
ル
》
の
編
曲
と
共
に
、
リ
ス
ト
に
よ
る

最
後
の
オ
ペ
ラ
編
曲
で
あ
る
こ
と
も
付
け
加
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　
﹁
他
の
作
曲
家
の
作
品
に
基
づ
く
編
曲
は
、
フ
ラ
ン
ツ
・
リ
ス
ト
の
創

作
活
動
に
お
い
て
五
〇
年
以
上
に
わ
た
っ
て
本
質
的
な
位
置
を
占
め
て
い

る
。
な
ぜ
リ
ス
ト
が
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
多
く
の
編
曲
を
行
っ
た
か
と
い
う

問
い
は
、
古
い
も
の
で
あ
る
3
﹂。
次
の
考
察
は
、
と
り
わ
け
用
語
法
や

機
能
の
問
題
に
焦
点
を
合
わ
せ
ら
れ
て
い
る
こ
の
考
察
に
続
く
も
の
で
あ

る
。
ヴ
ェ
ル
デ
ィ
の
作
品
に
基
づ
く
オ
ペ
ラ
編
曲
作
品
が
大
き
な
グ
ル
ー

プ
を
成
す
ほ
ど
、
一
体
何
が
ヴ
ェ
ル
デ
ィ
の
音
楽
に
お
い
て
リ
ス
ト
を
魅

了
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
の
編
曲
に
よ
っ
て
明
ら
か
な
ヴ
ェ
ル
デ
ィ
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リストの手からヴェルディの精神を

表１

ヴェルディ リスト

Ernani

エルナーニ
V.ユゴーによる
ヴェネツィア 1844

ワイマール初演 1852.9.12

Ernani. Oper von Verdi. Concert-Paraphrase

ヴェルディのオペラ《エルナーニ》
演奏会用パラフレーズ

1847 コンスタンティノープル（第 1稿）
1859 (1860) （第 2稿）
（H. v. ビューローに献呈）

Jérusalem (I lombardi) 

イェルサレム（ロンバルディア人）
T. グロッシによる
ミラノ 1843 / パリ 1847

Salve Maria! de Jérusalem. (I Lombardi) Opéra

de G. Verdi. [später bezeichnet als Transcription]

G. ヴェルディのオペラ《イェルサレム （ロンバルデ
ィア人） 》より「サルヴェ・マリア」 
 ［後に「トランスクリプション」と表記される］

1848 (1848)

Rigoletto

リゴレット
V. ユゴーによる
ヴェネツィア 1851

1856年にブダペストで聴く

Rigoletto. Oper von Verdi

Concert-Paraphrase von Franz Liszt.

ヴェルディのオペラ《リゴレット》
フランツ・リストによる演奏会用パラフレーズ

?1855 (1860)

Il trovatore

トロヴァトーレ
A.ガルシア・グティエレスによる
ローマ 1853 / パリ 1857

1856年にブダペストで聴く
ワイマール初演 1857

Miserere aus Trovatore von Verdi.

Concert-Paraphrase. 

ヴェルディの《トロヴァトーレ》より「ミゼレーレ」
演奏会用パラフレーズ

1859 (1860)

Don Carlos

ドン・カルロ
Fr. シラーによる
パリ 1867 / ミラノ 1884

Don Carlos de Verdi. Transcription

Coro di festa - Marcia funebre

ヴェルディの《ドン・カルロ》トランスクリプシ
ョン　「祭りの合唱」 －「葬送行進曲」

1867 (1868)

Aida

アイーダ
カイロ 1871

イタリアで聴く

Aida di G. Verdi.

Danza sacra e Duetto finale

G. ヴェルディの《アイーダ》
「聖なる踊り」と「フィナーレの二重唱」

?1876 (1879)

Messa da Requiem

レクイエム
ミラノ 1874

Agnus Dei della Messa di Requiem di. G. Verdi

G. ヴェルディの《レクイエム》より
「アニュス・デイ」

1877-1882

Simon Boccanegra

シモン・ボッカネグラ
A.ガルシア・グティエレスによる
ヴェネツィア 1857 / ミラノ 1881

Réminiscences de Boccanegra de Verdi.

ヴェルディの《ボッカネグラ》の回想
1882 (1883)、第 2稿の土台 － 1881
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へ
の
高
い
評
価
は
、
新
ド
イ
ツ
派
の
目
標
、
と
り
わ
け
ワ
ー
グ
ナ
ー
的
な

理
念
と
一
致
す
る
も
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
ヴ
ェ
ル
デ
ィ
作
品
の
編
曲
が
、

基
本
的
に
ヴ
ィ
ル
ト
ゥ
オ
ー
ソ
時
代
の
後
、
つ
ま
り
コ
ン
サ
ー
ト
活
動
の

た
め
の
急
を
要
す
る
作
曲
の
必
要
性
が
な
く
な
っ
た
時
代
に
な
っ
て
初
め

て
生
ま
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
ど
う
解
釈
し
た
ら
よ
い
の
か
。
言
い
換
え

れ
ば
、
彼
に
と
っ
て
コ
ン
サ
ー
ト
用
と
し
て
も
は
や
必
要
の
な
く
な
っ
た

こ
う
し
た
編
曲
作
品
が
、
交
響
詩
の
理
念
に
お
い
て
、
も
は
や
古
び
た
音

楽
だ
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
の
か
。
こ
れ
ら
の
編
曲
作
品
は
、《
ロ
短
調

ソ
ナ
タ
》
や
《
ダ
ン
テ
・
ソ
ナ
タ
》
と
い
っ
た
作
品
と
の
間
に
ど
の
よ
う

な
関
係
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
　

３

　

ジ
ュ
ゼ
ッ
ペ
・
ヴ
ェ
ル
デ
ィ
の
オ
ペ
ラ
に
よ
る
リ
ス
ト
の
編
曲
の
い
く

つ
か
に
即
し
て
、
オ
ペ
ラ
の
編
曲
に
お
け
る
本
質
と
意
義
へ
の
問
題
を
実

例
を
挙
げ
て
検
証
し
た
い
。

ヴ
ェ
ル
デ
ィ
の
オ
ペ
ラ
《
イ
ェ
ル
サ
レ
ム
》
よ
り

「
サ
ル
ヴ
ェ
・
マ
リ
ア
」
の
ト
ラ
ン
ス
ク
リ
プ
シ
ョ
ン
4

　

リ
ス
ト
に
よ
る
編
曲
の
も
と
で
あ
る
、
ヴ
ェ
ル
デ
ィ
の
オ
ペ
ラ
《
ロ
ン

バ
ル
デ
ィ
ア
人
》
か
ら
の
ジ
ゼ
ル
ダ
の
﹁
サ
ル
ヴ
ェ
・
マ
リ
ア
﹂
は
、
祈

り
で
あ
る
。
オ
リ
ジ
ナ
ル
版
は
八
つ
の
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
、
二
つ
の
ヴ
ィ
オ

ラ
、
コ
ン
ト
ラ
バ
ス
、
ソ
ロ
・
フ
ル
ー
ト
、
ク
ラ
リ
ネ
ッ
ト
と
い
う
非
常

に
珍
し
い
楽
器
編
成
で
あ
る
。
聴
く
者
の
前
に
宗
教
的
な
ア
ウ
ラ
を
よ
み

が
え
ら
せ
る
音
楽
的
技
法
で
あ
る
、
高
音
の
弦
の
ト
レ
モ
ロ
に
よ
っ
て
示

さ
れ
る
神
々
し
さ
の
表
現
は
、
紛
れ
も
な
く
リ
ス
ト
を
ピ
ア
ノ
編
曲
へ
と

駆
り
立
て
た
要
素
の
一
つ
と
い
え
る
。
二
番
目
の
要
素
は
、
当
時
人
気
だ

っ
た
こ
の
ソ
プ
ラ
ノ
役
の
数
々
の
ア
リ
ア
の
中
で
も
特
別
な
位
置
を
成
す

も
の
で
、
単
純
さ
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
一
方
で
は
い
わ
ば
敬
虔
な
る
響
き

を
放
ち
、
他
方
に
お
い
て
は
旋
律
形
成
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
規
則
を
も
っ

て
し
て
も
、
最
初
の
詩
節
の
間
に
調
性
を
明
ら
か
に
し
な
い
。
基
本
的
に

は
、
調
性
は
二
番
目
の
詩
節
の
最
初
で
よ
う
や
く
明
白
に
な
る
。
ま
た
、

特
に
部
分
的
に
非
常
に
大
胆
な
和
声
進
行
が
あ
り
、
リ
ス
ト
は
そ
れ
を
こ

の
祈
り
に
お
い
て
か
な
り
意
識
的
に
利
用
し
た
。

　

リ
ス
ト
の
編
曲
は
、
各
々
の
導
入
部
を
放
棄
し
て
い
る
が
、
さ
ら
に
こ

の
ア
リ
ア
を
一
つ
の
縮
小
化
さ
れ
た
想
像
上
の
場
面
へ
と
拡
大
し
て
い
る
。

ヴ
ェ
ル
デ
ィ
版
で
は
、
二
つ
の
詩
節
は
二
つ
の
部
分
か
ら
な
る
祈
り
に
置

き
換
え
ら
れ
、
そ
の
一
つ
め
の
部
分
が
伴
奏
の
伴
わ
な
い
﹁
ア
ヴ
ェ
・
マ

リ
ア
﹂
の
呼
び
か
け
か
ら
始
ま
り
、
二
つ
め
の
部
分
が
最
後
の
詩
行
の
変

奏
の
反
復
に
よ
っ
て
締
め
く
く
ら
れ
る
。

　

リ
ス
ト
は
、
彼
の
歌
曲
編
曲
に
多
用
し
て
有
名
な
一
つ
の
シ
ン
プ
ル
な

技
巧
に
よ
っ
て
、
こ
の
祈
り
を
拡
大
し
て
い
る
。
二
つ
の
詩
節
を
完
全
に

響
か
せ
た
あ
と
、
二
番
目
の
部
分
を
よ
り
高
揚
し
た
形
で
反
復
さ
せ
る
。

す
な
わ
ち
、
オ
ク
タ
ー
ブ
上
昇
さ
せ
、
伴
奏
は
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
的
な
フ
ォ

ル
テ
ッ
シ
ッ
シ
モ
へ
と
大
が
か
り
に
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
め
の
詩
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リストの手からヴェルディの精神を

節
の
感
情
的
な
高
揚
の
あ
と
で
、
初
め
て
リ
ス
ト
は
二
番
目
の
部
分
の
最

後
の
詩
行
の
反
復
に
よ
る
ヴ
ェ
ル
デ
ィ
の
終
結
を
持
っ
て
く
る
。
し
か
し
、

リ
ス
ト
は
こ
の
場
面
を
そ
れ
で
終
結
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
リ
ス
ト
独
自

の
終
結
に
至
ら
せ
る
。
す
な
わ
ち
ピ
ア
ノ
・
ソ
ッ
ト
・
ヴ
ォ
ー
チ
ェ
の
中

に
広
が
る
冒
頭
の
祈
り
、
つ
ま
り
﹁
サ
ル
ヴ
ェ
・
マ
リ
ア
﹂
の
最
初
の
詩

行
と
そ
れ
を
伴
う
冒
頭
二
小
節
の
反
復
が
、
八
小
節
の
小
さ
な
エ
ピ
ロ
ー

グ
に
拡
大
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

ヴ
ェ
ル
デ
ィ
の
オ
ペ
ラ
《
リ
ゴ
レ
ッ
ト
》　

フ
ラ
ン
ツ
・
リ
ス
ト
に
よ
る
演
奏
会
用
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ

5　

　
《
リ
ゴ
レ
ッ
ト
》
の
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
は
、《
ロ
ン
バ
ル
デ
ィ
ア
人
》
の
編

曲
と
同
様
に
、
た
だ
一
つ
の
場
面
、
す
な
わ
ち
ヴ
ェ
ル
デ
ィ
の
《
リ
ゴ
レ

ッ
ト
》
の
最
も
重
要
な
場
面
で
あ
る
最
終
幕
の
四
重
唱
﹁
美
し
い
乙
女
よ
﹂

に
由
来
し
て
い
る
。
公
爵
は
、
変
ニ
長
調
の
三
和
音
の
響
き
に
よ
る
甘
い

歌
で
、
以
前
に
ジ
ル
ダ
に
そ
う
し
た
よ
う
に
マ
ッ
ダ
レ
ー
ナ
を
魅
惑
し
よ

う
と
す
る
。
そ
し
て
そ
の
後
、
ジ
ル
ダ
の
反
応
、
す
な
わ
ち
ジ
ル
ダ
の
嘆

き
、
絶
望
、
砕
け
た
心
を
表
現
す
る
ク
ロ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
旋
律
に
よ
っ
て
、

こ
の
歌
は
そ
の
仮
面
を
は
が
さ
れ
る
。
そ
こ
に
、
マ
ッ
ダ
レ
ー
ナ
に
よ
る

笑
い
声
と
公
爵
の
愛
の
誓
い
に
対
す
る
艶
然
と
し
た
拒
絶
、
そ
し
て
復
讐

心
と
無
力
さ
に
揺
ら
ぐ
リ
ゴ
レ
ッ
ト
の
抗
議
が
挟
み
込
ま
れ
る
6
。

　
﹁
美
し
い
乙
女
よ
﹂
の
模
倣
不
可
能
な
ほ
ど
す
ば
ら
し
い
作
曲
ぶ
り
が
、

リ
ス
ト
の
よ
う
な
作
曲
家
に
ピ
ア
ノ
編
曲
へ
と
誘
わ
せ
る
と
い
う
の
は
理

解
で
き
る
。
し
か
し
リ
ス
ト
は
、極
上
の
美
し
さ
を
も
つ
《
リ
ゴ
レ
ッ
ト
》

の
ア
リ
ア
や
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
の
ポ
プ
リ
を
作
曲
し
て
い
る
と
い
う
の
で
は

な
く
、
こ
の
編
曲
に
よ
っ
て
一
つ
の
場
面
全
体
を
我
々
の
前
に
再
現
さ
せ

て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
真
の
挑
戦

は
、﹁
美
し
い
乙
女
よ
﹂
そ
の
も
の
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
緊
張
に
満

ち
た
四
重
唱
の
技
法
で
あ
る
。
こ
の
重
要
な
場
面
で
は
、
対
立
す
る
感
情

の
同
時
性
が
問
題
な
の
で
あ
る
。
他
な
ら
ぬ
こ
の
場
面
を
選
択
し
た
理
由

は
明
白
で
あ
る
。
も
し
リ
ス
ト
が
十
九
世
紀
音
楽
史
を
執
筆
し
て
い
た
ら
、

彼
は
間
違
い
な
く
こ
の
場
面
を
、
カ
ー
ル
・
ダ
ー
ル
ハ
ウ
ス
と
同
様
に
定

義
し
て
い
た
こ
と
だ
ろ
う
。

ヴ
ェ
ル
デ
ィ
が
一
八
五
三
年
に
ア
ン
ト
ニ
オ
・
ソ
ン
マ
宛
の
手
紙
の

中
で
《
リ
ゴ
レ
ッ
ト
》
の
テ
キ
ス
ト
を
、
登
場
人
物
同
士
の
か
か
り

合
い
か
ら
生
じ
る
説
得
力
の
あ
る
筋
の
急
転
が
生
ま
れ
る
と
い
う
理

由
で
褒
め
た
時
、︵
⋮
⋮
︶、
第
三
幕
の
四
重
唱
を
﹁
す
ば
ら
し
く
ド

ラ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
瞬
間
﹂
と
特
筆
し
て
お
り
、
こ
れ
は
彼
が
情
感
の

ド
ラ
マ
と
考
え
て
い
る
音
楽
的
ド
ラ
マ
に
お
い
て
と
り
わ
け
重
要
な

も
の
で
あ
っ
た
。
ア
ン
ダ
ン
テ
︵﹁
美
し
い
乙
女
よ
﹂︶
に
お
け
る
対

立
し
た
感
情
、
す
な
わ
ち
公
爵
の
皮
相
的
な
蠱
惑
、
マ
ッ
ダ
レ
ー
ナ

の
嘲
り
、
ジ
ル
ダ
の
絶
望
、
そ
し
て
リ
ゴ
レ
ッ
ト
の
復
讐
心
に
硬
直

し
た
痛
み
の
同
時
性
は
、
こ
の
ド
ラ
マ
が
、
本
質
が
露
呈
さ
れ
る
一

点
へ
と
集
結
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
本
質
は
、
い

わ
ゆ
る
ナ
ン
バ
ー
︵
個
々
の
曲
︶
と
し
て
孤
立
さ
せ
ら
れ
た
感
情
の

描
出
の
中
で
は
な
く
、
そ
の
弁
証
法
的
な
配
置
の
中
に
存
在
す
る
の
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で
あ
る

7
。

　

お
の
ず
と
湧
き
上
が
る
疑
問
だ
が
、
緊
張
に
満
ち
た
対
立
の
切
迫
感
は
、

音
楽
へ
の
置
換
に
よ
っ
て
聴
衆
に
ど
こ
ま
で
理
解
で
き
る
も
の
だ
ろ
う
か
。

つ
ま
り
歌
詞
の
な
い
ピ
ア
ノ
編
曲
に
お
い
て
、
そ
れ
は
伝
わ
る
も
の
だ
ろ

う
か
。

　

こ
の
編
曲
の
場
合
、
リ
ス
ト
は
こ
の
場
面
の
導
入
部
で
あ
る
会
話
を
外

し
、
代
わ
り
に
左
手
に
よ
る
マ
ッ
ダ
レ
ー
ナ
、
右
手
に
よ
る
ジ
ル
ダ
の
パ

ー
ト
の
先
取
り
を
含
む
、短
い
導
入
部
︵
プ
レ
リ
ュ
ー
ド
︶
を
置
い
て
い
る
。

マ
ッ
ダ
レ
ー
ナ
の
パ
ー
ト
の
音
域
が
移
り
変
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の

導
入
部
で
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
持
つ
あ
ら
ゆ
る
軽
さ
や
媚
び
が
失
わ
れ
て
い

る
。
導
入
部
の
調
進
行
︵
ホ
長
調
～
変
ニ
長
調
︶
は
、
こ
の
場
面
の
最
初

の
部
分
を
受
け
継
ぐ
も
の
だ
が
、
こ
こ
は
リ
ス
ト
が
引
用
し
て
い
る
部
分

と
は
異
な
る
。
主
要
部
の
開
始
に
先
立
ち
、
し
ば
ら
く
性
質
の
変
わ
ら
な

い
公
爵
の
歌
﹁
美
し
い
乙
女
よ
﹂
が
こ
れ
に
続
く
。
リ
ス
ト
は
、
カ
デ
ン

ツ
ァ
を
そ
れ
ぞ
れ
当
時
の
歌
唱
習
慣
に
従
っ
て
装
飾
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て

音
楽
的
に
は
、
ヴ
ェ
ル
デ
ィ
に
お
け
る
誘
惑
す
る
よ
う
な
身
振
り
を
、
純

粋
な
長
調
の
豊
か
な
響
き
に
よ
っ
て
表
現
を
よ
り
濃
密
に
し
て
い
る
。
マ

ッ
ダ
レ
ー
ナ
と
ジ
ル
ダ
の
交
替
は
、
リ
ス
ト
に
よ
っ
て
正
確
に
引
き
継
が

れ
て
い
る
。

　

公
爵
の
歌
の
反
復
の
際
に
、
オ
ブ
リ
ガ
ー
ト
の
親
指
の
テ
ク
ニ
ッ
ク
を

伴
っ
た
カ
ン
テ
ィ
レ
ー
ナ
の
旋
律
は
、
繊
細
に
金
銀
線
細
工
の
ご
と
く
施

さ
れ
た
伴
奏
に
挿
入
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
を
も
と
に
ヴ
ェ
ル
デ
ィ
の
オ

リ
ジ
ナ
ル
の
経
過
を
追
う
の
は
非
常
に
難
し
い
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
意
図

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
公
爵
の
籠
絡
や
二
人
の
女
性
と
リ
ゴ
レ
ッ
ト
の
や

り
と
り
へ
の
集
中
、
つ
ま
り
緊
迫
感
の
あ
る
対
立
の
音
楽
的
表
現
、
こ
れ

が
改
作
の
目
的
で
あ
り
、
単
な
る
ピ
ア
ノ
編
曲
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
全

体
は
、
ま
る
で
当
時
の
オ
ペ
ラ
の
夢
の
幻
影
に
よ
く
あ
る
よ
う
な
霊
的
な

響
き
と
、
そ
れ
に
並
ぶ
ご
く
短
い
突
発
的
な
響
き
と
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を

経
て
、
脅
迫
的
な
フ
ォ
ル
テ
ッ
シ
モ
の
滝
の
よ
う
な
連
打
で
終
わ
る
。

　

ジ
ル
ダ
の
嘆
き
の
溜
息
の
よ
う
な
響
き
と
マ
ッ
ダ
レ
ー
ナ
の
笑
い
声
の

組
み
合
わ
せ
に
よ
る
四
重
唱
の
二
番
目
の
部
分
は
、
リ
ス
ト
に
よ
っ
て
原

曲
に
ほ
ぼ
忠
実
に
ピ
ア
ノ
に
置
き
換
え
ら
れ
、
こ
の
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
の
主

要
部
を
成
し
て
い
る
。
こ
の
部
分
は
、
ヴ
ェ
ル
デ
ィ
に
は
な
い
﹁
美
し
い

乙
女
よ
﹂
の
短
い
回
想
と
、
短
く
や
や
乱
暴
な
終
結
と
で
締
め
く
く
ら
れ

る
。
こ
こ
で
は
オ
ク
タ
ー
ブ
に
よ
る
嘆
き
の
掛
留
が
重
ね
ら
れ
、
そ
し
て

中
間
部
の
終
結
の
あ
と
で
下
行
す
る
カ
ス
ケ
ー
ド
が
再
び
よ
み
が
え
り
、

悲
劇
的
結
末
を
予
感
さ
せ
る
。

　

リ
ス
ト
の
技
法
は
、
こ
こ
で
も
全
く
明
ら
か
に
こ
の
場
面
の
音
楽
的
な

再
現
を
目
的
と
し
た
も
の
で
、
単
な
る
ピ
ア
ノ
編
曲
の
技
法
と
は
遠
く
か

け
離
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ご
く
小
さ
な
数
々
の
修
正
を
み
て
も
、
リ
ス
ト

に
と
っ
て
重
要
な
の
は
ヴ
ェ
ル
デ
ィ
を
解
釈
す
る
こ
と
で
あ
り
、
コ
ピ
ー

す
る
こ
と
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
例
え
ば
、
公
爵
の

﹁
美
し
い
乙
女
よ
﹂
に
お
い
て
、
リ
ス
ト
は
そ
の
終
結
部
分
で
揺
れ
動
く

第
五
音
を
変
え
て
三
全
音
を
作
り
、
不
吉
を
意
味
す
る
音
程
を
生
み
出
し

て
い
る
。
公
爵
が
愛
の
苦
悩
を
語
る
そ
の
場
所
と
い
う
こ
と
を
勘
案
す
る
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リストの手からヴェルディの精神を

と
、
リ
ス
ト
が
こ
こ
を
重
要
と
考
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
極
め
て
明
白

な
の
で
あ
る
。
幻
想
的
な
ゼ
ク
エ
ン
ツ
に
お
け
る
こ
の
三
全
音
が
、
こ
の

パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
の
最
初
の
部
分
の
終
結
で
一
つ
の
役
割
を
担
っ
て
い
る
こ

と
か
ら
も
、
そ
れ
が
よ
く
わ
か
る
。

ヴ
ェ
ル
デ
ィ
の
《
ア
イ
ー
ダ
》　

「
聖
な
る
踊
り
」
と
「
フ
ィ
ナ
ー
レ
の
二
重
唱
」

　
《
ア
イ
ー
ダ
》
の
編
曲
で
、
リ
ス
ト
は
こ
の
オ
ペ
ラ
の
二
つ
の
ナ
ン
バ

ー
を
組
み
合
わ
せ
て
い
る
。
オ
リ
ジ
ナ
ル
に
お
い
て
こ
の
二
曲
は
つ
な
が

っ
て
い
な
い
た
め
、
編
曲
で
は
オ
ペ
ラ
の
中
の
離
れ
た
二
つ
の
場
面
を
結

び
つ
け
て
い
る
こ
と
に
な
る
。﹁
聖
な
る
踊
り
﹂は
第
一
幕
第
二
場
か
ら
で
、

ヴ
ル
カ
ン
の
神
殿
に
お
け
る
剣
の
奉
献
式
で
の
巫
女
た
ち
の
踊
り
で
あ
る
。

﹁
フ
ィ
ナ
ー
レ
の
二
重
唱
﹂
は
、愛
し
合
う
二
人
の
別
れ
の
二
重
唱
で
あ
る
。

こ
の
オ
ペ
ラ
の
成
立
史
か
ら
知
ら
れ
て
い
る
と
お
り
、
両
曲
に
関
し
て
ヴ

ェ
ル
デ
ィ
は
、
特
に
管
弦
楽
法
、
つ
ま
り
響
き
の
透
明
性
と
い
う
点
に
関

し
て
徹
底
的
に
取
り
組
ん
だ
。
こ
れ
は
ま
さ
に
リ
ス
ト
に
と
っ
て
、
宗
教

儀
式
と
い
う
コ
ン
テ
ク
ス
ト
や
エ
キ
ゾ
テ
ィ
ズ
ム
と
並
ん
で
、
ピ
ア
ノ
編

曲
に
対
す
る
挑
戦
だ
っ
た
よ
う
だ
。
加
え
て
、﹁
踊
り
﹂
の
和
声
の
精
巧

さ
は
、
晩
年
の
作
品
に
お
け
る
新
た
な
音
響
性
と
和
声
の
新
た
な
手
法
に

関
す
る
独
自
の
試
み
に
一
致
す
る
も
の
で
あ
る
。
驚
く
べ
き
こ
と
に
、
リ

ス
ト
の
晩
年
の
作
品
研
究
に
お
い
て
、
こ
の
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
は
、
同
じ
く

ら
い
大
胆
な
《
シ
モ
ン
・
ボ
ッ
カ
ネ
グ
ラ
》
の
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
と
同
様
に
、

ほ
と
ん
ど
顧
み
ら
れ
て
い
な
い
。

　

リ
ス
ト
の
《
ア
イ
ー
ダ
》
の
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
は
、《
リ
ゴ
レ
ッ
ト
》
の

パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
と
同
様
に
、
オ
ペ
ラ
全
体
を
中
心
的
な
﹁
葛
藤
﹂
へ
と
集

約
し
て
い
る
。
リ
ス
ト
は
、
ヴ
ェ
ル
デ
ィ
か
ら
借
用
し
た
素
材
を
用
い
て

﹁
彼
の
ア
イ
ー
ダ
﹂
を
自
由
に
作
曲
し
て
い
る
。﹁
踊
り
﹂
は
、
リ
ス
ト
の

場
合
、
変
ホ
長
調
に
明
確
に
定
ま
る
ま
で
二
二
小
節
分
が
和
声
的
に
曖
昧

な
ま
ま
で
あ
る
。
し
か
し
調
の
定
ま
る
こ
の
場
所
に
登
場
す
る
の
は
﹁
踊

り
﹂
で
は
な
く
、
高
貴
な
聖
職
者
の
歌
、
す
な
わ
ち
フ
タ
の
宣
誓
で
あ

る
。
歌
の
最
後
の
部
分
は
よ
り
自
由
な
形
で
引
き
継
が
れ
て
お
り
、
そ
の

後
、
そ
の
ま
ま
再
現
さ
れ
る
。
四
四
小
節
目
で
変
イ
音
か
ら
嬰
ト
音
へ
と

エ
ン
ハ
ー
モ
ニ
ッ
ク
な
置
換
え
が
行
わ
れ
、
ロ
短
調
に
転
調
す
る
。
そ
れ

に
続
き
、
よ
う
や
く
当
の
﹁
踊
り
﹂
が
ま
た
聞
こ
え
て
く
る
が
、
最
初
は

ド
ル
チ
ッ
シ
モ
で
、
そ
し
て
タ
ー
ル
ベ
ル
ク
的
な
三
本
の
手
の
技
法
に
よ

っ
て
拡
大
す
る
。﹁
聖
職
者
の
踊
り
﹂
の
中
で
そ
れ
ま
で
は
現
れ
て
い
な

い
二
回
目
の
三
連
符
の
パ
ッ
セ
ー
ジ
と
共
に
変
ホ
長
調
が
戻
り
、
音
楽
は

消
え
去
る
。
聖
職
者
の
歌
が
静
け
さ
を
破
り
、
予
期
さ
れ
な
い
緊
張
と
不

気
味
さ
が
増
す
。
フ
タ
の
宣
誓
は
突
然
神
々
の
天
罰
に
変
わ
り
、
リ
ス
ト

の
ア
イ
ー
ダ
で
は
悲
劇
的
な
結
末
を
呼
び
起
こ
す
時
と
な
る
。
ま
さ
に
こ

こ
で
、
リ
ス
ト
は
二
重
唱
を
繫
げ
る
。
そ
れ
も
、
世
界
へ
別
れ
を
告
げ
る

ア
イ
ー
ダ
の
言
葉
﹁
あ
あ
大
地
よ
、
さ
ら
ば
、
さ
ら
ば
涙
の
谷
よ･･･  O

 

terra, ad
d

io
, ad

d
io

 valle d
i p

ian
ti...

﹂
と
共
に
。
二
回
の
宣
誓
の
文

句
の
再
現
が
含
ま
れ
た
二
重
唱
の
先
取
り
の
あ
と
、
宣
誓
の
文
句
を
含
む

聖
職
者
の
容
赦
の
な
い
合
唱
が
挿
入
さ
れ
た
、
ほ
ぼ
原
曲
に
忠
実
な
二
重
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唱
全
体
が
続
く
。
こ
の
二
重
唱
は
、
部
分
的
に
で
は
あ
る
が
リ
ス
ト
の
印

象
主
義
的
な
音
響
技
法
に
よ
っ
て
ま
っ
た
く
新
し
い
光
の
中
で
現
れ
、
エ

ピ
ロ
ー
グ
で
再
び
は
っ
き
り
と
し
た
輪
郭
を
呈
し
、
同
時
に
晴
れ
や
か
な

ト
レ
モ
ロ
の
響
き
に
よ
っ
て
ア
ム
ネ
リ
ス
の
祈
り
の
実
現
を
予
感
さ
せ
る

の
で
あ
る
。

　

リ
ス
ト
の
手
に
よ
る
す
べ
て
の
ヴ
ェ
ル
デ
ィ
編
曲
を
詳
細
に
分
析
す
る

の
は
、
本
研
究
の
枠
を
大
き
く
超
え
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
リ
ス
ト

が
そ
れ
と
関
わ
っ
た
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
手
短
に
思
い
起
こ
す
こ
と
は
重
要

で
あ
ろ
う
。《
エ
ル
ナ
ー
ニ
》
の
場
合
、
ア
ー
ヘ
ン
の
カ
ー
ル
大
帝
の
大

霊
廟
の
中
で
、﹁
あ
あ
、
カ
ー
ル
五
世
よ O

 C
arlo

 q
u

in
to

﹂
の
合
唱
と

共
に
、
ド
ン
・
カ
ル
ロ
が
カ
ー
ル
大
帝
に
向
か
っ
て
﹁
あ
あ
、
偉
大
な
る

カ
ー
ル
よ O

 so
m

m
o

 C
arlo

﹂
と
呼
び
か
け
る
場
面
︵
第
九
三
曲
︶
が
リ

ス
ト
の
編
曲
の
も
と
と
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
が
無
類
の
高
揚
を
も
た
ら
し

て
い
る
。
ヴ
ェ
ル
デ
ィ
に
お
け
る
フ
ァ
ン
フ
ァ
ー
レ
の
響
き
を
伴
っ
て
高

揚
が
三
ペ
ー
ジ
半
に
渡
る
広
大
な
コ
ー
ダ
を
生
み
出
す
終
結
で
は
な
く
、

リ
ス
ト
は
こ
の
場
面
に
よ
っ
て
、
こ
の
オ
ペ
ラ
の
数
々
の
場
面
を
ミ
ニ
チ

ュ
ア
へ
と
集
約
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。《
ト
ロ
ヴ
ァ
ト
ー
レ
》
の

場
合
、
リ
ス
ト
の
編
曲
は
レ
オ
ノ
ー
ラ
と
マ
ン
リ
ー
コ
に
よ
る
二
重
唱
と

修
道
士
た
ち
の
﹁
ミ
ゼ
レ
ー
レ
﹂
を
伴
う
処
刑
の
場
面
に
由
来
し
て
い
る
。

何
と
い
っ
て
も
注
目
す
べ
き
は
、
こ
の
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
に
お
い
て
リ
ス
ト

が
マ
ン
リ
ー
コ
の
広
大
な
カ
ン
テ
ィ
レ
ー
ナ
を
中
心
に
移
し
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。《
シ
モ
ン
・
ボ
ッ
カ
ネ
グ
ラ
の
回
想
》
で
は
複
数
の
場
面
が
結

び
つ
け
ら
れ
て
お
り
、
特
に
大
会
議
室
の
場
面
と
、
総
督
の
祈
り
と
合
唱

と
四
重
唱
に
よ
る
最
終
場
面
が
中
核
を
成
し
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
祈
り

﹁
偉
大
な
る
神
よ
、
恵
み
を
与
え
よ G

ran
 D

io
, li b

en
ed

ici

﹂
の
取
り
違

え
よ
う
の
な
い
デ
ク
ラ
メ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
、
こ
の
編
曲
の
二
番
目
の

部
分
の
効
果
は
完
全
に
直
接
的
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
も
注
目

す
べ
き
は
、
終
結
部
の
変
更
で
あ
る
。
ヴ
ェ
ル
デ
ィ
の
よ
う
に
宥
和
的
に

終
息
に
向
か
う
合
唱
﹁
彼
に
安
ら
ぎ
を
﹂
で
終
わ
る
の
で
は
な
く
、
フ
ォ

ル
テ
・
グ
ラ
ン
デ
ィ
オ
ー
ソ
か
ら
フ
ォ
ル
テ
ッ
シ
モ
に
至
る
幻
想
的
な
高

揚
と
、
八
小
節
を
超
え
る
ま
さ
に
ホ
長
調
の
容
赦
の
な
い
確
認
と
も
い
う

べ
き
部
分
を
伴
っ
た
導
入
部
を
再
現
し
て
終
わ
っ
て
い
る
。

　
　

４

　

リ
ス
ト
は
、
ワ
ー
グ
ナ
ー
作
品
の
編
曲
の
場
合
と
同
様
、
ヴ
ェ
ル
デ
ィ

の
オ
ペ
ラ
に
取
り
組
む
際
に
、最
後
の
二
つ
の
編
曲︵《
ア
イ
ー
ダ
》と《
シ

モ
ン
・
ボ
ッ
カ
ネ
グ
ラ
》︶
を
除
き
、
多
く
の
場
合
、
た
だ
一
つ
の
場
面

に
専
心
し
た
。
オ
ペ
ラ
全
体
を
徹
底
的
に
集
約
す
る
こ
と
が
彼
に
と
っ
て

重
要
で
あ
る
と
い
う
事
実
を
鑑
み
る
と
、
と
り
わ
け
宗
教
的
な
場
面
、
祈

り
、
合
唱
、
そ
し
て
死
の
場
面
が
、
リ
ス
ト
に
と
っ
て
最
大
の
意
味
を
も

つ
と
い
う
結
論
に
至
る
。
リ
ス
ト
は
、
明
ら
か
に
ヴ
ェ
ル
デ
ィ
の
中
に
、

非
常
に
若
い
頃
か
ら
彼
自
身
の
作
品
の
多
く
が
有
し
て
い
た
の
と
同
様
の
、

宗
教
の
根
本
的
な
考
え
方
に
対
す
る
親
近
性
を
見
い
出
し
た
の
で
あ
る
。
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リストの手からヴェルディの精神を
　

二
つ
め
は
、
音
楽
的
表
現
に
お
け
る
ヴ
ェ
ル
デ
ィ
の
技
術
に
魅
了
さ
れ

た
こ
と
で
あ
る
。
リ
ス
ト
は
明
ら
か
に
、
そ
の
中
に
音
楽
的
表
現
の
明
確

さ
に
関
す
る
自
身
の
試
み
を
再
発
見
し
た
の
で
あ
る
。
か
つ
て
シ
ュ
ー
ベ

ル
ト
の
歌
曲
の
編
曲
に
取
り
組
ん
だ
時
に
、
音
楽
自
体
が
詩
的
な
表
現
に

な
る
の
を
そ
こ
に
発
見
し
た
よ
う
に
、
ヴ
ェ
ル
デ
ィ
の
場
合
は
劇
的
な
展

開
が
音
楽
に
置
き
換
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
発
見
し
た
。
ヴ
ェ
ル
デ
ィ
の

場
合
、
祈
り
の
理
念
が
音
楽
的
な
形
成
や
、
表
現
の
語
り
か
け
る
よ
う
な

明
確
性
の
中
に
大
い
に
生
み
出
さ
れ
、
究
極
的
に
は
、
言
語
は
不
必
要
と

ま
で
に
な
っ
て
い
る
。
ヴ
ェ
ル
デ
ィ
に
お
い
て
は
、
歌
唱
性
は
彼
独
自
の

表
現
手
段
と
な
っ
た
。
ピ
ア
ノ
編
曲
に
お
い
て
、
歌
詞
の
依
存
が
限
ら
れ

た
も
の
に
過
ぎ
な
い
こ
と
を
啓
示
し
て
く
れ
た
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
点
で

あ
っ
た
。

　

三
つ
め
は
間
違
い
な
く
、
リ
ス
ト
が
西
洋
の
偉
大
な
題
材
に
取
り
組
む

際
の
、
主
題
の
質
に
対
す
る
標
題
的
な
関
心
で
あ
っ
た
。
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ

ア
か
ら
シ
ラ
ー
、
さ
ら
に
は
ヴ
ィ
ク
ト
ル
・
ユ
ゴ
ー
ま
で
の
、
リ
ス
ト
の

言
葉
を
借
り
る
な
ら
﹁
世
界
文
学
の
傑
作
﹂
へ
の
志
向
性
、
リ
ス
ト
は
こ

こ
に
ワ
イ
マ
ー
ル
時
代
の
自
己
の
理
念
と
の
一
致
を
見
い
だ
し
た
。
そ
し

て
、
ワ
ー
グ
ナ
ー
の
オ
ペ
ラ
と
ベ
ル
リ
オ
ー
ズ
の
交
響
曲
に
関
す
る
自
著

の
中
で
強
調
し
、
そ
し
て
交
響
詩
《
タ
ッ
ソ
》
や
《
ハ
ム
レ
ッ
ト
》、《
フ

ァ
ウ
ス
ト
交
響
曲
》
な
ど
の
作
品
の
中
で
、
作
曲
家
リ
ス
ト
が
ま
さ
に
大

い
な
る
強
迫
観
念
に
取
り
つ
か
れ
て
い
た
と
こ
ろ
の
、
極
め
て
崇
高
な
感

情
を
見
い
だ
し
た
の
だ
っ
た
。

　

四
つ
め
は
、
リ
ス
ト
が
ヴ
ェ
ル
デ
ィ
の
中
に
ヴ
ァ
リ
ア
ン
テ
の
作
曲
に

お
け
る
独
自
の
技
法
の
本
質
的
な
要
素
を
再
発
見
し
た
こ
と
で
あ
る
。
彼

は
そ
れ
を
ま
さ
に
表
情
豊
か
な
ハ
ー
モ
ニ
ー
と
結
び
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
さ
ら
な
る
作
曲
行
為
へ
と
挑
ん
だ
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
五
つ
め
は
、
な
に
よ
り
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国
の
国
民
的
な
様
式
へ

の
深
い
関
心
で
あ
っ
た
。
リ
ス
ト
は
晩
年
ま
で
こ
の
こ
と
に
深
い
関
心
を

持
ち
続
け
て
い
た
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
リ
ス
ト
は
後
年
ま
で
自
分
を
、

ゲ
ー
テ
が
考
え
る
世
界
文
学
の
、
音
楽
に
お
け
る
代
弁
者
と
認
識
し
て
お

り
、
こ
の
理
念
は
強
調
し
た
形
で
彼
の
主
題
と
し
て
扱
わ
れ
た
。
ヴ
ェ
ル

デ
ィ
の
オ
ペ
ラ
の
創
作
活
動
は
、
自
身
の
も
つ
イ
タ
リ
ア
の
国
民
的
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
の
発
見
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
お
り
、
し
か
も
か
な
り

早
い
時
点
に
お
い
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
現
象
と
な
っ
た
。
特
に
、
パ
リ
の

た
め
の
仕
事
に
お
い
て
そ
れ
は
明
ら
か
で
あ
る
。
リ
ス
ト
の
理
解
に
お
い

て
は
、
音
楽
に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
伝
統
へ
取
り
組
む
こ
と
が
、
初

め
て
音
に
よ
る
世
界
文
学
の
普
遍
的
な
主
張
の
た
め
の
前
提
と
な
る
の
で

あ
っ
た
。
国
民
的
な
文
化
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
、
彼
の
理
解
で
は
初
め

て
世
界
音
楽
の
普
遍
的
な
精
神
の
た
め
の
前
提
と
な
る
の
で
あ
っ
た
。
リ

ス
ト
は
、
彼
の
連
作
で
あ
る
一
五
の
《
ハ
ン
ガ
リ
ー
狂
詩
曲
》
を
音
に
よ

る
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
国
民
的
叙
事
詩
と
説
明
し
、
音
に
よ
る
世
界
文
学
へ
の

貢
献
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
一
八
六
〇
年
頃
に
リ
ス
ト
の
解
釈
者
で
あ

る
ド
レ
ー
ゼ
ケ
が
彼
を
﹁
世
界
音
楽
﹂
の
創
始
者
と
し
て
称
え
た
、
リ
ス

ト
の
国
民
的
伝
統
と
の
取
り
組
み
こ
そ
は
、
ま
さ
に
そ
の
帰
結
に
他
な
ら

な
か
っ
た
。
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５

　

以
上
の
こ
と
か
ら
ま
と
め
る
と
、
初
め
は
概
略
的
に
描
か
れ
た
音
楽
思

考
の
発
展
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
矛
盾
す
る
考
え
に
導
か
れ
る
こ
と
と
な
っ

た
。
つ
ま
り
音
楽
に
お
け
る
改
作
は
そ
れ
自
体
、
本
質
的
に
着
想
力
不
足

の
証
拠
で
あ
り
、
音
楽
的
な
ド
ラ
マ
の
た
だ
一
つ
の
場
面
へ
の
集
約
は
、

偉
大
な
芸
術
作
品
の
完
全
性
を
疑
問
視
す
る
よ
う
な
汚
聖
で
あ
る
と
い
う

の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
改
作
や
断
片
化
、
そ
し
て
新
た
な
構
築
は
、

音
楽
だ
け
の
特
別
な
行
為
で
は
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
芸
術
に
お
い
て
広
く
存

在
す
る
現
象
で
あ
る
。
ゲ
ー
テ
の
歌
曲
の
中
で
も
最
大
の
成
功
は
《
糸
を

紡
ぐ
グ
レ
ー
ト
ヘ
ン
》
に
認
め
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
特
に
こ
の
歌
詞
が
由

来
す
る
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
た
め
で
あ
る
。
ゲ
ー
テ
の
﹃
フ
ァ
ウ
ス
ト
﹄
は
、

偉
大
な
芸
術
作
品
を
一
つ
の
歌
曲
に
縮
小
す
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、

独
自
の
生
命
を
得
る
に
至
っ
た
が
、
そ
れ
は
﹃
フ
ァ
ウ
ス
ト
﹄
受
容
に
お

け
る
意
味
に
お
い
て
、
ど
れ
ほ
ど
評
価
し
て
も
し
す
ぎ
た
と
は
い
え
な
い
。

こ
の
歌
曲
の
受
容
に
よ
っ
て
、
ゲ
ー
テ
の
﹃
フ
ァ
ウ
ス
ト
﹄
は
様
々
な
サ

ロ
ン
に
ま
で
広
が
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

リ
ス
ト
が
ヴ
ェ
ル
デ
ィ
の
編
曲
を
行
っ
て
い
た
時
期
に
、
も
し
ド
ラ
ク

ロ
ワ
が
、﹃
ダ
ン
テ
の
小
舟
﹄
か
ら
﹃
ド
ン
・
ジ
ュ
ア
ン
の
難
破
﹄、
さ
ら

に
﹃
ゲ
ネ
ザ
レ
ス
湖
の
キ
リ
ス
ト
﹄
に
至
る
自
身
の
一
連
の
作
品
に
お
い

て
、
ジ
ェ
リ
コ
ー
の
﹃
メ
デ
ュ
ー
ズ
号
の
筏
﹄
の
い
わ
ば
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ

を
行
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
彼
の
絵
画
の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
を
疑
う
人
は

い
な
い
だ
ろ
う
。
音
楽
に
お
い
て
は
、
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
に
類
す
る
方
法
は

十
九
世
紀
後
半
に
、
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
や
着
想
力
の
欠
如
の
証
拠
で
は
な

い
か
と
、
し
だ
い
に
不
信
の
目
で
見
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　

録
音
媒
体
や
サ
ウ
ン
ド
・
ト
ラ
ッ
ク
の
発
明
に
至
る
ま
で
、
ト
ラ
ン
ス

ク
リ
プ
シ
ョ
ン
は
長
き
に
わ
た
り
演
奏
会
場
や
サ
ロ
ン
に
お
い
て
、
偉
大

な
芸
術
作
品
を
伝
え
る
た
め
に
好
ま
れ
た
媒
介
手
段
で
あ
っ
た
。
リ
ス
ト

に
お
い
て
は
、
ト
ラ
ン
ス
ク
リ
プ
シ
ョ
ン
は
、
オ
ペ
ラ
の
重
要
な
場
面
を

想
像
上
の
ヴ
ァ
ー
チ
ャ
ル
な
ミ
ニ
・
オ
ペ
ラ
へ
と
翻
案
し
た
も
の
と
し
て

発
展
し
た
。
こ
の
ミ
ニ
・
オ
ペ
ラ
は
、
言
葉
な
し
で
、
ヴ
ェ
ル
デ
ィ
の
オ

リ
ジ
ナ
ル
な
音
楽
素
材
を
用
い
、
よ
り
凝
縮
し
た
形
で
劇
的
葛
藤
を
聴
衆

の
眼
前
に
彷
彿
と
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
ヴ
ェ
ル
デ
ィ
作
品
の
編
曲
に
よ

っ
て
リ
ス
ト
は
、
特
に
ヴ
ェ
ル
デ
ィ
の
オ
ペ
ラ
様
式
に
お
け
る
現
代
的
な

歌
唱
性
を
ピ
ア
ノ
に
応
用
す
る
こ
と
で
、
十
九
世
紀
に
お
け
る
ピ
ア
ノ
の

レ
パ
ー
ト
リ
ー
を
よ
り
豊
か
に
し
た
。
し
か
し
そ
れ
と
共
に
、
ト
ラ
ン
ス

ク
リ
プ
シ
ョ
ン
は
ま
も
な
く
い
く
つ
か
の
点
か
ら
ま
っ
た
く
新
た
な
伝
達

能
力
を
手
に
入
れ
た
。
そ
れ
は
、
た
だ
一
つ
な
い
し
少
数
の
重
要
な
場
面

に
集
約
す
る
こ
と
で
、
そ
れ
ら
の
場
面
で
現
れ
る
緊
張
に
満
ち
た
対
立
に

焦
点
を
当
て
る
と
い
う
点
で
、
編
曲
と
し
て
、
一
つ
の
芸
術
ジ
ャ
ン
ル
と

し
て
の
地
位
を
要
求
で
き
る
も
の
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ

ら
は
明
ら
か
に
ヴ
ェ
ル
デ
ィ
受
容
の
全
く
独
自
の
枝
葉
を
作
り
、
同
時
に

ピ
ア
ニ
ス
ト
た
ち
に
は
ヴ
ェ
ル
デ
ィ
の
歌
唱
性
を
、
音
楽
的
表
現
と
ピ
ア

ノ
の
様
式
に
お
け
る
新
た
な
特
性
と
し
て
伝
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し

て
、
特
に
そ
れ
は
ヴ
ェ
ル
デ
ィ
の
オ
ペ
ラ
が
舞
台
で
成
功
す
る
ず
っ
と
以
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リストの手からヴェルディの精神を

前
に
、
そ
の
地
で
の
劇
場
の
有
無
に
関
わ
ら
ず
、
ヴ
ェ
ル
デ
ィ
の
オ
ペ
ラ

を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
僻
地
に
ま
で
浸
透
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
﹃
ド
ン
・
カ
ル
ロ
﹄、﹃
フ
ァ
ウ
ス
ト
﹄、
そ
し
て
﹃
リ
ゴ
レ
ッ
ト
﹄
と
い

っ
た
偉
大
な
題
材
と
の
恒
常
的
な
取
り
組
み
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
美
術
史
、

文
学
史
、
音
楽
史
に
お
け
る
根
本
的
な
特
徴
で
あ
る
。
偉
大
な
芸
術
作
品

の
解
体
と
新
た
な
構
築
は
、
十
九
世
紀
の
時
点
で
す
で
に
オ
ペ
ラ
史
に
お

け
る
一
つ
の
重
要
な
伝
統
と
な
っ
て
お
り
、
リ
ス
ト
の
考
案
し
た
も
の
で

は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
架
空
の
場
面
を
独
自
の
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
新
た

に
構
築
す
る
形
式
は
、
そ
う
し
た
中
で
も
リ
ス
ト
に
由
来
す
る
一
つ
の
要

素
で
あ
り
、
ま
さ
に
異
な
る
芸
術
分
野
、
す
な
わ
ち
文
学
や
絵
画
に
お
け

る
同
様
な
方
法
へ
の
リ
ス
ト
の
親
近
性
に
よ
る
、
十
九
世
紀
の
作
曲
史
に

お
け
る
最
も
興
味
深
い
現
象
と
み
な
さ
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

註訳
註　

こ
の
論
文
で
は
﹁
編
曲
﹂﹁
ト
ラ
ン
ス
ク
リ
プ
シ
ョ
ン
﹂﹁
パ
ラ
フ

レ
ー
ズ
﹂
と
い
っ
た
、
類
似
し
た
意
味
を
持
つ
用
語
が
用
い
ら
れ
る
。

リ
ス
ト
が
他
人
の
作
品
を
ピ
ア
ノ
用
に
﹁
編
曲
﹂
す
る
場
合
、
あ
る
程

度
、原
曲
に
忠
実
に
ピ
ア
ノ
曲
に
置
き
換
え
る
﹁
ト
ラ
ン
ス
ク
リ
プ
シ
ョ

ン
﹂と
、原
曲
の
素
材
を
使
っ
て
自
由
に
作
曲
を
行
う﹁
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
﹂

と
い
う
二
つ
の
パ
タ
ー
ン
に
分
け
ら
れ
る
。
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リ
ス
ト
は
こ
の
編
曲
作
品
の
タ
イ
ト
ル
に
、
こ
の
オ
ペ
ラ
の
現
在
の

フ
ラ
ン
ス
語
版
の
タ
イ
ト
ル
で
あ
る
《
イ
ェ
ル
サ
レ
ム
》
を
選
ん
で
い

る
。
し
か
し
、
編
曲
の
も
と
と
な
っ
て
い
る
の
は
明
ら
か
に
、
フ
ラ
ン

ス
語
版
の
﹁
ア
ヴ
ェ
・
マ
リ
ア
﹂
で
は
な
く
、
イ
タ
リ
ア
語
テ
キ
ス
ト

の
﹁
サ
ル
ヴ
ェ
・
マ
リ
ア
﹂
を
伴
う
イ
タ
リ
ア
語
版
総
譜
で
あ
る
。
フ

ラ
ン
ス
語
版
に
お
い
て
こ
の
祈
り
は
、
フ
ラ
ン
ス
語
へ
の
翻
訳
と
い
う

点
を
除
け
ば
イ
タ
リ
ア
語
版
か
ら
の
内
容
の
変
更
は
な
い
が
、
劇
中
で

は
異
な
る
位
置
に
置
か
れ
て
い
る
。
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