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ナ
チ
政
権
下
の
芸
術
家

　
　
　
　
　

─
「
帝
国
音
楽
院
」
事
業
に
お
け
る
〈
政
治
〉
と
〈
芸
術
〉
─

穴　

山　
　

朝　

子

は
じ
め
に

　

私
た
ち
が
通
常
︑
絵
画
や
建
築
︑
音
楽
を
指
し
て
使
う
︿
芸
術 A

rts

﹀
と
い
う
言
葉
は
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
近
代
以
降
に
生
ま
れ
て
き
た
も
の

で
あ
る
︒
今
日
よ
く
使
わ
れ
る
︿
文
化　

C
ulture

﹀
と
い
う
概
念
が
︑
あ
ら
ゆ
る
人
間
の
営
み
や
︑
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
る
す
べ
て
を
指
す
の
に

対
し
︑︿
芸
術
﹀
は
文
化
の
一
部
と
さ
れ
る
も
の
の
︑
と
く
に
詩
や
演
劇
︑
音
楽
︑
絵
画
︑
舞
踏
︑
文
学
な
ど
の
諸
分
野
を
統
合
的
に
認
識
す

る
類
概
念
と
し
て
用
い
ら
れ
る
（
１
）︒

　

一
方
︑
芸
術
を
生
業
と
す
る
人
々
は
︿
芸
術
家
﹀
と
呼
ば
れ
て
き
た
︒
彼
ら
は
本
来
詩
人
や
楽
師
︑
建
築
家
︑
画
家
な
ど
の
個
別
の
グ
ル
ー

プ
に
属
し
︑
そ
の
高
度
な
技
術
を
早
期
訓
練
に
よ
っ
て
習
得
し
た
い
わ
ゆ
る
︿
職
人
﹀
で
あ
っ
た
︒
し
か
し
職
人
た
ち
は
そ
の
秀
で
た
技
術
に

よ
っ
て
︑
世
間
か
ら
次
第
に
﹁
美
的
価
値
﹂
と
結
び
つ
け
ら
れ
︑
一
九
世
紀
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
に
お
い
て
は
︑
ロ
マ
ン
主
義
の
風
潮
と
も
相

ま
っ
て
︑
外
的
圧
力
や
社
会
状
況
に
惑
わ
さ
れ
な
い
﹁
自
律
し
た
存
在
﹂︑
す
な
わ
ち
︿
芸
術
家
﹀
と
し
て
崇
拝
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い

く（２
）︒
超
絶
技
巧
を
こ
な
す
演
奏
家
︿
ヴ
ィ
ル
ト
ー
ゾ
（
名
手
）virtuoso

﹀
が
︑
そ
の
﹁
天
か
ら
与
え
ら
れ
た
才
能
﹂
に
よ
っ
て
社
交
界
で
も

て
は
や
さ
れ
︑
ま
た
作
曲
家
の
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
が
︑︿
楽
聖
﹀
と
い
う
作
り
上
げ
ら
れ
た
像
に
よ
り
後
世
の
人
々
の
崇
敬
の
対
象
と
な
っ
て
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い
く
の
は
︑
一
九
世
紀
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
（
３
）︒︿

芸
術
﹀
が
俗
世
間
か
ら
隔
絶
さ
れ
た
﹁
高
尚
な
﹂
精
神
活
動
で
あ
る
以
上
︑
こ
れ

を
営
む
︿
芸
術
家
﹀
は
︑
権
力
や
政
治
と
関
わ
り
な
く
生
き
る
こ
と
を
許
さ
れ
た
存
在
と
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
︒

　

社
会
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
︿
芸
術
﹀
や
︿
芸
術
家
﹀
は
ま
た
︑
学
問
の
世
界
で
も
長
く
芸
術
学
や
美
学
の
守
備
範
囲
の
う
ち
に
あ
っ
た
︒
た

と
え
ば
近
年
の
社
会
史
研
究
を
も
っ
て
し
て
も
︑
歴
史
家
が
こ
れ
ま
で
芸
術
や
芸
術
家
を
積
極
的
に
考
察
対
象
と
し
て
き
た
と
は
到
底
言
い
難

い
︒
こ
の
こ
と
は
︑
社
会
や
国
家
と
は
関
わ
り
な
く
存
在
す
べ
き
と
い
う
︿
芸
術
﹀
概
念
に
︑
現
代
の
研
究
者
も
ま
た
束
縛
さ
れ
て
き
た
こ
と

を
示
し
て
い
る
だ
ろ
う
︒

　

し
か
し
︑
最
近
に
な
っ
て
む
し
ろ
芸
術
学
の
立
場
か
ら
︑
芸
術
的
営
み
も
ま
た
そ
の
時
代
の
政
治
や
社
会
と
は
完
全
に
無
縁
で
な
い
こ
と
を

認
め
︑
そ
れ
を
前
提
と
し
て
国
家
や
制
度
︑
社
会
と
芸
術
と
の
関
係
性
を
見
直
そ
う
と
す
る
動
き
が
起
き
て
い
る
（
４
）︒

す
な
わ
ち
聖
域
視
さ
れ
て

き
た
い
か
な
る
芸
術
で
あ
っ
て
も
︑
社
会
や
制
度
と
い
う
制
約
か
ら
逃
れ
得
な
い
こ
と
が
自
明
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
の

で
あ
る
︒
と
す
れ
ば
︑
む
し
ろ
そ
の
時
代
の
芸
術
の
在
り
方
や
芸
術
家
の
行
動
は
︑
当
時
の
社
会
を
知
る
有
効
な
手
掛
か
り
を
我
々
に
与
え
て

く
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

　

こ
う
し
た
問
題
関
心
を
も
と
に
本
稿
で
取
り
上
げ
る
の
は
︑
独
裁
政
権
下
で
の
芸
術
家
た
ち
の
行
動
と
意
識
で
あ
る
︒
こ
の
時
代
の
芸
術
活

動
や
芸
術
家
は
ナ
チ
政
府
の
管
理
下
に
お
か
れ
︑
人
種
主
義
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
基
づ
い
て
﹁
望
ま
し
く
な
い
﹂
芸
術
家
た
ち
の
多
く
が
追
放
︑

殺
害
さ
れ
た
︒
い
わ
ば
国
や
政
治
に
よ
り
︑
芸
術
や
文
化
活
動
が
制
約
を
受
け
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒
そ
れ
ゆ
え
に
︑
ナ
チ

政
権
下
の
芸
術
家
を
と
り
あ
げ
た
先
行
研
究
は
︑
こ
れ
ま
で
ナ
チ
ズ
ム
に
加
担
す
る
か
︑
し
な
い
か
と
い
う
二
者
選
択
を
迫
ら
れ
た
芸
術
家
の

姿
を
主
に
問
題
に
し
て
き
た
（
５
）︒

し
か
し
実
際
に
は
︑
ド
イ
ツ
に
残
っ
た
芸
術
家
た
ち
が
い
か
に
こ
の
体
制
を
受
け
止
め
︑
ど
の
よ
う
な
日
々
を

過
ご
し
た
か
に
つ
い
て
は
︑
い
ま
だ
不
明
の
部
分
も
多
く
残
さ
れ
た
ま
ま
な
の
で
あ
る
（
６
）︒
こ
こ
で
ナ
チ
政
権
下
の
彼
ら
の
言
動
を
検
証
し
て
お

く
こ
と
は
︑
ナ
チ
体
制
の
支
配
構
造
や
当
時
の
文
化
政
策
の
問
題
を
知
る
た
め
に
あ
な
が
ち
無
意
味
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
︒

　

そ
こ
で
本
稿
で
は
︑
ま
ず
ヴ
ァ
イ
マ
ル
共
和
国
で
芸
術
家
た
ち
が
直
面
し
て
い
た
問
題
か
ら
︑
社
会
を
見
つ
め
る
こ
と
に
す
る
︒
そ
の
中
で
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も
と
く
に
音
楽
領
域
に
お
け
る
当
時
の
職
能
団
体
の
動
き
と
︑
こ
の
領
域
に
特
有
で
あ
っ
た
著
作
権
要
求
運
動
と
に
注
目
し
考
察
し
て
お
き
た

い
︒
さ
ら
に
第
三
帝
国
に
お
い
て
︑
上
記
の
職
能
団
体
が
組
み
込
ま
れ
る
公
法
団
体
﹁
帝
国
音
楽
院
﹂
を
と
り
あ
げ
︑
そ
の
下
で
の
芸
術
家
た

ち
の
生
き
方
を
検
証
す
る
︒

　

分
析
対
象
と
す
る
の
は
︑
ベ
ル
リ
ン
︑
リ
ヒ
タ
ー
フ
ェ
ル
ド
に
あ
る
連
邦
文
書
館
所
蔵
の
ナ
チ
政
府
関
係
の
公
文
書
お
よ
び
︑
当
時
の
芸
術

系
の
定
期
刊
行
物
︑
そ
し
て
入
手
で
き
う
る
限
り
の
芸
術
家
た
ち
の
私
的
書
簡
や
刊
行
物
で
あ
る
（
７
）︒

１　

ヴ
ァ
イ
マ
ル
共
和
国
の
芸
術
家

（
一
） 

多
様
化
す
る
余
暇

　

こ
れ
ま
で
の
研
究
の
多
く
は
︑
創
作
界
に
お
け
る
前
衛
運
動
と
そ
れ
へ
の
反
動
勢
力
の
存
在
に
よ
っ
て
︑
ヴ
ァ
イ
マ
ル
共
和
国
の
文
化
状
況

を
説
明
し
て
き
た
（
８
）︒
共
和
制
ド
イ
ツ
で
は
︑
従
来
の
社
会
観
念
を
打
ち
砕
き
︑
制
約
に
と
ら
わ
れ
な
い
実
験
芸
術
や
前
衛
文
化
︑
い
わ
ゆ
る

﹁
ヴ
ァ
イ
マ
ル
文
化
﹂
が
花
開
い
て
い
た
︒
当
時
の
首
都
ベ
ル
リ
ン
が
︑
多
国
籍
の
芸
術
家
が
活
躍
す
る
名
高
い
都
市
で
あ
っ
た
こ
と
は
今
日

よ
く
知
ら
れ
る
︒

　

一
方
︑
ヴ
ァ
イ
マ
ル
時
代
の
前
衛
運
動
に
は
︑
常
に
敵
対
勢
力
が
存
在
し
た
︒
伝
統
的
な
価
値
観
を
重
ん
じ
︑
抽
象
絵
画
や
無
調
音
楽
に
眉

を
ひ
そ
め
る
知
識
人
層
は
︑
ド
イ
ツ
芸
術
を
至
上
の
も
の
と
す
る
主
張
︑
活
躍
す
る
ユ
ダ
ヤ
人
や
外
国
人
芸
術
家
へ
の
あ
か
ら
さ
ま
な
反
感
︑

当
時
出
現
し
た
ば
か
り
の
ソ
連
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
芸
術
へ
の
拒
否
反
応
な
ど
に
よ
っ
て
︑
新
し
い
芸
術
運
動
す
な
わ
ち
﹁
モ
デ
ル
ネ
（
モ
ダ
ニ
ズ

ム
）﹂
を
攻
撃
し
続
け
た
︒
こ
う
し
た
反
モ
デ
ル
ネ
運
動
が
︑
や
が
て
ナ
チ
党
内
の
文
化
運
動
に
直
結
し
て
い
っ
た
可
能
性
も
指
摘
さ
れ
て
い

る（９
）︒
だ
が
こ
れ
ら
の
研
究
は
︑
芸
術
文
化
の
担
い
手
や
知
識
人
層
に
の
み
注
目
し
た
も
の
で
あ
り
︑
文
化
を
享
受
す
る
側
の
人
々
へ
の
視
点
を

欠
い
て
き
た
と
も
い
え
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
こ
こ
で
は
当
時
の
大
衆
と
芸
術
・
文
化
と
の
関
係
に
目
を
向
け
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
︒
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一
九
三
〇
年
代
初
頭
の
統
計
に
よ
れ
ば
︑
ド
イ
ツ
国
内
に
は
約
一
万
九
千
以
上
の
ア
マ
チ
ュ
ア
合
唱
団
が
存
在
し
︑
二
百
万
人
も
の
団
員
を

抱
え
て
い
た
と
い
わ
れ
る）（（
（

︒
一
八
世
紀
よ
り
存
続
し
て
い
た
市
民
合
唱
団
や
教
会
付
属
合
唱
団
の
ほ
か
︑
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
ド
イ
ツ
に

は
︑
社
会
民
主
党
な
ど
政
党
各
支
部
に
も
合
唱
団
が
作
ら
れ
て
い
た
が）（（
（

︑
一
九
三
三
年
の
ド
イ
ツ
の
人
口
が
約
六
五
二
〇
万
人
）
（（
（

で
あ
っ
た
こ
と

か
ら
割
り
出
す
と
︑
何
ら
か
の
形
で
合
唱
に
関
わ
っ
て
い
た
人
間
は
︑
総
人
口
の
三
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
に
も
の
ぼ
る
︒

　

二
〇
世
紀
は
︑
非
労
働
時
間
と
し
て
の
﹁
余
暇
﹂
の
重
要
性
が
︑﹁
労
働
力
再
生
産
の
重
要
な
手
段
と
し
て
﹂
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

世
紀
と
呼
ば
れ
る
︒
労
働
運
動
に
よ
る
労
働
時
間
短
縮
の
要
求
と
並
び
︑
政
府
や
雇
用
主
も
︑
す
で
に
労
働
者
の
余
暇
活
動
に
は
配
慮
せ
ざ
る

を
得
な
く
な
っ
て
い
た）（（
（

︒
高
価
な
楽
器
や
道
具
を
必
要
と
し
な
い
ス
ポ
ー
ツ
や
合
唱
は
︑
だ
れ
で
も
取
り
組
み
や
す
い
活
動
と
し
て
職
場
や
地

域
で
も
推
奨
さ
れ
︑
普
及
し
て
い
っ
た
と
察
せ
ら
れ
る
︒

　

ヴ
ァ
イ
マ
ル
時
代
に
多
く
の
文
化
系
雑
誌
が
創
刊
さ
れ
て
い
る
点
も
注
目
に
値
す
る
だ
ろ
う
︒
第
一
次
世
界
大
戦
後
に
は
︑
文
化
︑
芸
術
系

雑
誌
に
つ
い
て
は
︑
専
門
誌
ば
か
り
で
は
な
く
︑
一
般
愛
好
家
向
け
音
楽
雑
誌
や
美
術
雑
誌
な
ど
︑
娯
楽
的
要
素
を
兼
ね
備
え
た
総
合
雑
誌
が

大
き
く
部
数
を
伸
ば
し
た
︒
こ
れ
ら
総
合
芸
術
雑
誌
は
一
回
に
つ
き
︑
約
二
千
部
か
ら
五
千
部
発
行
さ
れ
て
い
た
が
︑
そ
れ
に
比
べ
て
合
唱
団

や
合
唱
愛
好
家
向
け
の
雑
誌
は
︑
一
八
九
五
年
に
創
刊
さ
れ
た
﹁
大
学
声
楽
者
新
聞Akadem

ische Sängerzeitung

﹂
な
ど
︑
当
時
平
均
一
万

部
か
ら
三
万
部
と
圧
倒
的
な
数
を
誇
る
）
（（
（

︒
こ
う
い
っ
た
点
か
ら
も
︑
ド
イ
ツ
に
お
け
る
合
唱
人
気
が
う
か
が
い
知
れ
る
の
で
あ
る
︒

　

さ
ら
に
︑
第
一
次
世
界
大
戦
後
に
お
き
た
文
化
に
か
か
わ
る
出
来
事
を
列
挙
し
た
だ
け
で
も
︑
た
と
え
ば
以
下
の
こ
と
が
分
か
る
︒
国
営
映

画
製
作
会
社
ウ
ー
フ
ァ
（U

FA

）
で
の
撮
影
が
ベ
ル
リ
ン
で
開
始
さ
れ
た
の
は
︑
ま
だ
第
一
次
世
界
大
戦
中
の
一
九
一
七
年
で
あ
っ
た
︒
一
般

向
け
ラ
ジ
オ
放
送
は
ド
イ
ツ
国
内
で
は
一
九
二
三
年
一
〇
月
に
始
ま
る
︒
ロ
ー
ル
ペ
ー
パ
ー
に
鍵
盤
の
動
き
を
記
録
し
て
音
声
を
再
現
す
る
装

置
﹁
自
動
演
奏
ピ
ア
ノ
﹂
は
︑
一
九
〇
五
年
に
ド
イ
ツ
の
ヴ
ェ
ル
テ
社
か
ら
発
売
さ
れ
た
が
︑
製
品
開
発
が
進
ん
だ
の
は
主
に
第
一
次
大
戦
後

に
な
っ
て
か
ら
で
あ
り
︑
一
九
二
〇
年
代
に
は
新
製
品
が
続
々
と
市
場
に
出
回
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
ア
メ
リ
カ
の
エ
ジ
ソ
ン
が
一
九
世
紀
末
に

発
明
し
た
﹁
フ
ォ
ノ
グ
ラ
フ
﹂
に
電
気
録
音
の
技
術
を
加
え
て
﹁
グ
ラ
モ
フ
ォ
ン
﹂
と
い
う
蓄
音
機
が
ド
イ
ツ
に
普
及
し
た
の
も
︑
一
九
二
〇
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年
代
半
ば
で
あ
る
︒
そ
し
て
一
九
二
九
年
に
は
︑
映
画
館
に
ト
ー
キ
ー
（
有
声
映
画
）
が
導
入
さ
れ
る
と
い
う
大
事
件
が
続
く
︒
す
な
わ
ち
今

日
の
我
々
か
ら
み
て
︑
メ
デ
ィ
ア
史
上
特
筆
す
べ
き
出
来
事
は
︑
ほ
ぼ
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
十
数
年
間
に
集
中
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

　

こ
の
こ
ろ
の
音
楽
雑
誌
に
は
︑
次
の
よ
う
な
見
出
し
が
散
見
さ
れ
る
︒﹁
盛
り
場
で
は
︑
ラ
ジ
オ
を
購
入
す
る
代
わ
り
に
何
千
も
の
ピ
ア
ノ

が
売
り
に
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る）（（
（

！
﹂︑
ト
ー
キ
ー
導
入
に
と
も
な
い
雇
わ
れ
楽
団
員
を
一
斉
解
雇
し
た
映
画
館
に
対
し
﹁
公
開
で
抗
議
集

会
が
お
こ
な
わ
れ
た）（（
（

﹂︑
一
般
家
庭
に
ラ
ジ
オ
や
レ
コ
ー
ド
が
浸
透
し
︑
余
暇
生
活
が
﹁
機
械
化
（M

echanisierung

）﹂
し
た
こ
と
に
よ
り
︑

劇
場
を
訪
れ
る
人
々
が
急
速
に
減
る
と
い
う
﹁
聴
衆
の
劇
場
離
れ
を
憂
う）（（
（

！
﹂︒
ピ
ア
ノ
の
購
買
減
少
に
よ
り
︑﹁
閉
鎖
に
追
い
込
ま
れ
た
ピ
ア

ノ
工
場
と
失
業
し
た
職
人
た
ち
の
困
窮
）
（（
（

﹂︒
こ
の
よ
う
な
報
道
か
ら
は
︑
人
々
の
日
常
生
活
が
︑
か
つ
て
な
く
急
激
な
変
化
に
さ
ら
さ
れ
て
い

た
こ
と
が
伺
え
る
︒
ピ
ア
ノ
や
楽
団
の
生
演
奏
に
か
わ
り
︑
教
会
や
映
画
館
で
は
レ
コ
ー
ド
や
拡
声
器
︑
自
動
演
奏
ピ
ア
ノ
が
取
り
入
れ
ら
れ

た
︒
劇
場
や
コ
ン
サ
ー
ト
ホ
ー
ル
に
わ
ざ
わ
ざ
出
か
け
て
い
く
代
わ
り
に
︑
も
は
や
自
宅
で
レ
コ
ー
ド
や
ラ
ジ
オ
を
聞
い
て
余
暇
を
過
ご
す
こ

と
が
可
能
と
な
っ
て
い
く
︒
同
時
に
︑
レ
コ
ー
ド
や
映
画
と
い
う
︿
複
製
芸
術
﹀
に
よ
っ
て
突
然
職
を
奪
わ
れ
︑
戸
惑
う
芸
術
家
た
ち
の
姿
も

浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
で
あ
る
︒
次
に
そ
の
点
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
︒

（
二
）　

芸
術
家
と
い
う
職
業　

　

そ
も
そ
も
芸
術
家
と
い
う
の
は
︑
ど
の
よ
う
な
人
び
と
を
指
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
︒
例
え
ば
︑
日
本
の
文
化
庁
が
平
成
一
二
年
の
国
勢
調

査
を
も
と
に
発
表
し
た
資
料
に
は
︑
次
の
よ
う
な
職
業
が
芸
術
家
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
（
表
１
参
照
）
（（
（

）︒
こ
の
調
査
で
は
︑﹁
芸
術
家
﹂

を
︑
①
音
楽
家
︑
②
俳
優
︑
舞
踏
家
︑
演
芸
家
︑
③
彫
刻
家
・
画
家
・
工
芸
美
術
家
︑
④
デ
ザ
イ
ナ
ー
︑
⑤
写
真
家
・
カ
メ
ラ
マ
ン
︑
⑥
文
芸

家
・
著
述
家
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
分
類
し
て
い
る
︒

　

近
年
の
我
が
国
で
は
︑
料
理
や
園
芸
︑
漫
画
な
ど
従
来
﹁
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
﹂
と
い
わ
れ
て
き
た
も
の
も
︿
芸
術
﹀
と
み
な
し
︑
こ
れ
に
関

わ
る
人
々
を
︿
芸
術
家
﹀
と
み
な
す
動
き
が
お
き
て
い
る
が）（（
（

︑
文
化
庁
の
調
査
が
挙
げ
る
︿
芸
術
家
﹀
た
ち
は
︑
我
々
が
ご
く
普
通
に
思
い
浮
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か
べ
る
伝
統
的
な
芸
術
家
像
と
そ
れ
ほ
ど
違
わ

な
い
︒

　

前
述
の
統
計
と
一
九
三
三
年
の
ド
イ
ツ
で
行

わ
れ
た
全
国
職
業
人
口
調
査
と
を
比
較
し
て
み

た
い
︒
こ
の
時
点
で
﹁
職
業
芸
術
家B

erufs-

künstler

﹂
と
し
て
挙
が
っ
て
い
る
の
は
︑
以

下
の
職
業
で
あ
る
（
表
２
参
照
）
（（
（

）︒
①
-ａ
音

楽
家
お
よ
び
音
楽
教
師
︑
①
-ｂ
声
楽
家
と
声

楽
教
師
︑
②
‐ａ
俳
優
︑
②
-ｂ
舞
踏
家
︑
②

-ｃ
そ
れ
以
外
の
舞
台
関
係
者
（
監
督
︑
演
劇

ト
レ
ー
ナ
ー
）
③
-ａ
造
形
芸
術
従
事
者
︑
③

‐ｂ
建
築
家
︑
そ
の
他
︒

　

こ
の
調
査
で
は
︑﹁
芸
術
家
﹂
の
範
疇
に
作

家
や
著
述
業
は
含
ま
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ

る
︒
そ
の
か
わ
り
に
︑
日
本
な
ら
造
形
芸
術
家

に
属
す
と
思
わ
れ
る
建
築
家
の
存
在
が
独
立

し
︑
全
体
の
中
で
き
わ
め
て
大
き
な
割
合
を
占

め
て
い
る
︒
一
方
で
メ
デ
ィ
ア
の
発
達
す
る
現

代
日
本
で
は
︑
写
真
・
映
像
関
係
者
や
デ
ザ
イ

表 1　日本の芸術家（平成 12 年国勢調査より）
職業 申告者数 ( 人 ) 比率 /芸術家総数

①音楽家 171700 34.5
②俳優・舞踏家・演芸家 73500 14.8
③彫刻家・画家・工芸美術家 36100 7.3
④デザイナー 120400 24.2
⑤写真家・カメラマン 63100 12.7
⑥文芸家・著述家 32600 6.5
総数 497400
文化庁長官官房政策課『我が国の文化行政 /平成 16年度版』（東京：文化庁 2004年）

表 2　ドイツの芸術家　（職業人口調査　1933 年 6 月）
職業 申告者数 ( 人 ) 比率 /芸術家総数

① -a 音楽家・音楽教師 84362 49.9
① -b 声楽家・声楽教師 9499 5.6
② -a 俳優 5129 3.0
② -b 舞踏家 10064 5.9
② -c 舞台監督、トレーナー 1074 0.7
③ -a 造形芸術（美術・彫刻） 14750 8.7
③ -b 建築家 36088 21.3
その他 8301 4.9
総数 169267

Steinweis, Alan E. Art, Ideology, Economics in Nazi Germany, 　
Chapel Hill＆ London: The University of North Carolina Press, 1993. p.8.
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ナ
ー
が
独
立
し
た
グ
ル
ー
プ
と
な
っ
て
い
る
点
が
一
九
三
〇
年
ド
イ
ツ
と
の
時
間
的
隔
た
り
を
感
じ
さ
せ
る
︒
い
ず
れ
に
せ
よ
︑
芸
術
家
が
ど

の
よ
う
な
職
種
で
あ
る
か
と
い
う
疑
問
に
つ
い
て
︑
確
た
る
定
義
方
法
も
分
類
の
基
準
も
な
く
︑
時
代
や
地
域
に
よ
っ
て
も
そ
の
捉
え
方
は
異

な
っ
て
く
る
も
の
な
の
で
あ
る
︒

　

た
だ
し
一
九
三
〇
年
代
ド
イ
ツ
と
︑
現
代
日
本
と
い
う
こ
の
二
つ
の
統
計
に
共
通
す
る
の
は
︑
ど
ち
ら
の
デ
ー
タ
も
対
象
者
の
自
己
申
告
に

基
づ
い
て
い
る
点
で
あ
る
︒
そ
の
人
物
が
芸
術
家
で
あ
る
か
ど
う
か
を
規
定
す
る
に
は
︑
専
門
技
術
や
収
入
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
︑
本
人
が

自
身
を
﹁
芸
術
家
﹂
と
申
告
す
る
か
否
か
に
か
か
っ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
世
界
大
恐
慌
を
経
た
三
〇
年
代
に
お
い
て
︑
ド
イ
ツ
の
失

業
問
題
は
深
刻
で
あ
っ
た
︒
し
た
が
っ
て
こ
の
時
期
に
自
身
を
﹁
芸
術
家
﹂
と
申
告
し
た
人
物
が
か
な
ら
ず
し
も
そ
の
職
業
だ
け
で
生
計
を
立

て
て
い
け
た
わ
け
で
は
な
く
︑
大
半
は
経
済
困
窮
に
よ
り
副
収
入
で
生
活
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
い
わ
れ
る）（（
（

︒
同
時
に
︑
こ
の
こ
ろ
勢
力
を

増
し
つ
つ
あ
っ
た
ア
マ
チ
ュ
ア
愛
好
家
も
︑
職
業
芸
術
家
の
雇
用
市
場
を
脅
か
す
存
在
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
︑
次
に
あ
げ
る
音
楽
雑
誌
の
記

事
に
も
う
か
が
え
る
︒

﹁
プ
ロ
イ
セ
ン
で
は
︑
本
職
の
か
た
わ
ら
で
演
奏
で
も
金
を
稼
ぐ
﹃
二
重
所
得
者 D

oppelverdiener

﹄
が
音
楽
界
に
お
い
て
も
︑
経
済
的

損
害
を
引
き
起
こ
し
︑
職
業
音
楽
家
か
ら
生
活
の
糧
を
奪
っ
て
い
る
︒
彼
ら
二
重
所
得
者
に
対
し
て
厳
格
な
措
置
を
と
る
た
め
の
法
的
手

段
は
ま
だ
な
い
の
で
あ
る）（（
（

︒﹂

　

専
門
訓
練
を
受
け
ず
に
副
業
と
し
て
街
頭
演
奏
に
よ
り
日
銭
を
稼
ぐ
﹁
ア
マ
チ
ュ
ア
﹂
演
奏
家
は
︑
こ
の
後
の
記
事
で
は
﹁
反
社
会
的
分
子

(unsoziale E
lem

ente)

﹂
と
ま
で
呼
ば
れ
非
難
さ
れ
る
︒
こ
の
記
事
が
要
求
し
て
い
る
の
は
︑
街
頭
の
楽
師
た
ち
に
た
い
す
る
法
規
制
で
あ

る
︒
当
時
の
音
楽
関
係
の
失
業
者
は
一
九
三
三
年
時
点
で
就
労
総
数
の
約
四
六
％
と
い
わ
れ
︑
一
般
の
失
業
率
を
大
き
く
上
回
る
状
況
だ
っ
た

が
）
（（
（

︑
か
た
や
職
業
芸
術
家
が
副
収
入
で
生
活
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
に
対
し
︑
他
方
で
は
専
門
教
育
す
ら
受
け
て
い
な
い
素
人
が
︑
芸
術
家
の
職
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場
に
進
出
す
る
状
況
に
あ
っ
た
︒
雇
用
市
場
に
お
い
て
ア
マ
チ
ュ
ア
と
プ
ロ
の
境
界
線
は
明
確
で
は
な
く
︑
こ
の
記
事
を
見
る
限
り
で
も
芸
術

家
た
ち
の
要
求
は
︑
法
規
制
を
も
視
野
に
入
れ
た
ア
マ
チ
ュ
ア
排
除
へ
と
向
か
っ
て
い
る
︒
こ
う
し
て
み
る
と
︑
職
業
と
し
て
の
﹁
芸
術
家
﹂

を
我
々
が
定
義
し
︑
把
握
す
る
こ
と
に
困
難
が
伴
う
の
は
︑
芸
術
に
よ
っ
て
﹁
生
計
を
立
て
る
﹂
こ
と
と
︑
現
実
の
生
活
実
態
と
が
大
き
く
か

け
離
れ
て
い
る
点
に
も
あ
る
と
い
え
る）（（
（

︒

　

こ
う
し
た
文
化
生
活
の
劇
的
変
化
に
直
面
し
て
い
た
﹁
職
業
芸
術
家
﹂
た
ち
は
︑
で
は
︑
ど
の
よ
う
な
方
策
を
と
っ
て
い
く
の
だ
ろ
う
か
︒

次
に
︑
一
九
二
〇
年
代
か
ら
三
〇
年
代
に
か
け
て
実
際
に
起
き
た
芸
術
家
た
ち
の
運
動
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
︒

（
三
）　

運
動
と
し
て
の
著
作
権
保
護
要
求

　

ヴ
ァ
イ
マ
ル
共
和
国
に
存
在
し
て
い
た
芸
術
家
た
ち
の
職
能
組
織
は
数
多
い
︒
す
で
に
一
九
世
紀
の
う
ち
に
︑
俳
優
︑
舞
踏
家
の
﹁
ド
イ
ツ

舞
台
連
盟D

eutscher B
ühnenverein

（D
B

V
：
一
八
四
六
年
創
立
）﹂︑﹁
帝
国
ド
イ
ツ
演
奏
家
・
音
楽
教
師
連
盟R

eichsverband deutscher 

Tonkünstler und M
usiklehrer

（R
dT

M

：
一
八
四
八
年
）﹂︑
舞
台
関
係
者
と
演
奏
家
の
﹁
全
ド
イ
ツ
音
楽
協
会A

llgem
einer deutscher 

M
usikverein

（A
D

M
V

：
一
八
六
一
年
）﹂︑
ド
イ
ツ
最
大
の
音
楽
家
組
織
﹁
ド
イ
ツ
音
楽
家
連
盟D

eutscher M
usiker-V

erband

（D
eM

uV

：

一
八
七
八
年
）﹂
な
ど
が
結
成
さ
れ
て
い
る
︒

　

二
〇
世
紀
に
な
っ
て
か
ら
は
︑
建
築
家
と
手
工
業
者
の
﹁
ド
イ
ツ
工
作
連
盟D

er D
eutsche W

erkbund

（D
D

W
:

一
九
〇
七
年
）﹂︑
第
一
次

世
界
大
戦
後
の
一
九
二
一
年
に
設
立
さ
れ
た
斡
旋
業
者
に
よ
る
演
奏
会
企
画
団
体
﹁
ド
イ
ツ
音
楽
公
演
企
画
帝
国
連
合R

eichskartell der 

M
usikveranstalter D

eutschlands

（R
K

M
D

）﹂
と｢

帝
国
ド
イ
ツ
造
形
芸
術
家
連
盟R

eichsverband bildender K
ünstler D

eutschlands,

（R
V

bK

）﹂︑
失
業
演
奏
家
の
た
め
一
九
二
九
年
に
結
成
さ
れ
た
﹁
帝
国
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
奏
者
連
盟R

eichsverband deutscher O
rchester und 

O
rchesterm

usiker

﹂
な
ど
も
存
在
し
た）（（
（

︒

　

多
く
は
︑
同
業
者
間
の
賃
金
平
準
化
や
︑
加
盟
者
間
の
利
益
の
確
保
︑
法
的
保
護
を
要
求
す
る
た
め
の
も
の
で
︑
労
働
運
動
的
な
要
素
が
強
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い
と
い
え
る
︒
な
か
で
も
建
築
家
と
手
工
業
者
に
よ
る
﹁
ド
イ
ツ
工
作
連
盟
（D

D
W

）﹂
は
︑
国
内
の
産
業
デ
ザ
イ
ン
の
育
成
を
目
指
し
て
︑

産
業
界
の
支
援
に
よ
り
組
織
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
︑
ま
た
最
古
の
伝
統
を
誇
る
﹁
全
ド
イ
ツ
音
楽
協
会
（A

D
M

V

）﹂
が
︑
会
員
の
共
済
年
金

金
庫
や
葬
祭
互
助
会
を
す
で
に
一
九
世
紀
末
よ
り
始
め
て
い
た
な
ど
︑
そ
れ
ぞ
れ
が
独
自
の
活
動
で
知
ら
れ
て
き
た）（（
（

︒

　

こ
の
な
か
で
ヴ
ァ
イ
マ
ル
共
和
国
期
に
活
性
化
す
る
の
は
︑
作
家
と
作
曲
家
が
加
盟
す
る
著
作
権
保
護
要
求
団
体
の
運
動
で
あ
っ
た
︒

　

本
来
︑
作
家
の
権
利
︑
す
な
わ
ち
作
品
の
﹁
上
演
権
﹂
や
﹁
複
写
権
﹂
を
保
護
す
る
︑
と
い
う
考
え
は
︑
一
七
世
紀
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い

て
︑
出
版
社
や
舞
台
上
演
者
に
対
し
︑
脚
本
家
や
作
曲
家
が
版
権
を
め
ぐ
っ
て
起
こ
し
た
運
動
に
端
を
発
し
て
い
る）（（
（

︒
一
八
二
八
年
に
パ
リ
で

作
ら
れ
た
﹁
作
家
︑
作
曲
家
︑
脚
本
家
協
会　

Societe des A
uteurs, C

om
positeurs,D

ram
atiques

（SA
C

D

）﹂
は
︑
著
作
者
を
代
表
し
︑
作

品
使
用
お
よ
び
上
演
料
を
徴
収
す
る
た
め
の
史
上
初
の
著
作
権
団
体
で
あ
っ
た
︒
一
八
八
六
年
に
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
を
中
心
と
す
る
国
際
協

定
﹁
ベ
ル
ヌ
条
約
﹂
が
ス
イ
ス
で
結
ば
れ
︑
以
後
創
作
作
品
を
知
的
財
産
と
み
な
し
︑
法
的
な
保
護
を
与
え
る
制
度
が
各
国
で
整
っ
て
い
く
こ

と
に
な
る）（（
（

︒

　

ド
イ
ツ
語
圏
で
最
初
に
誕
生
し
た
の
は
︑
一
八
九
七
年
ヴ
ィ
ー
ン
に
お
け
る
作
詞
家
︑
小
説
家
︑
作
曲
家
と
そ
の
版
権
を
求
め
る
﹁
作
家
︑

作
曲
家
︑
音
楽
出
版
社
協
会G

esellschaft der A
utoren, K

om
ponisten, und M

usikverleger

（A
K

M

）﹂
で
あ
る）（（
（

︒
続
い
て
ド
イ
ツ
で
も
﹁
ド

イ
ツ
作
曲
家
協
会G

esellschaft D
eutscher Tonsetzer

（G
D

T

）（
一
九
〇
三
年
結
成
）﹂
と
﹁
音
楽
上
演
権
行
使
の
た
め
の
協
同
組
合

G
enossenschaft zur V

erw
ertung m

usikalischer A
ufführungsrechte

（G
E

M
A

）（
一
九
一
五
年
結
成
）﹂
の
二
つ
が
結
成
さ
れ
た
︒

　

一
九
二
八
年
に
﹁
ベ
ル
ヌ
条
約
﹂
が
改
定
さ
れ
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国
で
は
作
者
の
権
利
を
侵
し
た
場
合
の
罰
則
が
導
入
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ

に
遅
れ
を
と
っ
た
ド
イ
ツ
語
圏
で
は
︑
特
に
音
楽
︑
文
学
分
野
の
諸
団
体
に
よ
っ
て
︑
ベ
ル
ヌ
条
約
に
準
じ
る
法
規
制
導
入
を
要
求
す
る
運
動

が
捲
き
起
こ
っ
た
︒

　

一
九
三
〇
年
︑
初
の
統
一
的
組
織
﹁
ド
イ
ツ
音
楽
上
演
権
保
護
の
団
体 V

erband zum
 Schutz m

usikalischer A
ufführungsrechte für 

D
eutschland,

通
称M

usikschutzverband der G
E

M
A

,G
D

T, und A
K

M

（
略
称
﹁
音
楽
保
護
団
体
﹂M

usikschutzverband)

﹂
が
ド
イ
ツ
語
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圏
に
誕
生
す
る）（（
（

︒
こ
れ
は
上
述
の
既
存
三
団
体
が
︑
共
同
で
著
作
権
管
理
の
決
定
権
を
も
ち
︑
各
作
品
の
実
演
料
す
な
わ
ち
﹁
著
作
権
料
﹂
と

し
て
徴
収
し
た
収
入
を
︑
所
属
す
る
作
家
と
作
曲
家
︑
脚
本
家
︑
お
よ
び
出
版
・
編
集
者
に
配
分
す
る
た
め
の
共
同
組
織
で
あ
る）（（
（

︒

　

統
一
的
な
著
作
権
管
理
団
体
で
あ
る
﹁
音
楽
保
護
団
体
﹂
は
︑
公
演
を
企
画
す
る
側
の
﹁
ド
イ
ツ
音
楽
公
演
企
画
者
帝
国
連
合R

K
M

D

﹂

と
い
っ
た
舞
台
企
画
仲
介
業
者
や
︑
映
画
産
業
や
レ
コ
ー
ド
会
社
な
ど
と
︑
設
立
直
後
か
ら
上
演
料
を
め
ぐ
る
交
渉
を
開
始
し
た
︒
そ
の
過
程

で
︑
従
来
︑
作
家
か
ら
直
接
レ
コ
ー
ド
会
社
等
に
売
却
さ
れ
て
い
た
﹁
上
演
権
﹂
に
つ
い
て
は
︑﹁
個
々
の
﹇
レ
コ
ー
ド
会
社
な
ど
の
﹈
団
体

が
︑
場
合
に
応
じ
て
︑
こ
の
音
楽
保
護
団
体
と
ま
ず
契
約
を
結
ぶ
）
（（
（

﹂
こ
と
に
よ
っ
て
よ
う
や
く
上
映
が
許
可
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
こ
の
措

置
は
従
来
ま
ち
ま
ち
で
あ
っ
た
著
作
権
使
用
料
や
料
金
徴
収
方
法
が
︑
作
者
側
で
一
本
化
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
︒

　

一
連
の
動
き
か
ら
ヴ
ァ
イ
マ
ル
時
代
の
著
作
権
料
要
求
運
動
が
︑
演
奏
者
だ
け
で
な
く
レ
コ
ー
ド
会
社
や
放
送
局
︑
映
画
配
給
会
社
な
ど
を

タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
し
は
じ
め
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
︒
同
時
に
こ
れ
が
︑
他
の
分
野
に
先
駆
け
て
音
楽
界
を
中
心
に
起
き
て
い
る
点
か
ら
も
︑
ラ

ジ
オ
︑
レ
コ
ー
ド
︑
映
画
と
い
っ
た
音
声
メ
デ
ィ
ア
の
普
及
に
よ
り
︑
こ
の
音
楽
領
域
で
聴
衆
と
創
作
者
と
の
関
係
性
が
劇
的
に
変
化
し
て

い
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
︒
一
九
二
〇
年
代
に
活
発
化
す
る
著
作
権
保
護
運
動
は
︑
当
時
勃
興
し
て
き
た
大
衆
メ
デ
ィ
ア
へ
の
作
家
た
ち
の

防
衛
策
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
︒

　

ヴ
ァ
イ
マ
ル
共
和
国
で
︑
著
作
権
問
題
が
知
識
人
や
芸
術
界
で｢

非
常
に
重
要
な
テ
ー
マ）（（
（

｣

と
し
て
議
論
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
︑
報
道
関

係
者
の
手
元
に
残
さ
れ
た
以
下
の
記
録
か
ら
も
う
か
が
え
る
︒
も
っ
と
も
︑
こ
の
よ
う
な
著
作
権
保
護
団
体
を
介
す
著
作
権
料
徴
収
方
式
の
考

え
方
は
︑
そ
れ
ほ
ど
簡
単
に
芸
術
界
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
︒
た
と
え
ば
︑
以
下
の
よ
う
な
批
判
も
み
ら
れ
る
︒

　

国
際
著
作
権
協
会
ロ
ー
マ
会
議
に
お
け
る
造
形
芸
術
部
門
代
表
者

　
ユ
リ
ウ
ス
・
ニ
ッ
チ
ェ
（Julius N

itsche

　
工
芸
家
）
の
論
評

﹁
作
曲
家
が
︑
自
身
の
曲
が
演
奏
さ
れ
る
演
奏
会
収
入
か
ら
︑
自
ら
の
取
り
分
を
得
る
こ
と
に
演
奏
家
の
誰
一
人
と
て
異
議
が
あ
る
わ
け
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で
は
な
い
︒
だ
が
﹃
音
楽
保
護
団
体
﹄
は
︑
合
理
的
理
由
に
も
と
づ
い
た
合
意
を
目
的
と
し
て
お
ら
ず
︑
生
存
し
て
い
る
作
家
の
作
品

は
︑
い
ま
や
器
楽
・
歌
唱
演
奏
会
プ
ロ
グ
ラ
ム
か
ら
消
え
つ
つ
あ
る
︒︻
中
略
︼
こ
の
﹇
音
楽
保
護
﹈
団
体
に
所
属
す
る
と
い
う
不
幸
を

背
負
っ
た
作
曲
家
た
ち
に
と
っ
て
状
況
を
打
開
す
る
の
は
難
し
い
︒
彼
ら
に
は
︑﹃
音
楽
保
護
団
体
﹄
が
料
金
表
に
基
づ
き
演
奏
曲
を
算

定
し
な
い
か
ぎ
り
︑
自
分
の
草
稿
﹇
楽
譜
﹈
を
演
奏
者
に
提
供
す
る
こ
と
も
許
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
︒
こ
う
し
て
現
代
曲
は
コ
ン
サ
ー
ト

ホ
ー
ル
か
ら
消
え
て
い
く）（（
（

︒﹂

　

ニ
ッ
チ
ェ
の
批
判
の
矛
先
は
︑
作
曲
家
自
身
に
で
は
な
く
︑
む
し
ろ
仲
介
す
る
こ
と
に
よ
り
利
益
を
吸
い
上
げ
る
で
あ
ろ
う
﹁
音
楽
保
護
団

体
﹂
に
向
け
ら
れ
て
い
る
︒
上
演
料
徴
収
が
進
め
ば
上
演
す
る
俳
優
や
演
奏
者
︑
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
会
社
の
負
担
は
増
え
る
︒
結
果
的
に
上
演

料
支
払
い
が
必
要
な
同
時
代
作
品
は
︑
演
じ
る
側
に
敬
遠
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
︒
同
時
代
作
家
の
保
護
と
い
う
観
点
か
ら
す
れ
ば
こ
れ

で
は
逆
効
果
で
あ
る
︒

　

他
方
︑﹁
音
楽
保
護
団
体
﹂
の
側
に
も
︑
支
払
い
側
か
ら
の
苦
情
や
不
理
解
に
当
惑
し
著
作
権
料
徴
収
に
苦
労
し
て
い
る
様
子
が
う
か
が
え

る
︒
以
下
は
既
存
三
団
体
の
う
ち
の
ひ
と
つ
︑﹁
音
楽
上
演
権
行
使
の
た
め
の
協
同
組
合
（G

E
M

A

）﹂
の
担
当
者
か
ら
︑
雑
誌
出
版
社
主
に
宛

て
た
書
簡
で
あ
る
︒

﹁
創
作
者
は
報
酬
を
も
ら
う
に
ふ
さ
わ
し
い
存
在
で
あ
る
︑
と
い
う
考
え
方
は
︑
残
念
な
が
ら
ド
イ
ツ
で
根
づ
い
て
い
な
い
と
言
わ
ざ
る

を
え
ま
せ
ん
︒﹇
上
演
﹈
企
画
者
も
多
く
の
人
と
同
じ
く
﹃（
報
酬
を
払
わ
な
く
て
も
）
自
作
上
演
は
作
曲
家
自
身
に
と
っ
て
喜
ば
し
い
こ

と
に
ち
が
い
な
い
﹄
と
思
い
こ
ん
で
い
ま
す
︒﹃
同
時
代
人
の
作
っ
た
曲
で
は
聴
衆
は
来
な
い
﹄
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
︑
フ
ー
ゴ
ー
・

ヴ
ォ
ル
フ
や
︑
そ
れ
以
前
の
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
︑
ブ
ル
ッ
ク
ナ
ー
の
時
代
も
︑
当
時
の
人
は
聴
き
に
来
な
か
っ
た
も
の
で
す
が
︑
そ
の
頃

と
同
じ
く
現
代
の
作
曲
家
た
ち
も
飢
え
で
苦
し
ん
で
い
ま
す
︒︻
中
略
︼
チ
ェ
コ
の
法
律
の
よ
う
に
（
ド
イ
ツ
で
の
）
芸
術
作
品
を
保
障
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す
る
法
の
制
定
に
向
け
て
︑
貴
殿
の
よ
う
な
専
門
雑
誌
の
方
が
精
力
的
に
取
り
組
ん
で
く
だ
さ
れ
ば
ど
ん
な
に
素
晴
ら
し
い
こ
と
で
し
ょ

う
）
（（
（

﹂

　
し
か
し
︑
こ
れ
に
続
きG

E
M

A

の
代
表
者
は
︑﹁
こ
う
い
っ
た
不
幸
で
文
化
に
理
解
の
無
い
態
度
の
主
な
責
任
は
︑（
現
行
）
著
作
権
制
度
の

あ
い
ま
い
な
姿
勢
と
そ
の
例
外
措
置
に
あ
る
の
で
す）（（
（

﹂
と
︑
現
行
制
度
の
欠
陥
を
認
め
て
も
い
る
︒

　

い
ず
れ
に
せ
よ
著
作
権
を
要
求
す
る
作
家
や
代
行
団
体
も
︑
著
作
権
を
徴
収
さ
れ
る
上
演
側
の
双
方
と
も
保
護
団
体
の
扱
う
案
件
の
不
備
を

訴
え
︑
最
終
的
に
法
的
拘
束
力
を
持
つ
制
度
を
要
求
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
︒
さ
ら
に
こ
の
手
紙
は
︑﹁
実
演
料
を
支
払
っ

た
舞
台
の
企
画
者
は
全
体
の
二
五
パ
ー
セ
ン
ト
に
す
ぎ
ず
︑
残
り
七
五
パ
ー
セ
ン
ト
は
︑
著
作
権
を
無
視
し
て
支
払
い
を
避
け
て
い
ま
す）（（
（

﹂
と

続
け
︑
実
際
の
著
作
権
料
の
徴
収
が
一
九
三
〇
年
の
時
点
で
そ
れ
ほ
ど
円
滑
に
進
ん
で
い
な
か
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
︒
当
時
の
新
聞
も
﹁
支

払
い
を
め
ぐ
る
訴
訟
が
後
を
絶
た
な
い）（（
（

﹂
と
伝
え
る
︒

　

政
権
を
掌
握
す
る
前
の
ナ
チ
党
が
︑
著
作
権
保
護
に
す
で
に
理
解
を
示
し
て
い
る
点
は
非
常
に
興
味
深
い
︒
一
九
三
二
年
一
二
月
︑
ナ
チ
党

は
党
主
催
で
上
演
さ
れ
る
作
品
に
つ
い
て
命
令
を
出
し
︑
音
楽
や
演
劇
の
演
目
を
︑
す
べ
て
党
本
部
に
﹁
事
前
に
﹂
届
け
出
る
こ
と
を
党
員
に

義
務
づ
け
た
︒
あ
き
ら
か
に
著
作
権
保
護
期
間
に
該
当
す
る
作
品
に
つ
い
て
︑
上
演
日
以
前
に
正
確
な
演
目
や
日
時
を
党
本
部
ま
で
届
け
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
︒
こ
の
命
令
は
﹁
音
楽
的
催
し
物
の
保
護
﹂
を
目
的
に
掲
げ
た
も
の
で
あ
る）（（
（

︒
翌
年
政
権
掌
握
し
た
ナ
チ
政
府
は
︑

ゲ
ッ
ベ
ル
ス
の
主
導
に
よ
り
︑
一
九
三
三
年
夏
に
は
統
一
的
な
著
作
権
保
護
団
体
﹁
社
団
法
人
音
楽
上
演
権
行
使
協
会　
（STA

G
M

A

）﹂
を

設
置
し
︑
著
作
権
法
整
備
に
い
ち
は
や
く
着
手
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る）（（
（

︒

　

こ
の
運
動
の
例
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
︑
ヴ
ァ
イ
マ
ル
共
和
国
の
文
化
界
は
︑
前
衛
芸
術
と
そ
れ
へ
の
反
対
勢
力
と
の
対
立
︑
と
い
っ
た
構
図

だ
け
で
は
と
ら
え
き
れ
な
い
要
素
を
多
く
含
ん
で
い
る
︒
芸
術
家
の
組
織
化
と
そ
の
利
益
要
求
運
動
は
︑
一
九
二
〇
年
代
に
大
き
な
変
化
を
遂

げ
つ
つ
あ
っ
た
大
衆
の
聴
取
・
鑑
賞
行
動
へ
の
反
応
で
も
あ
っ
た
︒
余
暇
の
拡
大
に
よ
る
ア
マ
チ
ュ
ア
の
活
躍
︑
複
製
芸
術
の
登
場
に
よ
る
著
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作
権
問
題
の
発
生
︑
ま
た
恐
慌
に
よ
っ
て
深
刻
化
す
る
経
済
不
況
と
失
業
︑
と
く
に
新
規
メ
デ
ィ
ア
に
脅
か
さ
れ
た
芸
術
家
た
ち
の
困
窮
は
︑

そ
の
存
在
意
義
そ
の
も
の
に
関
わ
る
問
題
に
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

　

こ
う
し
た
状
況
で
一
九
三
三
年
に
登
場
す
る
ナ
チ
政
権
も
︑
権
力
掌
握
後
か
ら
芸
術
家
と
そ
の
活
動
に
ま
つ
わ
る
各
種
の
ト
ラ
ブ
ル
に
対
応

し
︑
調
整
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
察
で
き
る
︒
こ
の
点
に
注
目
し
つ
つ
︑
次
に
ナ
チ
政
府
の
お
こ
な
っ
た
文
化
政
策

と
︑
そ
の
下
で
生
き
て
い
く
芸
術
家
た
ち
に
つ
い
て
︑
と
く
に
音
楽
分
野
を
中
心
に
検
証
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
︒　

２　

独
裁
政
権
下
の
芸
術
家

（
一
）　

帝
国
文
化
院
と
帝
国
音
楽
院

　

一
九
三
三
年
一
月
に
政
権
を
掌
握
し
た
ヒ
ト
ラ
ー
内
閣
は
︑
同
年
三
月
に
国
民
世
論
と
文
化
を
統
括
す
る
﹁
国
民
啓
蒙
宣
伝
省

M
inisterium

 für V
olksaufklärung und Propaganda

（
以
下
宣
伝
省
と
略
）﹂
を
設
立
し
て
ヨ
ー
ゼ
フ
・
ゲ
ッ
ベ
ル
ス
を
大
臣
に
抜
擢
し
た
︒

同
年
九
月
に
ゲ
ッ
ベ
ル
ス
と
ヒ
ト
ラ
ー
の
両
者
の
名
前
で
発
表
さ
れ
た
﹁
帝
国
文
化
院
法R

eichskulturkam
m

ergesetz

（﹁
文
化
院
法
﹂
と

略
）﹂
に
よ
り
︑﹁
帝
国
文
化
院R

eichskulturkam
m

er

﹂
と
い
う
公
法
団
体
が
国
民
啓
蒙
宣
伝
省
の
下
に
開
設
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
︒
同
法
第

六
条
と
第
七
条
に
基
づ
き
︑
ゲ
ッ
ベ
ル
ス
に
は
文
化
領
域
の
覇
権
が
与
え
ら
れ
て
い
る
︒
続
く
一
一
月
二
二
日
付
﹁
帝
国
文
化
院
施
行
令

V
erordnung zur D

urchführung des R
eichskulturkam

m
ergesetzes

（﹁
施
行
令
﹂
と
略）（（
（

）﹂
に
よ
り
︑
帝
国
文
化
院
は
﹁
作
品
の
生
産
︑
複

製
︑
上
演
︑
加
工
と
普
及
保
存
︑
販
売
︑
仲
介
（
施
行
令
第
四
条
）﹂
に
関
わ
る
﹁
文
化
的
職
業
身
分
﹂
す
べ
て
を
包
括
す
る
こ
と
が
定
め
ら

れ
︑
該
当
者
は
会
費
を
支
払
っ
て
帝
国
文
化
院
に
所
属
す
る
こ
と
と
な
っ
た
︒

　

文
化
院
の
下
に
は
七
領
域
に
分
か
れ
た
七
つ
の
﹁
院
（K

am
m

er

）﹂
す
な
わ
ち
﹁
帝
国
造
形
芸
術
院
﹂︑﹁
帝
国
音
楽
院
﹂︑﹁
帝
国
演
劇
院
﹂︑

﹁
帝
国
著
述
（
文
学
）
院
﹂︑﹁
帝
国
ラ
ジ
オ
院
﹂︑﹁
帝
国
映
画
院
﹂︑﹁
帝
国
新
聞
院
﹂
が
置
か
れ
︑
各
院
に
総
裁
が
そ
れ
ぞ
れ
一
人
ず
つ
任
命
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さ
れ
て
い
る
︒
映
画
︑
ラ
ジ
オ
︑
新
聞
が
独
立
し
た
院
と
し
て
設
置
さ
れ
て
い
る
点
か
ら
も
︑
こ
の
メ
デ
ィ
ア
三
部
門
を
重
視
す
る
新
政
府
の

方
針
が
伺
え
る
︒

　

七
院
の
傘
下
に
入
る
職
種
は
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
た
︒
た
と
え
ば
﹁
帝
国
造
形
芸
術
院
﹂
は
︑
職
業
画
家
と
建
築
家
︑
彫
刻
家
の
み
な
ら

ず
︑
産
業
デ
ザ
イ
ナ
ー
︑
造
園
業
者
︑
装
丁
業
者
︑
美
術
商
お
よ
び
競
売
人
︑
美
術
系
出
版
編
集
者
な
ど
を
会
員
と
し
て
組
み
入
れ
て
い
る）（（
（

︒

こ
の
よ
う
に
従
来
の
﹁
芸
術
家
﹂
だ
け
で
は
な
く
仲
介
と
流
通
に
関
わ
る
業
者
ま
で
包
括
し
よ
う
と
し
た
点
に
も
︑
複
製
芸
術
と
消
費
文
化
の

出
現
に
対
応
し
よ
う
と
し
た
二
〇
世
紀
の
文
化
政
策
の
特
徴
が
表
れ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
︒

　
﹁
施
行
令
﹂
に
よ
れ
ば
︑
文
化
院
が
管
轄
す
る
作
品
す
な
わ
ち
﹁
文
化
財 K

ulturgut 

﹂
と
は
︑﹁
公
衆
へ
伝
達
さ
れ
る
と
き
の
芸
術
的
な
創

作
物
︑
あ
る
い
は
芸
術
的
な
成
果
す
べ
て
﹂
で
あ
り
︑
ま
た
﹁
印
刷
や
映
画
︑
ラ
ジ
オ
放
送
に
よ
っ
て
公
衆
に
伝
え
ら
れ
る
場
合
の
精
神
的
創

作
物
と
そ
の
成
果
す
べ
て
﹂
と
さ
れ
る
（
第
五
条
）︒
さ
ら
に
﹁
施
行
令
﹂
第
八
条
で
は
︑
製
作
前
や
生
産
前
の
創
作
物
を
﹁
文
化
財
﹂
と
は

み
な
さ
な
い
旨
が
明
言
さ
れ
︑﹁
文
化
作
品
と
は
︑
す
な
わ
ち
享
受
す
る
側
の
公
衆
に
届
い
て
︑
は
じ
め
て
成
立
す
る
﹂
と
い
う
考
え
方
が
一

連
の
条
文
か
ら
読
み
取
れ
る
︒
こ
の
よ
う
な
ナ
チ
ズ
ム
の
芸
術
観
は
︑﹁
作
者
が
主
張
す
れ
ば
︑
ど
の
よ
う
な
も
の
も
芸
術
作
品
と
な
り
得

る
﹂
と
す
る
当
時
の
前
衛
芸
術
の
主
張
と
は
真
っ
向
か
ら
対
立
す
る
発
想
と
い
え
る）（（
（

︒

　

帝
国
文
化
院
は
︑
ヴ
ァ
イ
マ
ル
時
代
に
す
で
に
存
在
し
た
職
能
団
体
を
ま
ず
組
み
入
れ
︑
そ
の
後
︑
傘
下
の
個
々
の
団
体
が
会
員
一
人
一
人

の
資
格
を
審
査
す
る
と
い
う
方
法
を
と
っ
て
い
た
︒
音
楽
領
域
で
も
﹁
全
ド
イ
ツ
音
楽
家
協
会
（A

V
D

M

）﹂
を
は
じ
め
と
し
︑
多
く
の
組
織

は
ま
ず
帝
国
音
楽
院
の
傘
下
に
吸
収
さ
れ
︑
そ
の
後
︑
各
団
体
の
所
属
員
の
人
種
的
︑
政
治
的
審
査
が
開
始
さ
れ
た
︒
会
員
と
し
て
適
さ
な
い

と
判
断
さ
れ
れ
ば
︑
該
当
人
物
は
そ
の
院
の
総
裁
名
に
よ
っ
て
所
属
院
か
ら
除
名
さ
れ
る
（
施
行
令
第
一
〇
条
）︒
会
員
資
格
を
失
え
ば
︑
国

内
で
就
労
は
で
き
な
い
︒
こ
の
シ
ス
テ
ム
に
よ
っ
て
︑
ユ
ダ
ヤ
系
の
人
び
と
の
み
な
ら
ず
︑
左
翼
活
動
家
な
ど
︑
人
種
的
︑
政
治
的
理
由
に
基

づ
い
て
﹁
ふ
さ
わ
し
く
な
い
﹂
人
物
︑
専
門
能
力
の
な
い
者
︑
犯
罪
歴
の
あ
る
者
等
の
排
除
が
可
能
に
な
っ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
さ
ら

に
一
九
三
三
年
以
降
︑
各
院
は
そ
れ
ぞ
れ
へ
の
加
入
お
よ
び
除
名
の
条
件
︑
会
員
の
就
労
時
の
最
低
賃
金
︑
作
品
検
閲
の
実
施
と
禁
止
作
品
リ
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ス
ト
︑
他
省
庁
や
党
組
織
と
の
管
轄
に
関
す
る
取
り
決
め
等
を
独
自
に
発
表
し
て
い
っ
た）（（
（

︒

　

さ
て
︑
政
権
掌
握
か
ら
二
年
後
の
一
九
三
五
年
一
一
月
一
五
日
︑
ゲ
ッ
ベ
ル
ス
は
党
と
国
の
幹
部
を
前
に
こ
う
述
べ
て
い
る
︒

﹁
新
し
い
国
家
に
お
い
て
︑
芸
術
創
作
上
の
自
由
は
保
証
さ
れ
る
︒
こ
の
自
由
は
︑
我
々
民
族
の
必
要
性 

お
よ
び
そ
の
責
任
に
よ
り
厳
し

く
制
限
さ
れ
た
範
囲
内
に
あ
る
︒
し
か
し
︑
そ
の
境
界
は
︑
芸
術
で
は
な
く
︑
政
治
に
よ
っ
て
線
引
き
さ
れ
る）（（
（

︒﹂

　

有
名
な
こ
の
言
葉
は
︑
文
化
政
策
に
お
い
て
﹁
芸
術
﹂
に
対
す
る
﹁
政
治
﹂
の
優
位
を
︑
ゲ
ッ
ベ
ル
ス
が
は
じ
め
て
明
言
し
た
も
の
と
研
究

者
た
ち
に
は
そ
う
解
釈
さ
れ
て
き
た）（（
（

︒
一
方
︑
同
じ
年
に
発
表
さ
れ
た
帝
国
音
楽
院
の
報
告
書
の
な
か
で
︑
帝
国
音
楽
院
事
務
長
ハ
イ
ン
ツ
・

イ
ー
レ
ー
ル
ト
（H

einz Ihrert

）
は
次
の
よ
う
な
興
味
深
い
言
葉
を
残
し
て
い
る
︒

﹁
帝
国
音
楽
院
設
立
の
基
本
目
的
は
︑
ド
イ
ツ
民
族
の
音
楽
生
活
に
関
わ
る
あ
ら
ゆ
る
職
能
集
団
お
よ
び
個
々
の
グ
ル
ー
プ
に
対
す
る
中

央
の
指
導
と
管
理
で
あ
り
︑
文
化
政
策
の
目
的
の
範
囲
内
で
︑
行
き
届
い
た
配
慮
に
よ
り
す
べ
て
の
音
楽
生
活
を
擁
護
す
る
こ
と
な
の
で

あ
る）（（
（

︒﹂

　

彼
の
こ
の
言
葉
は
︑﹁
第
三
帝
国
の
基
盤
を
作
っ
て
き
た
こ
れ
ま
で
の
ナ
チ
運
動
﹂
に
お
い
て
は
﹁
芸
術
家
と
し
て
成
長
の
可
能
性
を
与
え

ら
れ
な
か
っ
た
﹂
音
楽
家
た
ち
が
︑
帝
国
音
楽
院
の
行
う
事
業
に
よ
っ
て
よ
う
や
く
﹁
芸
術
家
に
と
っ
て
本
来
重
要
な
こ
と
﹂
を
成
し
遂
げ
る

こ
と
が
で
き
る
︑
と
い
う
主
張
の
あ
と
に
続
く
︒
と
す
れ
ば
こ
の
﹁
中
央
﹂
と
は
宣
伝
省
で
は
な
く
帝
国
音
楽
院
本
部
を
指
し
て
い
る
と
捉
え

ら
れ
る
︒
イ
ー
レ
ー
ル
ト
は
芸
術
家
と
し
て
の
活
動
と
ナ
チ
政
府
に
よ
る
政
治
的
国
家
建
設
と
を
峻
別
す
る
姿
勢
を
見
せ
︑
政
治
よ
り
む
し
ろ

﹁
音
楽
院
に
よ
る
音
楽
生
活
の
擁
護
﹂
を
強
調
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
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イ
ー
レ
ー
ル
ト
の
上
司
に
あ
た
る
音
楽
院
総
裁
ペ
ー
タ
ー
・
ラ
ー
べ(Peter R

aabe)

も
ま
た
︑
別
の
報
告
書
で
︑
音
楽
院
の
設
立
が
﹁
何
世

紀
も
音
楽
家
た
ち
の
願
い
で
あ
っ
た
﹂
と
し
︑
院
に
お
け
る
音
楽
家
た
ち
の
使
命
に
つ
い
て
︑
次
の
よ
う
に
主
張
し
た
︒

﹁
帝
国
音
楽
院
は
︑
音
楽
家
の
特
殊
性
と
そ
の
活
動
を
考
慮
し
つ
つ
︑
音
楽
家
身
分
の
文
化
的
︑
経
済
的
︑
法
的
環
境
を
形
作
り
︑
そ
の

存
在
を
維
持
し
て
い
く
︒
そ
れ
に
よ
っ
て
︑
ド
イ
ツ
民
族
み
ず
か
ら
が
︑
音
楽
と
い
う
貴
重
な
財
産
を
守
り
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
︒
ま

さ
に
院
は
︑
長
く
我
々
が
求
め
て
き
た
職
業
身
分
組
織
設
立
と
い
う
基
本
理
念
の
実
現
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
る）（（
（

﹂　

　
﹁
芸
術
家
の
自
由
は
保
障
す
る
﹂
と
述
べ
つ
つ
も
︑
政
治
の
優
位
を
明
言
す
る
ゲ
ッ
ベ
ル
ス
と
︑﹁
政
府
の
文
化
政
策
の
範
囲
内
﹂
に
沿
う
と

し
な
が
ら
も
︑
芸
術
家
擁
護
や
職
能
組
織
と
し
て
の
役
割
に
重
き
を
置
く
音
楽
院
幹
部
の
あ
い
だ
に
は
︑
す
で
に
こ
の
頃
か
ら
国
と
芸
術
と
の

関
係
や
文
化
院
の
存
在
意
義
に
つ
い
て
︑
認
識
の
ず
れ
が
確
認
で
き
る
︒
た
と
え
ば
イ
ー
レ
ー
ル
ト
は
同
じ
報
告
書
の
冒
頭
で
︑
一
三
世
紀
以

来
の
楽
師
た
ち
に
よ
る
公
的
庇
護
要
求
の
帰
結
と
し
て
ナ
チ
帝
国
音
楽
院
事
業
を
位
置
づ
け
て
お
り）（（
（

︑
ラ
ー
ベ
も
こ
の
後
に
続
く
文
章
で
﹁
音

楽
院
の
設
立
が
何
世
紀
も
の
間
（
音
楽
家
た
ち
の
）
願
い
で
あ
っ
た
﹂
と
述
べ
て
い
る）（（
（

︒

　

総
裁
ラ
ー
ベ
は
音
楽
学
者
か
つ
指
揮
者
と
し
て
長
年
の
実
績
を
持
つ
人
物
で
あ
っ
た
︒
ま
た
事
務
を
取
り
仕
切
る
イ
ー
レ
ー
ル
ト
も
ピ
ア
ニ

ス
ト
や
指
揮
者
と
し
て
の
専
門
教
育
を
受
け
て
い
る
︒
他
の
院
で
も
総
裁
を
は
じ
め
と
し
て
︑
幹
部
に
画
家
や
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
︑
作
家
︑
映

画
監
督
が
任
命
さ
れ
た
が
︑
帝
国
音
楽
院
に
つ
い
て
幹
部
た
ち
の
経
歴
を
調
べ
て
み
れ
ば
︑
初
代
音
楽
院
総
裁
リ
ヒ
ャ
ル
ト
・
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス

(R
ichard Strauss:

作
曲
家)

︑
初
代
副
総
裁
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
フ
ル
ト
ヴ
ェ
ン
グ
ラ
ー
（W

ilhelm
 Furtw

ängler: 

指
揮
者
）︑
二
代
目
総
裁
ペ
ー

タ
ー
・
ラ
ー
ベ
（
音
楽
学
者
︑
指
揮
者
︑
ナ
チ
党
員
）︑
二
代
目
副
総
裁
パ
ウ
ル
・
グ
レ
ー
ナ
ー
（Paul G

raener: 

作
曲
家
）
を
は
じ
め
︑
ハ

イ
ン
ツ
・
イ
ー
レ
ー
ル
ト
（
ピ
ア
ニ
ス
ト
︑
党
員
）︑
フ
リ
ッ
ツ
・
シ
ュ
タ
イ
ン
（Fritz Stein:

音
楽
批
評
家
）︑
ヘ
ル
マ
ン
・
シ
ュ
タ
ン
ゲ

（H
erm

an Stange: 

指
揮
者
）︑
フ
ー
ゴ
ー
・
ラ
ッ
シ
ュ
（H

ugo R
asch: 

作
曲
家
︑
党
員
）︑
お
よ
び
ハ
イ
ン
ツ
・
ド
レ
ー
ヴ
ェ
ス
（H

einz 
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D
rew

es: 

指
揮
者
︑
楽
譜
業
者
）
と
い
っ
た
メ
ン
バ
ー
は
︑
大
半
が
現
場
で
活
躍
す
る
音
楽
家
と
関
連
分
野
の
業
者
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
す

る
）
（（
（

︒
す
な
わ
ち
︑
帝
国
文
化
院
の
運
営
は
︑
専
門
教
育
を
受
け
た
芸
術
家
や
関
連
の
業
者
に
委
ね
ら
れ
て
お
り
︑
彼
ら
は
任
務
を
引
き
受
け
る

に
あ
た
り
︑
独
自
の
要
望
を
抱
い
て
い
た
の
で
あ
る
︒

　

設
立
当
初
の
音
楽
院
は
ま
ず
﹁
会
員
の
大
半
を
占
め
る
音
楽
（
演
奏
）
家
に
大
損
害
を
も
た
ら
し
て
い
る
就
職
難
と
の
戦
い
﹂
を
緊
急
の
課

題
と
し
︑
そ
の
ほ
か
に
も
﹁
ド
イ
ツ
職
業
音
楽
家
の
平
均
的
能
力
と
個
々
の
能
力
の
向
上
﹂︑
そ
し
て
﹁
才
能
あ
る
後
進
の
選
別
と
育
成
﹂
を

目
標
に
挙
げ
た）（（
（

︒
具
体
的
に
は
︑
コ
ン
ク
ー
ル
実
施
や
新
作
上
演
の
奨
励
︑
そ
れ
に
伴
う
著
作
権
使
用
料
徴
収
の
徹
底
︑
若
手
音
楽
家
へ
の
奨

学
金
授
与
︑
最
低
賃
金
の
規
定
や
︑
失
業
︑
休
暇
手
当
の
充
実
︑
仕
事
の
斡
旋
な
ど
が
行
わ
れ
た
︒

　

一
方
で
︑
現
役
で
活
動
す
る
演
奏
家
や
作
曲
家
︑
教
員
に
対
し
て
は
能
力
審
査
制
度
が
導
入
さ
れ
て
い
る
︒
審
査
に
よ
り
音
楽
院
会
員
は
学

歴
と
能
力
別
の
三
段
階
に
分
け
ら
れ
た）（（
（

︒
各
自
の
会
員
証
に
は
︑
こ
の
能
力
階
級
が
記
載
さ
れ
︑
だ
れ
の
目
に
も
そ
の
能
力
と
レ
ベ
ル
が
判
別

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
︒
イ
ー
レ
ー
ル
ト
は
こ
れ
を
音
楽
院
に
お
け
る
﹁
能
力
主
義
（L

eistungsprinzip

）﹂
と
呼
び
︑﹁
ド
イ
ツ
の
評
判

を
落
と
す
無
能
な
者
た
ち
か
ら
な
る
音
楽
家
団
体
を
︑
定
期
的
審
査
に
よ
り
浄
化
す
る
﹂
と
述
べ
て
い
る）（（
（

︒
も
っ
と
も
実
際
に
資
格
審
査
や
就

労
時
の
会
員
証
提
示
が
ど
こ
ま
で
遵
守
さ
れ
て
い
た
か
に
つ
い
て
は
疑
問
が
残
る
だ
ろ
う
︒
ベ
ル
リ
ン
の
連
邦
文
書
館
に
は
︑
第
二
次
世
界
大

戦
中
ま
で
資
格
審
査
を
逃
れ
続
け
た
男
性
教
員
の
調
書
が
残
さ
れ
て
い
る
が
︑
彼
は
音
楽
院
会
員
と
し
て
仕
事
を
続
け
る
た
め
に
︑
一
九
三
三

年
の
段
階
で
能
力
審
査
を
受
け
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
︒
し
か
し
こ
の
男
性
は
︑
度
重
な
る
音
楽
院
か
ら
の
呼
び
出
し
や
警
告
を
無
視
し
続
け
︑

戦
争
中
ま
で
試
験
を
受
け
ず
に
教
鞭
を
と
る
こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
る）（（
（

︒

　

い
ず
れ
に
せ
よ
︑
専
門
家
と
し
て
の
訓
練
を
受
け
た
者
を
選
抜
し
︑
彼
ら
に
経
済
的
な
安
定
を
保
障
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
国
内
水
準
の
向
上

を
図
り
︑
ま
た
能
力
に
満
た
な
い
も
の
や
訓
練
を
受
け
て
い
な
い
ア
マ
チ
ュ
ア
楽
師
を
雇
用
市
場
か
ら
排
除
す
る
帝
国
音
楽
院
の
方
針
は
︑
ナ

チ
政
府
が
独
自
に
考
案
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
︒
む
し
ろ
こ
の
よ
う
な
措
置
は
︑
音
楽
家
た
ち
の
職
能
組
織
が
ヴ
ァ
イ
マ
ル
時
代
以
前
か
ら

要
求
し
て
き
た
こ
と
と
ほ
ぼ
重
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
こ
う
し
て
つ
く
ら
れ
て
い
っ
た
職
能
組
織
と
し
て
の
帝
国
音
楽
院
の
存
在
が
︑
長
年
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の
要
求
を
実
現
す
る
も
の
と
し
て
音
楽
家
た
ち
に
共
感
を
持
っ
て
迎
え
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
︒

（
二
）　

帝
国
音
楽
院
の
理
想
主
義

　

前
述
の
よ
う
に
︑
帝
国
文
化
院
の
庇
護
下
に
あ
る
か
に
み
え
た
芸
術
家
た
ち
の
生
活
は
︑
一
九
三
九
年
九
月
に
第
二
次
世
界
大
戦
が
は
じ
ま

る
と
新
た
な
問
題
に
直
面
し
た
︒

　

ま
ず
宣
伝
省
大
臣
ゲ
ッ
ベ
ル
ス
は
︑
開
戦
と
同
時
に
ラ
ジ
オ
院
や
新
聞
院
に
命
令
を
出
し
︑
マ
ス
コ
ミ
に
お
け
る
言
論
統
制
を
強
化
す
る
と

と
も
に
︑
戦
争
目
的
遂
行
の
た
め
︑
芸
術
家
の
前
線
慰
問
や
労
働
奉
仕
を
義
務
化
し
て
い
る）（（
（

︒
彼
は
こ
の
と
き
︑
芸
術
家
に
つ
い
て
﹁
我
々
の

兵
士
に
楽
し
み
と
息
抜
き
を
与
え
る
こ
と
が
︑（
彼
ら
の
）
も
っ
と
も
重
要
な
仕
事
で
あ
る）（（
（

﹂
と
述
べ
た
と
い
わ
れ
る
︒
さ
ら
に
開
戦
後
二
个

月
に
し
て
芸
術
家
た
ち
は
︑﹁
夜
間
の
防
空
消
燈
に
よ
る
演
奏
会
な
ど
の
催
し
の
妨
害
︑
そ
の
中
止
に
よ
る
俳
優
や
演
奏
家
の
出
演
料
激
減
︑

交
通
運
搬
量
の
制
限
に
よ
る
楽
器
産
業
お
よ
び
上
演
巡
業
活
動
の
妨
害
︑
そ
し
て
交
通
事
情
悪
化
に
よ
る
︑
興
行
や
客
演
旅
行
の
困
難
化
）
（（
（

﹂
と

い
っ
た
現
実
に
い
や
お
う
な
く
さ
ら
さ
れ
︑
ま
た
空
襲
が
始
ま
れ
ば
一
般
人
と
同
じ
く
被
害
に
あ
っ
た
︒

　

そ
の
一
方
で
︑
帝
国
劇
場
院
は
こ
の
秋
の
ベ
ル
リ
ン
の
公
演
活
動
を
﹁
予
定
通
り
開
催
﹂
と
発
表
し
た）（（
（

︒
ま
た
音
楽
院
総
裁
は
﹁
戦
争
前
と

同
じ
生
活
を
保
つ
こ
と
に
よ
っ
て
︑
郷
土
は
前
線
を
支
え
る）（（
（

﹂
と
い
う
声
明
を
発
表
し
︑
学
校
に
お
け
る
芸
術
系
授
業
や
︑
余
暇
活
動
に
関
し

て
で
き
る
か
ぎ
り
戦
争
前
と
同
じ
レ
ベ
ル
の
文
化
水
準
を
維
持
す
る
方
針
を
表
明
す
る
︒

　

ベ
ル
リ
ン
に
住
ん
で
い
た
あ
る
ピ
ア
ノ
教
師
は
︑
一
九
四
三
年
一
二
月
の
連
合
軍
の
空
襲
に
よ
っ
て
家
財
と
と
も
に
楽
器
も
楽
譜
も
失
っ
て

し
ま
う
︒
生
活
の
術
を
失
い
途
方
に
暮
れ
た
こ
の
女
性
は
︑
避
難
先
か
ら
宣
伝
省
大
臣
ゲ
ッ
ベ
ル
ス
宛
て
に
︑
職
を
も
と
め
て
直
接
陳
情
の
手

紙
を
書
い
て
い
る
︒
連
邦
文
書
館
に
今
も
残
る
そ
の
手
紙
に
は
︑
次
の
よ
う
に
あ
る）（（
（

︒

﹁
貴
殿
へ
の
私
の
お
願
い
は
︑
要
す
る
に
私
の
音
楽
的
能
力
を
活
か
せ
る
仕
事
を
紹
介
し
て
い
た
だ
け
な
い
か
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
︒
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私
は
ピ
ア
ノ
だ
け
で
な
く
︑
外
国
語
に
も
も
ち
ろ
ん
堪
能
で
す
︒﹂

　

こ
の
手
紙
は
宣
伝
省
か
ら
彼
女
の
所
属
す
る
帝
国
音
楽
院
内
の
教
育
局
に
回
さ
れ
た
と
お
も
わ
れ
る
︒
と
い
う
の
は
二
个
月
後
︑
こ
の
女
性

に
同
じ
ベ
ル
リ
ン
の
帝
国
音
楽
院
教
育
局
の
担
当
者
が
連
絡
を
と
り
︑
二
回
に
わ
た
っ
て
公
募
リ
ス
ト
を
添
え
て
教
員
の
口
を
紹
介
し
て
い
る

か
ら
で
あ
る
︒﹁
も
し
︑
こ
の
件
が
う
ま
く
い
か
な
く
て
も
﹂
と
担
当
者
は
手
紙
に
こ
う
書
き
添
え
る
︒﹁
大
多
数
の
同
胞
た
ち
が
︑
大
変
な
窮

状
か
ら
少
し
ず
つ
で
は
あ
っ
て
も
救
わ
れ
つ
つ
あ
る
と
い
う
こ
と
を
︑
ど
う
か
よ
く
お
考
え
く
だ
さ
い
︒﹂

　

彼
女
が
避
難
先
で
首
尾
よ
く
新
し
い
生
徒
を
見
つ
け
た
と
報
告
す
る
と
︑
こ
の
担
当
者
は
お
祝
い
の
言
葉
を
述
べ
︑
そ
し
て
空
襲
に
よ
る

﹁
損
害
補
助
金
﹂
を
管
轄
局
へ
申
請
す
る
こ
と
を
勧
め
て
い
る
︒
最
後
に
﹁
音
楽
院
会
員
と
い
う
あ
な
た
の
立
場
を
脅
か
さ
れ
な
い
た
め
﹂︑
そ

し
て
﹁
会
員
で
あ
る
こ
と
を
維
持
す
る
た
め
に
﹂
月
〇
・
七
五
マ
ル
ク
の
音
楽
院
の
会
費
の
支
払
い
を
彼
女
に
請
求
す
る
の
で
あ
る
︒

　

こ
の
ケ
ー
ス
は
︑
当
時
の
音
楽
院
に
所
属
す
る
こ
と
の
意
味
を
よ
く
示
し
て
い
る
︒
音
楽
院
本
部
も
空
襲
に
脅
か
さ
れ
て
い
る
さ
な
か
︑
院

の
会
員
は
職
の
斡
旋
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
︑
ま
た
そ
の
こ
と
を
音
楽
院
担
当
者
も
所
属
会
員
の
利
点
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
︒
ほ
か
に
も

帝
国
音
楽
院
は
︑
前
線
か
ら
帰
還
し
て
き
た
戦
争
負
傷
者
へ
の
専
門
職
斡
旋
）
（（
（

︑
未
成
年
の
芸
術
家
た
ち
の
労
働
条
件
改
善
）
（（
（

な
ど
と
い
っ
た
取
り

決
め
を
発
表
し
︑
芸
術
家
保
護
の
特
色
を
う
ち
だ
し
た
︒
帝
国
音
楽
院
本
部
に
残
さ
れ
た
会
員
と
院
担
当
者
と
の
や
り
と
り
か
ら
は
︑
上
記
の

ピ
ア
ノ
教
師
の
ほ
か
︑
空
襲
で
楽
器
を
失
っ
た
音
楽
家
に
新
し
い
楽
器
を
音
楽
院
が
貸
与
す
る
例）（（
（

︑
戦
線
慰
問
へ
赴
い
た
の
に
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン

ト
会
社
か
ら
報
酬
が
も
ら
え
な
か
っ
た
歌
手
の
訴
え
に
対
し
院
か
ら
法
的
助
言
を
与
え
た
例）（（
（

︑
経
営
者
が
急
死
し
閉
校
に
追
い
込
ま
れ
た
音
楽

学
校
の
未
亡
人
へ
従
来
の
援
助
を
継
続
す
る
決
定
）
（（
（

な
ど
︑
帝
国
音
楽
院
が
個
々
の
案
件
に
そ
れ
ぞ
れ
対
応
し
︑
助
言
と
支
援
を
行
い
︑
会
員
に

か
わ
り
﹁
ド
イ
ツ
労
働
戦
線
﹂
な
ど
の
所
轄
局
と
直
接
交
渉
す
る
役
割
を
担
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

　

戦
時
下
の
ド
イ
ツ
で
は
一
般
人
に
﹁
労
働
奉
仕
（A

rbeitseinsatz

）﹂
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
た
が
︑
帝
国
文
化
院
に
属
す
﹁
文
化
的
創
造

者
﹂
の
一
部
に
は
︑
こ
の
奉
仕
義
務
が
免
除
さ
れ
て
い
た）（（
（

︒
と
な
れ
ば
︑
問
題
に
な
る
の
は
免
除
措
置
を
決
め
る
た
め
の
審
査
で
あ
る
︒
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記
録
か
ら
は
帝
国
文
化
院
が
﹁
厳
し
い
基
準
の
下
で
﹂
と
し
な
が
ら
も
︑
該
当
メ
ン
バ
ー
の
審
査
を
下
部
の
各
院
の
判
断
に
完
全
に
委
ね
て

し
ま
っ
て
い
た
こ
と
が
推
察
で
き
る）（（
（

︒
た
と
え
ば
音
楽
院
の
場
合
は
以
下
の
よ
う
な
独
自
の
規
準
が
あ
っ
た
と
み
え
る）（（
（

︒

①　

専
門
分
野
に
お
い
て
秀
で
た
能
力

②　

該
当
会
員
の
個
人
的
な
素
行
に
つ
い
て
周
囲
の
人
び
と
に
よ
る
評
価

③　

音
楽
院
メ
ン
バ
ー
と
し
て
の
義
務
の
遂
行
能
力
（
た
と
え
ば
芸
術
教
師
と
し
て
の
授
業
時
間
数
︑
生
徒
数
︑
演
奏
活
動
の
回
数
）

　

こ
の
よ
う
な
点
に
も
︑
設
立
当
初
か
ら
一
貫
す
る
帝
国
音
楽
院
の
主
張
︑
す
な
わ
ち
芸
術
的
能
力
の
保
護
と
実
力
主
義
と
い
う
面
が
反
映
さ

れ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
︒
音
楽
院
総
裁
ラ
ー
ベ
は
︑
一
九
四
二
年
の
私
的
書
簡
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
︒

﹁
私
の
院
は
︑
幹
部
た
ち
の
理
想
主
義
に
満
ち
て
い
ま
す
︒
院
は
理
想
主
義
が
要
求
さ
れ
る
文
化
的
案
件
を
処
理
し
て
い
る
た
め
︑
そ
こ

に
は
常
に
理
想
主
義
的
な
発
想
が
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
︒
し
か
し
院
は
音
楽
家
た
ち
の
あ
ら
ゆ
る
経
済
的
問
題
に
も
対
処
し
な
く
て
は

な
ら
な
い
た
め
︑
わ
が
院
で
は
現
実
的
な
考
え
に
も
重
き
を
置
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
す）（（
（

﹂

　

彼
の
い
う
と
こ
ろ
の
﹁
音
楽
家
た
ち
の
あ
ら
ゆ
る
経
済
的
問
題
﹂
と
は
時
期
か
ら
い
う
と
︑
失
業
や
雇
用
政
策
よ
り
も
戦
時
と
い
う
﹁
現

実
﹂
に
起
因
す
る
制
約
や
困
窮
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
こ
れ
に
対
し
て
﹁
理
想
主
義
﹂
は
複
数
の
解
釈
が
可
能
な
言
葉
で
あ
る
が
︑

何
世
紀
も
音
楽
家
た
ち
の
職
能
団
体
が
掲
げ
て
き
た
要
求
を
も
と
に
︑
音
楽
院
が
一
貫
し
て
唱
え
て
き
た
﹁
能
力
主
義
﹂︑
そ
し
て
﹁
選
抜
﹂

に
基
づ
き
ド
イ
ツ
の
高
い
芸
術
水
準
を
維
持
す
る
こ
と
︑
と
い
う
説
明
も
可
能
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
︒
こ
う
し
て
み
る
と
︑
戦
時
と
い
う
非
常

事
態
で
は
む
し
ろ
︑
帝
国
音
楽
院
の
庇
護
的
な
性
格
が
よ
り
顕
著
に
な
っ
た
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
︒
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３　

ナ
チ
支
配
と
芸
術
家
の
生
涯

　

で
は
︑
一
二
年
間
の
ナ
チ
支
配
は
︑
音
楽
家
た
ち
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
の
だ
ろ
う
か
︒
言
い
か
え
る
な
ら
ば
︑
ナ
チ
体
制
と
そ
の

文
化
政
策
は
︑
彼
ら
の
生
涯
に
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
た
の
か
︒
こ
こ
に
判
明
す
る
限
り
の
帝
国
音
楽
院
の
幹
部
︑
亡
命
芸
術
家
を
含

め
︑
当
時
の
音
楽
界
と
そ
の
周
辺
で
活
躍
し
て
い
た
学
者
︑
著
述
家
な
ど
の
軌
跡
を
検
討
し
て
み
た
い
︒

　

一
般
に
︑
こ
れ
ま
で
の
個
別
研
究
動
向
か
ら
考
え
れ
ば
︑
ナ
チ
政
権
下
の
芸
術
家
た
ち
は
次
の
よ
う
に
分
類
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る）（（
（

︒

　

①　

人
種
的
︑
政
治
的
理
由
に
よ
り
追
放
も
し
く
は
殺
害
さ
れ
た
人
物

　

②　

 ﹁
国
民
啓
蒙
宣
伝
省
﹂
や
﹁
帝
国
文
化
院
﹂
と
い
っ
た
ナ
チ
政
府
の
省
庁
や
組
織
な
ど
︑
直
接
ナ
チ
政
権
の
文
化
政
策
に
携
わ
っ
た
人

び
と

　

③　

 

直
接
的
に
ナ
チ
政
府
の
役
職
と
は
関
係
な
い
が
︑
ナ
チ
時
代
に
音
楽
大
学
︑
芸
術
ア
カ
デ
ミ
ー
や
大
学
の
教
授
職
と
い
っ
た
伝
統
的
な

職
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
人
物

　

④　

自
身
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
や
行
動
に
関
わ
ら
ず
︑
ナ
チ
時
代
と
そ
れ
以
前
の
生
活
や
公
的
活
動
に
大
き
な
変
化
の
見
ら
れ
な
い
人
び
と

　

こ
の
時
代
を
生
き
た
人
び
と
を
︑
生
年
別
に
区
分
し
て
み
た
の
が
表
３
で
あ
る
︒
た
と
え
ば
︑
一
八
六
〇
年
以
前
に
生
ま
れ
た
世
代
は
︑
上

記
④
の
グ
ル
ー
プ
と
ほ
ぼ
重
な
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
彼
ら
は
作
曲
家
の
リ
ヒ
ャ
ル
ト
・
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
を
除
き
︑
第
二
次
世
界
大
戦
後
に
活
動

す
る
こ
と
が
ほ
ぼ
不
可
能
で
あ
っ
た
︒
ヒ
ト
ラ
ー
が
政
権
を
と
っ
た
時
点
で
六
〇
歳
を
越
し
て
い
た
こ
の
グ
ル
ー
プ
は
︑
ナ
チ
時
代
に
は
す
で

に
引
退
の
時
期
に
さ
し
か
か
っ
て
い
た
︒
も
っ
と
も
︑
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
が
ナ
チ
体
制
初
期
の
二
年
間
の
み
帝
国
音
楽
院
総
裁
に
起
用
さ
れ
た
よ
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う
に
︑
そ
の
国
際
的
知
名
度
を
政
府
に
利
用
さ
れ
た
例
も
存
在
す
る）（（
（

︒
た
だ
し
彼
は
戦
後
の
非
ナ
チ
化
審
理
で
無
罪
と
な
っ
た
時
に
は
︑
ナ
チ

ズ
ム
関
与
が
問
題
に
な
ら
な
い
ほ
ど
高
齢
で
あ
っ
た
︒

　

続
く
一
八
七
〇
年
代
生
ま
れ
の
ペ
ー
タ
ー
・
ラ
ー
ベ
︑
パ
ウ
ル
・
グ
レ
ー
ナ
ー
は
︑
帝
国
音
楽
院
の
総
裁
︑
副
総
裁
と
い
っ
た
最
高
職
を
務

め
た
人
物
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
彼
ら
も
ヴ
ァ
イ
マ
ル
共
和
国
期
に
す
で
に
そ
の
活
動
の
全
盛
期
を
終
え
︑
②
の
グ
ル
ー
プ
に
属
す
人
物
が
い
た

に
せ
よ
︑
ナ
チ
時
代
で
は
そ
ろ
そ
ろ
引
退
に
向
か
う
時
期
を
迎
え
る
年
齢
層
で
あ
る
︒
第
二
次
世
界
大
戦
中
に
死
去
し
た
者
も
多
く
︑
結
果
的

に
み
て
戦
後
の
活
動
と
の
連
続
性
は
ほ
ぼ
な
い
と
い
っ
て
よ
い
︒
ま
た
そ
の
地
位
を
獲
得
し
た
時
期
か
ら
考
え
れ
ば
︑
ナ
チ
政
権
は
彼
ら
の
生

涯
に
お
い
て
そ
れ
ほ
ど
決
定
的
な
役
割
を
果
た
し
た
わ
け
で
は
な
い
と
い
え
る
︒

　

次
の
一
八
八
〇
年
代
と
一
八
九
〇
年
代
生
ま
れ
は
︑
ヒ
ト
ラ
ー
︑
ゲ
ッ
ベ
ル
ス
を
は
じ
め
︑
第
一
次
世
界
大
戦
従
軍
経
験
が
あ
り
︑
戦
争
の

た
め
に
キ
ャ
リ
ア
形
成
も
自
身
の
家
族
形
成
も
遅
く
な
り
が
ち
で
︑
ポ
イ
カ
ー
ト
の
研
究
で
は
﹁
前
線
世
代
﹂
と
呼
ば
れ
て
い
る）（（
（

︒
た
だ
し
こ

の
グ
ル
ー
プ
は
従
軍
体
験
に
加
え
て
︑
第
三
帝
国
を
直
接
主
導
し
た
年
齢
層
と
も
重
な
っ
て
い
る
︒
芸
術
・
文
化
領
域
で
も
︑
イ
ー
レ
ー
ル
ト

や
フ
ル
ト
ヴ
ェ
ン
グ
ラ
ー
な
ど
︑
ナ
チ
文
化
政
策
に
一
定
の
役
割
を
果
た
し
た
人
物
が
多
い
こ
と
が
わ
か
る
︒
彼
ら
は
三
〇
代
か
ら
五
〇
代
の

働
き
盛
り
の
時
期
を
第
三
帝
国
で
過
ご
す
こ
と
に
な
っ
た
た
め
︑
ナ
チ
ズ
ム
関
与
の
程
度
に
よ
り
戦
後
の
活
動
も
明
暗
が
分
か
れ
る
傾
向
に

あ
っ
た
︒
た
と
え
ば
批
評
家
フ
リ
ッ
ツ
・
シ
ュ
テ
ー
ゲ
（Fritz Stege

）
は
︑
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
の
作
家
か
ら
帝
国
音
楽
院
が
新
設
し
た
ポ
ス
ト

に
よ
っ
て
公
的
な
地
位
を
獲
得
し
︑
ナ
チ
政
権
の
恩
恵
を
大
い
に
受
け
て
い
る
︒
し
た
が
っ
て
戦
後
に
な
る
と
︑
そ
の
ナ
チ
時
代
の
言
動
を
問

わ
れ
第
一
線
の
活
動
か
ら
は
退
い
た
︒
英
国
生
ま
れ
の
ヴ
ィ
ニ
フ
レ
ッ
ト
・
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
（W

inifred W
agner

）
も
︑
バ
イ
ロ
イ
ト
音
楽
祭

を
通
じ
て
ヒ
ト
ラ
ー
と
親
密
な
関
係
に
あ
り
︑
ナ
チ
政
府
と
積
極
的
に
関
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
運
営
難
に
陥
っ
て
い
た
音
楽
祭
を
再
建
し
た

が
︑
そ
れ
が
原
因
と
な
っ
て
戦
後
は
公
的
活
動
の
停
止
に
追
い
込
ま
れ
た
︒

　

一
方
で
︑
ヒ
ン
デ
ミ
ッ
ト
（Paul H

indem
ith

）︑
ケ
ス
テ
ン
ベ
ル
ク
（L

eo K
estenberg

）︑
プ
リ
ン
ク
ス
ハ
イ
ム
（K

laus Pringsheim

）
の

よ
う
に
︑
ナ
チ
政
権
初
期
の
段
階
で
亡
命
し
た
人
物
が
多
い
の
も
こ
の
世
代
に
顕
著
な
傾
向
で
あ
る
︒
芸
術
家
た
ち
は
年
齢
的
に
も
ま
だ
亡
命
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先
で
戦
後
の
活
動
を
展
開
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
︒
ア
メ
リ
カ
や
ア
ジ
ア
で
活
動
業
績
を
残
せ
た
芸
術
家
が
多
い
点
が
︑
八
〇
年
代
︑
九

〇
年
代
生
ま
れ
の
特
徴
と
い
え
る
だ
ろ
う
︒

　

最
後
に
︑
一
九
〇
〇
年
以
降
に
生
ま
れ
た
グ
ル
ー
プ
は
︑
一
九
三
三
年
に
ヒ
ト
ラ
ー
政
権
が
誕
生
し
た
時
に
は
ま
だ
二
〇
代
か
ら
せ
い
ぜ
い

三
〇
代
は
じ
め
の
若
手
と
い
え
る
層
で
あ
る
︒
彼
ら
は
第
一
次
世
界
大
戦
に
は
従
軍
し
て
お
ら
ず
︑
そ
の
人
生
航
路
に
お
い
て
︑
前
の
戦
争
の

影
響
を
直
接
的
に
は
受
け
な
か
っ
た
︒
ヴ
ァ
イ
マ
ル
共
和
国
で
は
ま
だ
学
生
で
あ
る
か
︑
学
業
を
終
え
て
い
て
も
そ
の
キ
ャ
リ
ア
を
開
始
し
よ

う
と
い
う
時
期
で
あ
る
︒
ポ
イ
カ
ー
ト
は
ヴ
ァ
イ
マ
ル
共
和
国
に
お
け
る
こ
の
世
代
の
特
徴
を
﹁
旧
世
代
へ
の
批
判
的
世
代
﹂
と
述
べ
る
が）（（
（

︑

む
し
ろ
人
生
の
キ
ャ
リ
ア
形
成
の
ご
く
初
め
の
時
期
を
ほ
ぼ
第
三
帝
国
に
負
っ
て
い
る
点
が
︑
上
の
世
代
と
異
な
る
点
で
あ
る
︒

　

こ
の
な
か
で
エ
ー
リ
ッ
ヒ
・
ヴ
ァ
レ
ン
テ
ィ
ン(E
rich V

alentin)

は
ナ
チ
党
員
と
な
り
︑
第
三
帝
国
時
代
に
は
︑
音
楽
界
の
有
力
者
た
ち
の

推
薦
を
受
け
︑
音
楽
ア
カ
デ
ミ
ー
な
ど
伝
統
的
ポ
ス
ト
を
歴
任
し
た
音
楽
学
者
で
あ
っ
た
︒
い
わ
ば
確
実
に
ナ
チ
政
権
の
恩
恵
を
受
け
た
人
物

の
ひ
と
り
で
あ
る
と
い
え
る
︒
彼
は
戦
後
﹁
ナ
チ
ズ
ム
協
力
者
だ
っ
た
過
去
﹂
へ
の
批
判
は
う
け
た
も
の
の
︑
そ
の
地
位
に
と
ど
ま
り
続
け
て

生
涯
を
全
う
し
た
︒
同
じ
よ
う
に
指
揮
者
ヘ
ル
ベ
ル
ト
・
フ
ォ
ン
・
カ
ラ
ヤ
ン(H

erbert von K
arajan)

も
第
三
帝
国
で
の
デ
ビ
ュ
ー
に
成
功

し
︑
ナ
チ
時
代
の
音
楽
活
動
に
よ
り
国
際
的
知
名
度
を
獲
得
し
て
い
く
︒
カ
ラ
ヤ
ン
も
ナ
チ
党
権
力
掌
握
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
入
党
し
た
経
歴
が

生
涯
取
り
ざ
た
さ
れ
た
が
︑
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
戦
後
の
華
々
し
い
活
躍
と
名
声
は
今
日
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
︒
こ
の
若
手
グ
ル
ー
プ
は
︑

第
三
帝
国
時
代
の
政
策
や
帝
国
文
化
院
に
直
接
関
与
し
た
わ
け
で
も
な
く
︑
ナ
チ
政
権
下
で
主
導
的
立
場
と
な
る
に
は
ま
だ
若
す
ぎ
た
と
い
っ

て
よ
い
︒
結
果
的
に
党
員
で
あ
っ
て
も
戦
後
の
非
ナ
チ
化
審
理
で
は
重
要
人
物
と
し
て
俎
上
に
上
ら
な
か
っ
た
た
め
︑
戦
後
の
活
躍
が
可
能
と

な
っ
た
と
も
い
え
る
人
々
で
あ
る
︒

　

こ
の
よ
う
に
︑
年
齢
や
世
代
別
に
見
直
す
だ
け
で
も
︑
こ
れ
ま
で
の
研
究
が
問
題
に
し
て
き
た
よ
う
な
﹁
ナ
チ
政
権
に
関
与
し
た
﹂
あ
る
い

は
﹁
無
関
係
だ
っ
た
﹂
と
い
う
単
純
な
責
任
論
で
は
見
え
て
こ
な
い
捉
え
方
が
可
能
と
な
る
︒
最
初
に
も
述
べ
た
よ
う
に
︑
ナ
チ
政
権
と
の
密

接
な
関
係
や
政
府
と
の
対
立
と
い
う
点
で
は
︑
フ
ル
ト
ヴ
ェ
ン
グ
ラ
ー
の
よ
う
な
著
名
人
に
研
究
者
や
世
間
の
注
目
は
ど
う
し
て
も
集
ま
り
が
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ち
で
あ
り
︑
彼
ら
の
生
涯
を
論
じ
る
う
え
で
も
ナ
チ
ズ
ム
と
の
関
わ
り
は
常
に
焦
点
と
な
っ
て
き
た）（（
（

︒
だ
が
実
際
に
は
よ
り
若
い
世
代
が
︑

キ
ャ
リ
ア
形
成
に
お
い
て
も
ナ
チ
文
化
政
策
の
恩
恵
を
受
け
て
お
り
︑
ま
た
そ
の
人
生
に
お
い
て
も
ナ
チ
支
配
は
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
と

も
言
え
る
の
で
あ
る
︒

お
わ
り
に

　

ヴ
ァ
イ
マ
ル
共
和
国
よ
り
以
前
の
時
代
か
ら
︑
芸
術
家
た
ち
は
団
結
し
て
同
業
者
団
体
を
つ
く
っ
て
き
た
︒
彼
ら
は
自
ら
の
利
益
を
追
求

し
︑
守
る
こ
と
に
熱
心
で
あ
っ
た
︒
様
々
な
領
域
で
結
成
さ
れ
た
同
業
者
の
組
織
と
運
動
は
︑
メ
デ
ィ
ア
の
勃
興
と
複
製
芸
術
の
普
及
︑
仲
介

者
と
し
て
の
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
業
者
の
登
場
︑
大
衆
消
費
文
化
の
出
現
と
そ
れ
に
伴
う
様
々
な
ト
ラ
ブ
ル
と
い
っ
た
ヴ
ァ
イ
マ
ル
共
和
国
の
時

代
性
に
対
抗
し
て
き
た
か
の
よ
う
に
み
え
る
︒
こ
の
こ
ろ
著
作
権
の
保
護
を
要
求
す
る
職
能
集
団
の
運
動
は
︑︿
芸
術
家
﹀
と
し
て
存
在
意
義

を
か
け
た
防
衛
的
側
面
を
持
ち
︑
ま
た
こ
の
よ
う
な
文
化
︑
芸
術
組
織
の
存
在
に
︑
我
々
は
当
時
激
変
し
て
い
た
文
化
生
活
の
片
鱗
を
み
て
と

る
こ
と
が
で
き
る
︒

　

一
九
三
〇
年
代
に
政
権
を
掌
握
し
た
ナ
チ
政
府
は
︑
政
権
初
期
に
国
民
啓
蒙
宣
伝
省
を
中
心
に
文
化
領
域
の
管
理
と
統
制
に
乗
り
だ
す
過
程

で
︑
こ
れ
ら
専
門
家
集
団
や
組
織
運
動
が
掲
げ
る
要
求
へ
の
対
応
を
す
で
に
迫
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
宣
伝
省
の
下
に
作
ら
れ
た
帝
国

文
化
院
は
︑
既
存
の
文
化
団
体
や
同
業
者
団
体
を
そ
っ
く
り
抱
え
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
︑
短
期
間
の
う
ち
に
芸
術
家
と
関
連
業
者
を
統
括
し
︑

会
員
の
選
抜
と
排
除
を
可
能
に
す
る
シ
ス
テ
ム
を
持
っ
て
い
た
︒
こ
の
シ
ス
テ
ム
が
実
際
に
機
能
し
て
い
た
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
︑
帝
国
文

化
院
が
専
門
家
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
︑
そ
の
自
主
的
な
運
営
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
側
面
は
注
目
に
値
す
る
︒
本
稿
で
取
り
上
げ
た
帝
国
音
楽
院

の
例
か
ら
も
︑
院
が
音
楽
や
音
楽
学
の
専
門
教
育
を
受
け
た
メ
ン
バ
ー
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
︑
職
能
組
織
と
し
て
会
員
の
自
律
性
を
維
持
し
よ

う
と
し
て
い
た
点
は
見
逃
せ
な
い
︒
こ
こ
に
ナ
チ
ズ
ム
の
文
化
政
策
︑
な
か
で
も
帝
国
文
化
院
に
よ
る
芸
術
家
政
策
は
︑
政
治
の
優
位
を
重
視
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す
る
ゲ
ッ
ベ
ル
ス
の
意
図
や
戦
争
遂
行
と
い
う
政
府
目
的
と
の
あ
い
だ
に
齟
齬
を
生
む
可
能
性
を
初
め
か
ら
は
ら
ん
で
い
た
と
い
え
る
︒

　

一
方
︑
芸
術
水
準
の
向
上
の
た
め
に
能
力
主
義
と
い
う
名
目
の
も
と
︑﹁
芸
術
家
と
し
て
ふ
さ
わ
し
く
な
い
人
々
﹂
を
労
働
市
場
か
ら
排
除

す
る
こ
と
は
︑
不
況
と
失
業
に
あ
え
ぐ
ヴ
ァ
イ
マ
ル
共
和
国
時
代
か
ら
多
く
の
音
楽
家
た
ち
の
要
求
し
て
き
た
こ
と
で
あ
っ
た
︒
彼
ら
の
要
求

は
ユ
ダ
ヤ
人
や
外
国
人
の
排
除
を
前
提
と
す
る
帝
国
文
化
院
の
成
立
に
よ
っ
て
よ
う
や
く
実
現
す
る
こ
と
に
な
る
︒

　

こ
の
よ
う
に
み
て
い
く
と
︑
一
定
基
準
に
基
づ
い
た
選
抜
と
排
除
︑
お
よ
び
自
国
の
音
楽
水
準
維
持
と
い
う
理
想
を
帝
国
音
楽
院
に
託
し
た

音
楽
家
た
ち
の
発
想
は
︑
特
定
の
人
々
を
排
除
し
︑﹁
純
粋
な
﹂
ド
イ
ツ
人
に
よ
る
民
族
共
同
体
の
建
設
を
も
く
ろ
む
ナ
チ
ズ
ム
の
思
想
と
共

通
す
る
点
が
あ
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
そ
し
て
ま
た
第
三
帝
国
の
文
化
政
策
が
︑
戦
後
ド
イ
ツ
で
活
躍
し
た
芸
術
家
た
ち
の
人

生
に
な
ん
ら
か
の
影
響
や
恩
恵
を
与
え
た
可
能
性
を
考
え
る
と
き
︑
我
々
は
︿
芸
術
﹀
と
独
裁
政
権
と
の
親
和
性
に
気
づ
か
さ
れ
る
の
で
あ

る
︒

　

近
代
以
来
付
加
さ
れ
た
﹁
自
律
性
﹂︑﹁
唯
一
無
二
の
存
在
﹂
と
い
っ
た
ヴ
ェ
ー
ル
を
脱
い
で
し
ま
え
ば
︑
芸
術
家
も
ま
た
︑
専
門
教
育
を
受

け
特
殊
技
術
を
持
つ
﹁
技
能
労
働
者
﹂
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
︒
一
個
人
と
し
て
彼
ら
が
独
裁
政
権
下
で
過
ご
し
た
日
々
は
︑
社
会
と
芸

術
や
︑
社
会
と
芸
術
家
と
の
関
係
性
が
学
界
で
見
直
さ
れ
つ
つ
あ
る
現
在
に
お
い
て
︑
こ
れ
か
ら
さ
ら
に
再
検
証
さ
れ
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い

と
考
え
る
︒
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註（
１
） 
芸
術
と
い
う
言
葉
の
定
義
は
研
究
者
に
よ
り
異
な
る
が
︑
概
ね

以
下
の
点
で
共
通
点
を
も
つ
︒
す
な
わ
ち
︑　

　

①�

本
来
﹁
技
術
﹂
と
い
う
言
葉
か
ら
派
生
し
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
の

職
人
芸
に
つ
い
て
用
い
ら
れ
た
概
念
で
あ
っ
た
が
︑
近
代
以
降
︑

各
領
域
す
べ
て
の
高
度
な
技
術
を
統
括
す
る
概
念
と
し
て
定
着
し

て
き
た
︒

　

②�

我
が
国
に
お
い
て
は
︑
明
治
維
新
時
に
輸
入
さ
れ
た
言
葉
で
あ
る

た
め
︑
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
ロ
マ
ン
主
義
的
な
脈
絡
に
お
け
る

﹁
社
会
か
ら
完
全
に
自
律
し
た
存
在
﹂
と
い
う
意
味
を
最
初
か
ら

内
包
す
る
概
念
で
あ
る
︒

　
　

M
ichael M

aurer, K
ulturgeschichte, K

öln:B
öhlau,2008.S.13-

32. 

笠
原
潔
︑
西
村
清
和
﹃
世
界
の
芸
術
文
化
政
策
﹄（
放
送
大
学
出

版
会
二
〇
〇
八
）
一
六-

一
九
頁
︒ 

（
２
） 

徳
丸
吉
彦
︑
利
光
功
﹃
社
会
に
お
け
る
人
間
と
芸
術
﹄（
東
京
：

放
送
大
学
出
版
会
二
〇
〇
一
）
一
一-

一
二
頁
︒
笠
原
︑
西
村
前
掲

書
同
頁
︒

（
３
） 

村
田
誠
一
﹁
近
代
の
終
焉
？
芸
術
的
表
現
の
可
能
性
と
限
界
﹂

﹃
芸
術
に
お
け
る
近
代
﹄（
東
京
：
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
二
〇
〇
四
）
二

四
二-

二
六
一
頁
︒　

三
宅
幸
夫
﹁
音
楽
家
﹂﹃
歴
史
学
事
典
第
八

巻　

人
と
仕
事
﹄（
佐
藤
次
高
編
︑
東
京
：
弘
文
堂
二
〇
〇
四
）
一

八
二-

一
九
三
頁
︒

（
４
） 

徳
丸
︑
利
光
︑
前
掲
書
一
一-

三
一
頁
︑
お
よ
び
一
二
七-

一

三
三
頁
︒
近
年
と
く
に
芸
術
諸
学
に
お
い
て
社
会
や
制
度
と
芸
術
と

の
関
わ
り
を
前
提
と
し
て
芸
術
と
社
会
や
国
家
と
の
関
係
を
見
直
す

動
き
が
盛
ん
に
な
っ
て
い
る
︒
わ
が
国
で
も
﹁
ア
ー
ト
・
マ
ネ
ー
ジ

メ
ン
ト
﹂
や
﹁
文
化
政
策
研
究
﹂
が
新
し
い
学
問
領
域
と
し
て
活
性

化
し
て
い
る
点
も
上
記
の
よ
う
な
社
会
的
要
請
を
反
映
し
た
も
の
と

い
え
る
︒
参
考
文
献
と
し
て
はT

h.W
.A

dorno, Einleitung in die  
M

usiksoziologie, Frankfurt/M
: Suhrkam

p, 1962, 

後
藤
和
子
﹃
芸

術
文
化
の
公
共
政
策
﹄（
東
京
：
勁
草
書
房
一
九
九
八
）︒
伊
藤
裕

夫
︑
中
川
幾
朗
︑
片
山
秦
輔
︑
山
崎
稔
惠
︑
小
林
真
理
﹃
ア
ー
ツ
・

マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
概
論
﹄（
東
京
：
水
曜
社 

二
〇
〇
一
）︒
根
木
昭

﹃
文
化
政
策
学
入
門
﹄（
東
京
：
水
曜
社
二
〇
一
〇
）

（
５
） 

従
来
の
こ
の
時
代
の
芸
術
家
を
と
り
あ
げ
た
研
究
は
︑
ナ
チ
ズ

ム
に
弾
圧
さ
れ
た
ユ
ダ
ヤ
系
芸
術
家
や
︑
国
内
に
残
り
政
治
に
翻
弄

さ
れ
た
芸
術
家
像
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
多
か
れ
少
な
か
れ

芸
術
家
た
ち
の
ナ
チ
加
担
の
過
去
を
糾
弾
す
る
か
︑
あ
る
い
は
弁
護

す
る
と
い
う
性
格
を
帯
び
て
い
た
と
い
え
る
︒
よ
く
知
ら
れ
て
き
た

も
の
と
し
て
︑C

urt R
iess, Furtw

ängler. M
usik und Politik, B

ern: 
A

lfred Scherz, 1953.

（﹃
フ
ル
ト
ヴ
ェ
ン
グ
ラ
ー 

音
楽
と
政
治
﹄

八
木
浩
︑
芦
津
丈
夫
訳
︑
東
京
：
み
す
ず
書
房
一
九
五
九
）, G

erhrd 

S
plitt Richard Strauss 1933-35. Ästhetik und M

usikpolitik zu 
Beginn der nationalsozialistischen H

errschaft, P
faffenw

eiler: 

C
entaurus, 1987. 

　
　

他
に
リ
ー
フ
ェ
ン
シ
ュ
タ
ー
ル
や
近
年
の
フ
ル
ト
ヴ
ェ
ン
グ
ラ
ー

に
関
す
る
膨
大
な
伝
記
的
研
究
の
多
く
に
も
あ
て
は
ま
る
︒
ま
た
音

楽
家
を
取
り
上
げ
た
カ
ー
タ
ー
の
一
連
の
著
書
は
豊
富
な
史
料
に
よ
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り
新
事
実
を
発
見
し
た
先
駆
的
か
つ
重
要
な
研
究
で
あ
る
が
︑
こ
れ

も
芸
術
家
の
ナ
チ
関
与
を
暴
く
こ
と
に
使
命
感
を
感
じ
て
き
た
他
の

研
究
書
の
傾
向
と
無
縁
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
︒
代
表
的
な
も
の
と

し
て
はThe Tw

isted M
use. M

usicians and Their M
usic in The 

Third Reich, N
ew

 Y
ork, O

xford: O
xford U

niversity Press, 1997.

（
邦
訳
﹃
第
三
帝
国
と
音
楽
家
た
ち　

歪
め
ら
れ
た
音
楽
﹄
明
石
政

紀
訳
︑
東
京
：
ア
ル
フ
ァ
ベ
ー
タ
社
二
〇
〇
三
）

（
６
） 

穴
山
朝
子
﹁
ナ
チ
ズ
ム
文
化
政
策
研
究
の
現
状
と
課
題
﹂﹃
文

化
政
策
研
究
﹄V

ol.3 （
二
〇
〇
九
）︑
一
一
四-

一
二
八
頁
︒

（
７
） 

ナ
チ
ズ
ム
研
究
に
と
っ
て
ド
イ
ツ
連
邦
文
書
館
所
蔵
の
文
書
群

が
最
大
の
手
掛
か
り
と
な
る
記
録
史
料
群
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で

も
な
い
が
︑
こ
れ
ら
公
文
書
は
政
府
や
体
制
の
意
図
を
反
映
す
る
以

上
︑
公
衆
の
実
態
や
現
実
は
見
え
て
こ
な
い
と
い
う
弱
点
が
あ
る
︒

従
っ
て
こ
れ
を
補
う
も
の
と
し
て
︑
私
文
書
や
雑
誌
︑
メ
デ
ィ
ア
に

よ
る
裏
付
け
作
業
が
必
要
で
あ
り
︑
本
稿
で
は
雑
誌
や
個
人
書
簡
な

ど
を
も
用
い
る
こ
と
に
す
る
︒

（
８
） 

ヴ
ァ
イ
マ
ル
時
代
の
革
新
性
や
多
様
性
を
最
初
に
評
価
し
︑
ま

た
そ
れ
に
対
す
る
あ
ら
ゆ
る
大
多
数
勢
力
の
反
動
性
を
指
摘
し
た
先

駆
的
研
究
と
し
て
は
︑Peter G

ay, W
eim

ar C
ulture. The outsider 

as Insider, N
ew

 Y
ork: H

erper &
 R

ow
, 1968.

（
亀
嶋
庸
一
訳

﹃
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
文
化
﹄
東
京:

み
す
ず
書
房
一
九
九
九
）
が
あ
げ

ら
れ
る
︒

　
　

ま
た
文
化
や
思
想
的
潮
流
に
お
け
る
モ
ダ
ニ
ズ
ム
と
続
く
ナ
チ
ズ

ム
と
の
親
和
性
を
指
摘
し
た
も
の
と
し
て
以
下
の
文
献
が
重
要
で
あ

る
︒Jeffrey H

erf, Reactionary M
odernism

. Technology, C
ulture, 

and Politics in W
eim

ar and the Third Reich, C
am

bridge: 
C

am
bridge U

niversity Press 1984. （
中
村
幹
雄
︑
谷
口
健
治
︑
姫

岡
と
し
子
訳
︑﹃
保
守
革
命
と
モ
ダ
ニ
ズ
ム
﹄ 

東
京
：
岩
波
書
店
一

九
九
一
）　

（
９
） 

A
lan

 E
.S

tein
w

eis, “W
eim

ar C
u

ltu
re an

d
 th

e R
ise o

f 

N
ational S

ocialism
. T

he K
am

pfbund für deutsche K
ultur ”, 

C
entral European H

istory, 24-4(1991), pp. 402-423.

　
　

ナ
チ
音
楽
政
策
研
究
で
は
先
駆
的
なPrieberg,

続
くM

eyer, 

L
evi 

な
ど
は
ヴ
ァ
イ
マ
ル
共
和
国
の
芸
術
界
に
お
け
る
反
ユ
ダ
ヤ

主
義
を
直
接
ナ
チ
文
化
運
動
の
萌
芽
に
結
び
つ
け
る
点
で
共
通
し
た

見
解
を
示
し
て
お
り
︑
続
く
他
分
野
の
研
究
も
こ
の
域
を
出
て
い
な

い
︒F

red
 P

rieb
erg

, M
usik im

 N
S-Staat. F

ran
k

fu
rt/M

: 

Fischer,1982. M
ichael M

eyer, The Politics of M
usic in the Third 

Reich, N
ew

 Y
ork, P

eter L
ang, 1991. E

rik L
evi, M

usic in the 
Third Reich, L

ondon: M
acm

illan, 1994. （﹃
第
三
帝
国
の
音
楽
﹄

望
田
幸
男
監
訳
︑
田
野
︑
中
岡
訳
︑
名
古
屋
：
名
古
屋
大
学
出
版
会

二
〇
〇
〇
）

（
10
） 

P
am

ela P
otter, M

ost G
erm

an of the Arts. M
usicology and 

Society from
 the W

eim
ar Republic to the End of H

itler’s Reich, 
N

ew
 H

aven &
 L

ondon: Y
ale U

niversity Press, 1998. p. 6

にL
eo 

K
estenberg(H

g.), Jahrbuch der deutschen M
usikorganisation, 

B
erlin: M

ax H
esse, 1931.

が
引
用
さ
れ
て
お
り
︑
こ
の
デ
ー
タ
は

そ
の
年
鑑
の
も
の
で
あ
る
。
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（
11
） 

Ibid., pp. 5-9.
（
12
） 

D
etlev J.K

. Peukert, D
ie W

eim
arer Republik. K

riesenjahre 
der K

lassischen M
oderne, Frankfurt/M

:Suhrkam
p, 1987.

（
邦
訳

﹃
ワ
イ
マ
ル
共
和
国 

古
典
的
近
代
の
危
機
﹄
小
野
清
美
︑
田
村
栄

子
︑
原
田
一
美
訳
︑
名
古
屋
：
名
古
屋
大
学
出
版
会
一
九
九
三
）
一

三-

一
四
頁
︒

（
13
） 

矢
野
久
︑
ア
ン
ゼ
ル
ム
・
フ
ァ
ウ
ス
ト
著
﹃
ド
イ
ツ
社
会
史
﹄

（
東
京
：
有
斐
閣
二
〇
〇
一
）
二
六
五-

二
七
〇
頁
︒

（
14
） Sperlings Zeitschriften Adreßbuch, H

andbuch der deutschen 
Presse, Leipzig: B

örsenverein der deutschen B
uchhändler (1925), 

S.109. 

（
15
） Zeitschrift für M

usik

（1929-1943, R
egensburg,

以
下ZfM

と
略
す
）.100(1933), D

ezem
ber, S.1274. 

こ
の
雑
誌
は
い
わ
ゆ
る

専
門
家
だ
け
で
は
な
く
当
時
急
増
し
て
い
た
一
般
愛
好
家
に
読
ま
れ

て
い
た
雑
誌
と
位
置
づ
け
ら
れ
︑
学
術
的
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
︑

当
時
の
文
化
生
活
全
般
に
関
す
る
情
報
が
豊
富
で
あ
る
こ
と
か
ら
︑

史
料
的
価
値
が
高
い
︒

（
16
） ZfM

 97(1930), M
ai, S. 478.

（
17
） ZfM

 97(1930), M
ai, S. 478.

（
18
） ZfM

 96(1929), M
ai, S

.278. F
riedrich B

lum
e(H

g.), D
ie 

M
usik in G

eschichte und G
egenw

art. Allgem
eine Enzyklopädie 

der M
usik unter M

itarbeit zahlreicher M
usikforscher des In- und 

Auslands, 17.B
and, K

assel: B
ärenreiter, 1949-1986. （

以
下M

G
G

と
略
す
）, Sachteil B

d.5, “K
lavier ”, S.310-311.

（
19
） 

文
化
庁
長
官
官
房
政
策
課
﹃
我
が
国
の
文
化
行
政
／
平
成
一
六

年
度
版
﹄（
東
京
：
文
化
庁
二
〇
〇
四
）
四
頁
︒

（
20
） 

徳
丸
吉
彦
﹁
芸
術
概
念
の
拡
大
﹂
青
山
昌
文
︑
徳
丸
吉
彦
編

﹃
芸
術
︑
文
化
︑
社
会
﹄（
東
京
：
放
送
大
学
教
育
振
興
会
二
〇
〇

五
）
一
七
八-

一
九
〇
頁
︒

（
21
） 

Steinw
eis, A

lan E. Art, Ideology, Econom
ics in Nazi G

erm
any, 

C
hapel H

ill &
 L

ondon: T
he U

niversity of N
orth C

arolina Pre ss, 

1993, p.8.

（
22
） 

Ibid., p.8.

（
23
） ZfM

 98(1931), A
pril, S. 422.

（
24
） 

Prieberg, a.a.O
., S.268.

（
25
） 

た
と
え
ば
︑
今
日
美
術
界
で
は
確
固
た
る
評
価
を
獲
得
し
て
い

る
ア
メ
デ
オ
・
モ
デ
ィ
リ
ア
ー
ニ
（
一
八
八
四-

一
九
二
〇
）
や
パ

ウ
ル
・
ク
レ
ー
（
一
八
七
八-

一
九
四
〇
）
も
︑
専
門
教
育
を
受
け

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
生
存
中
は
無
収
入
の
時
期
の
ほ
う
が
長
か
っ

た
と
い
う
事
実
な
ど
も
こ
う
し
た
芸
術
家
と
い
う
生
業
の
特
徴
を
物

語
る
︒
神
奈
川
県
立
近
代
美
術
館
編
﹃
芸
術
の
危
機　

ヒ
ト
ラ
ー
と

退
廃
芸
術
﹄（
同
美
術
館
発
行
一
九
九
六
）
二
〇
六-

三
六
五
頁
︒

（
26
） 

こ
れ
ら
多
く
の
団
体
に
関
し
て
は Stanley Sadie(ed.), The 

N
ew

 G
rove D

ictionary of M
usic and M

usicians,.29 V
ols., 

L
ondon: M

acm
illan, First E

dition, 1980. Second E
dition, 2001.

（
以
下N

G

と
略
）︑
前
述
のM

G
G

の
他
︑G

ert Selle, G
eschichte 

des D
esigns in D

eutschland, Frankfurt/M
.C

am
pas 1994.

八
束
は

じ
め
︑
小
山
明
﹃
未
完
の
帝
国
ナ
チ
ス
ド
イ
ツ
の
建
築
﹄（
東
京
：
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福
武
書
店
一
九
九
一
）︒ 

（
27
） 

Potter, op.cit., pp. 9-12.

（
28
） 
岡
本
薫
﹃
著
作
権
の
考
え
方
﹄（
東
京
：
岩
波
新
書
二
〇
〇

三
）
一
七-
五
六
頁
︑
紋
谷
暢
男
﹃JA

SR
A

C

概
論
﹄（
東
京
：
日

本
評
論
社
二
〇
〇
九
）
二-

一
五
頁
︒

（
29
） 

一
八
八
六
年
九
月
九
日
の
﹁
ベ
ル
ヌ
条
約
﹂
は
︑
作
家
ヴ
ィ
ク

ト
ー
ル
・
ユ
ゴ
ー
の
主
導
下
に
著
作
権
を
そ
の
著
作
物
の
誕
生
時
に

自
動
発
生
す
る
も
の
と
し
︑
こ
れ
に
何
ら
手
続
き
を
要
し
な
い
﹁
無

方
式
主
義
﹂
を
原
則
と
す
る
最
初
の
多
国
間
条
約
で
あ
る
︒
今
日
に

至
る
ま
で
著
作
権
保
護
の
基
本
条
約
と
さ
れ
︑
以
後
何
度
も
改
正
が

行
わ
れ
て
き
た
が
一
九
七
一
年
パ
リ
改
正
条
約
を
最
新
と
す
る
︒
社

団
法
人
日
本
著
作
権
情
報
セ
ン
タ
ー
編
﹃
初
め
て
の
著
作
権
講
座
﹄

（
東
京
：
社
団
法
人
日
本
著
作
権
情
報
セ
ン
タ
ー
二
〇
〇
二
）
一
六

-

一
九
頁
︒

（
30
） 

A
K

M

は
一
九
三
八
年
ナ
チ･

ド
イ
ツ
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
併
合

に
よ
っ
て
解
散
し
︑
戦
後
の
一
九
四
五
以
降
再
組
織
さ
れ
現
在
に
い

た
る
︒N

G
.

邦
訳
版
第
一
一
巻
二
三
頁
︒

（
31
） 

連
邦
文
書
館
ベ
ル
リ
ン
（
以
下B

A

と
略
す
）︑
文
書
整
理
記

号: R
55/1151. S.105, S.111-115, “Vertrag vom

 22. Juli. 1930”.

（
32
） 

G
E

M
A

とA
K

M

は
す
で
に
一
九
一
六
年
に
契
約
を
結
ん
で

お
り
︑
両
者
とG

D
T

は
一
九
三
〇
年
に
さ
ら
に
契
約
を
結
ぶ
こ
と

に
よ
り
三
つ
の
団
体
が
提
携
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
︒B

A
, 

R
55/1151, S105-106.

さ
ら
に
記
録
に
よ
れ
ば
︑
一
九
三
二
年
段
階

で
三
つ
の
連
合
体
﹁
音
楽
保
護
団
体
﹂
の
全
収
入
の
う
ち
︑G

E
M

A

が
四
八
パ
ー
セ
ン
ト
︑
ヴ
ィ
ー
ン
を
本
拠
地
と
し
たA

K
M

が
三
七

パ
ー
セ
ン
ト
︑GD

T

が
一
四
パ
ー
セ
ン
ト
を
得
た
と
さ
れ
て
い
る
︒

B
A

, R
55/1151. S.10

（
推
定
一
九
三
二
年
）

（
33
） 

E
benda.

（
34
） ZfM

 99(1932) Juni, S.505-506. 

（
35
） 

E
benda.

（
36
） 

E
benda, S.6-7. 

（
37
） 

Stadtarchiv R
egenburg

所
蔵“B

osse A
rchiv“

（
以
下SR

B
A

と
略
︑
未
整
理
の
た
め
文
書
整
理
番
号
な
し
）︑﹁G

E
M

A

か
ら

B
osse V

erlag 

宛
書
簡
﹂（
一
九
三
二
年
八
月
一
七
日
）S.1.

（
38
） 

E
benda, S.2.

（
39
） 

B
A

, R
55/1151, S.154. Vossische Zeitung

（B
erlin, 

一
九
三

三
年
七
月
五
日
）

（
40
） 

B
A

, R
55/1151, S.35. 

（
41
） 

一
九
三
三
年
七
月
に
宣
伝
相
ゲ
ッ
ベ
ル
ス
の
主
導
に
よ
り
︑

﹁
音
楽
上
演
権
調
停
に
関
す
る
法
（
著
作
権
保
護
法
）﹂
が
制
定
さ
れ

る
と
同
時
に
︑
ベ
ル
ヌ
条
約
に
準
じ
た
著
作
権
制
度
が
確
立
し
︑
既

存
の
ド
イ
ツ
国
内
の
二
組
織
を
合
体
さ
せ
︑STA

G
M

A
(Saatlich 

g
en

eh
m

ig
te G

esellsch
aft zu

r V
erw

ertu
n

g
 m

u
sik

alisch
er 

A
u

ffü
h

ru
n

g
srech

te rech
tsfäh

ig
er V

erein
k

raft staatlich
er 

V
erleihung) 

と
呼
ば
れ
る
国
の
著
作
料
お
よ
び
上
演
料
徴
収
組
織
が

設
立
さ
れ
た
︒B

A
,R

55/1151,S.15-16. 

（
42
） 
﹁
帝
国
文
化
院
法
﹂
お
よ
び
﹁
同
施
行
令
﹂
は
︑
法
律
家
の

シ
ュ
リ
ー
バ
ー
が
編
纂
し
た
以
下
の
文
献
の
冒
頭
に
掲
載
さ
れ
て
お
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り
︑
本
論
文
で
引
用
す
る
条
項
は
す
べ
て
こ
の
文
献
か
ら
引
用
す

る
︒K

arl Friedlich Schrieber, D
as Recht der Reichskulturkam

m
er, 

B
erlin: Junker und D

ünnhaupt V
erlag, B

d. 1, 1935, S.1-9. 

（
43
） 

E
benda.

（
44
） 

一
九
一
〇
年
代
ダ
ダ
イ
ズ
ム
か
ら
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
と
い
う

前
衛
運
動
の
流
れ
に
お
い
て
︑
例
え
ば
フ
ラ
ン
ス
の
画
家
マ
ル
セ

ル
・
デ
ュ
シ
ャ
ン
は
そ
の
作
品
︽
泉
︾（
一
九
一
七
年
）
で
便
器
を

作
品
と
し
て
展
示
す
る
こ
と
に
よ
り
︑
従
来
の
﹁
芸
術
﹂
概
念
へ
の

疑
問
を
投
げ
か
け
︑
当
時
の
創
作
界
に
大
き
な
衝
撃
を
与
え
た
︒
ナ

チ
ズ
ム
の
芸
術
観
は
こ
の
よ
う
な
実
験
的
挑
戦
を
理
解
し
な
い
も
の

で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒G

eorges C
harbonnier, Entretiens 

avec M
arcel D

ucham
p, M

arseille: D
im

anche E
diteur, 1994. （
邦

訳
﹃
デ
ュ
シ
ャ
ン
と
の
対
話
﹄
シ
ャ
ル
ボ
ニ
エ
︑
北
山
研
二
訳
︑
東

京
：
み
す
ず
書
房
一
九
九
七
︑
一
二
六-

一
三
〇
頁
）︒

（
45
） 

Schrieber, a.a.O
, B

d. 1-5, 1935-1937.

（
46
） 

B
A

, R
43II / 1241, S66.　

（
47
） D

ahm
 V

olker, “S
ystem

atische G
rundlagen und 

Lenkungsinstrum
ente der K

ulturpolitik des D
ritten R

eichs” in: 
Im

 D
schungel der M

acht. Intellektuelle Professionen unter 
Stalin und H

itler, D
ietrich B

eyrau(H
g.), G

öttingen:Vandenhoeck 
&

 R
uprecht, 2000, S.245.

（
48
） 

H
einz Ihlert. D

ie Reichsm
usikkam

m
er. Ziel, Leistungen und 

O
rganisation, B

erlin: Junker und D
ünnhaupt, 1935, S. 6.

ハ
イ
ン

ツ
・
イ
ー
レ
ー
ル
ト
は
一
八
九
三
年
生
ま
れ
の
古
参
党
員
で
ピ
ア
ノ

の
専
門
教
育
を
受
け
た
が
︑
一
九
二
九
年
か
ら
は
ロ
ー
ゼ
ン
ベ
ル
ク

の
﹁
ド
イ
ツ
文
化
闘
争
同
盟
﹂
音
楽
部
門
担
当
と
し
て
活
動
し
︑

SA

（
親
衛
隊
）
に
も
所
属
し
て
い
た
︒B

A
,

旧
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
セ

ン
タ
ー
文
書
（B

erlin D
okum

ent C
enter: 

以
下B

D
C

と
略
）, Sig.

（
文
書
整
理
番
号
）, Ihlert H

einz, O
5396. 

（
49
） Peter R

aabe, “W
esen und A

ufgaben der R
M

K
”, in: 

H
andbuch der Reichskulturkam

m
er, H

ans H
inkel(H

g.), B
erlin: 

D
eutscher Verlag für Politik und W

irtschaft, 1937, S.91-92.

（
50
） 

Ihlert, a.a.O
., S.1-6. 

（
51
） 

Peter R
aabe, a.a.O

., S 91-92. Ihlert, a.a.O
., S.11.

（
52
） 

B
D

C

所
蔵
各
個
人
記
録
お
よ
びM

G
G

.

とN
G

. 

よ
り
作
成

（
53
） 

Ihlert, a.a.O
., S. 8.

（
54
） 

﹁
職
業
音
楽
家
の
た
め
の
資
格
審
査
に
つ
い
て
﹂（
一
九
三
四
年

九
月
三
日
）, Schrieber, a.a.O

., B
d.1, S103-107. 

（
55
） 

Ihlert, a.a.O
., S. 8-9. 

（
56
） 

B
A

, R
56II/3, S.1-38.　

（
57
） 

一
九
四
二
年
三
月
二
一
日
︑
宣
伝
相
ゲ
ッ
ベ
ル
ス
の
名
に
よ
っ

て
﹁
前
線
兵
士
慰
問
企
画
に
お
け
る
文
化
的
な
創
作
者
動
員
の
規
則

に
関
す
る
命
令
﹂ZfM

. 109 (1942) M
ai, S.233.

（
58
） 

﹁
一
九
三
九
年
十
一
月
二
十
七
日
ゲ
ッ
ベ
ル
ス
の
演
説
よ
り
﹂

平
井
正
著
﹃
二
〇
世
紀
の
権
力
と
メ
デ
ィ
ア
﹄（
東
京
：
雄
山
閣
一

九
九
五
）
一
六
八
頁
︒

（
59
） Fritz Stege, ‘N

euorganisation im
 K

rieg’, ZfM
. 106 (1939) 

N
ovem

ber, S.1113-1115. 
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（
60
） Am

tliche M
itteilungen der RM

K
 (O

ktober, 1939) in: Z
fM

 

106 (1939), S.1071. 

（
61
） 

Peter R
aabe, ZfM

, 106 (1939) N
ovem

ber, S., 1129-1130.

（
62
） 

B
A

. R
56II/3, S.39-55.

（
63
） ZfM

. 109 (1942) A
pril, S. 183.

（
64
） ZfM

. 109 (1942) Septem
ber, S. 425. 

（
65
） 

R
56II/12, S1. 

（
66
） 

R
56/II, S.58.

（
67
） 

R
56II/3, S.1-38. 　

（
68
） B

A
. R

56, II/5, S. 1. “R
M

K
 R

echtsabteilung, Präsident der 
R

M
K

”. 

一
九
四
三
年
二
月
一
〇
日
︑
帝
国
文
化
院
の
総
裁
ヒ
ン
ケ

ル
﹁
文
化
創
造
者 K

luturschaffende

の
戦
時
労
働
動
員 K

riegs-

arbeitereinsatz

に
関
す
る
命
令
﹂

（
69
） 

B
A

. R
56, II/5, S.8-10.  

（
70
） 

E
benda, S.2-4.

（
71
） 

SR
B

A
. R

aabe

か
らB

osse

宛
（
一
九
四
二
年
八
月
七
日)

（
72
） 

穴
山
前
掲
書
一
二
二-

一
二
三
頁
︒

（
73
） 

D
ahm

, a.a.O
., S.245

（
74
） 

Peukert,

邦
訳
前
掲
書
九-

二
二
頁
︒

（
75
） 

ポ
イ
カ
ー
ト
は
ヴ
ァ
イ
マ
ル
時
代
に
お
け
る
こ
の
世
代
を
﹁
余

計
者
世
代
﹂
と
呼
ぶ
︒
彼
ら
に
は
従
軍
経
験
も
な
く
︑
世
界
恐
慌
に

よ
る
経
済
不
況
の
失
業
の
影
響
を
受
け
︑
い
わ
ゆ
る
上
の
﹁
前
線
世

代
﹂
へ
の
反
感
を
抱
い
て
い
る
も
の
と
し
て
い
る
︒
ポ
イ
カ
ー
ト
前

掲
書
同
頁
︒

（
76
） 

フ
ル
ト
ヴ
ェ
ン
グ
ラ
ー
に
関
し
て
は
膨
大
な
一
般
書
や
研
究
書

が
次
々
に
発
行
さ
れ
て
い
る
︒
前
述
し
た
リ
ー
ス
の
著
書
の
他
最
近

の
も
の
と
し
て
︑Prieberg, Fred K

. Kraftprobe. W
ilhelm

 Furtwängler 
im

 D
ritten Reich, W

iesbaden: B
lockhaus, 1986

（
香
川
檀
︑
市
原

和
子
訳
﹃
巨
匠
フ
ル
ト
ヴ
ェ
ン
グ
ラ
─
ナ
チ
時
代
の
音
楽
闘
争
﹄
東

京
：
音
楽
之
友
社
一
九
九
〇
）︒Shirakaw

a, Sam
 H

.  The D
evil’s 

M
usic M

aster. The controversial Life and C
areer of W

ilhelm
 

Furtw
ängler, N

ew
 York: O

xford U
niversity Press, 1992. H

erbert 
H

affner, Furtw
ängler, M

ünchen: Piper Verlag, 2002

（
最
上
英
明

訳
﹃
巨
匠
フ
ル
ト
ヴ
ェ
ン
グ
ラ
ー
の
生
涯
﹄
東
京
：
ア
ル
フ
ァ
ベ
ー

タ
社
二
〇
一
一
）︒

＊
本
論
文
は
平
成
二
二
年
度
︑
二
三
年
度
文
科
省
・
日
本
学
術
振
興
会

科
学
研
究
費
補
助
金
の
﹁
挑
戦
的
萌
芽
研
究
︽
ド
イ
ツ
・
ナ
チ
ズ
ム

の
文
化
政
策
研
究
︾﹂
の
交
付
を
う
け
た
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
︒

＊
な
お
本
稿
を
作
成
す
る
に
あ
た
り
︑
日
本
文
化
政
策
学
会
大
会
（
平

成
二
二
年
一
月
）︑
東
京
大
学
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
﹁
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
と

音
楽
﹂（
平
成
二
二
年
一
〇
月
）︑
日
本
ア
ー
ト
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
学

会
大
会
（
平
成
二
三
年
一
一
月
）
に
て
︑
そ
れ
ぞ
れ
専
門
領
域
の

方
々
よ
り
多
く
の
ご
教
示
を
頂
い
た
︒
こ
の
場
を
借
り
て
御
礼
申
し

上
げ
た
い
︒

（
院
第
二
七
回
生
︑
お
茶
の
水
女
子
大
学

ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
・
ア
シ
ス
タ
ン
ト
）
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表
３
　
第
三
帝
国
　
芸
術
家
の
個
人
デ
ー
タ
（
生
年
、
世
代
別
分
類
）

（
2011

年
８
月
時
点
で
の
判
明
分
）

１９００年以降生まれ
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１８９０年代生まれ
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１８８０年代生まれ



127　　ナチ政権下の芸術家

１８７０年代生まれ



　　お茶の水史学　55号　　128

１８６０年代生まれ


