
,

大

と

小

の

話

利

根

川

.裕

ニ
ュ
郭

ヨ
ー
ク
の
メ
ト

ロ
ポ
リ
タ

ン
歌
劇
揚
、
と

い
う

の
は
、

私
は
い

っ
た
こ
と
が

な
い
か
ら
、
-
見
当

は

つ
く
も
の

の
、

じ

つ
は
知

ら
な
い
。

そ
の
劇
場
で
、

二
、
ユ
ー

ヨ
ー
ク

づ
フ

ィ
ル
の
演
奏

を
聴

い
て
帰

っ
て
き

売
友

汰
と
会

っ
て
、
さ

∂
そ
く

私
は
そ

の
音
楽

の
出
来
栄

え
を
あ
れ

亡

れ

訊

ね

た

が
、
彼

は
い

っ
こ
う
に
乗

っ
て
き

て
く
れ
な

い
。
そ

し
て
、

「
気
取

り
す
ぎ
る
ね
」
と

か
、

「
オ
レ
は
愉
快

で
は
な

い
ね
」

～
と

口
走

る
。
彼

の
イ

ラ
イ
ラ
し
て
い
る

の
は
、
新

任
指
揮
者

ズ
ビ
ン

・
メ
ー
タ
指
揮

の
音
楽

の
こ
と
か

と
思

っ
た
ら
、
き
に

あ
ら
ず
。
案
内

し
て
く
れ
た
男

(
こ

の
男
が
私
癒
ち

の
共
通

の
友
人
な

の
だ
が
)

へ

の
不
満
ら

し
い
。

「
あ

ん
な

に
キ
ザ
な
や

つ
と

は
思
わ
な
か

っ
た
な
」

と
も

い
う
。

隔

ど
う
し
た

ん
だ

い
?
』
乏
私
。

「
だ

っ
て
ね
…
…
」
と
、
彼
が

い
う

に
は
、
在
米

の
友
人

は
、
メ
添

ロ
ポ
リ
タ

ン
の
大
歌
劇
場
を
さ
し

へ

も

て
一

「
あ

の
こ
や

は
」
と
い

っ
光
と
い

う

の

で

あ

ヘ

へ

ゐ
。
字

で
書
け
ば
、
小
屋

の
こ
や

で
あ
る
。
ト

ノ

ヘ

ツ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

「
あ

い
つ
は
オ

レ
を
お

の
ぼ

り
さ
ん
扱

い
し
て
、

へ

も

わ

ざ
と
さ
り
げ

な
く
、

〃
あ

の
亡
や
は
"

な
ん
て
い

ド

ヘ

ヘ

へ

い
や
が

っ
た
よ
。

い
や
み
だ
ね

え
」

と
、
用怒

り
は
な
か
な
か
解

け
な
い
。
ま
あ
、

こ

の

話
、
わ

か
ら
な
い
で
は
な
い
。

彼
と
し
て
は

(
彼
は
か
な
り
英
語
学

の
素
養
が
あ

ヘ

へ

る
)
、
こ
や

の

「
小
」

か
ら
、
犀
二
〇
と

か
、
°。ヨ
曁

と
か
、

さ
ら
に
は

噂
o
o
『
と

い
う
イ
メ
ー
ジ
な
連

想

し
た
ら
し

い
。
メ
ト

ロ
ポ
リ
タ

ン
歌
劇
場
が
そ
れ
に

ふ
さ
わ

し
く
な
塾

の
は
当
然
だ

ろ
う
。

だ

か

ら

彼

マ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

は
、
そ
れ
を
あ
え
て
こ
や
と
い

っ
た
、

そ
の
ひ
ね

り

ヘ

へ

か
た

に
カ
チ

ン
と
き
た
、
と

い
う
次
第

で
あ
る
。

'
櫛
、

こ
れ

億
帰
国
早

凌
め

わ
が
友

の
ほ
う

の
漁
け

で
あ

る
。

こ
こ
ろ
み
に

『
広
辞
苑
』
を

ひ
い
て
見
給

え
。
そ
こ
に
は

「
小

さ
く

て
粗
末
な
家
」
と
も
あ

る

が
、

ま
た
こ
う
記

し
て
も
あ

る

「
芝
居
ま

た
は
見
世

物

を
興
行
す

る
建
物
」
と
。

在
米

の
友
人

は
、
も
と
も
と
東
京
育
ち

で
、

ふ
だ

ヘ

へ

協
か
ら

h
掀
舞
伎
座

っ
て
い
う

こ
や

は
ね
・…
・・」
と

へ
　

も

か
、

「
国
際
劇
場

っ
て
こ
や

は
…
…
」
と

い
う

い
い

か
-た
を
、
よ
く

し
て
い
た

の
を
、
私

は
知

っ
て
い
る
。

ヘ

へ

も

託

る
て
、

こ
う

い
う

い
ヤ
物
た

は
、
れ

っ
き
と

し
た

伝
統
的

な
日
本
語

の
使

い
か
た
で
あ

る
。

七
か

し
、

英
語

君
は
、

な
ま
じ
英
語
的
理
解

に
長
け

て
い
る
ぽ

っ
か
り
に
、

唱
こ
う

い
う
日
本
語

の
使

い
か
た
を
、°
も

う
ど

こ
か
で
ふ
り
落

し
て
し
ま

っ
た
ら

し
い
。

・
先

日
、
急

い
で
校
正

し
な
け
れ
ば
な
ち
な

い
原
稿

が
あ

っ
て
、
編
集
者

か
ら
電
話

で
私
の
文
章
を
読
み

あ
げ

て
も
ら

っ
た
ら
、
そ

こ
で

「
ダ

イ
ブ
タ
イ
」
と
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い
う
。

一
瞬
、
私

は
乏

ま
ど

っ
た
。

ドそ

ん
な

こ
と

は

書

い
た
覚
え
が
な

い
。
き
き
直
す
と
、
そ
れ
が

「
大

舞
台
」

の
こ
と
と
わ

か

っ
た
が
、

こ
れ

は

「
オ

オ
ブ

タ
イ
」
と
読

ん
で
く
れ
な
く

て
は
困
る
。

と「
大
歌
舞
伎
」
と
書
け
ぽ
、

「
ダ
イ

カ
ブ
キ
」

で

は
な
く

「
オ
オ
カ
ブ
キ
」

に
き
ま
り
き

っ
て
い
る
。へ

そ

こ
で
私

は
電
話

口
で
、
そ
れ

こ
そ
少
な

か
ら
ず

い

ヘ

へ

や
み
に
、

へ

.

「
吉
原

の
大
門

は
、
ダ
イ

モ
ン
で
ぱ
た
く
オ
オ

モ

ン
で
し

ょ
う
」

:

・

と

い
う
乏
貸
相
手

ば
、

,
、

「
た
し
か
芝

の
増
上
寺

に
あ

る

の
は
ダ
イ

モ
ン
で

し
た
ね
?
」

な
ど
と
逆
襲

す
る
。
rそ
れ
は
そ
う
に
、違

い

な

い

が
、
言
葉

の
発
生

の
由
来

が
も
と
竜
累ζ
違

う

の
で
あ

る
。
で
、
私

は
声

を
あ

ら
げ

て
い

っ
た
。

、

「
幸
子
と
書
く

女
の
子
が

い
た
ら
.
サ
チ

コ
か

ユ

キ

コ
か
き

み
は
勝

手
に
き

め
ら
れ

る
の
か
い
」
と
。

「
大
相
撲
」
は
、
む

ろ
ん
「
オ
オ
ズ
モ
ウ
」
で
あ
る
。

そ

の
こ
と
も
電
話

口
で
い
う
と
、
相
手

は
、

「
し

か
し

ア
メ
リ
カ

の
野
球

は
、
大

(
ダ
イ
)
り

ー
グ

で
す
ね
」

な
ど
と
、
ま
ぜ
返
す
。

こ
れ

に
は
私
も
思
わ
ず

吹

き
だ

し
て
し
ま

っ
た
が
、
そ

こ
で
私
も
負
け
て
な
る

.

も

の
か
と
、

「
日
本

の
プ

ロ
野
球
は
、

王
選

手
が

い
る
か
ぎ

り

は
、
オ
オ
リ
ー
グ
と
呼
ぶ
ん
だ
」

と

い
う
と
、

こ
ん
ど

は
相

手
が
ゲ

ラ
ゲ

ラ
笑

い
だ

し

て
し
ま

っ
た
。

大
相
撲
も
、

つ
い
で

に
『
広

辞
苑
』
を
ひ
く
と
、
①

盛
大
な
相

撲
。
②
大
日
本
相
撲
協
会

に
よ

っ
て
行
わ

る
相
撲
。
③

四

っ
に
組

ん
で
見
ご

た
え
の
あ

る
相
撲

と
あ

る
。
ふ

っ
う
私

た
ち
が

テ
レ
ビ
で
み
る
相
撲

は
、

②

の
大
相

撲
で
あ

る
。

つ
ま
り
、
草
相
撲

に
対
す

る

大
相
撲

で
あ

る
。

話

は
変

る
が
、
国
鉄

の
駅
名

の
標
識
と

い
う

の
は
、

な
か
な
か
多
様
化

し
て
い
て
、
た
と
え
ぽ

「
金
沢
」

の
漢
字
記
名

之
、

「
内
b
乞
>
N
諺
≦
諺
」

の
ロ
ー

マ

字
記
名
と
、

「
か
な
ざ
わ
」
と

い
う

ひ
ら
が
な
表

記

の
三

つ
が
同
居

し
て
い
る
。

「
あ
れ

で
日
本
語
を
覚

え

る
の
が

コ
ツ
で
す
」
と

い

っ
た
外

人
が

い
た
。
そ

う

い
う
功
徳
も
あ
る
が
、

そ
れ
と
は
別

に
、

国
鉄
当

局
は
ど
う
も
漢
字

に
ひ
き
ず

ら
れ
が

ち
で
、「
熊
谷
」

を

「
く
ま
が
や
」
と
表
記

し
て
い
る
。
本
来

は
、
熊

谷
(
ク

マ
ガ
イ
)
次
郎

直
実

の
よ
う

に

「
く

ま
が

い
」

で
あ

っ
た
は
ず

だ
。「
谷
」
と

い
う
字

に
ひ
き
ず
ら
れ

て

「が

や
」

に
な

っ
て
し
ま

っ
た
の
だ

ろ
う
。

現
代

は
視
聴
覚
時
代
だ
、
な
ど
と

い
う
。
た
し

か

に
表
面

は
文
字
離
れ
が
進

ん
で
い
'る
ま
う

に
み
え
る

が
、

し
か
し
、

そ
れ

は
本
当

か
し
ら
。
む
し

ろ
、
大

舞
台

や
大
歌
舞
伎

を
ダ
イ
ブ

タ
イ
、
ダ

イ
カ
ブ

キ
な

ど
と
読
む
の
は
、
文
字
面

か
ら
く

る
誤
法

で
あ

る
。

お
ん

文
盲

の
む

か
し
の
人

は
、
ち

ゃ
ん
と
音
と
し

て
文
化

を
伝

承
し
て
い
た
か
ら
、
そ

ん
な
あ
や
ま
ち
は
犯
さ

な

か

っ
た
。
と
す

る
と
現
代

こ
そ
文
字
時
代
だ
と

い

い
た
い
く
ら

い
で
あ
る
。

言
葉
と
文
字

の
関
係
は
な
か
な
か
複
雑

で
、

と
て

も

一
筋
縄

で
は
い
か
な

い
。
し

か
し

こ
こ

に
こ
そ
文

化

の
厚

み
が
あ
る

の
だ
か
ら
、

こ
れ
を
開

明
的

に

一

元
化

し
た
り
簡

略
化
し
た
り
し
よ
う
と
い
う
文
化
行

政

に
私
は
大
反
対
で
あ

る
。

と

こ
ろ
が
、
な
ま
か
じ
り

の
開

明
派
が

い
て
、

そ

れ
が
無
学
と
手
を
結

ん
で
ダ
イ
ブ
タ
イ

な

ど

と

い

う
。

(
こ

の
種

の
誤
法
が

な
ん
と

テ
レ
ビ
や
ラ
ジ
オ

放

送
に
多

い
こ
と

か
。
)
す

る
と
、

こ
ん
ど

は
そ
れ
を

聞

い
て
聴
覚
的

に
目
本
語
を
覚
え

る
世
代
が
、
そ
れ

を

そ
の
ま
ま
継
承
す
る
。

こ
う

し
て
日
本
語

は
、
だ

ん
だ

ん
本
来

の
由
緒
を

.
忘
れ

て
ゆ
く
よ
う
だ
。

へ

こ
れ
だ
け
大
学
が
ふ
え
た
ん
だ
か
ら
、
国
語
力

だ

へ

け

は
小
学
校

な
み
、

な
ん
て
こ
と
は
あ

る
ま
い
、
と

い
う

の
が
、

こ
の

「
大
と
小

の
話

」

の
、
悪

く
は
な

ヘ

へ

い
お
ち
で
あ
る
。
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