
先
回
の
エ
ッ
セ
イ
（
１
）
で
、
文
楽
を
引
き
合
い
に
出
し
て
、
劇
上
演
に

お
け
る
俳
優
、
演
技
、
劇
人
物
の
関
係
構
造
に
つ
い
て
述
べ
た
。
文

楽
で
は
、
こ
れ
ら
の
要
素
が
物
理
的
に
分
か
れ
て
い
る
と
み
る
こ
と

が
で
き
る
が
、
そ
れ
は
、
そ
も
そ
も
劇
上
演
と
い
う
も
の
が
、
視
覚

と
聴
覚
の
二
つ
の
知
覚
感
覚
に
よ
っ
て
受
容
さ
れ
る
も
の
だ
か
ら
で

あ
る
。
端
的
に
い
っ
て
、
視
覚
対
象
は
俳
優
の
身
体
で
あ
り
、
聴
覚

対
象
は
せ
り
ふ
で
あ
る
が
、
こ
の
二
つ
の
感
覚
性
を
結
び
付
け
る
も

の
と
し
て
「
演
技
」
が
あ
る
。
文
楽
の
構
造
分
析
で
は
、
こ
の
「
演

技
」
を
担
う
の
が
人
形
で
あ
る
と
し
た
。

だ
が
、
文
楽
で
実
際
に
観
客
が
見
て
い
る
の
は
、
俳
優
に
当
た
る

と
し
た
人
形
遣
い
だ
と
い
う
よ
り
は
、
人
形
遣
い
が
操
っ
て
い
る
人

形
の
動
作
で
あ
ろ
う
。
と
き
に
は
、
操
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
に
観

客
の
意
識
を
向
け
さ
せ
よ
う
と
し
て
、
常
は
黒
衣
に
身
を
包
ん
で
い

る
人
形
遣
い
が
自
ら
の
姿
を
み
せ
る
こ
と
も
あ
る
。
座
内
の
地
位
が
、

伝
統
的
に
太
夫
の
下
に
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
人
形
遣
い
の
、
い
わ
ば

自
己
誇
示
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、
両
者
（
人
形
遣
い
と
人
形
）
を
合

体
さ
せ
た
方
が
、
も
っ
と
強
力
に
な
る
だ
ろ
う
。
ま
さ
し
く
そ
う
し

た
の
が
、
人
形
浄
瑠
璃
を
取
り
入
れ
た
歌
舞
伎
の
い
わ
ゆ
る
義
太
夫

狂
言
で
あ
る
。
文
楽
で
は
、
人
形
遣
い
が
太
夫
の
語
り
に
合
わ
せ
て

人
形
を
動
か
す
が
、
歌
舞
伎
で
は
、
床
の
太
夫
が
俳
優
の
動
き
を
う

か
が
い
、
そ
れ
に
合
わ
せ
て
語
る
。
俗
に
、
み
る
芝
居
、
き
く
芝
居

と
い
う
が
、
要
は
、
観
客
の
意
識
が
、
劇
上
演
の
二
つ
の
感
覚
性
の

【
エ
ッ
セ
イ
】

演
技
を
み
る
観
客
の
意
識

―
―
比
較
演
劇
ノ
ー
ト
（
三
）
―
―

毛

利

三

彌
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い
ず
れ
に
比
重
を
お
く
か
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

こ
の
問
題
を
現
代
演
劇
に
お
い
て
提
出
し
た
と
い
え
る
の
が
、
二

〇
〇
一
年
九
月
に
フ
ラ
ン
ス
か
ら
来
日
し
て
、
東
京
の
新
国
立
劇
場

で
公
演
し
た
太
陽
劇
団
の
『
堤
防
の
上
の
鼓
手
』
の
舞
台
（
２
）
と
、
日
本

の
若
い
劇
団
ク
・
ナ
ウ
カ
が
数
年
前
に
上
演
し
た
『
メ
デ
イ
ア
』
の

舞
台
（
３
）
で
あ
っ
た
。

『
堤
防
の
上
の
鼓
手
』
は
、
エ
レ
ー
ネ
・
シ
ク
ス
ー
の
台
本
で
、

簡
単
に
い
う
と
、
昔
の
中
国
ら
し
き
国
に
大
洪
水
が
襲
っ
て
く
る
こ

と
に
な
り
、
裕
福
層
の
住
む
国
の
半
分
だ
け
で
も
助
け
る
た
め
に
、

河
の
一
方
の
堤
防
を
故
意
に
決
壊
さ
せ
よ
う
と
す
る
支
配
層
と
、
そ

う
は
さ
せ
ま
い
と
す
る
民
衆
層
の
駆
け
引
き
が
劇
を
進
行
さ
せ
、
結

局
最
後
は
、
国
中
が
洪
水
に
見
舞
わ
れ
て
全
滅
す
る
と
い
う
話
で
あ

る
。
こ
の
舞
台
は
、
ど
こ
の
都
市
で
上
演
す
る
場
合
で
も
、
劇
団
が

本
拠
と
す
る
パ
リ
郊
外
の
元
弾
薬
庫
の
劇
場
で
初
演
し
た
形
を
そ
の

ま
ま
再
現
し
た
ら
し
い
。
妥
協
し
な
い
こ
と
で
有
名
な
劇
団
主
宰
者

で
演
出
家
の
ム
ヌ
ー
シ
ュ
キ
ン
は
、
新
国
立
劇
場
に
も
そ
れ
を
要
求

し
て
き
て
、
日
本
側
ス
タ
ッ
フ
は
彼
女
と
折
り
合
い
を
つ
け
る
の
に

ず
い
ぶ
ん
と
苦
労
し
た
と
い
う
。
だ
が
、
舞
台
中
央
に
作
ら
れ
た
大

き
な
真
四
角
の
枠
の
中
に
、
最
後
に
い
っ
ぱ
い
の
水
が
張
ら
れ
て
大

洪
水
の
さ
ま
を
あ
ら
わ
す
、
そ
の
初
演
の
と
き
の
水
の
量
を
入
れ
る

と
、
新
国
立
劇
場
の
床
が
抜
け
る
危
険
性
が
あ
る
と
わ
か
り
、
こ
れ

に
は
さ
す
が
の
ム
ヌ
ー
シ
ュ
キ
ン
も
、
水
量
を
減
ら
す
こ
と
に
同
意

せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
ら
し
い
。

太
陽
劇
団
の
『
堤
防
の
上
の
鼓
手
』
は
、
文
楽
の
表
現
形
式
を
取

り
入
れ
た
も
の
と
し
て
、
欧
米
で
評
判
を
呼
ん
だ
も
の
で
あ
る
。

個
々
の
俳
優
の
背
後
に
黒
子
が
立
ち
、
俳
優
は
あ
た
か
も
人
形
遣
い

に
操
ら
れ
て
い
る
人
形
の
よ
う
に
演
技
す
る
。
と
き
に
黒
子
が
俳
優

を
持
ち
上
げ
て
大
き
く
移
動
さ
せ
た
り
も
す
る
が
、
大
部
分
は
、
俳

優
が
自
ら
動
く
。
だ
か
ら
こ
れ
は
、
文
楽
よ
り
、
歌
舞
伎
の
人
形
ぶ

り
演
技
に
倣
っ
た
と
す
る
ほ
う
が
正
し
い
だ
ろ
う
。
し
か
も
、
せ
り

ふ
は
俳
優
自
身
が
話
し
、
そ
の
話
し
方
に
、
動
き
に
か
け
た
ほ
ど
の

特
別
な
訓
練
を
積
ん
で
い
な
い
よ
う
に
見
え
た
こ
と
も
、
文
楽
と
の

違
い
を
明
白
に
感
じ
さ
せ
た
。

最
後
に
、
舞
台
の
大
き
な
枠
の
中
に
噴
き
出
て
き
た
大
水
に
、

人
々
（
こ
れ
は
本
当
の
人
形
）
が
押
し
流
さ
れ
て
終
わ
る
が
、
先
ご
ろ

中
国
に
起
き
た
実
際
の
大
洪
水
を
思
い
出
さ
せ
る
と
こ
ろ
も
あ
り
、

こ
の
寓
話
が
、
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
、
今
一
つ
明
白
に
理
解
で

き
な
い
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
結
局
は
、
俳
優
の
デ
フ
ォ
ル
メ
さ
れ
た

人
形
ぶ
り
演
技
の
視
覚
性
に
、
そ
の
面
白
さ
の
主
眼
が
あ
る
よ
う
に
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思
わ
れ
た
が
、
疑
似
東
洋
風
の
衣
裳
も
、
支
配
層
は
日
本
の
侍
も
ど

き
の
姿
、
民
衆
代
表
の
よ
う
な
屋
台
の
お
ば
さ
ん
は
中
国
風
と
い
う

具
合
で
、
わ
た
し
に
は
ど
う
し
て
も
あ
る
種
の
「
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ

ム
」
が
感
じ
ら
れ
た
が
、
し
か
し
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
興
味
深
か

っ
た
の
は
、
文
楽
の
演
技
構
造
を
と
り
い
れ
た
つ
も
り
で
、
そ
の
実
、

歌
舞
伎
の
方
向
に
向
か
っ
て
い
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
西
欧
人
が
、

い
か
に
日
本
（
東
洋
）
の
俳
優
の
身
体
性
に
あ
こ
が
れ
て
い
る
か
を

示
め
す
か
っ
こ
う
の
例
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

こ
れ
に
対
し
て
、
劇
団
ク
・
ナ
ウ
カ
の
『
メ
デ
イ
ア
』
は
、
単
純

に
聴
覚
対
象
と
視
覚
対
象
を
分
離
さ
せ
る
形
式
を
と
っ
て
注
目
を
浴

び
た
も
の
で
あ
る
。
演
出
の
宮
城
聰
は
、
こ
の
ギ
リ
シ
ア
悲
劇
を
明

治
の
文
明
開
化
の
政
治
社
会
状
況
に
翻
案
し
、
黙
っ
て
行
為
す
る
演

者
と
、
座
っ
て
せ
り
ふ
を
語
る
語
り
手
と
に
分
け
て
演
じ
さ
せ
た
。

太
陽
劇
団
と
違
っ
て
、
俳
優
は
人
形
振
り
の
演
技
を
見
せ
る
の
で
は

な
い
。
ま
た
、
語
り
も
、
演
者
そ
れ
ぞ
れ
に
独
自
の
語
り
手
が
つ
く

点
で
、
文
楽
の
通
常
の
形
式
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
だ
が
、
劇
上
演

の
視
覚
性
と
聴
覚
性
の
分
離
に
よ
っ
て
、
人
物
の
社
会
的
あ
り
方
を

批
判
的
に
あ
ら
わ
す
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
。
演
者
は
み
な
朝
鮮
服

を
着
た
遊
び
女
の
よ
う
な
女
性
た
ち
、
語
り
手
は
み
な
明
治
官
僚
の

服
装
で
、
彼
ら
が
宴
会
で
女
を
選
び
、
一
座
の
余
興
を
す
る
、
と
い

っ
た
風
に
劇
が
始
ま
る
。
だ
が
最
後
は
、
遊
び
女
と
み
え
た
女
た
ち

が
、
戯
れ
る
男
た
ち
を
す
べ
て
刺
し
殺
す
。
こ
こ
で
は
、
原
作
に
含

ま
れ
て
い
る
、
ギ
リ
シ
ア
か
ら
み
た
男
対
女
の
対
立
、
ギ
リ
シ
ア
対

異
国
（
野
蛮
）
の
構
図
が
、
近
代
日
本
に
お
け
る
同
様
の
対
立
に
重

ね
ら
れ
て
批
判
的
に
表
現
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
ま
た
、
演
劇
に
お

け
る
聴
覚
性
と
視
覚
性
の
関
係
を
支
配
被
支
配
の
関
係
と
す
る
伝
統

的
な
演
劇
思
考
を
批
判
す
る
も
の
と
も
な
っ
て
い
た
。
こ
の
場
合
、

聴
覚
と
は
、
言
葉
に
よ
る
意
味
性
で
あ
り
、
視
覚
は
、
聴
覚
を
も
含

む
感
覚
性
の
こ
と
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
こ
の
舞
台
は
、
形
式
と
し
て
は
歌
舞
伎
の
よ
う
に
、

感
覚
的
な
表
現
が
効
果
的
に
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
確
か
だ
が
（
演

者
の
女
性
た
ち
が
、
と
き
に
舞
台
か
ら
退
い
て
打
楽
器
中
心
の
伴
奏
音
楽
奏

者
と
な
る
）、
実
際
に
は
、
物
語
内
容
の
意
味
に
重
点
が
お
か
れ
て
い

る
こ
と
で
（
演
出
の
宮
城
聰
は
、
エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
の
原
作
に
、
メ
デ
イ
ア

が
ギ
リ
シ
ア
社
会
の
男
性
原
理
を
破
壊
す
る
と
い
う
主
題
を
読
み
取
っ
た
）、

文
楽
に
よ
り
近
い
。
そ
し
て
こ
の
舞
台
の
現
代
性
は
、
意
味
（
観

念
）
を
感
覚
の
優
位
に
お
く
思
考
に
の
っ
と
り
な
が
ら
、
ま
さ
に
そ

の
思
考
構
造
を
批
判
す
る
と
い
う
屈
折
に
あ
る
。
男
ど
も
は
本
（
台

本
）
を
開
い
て
語
り
、
舞
台
中
央
に
立
つ
大
き
な
柱
に
は
た
く
さ
ん

の
本
が
ぶ
ら
下
げ
ら
れ
て
い
て
、
イ
ア
ソ
ン
の
息
子
は
そ
れ
を
取
っ
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て
読
む
の
で
あ
る
（
４
）
。

そ
も
そ
も
通
常
の
演
劇
で
は
、
俳
優
、
演
技
、
人
物
は
分
離
さ
れ

な
い
一
体
の
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
み
る
観
客
は
、
三
つ
の
い
ず

れ
か
の
要
素
に
意
識
を
集
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
三
つ
の
ど
れ
に
観

客
の
意
識
を
集
め
さ
せ
る
か
に
よ
っ
て
、
演
劇
の
種
類
が
分
か
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
そ
こ
ら
三
つ
の
要
素
は
、
ヴ
ィ
ル
マ
ー
・
サ
ウ
タ
ー
の

い
う
観
客
の
受
容
知
覚
の
三
つ
の
レ
ヴ
ェ
ル
、
す
な
わ
ち
感
覚
的

（sensory

）、
技
術
的
（artistic

）、
虚
構
的
（fictional

）
レ
ヴ
ェ
ル
に

対
応
す
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
（
５
）
。
サ
ウ
タ
ー
は
、
オ
ペ
ラ
歌
手
が
最
初

に
舞
台
に
あ
ら
わ
れ
た
と
き
を
例
に
と
っ
て
次
の
よ
う
に
い
う
。

「
観
客
は
感
覚
的
レ
ヴ
ェ
ル
で
の
一
瞥
で
彼
女
を
見
、
動
き
を
眺
め
、

容
姿
容
貌
を
観
察
し
、
衣
裳
の
美
し
さ
に
気
を
と
め
る
。
そ
う
や
っ

て
、
少
な
く
と
も
、
二
つ
の
あ
り
方
で
反
応
す
る
。
一
つ
は
感
情
的

反
応
で
、
彼
女
の
存
在
を
感
じ
、
肉
体
的
な
魅
力
に
引
き
付
け
ら
れ

る
。
他
方
は
知
性
的
反
応
で
、
彼
女
の
年
齢
を
推
測
し
、
出
身
を
考

え
、
前
に
こ
の
舞
台
に
立
っ
た
歌
手
と
比
べ
た
り
す
る
。」
技
術
的

レ
ヴ
ェ
ル
の
反
応
で
は
、「
感
情
的
に
は
、
彼
女
の
歌
を
楽
し
む
。

（
略
）
知
性
的
に
は
、
ソ
プ
ラ
ノ
と
し
て
、
少
し
柔
ら
か
い
声
だ
と

判
断
す
る
。（
略
）
イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ
ン
や
調
子
の
高
さ
や
フ
レ
イ

ジ
ン
グ
、
指
揮
と
の
合
致
な
ど
を
点
検
す
る
。」
虚
構
的
レ
ヴ
ェ
ル

に
な
る
と
、「
前
以
て
の
物
語
の
知
識
に
左
右
さ
れ
る
が
、
歌
手
の

驚
き
の
顔
は
、
私
に
虚
構
の
人
物
を
信
じ
さ
せ
る
（
６
）
。」
も
ち
ろ
ん
、

通
常
の
（
よ
り
写
実
的
な
）
演
劇
の
場
合
は
、
三
層
の
区
別
は
こ
の

よ
う
に
明
快
な
も
の
と
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
サ
ウ
タ
ー
が
例
に
と

っ
た
オ
ペ
ラ
の
場
合
は
、
歌
手
本
人
と
歌
と
の
間
に
距
離
が
あ
る
こ

と
を
わ
れ
わ
れ
は
意
識
し
て
い
る
。
堂
々
た
る
体
躯
の
歌
手
が
瀕
死

の
状
態
に
あ
る
と
し
て
、
長
々
と
し
た
ア
リ
ア
を
歌
う
こ
と
が
不
思

議
と
さ
れ
ず
に
聴
衆
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
歌
手
と
歌
う

技
術
と
歌
の
内
容
と
が
、
聴
衆
の
意
識
に
お
い
て
分
離
し
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。
こ
の
と
き
、
感
覚
的
レ
ベ
ル
の
知
覚
は
、
俳
優
自
身
に

向
か
う
も
の
で
あ
り
、
技
術
的
レ
ベ
ル
は
演
技
に
、
虚
構
的
レ
ベ
ル

は
劇
人
物
に
向
か
う
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
三
つ
の
知
覚

レ
ベ
ル
が
縦
に
三
層
を
な
す
と
す
る
か
、
そ
れ
と
も
横
に
並
ん
で
い

る
と
す
る
か
は
、
議
論
の
余
地
が
あ
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
わ
れ
わ

れ
の
受
容
知
覚
は
感
覚
的
か
ら
技
術
的
、
虚
構
的
へ
と
、
下
か
ら
上

の
層
に
登
っ
て
い
く
の
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
ぞ
れ
の
列
を
行
っ
た
り

来
た
り
し
て
い
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
も
ま
た
、

演
劇
の
種
類
に
よ
っ
て
違
っ
て
く
る
と
、
わ
た
し
は
考
え
る
。

い
わ
ゆ
る
様
式
的
な
演
劇
は
演
技
（
技
術
）
を
強
調
す
る
。
だ
が
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観
客
の
意
識
が
い
つ
ま
で
も
演
技
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
な
ら
、
そ
れ

は
曲
芸
か
舞
踏
の
観
賞
と
か
わ
ら
な
く
な
る
だ
ろ
う
。
様
式
的
演
劇

の
中
で
も
、
た
と
え
ば
能
と
歌
舞
伎
と
で
は
、
観
客
の
意
識
の
進
む

方
向
が
逆
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
能
で
は
演
技
を
通
し
て
人
物

へ
と
向
か
う
の
に
対
し
、
歌
舞
伎
で
は
そ
れ
が
俳
優
に
向
か
う
。
む

ろ
ん
歌
舞
伎
に
お
い
て
も
人
物
が
消
え
る
こ
と
は
な
い
。
そ
う
な
れ

ば
も
は
や
演
劇
で
は
な
く
な
る
。
し
か
し
今
日
の
歌
舞
伎
興
行
が
、

有
名
狂
言
の
一
場
面
だ
け
を
並
べ
て
上
演
す
る
い
わ
ゆ
る
ミ
ド
リ
式

に
な
っ
て
い
る
の
は
、
こ
の
観
客
意
識
の
あ
り
方
に
立
脚
し
て
い
る

か
ら
に
違
い
な
い
。（
近
代
の
歌
舞
伎
観
賞
と
近
代
以
前
の
そ
れ
を
同
等

に
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
が
、
し
か
し
、
少
な
く
と
も
、
現
在
の

興
行
方
式
を
許
す
よ
う
な
性
格
が
、
も
と
も
と
歌
舞
伎
に
は
備
わ
っ
て
い
た

と
み
る
こ
と
は
で
き
る
だ
ろ
う
。）
歌
舞
伎
で
は
、
観
客
は
感
極
ま
れ

ば
俳
優
の
屋
号
を
呼
び
、
俳
優
は
と
き
に
、
劇
を
途
中
で
や
め
て
口

上
を
述
べ
、
観
客
と
の
直
接
の
つ
な
が
り
を
成
立
さ
せ
よ
う
と
す
る
。

先
回
の
エ
ッ
セ
イ
で
は
、
歌
舞
伎
の
場
合
、
こ
の
屋
号
で
呼
ば
れ
る

俳
優
の
向
こ
う
側
に
、
本
名
の
本
人
（
そ
れ
を
「
役
者
」
と
呼
ん
だ
）

が
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
れ
は
能
楽
の

上
演
に
は
な
い
習
慣
で
あ
る
。
世
阿
彌
が
あ
れ
ほ
ど
見
者
を
重
視
し

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
い
や
、
そ
の
こ
と
と
お
そ
ら
く
か
か
わ
り
な

く
、
能
の
演
者
は
観
客
の
存
在
を
ま
っ
た
く
無
視
し
て
演
じ
て
い
る

よ
う
に
み
え
る
。
彼
は
、
舞
台
の
上
に
日
常
と
は
別
の
世
界
を
現
出

さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
中
に
観
客
が
没
入
し
た
と

き
優
れ
た
舞
台
で
あ
っ
た
と
称
賛
さ
れ
る
。
観
念
性
は
、
俳
優
と
観

客
の
間
に
距
離
を
作
る
。
感
覚
性
は
、
両
者
の
密
接
な
触
れ
合
い
か

ら
生
じ
る
。
こ
の
能
と
歌
舞
伎
の
上
演
構
造
を
図
式
化
す
れ
ば
次
の

よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
（
７
）
。
二
重
線
は
つ
な
が
り
の
強
さ
を
表
す
。

能

歌
舞
伎

劇
人
物

劇
人
物

演
技

↑

観
客

演
技

↑

観
客

俳
優

俳
優

と
こ
ろ
で
、
二
十
世
紀
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
演
劇
の
代
表
的
な
「
様
式
演

劇
」
は
、
ブ
レ
ヒ
ト
と
ア
ル
ト
ー
の
演
劇
で
あ
る
。
ブ
レ
ヒ
ト
は
い

わ
ゆ
る
異
化
効
果
の
た
め
の
さ
ま
ざ
ま
な
演
技
様
式
を
作
り
出
し
た
。

そ
れ
は
演
技
の
た
め
の
演
技
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
資
本
主
義
社
会

の
矛
盾
を
明
ら
か
に
す
る
劇
人
物
の
行
動
の
意
味
を
批
評
的
に
明
ら
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か
に
す
る
た
め
の
手
段
で
あ
っ
た
。
ブ
レ
ヒ
ト
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

以
来
の
観
客
の
感
情
的
同
化
を
め
ざ
す
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
演
劇
伝
統
を
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
演
劇
と
呼
ん
で
批
判
し
た
が
、
俳
優
の
演
技
で

は
な
く
劇
（
ド
ラ
マ
）
を
重
ん
じ
た
こ
と
で
は
、
伝
統
か
ら
は
ず
れ

て
は
い
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ア
ル
ト
ー
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

言
葉
に
よ
る
劇
伝
統
を
否
定
し
た
。
す
く
な
く
と
も
彼
の
残
し
た
演

劇
論
は
、
劇
（
ド
ラ
マ
）
よ
り
俳
優
の
身
体
表
現
に
多
く
目
を
向
け

て
い
る
。
ブ
レ
ヒ
ト
は
能
に
関
心
を
寄
せ
、『
谷
行
』
を
下
敷
き
に

し
た
劇
を
書
い
た
が
、
ア
ル
ト
ー
は
歌
舞
伎
の
系
統
に
近
い
と
思
わ

れ
る
バ
リ
島
の
舞
踊
劇
に
触
発
さ
れ
た
。

明
治
初
期
の
日
本
演
劇
が
め
ざ
し
た
近
代
化
と
は
、
歌
舞
伎
の
高

尚
化
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
が
、
演
技
構
造
と
し
て
は
、
能
の
方
が

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
演
劇
の
伝
統
に
即
し
て
い
る
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

だ
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
演
劇
に
は
、
大
き
く
わ
け
て
二
つ
の
対
立
す
る

演
技
伝
統
が
あ
る
。
演
じ
て
い
る
人
物
に
同
化
す
る
演
技
と
、
逆
に

距
離
を
お
く
演
技
で
あ
る
。
二
つ
の
系
統
は
対
立
的
な
も
の
と
し
て

問
題
に
さ
れ
て
き
た
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
距
離
を
お
く

演
技
を
は
じ
め
て
理
論
化
し
た
の
が
、
十
八
世
紀
後
半
の
フ
ラ
ン
ス

百
科
全
書
派
の
思
想
家
デ
ィ
ド
ロ
で
あ
っ
た
が
（『
逆
説
俳
優
に
つ
い

て
』）、
反
対
に
、
同
化
的
な
近
代
俳
優
術
の
シ
ス
テ
ム
を
創
出
し
た

の
が
、
モ
ス
ク
ワ
芸
術
座
の
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー
で
あ
る
と
さ
れ

る
（『
俳
優
の
仕
事
』）。
だ
が
注
意
す
べ
き
は
、
二
人
の
演
技
観
の
対

立
は
、
演
じ
る
側
か
ら
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
観
る
側
か
ら
は
、
と
も

に
劇
人
物
に
現
実
性
を
感
得
す
る
よ
う
に
促
さ
れ
る
演
技
で
あ
る
。

要
す
る
に
、
観
客
を
人
物
に
同
化
さ
せ
る
に
は
ど
ち
ら
の
演
技
方
法

が
よ
い
か
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
両
者
を
図
式
化
す
れ
ば
こ
う

な
る
だ
ろ
う
。

デ
ィ
ド
ロ

ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー

劇
人
物

劇
人
物

演
技

観
客

演
技

観
客

俳
優

俳
優

デ
ィ
ド
ロ
の
場
合
は
、
俳
優
が
演
技
、
劇
人
物
、
観
客
の
三
者
の
関

係
を
、
い
わ
ば
距
離
を
置
い
て
眺
め
て
い
る
。
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス

キ
ー
の
俳
優
は
、
演
技
を
意
識
の
外
に
追
い
や
る
。
し
た
が
っ
て
そ

れ
ぞ
れ
次
の
よ
う
に
書
き
直
さ
れ
る
。
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デ
ィ
ド
ロ

ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー

劇
人
物

劇
人
物

俳
優

演
技

演
技

観
客

俳
優

観
客

ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー
は
、
後
年
、
身
体
的
行
動
と
い
う
こ
と
を
強

調
し
て
、
俳
優
は
人
物
の
内
面
に
同
化
し
よ
う
と
す
る
よ
り
、
外
的

振
る
舞
い
を
観
察
し
再
現
す
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
た
。
現
実
生
活

に
お
い
て
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
人
物
の
外
的
行
為
の
パ
タ
ン
が
、

彼
の
内
面
を
他
人
に
理
解
さ
せ
る
。
そ
れ
で
も
、
意
識
構
造
上
は
、

ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー
の
こ
の
図
式
は
変
わ
ら
な
い
だ
ろ
う
。
あ
る

意
味
で
、
デ
ィ
ド
ロ
の
図
式
は
能
に
、
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー
は
歌

舞
伎
に
近
い
。

こ
の
よ
う
に
、
観
客
の
観
る
対
象
を
、
俳
優
、
演
技
、
人
物
の
三

要
素
の
関
係
構
造
と
し
て
分
析
し
て
み
る
と
、
一
見
、
異
な
る
と
思

わ
れ
て
い
る
演
技
様
式
が
互
い
に
類
似
し
て
お
り
、
類
似
す
る
と
み

え
る
様
式
が
異
な
る
構
造
を
も
つ
こ
と
に
気
づ
く
。
そ
し
て
そ
こ
か

ら
、
演
劇
の
新
し
い
分
類
方
法
が
導
き
出
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

注

（
１
）

毛
利
三
彌
「
演
技
の
素
人
と
玄
人
―
―
比
較
演
劇
ノ
ー
ト
（
二
）

―
―
」『
成
城
文
藝
』
一
八
八
号
、
成
城
大
学
文
芸
学
部
、
二
〇
〇

四
年
九
月
。

（
２
）

太
陽
劇
国
公
演
『
堤
防
の
上
の
鼓
手
』（T

héâtre
du

Soleil,
Tam

bours
sur

la
D

igue

）
作
エ
レ
ー
ヌ
・
シ
ク
ス
ー
（H

élène
C

ixous)

演
出
ア
リ
ア
ー
ヌ
・
ム
ヌ
ー
シ
ュ
キ
ン
（A

riane
M

nouchkine

）
二
〇
〇
一
年
九
月
七
日
〜
二
十
二
日
、
新
国
立

劇
場
中
劇
場
。

（
３
）

ク
・
ナ
ウ
カ
公
演
『
王
女
メ
デ
イ
ア
』
原
作
エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
、
構

成
・
演
出
宮
城
聰
、
一
九
九
九
年
十
月
二
十
五
日
〜
三
十
一
日
、
於

A
sahi

ス
ク
エ
ア

（
４
）

し
か
し
な
が
ら
、
わ
た
し
に
は
、
こ
の
『
メ
デ
イ
ア
』
翻
案
が
、

原
作
の
意
味
を
決
定
づ
け
る
も
っ
と
も
重
要
な
場
面
、
メ
デ
イ
ア
が

竜
車
に
乗
っ
て
悠
々
と
去
る
最
終
場
面
を
変
形
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

成
り
立
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
意
識
さ
れ
て
い
な
い
も
う
一
つ
の
屈

折
を
感
じ
た
。
こ
の
最
終
場
面
は
、
現
存
す
る
ギ
リ
シ
ア
悲
劇
に
み

ら
れ
る
い
く
つ
か
の
安
易
な
結
末
の
一
つ
と
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、

「
オ
レ
ス
テ
イ
ア
三
部
作
」
の
最
終
解
決
場
面
同
様
に
、
こ
こ
に
作

品
の
意
味
は
集
約
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
初
め
か
ら
終
わ
り
ま

で
、
メ
デ
イ
ア
は
イ
ア
ソ
ン
の
運
命
を
支
配
し
、
彼
の
手
の
届
か
な

い
地
平
に
い
る
こ
と
、
つ
ま
り
女
の
力
は
男
と
対
立
し
て
い
る
の
で

は
な
く
て
、
対
立
を
止
揚
す
る
地
平
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
男
に
は
如
何
と
も
し
が
た
い
魔
術
的
な
力
で
あ
る
。
こ
の
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意
味
で
、
演
出
家
宮
城
聰
の
観
念
性
の
理
解
に
は
不
徹
底
な
と
こ
ろ

が
あ
る
。
最
近
の
ク
・
ナ
ウ
カ
は
、
演
者
が
せ
り
ふ
を
話
す
通
常
の

演
劇
表
現
形
式
か
、
あ
る
い
は
部
分
的
な
分
離
形
式
を
採
る
こ
と
が

多
く
な
っ
て
お
り
、
こ
の
劇
団
の
特
異
性
が
薄
れ
て
き
た
と
同
時
に
、

『
メ
デ
イ
ア
』
に
み
ら
れ
た
よ
う
な
社
会
批
判
性
も
消
え
て
き
た
き

ら
い
が
あ
る
こ
と
も
、
故
な
し
と
し
な
い
。

（
５
）W

illm
ar

Sauter,“A
poraching

the
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heatricalE
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T
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R
esearch

International,
Vol.
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N

r.
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Spring
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Supple-
m

ent.

（
６
）Ibid.,pp.10-11.

（
７
）
こ
の
論
は
、
以
前
に
英
文
で
発
表
し
た
こ
と
が
あ
る
が
（M

itsuya
M

ori,“N
oh,K

abukiand
W

estern
D

ram
a,”

T
heatre

R
esearch

International,Vol.22,N
r.1,Spring

1997
Supplem

ent.

）、
以

下
の
展
開
に
は
、
そ
の
後
の
考
察
が
加
味
さ
れ
て
い
る
。
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