
ノ

演
劇
は 、
究
稼
的
に
は 、

3

あ
る一
定
の
時
間 、
特
定
の

寿4
「
揚」
を
共
有
す
る
創
作
者

3
と
観
客
と
の
関
係
性
の
な
か

4

 
第

に
の
み
存
在
し 、
生
み
出
さ

‘,’
 

飼
れ
た
側
か
ら
消
え
て
い
く 。

物便
後
か
ら
振
り
返
っ

て 、
そ
の

声
よ
う
な
存
在
を
臭
体
的
に
記

暉日28
述
し 、
分
析
し
て
い
く
た
め

月四
に
は 、
多
く
の
資
料
を
用

和
い 、
多
角
的
な
視
点
を
持
つ

24
 

g
 

こ
と
が
必
須
で
あ
る 。
さ
ら

に 、
演
劇
が
興
行
と
し
て 、

芸
術
的
な
意
図
だ
け
で
な

く 、
多
様
な
立
場
の
人
々

の 、
さ
ま
ざ
ま
な
思
惑
が
交

錯
す
る
状
況
の
な
か
に
立
ち

現
れ
て
い
る
時 、
そ
の
実
態

を
解
明
す
る
こ
と
は 、
複
雑

に
縫
れ
た
糸
を
解
き
ほ
ぐ
す

か
の
よ
う
な
難
事
業
と
な

る 。宕
井
輿
寅
『
近
代
博
多
興

行
史

地
方
か
ら
中
央
を
照

射
す
る』
は 、
明
治
期
の
博

多
と
い
う
都
市
に
お
け
る 、

(6) 

＂
そ
の
よ
う
な
「
場」
や 、
思

惑
の
交
錯
を
詳
細
に
解
き
明

か
す
労
作
で
あ
る 。
全
体
は

研
究
篇
と
資
料
篇
か
ら
構
成

さ
れ 、
研
究
篇
は 、
「
博
多

に
お
け
る
劇
場
の
消
長
を
概

観
し 、
地
方
独
自
の
興
行
制

度
や
巡
業
の
実
態」
（
四
頁）

を
記
し
た
「
第一
部

総
論

地
方
興
行
史
概
説」
と 、
お

お
む
ね
編
年
体
に
よ
っ

て
明

治
期
の
博
多
に
お
け
る
澳
劇

興
行
の
状
況
を
詳
述
し
た

「
第
二
部

博
多
興
行
通

史」 、
そ
し
て 、
博
多
出
身

の
Ill
上
音
二
郎
に
関
す
る
従

前
の
伝
記
研
究
の
空
隙
を
埋

め
る
「
第一＿一
部

川
上
音
二

郎」
に
よ
っ

て
成
っ

て
い

る 。本
書
を一
読
し
て 、
も
っ

と
も
印
象
的
な
の
は 、
そ
の

具
体
性
で
あ
る 。
最
初
に
記

し
た
が 、
滅
劇
は
そ
の
場
限

り
で
消
え
て
い
く
性
質
の
芸

術
で
あ
り 、
舞
台
の
上
で
起

曲
の
翻
訳
な
ど
も
お
こ
な
っ

に
は
博
多
独
自
の
劇
場
文
化

て
き
た
蓄
者
の
面
自
躍
如
た

が
花
開
い
て
い
た
こ
と
が
わ

る
と
こ
ろ
で
も
あ
り 、
近
代
か
る 。
さ
ら
に 、
た
び
た
び

博
多
の
興
行
に
関
わ
っ

た
武

記
さ
れ
る
大
阪・
京
都
か
ら

田一
族
の
末
裔
で
あ
る
武
田

中
国・
九
州
へ
と
広
が
る
他

政
子
氏
か
ら
の
聞
き
取
り
に

の
興
行
地
と
の
関
係
な
ど
か

よ
る
情
報
を 、
新
聞
等
の
資
ら
は 、
明
治
期
に
は 、
そ
う

料
に
よ
っ

て
も
裏
付
け
て
い

し
た
池
域
紐
自
の
多
様
な
演
―

く
と
い
う 、
本
書
の
基
本
姿
劇
文
化
が
博
多
の
み
な
ら
ず
＿

勢
が
自
ず
と
生
ん
だ
結
果
とー
各
池
に
存
在
し
た
こ
と
が
実

も
言
え
る 。

感
さ
れ
る 。
そ
こ
に
は 、
新

明
治
期
の
博
多
に
お
け
る一
富
座
や
歌
舞
伎
座 、
河
竹
黙

．

劇
場
の
歴
史
に
つ
い
て 、
著

阿
弥 、
九
代
自
市
111
薗
十
郎
＿

者
は
教
楽
社
や
永
楽
社
な
A

や
五
代
自
尾
上
菊
五
郎一
辺

ど 、
「
社」
（
舎）
を
名
乗
る

倒
で
は
な
い
明
治
演
劇
史・
一

劇
場
の
時
代 、
明
治＿―-
六
年ー
芸
能
史
が
立
ち
上
が
っ

て
く

．

（一
九
0-―-)
開
場
の
明
治

る一
方 、
中
央
の
ス
タ
ー

の

座
に
始
ま
る
「
座」
の
時

招
聘
を
め
ぐ
る
綱
引
き
な

代 、
同
四一一一
年
（一
九―
＿
ど 、
明
沿
期
の
各
地
の
談
劇

0)
開
場
の
博
多
座
（
現
在

が
さ
ま
さ
ま
な
次
元
で 、
そ

の
同
名
の
劇
揚
と
は
別
の
劇―
う
し
た
「
メ
ジ
ャ
ー

な」
存

塀）
が
先
駆
を
な
し 、
九
州一
在
と
の
間
で
揺
れ
動
い
て
き
＿

劇
場 、
大
博
劇
場
に
よ
っ

て

た
こ
と
を
も
痛
感
す
る 。
副
＿

こ
か
ら
さ
ら
に
九
州
全
域

本
格
的
に
も
た
ら
さ
れ
たー
題
が
「
地
方
か
ら
中
央
を
照ー
や 、
台
湾
な
ど
「
外
地」
を

「
劇
場」
の
時
代
と
い
う
区

射
す
る」
と
さ
れ
る
所
以
で

も
含
ん
だ
興
行
史
へ
の
拡
が

分
を
立
て
る 。
本
書
で
詳
述

あ
る 。

こり
も
想
像
さ
れ
る 。
そ
こ
に

さ
れ
る
の
は
「
劇
場」
の
時

―1
0
0
頁
を
超
え
る
資
料ー
は 、
日
本
の
「
近
代」
と
い

代
の
入
口
ま
で
だ
が 、
右
に―
篇
（「
博
多
興
行
番
付
自
録」一
う
時
代
を
考
え
る
上
で
璽
要

示
し
た
よ
う
な
臭
体
的
な
記
「
博
多
興
行
年
表

明
治一
な
示
唆
が
あ
る
だ
ろ
う 。

述
の
姿
勢
に
よ
っ

て 、
そ
こ一
篇」）
の
価
値
も
高
く 、

こ
（
ひ
お
き・
た
か
ゆ
き
11

明
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近
代
博
多
興
行
史

1

地
方
か
ら
中
央
を
照
射
す
る

岩
井

員
寅
著

で
用
い
ら
れ
る
衣
裳
や
道
臭

が 、
ど
の
よ
う
に
作
ら
れ 、

誰
の
所
有
に
帰
す
も
の
で
あ

っ
た
の
か 、
と
い
っ

た
事
実

問
題
だ
と
い
え
る 。
そ
の

点 、
本
書
は 、
博
多
に
お
け

る
劇
場
の
消
長 、
興
行
の
歴

史
を
記
述
し
な
が
ら 、
そ
う

A5判•592頁・19800円
文化資源社

978-4-910714-01 -J
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明
治
期
博
多
に
お
け
る
劇
場
の
消
長 、

彩
な
澳
自
に
対
応
で
き
る
大

量
の
衣
裳
を
蓮
搬
し
た
か 、

大
道
臭
は
ど
の
よ
う
に
製
作

さ
れ
た
か
な
ど
を
記
し
て
い

る
（
第一
部） 。
一
例
を
挙

げ
れ
ば 、
第一
部
第
二
章

「
巡
業
の
実
態」
で
は1
舞

台
上
で
二
重
舞
台
や
屋
台
を

作
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
平

台
や
箱
馬
は 、
か
つ
て
は
統

一
規
格
を
持
た
ず 、
そ
れ
ゆ

日

興
行
の
歴
史、

の
調
竪
が
で
き
な
い
う
ち
に

博
多
で
の
興
行
が
始
ま
っ

て

し
ま
っ

た 、
と
い
う
事
情
を

語
る 。こ

の
よ
う
な 、
「
見
て
き

た
よ
う
な」
記
述
が
本
書
に

は
頻
出
す
る
が 、
長
く
自
身

で
も
演
劇
の
創
作
に
関
わ

り 、
舞
台
に
立
つ
だ
け
で
な

く 、
脚
本
の
執
筆
や
海
外
戯

置

「
カ
ネ」

貴

の
問
題

演
劇
を
生
む
「
場」
を
解
き
明
か
す
労
作

き
て
い
た
こ
と
の
詳
細
を
知

る
こ
と
に
も
困
難
が
伴
う

が 、
そ
れ
と
同
じ
く 、
あ
る

い
は
そ
れ
以
上
に 、
観
劇
に

必
要
な
諸
費
用
や
俳
優
に
支

払
わ
れ
た
出
滅
料 、
そ
の
他

劇
碗
の
建
設・
運
営
や
興
行

に
関
わ
る
さ
ま
ざ
ま
な
「
カ

ネ」
が 、
そ
れ
ぞ
れ
い
か
ほ

ど
の
も
の
で
あ
っ

た
の
か 、

劇
場
の
建
築 、
場
内
の
設
え

や
サ
ー

ビ
ス
の
実
態 、
舞
台

を
詳
に
す
る
こ
と
は
難
し

い 。
そ
の
よ
う
な
疑
問
は 、

と
も
す
る
と
下
世
話
に
聞
こ

え
が
ち
で
あ
る
が 、
演
劇
学

に
と
っ

て
は
糎
め
て
璽
要
な

し
た
「
カ
ネ」
の
問
題
に
も

常
に
目
配
り
を
忘
れ
な
い

し 、．
大
阪
や
京
都
か
ら
博
多

に
来
演
す
る
歌
舞
伎
の一
座

が 、
ど
の
よ
う
に
巡
業
の
多

盗
孟
塁

”
士
冗
勿．＂

．．
J-―-口
？
．

之

え
に
他
の
劇
場
で
製
作
さ
れ

た
大
道
具
を
借
り
る
こ
と
は

原
則
で
き
な
い
と
説
明
し
た

上
で 、
明
沿
二
八
年
(-
八

九
五）
の
川
上一
座
来
博
時

に
は 、
そ
の
演
自
の
特
殊
性

ゆ
え
に 、
博
多
の
劇
場・
教

楽
社
が、
前
の
興
行
池
の
若

松
旭
座
か
ら
大
道
臭
を
儲
用

し
よ
う
と
し
た
が 、
旭
座
の

意
思
決
定
に
関
与
す
る
劇
揚

関
係
者
の
数
が
多
く 、
意
見

_______
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澳
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大
学
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国
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澳
劇
学・
近
世
文
学 。
編
著

に
『
芝
居
小
屋
か
ら』
な

ど 。




