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仏
蘭
西
の
現
代
劇
を
通
じ
て
、
「
昨
日
の
演
劇
」
の
余
影
と
、
「
明
日
の

演
劇
」
の
曙
光
と
を
、
は
つ
き
り
見
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
れ
ば
、
前

者
は
、
観
察
と
解
剖
の
上
に
立
つ
写
実
的
心
理
劇
、
並
に
、
論
議
と
思
索
と

を
基
調
と
す
る
問
題
劇
で
あ
り
、
後
者
は
、
直
感
と 

感  

情  

昂  

揚 

エ
グ
ザ
ル
タ
シ
ヨ
ン

、    

綜
サ
ン
テ

        

合    

チ
ザ
シ
ヨ
ン

と
暗
示
に
根
ざ
す
象
徴
的
心
理
劇
乃
至
諷
刺
劇
で
あ
る
。

　
此
の
二
つ
の
流
れ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
出
発
点
を
異
に
し
て
ゐ
る
こ
と
は
云
ふ

ま
で
も
な
い
が
、
前
者
が
、
後
者
の
上
に
、
何
等
の
影
響
を
与
へ
て
ゐ
な
い

と
い
ふ
見
方
は
誤
り
で
あ
る
。

　
い
ろ
い
ろ
の
意
味
に
於
て
、
「
今
日
の
演
劇
」
は
、
写
実
よ
り
の
離
脱
に
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向
ひ
つ
つ
あ
る
と
同
時
に
、
象
徴
的
手
法
の
舞
台
的
完
成
時
代
で
あ
る
と
云

へ
る
。
そ
し
て
、
「
舞
台
的
」
と
云
ふ
以
上
、
写
実
時
代
が
立
派
に
完
成
し

た
「
劇
的
文
体
」
か
ら
、
少
く
と
も
有
力
な
啓
示
を
享
け
て
ゐ
る
こ
と
は
明

か
で
あ
る
。
「
心
理
的
飛
躍
に
伴
ふ
言
葉
の
暗
示
的
効
果
」
　
　
こ
れ
は
、

戯
曲
の
存
す
る
限
り
、
総
べ
て
の
劇
作
家
が
心
血
を
注
ぐ
べ
き
一
点
で
あ
る
。

様
式
の
如
何
に
拘
ら
ず
、
ラ
シ
イ
ヌ
、
モ
リ
エ
ー
ル
よ
り
マ
リ
ヴ
ォ
オ
、
ボ

オ
マ
ル
シ
ェ
を
経
て
ミ
ュ
ッ
セ
に
至
り
、
最
近
、
ベ
ッ
ク
、
ロ
ス
タ
ン
、
ポ

ル
ト
・
リ
シ
ュ
を
生
む
に
至
つ
た
仏
蘭
西
戯
曲
の
本
質
的
価
値
が
、
今
ま
た

更
に
、
第
五
期
の
頂
点
を
占
む
べ
き
作
家
に
よ
つ
て
示
さ
れ
る
こ
と
は
、
恐

ら
く
遠
い
未
来
で
は
あ
る
ま
い
。
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現
代
の
仏
蘭
西
劇
は
　
　
何
時
の
時
代
に
於
て
も
さ
う
で
あ
つ
た
如
く
　

　
外
国
の
傑
れ
た
作
家
か
ら
多
く
の
好
ま
し
い
影
響
を
受
け
て
ゐ
る
。
殊
に
、

注
意
す
べ
き
は
、
そ
れ
が
、
所
謂
近
代
の
生
ん
だ
巨
匠
に
限
ら
れ
て
ゐ
な
い

と
云
ふ
事
で
あ
る
。

　
希
臘
劇
の
復
活
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
イ
ヤ
の
新
研
究
は
、
今
日
の
若
い
仏
蘭

西
劇
壇
に
於
て
見
の
が
す
こ
と
の
出
来
な
い
現
象
で
あ
る
。

　
浪
漫
派
の
名
作
家
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
ド
・
ミ
ュ
ッ
セ
の
名
が
、
新
し
い
光

彩
と
力
を
も
つ
て
甦
り
つ
ゝ
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
ミ
ュ
ッ
セ

は
、
最
も
真
摯
な
る
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
イ
ヤ
党
で
あ
つ
た
。

　
イ
プ
セ
ン
と
マ
ア
テ
ル
ラ
ン
ク
、
此
の
近
代
劇
の
二
明
星
は
、
固
よ
り
此

の
運
動
か
ら
除
外
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
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か
う
い
ふ
憧
憬
と
探
究
の
渦
巻
か
ら
、
「
明
日
の
演
劇
」
が
生
ま
れ
る
も

の
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
決
し
て
、
「
過
去
の
演
劇
」
と
全
く
没
交
渉
な
も
の

で
は
な
く
、
ま
し
て
、
「
過
去
の
演
劇
」
に
対
す
る
反
抗
が
そ
の
主
潮
と
な

つ
て
ゐ
る
戦
闘
芸
術
で
あ
り
得
な
い
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
。

　
然
し
、
兎
も
角
も
、
「
新
し
い
も
の
」
が
生
れ
よ
う
と
し
て
ゐ
る
。

「
永
遠
の
花
」
が
、
「
新
し
い
花
瓶
」
に
遷
し
盛
ら
れ
よ
う
と
し
て
ゐ
る
　

　
と
い
ふ
少
し
ア
ン
フ
ァ
チ
ッ
ク
な
い
ひ
方
が
許
さ
れ
な
い
だ
ら
う
か
。

　
三
十
年
前
、
自
由
劇
場
の
運
動
か
ら
生
ま
れ
た
多
く
の
劇
作
家
中
、
優
れ
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た
天
分
を
有
つ
て
ゐ
た
も
の
も
少
く
は
な
か
つ
た
が
、
真
に
生
命
の
長
か
る

べ
き
作
品
を
残
し
た
作
家
が
幾
人
あ
つ
た
か
。
そ
れ
と
て
も
、
ま
だ
確
乎
た

る
文
学
史
上
の
地
位
を
築
き
得
た
と
は
い
ひ
難
い
。
ポ
ル
ト
・
リ
シ
ュ
、
ド

・
キ
ュ
レ
ル
の
二
人
を
除
い
て
は
、
そ
し
て
、
ロ
ス
タ
ン
と
い
ふ
彗
星
的
作

家
を
別
に
し
て
は
、
古
来
天
才
と
称
せ
ら
れ
る
偉
大
な
作
家
に
比
し
て
、
あ

ま
り
に
そ
の
距
り
の
大
な
る
を
感
じ
な
い
わ
け
に
行
か
な
い
。

　
今
日
、
所
謂
仏
国
の
『   

先      
駆      

劇      

壇   

テ
ア
ト
ル
、
ダ
ヴ
ア
ン
、
ギ
ヤ
ル
ド

』
を
形
造
る
幾
多
の
有

為
な
新
進
劇
作
家
、
そ
の
名
を
数
へ
れ
ば
十
指
を
屈
し
て
な
ほ
余
り
が
あ
る

に
違
ひ
な
い
が
、
そ
の
「
力
強
さ
」
に
於
て
、
そ
の
「
閃
き
」
に
於
て
一
頭

地
を
抜
く
も
の
は
、
た
し
か
に
ポ
オ
ル
・
ク
ロ
オ
デ
ル
と
ア
ン
リ
・
ル
ネ
・
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ル
ノ
ル
マ
ン
と
で
あ
ら
う
。

　
ポ
オ
ル
・
ク
ロ
オ
デ
ル
が
戯
曲
作
家
と
し
て
、
舞
台
の
征
服
に
特
殊
な
戦

略
を
め
ぐ
ら
し
て
ゐ
る
間
に
、
ル
ノ
ル
マ
ン
は
、
舞
台
の
伝
統
か
ら
本
質
的

な
何
者
か
を
捉
へ
よ
う
と
し
て
ゐ
る
。
そ
し
て
、
ク
ロ
オ
デ
ル
が
、
加
特
力

教
的
信
仰
を
基
礎
と
す
る
深
刻
な
体
験
を
犀
利
な
人
生
批
評
に
向
け
、
簡
素

に
し
て
荘
重
、
巧
ま
ず
し
て
香
り
高
き
詩
劇
の
文
体
を
完
成
し
つ
つ
あ
る
間

に
、
ル
ノ
ル
マ
ン
は
、
科
学
者
的
興
味
を
も
つ
て
、
魂
の
奥
に
潜
む
未
知
の

世
界
を
探
る
こ
と
に
努
力
し
た
。
彼
が
好
ん
で
選
ぶ
と
こ
ろ
の
主
題
は
、
潜

在
意
識
の
問
題
で
あ
り
、
「
第
二
の
魂
」
の
反
逆
で
あ
る
。
人
間
性
の
一
種

神
秘
的
な
盲
動
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
、
暗
夜
に
聞
く
怪
獣
の
せ
ゝ
ら
笑
ひ
に

似
た
物
凄
さ
を
感
じ
さ
せ
、
や
ゝ
も
す
れ
ば
、
メ
ロ
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
な
感
動
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を
さ
へ
強
ひ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

　
ル
ノ
ル
マ
ン
は
、
そ
の
「
重
量
」
に
於
て
、
或
は
ク
ロ
オ
デ
ル
に
及
ば
な

い
か
も
し
れ
な
い
。
「
裡
に
有
つ
て
ゐ
る
も
の
」
の
「
力
あ
る
叫
び
」
に
於

て
、
或
は
、
ク
ロ
オ
デ
ル
の
そ
れ
と
比
較
は
出
来
な
い
か
も
わ
か
ら
な
い
。

こ
れ
は
、
ル
ノ
ル
マ
ン
の
開
拓
し
よ
う
と
す
る
芸
術
の
世
界
が
、
ク
ロ
オ
デ

ル
の
そ
れ
よ
り
も
「
動
き
易
い
世
界
」
で
あ
り
、
「
暗
い
世
界
」
で
あ
り
、

あ
る
意
味
に
於
て
「
狭
い
世
界
」
だ
か
ら
で
あ
る
と
思
ふ
。

　
ク
ロ
オ
デ
ル
は
、
芸
術
家
と
し
て
、
何
と
云
つ
て
も
既
に
「
或
る
動
か
す

べ
か
ら
ざ
る
も
の
」
を
有
つ
て
ゐ
る
や
う
に
思
は
れ
る
。

　
ル
ノ
ル
マ
ン
は
、
将
に
さ
う
い
ふ
も
の
を
有
た
う
と
し
て
ゐ
る
作
家
で
あ

る
。
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「
憑
か
れ
た
も
の
」
「
砂
塵
」
「
灼
土
」
等
の
初
期
の
作
品
は
、
一
部
の
先

見
あ
る
批
評
家
を
し
て
、
彼
の
未
来
を
嘱
目
せ
し
め
た
に
過
ぎ
な
か
つ
た
が
、

戦
後
相
つ
い
で
「
落
伍
者
の
群
」
「
時
は
夢
な
り
」
「
熱
風
」
「
夢
を
啖
ふ

も
の
」
を
発
表
し
て
彼
の
声
価
は
頓
に
著
れ
た
。
殊
に
「
落
伍
者
の
群
」

「
時
は
夢
な
り
」
の
二
作
は
、
た
ま
た
ま
名
舞
台
監
督
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
ピ
ト

エ
フ
の
手
に
よ
り
て
完
全
に
舞
台
化
さ
れ
、
彼
の
戯
曲
家
的
手
腕
は
、
初
め

て
遺
憾
な
く
巴
里
の
劇
壇
に
紹
介
さ
れ
た
。

　
そ
の
後
「  

赤    

歯    

山  

レ
・
ダ
ン
・
ル
ウ
ジ
ユ
」
「
男
と
そ
の
幻
」
「
悪
の
影
」
「
卑
怯
者
」

等
で
、
相
当
の
成
功
を
収
め
た
と
伝
へ
ら
れ
る
。

　
私
は
こ
こ
で
、
ル
ノ
ル
マ
ン
を
如
何
な
る
意
味
に
於
て
も
、
誤
つ
て
伝
へ

た
く
な
い
。
彼
は
、
優
れ
た
天
分
と
信
頼
す
べ
き
芸
術
的
良
心
と
を
有
つ
た
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新
劇
開
拓
者
の
一
人
で
あ
る
こ
と
　
　
そ
の
数
あ
る
作
品
は
、
何
れ
も
、
相

当
深
い
思
索
と
、
充
分
に
鋭
い
感
受
性
と
、
殊
に
、
稀
に
見
る
表
現
の
的
確

さ
に
よ
つ
て
、
彼
が
「
大
器
」
た
る
の
素
質
を
示
し
て
ゐ
る
こ
と
　
　
そ
の

主
題
の
新
鮮
さ
、
結
構
の
自
由
さ
、
弾
力
に
富
む
文
体
の
朗
ら
か
な
、
そ
し

て
底
力
の
あ
る
メ
ロ
デ
ィ
ー
、
そ
れ
は
常
に
、
興
奮
と
凝
視
と
瞑
想
の
、
極

め
て
特
殊
な
「
心
理
的
詩
味
」
を
醸
し
出
し
、
最
近
の
仏
蘭
西
劇
壇
を
通
じ

て
、
最
も
異
色
あ
る
作
家
の
一
人
と
な
つ
て
ゐ
る
こ
と
　
　
先
づ
こ
れ
だ
け

の
こ
と
を
言
つ
て
置
き
た
い
。

　
そ
し
て
、
わ
た
く
し
は
、
か
う
い
ふ
こ
と
を
つ
け
加
へ
る
。

　
彼
の
今
日
ま
で
の
作
品
は
、
少
く
と
も
そ
の
手
法
に
於
て
、
決
し
て
斬
新

11



奇
抜
と
云
ふ
ほ
ど
の
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
わ
た
く
し
の
観
る

処
で
は
　
　
恐
ら
く
誰
で
も
気
の
つ
く
こ
と
で
あ
ら
う
が
　
　
彼
に
は
「
幾

人
か
の
先
生
」
が
あ
る
。

　
こ
れ
は
、
前
に
述
べ
た
、
現
代
仏
国
劇
壇
の
傾
向
を
物
語
る
一
つ
の
好
適

例
で
あ
る
や
う
に
思
ふ
。

　
彼
は
、
こ
れ
ら
の
「
先
生
」
か
ら
、
「
貰
ふ
べ
き
も
の
」
と
「
一
時
借
り

た
も
の
」
と
を
、
ま
だ
同
時
に
も
つ
て
ゐ
る
や
う
な
気
が
す
る
。

「
借
り
た
も
の
」
を
返
し
て
し
ま
ふ
時
機
が
早
晩
来
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
そ
れ
か
ら
「
貰
つ
た
も
の
」
が
、
「
自
分
で
造
つ
た
も
の
」
の
中
に
、
す

つ
か
り
形
を
没
し
て
し
ま
ふ
時
機
が
来
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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此
の
意
味
で
、
今
日
、
彼
に
「
偉
大
な
る
天
才
」
の
名
を
冠
す
る
こ
と
は
、

ま
だ
早
い
や
う
に
思
ふ
。

　
彼
の
感
受
性
は
、
し
か
く
鋭
敏
で
あ
る
に
拘
ら
ず
、
そ
の
好
奇
心
に
、
や

や
ナ
イ
ー
ヴ
な
も
の
が
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
そ
の
一
つ
は
、
科
学
に
対

す
る
そ
れ
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
異
国
趣
味
に
対
す
る
そ
れ
で
あ
る
。
彼

は
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
相
対
性
原
理
（
時
は
夢
な
り
）
と
フ
ロ
イ
ド
の
精

神
分
析
（
落
伍
者
の
群
）
と
を
通
俗
化
し
、
和
蘭
と
亜
弗
利
加
と
南
洋
と
を
、

運
河
と
砂
漠
と
竹
藪
に
よ
つ
て
象
徴
さ
せ
よ
う
と
す
る
。
彼
の
描
く
人
物
は
、

概
ね
「
考
へ
る
」
以
上
に
感
じ
て
ゐ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
時
と
し
て
、
象

徴
的
手
法
の
失
敗
が
、
人
物
の
性
格
を
類
型
に
陥
れ
る
場
合
が
な
い
で
も
な
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い
。
之
に
反
し
て
、
霊
感
一
度
到
れ
ば
、
そ
の
表
現
の
鮮
か
さ
は
、
ま
さ
に
、

常
人
の
企
て
及
ば
な
い
も
の
が
あ
る
。

「
大
な
る
未
来
」
を
想
は
せ
る
所
以
で
あ
る
。

　
か
う
云
ふ
と
、
彼
の
価
値
は
、
ま
た
法
外
に
低
く
見
ら
れ
る
恐
れ
が
あ
る
。

わ
た
く
し
が
、
日
本
な
ら
ば
、
老
大
家
の
列
に
加
へ
ら
る
べ
き
年
輩
と
閲
歴

あ
る
彼
を
、
仏
国
に
於
け
る
一
新
進
作
家
と
し
て
紹
介
し
、
あ
ま
つ
さ
へ
日

本
な
ら
ば
、
一
流
の
文
人
と
比
肩
し
得
べ
き
彼
　
　
ル
ノ
ル
マ
ン
君
よ
、
何

と
で
も
云
ひ
給
へ
　
　
の
芸
術
を
評
す
る
に
、
最
大
級
の
讃
辞
を
用
ひ
な
い

そ
の
罪
を
、
抑
〻
何
も
の
に
帰
す
べ
き
で
あ
ら
う
か
。

　
く
れ
ぐ
れ
も
私
の
罪
で
は
な
い
。
ル
ノ
ル
マ
ン
君
よ
、
君
が
、
仏
蘭
西
と
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い
ふ
国
に
生
ま
れ
た
罪
だ
。
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青
空
文
庫
情
報

底
本
：
「
岸
田
國
士
全
集19

」
岩
波
書
店

　
　
　1989
（
平
成
元
）
年12

月8

日
発
行

底
本
の
親
本
：
「
近
代
劇
全
集
　
第
十
八
巻
」
第
一
書
房

　
　
　1927

（
昭
和2
）
年6

月10

日
発
行

初
出
：
「
演
劇
新
潮
　
第
一
年
第
十
二
号
」

　
　
　1924

（
大
正13

）
年12
月1
日
発
行

入
力
：tatsuki

校
正
：
門
田
裕
志

2009

年9

月5

日
作
成
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青
空
文
庫
作
成
フ
ァ
イ
ル
：

こ
の
フ
ァ
イ
ル
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
図
書
館
、
青
空
文
庫
（http://w

w

w
.aozora.gr.jp/

）
で
作
ら
れ
ま
し
た
。
入
力
、
校
正
、
制
作
に
あ
た
っ
た

の
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
皆
さ
ん
で
す
。
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