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自
ら
劇
作
家
と
名
乗
る
資
格
が
あ
る
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
も
の
が
、
劇
作
家
た
る
べ
き
道
を
説
く
こ

と
は
甚
だ
可
笑
し
い
と
思
ひ
ま
す
が
、
私
を
一
個
の
劇
作
家
と
見
立
て
ゝ
、
か
う
い
ふ
課
題
を
与
へ
た
本

誌
編
輯
者
の
、
表
面
的
な
責
任
の
蔭
に
か
く
れ
、
私
は
、
自
分
の
信
ず
る
と
こ
ろ
を
述
べ
て
見
ま
せ
う
。

　
一
体
、
「
劇
作
家
に
な
る
」
と
い
ふ
こ
と
、
そ
れ
自
身
が
問
題
な
の
で
す
。

　
或
る
批
評
家
の
説
に
よ
れ
ば
、
「
劇
作
家
は
生
れ
な
が
ら
に
し
て
劇
作
家
で
あ
る
」
べ
き
だ
さ
う
で
す
。

此
の
点
、
電
気
技
師
や
小
説
家
が
、
修
業
に
よ
つ
て
そ
の
道
に
至
り
得
る
の
と
は
、
根
本
に
於
て
違
ひ
が

あ
る
や
う
に
思
は
れ
ま
す
。

　
し
か
し
、
此
の
説
は
、
大
き
な
パ
ラ
ド
ツ
ク
ス
が
含
ま
れ
て
ゐ
る
。
わ
れ
〳
〵
が
、
常
に
天
稟
の
素
質

の
前
に
頭
を
下
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
な
ら
、
腕
を
拱
こ
ま
ねい
て
死
を
待
つ
よ
り
外
な
い
の
で
す
。

　
此
の
批
評
家
が
、
何
故
に
、
劇
作
家
だ
け
が
特
に
、
「
生
れ
な
が
ら
」
劇
作
家
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
主
張
す
る
か
、
そ
れ
は
、
劇
作
家
だ
け
が
、
当
今
、
「
誰
で
も
な
り
得
る
」
も
の
と
信
じ
ら
れ
て
ゐ
る

ら
し
い
風
潮
を
揶
揄
し
た
も
の
で
あ
ら
う
と
思
は
れ
ま
す
。

　
あ
る
批
評
家
は
ま
た
、
劇
作
に
於
け
る art 

と 

〔m
e'tier

〕 
と
を
区
別
し
て
、
作
家
の
素
質
を
論
じ
て
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ゐ
ま
す
。
前
者
は
云
ふ
ま
で
も
な
く
芸
術
で
あ
り
、
後
者
は
技
術
で
す
。
云
ひ
か
へ
れ
ば
、
前
者
は
霊
感

に
属
し
、
後
者
は
、
「
思
ひ
つ
き
」
に
属
す
と
も
云
ひ
ま
せ
う
か
。
或
は
ま
た
、
前
者
は
先
天
的
才
能
に

負
ふ
と
こ
ろ
が
多
く
、
後
者
は
、
職
業
的
熟
練
に
俟
つ
べ
き
も
の
と
云
へ
ば
云
へ
ま
せ
う
。

　
な
る
ほ
ど
、
か
う
い
ふ
風
に
考
へ
れ
ば
、
古
今
の
劇
作
家
に
つ
い
て
、
一
応
そ
の
素
質
を
吟
味
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
日
本
の
現
代
作
家
に
つ
い
て
も
ま
た
興
味
あ
る
批
判
が
加
へ
ら
れ
る
こ
と
ゝ
思
ひ
ま
す
。

「
劇
作
家
は
生
れ
な
が
ら
劇
作
家
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
と
い
ふ
議
論
も
、
結
局
、
技
術
だ
け
を
生
命
と

す
る
劇
作
家
は
、
真
の
劇
作
家
と
は
云
へ
な
い
と
い
ふ
主
張
が
裏
づ
け
ら
れ
て
ゐ
る
と
見
て
よ
ろ
し
い
。

　
そ
れ
な
ら
ば
、
ほ
ん
と
の
劇
作
家
が
具
へ
て
ゐ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
　
　
即
ち
、
劇
作
上
の art 

と
は
如
何
な
る
も
の
か
。
そ
れ
は
ど
う
い
ふ
と
こ
ろ
か
ら
生
れ
て
来
る
か
。
そ
れ
は
ど
う
い
ふ
形
で
作
品

の
中
に
表
は
れ
て
ゐ
る
か
。
こ
の
難
問
題
を
解
決
し
て
、
扨
て
、
諸
君
は
ど
う
す
れ
ば
、
こ
の art 

を
体

得
し
、
驚
嘆
す
べ
き
傑
作
を
物
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
　
　
と
い
ふ
結
論
を
引
出
す
こ
と
が
、
此
の
文
章

の
役
目
だ
と
す
れ
ば
、
私
は
、
聊
か
心
細
さ
を
感
じ
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
ん
な
こ
と
は
ち
つ
と
も
わ
か

つ
て
ゐ
な
い
か
ら
で
す
。
恐
ら
く
、
誰
も
わ
か
つ
て
ゐ
な
い
で
せ
う
。

　
古
来
作
劇
術
（
ド
ラ
マ
ツ
ル
ギ
イ
）
と
称
す
る
書
物
が
教
へ
る
と
こ
ろ
は
、
実
は
、
此
の art 

そ
の
も

の
に
は
関
係
な
く
、
た
ゞ
僅
か
に
、
〔m

e'tier

〕 

の
一
端
に
触
れ
た
も
の
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。
従
つ
て
、
ド
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ラ
マ
ツ
ル
ギ
イ
な
る
も
の
は
、
文
法
書
と
撰
ぶ
と
こ
ろ
は
な
い
。
否
、
文
法
は
、
そ
れ
で
も
、
例
外
を
認

め
て
ゐ
る
。
ド
ラ
マ
ツ
ル
ギ
イ
は
、
此
の
例
外
を
す
ら
挙
げ
て
ゐ
な
い
の
で
す
。

　
凡
て
、
芸
術
は
、
例
外
を
作
る
術
で
あ
る
と
も
云
へ
る
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
劇
作
に
於
て
も
、
そ
の

例
外
の
生
れ
る
と
こ
ろ
を
究
め
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
古
来
、
戯
曲
の
名
作
と
称
せ
ら
れ
る
も
の
は
、

悉
く
、
何
等
か
の
形
で
幾
分
の
例
外
を
含
み
、
此
の
例
外
を
生
か
す
何
者
か
に
よ
つ
て
永
遠
性
を
有
つ
て

ゐ
る
の
で
す
。

　
今
の
私
に
は
、
こ
れ
だ
け
の
こ
と
が
わ
か
つ
て
ゐ
る
だ
け
だ
。
そ
こ
で
私
は
、
世
の
若
き
劇
作
家
志
望

者
諸
君
（
並
に
諸
嬢
）
に
向
つ
て
、
次
の
こ
と
を
勧
告
し
て
置
き
た
い
と
思
ひ
ま
す
。

　
第
一
に
、
古
今
東
西
の
戯
曲
を
読
み
、
ま
た
は
そ
の
舞
台
を
観
る
際
に
、
そ
の
戯
曲
の
思
想
と
形
式
、

又
は
内
容
と
表
現
を
分
析
的
に
考
察
、
批
判
す
る
こ
と
も
肝
要
で
す
が
、
そ
れ
以
上
に
そ
の
作
品
の
魅
力

が
、 art 

と 

〔m
e'tier

〕 

と
の
如
何
な
る
交
錯
融
合
に
よ
つ
て
生
れ
る
か
を
吟
味
す
る
用
意
が
必
要
だ
と

思
ひ
ま
す
。
勿
論
、
ど
の
部
分
が
芸
術
で
、
ど
の
部
分
が
技
術
と
、
は
つ
き
り
見
分
け
が
つ
く
わ
け
の
も

の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
ま
た
、
そ
の
両
者
が
渾
然
一
致
し
て
ゐ
る
場
合
こ
そ
極
度
の
魅
力
を
発
揮
す
る

の
で
す
が
、
そ
の
点
を
充
分
考
慮
に
入
れ
て
戯
曲
を
鑑
賞
す
れ
ば
、
お
の
づ
か
ら
作
者
の
「
心
」
と
「
手
」

と
が
、
異
つ
た
質
量
と
熱
度
で
諸
君
の
感
覚
に
伝
つ
て
来
る
筈
で
す
。
こ
ゝ
で
お
断
り
を
し
て
置
か
な
け
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れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
所
謂
「
技
巧
」
と
い
ふ
言
葉
に
つ
い
て
ゞ
す
。
日
本
の
文
壇
で
は
、
「
技
巧
偏
重
」

と
い
ふ
、
既
に
そ
の
こ
と
自
身
が
、
「
技
巧
偏
軽
」
を
意
味
す
る
批
評
を
耳
に
し
ま
す
が
、
私
が
、
前
に

述
べ
た 
〔m

e'tier

〕 

は
、
決
し
て
技
巧
の
全
部
を
指
す
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
技
巧
そ
の
も
の
ゝ
う

ち
に
は
、
立
派
に art 

の
名
に
値
す
る
も
の
も
あ
る
の
で
す
。
さ
う
い
ふ
技
巧
は
如
何
に
重
ん
じ
て
も

「
偏
重
」
に
は
な
り
ま
せ
ん
。

　
第
二
に
、
い
ろ
〳
〵
な
戯
曲
を
そ
の
出
来
栄
え
、
即
ち
、
そ
れ
自
身
と
し
て
の
価
値
に
よ
つ
て
批
判
す

る
と
同
時
に
、
そ
の
作
品
の
内
容
と
形
態
が
作
り
出
す
あ
る
「
特
殊
性
」
に
つ
い
て
、
文
学
史
的
進
化
の

法
則
と
過
程
と
を
発
見
す
る
や
う
に
努
め
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
、
今
日
の
我
が
批
評
壇
が
、

殆
ど
注
意
を
向
け
て
ゐ
な
い
点
で
す
。
云
ひ
換
へ
れ
ば
、
文
学
上
の
「
様
式
」
（genre

）
に
対
し
て
、

一
個
の
観
点
を
も
つ
と
い
ふ
、
当
然
な
態
度
な
の
で
す
。

　
例
へ
ば
、
此
処
に
一
篇
の
悲
劇
が
あ
る
。
そ
の
悲
劇
の
価
値
を
測
る
尺
度
で
、
一
篇
の
喜
劇
を
測
る
こ

と
は
出
来
な
い
筈
で
す
。
ま
た
こ
ゝ
に
一
つ
の
社
会
劇
が
あ
る
。
も
う
一
つ
は
神
秘
劇
で
す
。
此
の
二
つ

の
作
品
を
、
同
一
の
筆
法
で
論
じ
る
こ
と
は
無
意
味
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
日
本
の
文
壇
で
は
、
そ
れ
が
平

気
で
行
は
れ
て
ゐ
る
。
従
つ
て
、
喜
劇
に
厳
粛
さ
が
要
求
さ
れ
、
神
秘
劇
に
革
命
精
神
が
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
で
は
困
る
。
勿
論
、
劇
作
界
に
分
業
制
度
が
あ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
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悲
劇
を
書
く
傍
ら
喜
劇
を
書
き
、
社
会
劇
を
書
く
片
手
間
に
神
秘
劇
を
書
い
て
も
よ
ろ
し
い
わ
け
で
あ
る

が
、
批
評
家
の
方
で
も
少
し
考
へ
て
く
れ
な
い
と
、
喜
劇
を
書
い
て
悲
劇
の
特
性
を
与
へ
る
こ
と
に
腐
心

し
て
神
秘
劇
を
書
き
な
が
ら
社
会
劇
の
効
果
を
挙
げ
よ
う
と
苦
心
す
る
作
家
が
な
い
と
も
限
ら
な
い
。
こ

れ
で
は
何
時
ま
で
た
つ
て
も
、
傑
れ
た
作
品
は
書
け
な
い
で
せ
う
。
諸
君
に
、
此
の
無
駄
骨
折
を
さ
せ
ま

い
と
す
る
の
が
私
の
願
ひ
で
す
。

　
私
は
、
ま
た
、
必
ず
し
も
、 

様  

式 

ジ
ヤ
ン
ル

の
混
合
を
認
め
な
い
古
典
主
義
者
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
悲
喜
劇
な

る
様
式
、
乃
至
神
秘
的
社
会
諷
刺
劇
の
存
在
を
も
わ
き
ま
へ
て
ゐ
る
つ
も
り
で
す
。
そ
れ
も
文
学
史
的
観

点
に
よ
つ
て
整
理
さ
れ
て
こ
そ
、
権
威
あ
る
批
評
が
加
へ
ら
れ
る
の
で
、
そ
れ
に
は
そ
れ
の
価
値
を
測
る

べ
き
特
別
な
尺
度
を
準
備
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
か
う
い
ふ
と
、
中
に
は
、
そ
れ
な
ら
、
自
分
が
脚
本
を
書
く
と
き
、
ど
う
い
ふ
様
式
の
脚
本
を
書
か
う

と
き
め
て
か
ゝ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
と
い
ふ
疑
ひ
を
起
す
人
が
な
い
と
も
限
り
ま
せ
ん
が
、
そ
れ

と
こ
れ
と
は
別
問
題
で
、
き
め
て
か
ゝ
つ
て
も
よ
し
、
か
ゝ
ら
な
く
つ
て
も
よ
し
と
答
へ
る
よ
り
外
は
な

い
。
そ
れ
は
要
す
る
に
、
霊
感
の
支
配
を
受
く
べ
き
も
の
だ
か
ら
で
す
。

　
以
上
の
注
意
に
関
連
し
て
、
現
代
に
於
け
る
「
戯
曲
の
新
し
い
歩
み
」
を
知
る
こ
と
が
肝
腎
だ
と
思
ひ

ま
す
。
私
は
前
に
、
芸
術
は
一
つ
の
例
外
を
作
る
術
だ
と
云
ひ
ま
し
た
。
ヘ
ン
リ
ツ
ク
・
イ
プ
セ
ン
が
舞
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台
に
初
め
て
「
生
活
の
断
片
」
を
示
し
、
メ
エ
テ
ル
リ
ン
ク
が
見
事
に
「
争
闘
」
の
な
い
ド
ラ
マ
の
型
を

築
い
た
ほ
ど
の
花
々
し
さ
は
な
く
と
も
、
過
去
三
十
年
の
劇
界
は
、
文
学
的
に
も
、
舞
台
的
に
も
、
著
し

い
進
化
の
跡
を
遺
し
て
ゐ
ま
す
。
そ
し
て
現
代
は
最
早
、
例
外
が
一
つ
の
規
則
で
あ
る
か
の
観
を
さ
へ
呈

し
て
ゐ
る
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
か
う
い
ふ
時
代
に
、
そ
の
表
面
に
現
は
れ
た
傾
向
の
み
に
眼
を
奪
は
れ

て
、
こ
の
根
柢
を
な
す
と
こ
ろ
の
一
つ
の
流
れ
、
即
ち
戯
曲
の
伝
統
的
本
質
を
顧
み
な
か
つ
た
な
ら
ば
、

そ
の
新
し
さ
は
単
に
か
の 

〔m
e'tier

〕 

の
上
の
新
し
さ
、
そ
れ
も
技
術
に
ま
で
は
到
達
し
な
い
嗤
ふ
べ

き
「
素
人
の
物
真
似
」
に
終
る
で
せ
う
。

　
第
三
に
、
私
は
、
「
舞
台
を
透
し
て
戯
曲
を
見
る
な
、
人
生
を
透
し
て
戯
曲
を
観
よ
」
と
云
ふ
注
意
を

守
り
た
い
と
思
ふ
。
こ
れ
は
ど
う
い
ふ
こ
と
か
と
云
ふ
と
戯
曲
を
味
は
ひ
、
そ
の
精
神
に
触
れ
、
そ
の
戯

曲
の
も
つ
真
の
美
を
発
見
す
る
の
は
、
舞
台
の
み
を
観
た
眼
で
は
駄
目
だ
と
い
ふ
の
で
す
。
直
接
人
生
を

視
た
眼
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
云
ふ
の
で
す
。
至
極
平
凡
な
こ
と
の
や
う
で
す
が
、
こ
れ
が
作
家
修
業

の
要
諦
で
は
あ
る
ま
い
か
と
思
は
れ
ま
す
。
こ
の
修
業
は
、
や
が
て
、
自
ら
筆
を
執
つ
て
戯
曲
を
書
か
う

と
す
る
時
、
徒
ら
に
舞
台
的
因
襲
に
拘
束
さ
れ
ず
、
自
由
に
、
大
胆
に
、
劇
的
霊
感
を
紙
上
に
活
か
し
得

る
力
と
な
る
の
で
は
あ
り
ま
す
ま
い
か
。

　
私
は
、
劇
作
家
が
、
そ
の
想
像
力
を
限
ら
れ
た
舞
台
上
に
の
み
働
か
す
こ
と
は
愚
の
極
み
で
あ
る
と
思
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ふ
。
実
際
に
上
場
出
来
な
い
や
う
な
も
の
で
は
困
る
と
云
ふ
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
現
在
の
劇
場
人

等
が
、
実
際
上
場
出
来
る
と
か
、
出
来
な
い
と
か
云
ふ
の
は
、
何
の
標
準
に
も
な
り
ま
せ
ん
。
今
日
上
場

出
来
な
い
も
の
が
明
日
は
上
場
出
来
る
。
こ
れ
が
、
演
劇
史
の
存
在
す
る
理
由
で
す
。
し
か
し
、
私
の
云

ふ
の
は
、
さ
う
い
ふ
意
味
ぢ
や
な
い
。
劇
作
家
は
、
人
生
を
舞
台
の
中
に
入
れ
る
こ
と
を
以
て
能
事
終
れ

り
と
せ
ず
、
舞
台
を
人
生
の
中
に
持
ち
出
せ
と
云
ふ
の
が
私
の
主
張
で
す
。
人
生
と
は
、
現
実
の
人
生
、

あ
る
が
ま
ゝ
の
人
生
、
あ
な
た
に
も
私
に
も
見
え
る
人
生
で
は
な
い
。
「
作
家
の
眼
」
に
だ
け
見
え
る
人

生
で
す
。
現
実
と
夢
と
を
超
越
し
た
人
生
で
す
。
か
く
あ
ら
ば
面
白
か
ら
ん
と
い
ふ
人
生
で
す
。

　
な
ぜ
か
と
云
へ
ば
、
人
生
を
舞
台
の
中
に
入
れ
る
時
、
そ
の
人
生
は
往
々
ひ
か
ら
び
て
し
ま
ふ
か
ら
で

す
。
そ
の
人
生
の
中
で
は
、
各
々
の
人
物
が
、
今
迄
は
ど
ん
な
生
活
を
し
て
ゐ
た
か
忘
れ
て
し
ま
つ
た
や

う
な
顔
を
し
て
ゐ
る
か
ら
で
す
。
そ
こ
で
、
気
を
揉
む
の
は
作
者
で
す
。
観
て
ゐ
ら
れ
な
い
の
は
見
物
で

す
。

　
人
生
の
中
に
舞
台
を
も
つ
て
行
つ
て
御
覧
な
さ
い
。
人
生
は
野
の
花
の
如
く
伸
び
や
か
に
、
人
物
は
、

自
分
達
の
知
ら
な
い
う
ち
に
、
芝
居
を
さ
せ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
す
。
作
者
は
、
見
物
と
一
緒
に
、
の﹅
う﹅
﹅〳

﹅〵

と
舞
台
を
眺
め
て
ゐ
ら
れ
る
。

　
御
話
は
ま
あ
、
こ
れ
く
ら
ゐ
に
し
て
置
き
ま
せ
う
。
原
稿
紙
十
枚
は
読
む
と
十
分
か
ゝ
る
。
十
分
の
講

9



釈
で
「
劇
作
家
に
な
る
法
」
を
会
得
す
る
人
が
あ
つ
た
ら
、
私
は
そ
の
人
に
つ
い
て
「
劇
作
家
に
な
る
法
」

を
学
ぶ
で
せ
う
。

10劇作を志す若い人々に
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