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劇
作
家
と
し
て
の
ジ
ュ
ウ
ル
・
ル
ナ
ア
ル
を
識
る
前
に
、
詩
人
と
し
て
の
　
　
芸
術
家
と
し
て
の
ル
ナ

ア
ル
を
識
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
彼
は
自
ら
称
す
る
如
く
、
「  

幻    

象  

イ
マ
ア
ジ
ュ

」
の
猟
人
で
あ
る
。
自
然
を
愛
し
、
自
然
を
味
ひ
、
自
然
を
呼

吸
し
つ
つ
、
そ
の
全
生
涯
を
一
種
の
厭
世
家
と
し
て
終
始
し
て
ゐ
る
。

　
芸
術
家
と
し
て
の
ル
ナ
ア
ル
の
偉
大
さ
は
、
彼
が
聡
明
な
ペ
シ
ミ
ス
ト
で
あ
る
が
為
に
、
た
だ
そ
れ
が

為
に
、
屡
〻
凡
庸
な
批
評
家
を
近
づ
け
な
い
。

　
彼
は
叫
ば
な
い
。
彼
は
呟
く
の
で
あ
る
。

　
彼
は
泣
か
な
い
。
彼
は
唇
を
噛
む
の
で
あ
る
。

　
彼
は
笑
は
な
い
。
彼
は
小
鼻
を
膨
ら
ま
す
の
で
あ
る
。

　
彼
は
教
へ
な
い
。
目
く
ば
せ
を
す
る
の
で
あ
る
。

　
彼
は
歌
は
な
い
。
溜
息
を
吐
く
の
で
あ
る
。

　
彼
は
怒
ら
な
い
。
目
を
つ
ぶ
る
の
で
あ
る
。

　
彼
は
生
涯
に
た
つ
た
七
篇
の
戯
曲
を
書
い
た
。
何
れ
も
喜
劇
の
部
類
に
属
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
彼
を
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し
て
舞
台
に
興
味
を
も
た
せ
た
の
は
、
そ
の
交
友
中
に
、
エ
ド
モ
ン
・
ロ
ス
タ
ン
、
ト
リ
ス
タ
ン
・
ベ
ル

ナ
ア
ル
、
リ
ュ
シ
ア
ン
・
ギ
イ
ト
リ
イ
等
が
ゐ
た
為
め
に
外
な
ら
ぬ
が
、
そ
れ
ら
の
云
は
ば
余
技
的
な
作

品
が
今
日
も
な
ほ
悠
々
た
る
舞
台
的
生
命
を
保
つ
て
ゐ
る
所
以
は
、
彼
が
生
れ
な
が
ら
既
に
、
非
凡
な
る

戯
曲
作
家
の
「
息
」
を
も
つ
て
ゐ
た
か
ら
で
あ
り
、
彼
が
何
よ
り
も
先
づ
「
魂
の
韻
律
」
に
敏
感
で
あ
つ

た
か
ら
で
あ
る
。

　
彼
は
、
自
ら
「
自
然
に
よ
ら
な
け
れ
ば
書
か
な
い
」
と
宣
言
し
な
が
ら
、
所
謂
自
然
主
義
者
た
る
べ
く

余
り
に
現
実
の
醜
さ
を
見
透
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
醜
さ
を
醜
さ
と
し
て
描
く
た
め
に
は
、
あ
ま
り
に
詩

人
で
あ
つ
た
。

　
劇
作
家
と
し
て
の
ル
ナ
ア
ル
は
、
愈
〻
古
典
作
家
と
し
て
仏
蘭
西
劇
の
雛
壇
に
祭
り
上
げ
ら
れ
よ
う
と

し
て
ゐ
る
が
、
彼
の
作
品
は
ま
だ
そ
れ
ほ
ど
老
い
込
ん
で
は
ゐ
な
い
。
現
代
仏
国
の
若
き
作
家
は
、
や
う

や
く
ベ
ッ
ク
を
離
れ
て
ル
ナ
ア
ル
に
就
か
う
と
さ
へ
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
イ
プ
セ
ン
、
マ
ア
テ
ル
ラ
ン

ク
、
ド
ス
ト
イ
エ
フ
ス
キ
イ
、
こ
れ
ら
外
国
近
代
作
家
の
影
響
の
中
で
、
わ
が
ル
ナ
ア
ル
は
、
静
か
に
後

進
の
道
を
指
し
示
し
て
ゐ
る
や
う
に
思
は
れ
る
。
静
か
に
　
　
さ
う
だ
。
彼
の
声
は
聴
き
取
り
難
き
ま
で

に
低
い
。
し
か
し
、
耳
を
傾
け
る
も
の
は
意
外
に
多
い
こ
と
を
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
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私
が
訳
し
た
二
篇
は
、
自
然
を
愛
し
、
人
間
を
嫌
ふ
ル
ナ
ア
ル
の
、
最
も
多
く
そ
の
人
間
に
接
触
し
た

で
あ
ら
う
巴
里
生
活
の
記
録
と
見
て
差
支
へ
な
い
。

「
日
々
の
麪
包
」
（
〔Le Pain de M

e'nage

〕
）
千
八
百
九
十
八
年
三
月
、
巴
里
フ
ィ
ガ
ロ
の
小
舞
台
で

演
ぜ
ら
れ
た
。
こ
の
時
の
役
割
は
、
ピ
エ
ー
ル
に
当
代
一
の
名
優
リ
ュ
シ
ア
ン
・
ギ
イ
ト
リ
イ
、
マ
ル
ト

に
同
名
に
し
て
才
色
兼
備
の
マ
ル
ト
・
ブ
ラ
ン
デ
ス
が
扮
し
た
。

　
そ
の
後
、
「
演
劇
の
光
輝
と
偉
大
さ
と
を
発
揮
せ
し
め
よ
う
」
と
、
古
今
の
名
作
を
選
ん
で
上
演
目
録

を
編
ん
だ
ヴ
ィ
ユ
ウ
・
コ
ロ
ン
ビ
エ
座
は
、
首
脳
コ
ポ
オ
自
ら
の
主
演
で
此
の
作
を
舞
台
に
か
け
た
。

「
日
々
の
麪
包
」
と
は
家
庭
で
常
食
に
用
ふ
る
並
製
の
麪
包
で
あ
る
。
そ
れ
が
何
を
意
味
し
て
ゐ
る
か
は

一
読
す
れ
ば
わ
か
る
。

　
二
人
の
人
物
は
、
何
れ
も
有
閑
階
級
の
紳
士
淑
女
で
あ
る
。
巴
里
社
交
生
活
を
代
表
す
る
相
当
教
養
あ

る
男
女
と
見
て
い
い
。

「
別
れ
も
愉
し
」
（Le Plaisir de R

om
pre

）
は
千
八
百
九
十
七
年
三
月
エ
コ
リ
エ
社
で
上
演
せ
ら
れ
、

現
に
、
こ
れ
も
「
赭
毛
」
と
共
に
コ
メ
デ
ィ
イ
・
フ
ラ
ン
セ
エ
ズ
の
上
演
目
録
中
に
加
へ
ら
れ
て
あ
る
。

人
物
は
、
こ
の
方
は
、
寧
ろ
プ
チ
・
ブ
ウ
ル
ジ
ュ
ワ
と
も
称
せ
ら
る
べ
き
小
産
階
級
に
属
す
る
男
と
、
ド
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ウ
ミ
・
モ
ン
ド
と
ま
で
は
行
か
な
い
が
、
そ
れ
に
似
た
寄
生
生
活
を
営
む
独
身
無
職
業
婦
人
、
さ
う
い
ふ

種
類
の
女
と
で
あ
る
。

　
男
は
多
分
、
会
社
か
商
店
の
書
記
で
あ
ら
う
（
彼
が
自
負
す
る
唯
一
の
も
の
は
「
達
者
な
筆
蹟
」
で
あ

る
）
小
学
校
ぐ
ら
ゐ
を
卒
業
し
、
簿
記
学
校
へ
で
も
通
つ
た
か
、
兎
に
角
、
早
く
か
ら
家
計
を
助
け
る
為

め
に
職
に
就
い
た
、
さ
う
い
ふ
型
の
男
で
あ
る
。

　
此
の
年
ま
で
に
、
い
く
ら
か
文
学
書
も
読
ん
だ
ら
う
（
ミ
ュ
ッ
セ
の
詩
ぐ
ら
ゐ
は
小
学
校
で
も
習
ふ
）
。

い
ろ
ん
な
話
も
聞
い
た
ら
う
。
「
自
ら
パ
ン
を
得
る
青
年
」
と
し
て
、
彼
の
「
小
さ
な
母
」
を
煙
に
巻
く

ぐ
ら
ゐ
の
舌
は
も
つ
て
ゐ
る
。
学
問
は
な
く
と
も
、
そ
こ
は
巴
里
で
育
つ
た
仏
蘭
西
人
で
あ
る
。
人
並
の

洒
落
や
理
窟
は
何
時
の
間
に
か
覚
え
た
。
相
手
が
そ
れ
ほ
ど
の
才
女
で
な
け
れ
ば
、
「
ど
う
で
す
、
少
し

そ
の
辺
を
…
…
」
と
か
な
ん
と
か
、
あ
つ
さ
り
云
ひ
出
し
て
見
る
く
ら
ゐ
の
自
信
も
つ
い
て
ゐ
る
。

　
女
は
、
恐
ら
く
早
く
両
親
に
別
れ
、
そ
の
為
め
に
貞
操
を
パ
ン
に
代
へ
た
一
人
の
少
女
で
あ
つ
た
ら
う
。

恋
と
い
ふ
恋
を
し
尽
し
た
女
、
そ
れ
は
彼
女
の
移
り
気
を
語
る
も
の
か
、
さ
う
で
は
な
か
ら
う
。
愛
す
れ

ば
愛
す
る
ほ
ど
男
に
離
れ
る
、
さ
う
い
ふ
運
命
を
も
つ
て
生
れ
た
女
で
あ
ら
う
。

「
わ
ざ
と
さ
う
し
て
る
わ
け
ぢ
や
な
い
の
に
、
あ
た
し
が
愛
し
た
男
は
、
み
ん
な
貧
乏
な
ん
で
す
も
の
…

…
」
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彼
女
は
、
男
が
貧
乏
と
知
つ
て
（
一
人
の
女
を
食
は
せ
て
置
く
だ
け
な
ら
金
持
ち
で
は
な
い
）
そ
の
愛

を
他
の
男
に
遷
し
得
る
女
の
一
人
で
は
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。

　
流
行
と
逸
楽
、
追
従
と
気
ま
ぐ
れ
に
日
を
送
る
ド
ゥ
ミ
イ
・
モ
ン
デ
エ
ヌ
の
社
会
は
、
或
は
彼
女
の
夢

み
つ
つ
あ
つ
た
社
会
か
も
知
れ
な
い
。
然
し
、
彼
女
は
夙
く
の
昔
、
そ
ん
な
夢
か
ら
覚
め
て
ゐ
た
。
彼
女

は
「
落
ち
着
い
た
生
活
」
を
心
か
ら
望
ん
で
ゐ
た
。
彼
女
は
た
だ
、
「
巷
を
彷
徨
ふ
娘
」
に
落
ち
て
行
く

こ
と
を
恐
れ
た
（
下
に
は
下
が
あ
る
）
そ
の
為
め
に
、
あ
ら
ゆ
る
男
の
手
に
縋
つ
た
、
さ
う
い
ふ
女
の
一

人
で
あ
ら
う
。

　
彼
女
は
、
昨
日
ま
で
は
ま
だ
自
分
の
「
若
さ
」
に
頼
つ
て
ゐ
た
。
「
ど
う
に
か
な
る
だ
ら
う
」
　
　
さ

う
い
ふ
女
の
唯
一
の
哲
学
を
、
彼
女
も
ま
た
私
か
に
抱
い
て
ゐ
た
。

　
恋
に
生
き
る
女
の
矜
り
と
恥
ぢ
を
、
希
望
と
悔
恨
を
、
習
癖
と
道
徳
を
、
彼
女
も
亦
も
つ
て
ゐ
る
で
あ

ら
う
。

「
恋
人
と
い
ふ
も
の
は
、
お
互
に
残
し
合
ふ
思
ひ
出
の
ほ
か
に
、
値
打
は
な
い
も
の
よ
」
　
　

　
彼
女
は
は
じ
め
て
、
「
ど
う
に
か
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
こ
と
に
気
づ
い
た
。

　
若
く
し
て
貧
し
き
男
、
そ
の
男
と
の
絶
縁
は
、
や
が
て
、
過
去
の
悩
ま
し
き
恋
愛
生
活
と
の
離
別
で
あ

る
。
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「
な
ん
て
い
ふ
空
虚
だ
ら
う
。
あ
ん
た
は
、
何
も
か
も
持
つ
て
行
つ
て
し
ま
ふ
の
ね
」
　
　

　
此
の
空
虚
は
、
重
荷
を
下
し
た
後
の
力
抜
け
に
似
た
も
の
で
は
な
い
か
。

　
外
国
の
作
品
、
殊
に
戯
曲
に
現
は
れ
る
人
物
の
白
せ
り
ふを
通
し
て
、
そ
の
人
物
の
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ン
を
知
る

為
め
に
は
、
余
程
の
注
意
と
敏
感
さ
が
必
要
で
あ
る
。
わ
け
て
も
、
そ
の
国
の
社
会
状
態
を
一
と
通
り
研

究
す
る
こ
と
が
肝
腎
で
あ
る
。

　
今
、
此
の
「
別
れ
も
愉
し
」
に
つ
い
て
見
て
も
、
女
の
生
活
は
す
ぐ
に
解
る
と
し
て
、
此
の
男
が
、
果

し
て
ど
れ
く
ら
ゐ
の
社
会
的
地
位
乃
至
教
養
の
程
度
を
有
つ
て
ゐ
る
人
物
か
、
そ
れ
が
わ
か
ら
な
け
れ
ば
、

第
一
、
作
品
を
味
は
ふ
こ
と
が
出
来
ず
、
そ
れ
を
ま
た
、
誤
つ
て
解
釈
し
て
ゐ
る
場
合
に
は
、
白
の
妙
味

は
丸
で
消
え
て
し
ま
ひ
、
却
つ
て
、
不
自
然
さ
や
、
破
綻
を
、
読
者
自
ら
作
り
出
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ

る
。

　
例
へ
ば
、
此
の
男
を
、
高
等
教
育
ぐ
ら
ゐ
受
け
た
青
年
紳
士
と
で
も
思
ひ
違
へ
て
、
一
々
の
白
を
追
つ

て
行
く
と
、
誠
に
浅
間
し
い
オ
ッ
チ
ョ
コ
チ
ョ
イ
に
見
え
る
ば
か
り
で
、
あ
の
微
笑
ま
し
い
喜
劇
味
が
、

作
者
の
く
だ
ら
な
い
気
取
り
と
し
か
思
へ
な
く
な
る
か
も
知
れ
な
い
。

　
こ
れ
は
註
釈
を
付
す
る
ま
で
も
な
く
、
少
し
欧
羅
巴
の
都
会
生
活
、
殊
に
巴
里
の
生
活
と
い
ふ
こ
と
を

考
へ
た
ら
、
今
日
日
本
の
知
識
階
級
の
男
女
が
好
ん
で
使
ふ
ほ
ど
の
言
葉
は
、
職
工
や
女
売
子
が
平
気
で
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日
常
口
に
し
て
ゐ
る
程
度
の
言
葉
だ
と
い
ふ
こ
と
ぐ
ら
ゐ
わ
か
る
筈
で
あ
る
。

　
学
問
と
頭
、
思
想
と
考
へ
、
こ
れ
は
別
物
で
あ
る
。
現
代
の
日
本
で
は
、
学
問
を
し
な
い
と
頭
が
出
来

に
く
い
。
思
想
が
な
い
と
考
へ
が
述
べ
ら
れ
な
い
。
さ
う
い
ふ
傾
き
が
あ
る
。
こ
れ
は
社
会
が
さ
う
な
つ

て
ゐ
る
か
ら
だ
。

　
も
う
一
方
、
西
洋
で
は
、
学
問
の
あ
る
人
間
と
、
学
問
の
無
い
人
間
と
、
そ
ん
な
に
違
つ
た
言
葉
を
使

は
な
い
。
日
本
で
は
そ
の
差
が
ひ
ど
い
。

　
西
洋
の
作
家
は
、
学
問
の
無
い
人
間
に
面
白
い
こ
と
を
言
は
せ
る
。
そ
れ
を
日
本
語
に
訳
す
と
、
日
本

で
な
ら
学
問
の
あ
る
人
間
し
か
使
は
な
い
言
葉
に
な
る
恐
れ
が
あ
る
。
然
し
、
敏
感
な
読
者
は
、
さ
う
い

ふ
言
葉
を
通
し
て
も
、
「
言
は
れ
て
ゐ
る
こ
と
」
が
、
い
ろ
い
ろ
の
動
機
か
ら
、
思
想
や
学
問
と
縁
の
遠

い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
つ
て
来
る
。
そ
れ
が
一
つ
の
場
面
を
通
し
て
そ
の
人
物
の
学
問
や
教
養
の
程

度
を
決
定
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
ル
ナ
ア
ル
の
描
く
人
物
は
、
必
ず
し
も
常
に
機
智
に
富
ん
だ
人
物
で
は
な
い
。
ル
ナ
ア
ル
自
身
の
目
か

ら
は
、
そ
の
機
智
す
ら
も
愚
か
な
る
衒
気
と
見
え
る
や
う
な
人
物
が
可
な
り
あ
る
。
そ
れ
に
、
作
品
そ
の

も
の
は
極
め
て
才
気
煥
発
と
い
ふ
感
じ
が
す
る
。
極
め
て
ス
ピ
リ
チ
ュ
エ
ル
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
作
中
の

人
物
を
透
し
て
、
作
者
の
機
智
が
光
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
人
物
の
言
葉
に
耳
を
澄
ま
し
て
ゐ
る
作
者
の
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目
　
　
そ
の
目
つ
き
が
、
人
物
以
上
に
物
を
言
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ル
ナ
ア
ル
に
限
ら
ず
、

優
れ
た
喜
劇
作
家
の
目
附
で
あ
る
。
繊
細
な
心
理
喜
劇
が
往
々
浅
薄
扱
ひ
を
受
け
る
の
は
、
此
の
「
作
者

の
目
」
が
見
逃
さ
れ
易
い
か
ら
で
あ
る
。

　
ル
ナ
ア
ル
は
断
じ
て
浅
薄
な
作
家
で
は
な
い
。

「
赭
毛
」
（Poil de C

arotte

）
は
、
彼
の
同
題
の
小
説
か
ら
材
を
取
り
、
千
九
百
年
三
月
、
ア
ン
ト
ワ
ア

ヌ
座
で
上
演
さ
れ
た
。

　
ル
ピ
ッ
ク
氏
の
役
は
ア
ン
ト
ワ
ア
ヌ
自
身
が
買
ひ
、
「
赭
毛
」
に
は
シ
ュ
ザ
ン
ヌ
・
デ
プ
レ
夫
人
が
扮

し
、
文
字
通
り
芸
術
的
舞
台
の
標
本
を
示
し
た
。

　
現
在
で
は
、
国
立
劇
場
コ
メ
デ
ィ
イ
・
フ
ラ
ン
セ
エ
ズ
の
上
演
目
録
に
加
へ
ら
れ
て
を
り
、
ベ
ル
ナ
ア

ル
と
ボ
ヴ
ィ
イ
の
当
り
芸
に
な
つ
て
ゐ
る
。

「
赭
毛
」
と
い
ふ
訳
語
は
山
田
珠
樹
君
流
で
、
名
訳
に
違
ひ
な
い
が
、
原
名
を
直
訳
す
る
と
「
人
参
色
の

毛
」
で
、
此
の
髪
の
毛
を
も
つ
て
生
れ
た
人
間
は
、
た
だ
髪
の
毛
が
妙
に
赤
い
と
い
ふ
だ
け
で
な
く
、
顔

に
斑
点
が
あ
り
、
体
質
も
何
処
か
畸
形
的
な
と
こ
ろ
が
あ
り
、
性
格
も
ひ
ね
く
れ
て
ゐ
る
と
い
ふ
、
日
本

で
な
ら
、
「
縮
れ
毛
」
の
女
は
な
ん
と
か
だ
と
い
ふ
や
う
な
例
に
似
て
ゐ
る
が
、
ル
ナ
ア
ル
は
、
元
来
此

の
小
説
を
殆
ど
自
叙
伝
と
し
て
書
い
た
も
の
で
あ
る
。
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彼
は
実
際
に
生
み
の
母
親
を
嫌
ひ
、
同
時
に
父
親
に
も
懐
い
て
ゐ
な
か
つ
た
こ
と
を
、
そ
の
日
記
の
中

で
明
か
に
告
白
し
て
ゐ
る
。
此
の
戯
曲
の
中
で
も
、
母
親
の
描
写
に
は
多
分
の
主
観
が
交
り
、
そ
の
点
ル

ナ
ア
ル
の
作
品
と
し
て
は
、
珍
ら
し
く
感
情
の
露
骨
さ
を
見
せ
た
も
の
で
あ
る
が
、
か
れ
の
自
伝
の
一
節

と
し
て
こ
れ
を
観
る
時
、
い
ろ
い
ろ
な
暗
示
を
受
け
る
。

　
殊
に
、
彼
が
「
沈
黙
の
詩
人
」
で
あ
る
こ
と
は
、
彼
の
戯
曲
の
み
を
読
む
時
、
こ
の
一
作
が
な
か
つ
た

ら
、
普
通
の
読
者
に
は
理
解
し
難
い
で
あ
ら
う
。
例
へ
ば
「
赭
毛
」
の
ル
ピ
ッ
ク
氏
は
、
モ
リ
エ
ー
ル
の

「
人
間
嫌
ひ
」
ア
ル
セ
ス
ト
と
共
に
、
仏
蘭
西
劇
中
、
稀
に
見
る
寡
黙
な
人
物
で
あ
り
、
然
も
、
そ
の
寡

黙
を
仏
蘭
西
流
に
描
い
た
好
典
型
で
あ
る
。

　
ル
ナ
ア
ル
は
、
千
九
百
十
年
の
春
、
四
十
六
歳
で
死
ん
だ
。
彼
は
、
そ
の
日
記
の
最
後
の
頁
に
於
て
、

病
床
に
横
は
る
己
れ
の
無
慙
な
姿
を
顧
み
て
「
赭
毛
」
時
代
の
如
し
と
云
ひ
、
将
に
終
ら
う
と
す
る
生
涯

に
皮
肉
な
微
笑
を
投
げ
か
け
て
ゐ
る
。

11



12ジュウル・ルナアル



青
空
文
庫
情
報

底
本
：
「
岸
田
國
士
全
集21

」
岩
波
書
店

　
　
　1990
（
平
成2

）
年7

月9

日
発
行

底
本
の
親
本
：
「
近
代
劇
全
集
　
第
十
九
巻
」
第
一
書
房

　
　
　1929

（
昭
和4
）
年2

月10

日
発
行

初
出
：
「
近
代
劇
全
集
　
第
十
九
巻
」
第
一
書
房

　
　
　1929

（
昭
和4

）
年2
月10
日
発
行

入
力
：tatsuki

校
正
：
門
田
裕
志

2007

年11

月14

日
作
成

2016

年5

月12

日
修
正

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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