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一

　
劇
文
学
の
夜
は
永
く
続
い
た
。
黙
阿
弥
を
最
後
と
し
て
、
わ
が
国
に
は
、
ほ
ん
た
う
に
劇
作
家
と
い
へ

る
劇
作
家
が
現
れ
て
ゐ
な
い
。
ほ
ん
た
う
の
劇
作
家
と
は
、
そ
の
名
前
で
民
衆
を
劇
場
に
引
き
寄
せ
、
独

特
の
思
想
と
技
術
に
よ
つ
て
舞
台
の
生
命
を
創
造
し
な
が
ら
、
民
衆
と
共
に
愉
し
む
こ
と
の
で
き
る
才
能

を
い
ふ
の
で
あ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
、
あ
る
意
味
で
い
く
ら
か
の
手
腕
と
抱
負
と
を
示
し
た
岡
本
綺
堂
の
や
う
な
人
は
ゐ
る
け
れ

ど
も
、
現
代
の
演
劇
に
そ
の
足
跡
を
残
す
ま
で
の
業
績
を
示
し
た
と
は
言
ひ
難
い
。
森
鴎
外
は
、
ま
つ
た

く
別
の
素
質
に
よ
つ
て
わ
が
国
の
劇
文
学
に
近
代
の
洗
礼
を
与
へ
た
。
し
か
し
、
あ
く
ま
で
も
、
そ
の
劇

作
品
は
余
技
の
域
を
出
で
ず
、
た
ゞ
、
い
く
つ
か
の
外
国
戯
曲
の
紹
介
が
同
時
代
の
若
き
劇
文
壇
に
新
鮮

な
刺
戟
を
与
へ
た
の
み
で
あ
る
。

　
こ
の
刺
戟
の
な
か
ゝ
ら
二
つ
の
貴
重
な
結
果
が
生
れ
た
。
一
つ
は
、
小
山
内
薫
の
自
由
劇
場
運
動
で
あ

り
、
も
う
一
つ
は
、
純
乎
た
る
劇
詩
人
久
保
田
万
太
郎
の
登
場
で
あ
る
。

　
こ
の
時
代
は
た
し
か
に
、
演
劇
史
上
、
特
筆
す
べ
き
新
機
運
の
擡
頭
期
で
あ
る
が
す
べ
て
の
文
化
的
現
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象
が
さ
う
で
あ
つ
た
如
く
、
舞
台
の
近
代
化
も
遂
に
精
神
と
技
術
と
の
遊
離
に
終
り
、
単
に
旗
じ
る
し
と

し
て
の
「
新
劇
」
の
名
を
今
日
に
伝
へ
た
と
い
ふ
だ
け
で
、
真
に
文
学
と
演
劇
の
領
域
に
跨
つ
て
確
実
な

地
位
を
占
め
得
る
劇
的
作
品
が
ほ
と
ん
ど
ま
つ
た
く
生
産
さ
れ
て
ゐ
な
い
の
で
あ
る
。

　
十
数
年
後
に
至
つ
て
、
小
山
内
薫
は
土
方
与
志
と
共
に
築
地
小
劇
場
を
創
設
し
、
い
は
ゆ
る
「
新
劇
」

の
黎
明
が
再
び
訪
れ
た
か
に
み
え
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
運
動
も
ま
た
不
幸
に
し
て
中
途
で
挫
折
し
、
い

く
た
り
か
の
有
為
な
俳
優
に
舞
台
へ
の
情
熱
を
注
ぎ
込
む
結
果
だ
け
を
残
し
た
。

　
劇
文
学
の
夜
は
ま
だ
続
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
二

　
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
有
為
な
俳
優
は
、
そ
れ
ぞ
れ
好
む
道
を
歩
い
た
。
離
合
集
散
の
過
程
は
あ
る
け
れ

ど
も
、
大
き
く
別
け
れ
ば
、
新
協
劇
団
系
と
築
地
座
系
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
、
や
ゝ
特
殊
な
テ
ア
ト
ル
・

コ
メ
デ
イ
系
を
加
へ
て
も
よ
い
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
演
技
の
成
長
が
徐
々
に
み
ら
れ
た
。

　
友
田
恭
介
、
田
村
秋
子
、
杉
村
春
子
、
中
村
伸
郎
等
を
築
地
座
系
と
す
れ
ば
、
滝
沢
修
、
千
田
是
也
、

小
沢
栄
太
郎
、
東
山
千
栄
子
、
岸
輝
子
等
を
新
協
劇
団
系
と
す
べ
き
で
あ
ら
う
。
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現
在
の
俳
優
座
、
民
衆
芸
術
劇
場
、
新
協
劇
団
は
、
後
者
の
流
れ
を
汲
み
、
文
学
座
は
前
者
の
糸
を
引

く
も
の
で
あ
る
。
森
雅
之
、
三
津
田
健
、
村
瀬
幸
子
等
の
名
を
更
に
こ
れ
に
加
へ
れ
ば
、
当
代
の
新
劇
俳

優
陣
は
、
未
だ
嘗
て
見
な
い
盛
観
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
、
こ
の
期
間
に
於
け
る
劇
文
学
の
消
長
を
み
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

　
た
し
か
に
、
そ
の
間
に
、
戯
曲
生
産
の
飛
躍
は
認
め
ら
れ
る
。
例
へ
ば
、
阪
中
正
夫
が
「
馬
」
一
作
に

よ
つ
て
近
代
フ
ァ
ル
ス
の
形
式
を
み
ご
と
に
征
服
し
、
久
板
栄
二
郎
が
「
北
東
の
風
」
を
提
げ
て
堅
実
な

努
力
を
社
会
劇
の
構
成
に
示
し
、
川
口
一
郎
が
「
二
十
六
番
館
」
に
於
て
堂
々
た
る
レ
ア
リ
ズ
ム
の
ス
タ

イ
ル
を
完
成
し
、
久
保
栄
が
「
火
山
灰
地
」
で
い
は
ゆ
る
思
想
性
を
も
つ
野
心
作
と
取
り
組
ん
だ
。
い
づ

れ
も
画
期
的
な
意
味
を
も
つ
。
更
に
、
真
船
豊
の
「
い
た
ち
」
、
田
中
千
禾
夫
の
「
お
ふ
く
ろ
」
、
小
山

祐
士
の
「
瀬
戸
内
海
の
子
供
ら
」
、
伊
沢
紀
の
「
北
京
の
幽
霊
」
等
を
加
へ
れ
ば
、
必
ず
し
も
劇
文
学
の

貧
困
を
言
ふ
に
は
当
ら
ぬ
や
う
だ
け
れ
ど
も
、
や
は
り
、
そ
こ
に
は
、
根
本
的
な
「
何
か
足
ら
ぬ
も
の
」

が
あ
る
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
は
何
か
？
　
曰
く
、
作
品
と
舞
台
と
観
衆
と
を
継
ぐ
力
強
い
生
命
の
泉
が
ま
だ
ま
だ
、
こ
れ
ら
一

連
の
戯
曲
の
な
か
に
は
、
十
分
に
湧
き
出
て
ゐ
な
い
憾
み
が
あ
る
の
で
あ
る
。

　
戯
曲
が
真
に
す
ぐ
れ
た
戯
曲
で
あ
る
た
め
に
は
、
た
ゞ
劇
文
学
と
し
て
活
字
で
読
ま
れ
る
価
値
が
あ
る
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だ
け
で
は
十
分
で
な
い
。
そ
れ
は
ま
た
、
す
ぐ
れ
た
舞
台
を
創
り
あ
げ
る
要
素
を
完
全
に
備
へ
て
ゐ
な
く

て
は
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。

　
舞
台
の
魅
力
そ
の
も
の
は
、
俳
優
の
精
神
と
肉
体
と
に
負
ふ
こ
と
大
な
る
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
、
そ

の
俳
優
を
通
じ
て
、
舞
台
の
印
象
を
、
観
衆
の
魂
に
、
即
ち
、
そ
の
、
無
意
識
の
欲
求
に
、
決
定
的
な
生

命
の
魅
力
と
し
て
刻
み
つ
け
る
の
は
、
戯
曲
作
家
の
本
質
的
才
能
の
質
如
何
に
よ
る
も
の
だ
と
、
私
は
思

ふ
。

　
そ
の
才
能
と
は
、
一
面
か
ら
言
へ
ば
、
創
造
と
享
受
の
作
用
を
期
せ
ず
し
て
同
時
に
発
揮
し
得
る
才
能
、

真
の
意
味
に
於
け
る
「
対
話
の
精
神
」
を
創
作
活
動
の
中
に
浸
透
せ
し
め
得
る
才
能
を
い
ふ
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
戯
曲
作
家
は
舞
台
を
通
じ
て
、
観
衆
に
語
る
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
観
衆
の
言
葉
に
も
亦
耳
を
傾

け
彼
等
と
共
に
愉
し
む
こ
と
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

　
観
衆
は
時
と
し
て
、
俗
衆
に
す
ぎ
ぬ
こ
と
も
あ
る
が
、
彼
等
を
俗
衆
た
ら
し
め
る
罪
は
、
屡
〻
、
作
家

の
側
に
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
独
善
と
卑
屈
と
は
、
対
話
の
真
の
精
神
か
ら
遠
く
、
作
家
の
か
ゝ
る
態
度
は
、

観
衆
の
心
を
徒
ら
に
索
然
た
ら
し
め
る
ば
か
り
で
な
く
、
彼
等
を
し
て
「
聴
き
手
」
た
る
矜
り
を
失
は
せ

る
か
ら
で
あ
る
。

「
知
つ
て
ゐ
る
こ
と
し
か
解
ら
う
と
し
な
い
」
俗
衆
の
性
格
は
、
こ
れ
は
如
何
と
も
し
難
い
で
あ
ら
う
。
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た
ゞ
「
知
ら
ぬ
こ
と
を
何
時
の
間
に
か
知
つ
て
ゐ
る
や
う
な
気
に
さ
せ
る
」
芸
術
の
妙
味
を
こ
ゝ
で
指
摘

す
る
ま
で
も
な
く
、
演
劇
の
秘
訣
も
亦
そ
こ
に
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
ぬ
。

　
終
つ
て
、
考
へ
さ
せ
る
こ
と
、
教
へ
る
こ
と
は
、
演
劇
に
あ
つ
て
は
、
禁
物
と
は
云
へ
ぬ
が
、
条
件
づ

き
で
そ
れ
が
許
さ
れ
る
。
考
へ
る
た
め
の
努
力
を
で
き
る
だ
け
軽
減
さ
せ
る
こ
と
、
教
へ
る
風
を
し
な
い

で
、
自
然
に
発
見
さ
せ
る
こ
と
、
が
、
こ
れ
で
あ
る
。
結
果
に
於
て
、
考
へ
る
だ
け
の
こ
と
を
考
へ
さ
せ
、

教
へ
る
だ
け
の
こ
と
を
教
へ
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
そ
れ
は
観
衆
が
「
何
も
の
に
も
強
ひ
ら
れ
」
な
か
つ

た
満
足
感
を
抱
い
て
も
、
決
し
て
作
家
の
不
名
誉
で
は
な
い
。
演
劇
と
は
、
か
ゝ
る
種
類
の
作
家
対
観
衆

の
「
対
話
術
」
に
外
な
ら
ぬ
と
言
つ
て
よ
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
三

　
た
ゞ
こ
ゝ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
新
劇
が
「
選
ば
れ
た
観
衆
」
を
対
象
と
し
て
成
り
立
つ
と
い
ふ
通
念

で
あ
る
。

　
こ
れ
は
も
と
よ
り
理
由
の
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
い
は
ゆ
る
「
純
文
学
」
が
特
殊
な
読
者
を
も
つ
て
ゐ
る

と
い
ふ
事
実
に
近
い
一
つ
の
現
象
に
違
ひ
な
い
け
れ
ど
も
、
厳
密
な
意
味
で
は
、
「
選
ば
れ
た
観
衆
」
が
、
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別
に
「
演
劇
の
た
め
に
最
も
好
ま
し
い
観
衆
」
と
い
ふ
意
味
に
は
な
ら
ぬ
こ
と
が
多
い
の
で
あ
る
。
そ
れ

は
ま
た
同
時
に
、
純
文
学
の
読
者
が
、
必
ず
し
も
、
「
文
学
の
た
め
に
最
も
好
ま
し
い
読
者
」
で
な
い
実

例
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
や
う
な
も
の
で
あ
る
。

　
純
文
学
の
作
家
が
、
順
調
に
伸
び
育
て
ば
、
次
第
に
読
者
層
を
ひ
ろ
げ
て
い
く
や
う
に
、
新
劇
の
舞
台

も
、
健
全
に
成
長
す
れ
ば
、
観
衆
の
質
は
ま
す
ま
す
複
雑
多
様
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
新
し
い
戯
曲
作
家
は
前
述
の
や
う
な
「
対
話
精
神
」
の
上
に
立
つ
こ
と
に
よ
つ
て
、
こ
の
複
雑
多
様
な

観
衆
に
も
語
り
か
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
そ
の
作
品
が
完
全
に
成
功
す
る
た
め
に
は
、
更
に
、

も
う
一
つ
の
才
能
が
必
要
な
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
は
つ
ま
り
、
詩
人
で
あ
る
と
同
時
に
、
一
個
の
健
全
な
生
活
人
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。

　
生
活
人
の
定
義
は
む
つ
か
し
い
が
、
平
易
に
解
釈
を
す
れ
ば
、
そ
の
精
神
も
感
覚
も
特
殊
な
修
業
や
経

歴
に
よ
つ
て
主
に
養
は
れ
た
の
で
な
く
、
広
い
意
味
の
生
活
自
体
に
よ
つ
て
豊
か
に
さ
れ
た
と
い
ふ
や
う

な
一
つ
の
型
を
指
す
の
で
あ
る
。
こ
の
素
質
は
、
何
よ
り
も
人
間
を
そ
の
全
貌
に
よ
つ
て
把
握
す
る
ば
か

り
で
な
く
、
そ
の
眼
は
普
く
人
間
生
活
の
隅
々
に
行
き
わ
た
り
、
人
間
と
人
間
と
の
あ
ら
ゆ
る
関
係
を
機

微
な
瞬
間
に
於
て
捉
へ
得
る
特
徴
を
も
つ
て
ゐ
る
。

　
こ
の
こ
と
は
、
あ
る
問
題
、
あ
る
事
件
、
あ
る
人
物
に
つ
い
て
、
「
幅
の
ひ
ろ
い
」
興
味
を
持
ち
得
る
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前
提
と
な
る
。
従
つ
て
、
一
つ
の
問
題
を
提
出
す
る
そ
の
し
か
た
の
な
か
に
、
高
い
見
方
と
俗
な
見
方
の

両
面
を
併
せ
て
含
ま
せ
得
る
こ
と
に
も
な
り
、
あ
る
事
件
の
語
り
方
の
な
か
に
、
政
治
的
、
社
会
的
な
意

味
と
、
私
的
な
、
個
人
的
な
意
味
と
を
同
時
に
織
り
ま
ぜ
る
と
い
ふ
こ﹅
つ﹅
を
身
に
つ
け
、
更
に
、
一
人
の

人
物
を
描
く
場
合
、
そ
の
思
想
性
と
感
情
生
活
と
を
、
ま
た
必
要
に
応
じ
て
は
、
運
命
の
悪
戯
を
も
併
せ

て
こ
れ
を
見
事
に
立
体
化
し
得
る
才
能
の
根
柢
を
な
す
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
が
、
古
今
の
天
才
は
も
ち
ろ
ん
、
お
よ
そ
一
時
代
を
風
靡
す
る
や
う
な
傑
れ
た
戯
曲
を
生
み
出
し

た
劇
作
家
の
す
べ
て
に
通
じ
る
著
顕
な
特
質
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
四

　
さ
て
、
然
ら
ば
、
さ
う
い
ふ
傑
れ
た
戯
曲
作
家
は
、
生
れ
な
が
ら
か
、
或
は
期
せ
ず
し
て
、
一
種
の
特

殊
な
才
能
素
質
に
恵
ま
れ
て
ゐ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
ら
う
か
？

　
私
は
、
さ
う
は
思
は
な
い
。

　
先
づ
第
一
に
、
劇
作
の
天
才
な
る
も
の
が
現
は
れ
た
国
と
時
代
と
を
考
へ
て
み
れ
ば
わ
か
る
。
そ
し
て
、

そ
れ
ら
の
天
才
の
歩
い
た
道
を
、
そ
の
次
に
よ
く
調
べ
て
み
る
こ
と
で
あ
る
。
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ギ
リ
シ
ヤ
劇
は
、
も
ち
ろ
ん
都
市
国
家
の
繁
栄
と
美
の
創
造
を
目
指
し
た
時
代
の
空
気
の
う
ち
に
花
開

い
た
も
の
で
あ
る
。
特
に
、
周
知
の
や
う
な
公
共
劇
場
に
於
け
る
壮
大
な
規
模
を
も
つ
た
民
衆
の
祝
祭
的

行
事
が
、
戯
曲
作
家
を
刺
戟
し
、
勇
励
し
、
肥
ら
せ
、
輝
き
出
さ
せ
る
動
機
に
な
ら
ぬ
筈
は
な
い
の
で
あ

る
。

　
演
劇
史
の
講
義
を
こ
ゝ
で
す
る
つ
も
り
は
な
い
か
ら
、
い
ち
い
ち
の
例
を
挙
げ
る
こ
と
は
や
め
る
が
、

か
の
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
に
せ
よ
、
モ
リ
エ
ー
ル
に
せ
よ
、
ボ
オ
マ
ル
シ
ェ
に
せ
よ
、
ク
ラ
イ
ス
ト
に
せ
よ
、

イ
プ
セ
ン
に
せ
よ
、
チ
ェ
エ
ホ
フ
に
せ
よ
、
最
初
か
ら
天
才
の
光
芒
を
放
つ
て
現
は
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。

な
か
に
は
、
前
人
の
模
倣
か
ら
出
発
し
た
も
の
も
あ
り
、
劇
場
の
魅
力
に
惹
か
れ
て
、
や
つ
と
戯
曲
ら
し

い
も
の
を
書
い
た
場
合
も
あ
り
、
友
人
の
俳
優
か
ら
勧
め
ら
れ
て
試
み
に
一
作
を
物
し
た
と
い
ふ
の
も
あ

る
。

　
し
か
し
、
例
外
の
な
い
こ
と
は
、
ち
や
ん
と
、
一
国
に
於
け
る
あ
る
時
代
の
演
劇
的
土
壌
が
、
一
個
の

才
能
を
徐
々
に
豊
か
に
育
て
、
次
第
に
高
い
方
向
へ
引
き
あ
げ
て
行
つ
た
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。

　
演
劇
的
土
壌
と
は
、
作
者
と
批
評
家
と
俳
優
と
観
衆
と
、
更
に
興
行
主
と
の
合
作
に
な
る
、
劇
場
中
心

の
芸
術
的
雰
囲
気
で
あ
る
。

　
何
と
か
の
蔭
に
は
女
が
ゐ
る
、
と
い
ふ
諺
を
真
似
れ
ば
、
一
人
の
天
才
戯
曲
家
の
蔭
に
は
必
ず
な
ん
ら
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か
の
意
味
で
肥
沃
な
演
劇
的
土
壌
が
あ
り
、
少
く
と
も
、
か
ゝ
る
土
壌
を
代
表
す
る
特
定
の
人
物
、
例
へ

ば
、
す
ぐ
れ
た
劇
評
家
ま
た
は
劇
作
家
の
友
人
が
ゐ
る
と
か
、
時
の
名
優
或
は
名
演
出
家
を
親
友
に
も
つ

と
か
、
さ
う
い
ふ
事
実
が
歴
然
と
し
て
あ
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
一
代
の
名
女
優
を
恋
人
に
し
て
ゐ

る
抒
情
詩
人
が
、
い
つ
か
劇
作
に
手
を
染
め
て
も
す
こ
し
も
不
思
議
で
は
な
く
、
そ
の
作
品
が
た
ま
た
ま

傑
作
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
も
ま
た
ご
く
自
然
だ
と
言
へ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
五

　
さ
て
、
そ
こ
で
、
わ
が
国
の
現
状
に
戻
つ
て
考
へ
れ
ば
、
上
に
述
べ
た
や
う
な
演
劇
的
土
壌
が
、
明
治

こ
の
か
た
、
実
に
お
話
に
な
ら
ぬ
ほ
ど
瘠
せ
て
ゐ
た
と
い
ふ
の
が
、
偽
り
の
な
い
事
実
で
あ
つ
て
、
劇
文

学
の
夜
は
ま
さ
に
秋
の
そ
れ
の
や
う
に
長
か
つ
た
理
由
が
そ
こ
に
あ
る
。

　
私
は
、
そ
の
夜
が
、
今
度
こ
そ
、
間
違
ひ
な
く
明
け
て
く
れ
ゝ
ば
い
ゝ
と
い
ふ
祈
願
と
、
お
そ
ら
く
、

ぼ
つ
ぼ
つ
明
け
そ
め
る
の
で
は
な
い
か
と
い
ふ
希
望
と
を
、
近
頃
半
々
に
も
つ
に
至
つ
た
。

　
そ
の
理
由
は
か
う
で
あ
る
。

　
第
一
に
、
劇
場
払
底
の
際
に
も
拘
ら
ず
、
い
は
ゆ
る
新
劇
団
の
活
動
が
や
う
や
く
盛
ん
に
な
ら
う
と
し
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て
ゐ
る
こ
と
。
こ
れ
は
、
劇
団
そ
れ
ぞ
れ
に
可
な
り
充
実
し
た
俳
優
陣
が
で
き
か
ゝ
り
、
劇
団
自
体
も
亦
、

真
剣
に
劇
作
家
と
結
び
つ
か
う
と
す
る
機
運
を
示
し
て
ゐ
る
こ
と
と
も
関
係
が
あ
る
。

　
そ
し
て
、
こ
ゝ
で
特
に
つ
け
加
へ
た
い
こ
と
は
、
わ
が
国
で
は
前
例
の
な
い
新
劇
俳
優
に
し
て
劇
作
の

筆
を
と
る
田
村
秋
子
の
出
現
と
、
同
じ
く
俳
優
と
演
出
家
を
兼
ね
、
し
か
も
、
堂
々
た
る
演
劇
評
論
の
著

述
を
試
み
る
千
田
是
也
の
存
在
で
あ
る
。
い
づ
れ
も
、
新
劇
の
健
や
か
な
成
長
を
語
る
も
の
で
な
く
て
な

ん
で
あ
ら
う
。

　
第
二
に
、
劇
作
家
の
側
で
も
、
す
べ
て
が
解
放
さ
れ
た
や
う
に
み
え
る
戦
後
の
空
気
の
な
か
で
、
自
分

の
才
能
を
存
分
に
伸
ば
し
て
、
最
も
野
心
的
な
仕
事
を
世
に
示
さ
う
と
す
る
傾
向
が
目
立
つ
て
来
た
こ
と
。

こ
れ
は
ま
た
、
小
説
や
批
評
や
詩
な
ど
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
た
新
進
が
、
戯
曲
の
方
面
に
創
作
の
領
域
を
ひ

ろ
げ
よ
う
と
す
る
気
配
と
も
関
係
が
あ
る
。

　
第
三
に
、
外
国
ト
オ
キ
イ
の
鑑
賞
に
慣
ら
さ
れ
た
観
衆
が
新
劇
に
求
め
る
も
の
が
従
来
と
変
り
つ
ゝ
あ

り
、
新
劇
関
係
者
　
　
劇
作
家
も
俳
優
も
演
出
家
も
批
評
家
も
、
舞
台
の
真
の
魅
力
を
会
得
し
は
じ
め
、

遅
ま
き
で
は
あ
る
が
、
西
洋
映
画
俳
優
の
演
技
の
な
か
に
、
映
画
的
で
あ
り
な
が
ら
、
な
ほ
か
つ
演
劇
的

な
も
の
、
つ
ま
り
映
画
と
演
劇
に
共
通
な
演
技
の
生
命
な
る
も
の
を
識
別
す
る
や
う
に
な
り
、
新
し
く
し

て
旧
い
リ
ア
リ
ズ
ム
の
妙
味
を
や
う
や
く
据
ゑ
得
る
に
至
つ
た
こ
と
。
こ
れ
は
ま
た
同
時
に
、
単
な
る
些
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末
主
義
を
脱
し
て
、
舞
台
の
限
界
と
可
能
性
と
に
大
胆
な
挑
戦
を
試
み
る
動
機
を
作
つ
た
こ
と
も
注
意
し

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

　
第
四
に
、
こ
れ
は
専
ら
受
動
的
に
で
は
あ
る
が
、
演
劇
の
興
行
方
法
に
よ
る
近
代
化
の
た
め
に
、
一
つ

の
実
験
劇
場
が
与
へ
ら
れ
よ
う
と
し
て
ゐ
る
こ
と
。
即
ち
、
嘗
て
の
邦
楽
座
が
ピ
カ
デ
リ
イ
劇
場
の
名
の

下
に
、
夜
間
を
広
い
意
味
の
現
代
劇
に
開
放
し
、
最
も
合
理
的
、
か
つ
、
進
歩
的
な
運
営
方
針
に
基
づ
い

て
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
・
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
諸
種
の
企
画
を
検
討
し
、
あ
る
標
準
に
達
し
た
も
の
を
採
択
し

て
、
ロ
ン
グ
ラ
ン
興
行
を
行
は
し
め
よ
う
と
い
ふ
の
で
あ
る
。

　
ロ
ン
グ
ラ
ン
興
行
と
は
、
予
め
興
行
日
数
を
限
定
せ
ず
、
不
成
功
の
場
合
は
短
日
で
打
切
り
、
成
功
す

れ
ば
い
く
ら
で
も
続
け
る
と
い
ふ
制
度
で
、
こ
れ
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
多
少
の
障
碍
を
予
想
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
若
し
実
現
し
さ
へ
す
れ
ば
、
他
の
劇
場
に
も
好
ま
し
い
刺
戟
を
与
へ
、
劇
作

家
の
地
位
は
初
め
て
「
経
済
的
」
に
確
立
さ
れ
る
見
透
し
が
つ
く
こ
と
に
な
る
。
劇
文
学
に
志
す
有
能
な

作
家
の
輩
出
は
、
今
日
ま
で
の
事
情
を
考
へ
て
も
、
先
づ
劇
作
と
い
ふ
仕
事
が
「
経
済
的
」
に
あ
る
程
度

酬
ひ
ら
れ
る
こ
と
を
必
要
な
条
件
と
す
る
も
の
ゝ
や
う
で
あ
る
。

　
第
五
に
、
一
般
素
人
の
間
に
演
劇
熱
が
非
常
に
高
ま
り
、
特
に
学
校
及
び
各
種
の
職
場
に
於
け
る
演
劇

活
動
が
未
だ
嘗
て
見
な
い
盛
況
を
呈
し
て
ゐ
る
こ
と
。
こ
れ
は
従
来
の
演
芸
会
式
余
興
風
な
も
の
と
や
ゝ
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趣
き
を
異
に
し
、
多
く
は
む
し
ろ
、
正
し
い
文
化
運
動
の
一
形
態
で
あ
り
真
摯
な
研
究
と
、
純
粋
な
芸
術

愛
好
の
精
神
を
伴
つ
た
も
の
ら
し
い
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
れ
は
必
ず
し
も
そ
の
ま
ゝ
の
形
で
将
来
の
発
展
を
予
想
さ
せ
る
も
の
で
は
な
い
が
、
か
ゝ
る
機
運
は
、

私
の
希
望
と
し
て
は
、
学
校
及
び
職
場
と
限
ら
ず
そ
れ
以
上
に
、
各
地
方
自
治
体
の
な
か
に
伸
び
進
ん
で
、

都
市
町
村
の
素
人
劇
勃
興
か
ら
公
共
劇
場
創
設
に
ま
で
至
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
イ
タ
リ
ア
の
地
方
方
言

劇
の
現
状
、
ア
メ
リ
カ
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
イ
・
シ
ア
タ
ア
の
存
在
を
想
ひ
合
せ
て
、
わ
が
国
の
い
は
ゆ
る

「
旅
廻
り
」
が
如
何
に
民
衆
の
演
劇
的
趣
味
を
低
下
さ
せ
て
ゐ
る
か
を
知
る
べ
き
で
あ
る
。

　
が
、
と
も
か
く
、
学
生
に
し
ろ
、
勤
労
者
に
し
ろ
、
自
ら
舞
台
に
立
ち
、
自
ら
脚
本
を
書
き
、
自
ら
演

劇
の
創
造
と
享
受
と
に
与
ら
う
と
す
る
意
欲
を
私
は
双
手
を
挙
げ
て
歓
迎
す
る
。

　
新
し
い
劇
文
学
の
貴
重
な
芽
生
え
は
、
思
は
ざ
る
「
素
人
劇
」
の
な
か
に
も
発
見
で
き
な
い
筈
は
な
い
。

　
以
上
は
、
私
の
夢
で
も
あ
り
、
ま
た
、
期
待
で
も
あ
る
。

　
最
近
、
そ
の
う
ち
で
、
最
も
私
の
意
を
強
く
す
る
の
は
、
と
も
か
く
も
相
次
い
で
注
目
す
べ
き
戯
曲
が

発
表
さ
れ
、
そ
の
う
ち
の
あ
る
も
の
は
、
既
に
脚
光
を
浴
び
た
が
、
世
評
も
ま
た
そ
れ
ら
の
特
色
を
素
直

に
受
け
入
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
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三
好
十
郎
の
「
そ
の
人
を
知
ら
ず
」
、
田
中
千
禾
夫
の
「
雲
の
涯
」
、
真
船
豊
の
「
黄
色
い
部
屋
」
、

野
上
彰
の
「
夢
を
喰
ふ
女
」
、
川
口
一
郎
の
「
田
宮
の
イ
メ
ー
ジ
」
、
木
下
順
二
の
「
山
脈
」
、
加
藤
道

夫
の
「
挿
話
」
等
が
こ
れ
で
あ
る
。

　
上
演
は
ま
だ
さ
れ
て
ゐ
な
い
が
、
野
心
的
な
力
作
と
し
て
は
同
じ
加
藤
の
「
な
よ
た
け
」
が
三
田
文
学

賞
を
受
け
、
三
好
は
矢
次
ぎ
早
や
に
「
胎
内
」
を
中
央
公
論
に
書
き
、
鋭
利
な
批
評
家
福
田
恆
存
は
、

「
戯
曲
家
の
批
評
」
と
自
ら
称
す
る
「
最
後
の
切
札
」
を
も
つ
て
ピ
ラ
ン
デ
ル
ロ
を
想
は
せ
る
特
異
な
作

風
を
誇
示
し
た
。
新
進
小
説
家
三
島
由
紀
夫
は
、
「
火
宅
」
ほ
か
一
篇
を
試
み
て
劇
作
の
才
あ
る
を
認
め

さ
せ
た
。
太
宰
治
が
生
き
て
ゐ
た
ら
「
春
の
落
葉
」
は
止
つ
て
は
ゐ
な
か
つ
た
ら
う
。
小
山
祐
士
は
今
な

ほ
「
瀬
戸
内
海
」
の
周
囲
を
逍
遥
し
て
飽
き
な
い
如
く
で
あ
る
が
、
ひ
そ
か
に
戦
後
の
飛
躍
を
準
備
し
て

ゐ
る
ら
し
く
、
内
村
直
也
は
「
雑
木
林
」
三
幕
を
俳
優
座
の
舞
台
に
託
し
た
と
い
ふ
快
い
ニ
ュ
ー
ス
が
伝

へ
ら
れ
て
ゐ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
六

　
私
は
あ
ま
り
楽
観
的
な
調
子
で
物
を
言
ひ
す
ぎ
た
で
あ
ら
う
か
？
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も
ち
ろ
ん
、
悲
観
す
べ
き
現
象
や
条
件
は
数
限
り
な
く
あ
る
。
し
か
し
、
私
の
知
る
限
り
に
於
て
、
こ
ゝ

二
十
年
の
間
に
、
劇
文
学
は
徐
々
に
で
は
あ
る
が
進
化
の
一
路
を
辿
り
つ
ゝ
あ
る
。
そ
の
歩
み
の
遅
い
こ

と
は
道
が
狭
く
、
嶮
し
い
か
ら
で
あ
つ
て
、
む
し
ろ
、
二
十
年
間
に
よ
く
も
こ
ゝ
ま
で
来
た
と
、
私
に
し

て
も
、
感
慨
無
量
で
あ
る
。

　
劇
文
学
の
立
ち
遅
れ
と
い
ふ
こ
と
が
よ
く
言
は
れ
る
。
私
自
身
も
、
嘗
て
そ
れ
を
公
言
し
た
こ
と
が
あ

る
け
れ
ど
も
、
公
平
に
み
て
、
今
日
、
小
説
が
二
十
年
前
と
比
較
し
て
ど
れ
だ
け
進
ん
で
ゐ
る
か
？
　
小

説
が
仮
に
一
歩
前
進
し
た
と
す
れ
ば
、
戯
曲
は
す
く
な
く
と
も
三
歩
や
五
歩
は
前
に
出
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

　
小
説
の
時
代
的
進
化
と
戯
曲
の
そ
れ
と
を
比
較
す
る
こ
と
は
、
こ
の
二
つ
の
文
学
ジ
ャ
ン
ル
の
特
質
を

正
し
く
見
究
め
た
も
の
の
み
に
ゆ
る
さ
れ
る
。
例
へ
ば
、
あ
る
文
学
的
な
新
流
派
が
名
乗
り
を
あ
げ
た
と

す
る
。
た
ま
た
ま
そ
れ
が
小
説
家
の
グ
ル
ー
プ
で
あ
れ
ば
、
そ
の
流
派
の
先
頭
に
立
つ
の
は
小
説
家
た
ち

で
あ
ら
う
。
そ
し
て
、
も
し
そ
れ
が
詩
人
の
一
群
で
あ
れ
ば
、
ま
さ
に
、
そ
れ
は
詩
人
に
よ
つ
て
音
頭
が

と
ら
れ
た
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
。

　
戯
曲
家
も
ま
た
、
か
ゝ
る
運
動
の
イ
ニ
シ
ア
チ
ー
ヴ
を
と
る
こ
と
が
あ
る
。
た
ゞ
そ
れ
は
つ
ね
に
、
演

劇
が
文
学
を
「
尊
重
す
る
」
時
代
に
限
ら
れ
る
。
舞
台
を
離
れ
て
戯
曲
文
学
の
成
長
も
発
展
も
考
へ
ら
れ

な
い
か
ら
で
あ
る
。
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こ
の
意
味
で
私
は
、
い
は
ゆ
る
戦
後
派
の
「
戯
曲
」
に
な
ほ
多
大
の
興
味
を
つ
な
ぐ
。
劇
文
学
と
し
て
、

そ
れ
が
ど
れ
だ
け
新
し
い
か
と
い
ふ
こ
と
だ
け
で
も
、
わ
れ
わ
れ
は
問
題
に
し
て
い
ゝ
か
ら
で
あ
る
。

17



18新劇の黎明



青
空
文
庫
情
報

底
本
：
「
岸
田
國
士
全
集27

」
岩
波
書
店

　
　
　1991
（
平
成3

）
年12

月9

日
発
行

底
本
の
親
本
：
「
文
芸
往
来
　
第
三
巻
第
七
号
」

　
　
　1949

（
昭
和24
）
年7

月1

日

初
出
：
「
文
芸
往
来
　
第
三
巻
第
七
号
」

　
　
　1949

（
昭
和24

）
年7
月1
日

入
力
：tatsuki

校
正
：
門
田
裕
志

2010

年7

月1

日
作
成

2011

年5

月30

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
。

19



新劇の黎明
岸田國士

２０２０年　７月１８日　初版

奥　付

発行 青空文庫

URL http://www.aozora.gr.jp/
E-Mail info@aozora.gr.jp

作成 青空ヘルパー　　赤鬼@BFSU
URL http://aozora.xisang.top/
BiliBili https://space.bilibili.com/10060483

Special Thanks
　青空文庫　威沙　
　　　

青空文庫を全デバイスで楽しめる青空ヘルパー http://aohelp.club/
※この本の作成には文庫本作成ツール『威沙』を使用しています。

http://tokimi.sylphid.jp/


