
書

評

演
劇
史
は
如
何
な
る
方
法
で
捉
え
る
こ
と

が
可
能
か
？

神
山
彰
編

『
交
差
す
る
歌
舞
伎
と
新
劇
』

阿
部

由
香
子

一
演
劇
は
や
っ
ぱ
り
面
白
い
、
と
本
書
を
読
ん
で

改
め
て
感
じ
た
。
観
る
楽
し
さ
は
多
く
の
人
が

知
っ
て
い
る
だ
ろ
う
が
、
考
え
る
対
象
と
し
て
の

演
劇
も
実
は
か
な
り
面
白
い
。
大
学
で
「
演
劇
概

論
」
や
「
演
劇
入
門
」
の
よ
う
な
授
業
を
担
当
す

る
場
合
、
初
回
の
授
業
で
受
講
者
に
次
の
よ
う
な

質
問
に
答
え
て
も
ら
う
こ
と
に
し
て
い
る
。

①
こ
れ
ま
で
ど
の
よ
う
な
演
劇
を
観
た
こ
と
が

あ
る
か
。

②
演
劇
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
抱

い
て
い
る
か
。

③
演
劇
の
特
性
は
ど
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
あ
る

と
思
う
か
。

十
年
以
上
同
じ
質
問
を
し
て
い
る
の
で
答
え
の

内
容
や
傾
向
は
少
し
ず
つ
変
化
し
て
き
て
い
る

が
、
③
の
演
劇
の
特
性
に
関
し
て
の
返
答
は
あ
ま

り
変
わ
り
が
な
い
。
皆
、
口
を
そ
ろ
え
て
「
ラ
イ

ブ
で
あ
る
こ
と
」「
生
だ
と
い
う
こ
と
」
を
挙
げ

る
。
か
く
い
う
私
も
演
劇
が
一
回
性
の
芸
術
で
あ

る
、
と
い
う
こ
と
を
あ
ま
り
突
き
詰
め
ず
に
前
提

と
し
て
き
た
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
十
代
の
頃
か
ら

ピ
ー
タ
ー
・
ブ
ル
ッ
ク
の
「
演
劇
と
は
風
に
記
さ

れ
た
文
字
で
あ
る
」
な
ど
と
い
う
カ
ッ
コ
い
い
フ

レ
ー
ズ
と
共
に
、
演
劇
は
観
客
の
目
の
前
で
展
開

す
る
出
来
事
で
あ
る
と
認
識
し
て
き
た
。

し
か
し
、
こ
と
演
劇
史
に
つ
い
て
考
え
よ
う
と

す
る
際
に
、
こ
の
演
劇
の
特
性
と
改
め
て
向
き

合
っ
て
み
る
と
、
も
う
一
つ
の
自
明
の
理
に
行
き

当
た
る
。
そ
れ
は
、
演
劇
は
「
生
き
て
い
る
人
間

が
演
じ
て
い
る
舞
台
」
を
「
生
き
て
い
る
人
間
が

観
る
」
行
為
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
死
ん
で
し

ま
っ
た
俳
優
の
舞
台
を
観
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ

り
、
自
分
が
生
ま
れ
る
前
の
舞
台
も
ま
た
観
る
こ

と
は
出
来
な
い
。
つ
ま
り
、
人
間
一
人
一
人
の
中

に
「
自
分
の
演
劇
」
が
あ
り
、
そ
の
記
憶
を
人
の

数
だ
け
集
め
て
い
く
こ
と
が
出
来
れ
ば
、
偏
り
の

な
い
演
劇
史
を
記
述
す
る
こ
と
も
可
能
な
の
か
も

し
れ
な
い
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
演
劇
ほ
ど
研
究
の
対
象
と
し

て
不
完
全
な
も
の
は
な
い
し
、
実
は
成
り
立
つ
の

ど
う
か
さ
え
か
な
り
怪
し
い
と
思
い
な
が
ら
日
々

過
ご
し
て
い
る
。

そ
の
よ
う
に
ぼ
ん
や
り
と
し
た
迷
い
を
抱
え
た

ま
ま
で
い
る
私
に
強
烈
な
衝
撃
を
与
え
た
の
が
、

神
山
彰
に
よ
る
「
近
代
日
本
演
劇
の
記
憶
と
文
化

シ
リ
ー
ズ
」
で
あ
っ
た
。
音
声
や
映
像
の
資
料
さ

え
残
っ
て
い
な
く
て
も
、
同
時
代
を
生
き
た
人
々

の
記
憶
に
は
強
く
刻
ま
れ
た
で
あ
ろ
う
演
劇
に
つ

い
て
可
能
な
限
り
そ
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
、
記

述
し
て
い
こ
う
と
す
る
姿
勢
か
ら
は
、
い
つ
か
は

消
え
る
と
い
う
演
劇
の
宿
命
に
対
す
る
焦
燥
感
や

使
命
感
さ
え
も
感
じ
ら
れ
る
。
本
書
は
そ
の
第
四

巻
と
な
る
。
こ
れ
ま
で
明
治
期
か
ら
昭
和
戦
前
期

ま
で
の
日
本
演
劇
史
を
叙
述
す
る
際
に
は
、
歌
舞

伎
と
新
劇
と
の
関
係
が
、
あ
た
か
も
き
れ
い
に
線

引
き
で
き
る
か
の
よ
う
に
、
時
に
は
対
立
関
係
を

成
し
て
い
た
か
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
る
こ
と
が
多

か
っ
た
。
果
た
し
て
そ
の
よ
う
な
単
純
な
関
係
で

は
な
か
っ
た
こ
と
が
全
体
を
通
し
て
明
ら
か
に
さ

れ
て
い
く
。

二
本
書
は
大
き
く
五
つ
の
パ
ー
ト
に
よ
っ
て
構
成

さ
れ
て
い
る
。ま
ず
冒
頭
の
第
Ⅰ
パ
ー
ト
〈
総
論
〉

で
は
、
編
者
で
あ
る
神
山
が
明
治
期
か
ら
一
九
六

〇
年
代
ま
で
の
歌
舞
伎
と
新
劇
の
関
係
に
目
を
向
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け
な
が
ら
、「
両
者
に
は
横
断
的
な
人
的
交
流
が

あ
り
、
相
互
に
影
響
し
あ
い
、
あ
る
い
は
相
互
補

完
的
な
関
係
の
な
か
で
、『
近
代
演
劇
』
の
イ
メ

ー
ジ
を
作
っ
て
き
た
」（
P.
８
）
と
い
う
視
座
を

明
確
に
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。
同
時
に
明
治

期
か
ら
百
年
に
わ
た
る
演
劇
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を

捉
え
る
た
め
に
は
「
歌
舞
伎
か
ら
新
歌
舞
伎
へ
、

新
派
、
新
劇
、
ア
ン
グ
ラ
と
い
う
時
系
列
的
に
進

歩
し
て
い
く
よ
う
な
叙
述
で
は
、
リ
ア
ル
タ
イ
ム

の
現
象
は
捉
え
き
れ
な
い
」（
P.
１２
）
と
い
う
点
、

明
治
四
十
年
代
に
突
如
「
新
劇
」
運
動
が
起
こ
っ

た
よ
う
に
語
ら
れ
た
の
は
「『
新
劇
』
が
『
身
体
』

で
は
な
く
『
精
神
』
か
ら
成
立
し
た
か
の
よ
う
に

論
じ
ら
れ
て
き
た
か
ら
」（
P.
１４
）
で
あ
る
と
い

う
警
鐘
、
俳
優
は
も
ち
ろ
ん
、
演
出
、
美
術
、
照

明
な
ど
の
ス
タ
ッ
フ
、
そ
し
て
観
客
も
含
め
て
演

劇
が
成
立
し
て
い
る
こ
と
の
再
確
認
、
な
ど
こ
れ

ま
で
の
演
劇
史
が
い
か
に
多
く
の
こ
と
を
取
り
こ

ぼ
し
て
き
た
か
と
い
う
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

続
く
第
Ⅱ
パ
ー
ト
〈
歌
舞
伎
と
新
劇
の
複
合
〉

で
は
明
治
期
初
頭
か
ら
三
十
年
代
ま
で
を
中
心
と

し
て
、
歌
舞
伎
が
新
し
い
波
と
向
き
合
い
な
が
ら

変
化
を
と
げ
て
い
く
過
程
が
「
演
劇
改
良
運
動
と

川
上
音
二
郎
の
新
演
劇
―
『
江
戸
城
明
渡
』
と
い

う
問
題
領
域
」（
後
藤
隆
基
）、「
黙
阿
弥
と
新
歌

舞
伎
の
あ
い
だ
―
「
狭
間
」
の
作
者
た
ち
」（
日

置
貴
之
）、「『
漂
流
奇
譚
西
洋
劇
』
あ
る
い
は
歌

舞
伎
と
メ
ロ
ド
ラ
マ
の
出
会
い
」（
堤
春
恵
）
の

三
つ
の
論
考
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
演
劇

改
良
会
、
川
上
音
二
郎
、
新
歌
舞
伎
、『
漂
流
奇

譚
西
洋
劇
』
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
は
こ
れ
ま
で
も

大
ま
か
に
つ
な
ぎ
あ
わ
さ
れ
て
、
明
治
の
演
劇
史

の
イ
メ
ー
ジ
を
作
っ
て
き
た
重
要
な
要
素
で
あ
っ

た
が
、
そ
れ
ら
の
意
味
を
再
定
義
し
な
く
て
は
な

ら
な
い
ほ
ど
こ
れ
ら
の
論
文
で
は
多
様
な
資
料
に

基
づ
き
な
が
ら
実
態
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

例
え
ば
明
治
三
十
六
年
に
川
上
一
座
が
明
治
座

で
上
演
し
た
『
オ
セ
ロ
』
や
『
ヴ
ェ
ニ
ス
の
商

人
』
に
つ
い
て
は
、
日
本
人
に
よ
る
シ
ェ
イ
ク
ス

ピ
ア
劇
上
演
の
重
要
な
ス
テ
ッ
プ
と
し
て
、
ま
た

は
川
上
の
正
劇
運
動
と
し
て
幾
度
と
な
く
語
ら
れ

て
き
た
が
、
同
年
に
上
演
し
た
『
江
戸
城
明
渡
』

の
詳
細
と
反
響
に
目
を
向
け
た
後
藤
の
論
考
か
ら

は
異
な
る
も
の
が
見
え
て
く
る
。
当
時
の
演
劇
状

況
が
い
か
に
混
沌
と
し
て
い
た
か
で
あ
る
。『
江

戸
城
明
渡
』
の
作
者
で
あ
る
高
安
月
郊
と
川
上
音

二
郎
と
の
そ
れ
ぞ
れ
の
思
惑
、
こ
の
公
演
を
通
し

て
「
旧
幕
府
を
歌
舞
伎
に
、
薩
長
を
新
演
劇
に
見

立
て
、
江
戸
城
そ
の
も
の
の
運
命
を
劇
壇
の
覇
権

に
準
え
る
」（
P.
５４
）
視
線
の
存
在
な
ど
、
ま
さ

に
時
代
が
大
き
く
動
い
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

ま
た
、
そ
の
よ
う
な
上
演
の
背
景
だ
け
で
は
な

く
舞
台
で
勝
海
舟
を
演
じ
た
川
上
の
台
詞
術
と
観

客
が
台
詞
を
聴
く
行
為
と
の
関
係
に
目
を
向
け
た

指
摘
が
大
変
興
味
深
か
っ
た
。
博
多
出
身
の
川
上

の
九
州
弁
は
、
江
戸
っ
子
の
勝
海
舟
を
演
じ
る
上

で
し
っ
く
り
こ
な
い
、
と
い
う
多
く
の
劇
評
家
の

ダ
メ
出
し
を
拾
っ
た
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
も

そ
も
『
江
戸
城
明
渡
』
や
『
オ
セ
ロ
』
に
お
け
る

登
場
人
物
二
人
の
対
話
の
場
面
の
連
な
り
で
舞
台

を
展
開
さ
せ
て
い
く
と
い
う
手
法
に
、
当
時
の
観

客
が
当
惑
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
に
着
目
し
て
い

る
。
明
治
三
十
年
に
歌
舞
伎
役
者
が
『
ハ
ム
レ
ッ

ト
』
の
独
白
場
面
を
演
じ
る
こ
と
が
如
何
に
困
難

で
あ
っ
た
か
は
堤
春
恵
『
仮
名
手
本
ハ
ム
レ
ッ

ト
』
の
有
名
な
一
場
面
で
も
描
か
れ
て
い
る
が
、

長
く
続
く
二
人
対
話
の
場
面
も
ま
た
、
当
時
の
芝

居
の
世
界
で
は
相
当
珍
奇
な
印
象
で
あ
っ
た
の
か

も
し
れ
な
い
。
新
た
な
試
み
を
意
識
的
に
取
り
入

れ
よ
う
と
す
る
表
現
者
と
、
こ
れ
ま
で
の
尺
度
で

は
測
れ
な
い
も
の
に
出
く
わ
し
た
時
の
観
客
と
の

温
度
差
が
生
じ
る
局
面
に
お
い
て
は
、
時
に
「
よ

く
分
ら
な
い
け
れ
ど
面
白
い
」
と
い
う
魅
力
が
生

ま
れ
る
こ
と
が
多
い
。
ま
た
、
演
劇
史
に
お
い
て

は
「
実
験
的
」「
先
駆
的
」
な
試
み
の
嚆
矢
と
み
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な
し
て
す
ま
せ
て
し
ま
う
こ
と
が
ま
ま
あ
る
。
し

か
し
後
藤
は
、
資
料
を
丹
念
に
腑
分
け
し
、
舞
台

を
初
日
に
観
た
高
麗
蔵
の
次
の
言
葉
に
着
目
す

る
。「

一
体
言
葉
が
見
物
に
解
ら
な
い
と
云
ふ
の
は

云
ひ
廻
し
の
悪
い
為
め
な
の
で
、
師
匠
〔
九
代
目

団
十
郎
〕
な
ど
は
合
方
な
し
の
素
で
台
詞
を
云
つ

て
居
り
ま
し
て
も
、
ド
ン
な
遠
く
の
見
物
に
も
判

然
と
聞
え
る
の
は
、
言�

葉�

が�

チ�

ヤ�

ン�

と�

七�

五�

調�

で�

音�

曲�

に�

な�

つ�

て�

ゐ�

る�

か�

ら�

な
の
で
御
坐
い
ま
す
」

（「
新
俳
優
と
旧
俳
優
（
三
）」（
P.
５３
、
傍
点
筆

者
）明

治
三
十
年
代
の
観
客
に
と
っ
て
、
芝
居
の
台

詞
は
俳
優
の
声
音
と
調
子
が
肝
心
で
あ
り
、
耳
に

心
地
よ
く
響
く
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
台
詞
の
内

容
に
重
き
を
置
い
た
台
詞
術
が
な
か
な
か
観
客
の

耳
に
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と

い
う
点
を
示
唆
し
て
い
る
。
音
二
郎
と
月
郊
に
よ

る
新
た
な
台
詞
を
目
指
す
試
み
を
、
後
藤
が
俳
優

の
身
体
の
み
な
ら
ず
観
客
の
身
体
を
も
含
め
て
何

が
起
こ
っ
て
い
た
の
か
捉
え
よ
う
と
し
た
指
摘
と

い
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
視
点
は
明
治
期
の
日
本

演
劇
を
分
析
す
る
上
で
よ
り
重
要
に
な
っ
て
く
る

に
違
い
な
い
。

三
第
Ⅲ
パ
ー
ト
〈
共
有
領
域
と
中
間
領
域
〉
で
取

り
上
げ
て
い
る
明
治
四
十
年
代
か
ら
大
正
期
の
日

本
演
劇
は
、
歌
舞
伎
と
新
劇
、
新
派
と
新
劇
と
の

境
界
が
も
っ
と
も
線
引
き
し
難
い
時
期
で
あ
っ
た

と
い
え
る
。「
花
柳
章
太
郎
の
新
劇
座
―
新
し
い

〈
現
代
大
衆
劇
〉
を
求
め
て
」（
赤
井
紀
美
）、「
小

山
内
薫
と
晩
年
の
偉
人
劇
―
『
森
有
礼
』『
戦
艦

三
笠
』『
ム
ッ
ソ
リ
ニ
』」（
熊
谷
知
子
）、「
共
有

領
域
と
し
て
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
演
劇
―
前
進
座
の

誕
生
と
そ
の
背
景
」（
正
木
喜
勝
）
と
い
う
三
つ

の
論
考
か
ら
は
、
ま
さ
に
こ
の
時
期
の
演
劇
が
、

ど
の
よ
う
な
役
者
が
、
ど
こ
の
劇
場
で
、
何
と
い

う
作
品
を
ど
の
よ
う
な
舞
台
作
品
と
し
て
観
客
に

提
示
し
た
の
か
、
と
い
う
事
実
関
係
を
捉
え
な
い

限
り
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
が
分
か

る
。大

正
十
年
か
ら
昭
和
十
二
年
ま
で
活
動
を
続
け

た
新
劇
座
に
つ
い
て
整
理
、
考
察
を
し
た
赤
井
の

論
考
に
は
、
そ
の
難
し
さ
が
と
り
わ
け
現
れ
て
い

る
。
赤
井
は
、
新
劇
座
に
つ
い
て
論
じ
る
際
に
明

治
期
か
ら
大
正
十
年
に
至
る
ま
で
の
新
派
と
歌
舞

伎
、
新
派
と
新
劇
と
の
複
雑
な
関
係
が
前
提
と
し

て
存
在
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
作
業
か
ら
始
め
て

い
る
。
そ
の
際
、
注
目
し
た
二
つ
の
タ
ー
ニ
ン
グ

ポ
イ
ン
ト
の
一
つ
目
が
明
治
四
十
五
年
前
後
で
、

新
し
く
登
場
し
た
新
劇
が
〈
芸
術
的
〉
で
〈
非
商

業
主
義
的
〉
な
性
格
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
新
派

が
〈
通
俗
的
〉
で
〈
商
業
主
義
的
〉
な
演
劇
で
は

な
い
か
と
い
う
批
判
が
高
ま
り
を
み
せ
た
時
期
と

す
る
。
し
か
し
赤
井
が
「
新
興
勢
力
に
対
し
て
の

既
存
勢
力
と
い
う
図
式
は
、
本
郷
座
時
代
に
お
い

て
既
に
新
派
と
歌
舞
伎
の
間
で
も
み
ら
れ
た
も
の

だ
」（
P.
１２２
）
と
す
る
よ
う
に
、新
派
も
ま
た
、「
新

し
い
芝
居
」
と
し
て
登
場
し
、
歌
舞
伎
の
古
さ
を

観
客
に
印
象
づ
け
た
時
期
が
あ
っ
た
。
だ
が
、
だ

か
ら
と
い
っ
て
歌
舞
伎⇒

新
派⇒

新
劇
と
い
う
変

遷
が
き
れ
い
に
割
り
切
れ
る
か
と
い
う
と
そ
う
は

い
か
な
い
の
で
あ
る
。「
新
し
い
芝
居
」
が
い
く

ら
登
場
し
よ
う
と
も
、
歌
舞
伎
は
依
然
と
し
て
日

本
演
劇
の
中
心
で
あ
り
続
け
て
い
た
し
、
新
派
も

「
現
代
劇
」
と
し
て
様
々
な
同
時
代
性
を
獲
得
し

て
い
き
な
が
ら
、
役
者
の
存
在
感
を
観
客
の
中
に

根
強
く
残
し
て
い
く
こ
と
に
成
功
し
て
い
く
か
ら

で
あ
る
。

も
う
一
つ
の
タ
ー
ニ
ン
グ
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
大

正
五
、
六
年
ご
ろ
は
、
新
派
が
「
三
頭
目
時
代
」

を
迎
え
、
反
対
に
新
劇
の
勢
い
が
衰
え
を
み
せ
て

い
た
。
そ
の
事
態
を
赤
井
は
「
新
派
の
〈
復
活
〉

は
対
立
項
と
し
て
の
〈
新
し
い
芝
居
〉
が
隆
盛
期
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を
過
ぎ
、
勢
い
が
衰
え
つ
つ
あ
っ
た
反
動
と
も
捉

え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」（
P.
１２４
）
と

分
析
す
る
。
確
か
に
そ
の
よ
う
な
力
関
係
の
影
響

は
あ
る
だ
ろ
う
が
、
せ
っ
か
く
ジ
ャ
ン
ル
の
対
立

と
は
異
な
る
視
点
で
大
正
期
を
捉
え
よ
う
と
し
て

い
る
の
だ
か
ら
、
あ
え
て
そ
こ
に
と
ら
わ
れ
る
こ

と
は
な
い
だ
ろ
う
。
結
局
は
観
客
に
と
っ
て
新
派

で
な
け
れ
ば
得
ら
れ
な
い
楽
し
み
が
存
在
し
た
か

ら
で
あ
り
、
そ
れ
を
追
求
し
続
け
よ
う
と
す
る
舞

台
の
作
り
手
の
強
烈
な
意
欲
が
あ
っ
た
か
ら
で
は

な
い
か
。
演
劇
史
的
に
は
説
明
し
が
た
い
混
沌
と

し
た
状
況
で
は
あ
る
が
、
役
者
も
劇
作
家
も
観
客

も
何
か
し
ら
迷
い
な
が
ら
も
新
し
い
面
白
さ
を
希

求
し
て
い
た
の
が
大
正
前
期
で
あ
る
。
花
柳
章
太

郎
や
久
保
田
万
太
郎
や
小
山
内
薫
が
、
こ
の
時
期

に
何�

を�

し�

た�

の�

か�

、
と
い
う
点
を
つ
な
い
で
い
く

と
〈
芸
術
的
〉
に
も
〈
商
業
主
義
的
〉
に
も
見
え

て
く
る
に
違
い
な
い
。
そ
の
双
方
を
包
含
す
る
よ

う
な
空
気
を
理
解
す
る
こ
と
が
肝
要
な
の
で
は
な

い
か
と
思
う
。

そ
の
意
味
で
は
、
小
山
内
が
没
す
る
直
前
の
昭

和
初
頭
に
偉
人
劇
を
書
い
て
演
出
し
た
舞
台
の
様

相
を
明
ら
か
に
し
、
考
察
を
加
え
た
熊
谷
の
論
考

の
以
下
の
よ
う
な
結
び
に
共
感
を
覚
え
る
。

「
今
日
、
小
山
内
薫
を
論
じ
る
際
に
は
『
或
新
ら

し
い
芝
居
』
の
答
え
を
追
い
求
め
た
り
、
彼
の
あ

ら
ゆ
る
『
矛
盾
』
を
糾
弾
し
た
り
す
る
の
で
は
な

く
、
そ
の
時
代
背
景
の
な
か
で
小
山
内
の
実
際
の

仕
事
を
見
つ
め
直
す
こ
と
が
必
要
な
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。」（
P.
１７６
）

四
第
Ⅳ
パ
ー
ト
〈
演
技
と
劇
作
と
〉
は
、
演
技
術

や
劇
作
法
な
ど
テ
ク
ニ
カ
ル
な
変
遷
と
影
響
関
係

に
つ
い
て
論
じ
た
三
つ
の
論
考
「
演
技
術
か
ら
見

る
歌
舞
伎
と
新
劇
」（
笹
山
敬
輔
）、「
表
情
を
め

ぐ
る
冒
険
―
明
治
時
代
末
期
、
新
旧
俳
優
の
挑
戦

と
挫
折
」（
村
島
彩
加
）、「
久
保
栄
と
岩
田
豊
雄

と
歌
舞
伎
―
新
劇
の
劇
作
家
と
そ
の
歌
舞
伎
観
」

（
大
橋
裕
美
）
か
ら
な
る
。
第
Ⅴ
パ
ー
ト
〈
戦
後

の
転
換
点
〉
の
「
昭
和
三
十
年
代
の
新
劇
と
歌
舞

伎
の
間
―
個
人
的
回
想
」（
毛
利
三
彌
）、「
新
劇
・

ア
ン
グ
ラ
か
ら
見
る
歌
舞
伎
―
一
九
七
〇
年
前
後

を
中
心
に
」（
神
山
彰
）
の
二
本
も
含
め
て
、
昭

和
以
降
の
演
劇
史
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ほ
ど
混
乱

す
る
こ
と
な
く
興
味
深
く
読
む
こ
と
が
で
き
る
内

容
で
あ
る
。

今
回
は
、
演
劇
史
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
と
、

叙
述
す
る
こ
と
の
面
白
さ
と
困
難
の
双
方
を
再
確

認
す
る
機
会
と
な
っ
た
が
、
と
り
わ
け
明
治
三
十

年
代
か
ら
大
正
十
年
前
後
ま
で
が
き
わ
め
て
厄
介

で
あ
る
と
痛
感
し
た
。
今
後
ま
だ
ま
だ
新
た
な
演

劇
地
図
が
提
示
さ
れ
、
こ
れ
ま
で
と
は
異
な
る
も

の
が
見
え
て
く
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
演
劇
史

を
考
え
る
た
め
に
は
、
演
劇
と
い
う
表
現
の
特
質

に
つ
い
て
の
基
本
理
解
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
各

時
代
の
文
化
的
土
壌
、海
外
と
の
影
響
関
係
な
ど
、

様
々
な
事
象
に
つ
い
て
の
知
識
が
ベ
ー
ス
と
し
て

必
要
と
な
る
。
し
か
し
時
と
し
て
、
基
盤
と
な
る

は
ず
の
知
識
が
徒
と
な
り
、
理
解
し
が
た
い
演
劇

の
姿
が
眼
前
に
現
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。

そ
の
時
に
は
、
ま
ず
主
観
を
廃
し
可
能
な
限
り
実

態
を
把
握
す
る
こ
と
に
立
ち
返
る
ば
か
り
で
あ

る
。
演
劇
が
研
究
の
対
象
と
な
り
う
る
可
能
性
は

そ
こ
に
し
か
残
さ
れ
て
い
な
い
と
感
じ
る
。

（
二
〇
一
六
年
二
月

森
話
社

Ａ
５
判

三
五

二
ペ
ー
ジ

本
体
四
五
〇
〇
円
）

（
あ
べ
ゆ
か
こ

共
立
女
子
大
学
教
授
）
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