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劇
場
に
足
を
運
び
、
演
劇
を
観
る
。
観
劇
を
楽
し
む
人
は
、
現
在
ど
れ
く
ら

い
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
新
劇
の
隆
盛
や
小
劇
場
ブ
ー
ム
か
ら
時
が
経
っ
た
が
、

ア
イ
ド
ル
が
出
演
す
る
舞
台
の
チ
ケ
ッ
ト
は
瞬
く
間
に
売
れ
、
劇
団
四
季
や
宝

塚
歌
劇
団
の
人
気
は
衰
え
ず
、
そ
の
数
は
決
し
て
少
な
く
な
い
だ
ろ
う
。
し
か

し
、
戯
曲
を
読
む
人
の
数
は
極
め
て
少
数
で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
か
つ
て
の

文
学
者
と
は
異
な
り
、
現
代
の
流
行
作
家
が
戯
曲
を
書
く
こ
と
は
希
で
あ
る
と

同
時
に
、
戯
曲
は
あ
く
ま
で
上
演
時
の
台
本
で
あ
り
、
文
学
作
品
と
し
て
認
識

さ
れ
に
く
く
な
っ
て
い
る
の
が
現
状
だ
ろ
う
。

　

林
廣
親
氏
の
著
書
『
戯
曲
を
読
む
術

│
戯
曲
・
演
劇
史
論
』
は
、
こ
の
よ

う
な
時
代
に
お
い
て
タ
イ
ト
ル
通
り
「
戯
曲
を
読
む
」
こ
と
を
主
眼
に
、
こ
れ

ま
で
に
発
表
さ
れ
て
き
た
種
々
の
論
文
の
中
か
ら
、
戯
曲
と
演
劇
史
に
関
す
る

も
の
を
一
冊
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
戯
曲
は
、
森
鷗

外
や
谷
崎
潤
一
郎
の
も
の
か
ら
、
井
上
ひ
さ
し
や
恩
田
陸
な
ど
最
近
の
作
家
の

も
の
ま
で
バ
ラ
エ
テ
ィ
ー
に
富
ん
で
お
り
、
読
者
を
選
ば
な
い
構
成
と
な
っ
て

い
る
。
以
下
、
簡
単
に
で
は
あ
る
が
本
書
の
内
容
を
紹
介
し
て
ゆ
く
。

　

本
書
は
、
全
三
部
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
第
Ⅰ
部
は
「
読
み
に
よ
る
戯
曲

研
究
の
射
程
」
と
題
さ
れ
、「
森
鷗
外
『
仮
面
』
論
」、「
岡
田
八
千
代
『
黄
楊

の
櫛
』
論
」、「
岸
田
國
士
『
沢
氏
の
二
人
娘
』
論
」、「
井
上
ひ
さ
し
『
紙
屋
町

さ
く
ら
ホ
テ
ル
』
論
」
の
四
篇
の
戯
曲
論
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。「
総
合
的
で

徹
底
的
な
読
解
を
通
じ
て
従
来
の
作
品
観
の
更
新
を
目
ざ
し
た
試
み
で
あ
る
」

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
通
り
、
作
品
に
対
す
る
真
摯
な
読
解
と
、
先
行
研
究
に
と

ら
わ
れ
な
い
新
し
い
作
品
観
を
味
わ
え
る
第
Ⅰ
部
は
、
林
氏
の
真
骨
頂
と
言
え

る
内
容
で
あ
る
。

　

第
一
章
の
「
森
鷗
外
『
仮
面
』
論
」
で
は
、「
鷗
外
自
身
の
病
歴
や
思
想
の

問
題
と
直
接
結
び
付
け
よ
う
と
す
る
作
家
論
的
」
先
行
研
究
と
は
別
角
度
か
ら

の
読
解
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
つ
い
読
み
過
ご
し
て

し
ま
う
よ
う
な
細
部
だ
。
例
え
ば
、
冒
頭
に
描
か
れ
る
〈
寒
さ
〉
や
、〈
博
士

の
為
事
部
屋
〉
の
位
置
と
い
う
舞
台
構
成
、
小
道
具
で
あ
る
〈
顕
微
鏡
〉
な
ど

で
あ
る
。
細
部
を
丁
寧
に
読
み
込
ん
で
い
く
こ
と
が
〈
仮
面
〉
と
い
う
大
き
な

問
題
の
読
解
に
繋
が
っ
て
い
く
過
程
は
鮮
や
か
で
あ
り
、
知
的
興
奮
が
味
わ
え

る
。
こ
の
よ
う
な
細
部
を
軽
視
し
な
い
読
み
方
は
、
な
に
も
戯
曲
だ
け
に
適
し

た
も
の
で
は
な
く
、
小
説
を
読
む
際
に
も
お
手
本
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

第
四
章
「
井
上
ひ
さ
し
『
紙
屋
町
さ
く
ら
ホ
テ
ル
』
論
」
で
は
、
ヒ
ロ
シ
マ

三
部
作
の
一
つ
と
称
さ
れ
な
が
ら
も
、
作
者
の
コ
メ
ン
ト
も
先
行
研
究
の
ヴ
ァ

リ
エ
ー
シ
ョ
ン
も
少
な
い
「
紙
屋
町
さ
く
ら
ホ
テ
ル
」
を
読
み
解
い
て
い
る
。

本
作
品
は
歴
史
を
扱
っ
た
作
品
で
あ
り
、
登
場
人
物
に
も
モ
デ
ル
が
い
る
こ
と

か
ら
、
つ
い
つ
い
読
み
込
む
努
力
を
怠
り
が
ち
だ
が
、
本
論
で
は
史
実
と
作
品

と
の
間
に
あ
る
〈
ず
ら
し
〉
に
注
目
し
、
井
上
劇
が
考
察
さ
れ
て
い
る
。
最
後

は
「
お
そ
ら
く
『
紙
屋
町
さ
く
ら
ホ
テ
ル
』
は
井
上
劇
の
本
質
に
関
わ
る
非
新

劇
性
を
も
っ
と
も
見
事
に
体
現
し
た
作
品
な
の
で
あ
る
」
と
括
ら
れ
て
お
り
、

本
書
第
Ⅲ
部
に
収
め
ら
れ
て
い
る
「
近
現
代
演
劇
史
早
分
か
り
」
の
内
容
を
補

紹
　
介
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完
す
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
も
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
井
上
ひ
さ
し
演
劇
に

興
味
が
あ
る
人
に
と
っ
て
は
も
ち
ろ
ん
、
近
年
の
演
劇
史
に
興
味
が
あ
る
人
に

と
っ
て
も
必
読
の
論
稿
で
あ
る
。

　

第
Ⅱ
部
「
読
み
の
ア
・
ラ
・
カ
ル
ト
」
に
は
、「
谷
崎
潤
一
郎
『
お
国
と
五

平
』」、「
横
光
利
一
『
愛
の
挨
拶
』」、「
矢
代
静
一
『
絵
姿
女
房

│
ぼ
く
の
ア

ル
ト
・
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
』」、「
田
中
千
禾
夫
『
マ
リ
ア
の
首

│
幻
に
長
崎

を
想
う
曲
』」、「
渋
谷
天
外
『
わ
て
ら
の
年
輪
』」、「
恩
田
陸
『
猫
と
針
』」、
以

上
六
篇
の
戯
曲
論
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。「
手
綱
を
ゆ
る
め
て
馬
を
自
由
に
走

ら
せ
る
よ
う
な
つ
も
り
の
読
み
解
き
」
と
い
う
言
葉
が
示
す
通
り
、
作
品
に
対

す
る
様
々
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
内
容
で
あ
る
。
し
か
し
、

だ
か
ら
と
言
っ
て
戯
曲
に
対
す
る
読
み
の
姿
勢
が
、
第
Ⅰ
部
か
ら
全
く
ぶ
れ
て

い
な
い
点
に
も
注
目
だ
。

　

第
一
章
の
「
谷
崎
潤
一
郎
『
お
国
と
五
平
』」
で
は
、
あ
ま
り
に
有
名
で
あ

る
が
故
に
様
々
な
イ
メ
ー
ジ
が
つ
い
て
し
ま
っ
て
い
る
谷
崎
の
戯
曲
を
、
先
入

観
を
取
り
除
き
つ
つ
読
み
解
い
て
ゆ
く
。

　

第
二
章
は
、
現
代
で
は
戯
作
家
の
イ
メ
ー
ジ
が
薄
い
横
光
利
一
に
よ
っ
て
書

か
れ
た
「
愛
の
挨
拶
」
を
徹
底
的
に
戯
曲
と
し
て
読
み
、
横
光
の
戯
作
家
と
し

て
の
可
能
性
を
考
察
し
て
い
る
。
ま
た
、
第
四
章
で
は
田
中
千
禾
夫
の
「
マ
リ

ア
の
首

│
幻
に
長
崎
を
想
う
曲
」
を
、
作
品
が
持
つ
テ
ー
マ
や
マ
リ
ア
の
首

が
話
し
始
め
る
と
い
っ
た
大
き
な
プ
ロ
ッ
ト
に
の
み
関
心
を
向
け
る
の
で
は
な

く
、
主
要
な
登
場
人
物
の
設
定
や
、
象
徴
的
な
ア
イ
テ
ム
「
白
鞘
の
短
刀
」
か

ら
読
み
解
い
て
ゆ
き
、
作
品
が
持
つ
魅
力
を
炙
り
出
し
て
い
る
。

　

第
Ⅲ
部
「
演
劇
史
・
戯
曲
史
へ
の
視
界
」
に
は
、
第
一
章
「
近
現
代
演
劇
史

早
分
か
り　

上
・
下
」、
第
二
章
「
演
劇
と
〈
作
者
〉

│
山
本
有
三
の
場
合
」、

第
三
章
「〈
演
劇
の
近
代
〉
と
戯
曲
の
こ
と
ば

│
木
下
杢
太
郎
『
和
泉
屋
染

物
店
』・
久
保
田
万
太
郎
『
か
ど
で
』
を
視
座
と
し
て
」
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

　

第
一
章
の
「
近
現
代
演
劇
史
早
分
か
り　

上
・
下
」
は
、
明
治
か
ら
現
代
ま

で
の
演
劇
史
が
簡
潔
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
日
本
の
近
現
代
演
劇
史
に
つ
い

て
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
が
ど
れ
ほ
ど
あ
る
の
か
、
私
は
把
握
で
き
て
い
な
い
が
、

こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
端
的
で
あ
り
つ
つ
明
細
な
も
の
は
他
に
な
い
だ
ろ
う
。
第
三

章
で
は
、
木
下
杢
太
郎
の
「
和
泉
屋
染
物
店
」
と
久
保
田
万
太
郎
の
「
か
ど

で
」
の
二
本
の
戯
曲
を
読
み
比
べ
、
新
た
な
側
面
か
ら
の
戯
曲
史
（
戯
曲
の
こ

と
ば
）
が
考
察
さ
れ
て
い
る
。
第
Ⅲ
部
第
二
章
ま
で
の
内
容
（
戯
曲
へ
の
ア
プ

ロ
ー
チ
方
法
と
演
劇
史
）
を
踏
ま
え
た
発
展
形
と
も
言
え
る
章
で
あ
り
、
こ
れ

か
ら
戯
曲
を
研
究
し
よ
う
と
考
え
て
い
る
読
者
に
は
も
ち
ろ
ん
、
他
分
野
の
研

究
を
し
て
い
る
読
者
に
も
新
た
な
発
想
を
与
え
て
く
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　

最
後
に
本
書
の
タ
イ
ト
ル
に
つ
い
て
触
れ
て
お
く
。「
は
じ
め
に
」
に
お
い

て
、
本
書
の
タ
イ
ト
ル
は
「
戯
曲
を
読
む
術
（
す
べ
）」
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ

て
い
る
。
こ
れ
を
「
戯
曲
を
読
む
術
（
じ
ゅ
つ
）」
と
読
め
ば
、「
戯
曲
を
読
む

方
法
」
と
い
っ
た
ハ
ウ
ツ
ー
の
意
味
合
い
を
含
ん
だ
タ
イ
ト
ル
に
な
る
が
、
林

氏
は
「『
術じ
ゅ
つ

』
を
求
め
な
が
ら
、
そ
れ
が
得
ら
れ
ぬ
切
な
さ
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を

帯
び
た
言
葉
」
で
あ
る
「
術す
べ

」
に
こ
だ
わ
る
。
こ
れ
に
は
も
ち
ろ
ん
謙
遜
が
含

ま
れ
て
い
る
が
、
本
書
は
ハ
ウ
ツ
ー
本
で
は
味
わ
う
こ
と
が
で
き
な
い
〈
読
み

の
深
さ
〉
を
堪
能
す
る
こ
と
が
で
き
、
や
は
り
こ
の
点
に
お
い
て
タ
イ
ト
ル
は

「
戯
曲
を
読
む
術す
べ

」
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
書
を
通
読
す
る
こ
と
で
様
々

な
〈
読
み
〉
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
、
読
後
に
は
「
術じ
ゅ
つ

」
を
体
得
し
た
よ
う
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な
充
足
感
が
得
ら
れ
る
こ
と
も
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

　

劇
文
学
と
い
う
言
葉
が
聞
か
れ
な
く
な
っ
て
久
し
い
現
在
、
本
書
の
刊
行
に

よ
っ
て
〈
戯
曲
〉
が
再
び
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
を
浴
び
る
可
能
性
を
確
信
し
え
た
。

（
や
ぎ
ば
し
・
ゆ
う
た　

平
成
二
十
六
年
度
大
学
院
博
士
前
期
課
程
修
了
）


