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序
論

戯
曲
を
書
く
、
読
む
と
い
う
行
為
の
本
質
は
何
だ
ろ
う
か
。
一
般
に
、
執
筆
と
読
書
は
（
書
き
手
と
読
み
手
の
媒
介
物
゠
言
葉
を

通
じ
た
交
流
こ
そ
あ
れ
）
い
わ
ゆ
る
「
閉
じ
た
」、
私
的
す
な
わ
ち
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
行
為
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
対
象
物
が
戯

曲
で
あ
る
場
合
に
は
事
情
が
や
や
異
な
る
。
と
い
う
の
も
、
戯
曲
は
演
劇
と
い
う
集
団
創
造
に
よ
る
芸
術
形
式
を
前
提
と
し
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。
そ
の
前
提
が
含
む
集
団
性
す
な
わ
ち
他
者
の
存
在
に
よ
っ
て
、
書
く
、
読
む
と
い
う
行
為
の
私
性
に
も
変
化
が
生
じ

て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
作
者
／
読
者
以
外
の
他
者
の
存
在
を
前
提
と
し
た
こ
の
私
性
は
、
戯
曲
を
め
ぐ
る
行
為
の
本
質
た

り
得
る
だ
ろ
う
か
。

二
十
世
紀
半
ば
に
戯
曲
の
従
来
の
形
式
か
ら
外
れ
た
作
品
が
書
か
れ
る
よ
う
に
な
り
、
戯
曲
の
本
質
が
議
論
さ
れ
続
け
て
い
る
。

そ
れ
ま
で
は
戯
曲
と
は
、
ト
書
き
と
台
詞
に
よ
り
構
成
さ
れ
て
い
れ
ば
戯
曲
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
一
般
的
で
あ
っ
た
が
、
ト
書

き
／
台
詞
の
判
別
が
で
き
な
い
言
葉
が
羅
列
さ
れ
て
い
た
り
、
ほ
と
ん
ど
上
演
不
可
能
に
思
わ
れ
る
上
演
指
示
が
含
ま
れ
た
り
す
る

作
品
が
多
く
発
表
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
も
そ
も
そ
れ
以
前
に
ク
ロ
ー
ゼ
ッ
ト
ド
ラ
マ
（closet dram

a

）
や
レ
ー
ゼ
ド
ラ
マ
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（Lesedram
a

）
の
存
在
が
あ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
戯
曲
と
は
何
か
と
い
う
問
題
が
問
い
直
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の

問
題
を
さ
ら
に
撹
乱
す
る
か
の
よ
う
に
、
劇
作
家
た
ち
が
挑
戦
的
な
活
動
を
続
け
て
い
る
。

本
書
は
そ
の
よ
う
な
作
家
の
代
表
的
存
在
と
呼
び
得
る
サ
ラ
・
ケ
イ
ン
（Sarah K

ane, 1971-99

）
の
戯
曲
作
品
を
取
り
上
げ
、

そ
の
ド
ラ
マ
ト
ゥ
ル
ギ
ー
の
分
析
を
通
じ
て
、
こ
の
問
い
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
し
ば
し
ば
「
ポ
ス
ト
ド
ラ
マ
的
」
と
呼
ば
れ
る
ケ

イ
ン
の
後
期
作
品
は
、
従
来
の
戯
曲
形
式
か
ら
大
き
く
逸
脱
し
て
い
る
。
他
方
で
、
ケ
イ
ン
は
自
身
の
全
作
品
に
通
底
す
る
も
の
が

あ
る
と
認
め
て
お
り
、
し
か
も
反
演
劇
的
と
さ
え
思
え
る
形
式
を
書
い
て
い
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
演
劇
（
あ
る
い
は
パ
フ
ォ
ー

マ
ン
ス
）
の
上
演
の
た
め
に
書
い
て
い
る
と
主
張
し
て
い
る
。
非
ド
ラ
マ
的
で
あ
り
、
再
現
゠
表
象
（representation

）
を
容
易
に

想
像
で
き
ず
、
む
し
ろ
散
文
詩
や
小
説
に
近
い
テ
ク
ス
ト
を
書
き
な
が
ら
、
そ
れ
が
演
劇
を
志
向
す
る
戯
曲
で
あ
る
と
主
張
し
て
い

る
彼
女
の
作
品
に
は
、
し
た
が
っ
て
、
演
劇
の
た
め
に
書
く
と
い
う
行
為
の
本
質
の
一
端
が
見
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
し
て
こ
の
考
察
は
、
ケ
イ
ン
の
演
劇
観
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
ケ
イ
ン
は
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
中
で
度
々
、
演
劇
に
固

有
の
、
あ
る
い
は
演
劇
に
限
定
さ
れ
る
表
現
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
が
、
そ
れ
が
何
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
詳
細
を
述
べ
て
い
な

い
。
ま
た
、
一
見
す
る
と
反
演
劇
的
に
思
わ
れ
る
後
期
作
品
に
つ
い
て
、
し
か
し
そ
れ
は
演
劇
の
た
め
に
書
か
れ
て
い
る
と
言
明
す

る
演
出
家
な
ど
も
い
る
が
、
や
は
り
そ
の
根
拠
に
つ
い
て
は
語
ら
れ
て
い
な
い
。
恐
ら
く
、
戯
曲
が
演
劇
の
上
演
の
た
め
に
書
か
れ

て
い
る
と
い
う
こ
と
は
自
明
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
た
め
に
、
そ
の
根
拠
が
実
際
に
は
不
明
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
看
過
さ
れ

て
き
た
か
ら
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
伴
い
、
従
来
の
戯
曲
形
式
か
ら
逸
脱
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
て
い
る
演
劇
的
効
果
に
つ
い
て
も
詳

細
な
分
析
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
ミ
メ
テ
ィ
ッ
ク
な
再
現
゠
表
象
を
ほ
と
ん
ど
否
定
す
る
か
の
よ
う
な
作
品
を
対
象
に
、
そ
れ
が
演

劇
を
志
向
し
て
い
る
こ
と
を
論
じ
る
場
合
、
そ
こ
で
語
ら
れ
る
「
演
劇
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
を
前
提
と
し
、
演
劇
と
い
う
芸
術

形
式
が
含
む
多
く
の
要
素
の
内
、
何
を
重
視
し
て
い
る
の
か
。
ケ
イ
ン
の
ド
ラ
マ
ト
ゥ
ル
ギ
ー
を
分
析
す
る
こ
と
で
、
そ
の
演
劇
観

を
明
ら
か
に
で
き
る
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
動
機
か
ら
、
本
書
で
は
ケ
イ
ン
の
戯
曲
作
品
に
お
け
る
演
劇
的
言
語
お
よ
び
ド
ラ
マ
ト
ゥ
ル
ギ
ー
の
特
徴
を
作
品
横
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断
的
に
抽
出
し
、
分
析
す
る
。
こ
の
分
析
に
よ
り
、
形
式
の
変
化
の
様
態
を
把
握
し
、
ま
た
そ
の
変
化
の
根
底
に
一
貫
し
た
演
劇
観

が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
さ
ら
に
こ
の
把
握
と
指
摘
を
、
再
現
゠
表
象
を
前
提
と
し
て
い
な
い
テ
ク
ス
ト
の
言
語
が
い
か
に
演
劇

を
志
向
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
考
察
へ
と
展
開
す
る
。
こ
の
考
察
は
ケ
イ
ン
の
形
式
に
お
け
る
変
化
の
意
義
と
演
劇

観
の
み
な
ら
ず
、
戯
曲
と
い
う
文
学
の
本
質
に
迫
る
一
面
に
つ
い
て
も
明
ら
か
に
し
得
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
そ
の
形
式
に
お
い
て

で
は
な
く
上
演
お
よ
び
観
客
／
読
者
と
の
関
係
性
に
お
い
て
、
戯
曲
は
文
学
的
特
徴
を
担
保
さ
れ
る
と
い
う
可
能
性
の
検
証
に
及
び

得
る
の
で
あ
る
。

本
書
の
構
成
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
ま
ず
序
論
〜
第
二
章
に
お
い
て
前
提
と
な
る
作
者
の
経
歴
、
作
品
概
要
、
本
書
の
目
的
・

方
法
、
先
行
研
究
に
つ
い
て
述
べ
る
。
続
く
本
論
は
二
部
構
成
で
あ
る
。
ケ
イ
ン
の
戯
曲
作
品
を
時
間
・
空
間
の
描
写
、
登
場
人
物

概
念
、
台
詞
・
ト
書
き
と
い
う
切
り
口
か
ら
横
断
的
に
分
析
し
、
そ
の
変
化
と
効
果
、
意
義
に
つ
い
て
論
じ
る
。
第
二
部
で
は
第
一

部
で
論
じ
た
技
法
を
用
い
て
描
か
れ
た
テ
ー
マ
に
着
目
し
、
中
で
も
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
「
タ
ブ
ー
」、「
暴
力
」、「
語
り
」
を
取

り
上
げ
て
分
析
し
、
最
後
に
ケ
イ
ン
の
作
品
に
通
底
し
て
い
る
テ
ー
マ
で
あ
る
自
己
と
他
者
を
め
ぐ
る
表
現
に
つ
い
て
論
じ
る
。

右
の
展
開
を
も
っ
て
ケ
イ
ン
作
品
を
論
じ
る
こ
と
で
、
戯
曲
と
い
う
文
芸
の
本
質
に
迫
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
一
般
的
な
戯

曲
形
式
か
ら
は
外
れ
て
い
く
こ
と
を
選
ん
だ
彼
女
の
作
品
が
、
戯
曲
の
本
質
的
特
徴
を
捉
え
て
い
る
と
い
う
の
は
や
や
逆
説
的
に
聞

こ
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
こ
の
後
詳
し
く
見
る
よ
う
に
、
ケ
イ
ン
は
演
劇
を
強
く
志
向
す
る
か
ら
こ
そ
、
従
来
的
な
形
か
ら
離

れ
て
い
っ
た
の
だ
。
そ
の
選
択
は
、
演
劇
を
目
指
す
言
葉
が
そ
の
形
式
で
は
な
く
、
発
信
者
と
受
容
者
の
関
係
性
に
お
い
て
固
有
の

性
質
を
持
つ
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
証
明
を
試
み
て
い
る
。
そ
の
挑
戦
の
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
、

本
書
の
目
的
で
あ
る
。
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第
一
章
　
ケ
イ
ン
の
キ
ャ
リ
ア
と
作
品

本
章
で
は
ケ
イ
ン
の
経
歴
の
確
認
と
作
品
概
要
を
紹
介
す
る
。
ケ
イ
ン
は
九
〇
年
代
の
イ
ギ
リ
ス
演
劇
を
代
表
す
る
劇
作
家
と
広

く
認
識
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
キ
ャ
リ
ア
は
十
年
に
満
た
ず
、
他
の
劇
作
家
と
比
較
し
て
も
極
め
て
短
い
。
そ
の
短
す
ぎ
た
経
歴
を

見
て
み
る
と
、
作
品
執
筆
と
変
化
の
速
さ
を
実
感
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
併
せ
て
、
他
の
劇
作
家
や
演
出
家
と
の
関
係
も
把

握
し
、
受
け
、
そ
し
て
与
え
た
影
響
の
大
き
さ
を
理
解
す
る
手
助
け
と
も
な
る
だ
ろ
う
。

人
生
と
キ
ャ
リ
ア

ケ
イ
ン
は
一
九
七
一
年
二
月
三
日
、
エ
セ
ッ
ク
ス
州
ブ
レ
ン
ト
ウ
ッ
ド
（B

rentw
ood

）
に
生
ま
れ
、
幼
少
期
を
ケ
ル
ヴ
ド
ン
・

ハ
ッ
チ
（K

elvedon H
atch

）
で
過
ご
し
た
。
両
親
は
福
音
派
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
あ
り
、
父
ピ
ー
タ
ー
（Peter

）
は
大
手
新
聞

『
デ
イ
リ
ー
・
ミ
ラ
ー
』
紙
（D

aily M
irror

）
の
記
者
、
母
は
教
師
だ
っ
た
。
兄
の
サ
イ
モ
ン
（Sim

on

）
は
現
在
、
写
真
家
と
し
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て
活
動
し
な
が
ら
ケ
イ
ン
の
著
作
権
管
理
を
行
っ
て
い
る
。

幼
少
期
よ
り
演
劇
に
親
し
ん
で
い
た
ケ
イ
ン
は
、
一
九
八
九
年
に
ブ
リ
ス
ト
ル
大
学
に
入
る
と
劇
作
コ
ー
ス
に
進
学
し
、
本
格

的
に
創
作
活
動
を
行
う
よ
う
に
な
る
。
在
学
中
の
ケ
イ
ン
の
活
動
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
が
、
主
に
演
技
と
演
出
を
行
っ
て

い
た
ら
し
い
。
少
な
く
と
も
、
ハ
ワ
ー
ド
・
バ
ー
カ
ー
（H

ow
ard B

arker

）
の
『
勝
利
』（Victory, 1983

）
の
ブ
ラ
ッ
ド
シ
ョ

ー
（B

radshaw
）
役
を
演
じ
、
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
ベ
ケ
ッ
ト
（Sam
uel B

eckett

）
の
モ
ノ
ロ
ー
グ
作
品
と
キ
ャ
リ
ル
・
チ
ャ
ー
チ
ル

（C
aryl C

hurchill
）
の
『
ト
ッ
プ
・
ガ
ー
ル
ズ
』（Top G

irls, 1982

）
の
演
出
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る）

1
（

。

劇
作
家
と
し
て
の
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
な
デ
ビ
ュ
ー
は
一
九
九
五
年
の
『
爆
破
さ
れ
て
』（Blasted

）
だ
と
一
般
的
に
認
識
さ

れ
て
い
る
が
、
実
際
に
は
在
学
中
に
モ
ノ
ロ
ー
グ
作
品
を
三
編
執
筆
し
て
い
る
。
一
九
九
一
年
、
個
人
的
に
も
交
流
の
あ
っ
た
劇

作
家
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
グ
レ
ッ
グ
（D

avid G
reig

）
か
ら
声
を
か
け
ら
れ
、
ブ
リ
ス
ト
ル
の
ヘ
ン
・
ア
ン
ド
・
チ
キ
ン
・
パ
ブ
・
シ

ア
タ
ー
（H

en and C
hicken Pub Theatre

）
に
て
『
コ
ミ
ッ
ク
・
モ
ノ
ロ
ー
グ
』（C

om
ic M

onologue

）
を
上
演
し
た
。
同
年
、
学

生
劇
団
ソ
ア
・
ス
ロ
ー
ト
・
シ
ア
タ
ー
・
カ
ン
パ
ニ
ー
（Sore Throat Theatre C

om
pany

）
の
一
員
と
し
て
エ
デ
ィ
ン
バ
ラ
・
フ

ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
・
フ
リ
ン
ジ
に
参
加
し
、
ヴ
ィ
ン
セ
ン
ト
・
オ
コ
ネ
ル
（V

incent O’C
onnell

）
と
の
オ
ム
ニ
バ
ス
『
夢
／
叫
び
と

沈
黙
』（D

ream
s / Scream

s and Silences

）
を
上
演
す
る
。
そ
の
中
で
ケ
イ
ン
は
『
コ
ミ
ッ
ク
・
モ
ノ
ロ
ー
グ
』
の
再
演
と
併
せ

て
新
作
『
彼
女
が
言
っ
た
こ
と
』（W

hat She Said
）
を
発
表
し
た
。
九
二
年
に
も
同
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
に
参
加
し
、『
夢
／
叫
び

２
』（D

ream
s / Scream

s 2

）
の
中
で
『
飢
え
て
』（Starved
）
を
発
表
し
て
い
る
。
こ
の
時
ケ
イ
ン
は
ジ
ェ
レ
ミ
ー
・
ウ
ェ
ラ
ー

（Jerem
y W

eller

）
率
い
る
グ
ラ
ス
マ
ー
ケ
ッ
ト
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
（G

rassm
arket Project

）
に
よ
る
『
狂
気
』（M

ad

）
を
観
劇
し）

2
（

、

大
き
な
衝
撃
を
受
け
た
と
自
身
で
語
っ
て
い
る
。

一
九
九
二
年
十
月
に
バ
ー
ミ
ン
ガ
ム
大
学
劇
作
科
修
士
課
程
に
入
学
、
こ
こ
で
彼
女
は
劇
作
家
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
エ
ド
ガ

ー
（D

avid Edgar

）
に
師
事
し
て
お
り）

3
（

、
そ
の
影
響
は
後
の
作
品
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
次
の
年
の
三
月
に
『
爆
破
さ
れ
て
』

の
初
稿
を
執
筆
し）

4
（

、
そ
の
一
部
が
上
演
さ
れ
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
、
ロ
ン
ド
ン
の
ロ
イ
ヤ
ル
・
コ
ー
ト
劇
場
（R

oyal C
ourt 
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Theatre

）
は
ケ
イ
ン
と
の
仮
契
約
を
締
結
し
た
。
同
大
学
院
を
退
学
後
、
ブ
ッ
シ
ュ
劇
場
（B

ush Theatre

）
に
文
芸
部
員
と
し
て

就
職
し
た
が
、
す
ぐ
に
辞
め
て
し
ま
っ
て
い
る
。

一
九
九
五
年
一
月
十
二
日
、『
爆
破
さ
れ
て
』
が
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
（Jam

es M
acdonald

）
の
演
出
の
も
と
上
演
さ

れ
、
物
議
を
醸
し
た
。
こ
の
年
以
降
は
活
発
に
活
動
し
て
い
る
。
同
年
、
ロ
イ
ヤ
ル
・
コ
ー
ト
劇
場
の
新
人
劇
作
家
交
換
プ
ロ
グ
ラ

ム
で
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
を
訪
れ
、
ま
た
十
月
に
は
唯
一
の
映
像
作
品
で
あ
る
、
オ
コ
ネ
ル
監
督
の
『
皮
膚
』（Skin

）
が
ロ
ン
ド
ン
映

画
祭
（London Film

 Festival

）
に
て
上
映
さ
れ
た
。
一
九
九
六
年
、
ゲ
ー
ト
劇
場
（G

ate Theatre

）
の
委
託
に
よ
り
、
セ
ネ
カ
の

『
パ
エ
ド
ラ
』
の
翻
案
で
あ
る
『
フ
ェ
ー
ド
ラ
の
愛
』（Phaedra’s Love

）
を
執
筆
し
、
こ
の
時
は
演
出
も
ケ
イ
ン
が
務
め
た
。
な
お
、

作
・
演
出
の
両
方
を
ケ
イ
ン
が
務
め
た
の
は
本
作
品
の
み
で
あ
る
。
同
年
夏
よ
り
、
劇
作
家
協
会
で
あ
り
国
立
劇
場
で
も
あ
る
ペ
イ

ン
ズ
・
プ
ラ
ウ
（Paines Plough
）
の
レ
ジ
デ
ン
ス
作
家
と
な
り
、
そ
の
ラ
ン
チ
・
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
の
席
で
『
渇
望
』（C

rave

）
の

草
稿
の
発
表
が
行
わ
れ
た
。
こ
の
時
ケ
イ
ン
は
、『
爆
破
さ
れ
て
』
以
降
つ
き
ま
と
う
ケ
イ
ン
の
名
に
対
す
る
偏
見
を
避
け
る
た
め
、

「
マ
リ
ー
・
ケ
ル
ヴ
ド
ン
」（M

arie K
elvedon

）
と
い
う
ペ
ン
ネ
ー
ム
を
用
い
た
。
マ
リ
ー
は
彼
女
の
ミ
ド
ル
ネ
ー
ム
で
あ
り
、
ケ

ル
ヴ
ド
ン
は
最
初
に
述
べ
た
よ
う
に
彼
女
が
幼
少
期
を
過
ご
し
た
土
地
の
名
前
で
あ
る
。

一
九
九
七
年
、
国
営
の
地
上
波
チ
ャ
ン
ネ
ル
４
の
深
夜
枠
に
て
『
皮
膚
』
が
放
送
さ
れ
る
。
そ
の
前
後
だ
ろ
う
か
、
う
つ
病
の

症
状
が
悪
化
し
、
ロ
イ
ヤ
ル
・
マ
ン
ズ
レ
イ
病
院
に
一
時
入
院
す
る
。
だ
が
十
月
に
は
ゲ
ー
ト
劇
場
で
ゲ
オ
ル
ク
・
ビ
ュ
ヒ
ナ
ー

（G
eorg B

üchner

）
の
『
ヴ
ォ
イ
ツ
ェ
ッ
ク
』（W

oyzeck.
　
初
版1875

、
初
演1913

）
の
演
出
を
務
め
て
い
る
こ
と
か
ら
、
恐
ら

く
短
期
の
入
院
で
済
ん
だ
の
だ
ろ
う
。

彼
女
と
の
交
流
も
あ
っ
た
ケ
イ
ン
研
究
の
第
一
人
者
で
あ
る
グ
レ
ア
ム
・
ソ
ー
ン
ダ
ー
ス
（G

raham
 Saunders

）
に
よ
れ
ば
、

一
九
九
八
年
一
月
に
は
、
後
に
遺
作
と
な
る
『
四
時
四
十
八
分
サ
イ
コ
シ
ス
』（4.48 Psychosis.

　
以
下
『
四
時
四
十
八
分
』）
に

着
手
し
て
い
る）

5
（

。
同
年
四
月
、
ロ
イ
ヤ
ル
・
コ
ー
ト
劇
場
主
催
公
演
と
し
て
、
デ
ュ
ー
ク
・
オ
ブ
・
ヨ
ー
ク
劇
場
（D

uke of York 

Theatre

）
に
て
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
演
出
『
浄
化
さ
れ
て
』（C

leansed

）
が
上
演
さ
れ
る
。
実
は
こ
の
際
、
最
後
の
三
公
演
に
お
い
て


