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ま
え
が
き

「
今
日
で
は
、
演
劇
の
諸
分
野
の
凋
落
を
尻
目
に
、
オ
ペ
ラ
だ
け
が
生
き
残
っ
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
俄
に
は
納
得

し
が
た
い
こ
と
な
が
ら
、
オ
ペ
ラ
に
は
そ
れ
な
り
の
魅
力
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
主
な
魅
力
と
は
、
こ
れ
ほ
ど
わ

ざ
と
ら
し
い
約
束
事
が
幅
を
き
か
せ
、
不
自
然
極
ま
り
な
い
も
の
は
他
に
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
実
際
、
陰
謀
を
企
む

男
が
あ
ら
ん
限
り
の
大
声
で
沈
黙
を
求
め
、
悲
歎
に
暮
れ
る
女
性
が
舞
台
の
上
を
舞
い
踊
り
な
が
ら
絶
望
を
表
す
こ

と
く
ら
い
お
か
し
な
話
が
あ
る
だ
ろ
う
か）

1
（

」
―
―
一
八
三
〇
年
代
の
半
ば
、
作
家
・
詩
人
の
ゴ
ー
テ
ィ
エ
は
、
そ
の
舞

台
評
の
中
で
「
演
劇
の
現
況
」
を
憂
慮
し
つ
つ
、
溜
息
交
じ
り
に
こ
ん
な
こ
と
を
記
し
て
い
た
（『
過
去
二
五
年
の
フ

ラ
ン
ス
に
お
け
る
舞
台
芸
術
』）。
オ
ペ
ラ
と
い
う
「
お
よ
そ
現
実
離
れ
し
た
」
珍
妙
な
代
物
が
人
々
を
虜
に
す
る
、
こ

の
不
可
解
な
事
実
に
呆
れ
て
い
る
の
は
無
論
ゴ
ー
テ
ィ
エ
一
人
で
も
、
ま
た
彼
が
初
め
て
と
い
う
わ
け
で
も
な
く
、
オ

ペ
ラ
に
対
す
る
熱
狂
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
覆
い
始
め
て
い
た
一
七
世
紀
後
半
、
サ
ン
゠
テ
ヴ
ル
モ
ン
は
「
オ
ペ
ラ
に
つ
い
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て
」（
一
六
七
七
）
と
題
す
る
書
簡
の
一
節
で
す
で
に
同
じ
こ
と
を
述
べ
て
い
る
（「
主
人
が
歌
い
な
が
ら
召
使
い
を
呼

ん
だ
り
、
用
を
言
い
つ
け
た
り
、
友
人
に
打
ち
明
け
話
を
す
る
の
に
歌
っ
た
り
、﹇
…
…
﹈
合
戦
と
も
な
れ
ば
妙
な
る

調
べ
に
合
わ
せ
て
剣
や
投
槍
で
人
を
殺
し
た
り
、
い
っ
た
い
そ
ん
な
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
し
ょ
う
か）

2
（

」）。
ゴ
ー
テ
ィ
エ

が
指
摘
す
る
オ
ペ
ラ
の
「
不
可
解
な
勝
利
」
は
、
実
際
に
は
こ
の
ジ
ャ
ン
ル
の
登
場
と
と
も
に
始
ま
っ
て
い
た
の
で
あ

り
、
ポ
ー
ル
・
ア
ザ
ー
ル
は
そ
の
理
由
を
、「
オ
ペ
ラ
は
理
性
に
反
し
た
か
ら
こ
そ
受
け
た
の
だ）

3
（

」
と
説
明
す
る
。

一
九
世
紀
、
あ
る
い
は
よ
り
広
い
意
味
で
の
フ
ラ
ン
ス
近
代
を
「
オ
ペ
ラ
の
時
代
」
―
―
オ
ペ
ラ
と
い
う
逆
説
に
魅

了
さ
れ
て
い
た
時
代
―
―
と
読
み
替
え
る
な
ら
、
本
書
は
、
そ
の
「
オ
ペ
ラ
の
時
代
」
を
め
ぐ
る
、
あ
る
種
の
対
位
法

の
試
み
と
で
も
言
え
ば
よ
い
だ
ろ
う
か
。
実
際
、
オ
ペ
ラ
と
い
う
蝙
蝠
の
よ
う
な
ジ
ャ
ン
ル
に
つ
い
て
考
え
る
上
で
、

音
楽
研
究
と
文
学
研
究
そ
れ
ぞ
れ
の
知
見
や
発
想
を
突
き
合
わ
せ
る
こ
と
の
意
義
は
小
さ
く
な
い
。
本
書
の
出
発
点
と

な
っ
た
研
究
ユ
ニ
ッ
ト
（「
一
九
・
二
〇
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
文
学
と
オ
ペ
ラ
」）
の
そ
も
そ
も
の
目
論
見
は
、
垣
根
越
し

に
で
は
あ
れ
、
二
つ
の
分
野
の
間
で
「
向
こ
う
側
」
の
声
に
耳
を
傾
け
る
こ
と
だ
っ
た
（
同
ユ
ニ
ッ
ト
お
よ
び
本
書
の

刊
行
に
先
立
っ
て
行
わ
れ
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
詳
細
に
つ
い
て
は
「
あ
と
が
き
」
を
参
照
）。

も
ち
ろ
ん
、
一
口
に
「
文
学
と
オ
ペ
ラ
」
と
言
っ
て
も
、
二
つ
の
分
野
の
関
係
は
一
様
で
は
な
く
、「
オ
ペ
ラ
の
時

代
」
を
物
語
る
本
書
の
各
章
の
ア
プ
ロ
ー
チ
も
文
字
通
り
多
岐
に
亘
る
。
た
と
え
ば
、
オ
ペ
ラ
に
固
有
の
「
ド
ラ
マ
ト

ゥ
ル
ギ
ー
」
を
語
ろ
う
と
す
る
な
ら
、
音
楽
（
作
曲
の
技
法
）
と
プ
ロ
ッ
ト
（
物
語
の
技
法
）
の
関
係
に
立
ち
入
ら
ざ

る
を
得
ず
（「
グ
ラ
ン
ド
・
オ
ペ
ラ
と
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
」）、
あ
る
い
は
「《
ア
リ
ア
ー
ヌ
と
青
ひ
げ
》
の
神
話
論
理
的
解

釈
」
で
試
み
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
音
楽
作
品
を
読
み
解
く
上
で
、
神
話
論
理
の
よ
う
な
音
楽
の
外
に
あ
る
言
説
と
の

ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
注
目
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
た
だ
、
デ
ュ
カ
ス
の
音
楽
劇
と
レ
ヴ
ィ
゠
ス
ト
ロ
ー
ス
の
神
話
分
析
が
す



13  　まえがき

ぐ
に
は
結
び
つ
か
な
い
よ
う
に
、
音
楽
と
非
音
楽
の
相
似
的
な
関
係
は
必
ず
し
も
明
示
的
な
形
を
纏
う
と
は
限
ら
な
い
。

オ
ペ
ラ
に
つ
い
て
語
る
こ
と
は
、
そ
の
場
合
、
二
つ
の
分
野
を
繋
ぐ
目
に
見
え
な
い
糸
を
手
繰
り
寄
せ
る
試
み
に
擬
え

る
こ
と
が
で
き
る
。

オ
ペ
ラ
の
読
解
は
、
ま
た
、
音
楽
史
と
文
学
史
の
間
を
往
来
す
る
越
境
の
企
て
で
も
あ
る
。
た
と
え
ば
オ
ペ
ラ
の
ヒ

ロ
イ
ン
が
ヒ
ロ
イ
ン
で
あ
る
の
は
専
ら
そ
の
歌
唱
に
よ
る
も
の
と
し
て
も
、《
ユ
ダ
ヤ
の
女
》
の
ラ
シ
ェ
ル
が
「
美
し

き
ユ
ダ
ヤ
の
娘
」
の
文
学
的
な
系
譜
の
外
に
一
人
ぽ
つ
ん
と
置
か
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、「
セ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
」

と
い
う
観
点
に
立
て
ば
、
オ
ペ
ラ
と
演
劇
の
関
係
を
視
野
に
入
れ
ず
に
お
く
こ
と
は
む
ず
か
し
い
（
オ
ペ
ラ
も
舞
台
芸

術
の
一
つ
で
あ
る
以
上
、
オ
ペ
ラ
に
固
有
の
セ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
と
い
っ
た
も
の
が
、
同
時
代
あ
る
い
は
過
去
の
演
劇
の

そ
れ
と
無
関
係
に
存
在
す
る
わ
け
で
は
な
い
）。
と
は
い
え
、
本
書
の
主
な
関
心
は
、
音
楽
と
文
学
の
ど
ち
ら
が
先
か

を
問
う
こ
と
で
は
な
い
。
一
般
に
音
楽
の
側
か
ら
眺
め
る
と
、
つ
ま
り
オ
ペ
ラ
事
典
を
見
慣
れ
て
い
る
と
、
ど
う
し
て

も
原
作
と
そ
の
翻
案
と
い
う
関
係
を
思
い
浮
か
べ
る
が
、
視
点
を
入
れ
替
え
て
、
音
楽
の
受
容
を
契
機
に
し
た
「
こ
と

ば
」
の
生
成
に
目
を
向
け
る
な
ら
ば
、
二
つ
の
分
野
の
関
係
を
、
受
容
の
論
理
と
し
て
の
「
美
学
」
と
創
造
の
論
理
と

し
て
の
「
詩
学
」
の
関
係
に
置
き
換
え
る
こ
と
も
可
能
な
の
で
あ
る
（「
音
楽
の
方
へ
」）。

一
方
、
オ
ペ
ラ
の
舞
台
に
は
、
一
九
世
紀
後
半
の
「〈
い
ま
〉
に
漂
う
不
穏
」
を
裏
返
し
に
し
た
オ
ッ
フ
ェ
ン
バ
ッ

ク
の
笑
い
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
し
ば
し
ば
そ
の
舞
台
を
生
ん
だ
時
代
の
相
貌
が
投
影
さ
れ
て
い
る
。
陳
腐
な
喩
え

な
が
ら
、「
時
代
」
を
一
つ
の
テ
ク
ス
ト
に
擬
す
る
な
ら
、
オ
ペ
ラ
は
そ
の
テ
ク
ス
ト
を
読
み
解
く
た
め
の
コ
ー
ド
の

一
つ
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ち
な
み
に
「
時
代
」
と
「
テ
ク
ス
ト
」
の
置
き
換
え
は
、
バ
ル
ザ
ッ
ク
の
場
合
、
単
な
る
比

喩
以
上
の
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
バ
ル
ザ
ッ
ク
の
小
説
を
読
み
解
く
上
で
、
オ
ペ
ラ
や
劇
場
が
し
ば
し
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ば
鍵
と
な
る
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。

以
下
の
各
章
は
、
こ
う
し
た
文
学
と
オ
ペ
ラ
の
間
の
一
筋
縄
で
は
い
か
な
い
関
係
を
、
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
る
視
点
か

ら
俎
上
に
載
せ
て
い
る
。「
ま
え
が
き
」
の
限
ら
れ
た
紙
幅
の
中
で
、
そ
の
不
用
意
な
要
約
を
試
み
る
の
は
控
え
る
べ

き
だ
ろ
う
。
本
書
は
結
局
、
辞
書
的
な
概
説
で
も
な
く
、
ま
た
（
各
章
の
配
列
が
、
一
九
世
紀
前
半
か
ら
二
〇
世
紀
初

頭
に
い
た
る
時
系
列
に
お
お
ま
か
に
沿
う
と
は
い
え
）
全
体
の
通
読
を
前
提
に
し
た
通
史
的
な
書
物
で
も
な
い
。
本
書

の
七
つ
の
章
を
緩
や
か
に
束
ね
る
の
は
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
、「
オ
ペ
ラ
」
と
い
う
、
呪
文
の
よ
う
な
響
き
を
持
っ
た
一

つ
の
符
牒
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
に
趣
を
異
に
す
る
七
つ
の
章
が
相
互
に
響
き
合
い
、
あ
る
い
は
時
に
不
協
和
音
を
奏
で

る
こ
と
で
、「
オ
ペ
ラ
の
時
代
」
が
そ
の
ま
だ
見
ぬ
表
情
を
垣
間
見
せ
て
く
れ
る
と
す
る
な
ら
、
本
書
の
さ
さ
や
か
な

試
み
は
十
分
に
そ
の
目
論
見
を
果
た
し
た
と
言
っ
て
よ
い
。

﹇
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