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【
書
　
評
】

武
田
清
『
新
劇
と
ロ
シ
ア
演
劇

築
地
小
劇
場
の
異
文
化
接
触
』

中

野

正

昭

　
タ
イ
ト
ル
を
初
め
て
見
た
と
き
、
正
直
い
っ
て
、
一
瞬
こ
の
本

が
二
〇
一
二
年
刊
行
だ
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
そ
う
に
な
っ
た
。
も

は
や
半
ば
死
語
と
も
い
え
る
「
新
劇
」
と
「
ロ
シ
ア
演
劇
」
の
組

み
合
わ
せ
、
さ
ら
に
副
題
に
は
演
劇
学
専
攻
の
学
生
で
す
ら
知
ら

な
い
者
が
い
る
「
築
地
小
劇
場
」
で
あ
る
。
日
本
の
近
代
演
劇
史

を
扱
っ
て
い
る
研
究
書
と
は
い
え
、
あ
ま
り
に
ス
ト
レ
ー
ト
過
ぎ

な
い
だ
ろ
う
か
、
と
。
し
か
し
本
書
を
読
み
進
め
る
う
ち
に
、
実

は
こ
の
タ
イ
ト
ル
の
古
め
か
し
さ
も
ま
た
、
築
地
小
劇
場
に
お
け

る
ロ
シ
ア
演
劇
受
容
と
い
う
歴
史
的
事
柄
を
題
材
に
、
歴
史
を
超

え
た
異
文
化
接
触
の
本
質
的
な
問
題
を
論
じ
る
と
い
う
本
書
の
目

的
に
適
っ
た
も
の
だ
と
わ
か
る
。

　
本
書
が
扱
う
の
は
主
に
一
九
一
〇
～
三
〇
年
代
の
新
劇
と
ロ
シ

ア
演
劇
で
、
全
部
で
五
部
・
十
七
章
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
第

一
部
「
新
劇
と
メ
イ
エ
ル
ホ
リ
ド
」
で
は
小
山
内
薫
を
軸
に
築
地

小
劇
場
で
の
メ
イ
エ
ル
ホ
リ
ド
研
究
の
内
実
が
検
証
さ
れ
、
第
二

部
「
新
劇
と
ロ
シ
ア
演
劇
」
で
は
築
地
小
劇
場
の
機
関
誌
に
発
表

さ
れ
た
ロ
シ
ア
演
劇
の
記
事
を
中
心
に
当
時
の
ロ
シ
ア
演
劇
理
解

の
実
態
が
、
第
三
部
「
佐
野
碩
と
メ
イ
エ
ル
ホ
リ
ド
」
で
は
メ
イ

エ
ル
ホ
リ
ド
の
助
手
を
務
め
後
に
メ
キ
シ
コ
へ
と
亡
命
し
た
演
出

家
・
佐
野
碩
を
巡
る
数
奇
な
事
件
ー
メ
イ
エ
ル
ホ
リ
ド
の
粛
正
、

岡
田
嘉
子
と
杉
本
良
吉
の
逃
避
行
1
が
、
第
四
部
「
新
劇
と
エ

ヴ
レ
イ
ノ
フ
」
で
は
〈
モ
ノ
ド
ラ
マ
論
〉
〈
人
生
の
演
劇
化
〉
な

ど
独
自
の
演
劇
論
を
展
開
し
た
ニ
コ
ラ
イ
・
エ
ヴ
レ
イ
ノ
ブ
の
影

響
が
論
じ
ら
れ
る
。
大
正
・
昭
和
初
期
は
チ
ェ
ー
ホ
フ
に
次
ぐ
ロ
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シ
ア
の
人
気
劇
作
家
だ
っ
た
エ
ヴ
レ
イ
ノ
フ
だ
が
、
以
後
長
ら
く

忘
れ
ら
れ
た
存
在
と
な
っ
て
い
た
。
ロ
シ
ア
の
シ
ア
ト
リ
カ
リ
ズ

ム
戯
曲
を
代
表
す
る
ひ
と
り
で
あ
る
エ
ヴ
レ
イ
ノ
フ
に
関
し
て
、

現
在
、
日
本
語
で
ま
と
ま
っ
て
読
め
る
の
は
本
書
く
ら
い
だ
ろ
う
。

そ
し
て
第
五
部
「
ロ
シ
ア
演
劇
研
究
」
で
は
二
本
の
論
文
、
ニ
キ

タ
・
バ
リ
ー
エ
フ
の
芸
術
キ
ャ
バ
レ
ー
「
蠕
蟷
座
」
を
中
心
と
し

た
「
ロ
シ
ア
・
キ
ャ
バ
レ
ー
演
劇
の
研
究
　
一
九
〇
八
ー
一
九
二

四
」
、
社
会
喜
劇
が
多
数
発
表
さ
れ
た
時
代
で
あ
る
「
ソ
連
ネ
ッ

プ
期
の
社
会
喜
劇
に
つ
い
て
」
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

　
本
書
で
は
著
者
の
武
田
氏
が
時
折
そ
の
姿
を
見
せ
、
過
去
の
複

雑
な
演
劇
的
事
象
へ
と
丁
寧
に
、
時
に
大
胆
に
読
者
を
導
い
て
い

く
の
だ
が
、
面
白
い
の
は
そ
の
人
柄
だ
。
例
え
ば
第
一
部
「
新
劇

と
メ
イ
エ
ル
ホ
リ
ド
」
、
す
な
わ
ち
本
書
の
最
初
で
著
者
は
自
ら

の
勘
違
い
を
読
者
に
あ
か
し
て
み
せ
る
。

　
思
い
込
み
と
い
う
の
は
恐
ろ
し
い
。
恥
を
さ
ら
す
こ
と
を
承

知
で
述
べ
る
と
、
私
は
、
日
本
に
お
け
る
メ
イ
エ
ル
ホ
リ
ド
研

究
に
は
二
筋
の
道
が
存
在
し
た
、
と
固
く
信
じ
込
ん
で
い
た
。

築
地
小
劇
場
系
の
メ
イ
エ
ル
ホ
リ
ド
研
究
と
、
左
翼
劇
場
へ
つ

な
が
っ
て
い
く
佐
野
碩
ら
劇
団
ム
ン
ヅ
の
メ
ン
バ
ー
た
ち
に
よ

る
そ
れ
の
二
系
列
で
あ
る
。

　
し
か
し
実
際
に
は
こ
の
二
つ
の
系
列
は
ど
ち
ら
も
イ
ギ
リ
ス
の

演
劇
研
究
者
ハ
ン
ト
リ
i
・
カ
ー
タ
ー
の
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
に
基

づ
く
も
の
で
、
日
本
の
メ
イ
エ
ル
ホ
リ
ド
研
究
は
一
筋
だ
っ
た
と

い
う
。
著
者
の
判
断
を
誤
ら
せ
た
の
は
前
者
の
築
地
小
劇
場
系
の

研
究
で
、
一
九
二
八
年
に
文
芸
部
員
達
が
刊
行
し
た
書
籍
『
メ
イ

エ
ル
ホ
リ
ド
研
究
』
は
「
こ
の
書
を
読
む
と
、
彼
ら
は
直
接
ロ
シ

ア
語
文
献
・
資
料
を
通
し
て
メ
イ
エ
ル
ホ
リ
ド
の
演
劇
研
究
を
し

た
、
と
い
う
印
象
を
受
け
る
し
、
ま
た
そ
う
し
た
調
子
で
記
述
さ

れ
て
も
い
る
」
こ
と
も
あ
り
、
彼
ら
の
メ
イ
エ
ル
ホ
リ
ド
研
究
は

ロ
シ
ア
・
ソ
ビ
エ
ト
直
接
経
路
だ
と
予
断
し
て
し
ま
う
結
果
と
な
っ

た
。
そ
し
て
著
者
は
、
な
ぜ
築
地
小
劇
場
の
文
芸
部
員
達
が
僅
か

な
文
献
と
断
片
的
な
情
報
だ
け
で
今
日
の
私
た
ち
を
も
驚
か
せ
る

よ
う
な
精
緻
な
研
究
が
で
き
た
の
か
、
そ
の
謎
へ
と
筆
を
進
め
、

さ
ら
に
築
地
小
劇
場
で
の
メ
イ
エ
ル
ホ
リ
ド
研
究
の
黒
幕
と
も
言

う
べ
き
小
山
内
薫
の
メ
イ
エ
ル
ホ
リ
ド
観
へ
と
迫
っ
て
い
く
。

　
築
地
小
劇
場
の
指
導
者
の
ひ
と
り
小
山
内
薫
は
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ

ス
キ
ー
の
舞
台
の
実
践
的
紹
介
者
と
し
て
有
名
だ
が
、
そ
の
晩
年

に
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
i
的
な
リ
ア
リ
ズ
ム
演
劇
か
ら
離
れ
て
メ

イ
エ
ル
ホ
リ
ド
の
シ
ア
ト
リ
カ
ル
な
演
劇
に
関
心
を
移
す
。
小
山

内
は
兼
ね
て
か
ら
模
索
し
て
い
た
「
東
西
演
劇
の
融
合
」
の
実
現

の
可
能
性
を
歌
舞
伎
を
利
用
し
た
メ
イ
エ
ル
ホ
リ
ド
の
舞
台
に
探
っ
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た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
こ
の
こ
と
の
重

要
性
は
例
え
ば
明
治
大
学
の
故
・
曽
田
秀
彦
文
学
部
教
授
の
『
小

山
内
薫
と
二
十
世
紀
演
劇
』
（
勉
成
出
版
、
一
九
九
九
）
は
じ
め

こ
れ
ま
で
も
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
が
、
こ
こ
に
は
幾
つ
か
の
解
け

な
い
謎
が
あ
っ
た
。
特
に
奇
妙
な
の
は
、
ロ
シ
ア
十
月
革
命
十
周

年
記
念
式
典
に
招
待
さ
れ
訪
ソ
す
る
こ
と
に
な
っ
た
小
山
内
が

「
わ
た
く
し
が
主
と
し
て
見
て
来
た
い
と
思
っ
て
い
る
の
は
、
メ

イ
エ
ル
ホ
リ
ド
の
現
在
の
仕
事
で
す
。
〔
略
〕
あ
る
だ
け
の
把
握

力
を
尽
く
し
て
、
出
来
る
だ
け
の
も
の
掴
ん
で
来
た
い
と
思
い
ま

す
」
と
抱
負
を
語
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
帰
国
後
は
メ
イ
エ
ル

ホ
リ
ド
に
つ
い
て
沈
黙
と
も
と
れ
る
態
度
を
取
っ
た
こ
と
だ
。
そ

し
て
沈
黙
の
一
方
で
小
山
内
は
自
ら
の
東
西
演
劇
の
融
合
を
形
に

す
べ
く
『
国
性
爺
合
戦
』
改
作
に
没
頭
す
る
。
し
か
し
不
幸
に
も

上
演
目
前
に
彼
は
心
臓
麻
痺
で
急
逝
し
て
し
ま
う
の
だ
っ
た
。

〈
新
劇
の
父
〉
小
山
内
は
メ
イ
エ
ル
ホ
リ
ド
を
ど
う
考
え
て
い
た

の
か
、
新
し
い
演
劇
動
向
を
知
る
上
の
関
心
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の

か
、
そ
れ
と
も
自
身
の
演
劇
観
を
変
化
さ
せ
る
大
き
な
存
在
だ
っ

た
の
か
。
こ
れ
は
日
本
の
近
代
演
劇
を
め
ぐ
る
大
き
な
ミ
ス
テ
リ
ー

の
ひ
と
つ
だ
。
本
書
の
著
者
は
口
を
閉
ざ
す
小
山
内
に
代
わ
り
、

同
じ
く
記
念
式
典
で
訪
ソ
し
た
他
の
日
本
人
た
ち
の
文
章
に
丁
寧

に
当
た
っ
て
状
況
証
拠
を
固
め
、
遂
に
ひ
と
つ
の
結
論
－
小
山

内
が
沈
黙
に
至
っ
た
動
機
を
こ
う
推
測
す
る
。

　
小
山
内
薫
だ
け
で
は
な
く
、
メ
イ
エ
ル
ホ
リ
ド
の
舞
台
を
観

た
日
本
人
た
ち
の
観
劇
記
や
回
想
を
見
て
き
た
わ
け
だ
が
、
後

の
時
代
の
演
劇
史
の
評
価
と
は
違
っ
て
、
メ
イ
エ
ル
ホ
リ
ド
の

新
演
出
、
名
演
出
と
う
た
わ
れ
た
舞
台
に
対
し
て
、
同
時
代
に

そ
れ
を
観
た
日
本
人
た
ち
の
評
価
は
い
さ
さ
か
辛
辣
な
も
の
が

あ
っ
た
。
〔
中
略
〕
欧
米
の
研
究
者
が
書
い
た
文
献
で
の
み
知
っ

て
い
て
、
ま
だ
一
度
も
観
た
こ
と
が
な
か
っ
た
メ
イ
エ
ル
ホ
リ

ド
の
舞
台
に
大
き
す
ぎ
る
期
待
を
抱
い
て
訪
ソ
し
た
小
山
内
薫

に
と
っ
て
、
実
際
に
モ
ス
ク
ワ
の
メ
イ
エ
ル
ホ
リ
ド
の
舞
台
に

観
た
も
の
は
、
演
目
す
べ
て
で
は
な
か
っ
た
に
し
ろ
、
大
き
く

期
待
外
れ
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
だ
。

　
単
純
な
よ
う
だ
が
ま
さ
に
盲
点
を
突
い
た
指
摘
で
あ
る
。
こ
れ

ま
で
も
小
山
内
の
文
章
を
細
か
に
分
析
し
そ
の
演
劇
観
の
変
遷
を

探
っ
た
り
、
彼
が
観
た
メ
イ
エ
ル
ホ
リ
ド
の
舞
台
を
演
劇
史
的
意

味
付
け
か
ら
検
討
し
た
も
の
は
あ
っ
た
。
が
、
日
本
で
メ
イ
エ
ル

ホ
リ
ド
が
一
種
の
流
行
の
最
中
に
あ
っ
て
、
実
際
に
そ
の
舞
台
を

眼
に
し
た
数
少
な
い
同
時
代
の
日
本
人
の
多
く
が
実
は
辛
辣
な
感

想
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
こ
れ
ま
で
殆
ど
知
ら
れ
て
な
か
っ
た
だ
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ろ
う
。
過
去
の
あ
る
出
来
事
を
見
る
際
、
当
然
な
が
ら
私
た
ち
は

そ
の
後
の
歴
史
を
踏
ま
え
た
上
で
そ
の
時
代
を
見
つ
め
る
の
だ
が
、

そ
こ
に
は
幾
つ
か
の
落
と
し
穴
が
あ
る
こ
と
に
改
め
て
気
づ
か
さ

れ
る
。

　
そ
し
て
特
筆
し
た
い
の
は
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
証
拠
を
丹
念
に
集

め
て
は
検
証
を
繰
り
返
し
、
時
に
視
点
を
変
え
鋭
利
な
論
の
展
開

を
重
ね
な
が
ら
意
外
な
事
実
へ
と
読
む
者
を
導
く
本
書
の
各
章
が
、

ま
る
で
推
理
小
説
の
よ
う
な
知
的
ス
リ
ル
と
充
実
感
を
持
っ
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
著
者
は
読
者
に
向
か
っ
て
事
件
を
事

件
た
ら
し
め
る
要
件
を
説
明
し
、
そ
の
事
件
の
意
味
と
謎
を
解
き

明
か
し
て
み
せ
る
名
探
偵
だ
。
先
の
「
思
い
込
み
と
い
う
の
は
恐

ろ
し
い
。
恥
を
さ
ら
す
こ
と
を
承
知
で
述
べ
る
と
」
と
語
る
心
許

な
い
著
者
の
姿
は
、
ち
ょ
う
ど
横
溝
正
史
が
金
田
一
耕
助
を
描
く

と
き
と
同
じ
仕
掛
け
な
の
で
は
な
い
か
と
さ
え
思
え
て
く
る
。

　
続
け
て
著
者
は
小
山
内
が
モ
ス
ク
ワ
で
の
記
念
講
演
「
日
本
演

劇
の
将
来
に
就
い
て
」
の
中
で
語
っ
た
「
東
西
演
劇
の
融
合
」
の

意
味
を
こ
う
説
明
す
る
。
こ
れ
は
メ
イ
エ
ル
ホ
リ
ド
の
舞
台
を
直

接
指
し
て
言
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
、
と
。

　
ロ
シ
ア
の
演
出
家
が
歌
舞
伎
を
研
究
し
て
、
そ
の
手
法
を
著

し
く
利
用
す
る
と
東
西
演
劇
の
融
合
だ
と
言
い
う
る
の
で
あ
れ

ば
、
小
山
内
薫
が
歌
舞
伎
の
二
世
市
川
左
団
次
と
組
ん
で
、
一

門
の
歌
舞
伎
役
者
を
使
っ
て
、
イ
プ
セ
ン
や
ゴ
ー
リ
キ
ー
の
戯

曲
を
日
本
語
に
翻
訳
し
た
台
本
を
、
写
真
を
参
考
に
し
て
衣
裳

や
童
を
用
意
し
て
、
日
本
語
で
上
演
し
た
舞
台
も
東
西
演
劇
の

融
合
で
は
な
い
の
か
。
な
ぜ
今
ま
で
融
ム
ロ
で
は
な
く
て
、
翻
訳

劇
の
上
演
だ
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
か
。
そ
れ
は
西
洋

演
劇
が
日
本
演
劇
よ
り
優
れ
て
い
る
と
い
う
先
入
見
に
よ
る
も

の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
考
え
れ
ば
、
西
洋
演
劇
が
東
洋
演
劇
を
研
究
し
て
取

り
入
れ
る
こ
と
が
融
合
な
ら
、
そ
し
て
そ
れ
は
日
本
の
演
劇
人

た
ち
を
多
く
赤
面
さ
せ
て
き
た
の
だ
が
、
逆
に
東
洋
演
劇
が
西
　
m

洋
演
劇
を
研
究
し
て
取
り
入
れ
る
こ
と
も
ま
た
融
合
だ
と
言
え

る
わ
け
で
、
そ
し
て
お
そ
ら
く
そ
れ
は
西
洋
の
演
劇
人
た
ち
が

見
た
ら
困
惑
さ
せ
ら
れ
る
も
の
だ
っ
た
ろ
う
と
思
う
の
で
あ
る
。

相
対
化
し
て
考
え
て
み
れ
ば
、
近
代
演
劇
は
誤
解
に
も
と
つ
く

も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
相
互
に
そ
う
や
っ
て
融
合
し
て
き

た
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
に
本
書
で
の
著
者
の
立
場
が
、
そ
し
て
副
題
が
「
異
文
化
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理
解
」
「
異
文
化
受
容
」
で
は
な
く
「
異
文
化
接
触
」
で
あ
る
理

由
が
明
確
に
語
ら
れ
て
い
る
。
異
な
る
文
化
と
文
化
が
出
会
っ
た



と
き
、
そ
こ
で
得
ら
れ
る
も
の
は
相
互
の
正
し
い
理
解
だ
け
で
は

な
く
当
然
な
が
ら
誤
解
が
含
ま
れ
る
。
い
や
、
誤
解
の
方
が
多
い

と
言
う
べ
き
だ
ろ
う
。
し
か
し
後
に
歴
史
化
さ
れ
る
と
き
、
特
に

受
容
と
い
う
観
点
に
立
っ
た
場
合
、
往
々
に
し
て
そ
う
し
た
誤
解

は
不
要
な
も
の
と
し
て
切
り
捨
て
ら
れ
が
ち
だ
。
し
か
し
歴
史
を
、

あ
る
過
去
の
デ
ィ
テ
ー
ル
の
中
か
ら
読
み
解
こ
う
と
す
る
と
き
、

む
し
ろ
誤
解
こ
そ
が
そ
の
時
代
を
最
も
よ
く
体
現
し
、
誤
解
を
生

む
余
地
に
こ
そ
そ
の
時
代
の
特
性
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き

る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
異
文
化
が
接
触
す
る
こ
と

で
生
ま
れ
る
衝
撃
、
導
入
、
否
定
、
拒
絶
。
そ
の
結
果
と
し
て
立

ち
あ
ら
わ
れ
て
く
る
新
し
い
文
化
の
創
出
や
伝
統
の
再
創
出
。
演

劇
だ
け
で
な
く
、
外
部
と
し
て
の
他
者
を
常
に
想
定
し
て
き
た
近

代
の
自
己
形
成
そ
の
も
の
が
理
解
と
受
容
だ
け
で
な
く
、
誤
解
と

融
和
の
積
み
重
ね
で
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
現
在
の
私
た
ち
は
過
去

に
も
増
し
て
、
こ
う
し
た
異
文
化
接
触
の
時
代
の
中
で
暮
ら
し
て

い
る
。
本
書
は
、
受
容
と
い
う
観
点
か
ら
は
見
え
て
こ
な
い
日
本

の
近
代
演
劇
史
の
生
の
姿
を
巧
み
に
描
き
出
す
と
同
時
に
、
歴
史

を
超
え
た
異
文
化
接
触
の
本
質
的
問
題
を
論
じ
て
い
る
。

　
第
一
部
以
下
、
第
二
部
か
ら
第
四
部
ま
で
異
文
化
接
触
か
ら
生

ま
れ
た
誤
解
と
融
和
が
、
や
は
り
推
理
小
説
さ
な
が
ら
に
展
開
さ

れ
る
。
そ
し
て
最
後
の
第
五
部
で
は
築
地
小
劇
場
の
人
々
が
そ
の

実
態
を
充
分
に
把
握
し
て
い
な
か
っ
た
、
革
命
的
演
劇
と
は
異
な

る
ロ
シ
ア
演
劇
の
別
の
側
面
が
、
事
件
全
体
の
も
う
ひ
と
つ
の
背

景
と
し
て
読
者
に
明
か
さ
れ
る
。
本
書
は
各
章
、
各
部
、
そ
し
て

全
体
を
通
じ
て
歴
史
を
超
え
た
異
文
化
接
触
の
問
題
を
学
術
的
に

扱
い
な
が
ら
も
、
同
時
に
そ
れ
を
読
み
解
く
知
的
で
ミ
ス
テ
リ
ア

ス
な
喜
び
を
与
え
る
こ
と
に
成
功
し
た
好
著
で
あ
る
。

　
日
本
の
新
劇
を
研
究
す
る
者
に
と
っ
て
多
国
間
に
わ
た
る
影
響

関
係
の
解
明
は
不
可
欠
だ
が
、
語
学
の
壁
は
今
も
大
き
い
。
ロ
シ

ア
演
劇
を
専
門
と
す
る
者
は
日
本
の
新
劇
に
は
関
心
が
低
い
。
そ

の
両
者
を
結
び
つ
け
、
一
方
だ
け
で
は
見
え
て
こ
な
い
事
象
に
第

三
の
歴
史
と
そ
の
文
化
的
意
味
を
見
出
す
本
書
は
、
日
本
演
劇
研

究
書
で
あ
り
、
ロ
シ
ア
演
劇
研
究
書
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
自
体

が
異
文
化
接
触
の
見
本
で
も
あ
る
一
冊
と
な
っ
て
い
る
。
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