
朗

書
　
評

秋
庭
太
郎
著
　
「
日
本
新
劇
史
」
上
・
下

山

田

五
二

日
本
に
於
げ
ろ
近
代
劇
の
歩
み
を
調
べ
る
場
合
、
必
ず
ぶ
つ
か
る
問
題
が

あ
る
。
そ
れ
は
近
代
劇
の
発
生
を
何
処
に
求
め
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
そ

れ
に
は
各
人
各
説
が
あ
り
、
こ
ゝ
で
論
議
し
て
い
る
枚
挙
が
な
い
が
、
要
す
る

に
近
代
劇
の
目
芽
え
を
何
処
に
求
め
る
が
は
、
近
代
劇
の
概
念
を
如
何
に
把
握

す
る
か
に
よ
っ
て
決
ま
る
と
い
え
よ
う
。
と
か
く
世
人
は
、
近
代
劇
と
い
え
ば

外
国
の
翻
訳
戯
曲
や
、
思
想
を
押
し
っ
け
た
よ
う
な
青
く
さ
い
戯
曲
を
指
す
よ

う
で
あ
る
が
、
評
者
な
ど
は
反
対
だ
。
近
代
劇
と
い
う
も
の
は
時
代
の
古
今
に

拘
ら
ず
、
近
代
の
眼
で
描
か
れ
た
も
の
は
一
応
そ
の
領
域
に
入
れ
て
置
い
て
い

1
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
少
し
そ
の
点
に
触
れ
て
置
こ
う
。
宇
野
信
夫
氏
の
戯

曲
「
難
波
の
芦
」
は
、
日
本
の
古
い
説
話
集
「
大
和
物
語
」
に
材
を
得
て
い
る
。

内
容
は
貧
の
為
に
夫
婦
別
れ
し
た
男
女
が
、
二
十
年
後
再
会
す
る
が
、
男
は
卑

し
い
芦
刈
男
に
、
女
は
公
卿
の
女
房
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
話
。
「
大
和
物
語
」

の
こ
の
説
話
は
そ
の
ま
ゝ
で
は
近
代
劇
で
な
い
。
こ
れ
は
明
ら
か
だ
。
宇
野
氏

は
こ
の
夫
婦
に
近
代
的
解
釈
を
与
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
即
ち
、
二
人
は
心
で

愛
し
な
が
ら
、
心
に
も
な
く
喧
嘩
し
て
そ
の
ま
ゝ
別
れ
る
が
、
二
十
年
後
再
会

し
た
二
人
は
垣
根
を
隔
て
ゝ
、
お
互
い
の
心
を
打
ち
明
け
る
の
で
あ
る
。
こ
れ

て
こ
そ
こ
の
説
話
は
立
派
に
近
代
劇
と
し
て
成
り
立
つ
。
こ
れ
は
一
例
に
過
ぎ

な
い
が
、
世
間
の
通
説
に
従
え
ば
、
こ
う
し
た
古
物
語
は
旧
劇
と
し
て
取
り
扱

わ
れ
そ
う
で
お
る
が
、
そ
う
し
た
近
代
劇
の
概
念
は
い
さ
1
か
狭
さ
に
過
ぎ
な

い
か
。
も
っ
と
も
こ
う
し
た
通
説
が
出
来
上
っ
た
の
に
も
一
理
は
あ
る
。
．
坪
内

邁
遙
や
小
内
山
蒸
ら
に
よ
っ
て
日
本
に
近
代
劇
運
動
が
起
さ
れ
、
造
遙
の
文
芸

協
会
、
小
山
府
の
築
地
小
劇
場
の
果
し
た
役
割
は
大
き
い
が
、
い
ざ
近
代
劇
を

上
演
す
る
と
な
る
と
創
作
戯
曲
に
恵
ま
れ
ず
、
海
外
戯
曲
を
上
演
す
る
し
か
仕

方
が
な
か
っ
た
。
そ
う
い
う
訳
で
邁
遙
・
抱
月
・
小
山
内
・
土
方
ら
に
よ
っ
て
、

海
外
戯
曲
の
翻
訳
上
演
が
盛
ん
に
な
り
、
全
盛
時
代
を
生
み
出
す
に
至
っ
た
訳

で
あ
る
が
、
そ
れ
は
ま
た
日
本
の
国
民
劇
推
進
を
疎
外
す
る
結
果
に
も
な
り
、

前
述
の
如
き
通
説
の
生
れ
る
基
礎
を
作
り
も
し
た
の
で
ぬ
る
。

さ
て
、
本
書
の
著
者
秋
庭
氏
は
近
代
劇
の
概
念
を
ど
う
見
て
い
る
か
。
序
に

い
う
、
「
従
来
新
劇
史
と
い
え
ば
明
治
末
期
の
文
芸
協
会
自
由
劇
場
の
演
劇
運

動
即
ち
西
洋
の
近
代
劇
の
移
植
さ
れ
た
時
を
発
端
と
し
て
説
か
れ
て
ゐ
る
が
、

私
は
旧
劇
即
歌
舞
伎
劇
に
対
立
す
る
意
味
に
於
げ
ろ
広
義
の
わ
が
新
劇
の
歴
史

と
い
ぶ
立
場
か
ら
、
そ
の
胎
動
期
と
日
す
べ
き
明
治
十
年
代
を
発
端
と
し
て
稿

直

選

を
起
し
た
・
…
‥
（
以
下
略
）
」
　
即
ち
、
近
代
劇
の
概
念
を
歌
舞
伎
に
対
立
す
る

新
興
演
劇
と
み
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
日
本
に
新
劇
史
の
類
は
あ
る
が
、
そ

の
意
味
に
お
い
て
こ
れ
は
本
格
的
な
新
劇
史
と
す
る
。
何
故
な
ら
明
治
初
期
の

新
興
演
劇
よ
り
説
き
起
す
事
に
よ
っ
て
、
日
本
演
劇
に
於
げ
ろ
新
劇
の
位
置
が

明
確
に
な
っ
て
来
る
か
ら
で
あ
る
。
殊
に
歌
舞
伎
劇
が
新
劇
に
近
づ
き
、
新
派

と
新
劇
の
間
が
紙
一
重
で
あ
る
現
状
に
あ
つ
て
は
、
新
劇
の
位
置
を
は
っ
き
り

し
て
置
か
な
く
て
は
真
に
近
代
劇
の
発
展
を
と
ら
え
る
事
は
出
来
な
い
。

そ
も
そ
も
演
劇
史
に
は
二
つ
の
使
命
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
一
つ
は
演
劇
事

象
の
正
確
な
記
述
で
あ
り
、
今
一
つ
は
演
劇
が
時
代
に
如
何
な
る
役
割
を
果
し

た
か
と
い
う
こ
と
。
前
者
は
演
劇
史
と
し
て
は
本
質
的
な
も
の
で
あ
り
、
今
迄

の
演
劇
史
で
も
一
応
役
目
を
果
し
て
は
い
る
も
の
の
、
後
者
に
ま
で
深
い
鍬
を

入
れ
て
い
る
も
の
は
極
め
て
少
い
。
云
い
換
え
る
な
ら
ば
、
日
本
の
演
劇
史
は

事
象
の
羅
列
に
終
り
時
代
と
の
対
決
に
目
を
そ
む
け
て
い
た
の
で
あ
る
。
本
書

は
そ
う
し
た
過
去
の
欠
点
を
か
な
り
補
っ
て
一
応
の
ま
と
ま
り
を
つ
け
て
い
る
。

第
一
の
事
象
の
記
述
の
点
で
は
先
づ
完
壁
に
近
い
。
興
行
記
録
も
こ
れ
程
明
細

に
亘
る
も
の
は
な
か
つ
た
と
い
っ
て
よ
く
、
特
に
上
方
の
記
録
に
ま
で
日
を
行

主
旦
ら
世
で
い
る
の
は
良
心
的
で
あ
る
。
し
か
も
単
な
る
記
録
に
と
ゞ
ま
ら
ず
、

劇
評
や
自
叙
伝
を
引
用
し
て
か
な
り
多
角
的
に
事
象
を
と
ら
え
て
い
る
あ
た
り

に
特
色
が
あ
る
。
各
界
名
士
の
劇
評
な
ど
手
近
か
な
資
料
に
乏
し
い
だ
け
に
興

味
あ
る
記
事
だ
が
、
芸
術
座
時
代
に
お
け
る
抱
月
と
須
磨
子
の
恋
愛
沙
汰
は
記

事
と
し
て
面
白
い
ば
か
り
で
な
く
、
演
劇
史
的
に
も
意
義
が
あ
る
。
須
磨
子
は

独
占
欲
が
強
く
、
男
優
と
の
間
に
絶
え
ず
も
め
こ
と
が
あ
っ
た
の
は
周
知
の
通

り
だ
が
、
そ
の
辺
の
材
料
に
乏
し
い
の
は
惜
し
い
。
内
裏
話
に
溺
れ
ず
、
さ
り

と
て
記
述
に
終
始
せ
ず
、
か
な
り
高
い
格
調
を
保
っ
て
い
る
の
は
著
者
の
並
々

書
評
　
秋
庭
木
部
署
「
日
本
新
劇
史
」
上
・
下

な
ら
ぬ
努
力
の
賜
物
で
お
ろ
う
。
興
行
記
録
は
研
究
者
ば
か
り
で
な
く
、
興
行

者
に
と
っ
て
も
よ
り
よ
き
資
料
と
な
る
訳
で
貴
重
な
も
の
で
あ
る
が
、
残
念
な
融

事
に
年
表
が
附
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
い
さ
ゝ
か
取
扱
い
が
不
便
で
あ
る
。
改
舶

訂
の
折
に
は
是
非
心
掛
け
て
欲
し
い
も
の
で
あ
る
。
第
二
の
演
劇
の
役
割
に
関

し
て
は
、
こ
の
書
の
特
徴
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
絶
え
ず
文
学
や
政
治
の

動
き
を
対
象
さ
せ
な
が
ら
叙
述
を
進
め
て
い
る
の
は
一
貫
し
た
演
劇
史
で
は
当

然
の
事
な
が
ら
注
目
し
た
い
。
い
わ
ば
今
迄
の
日
本
の
演
劇
史
を
更
に
一
歩
前

進
さ
せ
た
点
、
こ
の
書
の
意
義
は
大
き
い
。

上
巻
は
団
十
郎
の
　
「
活
歴
劇
」
　
よ
り
始
め
て
、
「
演
劇
改
良
運
動
」
、
「
壮

士
芝
居
」
　
「
新
派
の
発
達
」
を
経
て
「
イ
プ
セ
ン
の
移
入
と
影
響
」
に
終
っ
て

い
る
。
中
で
は
「
演
劇
改
良
運
動
」
が
他
の
演
劇
史
で
は
余
り
触
れ
ら
れ
て
な

い
だ
け
に
目
を
ひ
く
。
こ
の
運
動
は
当
時
の
欧
化
主
義
に
の
っ
と
つ
た
も
の
で
、

民
衆
の
中
か
ら
出
て
来
た
も
の
で
な
か
っ
た
だ
け
に
空
転
に
終
っ
た
が
、
こ
の

運
動
が
契
機
と
な
っ
て
演
劇
論
が
輩
出
し
、
進
達
の
史
劇
熱
と
も
な
っ
た
事
を

思
え
ば
、
こ
の
運
動
の
近
代
劇
運
動
に
投
げ
か
け
た
波
紋
は
大
き
い
。
「
イ
プ

セ
ン
の
移
入
と
影
響
」
も
婦
人
問
題
の
向
上
や
、
国
民
箱
神
に
及
ぼ
し
た
影
響

を
考
え
る
と
忘
れ
る
事
は
出
来
な
い
が
、
や
は
り
「
壮
士
芝
居
」
か
ら
「
新
派
」

に
多
く
の
ペ
ー
ス
が
と
ら
れ
て
い
る
。
川
上
や
角
藤
の
壮
士
芝
居
と
い
っ
て
も

我
々
に
は
分
ら
な
い
が
、
当
時
の
歌
舞
伎
劇
を
見
馴
れ
て
い
た
人
達
に
は
そ
の

き
び
〈
し
た
演
技
が
す
ご
く
新
鮮
に
映
た
ら
し
い
。
新
派
の
先
駆
と
し
て
の

意
義
は
大
き
い
が
、
川
上
が
そ
の
幕
間
に
オ
ツ
ペ
ケ
ペ
節
を
摘
ん
で
い
た
事
で

も
知
れ
る
如
く
余
り
調
子
の
高
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
ら
し
い
。
伊
井
・
河

合
二
荷
田
・
喜
多
村
・
村
田
・
井
上
と
新
派
は
数
々
の
名
優
を
世
に
送
り
な
が

ら
第
一
線
に
出
ら
れ
な
か
っ
た
の
は
、
一
に
も
二
に
も
俳
優
第
一
主
義
で
作
品

五
三



に
傑
出
し
た
も
の
が
生
れ
な
か
っ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
事
を
思
う
と
、
そ
れ

が
新
派
の
宿
命
な
の
だ
ろ
う
が
、
現
在
の
新
派
を
含
め
て
そ
の
限
界
の
狭
さ
を

思
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

近
代
劇
運
動
の
先
駆
時
代
た
る
上
巻
に
較
ぺ
る
と
、
下
巻
は
さ
す
が
に
本
来

的
な
問
題
に
入
っ
て
い
る
。
中
心
は
勿
論
築
地
小
劇
場
時
代
で
あ
る
が
、
築
地

小
劇
場
旗
挙
げ
前
後
の
消
息
が
詳
し
い
。
車
で
も
小
山
内
が
築
地
小
劇
場
開
場

に
先
立
っ
て
の
講
演
会
で
「
…
‥
何
故
日
本
の
物
を
や
ら
ぬ
か
？
　
私
達
は
演

出
者
と
し
て
日
本
の
既
成
作
家
、
　
－
　
若
し
私
自
身
が
さ
う
で
あ
っ
た
ら
そ
れ

も
含
め
る
　
－
　
の
劇
作
か
ら
何
等
演
出
慾
を
唆
ら
れ
な
い
か
ら
だ
。
　
（
以
下

略
）
」
　
と
語
っ
た
一
件
が
問
題
化
し
て
論
争
を
起
し
た
が
、
こ
の
事
情
は
材
料

も
豊
富
で
正
確
を
期
し
て
い
る
。
た
ゞ
築
地
小
劇
場
時
代
の
記
述
は
や
ゝ
公
演

記
録
を
追
い
過
ぎ
、
そ
の
前
後
に
較
べ
て
物
足
ら
ぬ
が
、
同
じ
事
は
自
由
劇
場

時
代
に
も
い
え
よ
う
。
こ
れ
は
従
来
の
演
劇
史
に
詳
し
い
か
ら
避
け
た
と
も
見

ら
れ
る
が
、
左
団
次
の
野
心
は
買
わ
れ
て
よ
く
、
そ
の
意
義
は
文
芸
協
会
よ
り

遥
か
に
大
き
い
と
思
わ
れ
る
故
、
一
考
し
て
欲
し
い
と
こ
ろ
だ
。
プ
ロ
レ
タ
リ

ヤ
演
劇
の
崩
芽
と
農
村
に
於
げ
ろ
新
劇
運
動
を
扱
っ
た
の
は
大
き
な
特
色
で
、

職
工
達
と
舞
台
と
の
交
流
の
ま
ざ
〈
と
描
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
著
者
の
広

い
視
野
に
立
っ
て
の
研
究
眼
の
確
か
さ
を
物
語
る
。
先
に
も
触
れ
た
通
り
、
現

代
に
近
づ
く
程
興
味
も
増
し
て
く
る
た
け
に
、
下
巻
で
は
も
う
少
し
実
例
に
沿

っ
て
記
述
し
て
欲
し
か
つ
た
点
も
あ
り
、
更
に
築
地
小
劇
場
以
後
の
新
劇
と
の

関
係
に
ま
で
筆
を
進
め
て
い
な
い
の
は
、
こ
の
著
者
に
し
て
珍
し
い
、
、
、
ス
と
い

わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

「
日
本
新
劇
吏
」
を
一
読
し
て
先
づ
感
じ
た
事
は
、
遁
遙
の
演
劇
論
の
実
践

五
四

で
あ
る
史
劇
と
小
山
内
の
提
唱
し
た
国
民
劇
の
流
れ
が
如
何
な
る
可
能
性
を
も

っ
て
い
る
か
と
い
う
事
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
結
果
は
残
念
な
が
ら
否
定
せ
ざ

る
を
得
な
い
。
歌
舞
伎
劇
は
大
正
期
に
新
歌
舞
伎
な
る
分
野
を
開
い
た
。
岡
本

綺
堂
・
真
山
青
果
・
岡
鬼
太
郎
・
池
田
大
伍
な
ど
名
作
者
が
輩
出
し
た
せ
い
も

あ
つ
た
が
、
と
に
も
か
く
に
も
史
劇
の
伝
統
は
水
を
切
っ
て
流
れ
出
し
た
。
し
か

し
、
こ
れ
ら
大
正
期
の
所
産
は
今
で
は
古
典
に
近
い
。
そ
こ
で
昭
和
歌
舞
伎
な

る
も
の
が
要
求
さ
れ
る
訳
だ
が
こ
れ
は
カ
ブ
キ
・
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
に
近
い
。
東

西
に
歌
舞
伎
座
な
る
大
き
な
容
積
の
劇
場
を
も
っ
た
非
も
あ
ろ
う
が
、
内
容
よ

り
も
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
と
み
て
よ
く
、
僅
か
に
「
風
浪
」
、

「
石
狩
川
」
な
ど
新
劇
側
か
ら
出
さ
れ
た
一
連
の
作
品
に
支
流
を
見
る
の
み
で

あ
る
。
築
地
小
劇
場
の
伝
統
を
継
ぐ
新
劇
に
し
て
も
、
観
念
劇
や
詩
劇
な
ど
と

未
だ
に
実
験
の
域
を
出
ず
、
小
山
内
の
提
唱
し
た
国
民
劇
へ
の
通
達
け
し
の
感

が
あ
る
。

一
体
こ
れ
は
何
故
か
。
前
述
し
た
通
り
、
日
本
の
近
代
劇
が
発
展
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
時
に
お
い
て
、
創
作
戯
曲
な
く
進
展
を
阻
ま
れ
た
事
も
一
因
で
あ

る
が
、
こ
れ
は
観
客
の
受
け
入
れ
態
勢
に
も
罪
が
あ
る
。
即
ち
、
冒
頭
に
述
べ

た
近
代
劇
と
い
え
ば
翻
訳
戯
曲
と
い
う
悪
弊
が
国
民
劇
を
推
進
し
な
か
っ
た
か

ら
で
あ
る
。
今
、
日
本
の
演
劇
は
総
体
に
い
っ
て
低
調
で
あ
る
。
旧
劇
に
も
新

劇
に
も
左
団
次
や
小
山
内
の
よ
う
な
野
心
家
が
い
な
い
せ
い
で
あ
ろ
う
が
、
我

々
は
今
こ
そ
史
劇
や
国
民
劇
の
伝
統
を
し
っ
か
り
握
っ
て
進
ま
ね
ば
な
ら
な
い

と
思
う
。
「
日
本
新
劇
史
」
が
逝
遙
や
小
山
内
の
業
韻
の
車
か
ら
日
本
演
劇
の

進
む
べ
き
道
を
教
え
て
く
れ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
で
充
分
成
功
で
あ
ろ
う
。

（
上
巻
　
昭
和
三
十
年
十
二
月
二
十
日
発
行
一
〇
〇
〇
円
　
下
巻
　
昭
和

三
十
一
年
十
一
月
二
十
日
発
行
　
二
一
〇
〇
円
　
理
想
社
刊
）
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後
　
　
　
記

快
晴
に
恵
ま
れ
た
審
分
の
日
、
昭
和
三
十
二
年
度

卒
業
式
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

こ
の
日
、
式
場
に
参
列
さ
れ
た
日
本
文
学
専
攻
卒

業
生
諸
兄
姉
が
入
学
さ
れ
た
昭
和
二
十
九
年
春
に
、

本
会
も
発
足
し
、
爾
来
四
年
間
新
卒
業
生
共
々
に
喜

び
も
苦
し
み
も
味
わ
っ
て
き
た
わ
け
で
す
。
こ
の
間

「
論
究
日
本
文
学
」
も
七
号
を
刊
行
、
会
員
数
は
年

々
増
加
し
、
本
会
も
一
応
順
調
な
歩
み
を
続
け
て
ま

い
り
ま
し
た
。

本
年
も
ま
た
多
数
の
新
会
員
を
迎
え
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。
研
究
意
欲
に
も
え
る
こ
れ
ら
若
い
人
達

の
力
を
新
た
に
得
て
、
「
論
究
」
が
会
員
諸
兄
姉
の

よ
き
伴
侶
と
な
り
、
ま
ず
く
充
実
し
た
も
の
と
な

り
ま
す
よ
う
、
な
お
一
層
の
御
協
力
を
お
願
い
い
た

し
ま
す
。

次
号
よ
り
「
会
員
消
息
欄
」
を
設
け
た
い
と
思
い

ま
す
。
会
員
の
皆
さ
ま
の
住
所
・
職
業
・
身
上
に
移

動
の
あ
り
ま
し
た
折
は
御
通
知
下
さ
い
。

第
九
号
は
、
八
月
三
十
一
日
原
稿
締
切
、
十
月
初

旬
刊
行
を
予
定
し
て
お
り
ま
す
。
多
数
御
寄
稿
下
さ

る
よ
う
、
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

立
命
館
大
学
日
本
文
学
会
清
規
抄

一
、
本
会
は
立
命
館
大
学
日
本
文
学
会
と
い

えノ。
一
、
本
会
は
日
本
文
学
の
研
究
を
推
進
す
る
と

共
に
会
員
相
互
の
親
睦
を
図
る
事
を
目
的
と

する。

一
、
本
会
は
機
関
誌
「
論
究
日
本
文
学
」
を
刊

行
し
、
研
究
会
講
演
会
を
開
催
す
る
他
、
事

業
を
行
う
。

一
、
本
会
の
会
員
は
普
通
会
員
、
準
会
員
、
賛

助
会
員
と
す
る
。

「
普
通
会
員
は
立
命
館
大
学
日
本
文
学
専
攻

の
教
員
、
卒
業
生
、
在
学
生
と
す
る
。

「
本
会
に
役
員
と
し
て
、
会
長
一
名
、
評
議

員
若
干
名
を
置
く
。

一
、
会
員
は
総
会
を
形
成
し
、
会
則
の
変
更
そ

の
他
の
大
綱
は
総
会
に
於
て
こ
れ
を
決
す

る。
一
、
本
会
の
経
費
は
会
費
そ
の
他
の
収
入
に
よ

る。

昭
和
三
十
三
年
四
月
五
日
印
刷

昭
和
三
十
三
年
四
月
十
日
発
行

籠
隷
立
命
雑
大
学
日
彊
史
学
会
修

印
刷
所
　
京
都
市
上
京
区
下
長
者
町
通

土
屋
町
東
大

共
同
印
刷
株
式
会
社

発
行
所
　
京
都
市
上
京
区
河
原
町
通

広
小
路
西
入
ル

立
命
館
大
学
日
本
文
学
会

本
会
へ
の
入
会
申
込
・
会
費
の
払
込
は
す

べ
て
左
記
へ
お
願
い
致
し
ま
す
。

入
会
金
　
五
　
拾
　
円

会
　
費
一
年
四
百
円
（
四
回
分
納
も
可
）

京
都
市
西
陣
局
区
内

河
原
町
道
広
小
路
西
入
ル

立
命
館
大
学
文
学
部
内

立
命
館
大
学
日
本
文
学
会

振
替
京
都
三
八
八
三
番


