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論文

ア
ン
ト
ナ
ン
・
ア
ル
ト
ー
の
演
劇
論
に
お
け
る
演
劇
言
語
と
俳
優
の
関
係
性
に
つ
い
て

—
—

「
残
酷
の
演
劇
（
第
一
宣
言
）」
分
析
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は
じ
め
に

　
本
論
文
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
演
劇
人
ア
ン
ト
ナ
ン
・
ア
ル
ト
ー
（A

ntonin A
rtaud, 1896 - 1948

）
の
「
残
酷
の
演
劇
（
第
一
宣
言
）
」

（« Le théâtre de la cruauté ( Prem
ier m

anifeste

）», 1932
）
を
分
析
し
、
同
テ
キ
ス
ト
に
お
け
る
演
劇
言
語
と
俳
優
に
つ
い
て
考
察

す
る
も
の
で
あ
る
。
両
者
の
関
係
性
に
着
目
す
る
こ
と
で
、
ア
ル
ト
ー
の
演
劇
理
論
を
従
来
の
観
念
的
な
理
解
で
は
な
く
、
新
た
に
実
践

の
観
点
か
ら
検
討
・
解
釈
す
る
こ
と
を
試
み
る
。

　
フ
ラ
ン
ス
・
マ
ル
セ
イ
ユ
出
身
の
ア
ル
ト
ー
は
、
一
九
二
〇
年
に
パ
リ
に
出
て
以
降
、
リ
ュ
ニ
エ
・
ポ
ー
や
シ
ャ
ル
ル
・
デ
ュ
ラ
ン
な

ど
演
出
家
た
ち
の
下
で
演
技
を
学
び
、
演
劇
や
映
画
に
出
演
、
一
九
二
六
年
に
は
自
ら
劇
団
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
ジ
ャ
リ
劇
場
を
立
ち
上
げ
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約
四
年
間
活
動
し
た
。
一
九
三
〇
年
代
に
入
る
と
独
自
の
演
劇
理
論
「
残
酷
の
演
劇
（Le théâtre de la cruauté

）
」
を
構
想
し
テ
キ
ス

ト
を
発
表
、
中
で
も
重
要
と
さ
れ
る
も
の
を
『
演
劇
と
そ
の
分
身
』
（Le Théâtre et son double, 1938

）
に
ま
と
め
刊
行
し
た
。
同
書

は
主
に
一
九
六
〇
年
代
以
降
、
ピ
ー
タ
ー
・
ブ
ル
ッ
ク
や
イ
エ
ジ
ュ
イ
・
グ
ロ
ト
フ
ス
キ
、
ジ
ュ
リ
ア
ン
・
ベ
ッ
ク
、
寺
山
修
司
な
ど
世

界
中
の
演
劇
人
と
そ
の
作
品
に
影
響
を
与
え
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
こ
う
し
た
受
容
に
関
わ
ら
ず
残
酷
の
演
劇
は
、
こ
れ
ま
で
上
演
不
可
能
な
演
劇
理
論
と
さ
れ
て
き
た
。
ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ

ダ
は
「
残
酷
演
劇
と
再
現
前
化
の
閉
鎖
」
（
一
九
六
六
）
に
お
い
て
、
残
酷
の
演
劇
が
あ
ら
ゆ
る
反
復
と
再
現
前
化
を
禁
じ
て
い
る
こ
と

は
、
演
劇
の
原
理
的
な
性
質
で
あ
る
上
演
（
反
復
）
の
否
定
で
あ
る
た
め
、
ア
ル
ト
ー
の
欲
望
に
応
え
る
こ
と
の
で
き
る
演
劇
は
存
在
し

な
い
と
論
じ
た

1

。
ま
た
モ
ニ
ク
・
ボ
リ
ー
が
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
は
、
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー
や
メ
イ
エ
ル
ホ
リ
ド
、
ブ
レ
ヒ
ト
な
ど

同
時
期
に
独
自
の
演
劇
の
概
念
を
明
確
な
方
法
と
モ
デ
ル
を
用
い
て
提
示
し
た
演
劇
人
と
は
異
な
り
、
ア
ル
ト
ー
は
そ
の
方
法
や
モ
デ
ル

を
明
示
し
て
お
ら
ず
、
ま
た
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
ジ
ャ
リ
劇
場
で
の
活
動
や
『
チ
ェ
ン
チ
一
族
』
（Les C

enci, 1935

）
の
実
践
に
つ
い
て

の
ち
に
彼
自
身
が
満
足
し
て
い
な
い
と
主
張
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
二
〇
世
紀
前
半
の
演
劇
の
中
で
特
殊
な
位
置
に
あ
る
と
さ
れ
る

2

。

し
か
し
ア
ル
ト
ー
自
身
は
、
失
敗
と
さ
れ
て
い
る
も
の
の
『
チ
ェ
ン
チ
一
族
』
の
上
演
や
、
ラ
ジ
オ
ド
ラ
マ
『
神
の
裁
き
と
訣
別
す
る
た

め
』
（Pour en finir avec le jugem

ent de dieu, 1948
）
な
ど
で
実
践
を
試
み
て
お
り
、
彼
が
上
演
を
前
提
に
こ
の
演
劇
理
論
を
構
想
し

て
い
た
可
能
性
は
拭
い
き
れ
な
い
。
ま
た
彼
が
一
九
二
〇
年
か
ら
俳
優
と
し
て
演
劇
活
動
を
行
な
っ
て
い
た
こ
と
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、

残
酷
の
演
劇
は
実
践
を
通
じ
て
構
想
さ
れ
た
理
論
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　
ア
ル
ト
ー
は
西
洋
の
演
劇
が
戯
曲
を
最
優
位
と
し
て
い
る
こ
と
を
批
判
し
、
演
劇
は
独
自
の
言
語
、
す
な
わ
ち
演
劇
言
語

3

を
見
出
す

必
要
が
あ
る
と
主
張
し
た
。
演
劇
言
語
は
、
上
演
に
お
け
る
視
覚
的
・
聴
覚
的
要
素
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
こ
れ
ら

の
要
素
に
は
声
や
身
振
り
・
叫
び
な
ど
、
俳
優
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
も
の
が
多
く
含
ま
れ
る
。
こ
こ
で
俳
優
に
求
め
ら
れ
る
の
は
、

役
を
生
き
る
と
い
う
よ
う
な
も
の
と
は
全
く
異
な
っ
た
あ
り
方
で
あ
る
。
ア
ル
ト
ー
は
俳
優
に
、
即
興
演
技
な
ど
の
一
切
の
個
人
的
な
行

為
を
禁
じ
、
厳
格
な
規
則
に
基
づ
い
て
声
や
身
振
り
を
生
成
す
る
こ
と
を
求
め
た
。

　
と
こ
ろ
が
、
『
演
劇
と
そ
の
分
身
』
に
も
収
録
さ
れ
た
テ
キ
ス
ト
「
残
酷
の
演
劇
（
第
一
宣
言
）
」
を
み
る
と
、
前
述
し
た
よ
う
に
俳

優
を
演
劇
言
語
の
構
成
要
素
と
し
て
扱
う
記
述
が
あ
る
一
方
で
、
演
劇
言
語
に
よ
っ
て
俳
優
の
声
や
動
き
が
生
ま
れ
る
と
い
っ
た
記
述
も

認
め
ら
れ
る
。
つ
ま
り
俳
優
と
演
劇
言
語
の
関
係
性
は
、
時
に
反
転
す
る
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
論
は
、
残

酷
の
演
劇
は
い
か
に
し
て
実
践
さ
れ
る
こ
と
が
出
来
る
の
か
と
い
う
観
点
か
ら
、
こ
の
反
転
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
第
一
節
で
は
同
テ
キ

ス
ト
前
半
部
を
取
り
上
げ
、
俳
優
に
よ
っ
て
演
劇
言
語
が
構
成
さ
れ
る
と
い
う
一
方
の
関
係
性
が
、
一
九
二
〇
年
代
か
ら
続
く
「
思
考
の

不
可
能
性
」
の
問
題
や
、
一
九
三
一
年
に
ア
ル
ト
ー
自
身
が
観
た
バ
リ
島
の
演
劇
を
背
景
に
構
築
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
第
二

節
で
は
同
テ
キ
ス
ト
中
盤
で
認
め
ら
れ
る
関
係
性
の
反
転
に
つ
い
て
、
観
客
に
対
す
る
俳
優
の
役
割
と
い
う
観
点
か
ら
検
討
す
る
。
最
後

に
第
三
節
で
は
同
テ
キ
ス
ト
後
半
部
を
取
り
上
げ
る
。
後
半
部
で
ア
ル
ト
ー
は
残
酷
の
演
劇
を
構
成
す
る
要
素
を
列
挙
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に

つ
い
て
記
述
し
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
も
重
要
で
あ
る
の
は
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
と
題
さ
れ
た
項
目
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
こ
の
項
目
は
同
箇

所
に
二
度
登
場
し
て
お
り
、
二
度
目
の
登
場
箇
所
で
こ
の
語
彙
が
再
定
義
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
他
項
目
と
異
な
る
か
ら
で
あ
る
。
本

論
で
は
、
こ
の
語
り
直
し
の
背
景
に
、
前
節
ま
で
に
確
認
し
て
き
た
関
係
性
の
反
転
が
あ
る
こ
と
を
見
出
す
。
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約
四
年
間
活
動
し
た
。
一
九
三
〇
年
代
に
入
る
と
独
自
の
演
劇
理
論
「
残
酷
の
演
劇
（Le théâtre de la cruauté

）
」
を
構
想
し
テ
キ
ス

ト
を
発
表
、
中
で
も
重
要
と
さ
れ
る
も
の
を
『
演
劇
と
そ
の
分
身
』
（Le Théâtre et son double, 1938

）
に
ま
と
め
刊
行
し
た
。
同
書

は
主
に
一
九
六
〇
年
代
以
降
、
ピ
ー
タ
ー
・
ブ
ル
ッ
ク
や
イ
エ
ジ
ュ
イ
・
グ
ロ
ト
フ
ス
キ
、
ジ
ュ
リ
ア
ン
・
ベ
ッ
ク
、
寺
山
修
司
な
ど
世

界
中
の
演
劇
人
と
そ
の
作
品
に
影
響
を
与
え
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
こ
う
し
た
受
容
に
関
わ
ら
ず
残
酷
の
演
劇
は
、
こ
れ
ま
で
上
演
不
可
能
な
演
劇
理
論
と
さ
れ
て
き
た
。
ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ

ダ
は
「
残
酷
演
劇
と
再
現
前
化
の
閉
鎖
」
（
一
九
六
六
）
に
お
い
て
、
残
酷
の
演
劇
が
あ
ら
ゆ
る
反
復
と
再
現
前
化
を
禁
じ
て
い
る
こ
と

は
、
演
劇
の
原
理
的
な
性
質
で
あ
る
上
演
（
反
復
）
の
否
定
で
あ
る
た
め
、
ア
ル
ト
ー
の
欲
望
に
応
え
る
こ
と
の
で
き
る
演
劇
は
存
在
し

な
い
と
論
じ
た

1

。
ま
た
モ
ニ
ク
・
ボ
リ
ー
が
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
は
、
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー
や
メ
イ
エ
ル
ホ
リ
ド
、
ブ
レ
ヒ
ト
な
ど

同
時
期
に
独
自
の
演
劇
の
概
念
を
明
確
な
方
法
と
モ
デ
ル
を
用
い
て
提
示
し
た
演
劇
人
と
は
異
な
り
、
ア
ル
ト
ー
は
そ
の
方
法
や
モ
デ
ル

を
明
示
し
て
お
ら
ず
、
ま
た
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
ジ
ャ
リ
劇
場
で
の
活
動
や
『
チ
ェ
ン
チ
一
族
』
（Les C

enci, 1935

）
の
実
践
に
つ
い
て

の
ち
に
彼
自
身
が
満
足
し
て
い
な
い
と
主
張
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
二
〇
世
紀
前
半
の
演
劇
の
中
で
特
殊
な
位
置
に
あ
る
と
さ
れ
る

2

。

し
か
し
ア
ル
ト
ー
自
身
は
、
失
敗
と
さ
れ
て
い
る
も
の
の
『
チ
ェ
ン
チ
一
族
』
の
上
演
や
、
ラ
ジ
オ
ド
ラ
マ
『
神
の
裁
き
と
訣
別
す
る
た

め
』
（Pour en finir avec le jugem

ent de dieu, 1948

）
な
ど
で
実
践
を
試
み
て
お
り
、
彼
が
上
演
を
前
提
に
こ
の
演
劇
理
論
を
構
想
し

て
い
た
可
能
性
は
拭
い
き
れ
な
い
。
ま
た
彼
が
一
九
二
〇
年
か
ら
俳
優
と
し
て
演
劇
活
動
を
行
な
っ
て
い
た
こ
と
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、

残
酷
の
演
劇
は
実
践
を
通
じ
て
構
想
さ
れ
た
理
論
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　
ア
ル
ト
ー
は
西
洋
の
演
劇
が
戯
曲
を
最
優
位
と
し
て
い
る
こ
と
を
批
判
し
、
演
劇
は
独
自
の
言
語
、
す
な
わ
ち
演
劇
言
語

3

を
見
出
す

必
要
が
あ
る
と
主
張
し
た
。
演
劇
言
語
は
、
上
演
に
お
け
る
視
覚
的
・
聴
覚
的
要
素
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
こ
れ
ら

の
要
素
に
は
声
や
身
振
り
・
叫
び
な
ど
、
俳
優
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
も
の
が
多
く
含
ま
れ
る
。
こ
こ
で
俳
優
に
求
め
ら
れ
る
の
は
、

役
を
生
き
る
と
い
う
よ
う
な
も
の
と
は
全
く
異
な
っ
た
あ
り
方
で
あ
る
。
ア
ル
ト
ー
は
俳
優
に
、
即
興
演
技
な
ど
の
一
切
の
個
人
的
な
行

為
を
禁
じ
、
厳
格
な
規
則
に
基
づ
い
て
声
や
身
振
り
を
生
成
す
る
こ
と
を
求
め
た
。

　
と
こ
ろ
が
、
『
演
劇
と
そ
の
分
身
』
に
も
収
録
さ
れ
た
テ
キ
ス
ト
「
残
酷
の
演
劇
（
第
一
宣
言
）
」
を
み
る
と
、
前
述
し
た
よ
う
に
俳

優
を
演
劇
言
語
の
構
成
要
素
と
し
て
扱
う
記
述
が
あ
る
一
方
で
、
演
劇
言
語
に
よ
っ
て
俳
優
の
声
や
動
き
が
生
ま
れ
る
と
い
っ
た
記
述
も

認
め
ら
れ
る
。
つ
ま
り
俳
優
と
演
劇
言
語
の
関
係
性
は
、
時
に
反
転
す
る
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
論
は
、
残

酷
の
演
劇
は
い
か
に
し
て
実
践
さ
れ
る
こ
と
が
出
来
る
の
か
と
い
う
観
点
か
ら
、
こ
の
反
転
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
第
一
節
で
は
同
テ
キ

ス
ト
前
半
部
を
取
り
上
げ
、
俳
優
に
よ
っ
て
演
劇
言
語
が
構
成
さ
れ
る
と
い
う
一
方
の
関
係
性
が
、
一
九
二
〇
年
代
か
ら
続
く
「
思
考
の

不
可
能
性
」
の
問
題
や
、
一
九
三
一
年
に
ア
ル
ト
ー
自
身
が
観
た
バ
リ
島
の
演
劇
を
背
景
に
構
築
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
第
二

節
で
は
同
テ
キ
ス
ト
中
盤
で
認
め
ら
れ
る
関
係
性
の
反
転
に
つ
い
て
、
観
客
に
対
す
る
俳
優
の
役
割
と
い
う
観
点
か
ら
検
討
す
る
。
最
後

に
第
三
節
で
は
同
テ
キ
ス
ト
後
半
部
を
取
り
上
げ
る
。
後
半
部
で
ア
ル
ト
ー
は
残
酷
の
演
劇
を
構
成
す
る
要
素
を
列
挙
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に

つ
い
て
記
述
し
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
も
重
要
で
あ
る
の
は
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
と
題
さ
れ
た
項
目
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
こ
の
項
目
は
同
箇

所
に
二
度
登
場
し
て
お
り
、
二
度
目
の
登
場
箇
所
で
こ
の
語
彙
が
再
定
義
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
他
項
目
と
異
な
る
か
ら
で
あ
る
。
本

論
で
は
、
こ
の
語
り
直
し
の
背
景
に
、
前
節
ま
で
に
確
認
し
て
き
た
関
係
性
の
反
転
が
あ
る
こ
と
を
見
出
す
。
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１　
演
劇
言
語

　
「
残
酷
の
演
劇
（
第
一
宣
言
）
」
は
一
九
三
二
年
一
〇
月
『
新
フ
ラ
ン
ス
評
論
』
に
「
宣
言
」
と
し
て
掲
載
さ
れ
た
の
ち
、
『
演
劇
と

そ
の
分
身
』
に
収
録
さ
れ
た
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
。
前
半
で
残
酷
の
演
劇
の
前
提
と
な
る
い
く
つ
か
の
問
題
が
提
起
さ
れ
た
の
ち
に
、
後
半

で
は
こ
の
演
劇
に
関
す
る
重
要
な
項
目
が
列
挙
さ
れ
そ
れ
ぞ
れ
説
明
さ
れ
る
。

　
ま
ず
ア
ル
ト
ー
は
、
演
劇
に
は
「
決
定
的
で
神
聖
な
も
の
と
見
な
さ
れ
た
台
本
〔texte

〕
に
戻
る
の
で
は
な
く
、
何
よ
り
も
重
要
な
の

は
、
台
本
へ
の
演
劇
の
従
属
を
断
ち
切
り
、
そ
し
て
身
振
り
と
思
考
と
の
途
上
に
あ
る
一
種
の
独
自
の
言
語
の
概
念
を
見
出
す
こ
と

4

」

が
必
要
で
あ
る
と
し
、
戯
曲
を
最
も
重
要
な
も
の
と
す
る
西
洋
演
劇
を
批
判
す
る
。
ア
ル
ト
ー
が
台
本
と
演
劇
、
す
な
わ
ち
上
演
の
隔
た

り
を
強
く
意
識
し
て
い
た
背
景
に
は
、
一
九
二
〇
年
代
か
ら
継
続
す
る
「
思
考
の
不
可
能
性
」
の
問
題
が
あ
る
。
こ
れ
は
『
神
経
の
秤
』

（Le Pèse-nerfs, 1925

）
等
の
初
期
作
品
に
散
見
さ
れ
る
、
人
間
の
思
考
は
始
ま
っ
た
と
き
か
ら
言
語
化
を
免
れ
る
こ
と
が
出
来
ず
、
言

語
に
よ
る
剥
奪
以
後
の
か
た
ち
で
し
か
存
在
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
不
可
能
性
の
問
題
で
あ
る
。
こ
の
問
題
を
背
景
に
、
彼
は
既

に
書
か
れ
た
戯
曲
や
台
本
を
再
現
前
化
す
る
と
い
う
西
洋
演
劇
の
伝
統
的
な
シ
ス
テ
ム
で
は
、
演
劇
を
文
学
に
従
属
さ
せ
て
し
ま
っ
て
い

る
と
考
え
た
。
さ
ら
に
ア
ル
ト
ー
は
、
台
本
の
大
部
分
を
構
成
す
る
登
場
人
物
の
話
し
言
葉
は
、
日
常
に
お
け
る
人
間
の
心
理
的
葛
藤
を

表
現
す
る
こ
と
に
し
か
役
に
立
た
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
舞
台
と
い
う
空
間
が
元
来
有
す
る
物
理
的
な
必
然
性
と
そ
の
可
能
性

に
背
を
向
け
て
い
る
と
批
判
し
て
い
る

5

。
つ
ま
り
彼
は
、
既
に
書
か
れ
た
テ
キ
ス
ト
を
再
現
前
化
す
る
と
い
う
西
洋
演
劇
の
シ
ス
テ
ム

そ
の
も
の
と
、
そ
の
シ
ス
テ
ム
で
用
い
ら
れ
る
話
し
言
葉
が
、
演
劇
と
い
う
芸
術
形
式
が
有
す
る
時
間
的
・
空
間
的
性
質
を
失
わ
せ
て
し

ま
っ
て
い
る
と
考
え
た
。
ス
ー
ザ
ン
・
ソ
ン
タ
グ
の
言
葉
を
借
り
る
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
形
式
自
体
へ
の
懐
疑
は
「
ひ
と
つ
の
芸
術
形

態
の
徹
底
的
な
再
検
討

6

」
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　
こ
う
し
た
背
景
か
ら
ア
ル
ト
ー
は
、
話
し
言
葉
の
優
位
に
代
わ
る
よ
う
な
、
上
演
空
間
に
お
い
て
常
に
「
途
上
」
と
し
て
生
成
さ
れ
続

け
る
演
劇
独
自
の
言
語
を
見
出
す
こ
と
を
求
め
た
。
こ
の
言
語
は
、
視
覚
的
・
聴
覚
的
な
要
素
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
。

こ
の
言
語
は
、
対
話
形
式
の
言
葉
〔parole

〕
に
よ
る
表
現
の
可
能
性
に
対
立
す
る
、
動
的
な
表
現
の
可
能
性
お
よ
び
空
間
に
お
け

る
可
能
性
に
よ
っ
て
し
か
定
義
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
し
て
演
劇
が
言
葉
か
ら
ま
だ
奪
い
取
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
、
そ
れ

は
語
の
外
へ
の
拡
張
の
、
空
間
に
お
け
る
発
展
の
、
感
受
性
に
対
す
る
分
離
的
で
振
動
的
な
筋
立
て
の
可
能
性
で
あ
る
。
ま
さ
に

こ
こ
に
介
入
す
る
の
は
ひ
と
つ
の
語
の
抑
揚
と
特
殊
な
発
音
で
あ
る
。
ま
さ
に
こ
こ
に
介
入
す
る
の
は
音
の
聴
覚
的
言
語
の
ほ
か

に
、
オ
ブ
ジ
ェ
、
動
き
、
ポ
ー
ズ
、
身
振
り
の
視
覚
的
言
語
で
あ
る
が
、
た
だ
し
そ
の
条
件
は
、
こ
れ
ら
の
記
号
を
一
種
の
ア
ル

フ
ァ
ベ
ッ
ト
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
意
味
、
そ
れ
ら
の
様
相
、
そ
れ
ら
の
組
み
合
わ
せ
を
記
号
に
ま
で
延
長
す
る
こ

と
で
あ
る
。
空
間
に
お
け
る
こ
の
言
語
、
音
、
叫
び
、
光
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
言
語
を
意
識
す
る
と
き
、
演
劇
は
登
場
人
物
と
オ
ブ

ジ
ェ
に
よ
っ
て
本
物
の
ヒ
エ
ロ
グ
リ
フ
を
作
り
、
あ
ら
ゆ
る
器
官
と
面
に
対
す
る
そ
の
象
徴
主
義
と
そ
れ
ら
の
照
応
を
利
用
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
言
語
を
組
織
す
る
義
務
が
あ
る

7

。

ア
ル
ト
ー
は
演
劇
に
台
本
へ
の
従
属
か
ら
脱
却
す
る
こ
と
を
求
め
た
が
、
と
は
い
え
台
本
を
用
い
る
こ
と
を
完
全
に
否
定
し
て
い
た
わ
け

で
は
な
く
、
問
題
は
そ
の
扱
い
に
あ
る
。
右
の
引
用
で
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
テ
キ
ス
ト
を
意
味
か
ら
抑
揚
や
発
声
な
ど
の
音
へ
と
解

体
し
、
そ
れ
が
空
間
や
観
客
の
感
受
性
に
対
し
て
い
か
に
有
効
で
あ
る
か
と
い
う
可
能
性
の
観
点
か
ら
、
そ
れ
ら
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と



9  | 論文 | アントナン・アルトーの演劇論における演劇言語と俳優の関係性について
　　　　　  ——「残酷の演劇（第一宣言）」分析

吉水佑奈｜ Yuna YOSHIMIZU 美学芸術学論集 | 第 18 号 |  8

１　
演
劇
言
語

　
「
残
酷
の
演
劇
（
第
一
宣
言
）
」
は
一
九
三
二
年
一
〇
月
『
新
フ
ラ
ン
ス
評
論
』
に
「
宣
言
」
と
し
て
掲
載
さ
れ
た
の
ち
、
『
演
劇
と

そ
の
分
身
』
に
収
録
さ
れ
た
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
。
前
半
で
残
酷
の
演
劇
の
前
提
と
な
る
い
く
つ
か
の
問
題
が
提
起
さ
れ
た
の
ち
に
、
後
半

で
は
こ
の
演
劇
に
関
す
る
重
要
な
項
目
が
列
挙
さ
れ
そ
れ
ぞ
れ
説
明
さ
れ
る
。

　
ま
ず
ア
ル
ト
ー
は
、
演
劇
に
は
「
決
定
的
で
神
聖
な
も
の
と
見
な
さ
れ
た
台
本
〔texte

〕
に
戻
る
の
で
は
な
く
、
何
よ
り
も
重
要
な
の

は
、
台
本
へ
の
演
劇
の
従
属
を
断
ち
切
り
、
そ
し
て
身
振
り
と
思
考
と
の
途
上
に
あ
る
一
種
の
独
自
の
言
語
の
概
念
を
見
出
す
こ
と

4

」

が
必
要
で
あ
る
と
し
、
戯
曲
を
最
も
重
要
な
も
の
と
す
る
西
洋
演
劇
を
批
判
す
る
。
ア
ル
ト
ー
が
台
本
と
演
劇
、
す
な
わ
ち
上
演
の
隔
た

り
を
強
く
意
識
し
て
い
た
背
景
に
は
、
一
九
二
〇
年
代
か
ら
継
続
す
る
「
思
考
の
不
可
能
性
」
の
問
題
が
あ
る
。
こ
れ
は
『
神
経
の
秤
』

（Le Pèse-nerfs, 1925

）
等
の
初
期
作
品
に
散
見
さ
れ
る
、
人
間
の
思
考
は
始
ま
っ
た
と
き
か
ら
言
語
化
を
免
れ
る
こ
と
が
出
来
ず
、
言

語
に
よ
る
剥
奪
以
後
の
か
た
ち
で
し
か
存
在
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
不
可
能
性
の
問
題
で
あ
る
。
こ
の
問
題
を
背
景
に
、
彼
は
既

に
書
か
れ
た
戯
曲
や
台
本
を
再
現
前
化
す
る
と
い
う
西
洋
演
劇
の
伝
統
的
な
シ
ス
テ
ム
で
は
、
演
劇
を
文
学
に
従
属
さ
せ
て
し
ま
っ
て
い

る
と
考
え
た
。
さ
ら
に
ア
ル
ト
ー
は
、
台
本
の
大
部
分
を
構
成
す
る
登
場
人
物
の
話
し
言
葉
は
、
日
常
に
お
け
る
人
間
の
心
理
的
葛
藤
を

表
現
す
る
こ
と
に
し
か
役
に
立
た
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
舞
台
と
い
う
空
間
が
元
来
有
す
る
物
理
的
な
必
然
性
と
そ
の
可
能
性

に
背
を
向
け
て
い
る
と
批
判
し
て
い
る

5

。
つ
ま
り
彼
は
、
既
に
書
か
れ
た
テ
キ
ス
ト
を
再
現
前
化
す
る
と
い
う
西
洋
演
劇
の
シ
ス
テ
ム

そ
の
も
の
と
、
そ
の
シ
ス
テ
ム
で
用
い
ら
れ
る
話
し
言
葉
が
、
演
劇
と
い
う
芸
術
形
式
が
有
す
る
時
間
的
・
空
間
的
性
質
を
失
わ
せ
て
し

ま
っ
て
い
る
と
考
え
た
。
ス
ー
ザ
ン
・
ソ
ン
タ
グ
の
言
葉
を
借
り
る
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
形
式
自
体
へ
の
懐
疑
は
「
ひ
と
つ
の
芸
術
形

態
の
徹
底
的
な
再
検
討

6

」
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　
こ
う
し
た
背
景
か
ら
ア
ル
ト
ー
は
、
話
し
言
葉
の
優
位
に
代
わ
る
よ
う
な
、
上
演
空
間
に
お
い
て
常
に
「
途
上
」
と
し
て
生
成
さ
れ
続

け
る
演
劇
独
自
の
言
語
を
見
出
す
こ
と
を
求
め
た
。
こ
の
言
語
は
、
視
覚
的
・
聴
覚
的
な
要
素
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
。

こ
の
言
語
は
、
対
話
形
式
の
言
葉
〔parole

〕
に
よ
る
表
現
の
可
能
性
に
対
立
す
る
、
動
的
な
表
現
の
可
能
性
お
よ
び
空
間
に
お
け

る
可
能
性
に
よ
っ
て
し
か
定
義
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
し
て
演
劇
が
言
葉
か
ら
ま
だ
奪
い
取
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
、
そ
れ

は
語
の
外
へ
の
拡
張
の
、
空
間
に
お
け
る
発
展
の
、
感
受
性
に
対
す
る
分
離
的
で
振
動
的
な
筋
立
て
の
可
能
性
で
あ
る
。
ま
さ
に

こ
こ
に
介
入
す
る
の
は
ひ
と
つ
の
語
の
抑
揚
と
特
殊
な
発
音
で
あ
る
。
ま
さ
に
こ
こ
に
介
入
す
る
の
は
音
の
聴
覚
的
言
語
の
ほ
か

に
、
オ
ブ
ジ
ェ
、
動
き
、
ポ
ー
ズ
、
身
振
り
の
視
覚
的
言
語
で
あ
る
が
、
た
だ
し
そ
の
条
件
は
、
こ
れ
ら
の
記
号
を
一
種
の
ア
ル

フ
ァ
ベ
ッ
ト
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
意
味
、
そ
れ
ら
の
様
相
、
そ
れ
ら
の
組
み
合
わ
せ
を
記
号
に
ま
で
延
長
す
る
こ

と
で
あ
る
。
空
間
に
お
け
る
こ
の
言
語
、
音
、
叫
び
、
光
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
言
語
を
意
識
す
る
と
き
、
演
劇
は
登
場
人
物
と
オ
ブ

ジ
ェ
に
よ
っ
て
本
物
の
ヒ
エ
ロ
グ
リ
フ
を
作
り
、
あ
ら
ゆ
る
器
官
と
面
に
対
す
る
そ
の
象
徴
主
義
と
そ
れ
ら
の
照
応
を
利
用
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
言
語
を
組
織
す
る
義
務
が
あ
る

7

。

ア
ル
ト
ー
は
演
劇
に
台
本
へ
の
従
属
か
ら
脱
却
す
る
こ
と
を
求
め
た
が
、
と
は
い
え
台
本
を
用
い
る
こ
と
を
完
全
に
否
定
し
て
い
た
わ
け

で
は
な
く
、
問
題
は
そ
の
扱
い
に
あ
る
。
右
の
引
用
で
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
テ
キ
ス
ト
を
意
味
か
ら
抑
揚
や
発
声
な
ど
の
音
へ
と
解

体
し
、
そ
れ
が
空
間
や
観
客
の
感
受
性
に
対
し
て
い
か
に
有
効
で
あ
る
か
と
い
う
可
能
性
の
観
点
か
ら
、
そ
れ
ら
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と



11  | 論文 | アントナン・アルトーの演劇論における演劇言語と俳優の関係性について
　　　　　  ——「残酷の演劇（第一宣言）」分析

吉水佑奈｜ Yuna YOSHIMIZU 美学芸術学論集 | 第 18 号 |  10

に
よ
っ
て
聴
覚
的
言
語
は
生
成
さ
れ
る
。
加
え
て
、
上
演
空
間
で
は
聴
覚
性
の
み
な
ら
ず
視
覚
性
も
重
要
で
あ
る
た
め
、
彼
は
舞
台
上
の

事
物
に
よ
る
動
き
と
、
俳
優
に
よ
る
身
振
り
を
視
覚
的
言
語
と
し
て
挙
げ
る
。
こ
れ
ら
の
視
覚
的
・
聴
覚
的
要
素
は
一
種
の
ア
ル
フ
ァ

ベ
ッ
ト
の
よ
う
に
記
号
化
・
体
系
化
さ
れ
、
そ
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
ヒ
エ
ロ
グ
リ
フ
が
作
ら
れ
る
。
つ
ま
り
演
劇
言
語
は
、
記
号
化

さ
れ
た
視
覚
的
・
聴
覚
的
言
語
の
厳
密
な
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
生
成
さ
れ
る
。
ア
ル
ト
ー
は
別
の
テ
キ
ス
ト
で
こ
の
記
号
化
に
つ
い

て
「
原
則
は
楽
譜
の
よ
う
に
書
き
と
め
ま
た
は
暗
号
化
で
き
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
は
語
に
よ
っ
て
は
叙
述
さ
れ
な
い

8

」
と
述
べ
て
お

り
、
こ
の
言
語
は
日
常
的
に
使
用
し
て
い
る
言
葉
を
用
い
ず
と
も
記
録
し
伝
達
す
る
こ
と
が
可
能
な
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と

が
わ
か
る
。
つ
ま
り
演
劇
言
語
は
、
俳
優
の
即
興
的
な
動
き
や
声
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
俳
優
の
個
人
性
に
依
拠

す
る
も
の
で
も
な
い
。

　
ア
ル
ト
ー
は
、
続
く
箇
所
で
演
劇
は
心
理
主
義
か
ら
自
ら
を
引
き
離
す
た
め
に
「
言
葉
、
身
振
り
、
表
現
の
形
而
上
学
を
創
造
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い

9

」
と
述
べ
る
。
言
葉
・
身
振
り
・
表
現
が
、
前
引
用
箇
所
で
解
体
さ
れ
る
対
話
形
式
の
言
葉
と
、
視
覚
的
言
語
と
し
て

の
身
振
り
、
そ
し
て
そ
れ
ら
が
空
間
と
感
受
性
に
対
し
て
発
揮
す
る
表
現
の
可
能
性
と
し
て
緊
密
に
関
係
し
合
っ
て
い
た
こ
と
を
踏
ま
え

る
な
ら
ば
、
形
而
上
学
の
創
造
と
は
、
演
劇
言
語
の
創
造
と
言
い
換
え
る
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
。
形
而
上
学
と
い
う
語
に
関
し
て
、
彼

は
し
ば
し
ば
心
理
学
的
な
傾
向
を
持
つ
も
の
と
し
て
西
洋
の
演
劇
を
、
そ
れ
に
対
し
形
而
上
学
的
な
傾
向
を
持
つ
も
の
と
し
て
東
洋
の
演

劇
を
挙
げ
る
  10

。
東
洋
の
演
劇
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
一
九
三
一
年
に
パ
リ
植
民
地
博
覧
会
で
目
撃
し
た
バ
リ
島
の
演

劇
で
あ
る
。
ニ
コ
ラ
・
サ
バ
レ
ー
ゼ
に
よ
れ
ば
、
ア
ル
ト
ー
が
当
時
観
た
と
さ
れ
る
演
目
は
、
中
央
で
物
語
を
朗
読
す
る
人
物
と
数
人
の

ダ
ン
サ
ー
を
、
他
複
数
人
の
ダ
ン
サ
ー
が
四
角
形
を
作
る
よ
う
に
し
て
取
り
囲
ん
だ
空
間
に
お
い
て
、
現
地
の
言
葉
の
歌
や
踊
り
と
語
り

が
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
  11

。
の
ち
に
こ
の
観
劇
経
験
に
つ
い
て
、
身
体
的
に
し
て
言
語
的
で
は
な
い
演
劇
の
観
念
を
自
ら
に

与
え
る
も
の
で
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
  12

、
彼
は
大
き
な
感
銘
を
受
け
た
。

　
『
演
劇
と
そ
の
分
身
』
に
収
録
さ
れ
た
「
バ
リ
島
の
演
劇
に
つ
い
て
」
（« Sur le théâtre B

alinais », 1931

）
は
題
目
の
通
り
、
こ
の

観
劇
経
験
に
つ
い
て
記
し
た
も
の
だ
が
、
彼
は
冒
頭
で
「
ダ
ン
ス
、
歌
、
パ
ン
ト
マ
イ
ム
、
音
楽
に
よ
る
バ
リ
島
の
演
劇
の
最
初
の
ス
ペ

ク
タ
ク
ル
は—

—

こ
こ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
わ
れ
わ
れ
が
理
解
し
て
い
る
よ
う
な
心
理
的
演
劇
と
は
似
て
も
似
つ
か
ず
、
幻
覚
や
恐
怖
と
い
う

観
点
か
ら
演
劇
を
自
立
し
た
純
粋
な
創
造
の
次
元
に
戻
す
  13

」
と
述
べ
、
こ
の
演
劇
を
高
く
評
価
す
る
と
同
時
に
西
洋
演
劇
と
の
差
異
を

強
調
し
て
い
る
。
さ
ら
に
「
主
題
は
漠
然
と
し
て
い
て
、
抽
象
的
で
、
非
常
に
概
括
的
で
あ
る
。
唯
一
そ
れ
ら
主
題
に
生
命
を
与
え
る
の

は
、
舞
台
の
あ
ら
ゆ
る
技
巧
の
複
雑
な
豊
か
さ
で
あ
り
、
こ
れ
ら
技
巧
が
私
た
ち
の
精
神
に
身
振
り
と
声
の
新
し
い
使
用
法
か
ら
引
き
出

さ
れ
た
い
わ
ば
ひ
と
つ
の
形
而
上
学
の
観
念
を
押
し
つ
け
る
の
で
あ
る
  14

」
と
述
べ
て
お
り
、
こ
こ
か
ら
、
前
述
し
た
よ
う
な
演
劇
言
語

と
形
而
上
学
の
関
係
性
が
、
こ
の
観
劇
経
験
に
影
響
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

　
ま
た
彼
は
と
り
わ
け
俳
優
の
動
き
や
そ
の
声
に
注
目
し
て
い
た
。「
身
振
り
や
、
ポ
ー
ズ
や
、
空
中
に
放
た
れ
た
叫
び
の
迷
路
を
通
し

て
、
舞
台
空
間
の
ど
ん
な
部
分
も
つ
か
わ
れ
な
い
ま
ま
に
し
て
お
か
な
い
進
展
と
曲
線
を
通
し
て
、
言
葉
で
は
な
く
記
号
に
基
づ
く
新
た

な
身
体
言
語
の
方
向
が
現
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
幾
何
学
的
な
衣
装
を
ま
と
っ
た
こ
れ
ら
の
俳
優
た
ち
は
命
あ
る
ヒ
エ
ロ
グ
リ
フ
の
よ
う
に

見
え
る 

  15

」
と
述
べ
て
い
る
箇
所
か
ら
は
、
バ
リ
島
の
出
演
者
ら
の
身
体
か
ら
生
み
出
さ
れ
る
視
覚
的
・
聴
覚
的
要
素
を
一
観
客
と
し

て
ア
ル
ト
ー
が
目
撃
す
る
と
い
う
過
程
を
通
じ
て
、
新
た
な
記
号
体
系
と
し
て
の
演
劇
言
語
が
見
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。
こ
の

新
た
な
記
号
体
系
、
す
な
わ
ち
ア
ル
ト
ー
が
形
而
上
学
と
呼
ぶ
も
の
に
つ
い
て
、
彼
は
そ
れ
を
「
絶
対
的
な
価
値
観
で
決
め
て
か
か
る
の

で
は
な
く
、
通
常
の
用
途
と
は
異
な
る
、
よ
り
優
れ
た
も
の
の
使
い
方
を
示
す
も
の 

  16

」
で
あ
る
と
す
る
。
こ
こ
で
ア
ル
ト
ー
が
用
途

（destination

）
を
用
い
て
い
る
よ
う
に
、
や
は
り
重
要
視
さ
れ
て
い
る
の
は
、
言
葉
を
い
か
に
俳
優
の
声
や
身
振
り
に
解
体
し
、
別
の
体
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に
よ
っ
て
聴
覚
的
言
語
は
生
成
さ
れ
る
。
加
え
て
、
上
演
空
間
で
は
聴
覚
性
の
み
な
ら
ず
視
覚
性
も
重
要
で
あ
る
た
め
、
彼
は
舞
台
上
の

事
物
に
よ
る
動
き
と
、
俳
優
に
よ
る
身
振
り
を
視
覚
的
言
語
と
し
て
挙
げ
る
。
こ
れ
ら
の
視
覚
的
・
聴
覚
的
要
素
は
一
種
の
ア
ル
フ
ァ

ベ
ッ
ト
の
よ
う
に
記
号
化
・
体
系
化
さ
れ
、
そ
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
ヒ
エ
ロ
グ
リ
フ
が
作
ら
れ
る
。
つ
ま
り
演
劇
言
語
は
、
記
号
化

さ
れ
た
視
覚
的
・
聴
覚
的
言
語
の
厳
密
な
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
生
成
さ
れ
る
。
ア
ル
ト
ー
は
別
の
テ
キ
ス
ト
で
こ
の
記
号
化
に
つ
い

て
「
原
則
は
楽
譜
の
よ
う
に
書
き
と
め
ま
た
は
暗
号
化
で
き
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
は
語
に
よ
っ
て
は
叙
述
さ
れ
な
い

8

」
と
述
べ
て
お

り
、
こ
の
言
語
は
日
常
的
に
使
用
し
て
い
る
言
葉
を
用
い
ず
と
も
記
録
し
伝
達
す
る
こ
と
が
可
能
な
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と

が
わ
か
る
。
つ
ま
り
演
劇
言
語
は
、
俳
優
の
即
興
的
な
動
き
や
声
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
俳
優
の
個
人
性
に
依
拠

す
る
も
の
で
も
な
い
。

　
ア
ル
ト
ー
は
、
続
く
箇
所
で
演
劇
は
心
理
主
義
か
ら
自
ら
を
引
き
離
す
た
め
に
「
言
葉
、
身
振
り
、
表
現
の
形
而
上
学
を
創
造
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い

9

」
と
述
べ
る
。
言
葉
・
身
振
り
・
表
現
が
、
前
引
用
箇
所
で
解
体
さ
れ
る
対
話
形
式
の
言
葉
と
、
視
覚
的
言
語
と
し
て

の
身
振
り
、
そ
し
て
そ
れ
ら
が
空
間
と
感
受
性
に
対
し
て
発
揮
す
る
表
現
の
可
能
性
と
し
て
緊
密
に
関
係
し
合
っ
て
い
た
こ
と
を
踏
ま
え

る
な
ら
ば
、
形
而
上
学
の
創
造
と
は
、
演
劇
言
語
の
創
造
と
言
い
換
え
る
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
。
形
而
上
学
と
い
う
語
に
関
し
て
、
彼

は
し
ば
し
ば
心
理
学
的
な
傾
向
を
持
つ
も
の
と
し
て
西
洋
の
演
劇
を
、
そ
れ
に
対
し
形
而
上
学
的
な
傾
向
を
持
つ
も
の
と
し
て
東
洋
の
演

劇
を
挙
げ
る
  10

。
東
洋
の
演
劇
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
一
九
三
一
年
に
パ
リ
植
民
地
博
覧
会
で
目
撃
し
た
バ
リ
島
の
演

劇
で
あ
る
。
ニ
コ
ラ
・
サ
バ
レ
ー
ゼ
に
よ
れ
ば
、
ア
ル
ト
ー
が
当
時
観
た
と
さ
れ
る
演
目
は
、
中
央
で
物
語
を
朗
読
す
る
人
物
と
数
人
の

ダ
ン
サ
ー
を
、
他
複
数
人
の
ダ
ン
サ
ー
が
四
角
形
を
作
る
よ
う
に
し
て
取
り
囲
ん
だ
空
間
に
お
い
て
、
現
地
の
言
葉
の
歌
や
踊
り
と
語
り

が
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
  11

。
の
ち
に
こ
の
観
劇
経
験
に
つ
い
て
、
身
体
的
に
し
て
言
語
的
で
は
な
い
演
劇
の
観
念
を
自
ら
に

与
え
る
も
の
で
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
  12

、
彼
は
大
き
な
感
銘
を
受
け
た
。

　
『
演
劇
と
そ
の
分
身
』
に
収
録
さ
れ
た
「
バ
リ
島
の
演
劇
に
つ
い
て
」
（« Sur le théâtre B

alinais », 1931

）
は
題
目
の
通
り
、
こ
の

観
劇
経
験
に
つ
い
て
記
し
た
も
の
だ
が
、
彼
は
冒
頭
で
「
ダ
ン
ス
、
歌
、
パ
ン
ト
マ
イ
ム
、
音
楽
に
よ
る
バ
リ
島
の
演
劇
の
最
初
の
ス
ペ

ク
タ
ク
ル
は—

—
こ
こ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
わ
れ
わ
れ
が
理
解
し
て
い
る
よ
う
な
心
理
的
演
劇
と
は
似
て
も
似
つ
か
ず
、
幻
覚
や
恐
怖
と
い
う

観
点
か
ら
演
劇
を
自
立
し
た
純
粋
な
創
造
の
次
元
に
戻
す
  13

」
と
述
べ
、
こ
の
演
劇
を
高
く
評
価
す
る
と
同
時
に
西
洋
演
劇
と
の
差
異
を

強
調
し
て
い
る
。
さ
ら
に
「
主
題
は
漠
然
と
し
て
い
て
、
抽
象
的
で
、
非
常
に
概
括
的
で
あ
る
。
唯
一
そ
れ
ら
主
題
に
生
命
を
与
え
る
の

は
、
舞
台
の
あ
ら
ゆ
る
技
巧
の
複
雑
な
豊
か
さ
で
あ
り
、
こ
れ
ら
技
巧
が
私
た
ち
の
精
神
に
身
振
り
と
声
の
新
し
い
使
用
法
か
ら
引
き
出

さ
れ
た
い
わ
ば
ひ
と
つ
の
形
而
上
学
の
観
念
を
押
し
つ
け
る
の
で
あ
る
  14

」
と
述
べ
て
お
り
、
こ
こ
か
ら
、
前
述
し
た
よ
う
な
演
劇
言
語

と
形
而
上
学
の
関
係
性
が
、
こ
の
観
劇
経
験
に
影
響
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

　
ま
た
彼
は
と
り
わ
け
俳
優
の
動
き
や
そ
の
声
に
注
目
し
て
い
た
。「
身
振
り
や
、
ポ
ー
ズ
や
、
空
中
に
放
た
れ
た
叫
び
の
迷
路
を
通
し

て
、
舞
台
空
間
の
ど
ん
な
部
分
も
つ
か
わ
れ
な
い
ま
ま
に
し
て
お
か
な
い
進
展
と
曲
線
を
通
し
て
、
言
葉
で
は
な
く
記
号
に
基
づ
く
新
た

な
身
体
言
語
の
方
向
が
現
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
幾
何
学
的
な
衣
装
を
ま
と
っ
た
こ
れ
ら
の
俳
優
た
ち
は
命
あ
る
ヒ
エ
ロ
グ
リ
フ
の
よ
う
に

見
え
る 

  15

」
と
述
べ
て
い
る
箇
所
か
ら
は
、
バ
リ
島
の
出
演
者
ら
の
身
体
か
ら
生
み
出
さ
れ
る
視
覚
的
・
聴
覚
的
要
素
を
一
観
客
と
し

て
ア
ル
ト
ー
が
目
撃
す
る
と
い
う
過
程
を
通
じ
て
、
新
た
な
記
号
体
系
と
し
て
の
演
劇
言
語
が
見
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。
こ
の

新
た
な
記
号
体
系
、
す
な
わ
ち
ア
ル
ト
ー
が
形
而
上
学
と
呼
ぶ
も
の
に
つ
い
て
、
彼
は
そ
れ
を
「
絶
対
的
な
価
値
観
で
決
め
て
か
か
る
の

で
は
な
く
、
通
常
の
用
途
と
は
異
な
る
、
よ
り
優
れ
た
も
の
の
使
い
方
を
示
す
も
の 

  16

」
で
あ
る
と
す
る
。
こ
こ
で
ア
ル
ト
ー
が
用
途

（destination

）
を
用
い
て
い
る
よ
う
に
、
や
は
り
重
要
視
さ
れ
て
い
る
の
は
、
言
葉
を
い
か
に
俳
優
の
声
や
身
振
り
に
解
体
し
、
別
の
体
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系
と
し
て
の
演
劇
言
語
を
構
築
す
る
の
か
と
い
う
点
に
あ
る
。

２　
反
転

　
と
こ
ろ
が
、
俳
優
は
演
劇
言
語
を
構
成
す
る
一
種
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
を
作
る
者
で
あ
る
一
方
で
、「
残
酷
演
劇
（
第
一
宣
言
）」
の
続

く
部
分
で
は
演
劇
言
語
に
よ
っ
て
そ
の
動
き
が
生
み
出
さ
れ
る
と
い
う
受
動
的
な
立
場
と
し
て
も
記
述
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
表
現
の
ま
っ
た
く
東
洋
的
な
意
味
を
も
っ
て
す
れ
ば
、
こ
の
客
観
的
で
具
体
的
な
演
劇
の
言
語
は
諸
器
官
を
追
い
詰
め
、

締
め
付
け
る
の
に
役
立
つ
。
こ
の
言
語
は
感
受
性
の
な
か
を
駆
け
る
。
言
葉
の
西
洋
的
使
用
を
捨
て
る
な
ら
、
こ
の
言
語
は
呪
文

の
語
を
つ
く
り
だ
す
。
そ
れ
は
声
を
発
す
る
。
そ
れ
は
声
の
振
動
と
特
性
を
利
用
す
る
。
そ
れ
は
狂
っ
た
よ
う
に
リ
ズ
ム
を
足
踏

み
さ
せ
る
。
そ
れ
は
音
を
砕
く
。
そ
れ
は
感
受
性
を
興
奮
さ
せ
、
麻
痺
さ
せ
、
魔
法
に
か
け
、
停
止
さ
せ
る
こ
と
を
目
指
す
。
そ

れ
は
新
し
い
抒
情
性
か
ら
感
覚
を
解
放
す
る
が
、
そ
の
沈
澱
作
用
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
大
気
の
な
か
に
広
が
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
つ
い
に
は
語
の
抒
情
性
を
凌
駕
す
る
。
最
後
に
そ
れ
は
言
語
へ
の
知
的
隷
属
を
断
ち
切
る
の
だ
が
、
新
し
く
て
よ
り
深
い
知

的
状
態
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
り
、
そ
れ
は
特
殊
な
悪
魔
祓
い
の
尊
厳
に
ま
で
高
め
ら
れ
た
身
振
り
と
記
号
の
下
に
隠
れ

て
い
る
。
〔
…
〕
重
要
な
の
は
、
確
か
な
手
段
に
よ
っ
て
、
感
受
性
が
よ
り
深
め
ら
れ
よ
り
繊
細
な
知
覚
の
状
態
に
置
か
れ
る
こ

と
で
あ
り
、
そ
こ
に
こ
そ
魔
術
と
儀
式
の
目
的
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
演
劇
は
そ
の
反
映
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
  17

。

繰
り
返
す
が
、
演
劇
の
言
語
は
既
存
の
台
本
を
使
用
す
る
こ
と
を
否
定
し
て
い
な
い
。
前
節
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
こ
の
言
語
は
従
来
西

洋
語
圏
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
い
た
言
葉
や
身
振
り
を
解
体
し
、
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
体
系
化
さ
れ
る
。
つ
ま
り
右
の
引
用
に

お
け
る
「
言
葉
の
日
常
的
使
用
を
捨
て
る
」
と
は
こ
う
し
た
試
み
の
こ
と
を
指
す
。
そ
の
結
果
演
劇
言
語
は
西
洋
に
お
け
る
言
語
へ
の

（
西
洋
演
劇
に
お
け
る
台
本
へ
の
）
知
的
隷
属
を
断
ち
切
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
。
右
の
引
用
に
お
け
る
こ
う
し
た
記
述
は
、
前
節
で
確

認
し
た
内
容
と
一
致
す
る
。

　
し
か
し
「
声
を
発
す
る
」
「
狂
っ
た
よ
う
に
リ
ズ
ム
を
足
踏
み
さ
せ
る
」
等
の
記
述
か
ら
は
、
演
劇
言
語
の
体
系
は
上
演
に
お
い
て
生

成
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
既
に
存
在
し
、
俳
優
の
身
体
を
使
役
す
る
よ
う
な
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
こ
こ
で
、
演

劇
言
語
と
俳
優
の
関
係
性
は
反
転
し
て
い
る
と
捉
え
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
反
転
を
ど
の
よ
う

に
捉
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

　
こ
の
問
い
を
考
え
る
た
め
に
は
、
ア
ル
ト
ー
が
俳
優
と
同
様
に
重
視
し
た
観
客
の
役
割
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
何
故
な
ら

ば
「
魔
術
と
儀
式
」
と
し
て
の
残
酷
の
演
劇
は
、
観
客
に
観
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
か
ら
だ
。
儀
式
の
遂
行
者
と
し
て
の
俳
優

像
は
、
『
演
劇
と
そ
の
分
身
』
に
収
録
さ
れ
た
俳
優
身
体
論
「
情
動
の
運
動
」
（« U

n athlétism
e affectif », 1935

）
に
お
い
て
俳
優
を

「
心
の
ア
ス
リ
ー
ト
」
と
称
し
て
い
る
箇
所
に
も
共
通
す
る
  18

。
ア
ル
ト
ー
は
「
情
動
の
運
動
」
で
ア
ス
リ
ー
ト
の
具
体
例
と
し
て
レ
ス

リ
ン
グ
や
パ
ン
ク
ラ
テ
ィ
オ
ン
な
ど
古
代
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
競
技
を
挙
げ
て
お
り
、
こ
の
こ
と
か
ら
も
ア
ス
リ
ー
ト
と
い
う
語
は
競
争
者

で
は
な
く
儀
式
を
行
う
実
技
者
を
意
味
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
で
は
、
こ
の
儀
式
を
目
撃
す
る
観
客
は
ど
の
よ
う
な
者
と
し
て
上
演

空
間
に
存
在
す
る
の
か
。
彼
は
続
く
「
技
術
（technique

）
」
と
題
さ
れ
た
節
に
お
い
て
、
観
客
を
極
め
て
受
動
的
な
存
在
と
し
て
扱
っ
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系
と
し
て
の
演
劇
言
語
を
構
築
す
る
の
か
と
い
う
点
に
あ
る
。

２　
反
転

　
と
こ
ろ
が
、
俳
優
は
演
劇
言
語
を
構
成
す
る
一
種
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
を
作
る
者
で
あ
る
一
方
で
、「
残
酷
演
劇
（
第
一
宣
言
）」
の
続

く
部
分
で
は
演
劇
言
語
に
よ
っ
て
そ
の
動
き
が
生
み
出
さ
れ
る
と
い
う
受
動
的
な
立
場
と
し
て
も
記
述
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
表
現
の
ま
っ
た
く
東
洋
的
な
意
味
を
も
っ
て
す
れ
ば
、
こ
の
客
観
的
で
具
体
的
な
演
劇
の
言
語
は
諸
器
官
を
追
い
詰
め
、

締
め
付
け
る
の
に
役
立
つ
。
こ
の
言
語
は
感
受
性
の
な
か
を
駆
け
る
。
言
葉
の
西
洋
的
使
用
を
捨
て
る
な
ら
、
こ
の
言
語
は
呪
文

の
語
を
つ
く
り
だ
す
。
そ
れ
は
声
を
発
す
る
。
そ
れ
は
声
の
振
動
と
特
性
を
利
用
す
る
。
そ
れ
は
狂
っ
た
よ
う
に
リ
ズ
ム
を
足
踏

み
さ
せ
る
。
そ
れ
は
音
を
砕
く
。
そ
れ
は
感
受
性
を
興
奮
さ
せ
、
麻
痺
さ
せ
、
魔
法
に
か
け
、
停
止
さ
せ
る
こ
と
を
目
指
す
。
そ

れ
は
新
し
い
抒
情
性
か
ら
感
覚
を
解
放
す
る
が
、
そ
の
沈
澱
作
用
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
大
気
の
な
か
に
広
が
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
つ
い
に
は
語
の
抒
情
性
を
凌
駕
す
る
。
最
後
に
そ
れ
は
言
語
へ
の
知
的
隷
属
を
断
ち
切
る
の
だ
が
、
新
し
く
て
よ
り
深
い
知

的
状
態
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
り
、
そ
れ
は
特
殊
な
悪
魔
祓
い
の
尊
厳
に
ま
で
高
め
ら
れ
た
身
振
り
と
記
号
の
下
に
隠
れ

て
い
る
。
〔
…
〕
重
要
な
の
は
、
確
か
な
手
段
に
よ
っ
て
、
感
受
性
が
よ
り
深
め
ら
れ
よ
り
繊
細
な
知
覚
の
状
態
に
置
か
れ
る
こ

と
で
あ
り
、
そ
こ
に
こ
そ
魔
術
と
儀
式
の
目
的
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
演
劇
は
そ
の
反
映
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
  17

。

繰
り
返
す
が
、
演
劇
の
言
語
は
既
存
の
台
本
を
使
用
す
る
こ
と
を
否
定
し
て
い
な
い
。
前
節
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
こ
の
言
語
は
従
来
西

洋
語
圏
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
い
た
言
葉
や
身
振
り
を
解
体
し
、
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
体
系
化
さ
れ
る
。
つ
ま
り
右
の
引
用
に

お
け
る
「
言
葉
の
日
常
的
使
用
を
捨
て
る
」
と
は
こ
う
し
た
試
み
の
こ
と
を
指
す
。
そ
の
結
果
演
劇
言
語
は
西
洋
に
お
け
る
言
語
へ
の

（
西
洋
演
劇
に
お
け
る
台
本
へ
の
）
知
的
隷
属
を
断
ち
切
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
。
右
の
引
用
に
お
け
る
こ
う
し
た
記
述
は
、
前
節
で
確

認
し
た
内
容
と
一
致
す
る
。

　
し
か
し
「
声
を
発
す
る
」
「
狂
っ
た
よ
う
に
リ
ズ
ム
を
足
踏
み
さ
せ
る
」
等
の
記
述
か
ら
は
、
演
劇
言
語
の
体
系
は
上
演
に
お
い
て
生

成
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
既
に
存
在
し
、
俳
優
の
身
体
を
使
役
す
る
よ
う
な
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
こ
こ
で
、
演

劇
言
語
と
俳
優
の
関
係
性
は
反
転
し
て
い
る
と
捉
え
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
反
転
を
ど
の
よ
う

に
捉
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

　
こ
の
問
い
を
考
え
る
た
め
に
は
、
ア
ル
ト
ー
が
俳
優
と
同
様
に
重
視
し
た
観
客
の
役
割
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
何
故
な
ら

ば
「
魔
術
と
儀
式
」
と
し
て
の
残
酷
の
演
劇
は
、
観
客
に
観
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
か
ら
だ
。
儀
式
の
遂
行
者
と
し
て
の
俳
優

像
は
、
『
演
劇
と
そ
の
分
身
』
に
収
録
さ
れ
た
俳
優
身
体
論
「
情
動
の
運
動
」
（« U

n athlétism
e affectif », 1935

）
に
お
い
て
俳
優
を

「
心
の
ア
ス
リ
ー
ト
」
と
称
し
て
い
る
箇
所
に
も
共
通
す
る
  18

。
ア
ル
ト
ー
は
「
情
動
の
運
動
」
で
ア
ス
リ
ー
ト
の
具
体
例
と
し
て
レ
ス

リ
ン
グ
や
パ
ン
ク
ラ
テ
ィ
オ
ン
な
ど
古
代
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
競
技
を
挙
げ
て
お
り
、
こ
の
こ
と
か
ら
も
ア
ス
リ
ー
ト
と
い
う
語
は
競
争
者

で
は
な
く
儀
式
を
行
う
実
技
者
を
意
味
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
で
は
、
こ
の
儀
式
を
目
撃
す
る
観
客
は
ど
の
よ
う
な
者
と
し
て
上
演

空
間
に
存
在
す
る
の
か
。
彼
は
続
く
「
技
術
（technique

）
」
と
題
さ
れ
た
節
に
お
い
て
、
観
客
を
極
め
て
受
動
的
な
存
在
と
し
て
扱
っ
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て
い
る
。

し
た
が
っ
て
問
題
と
な
る
の
は
、
語
の
本
来
の
意
味
に
お
い
て
、
演
劇
を
ひ
と
つ
の
機
能
〔fonction

〕
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
は
動
脈
の
な
か
の
血
の
循
環
や
、
脳
の
な
か
の
夢
の
イ
メ
ー
ジ
の
見
か
け
上
で
は
混
沌
と
し
た
発
展
と
同
じ
よ
う
に
局
所
化

さ
れ
、
同
じ
よ
う
に
正
確
な
何
か
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
注
意
力
の
効
果
的
な
連
鎖
や
真
の
隷
属
化
に
よ
っ
て
為
さ
れ
る
。

／
演
劇
は
観
客
に
夢
の
正
真
正
銘
の
沈
殿
物
を
提
供
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
再
び
そ
れ
自
身
に
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ

う
し
、
要
す
る
に
真
の
幻
想
の
手
段
を
構
成
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
夢
に
あ
っ
て
は
、
観
客
の
犯
罪
趣
味
、

そ
の
性
的
強
迫
観
念
、
そ
の
粗
暴
性
、
そ
の
幻
想
、
生
と
物
事
に
つ
い
て
の
そ
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
感
覚
、
そ
の
人
食
い
本
能
さ
え
も

が
、
仮
定
的
で
錯
覚
じ
み
た
面
で
は
な
く
、
内
的
な
面
で
ど
っ
と
溢
れ
出
す
。
／
言
葉
を
変
え
る
な
ら
、
客
観
的
で
説
明
的
な
外

的
世
界
の
す
べ
て
の
様
相
の
み
な
ら
ず
、
内
的
な
、
要
す
る
に
形
而
上
学
的
に
考
え
ら
れ
た
人
間
の
世
界
を
再
び
疑
う
こ
と
を
、

あ
ら
ゆ
る
手
段
に
よ
っ
て
続
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
  19

。

一
九
三
五
年
の
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
・
フ
ラ
ン
セ
ー
ズ
辞
典
に
お
い
て
、fonction 

と
は
第
一
に
仕
事
や
役
職
の
義
務
あ
る
い
は
職
務
を
果
た

す
た
め
の
、
ま
た
は
そ
の
特
権
を
行
使
す
る
た
め
の
行
為
、
あ
る
い
は
役
職
や
仕
事
そ
の
も
の
を
指
し
、
第
二
に
動
物
組
織
に
お
い
て
各

器
官
が
本
来
の
目
的
に
従
っ
て
行
う
作
用
の
こ
と
を
指
す
と
さ
れ
て
い
る
  20

。
す
な
わ
ち
こ
こ
で
ア
ル
ト
ー
が
演
劇
を
機
能
で
あ
る
と
呈

し
て
い
る
こ
と
は
、
彼
の
理
想
と
す
る
演
劇
が
、
先
の
引
用
に
お
け
る
「
感
受
性
が
よ
り
深
め
ら
れ
よ
り
繊
細
な
知
覚
の
状
態
に
置
か
れ

る
こ
と
」
を
目
的
に
組
織
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
知
覚
の
変
容
は
観
客
に
対
し
て
行
わ
れ
、
そ
の
結
果

観
客
は
夢
の
中
に
あ
る
よ
う
な
状
態
に
陥
り
、
理
性
・
道
徳
に
反
す
る
抑
圧
さ
れ
て
き
た
行
為
へ
の
欲
望
が
駆
り
立
て
ら
れ
る
。
ア
ル

ト
ー
が
続
く
部
分
で
こ
の
機
能
が
心
理
的
あ
る
い
は
道
徳
的
機
能
で
は
な
い
と
強
調
し
て
い
る
こ
と
は
  21

、
こ
の
機
能
の
性
格
を
示
し
て

い
る
と
言
え
る
。
反
道
徳
的
な
行
為
へ
の
駆
立
て
は
「
演
劇
と
ペ
ス
ト
」
（« Le théâtre et la peste », 1933

）
に
お
け
る
ペ
ス
ト
の
効

用
と
も
共
通
す
る
  22

。
た
だ
し
こ
こ
で
観
客
が
受
動
的
な
存
在
で
あ
り
な
が
ら
も
、
同
時
に
そ
の
存
在
な
し
に
演
劇
が
自
律
で
き
な
い
も

の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
も
注
意
し
た
い
。
ア
ル
ト
ー
に
と
っ
て
観
客
と
は
、
演
劇
に
よ
っ
て
知
覚
を
変
容
さ
せ
ら
れ
る
と
い

う
受
動
的
な
存
在
で
あ
り
な
が
ら
も
、
同
時
に
そ
の
存
在
無
く
し
て
は
、
演
劇
そ
れ
自
体
の
成
立
が
不
可
能
で
あ
る
よ
う
な
、
そ
ん
な
存

在
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
キ
ン
ベ
リ
ー
・
ジ
ャ
ナ
ロ
ー
ン
の
指
摘
に
よ
れ
ば
、
ア
ル
ト
ー
の
演
劇
に
お
け
る
観
客
は
、
同
時
代
の
前
衛
演
劇
の
観
客
を
刺
激
し
、

観
客
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
参
加
者
を
生
み
出
す
と
い
う
も
の
と
は
異
な
り
、
ワ
ー
グ
ナ
ー
以
来
の
没
入
を
重
視
し
た
西
洋
演
劇
の
価
値

観
の
う
え
に
構
築
さ
れ
て
い
る
と
い
う
  23

。
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
演
劇
言
語
を
生
成
す
る
者
と
し
て
の
俳
優
に
は
、
声
や
身
振

り
に
関
し
て
高
い
技
術
が
必
要
と
さ
れ
、
そ
れ
は
素
人
の
俳
優
に
は
到
達
出
来
な
い
も
の
で
あ
っ
た
  24

。
す
な
わ
ち
俳
優
と
観
客
を
同
じ

参
加
者
と
し
て
扱
う
前
衛
演
劇
と
異
な
り
、
残
酷
の
演
劇
に
お
い
て
両
者
は
隔
絶
し
た
存
在
と
し
て
見
做
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
の
観
客

は
、
演
劇
空
間
に
巻
き
込
ま
れ
、
没
入
し
、
そ
の
欲
望
を
掻
き
立
て
ら
れ
る
。
こ
れ
は
前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
ア
ル
ト
ー
自
身
が
バ
リ

島
の
演
劇
を
観
客
と
し
て
目
撃
し
、
そ
れ
を
モ
デ
ル
と
し
た
こ
と
も
影
響
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
バ
リ
島
の
演
劇
は
彼
に
大
き
な
衝
撃
を

与
え
た
が
、
し
か
し
彼
は
そ
れ
に
参
加
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
な
ぜ
な
ら
そ
の
身
振
り
や
声
を
彼
は
有
し
て
い
な
い
か
ら
だ
。
同
様
の

事
態
が
、
残
酷
の
演
劇
に
お
け
る
俳
優
と
観
客
の
間
に
も
見
出
さ
れ
る
。

　
し
か
し
、
演
劇
言
語
が
俳
優
の
法
則
的
な
身
振
り
や
声
を
使
役
す
る
よ
う
な
も
の
な
の
で
あ
り
、
そ
し
て
こ
の
言
語
が
台
本
や
登
場
人



15  | 論文 | アントナン・アルトーの演劇論における演劇言語と俳優の関係性について
　　　　　  ——「残酷の演劇（第一宣言）」分析

吉水佑奈｜ Yuna YOSHIMIZU 美学芸術学論集 | 第 18 号 |  14

て
い
る
。

し
た
が
っ
て
問
題
と
な
る
の
は
、
語
の
本
来
の
意
味
に
お
い
て
、
演
劇
を
ひ
と
つ
の
機
能
〔fonction

〕
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
は
動
脈
の
な
か
の
血
の
循
環
や
、
脳
の
な
か
の
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の
イ
メ
ー
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の
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け
上
で
は
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と
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た
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所
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さ
れ
、
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じ
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な
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が
、
こ
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的
な
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鎖
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真
の
隷
属
化
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よ
っ
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さ
れ
る
。

／
演
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観
客
に
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正
銘
の
沈
殿
物
を
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供
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
再
び
そ
れ
自
身
に
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ

う
し
、
要
す
る
に
真
の
幻
想
の
手
段
を
構
成
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
夢
に
あ
っ
て
は
、
観
客
の
犯
罪
趣
味
、

そ
の
性
的
強
迫
観
念
、
そ
の
粗
暴
性
、
そ
の
幻
想
、
生
と
物
事
に
つ
い
て
の
そ
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
感
覚
、
そ
の
人
食
い
本
能
さ
え
も

が
、
仮
定
的
で
錯
覚
じ
み
た
面
で
は
な
く
、
内
的
な
面
で
ど
っ
と
溢
れ
出
す
。
／
言
葉
を
変
え
る
な
ら
、
客
観
的
で
説
明
的
な
外

的
世
界
の
す
べ
て
の
様
相
の
み
な
ら
ず
、
内
的
な
、
要
す
る
に
形
而
上
学
的
に
考
え
ら
れ
た
人
間
の
世
界
を
再
び
疑
う
こ
と
を
、

あ
ら
ゆ
る
手
段
に
よ
っ
て
続
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
  19

。

一
九
三
五
年
の
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
・
フ
ラ
ン
セ
ー
ズ
辞
典
に
お
い
て
、fonction 

と
は
第
一
に
仕
事
や
役
職
の
義
務
あ
る
い
は
職
務
を
果
た

す
た
め
の
、
ま
た
は
そ
の
特
権
を
行
使
す
る
た
め
の
行
為
、
あ
る
い
は
役
職
や
仕
事
そ
の
も
の
を
指
し
、
第
二
に
動
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組
織
に
お
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て
各

器
官
が
本
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の
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的
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っ
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う
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の
こ
と
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さ
れ
て
い
る
  20

。
す
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わ
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ト
ー
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演
劇
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機
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あ
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と
呈

し
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こ
と
は
、
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す
る
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劇
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、
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「
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受
性
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よ
り
深
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ら
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よ
り
繊
細
な
知
覚
の
状
態
に
置
か
れ

る
こ
と
」
を
目
的
に
組
織
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
知
覚
の
変
容
は
観
客
に
対
し
て
行
わ
れ
、
そ
の
結
果

観
客
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夢
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中
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あ
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よ
う
な
状
態
に
陥
り
、
理
性
・
道
徳
に
反
す
る
抑
圧
さ
れ
て
き
た
行
為
へ
の
欲
望
が
駆
り
立
て
ら
れ
る
。
ア
ル

ト
ー
が
続
く
部
分
で
こ
の
機
能
が
心
理
的
あ
る
い
は
道
徳
的
機
能
で
は
な
い
と
強
調
し
て
い
る
こ
と
は
  21

、
こ
の
機
能
の
性
格
を
示
し
て

い
る
と
言
え
る
。
反
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徳
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ペ
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」
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ス
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効
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共
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す
る
  22

。
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あ
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が
ら
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ら
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ら
れ
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と
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う
受
動
的
な
存
在
で
あ
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な
が
ら
も
、
同
時
に
そ
の
存
在
無
く
し
て
は
、
演
劇
そ
れ
自
体
の
成
立
が
不
可
能
で
あ
る
よ
う
な
、
そ
ん
な
存

在
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
キ
ン
ベ
リ
ー
・
ジ
ャ
ナ
ロ
ー
ン
の
指
摘
に
よ
れ
ば
、
ア
ル
ト
ー
の
演
劇
に
お
け
る
観
客
は
、
同
時
代
の
前
衛
演
劇
の
観
客
を
刺
激
し
、

観
客
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
参
加
者
を
生
み
出
す
と
い
う
も
の
と
は
異
な
り
、
ワ
ー
グ
ナ
ー
以
来
の
没
入
を
重
視
し
た
西
洋
演
劇
の
価
値

観
の
う
え
に
構
築
さ
れ
て
い
る
と
い
う
  23

。
こ
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で
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、
演
劇
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を
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成
す
る
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と
し
て
の
俳
優
に
は
、
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り
に
関
し
て
高
い
技
術
が
必
要
と
さ
れ
、
そ
れ
は
素
人
の
俳
優
に
は
到
達
出
来
な
い
も
の
で
あ
っ
た
  24

。
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同
じ
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加
者
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う
前
衛
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り
、
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に
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て
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者
は
隔
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た
存
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と
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て
い
る
。
こ
こ
で
の
観
客
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込
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れ
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し
、
そ
の
欲
望
を
掻
き
立
て
ら
れ
る
。
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述
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た
よ
う
に
、
ア
ル
ト
ー
自
身
が
バ
リ

島
の
演
劇
を
観
客
と
し
て
目
撃
し
、
そ
れ
を
モ
デ
ル
と
し
た
こ
と
も
影
響
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
バ
リ
島
の
演
劇
は
彼
に
大
き
な
衝
撃
を

与
え
た
が
、
し
か
し
彼
は
そ
れ
に
参
加
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
な
ぜ
な
ら
そ
の
身
振
り
や
声
を
彼
は
有
し
て
い
な
い
か
ら
だ
。
同
様
の

事
態
が
、
残
酷
の
演
劇
に
お
け
る
俳
優
と
観
客
の
間
に
も
見
出
さ
れ
る
。

　
し
か
し
、
演
劇
言
語
が
俳
優
の
法
則
的
な
身
振
り
や
声
を
使
役
す
る
よ
う
な
も
の
な
の
で
あ
り
、
そ
し
て
こ
の
言
語
が
台
本
や
登
場
人
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物
な
ど
と
は
全
く
異
な
る
体
系
と
し
て
既
に
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
言
語
と
は
果
た
し
て
ど
の
よ
う
な
も
の
か
と
い
う
問
い

が
生
じ
る
。

３　
ス
ペ
ク
タ
ク
ル

　
「
残
酷
の
演
劇
（
第
一
宣
言
）
」
は
、
以
降
で
こ
の
演
劇
を
構
成
す
る
あ
ら
ゆ
る
要
素
を
項
目
ご
と
に
列
挙
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て

論
じ
て
い
る
。
そ
の
項
目
と
は
左
の
通
り
で
あ
る
。

ス
ペ
ク
タ
ク
ル
（LE SPEC

TA
C

LE
）

演
出
（LA

 M
ISE EN

 SC
ÈN

E

）

舞
台
の
言
語
（LE LA

N
G

A
G

E D
E LA

 SC
ÈN

E

）

楽
器
（LES IN

STR
U

M
EN

TS D
E M

U
SIQ

U
E

）

光
・
照
明
（LA
 LU

M
IÈR

E

）

衣
装
（LE C
O

STU
M

E

）

舞
台
・
ホ
ー
ル
（LA

 SC
ÈN

E.  -  LA
 SA

LLE

）

オ
ブ
ジ
ェ
・
仮
面
・
道
具
（LES O

B
JETS. -  LES M

A
SQ

U
ES. - LES A

C
C

ESSO
IR

ES

）

舞
台
装
置
（LE D

ÉC
O

R

）

現
代
性
（L’A

C
TU

A
LITÉ

）

作
品
（LES O

EU
V

R
ES

）

ス
ペ
ク
タ
ク
ル
（SPEC

TA
C

LE

）

俳
優
（L’A

C
TEU

R

）

演
技
（L’IN

TER
PR

ÉTATIO
N

）

映
画
（LE C

IN
ÉM

A

）

残
酷
（LA

 C
R

U
A

U
TÉ

）

観
客
（LE PU

B
LIC

）

プ
ロ
グ
ラ
ム
（LE PR

O
G

R
A

M
M

E

）

こ
こ
で
、
最
初
と
一
二
番
目
の
項
目
に
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
が
登
場
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
な
が
ら
、
前
節
末
尾
で
確
認
し
た
問
い
を
考
え

る
た
め
に
、
こ
れ
ら
の
項
目
を
そ
れ
ぞ
れ
検
討
し
て
い
き
た
い
。
最
初
の
項
目
「
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
（LE SPEC

TA
C

LE

）
」
で
は
、
こ
れ

ま
で
確
認
し
て
き
た
よ
う
な
、
演
劇
言
語
の
聴
覚
的
・
視
覚
的
要
素
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
。

ス
ペ
ク
タ
ク
ル
〔LE SPEC

TA
C

LE

〕—
—

ど
ん
な
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
も
誰
に
で
も
感
じ
取
れ
る
物
理
的
で
客
観
的
な
ひ
と
つ
の

要
素
を
含
ん
で
い
る
だ
ろ
う
。
叫
び
、
呻
き
、
出
現
、
不
意
打
ち
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
ど
ん
で
ん
返
し
、
い
く
つ
か
の
儀
式
モ
デ
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物
な
ど
と
は
全
く
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な
る
体
系
と
し
て
既
に
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
言
語
と
は
果
た
し
て
ど
の
よ
う
な
も
の
か
と
い
う
問
い

が
生
じ
る
。

３　
ス
ペ
ク
タ
ク
ル

　
「
残
酷
の
演
劇
（
第
一
宣
言
）
」
は
、
以
降
で
こ
の
演
劇
を
構
成
す
る
あ
ら
ゆ
る
要
素
を
項
目
ご
と
に
列
挙
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て

論
じ
て
い
る
。
そ
の
項
目
と
は
左
の
通
り
で
あ
る
。

ス
ペ
ク
タ
ク
ル
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C

LE

）

演
出
（LA

 M
ISE EN

 SC
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E

）

舞
台
の
言
語
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N
G

A
G
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 SC
ÈN

E

）

楽
器
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EN
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U
SIQ
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E

）

光
・
照
明
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）

衣
装
（LE C

O
STU

M
E

）
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・
ホ
ー
ル
（LA
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E.  -  LA
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）

オ
ブ
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ェ
・
仮
面
・
道
具
（LES O

B
JETS. -  LES M

A
SQ

U
ES. - LES A

C
C

ESSO
IR

ES

）

舞
台
装
置
（LE D

ÉC
O

R

）

現
代
性
（L’A

C
TU

A
LITÉ

）

作
品
（LES O

EU
V

R
ES

）

ス
ペ
ク
タ
ク
ル
（SPEC

TA
C

LE

）

俳
優
（L’A

C
TEU

R
）

演
技
（L’IN

TER
PR

ÉTATIO
N

）

映
画
（LE C

IN
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A

）

残
酷
（LA

 C
R

U
A

U
TÉ

）

観
客
（LE PU

B
LIC

）

プ
ロ
グ
ラ
ム
（LE PR

O
G

R
A

M
M

E

）

こ
こ
で
、
最
初
と
一
二
番
目
の
項
目
に
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
が
登
場
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
な
が
ら
、
前
節
末
尾
で
確
認
し
た
問
い
を
考
え

る
た
め
に
、
こ
れ
ら
の
項
目
を
そ
れ
ぞ
れ
検
討
し
て
い
き
た
い
。
最
初
の
項
目
「
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
（LE SPEC

TA
C

LE

）
」
で
は
、
こ
れ

ま
で
確
認
し
て
き
た
よ
う
な
、
演
劇
言
語
の
聴
覚
的
・
視
覚
的
要
素
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
。

ス
ペ
ク
タ
ク
ル
〔LE SPEC

TA
C

LE

〕—
—

ど
ん
な
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
も
誰
に
で
も
感
じ
取
れ
る
物
理
的
で
客
観
的
な
ひ
と
つ
の

要
素
を
含
ん
で
い
る
だ
ろ
う
。
叫
び
、
呻
き
、
出
現
、
不
意
打
ち
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
ど
ん
で
ん
返
し
、
い
く
つ
か
の
儀
式
モ
デ
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ル
か
ら
取
ら
れ
た
衣
装
の
魔
術
的
な
美
し
さ
、
光
の
輝
き
、
声
の
呪
文
的
な
美
し
さ
、
ハ
ー
モ
ニ
ー
の
魅
力
、
音
楽
の
珍
し
い
音

色
、
オ
ブ
ジ
ェ
の
色
彩
、
そ
の
強
弱
が
誰
に
で
も
馴
染
み
の
運
動
の
拍
動
に
共
鳴
す
る
運
動
の
物
理
的
リ
ズ
ム
、
新
し
く
て
思
い

が
け
な
い
オ
ブ
ジ
ェ
の
具
体
的
出
現
、
仮
面
、
何
メ
ー
ト
ル
も
あ
る
マ
ネ
キ
ン
人
形
、
光
の
突
然
の
変
化
、
寒
暖
を
呼
び
覚
ま
す

光
の
物
理
的
作
用
、
等
々
  25

。

こ
れ
ら
の
要
素
が
誰
に
で
も
、
つ
ま
り
こ
の
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
を
観
る
あ
ら
ゆ
る
人
々
に
と
っ
て
感
じ
取
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
あ
る

こ
と
に
留
意
し
て
お
き
た
い
。
す
な
わ
ち
ア
ル
ト
ー
は
、
と
り
わ
け
観
客
へ
の
伝
達
可
能
性
を
重
視
し
て
い
る
。
続
く
「
舞
台
の
言
語

（LE LA
N

G
A

G
E D

E LA
 SC

ÈN
E

）
」
で
は
、
演
劇
言
語
が
台
本
の
完
全
な
否
定
で
は
な
く
、
ま
た
こ
れ
が
厳
密
な
法
則
に
よ
る
も
の

で
あ
る
こ
と
が
改
め
て
強
調
さ
れ
て
い
る
。

舞
台
の
言
語
〔LE LA

N
G

A
G

E D
E LA

 SC
ÈN

E

〕—
—

問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
分
節
さ
れ
た
話
し
言
葉
を
廃
止
す
る
こ
と
で

は
な
く
、
語
が
夢
の
な
か
で
持
っ
て
い
る
重
要
性
と
ほ
ぼ
同
じ
も
の
を
そ
れ
に
与
え
る
こ
と
で
あ
る
。
／
そ
れ
以
外
の
も
の
に
つ

い
て
は
、
こ
の
言
語
を
書
き
留
め
る
新
し
い
手
段
を
見
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
こ
れ
ら
の
手
段
が
音
譜
の
表
記
法
に
類
似
し

て
い
る
に
せ
よ
、
暗
号
の
言
語
を
使
う
に
せ
よ
。
／
記
号
の
地
位
に
ま
で
高
め
ら
れ
た
通
常
の
オ
ブ
ジ
ェ
あ
る
い
は
人
間
の
身
体

に
関
し
て
は
、
ヒ
エ
ロ
グ
リ
フ
か
ら
発
想
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
こ
れ
ら
の
記
号
を
読
解
可

能
に
し
て
、
好
き
な
と
き
に
再
現
し
そ
れ
を
書
き
と
め
る
た
め
だ
け
で
は
な
く
、
正
確
で
直
接
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
象
徴
を

舞
台
の
上
で
構
成
す
る
た
め
で
あ
る
。
／
他
方
で
は
、
こ
の
暗
号
言
語
と
こ
の
音
楽
的
表
記
法
は
声
を
転
写
す
る
手
段
と
し
て
貴

重
で
あ
る
〔
…
〕
  26

。

演
劇
言
語
は
、
声
や
身
振
り
、
リ
ズ
ム
、
色
彩
と
い
っ
た
そ
の
あ
ら
ゆ
る
構
成
要
素
が
、
記
号
と
し
て
体
系
化
さ
れ
、
読
解
可
能
な
も
の

と
し
て
観
客
へ
伝
達
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
観
客
は
こ
れ
ら
の
記
号
を
別
の
体
系
に
置
き
換
え
て
理
解
す
る
の
で
は
な
く
、
直
接
そ

れ
を
見
聞
き
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
ら
の
感
受
性
を
深
め
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
こ
の
読
み
取
り
に
関
す
る
補
助
的
役
割
と
し
て
、
ア

ル
ト
ー
は
他
の
空
間
的
要
素
に
も
言
及
し
「
絶
対
に
常
な
ら
ぬ
音
の
特
性
の
振
動
  27

」
や
「
精
神
に
対
す
る
光
の
特
殊
な
作
用
  28

」
、

「
伝
統
と
近
し
い
が
た
め
に
啓
示
的
な
美
と
概
観
を
保
持
し
て
い
る
」
儀
式
用
衣
装
  29

な
ど
、
音
楽
や
照
明
・
衣
装
に
、
少
な
く
と
も
執

筆
当
時
に
存
在
し
な
い
技
術
や
日
常
と
は
異
な
る
使
用
を
求
め
る
。
さ
ら
に
彼
は
、
こ
の
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
の
観
客
は
劇
場
や
ホ
ー
ル
で
は

な
く
、
仕
切
り
や
柵
の
な
い
場
所
で
、
直
接
的
交
流
に
包
ま
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
  30

。
と
は
い
え
そ
れ
は
前
節
で
の
ジ
ャ

ナ
ロ
ー
ン
の
指
摘
や
、
「
舞
台
の
言
語
（LE LA

N
G

A
G

E D
E LA

 SC
ÈN

E

）
」
の
項
目
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
観
客
が
参
加
者
と

な
る
こ
と
を
意
味
し
て
お
ら
ず
、
俳
優
と
観
客
、
あ
る
い
は
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
と
観
客
は
隔
絶
さ
れ
て
い
る
。
観
客
の
位
置
に
つ
い
て
ア
ル

ト
ー
は
、
観
客
は
中
央
で
可
動
式
の
椅
子
に
座
り
、
そ
の
全
周
囲
で
起
こ
る
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
を
追
う
こ
と
が
で
き
る
と
述
べ
る
  31

。
こ
う

し
た
記
述
か
ら
も
、
観
客
が
受
動
的
な
存
在
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
演
劇
言
語
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
構
成
要
素
に
つ
い
て
記
述
し
た
う
え
で
、
ア
ル
ト
ー

は
改
め
て
「
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
（SPEC

TA
C

LE

）
」
な
る
項
目
を
設
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

ス
ペ
ク
タ
ク
ル
〔SPEC

TA
C

LE

〕—
—

蘇
ら
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
完
全
な
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
の
観
念
が
あ
る
。
問
題
と
は
、
語
ら
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ル
か
ら
取
ら
れ
た
衣
装
の
魔
術
的
な
美
し
さ
、
光
の
輝
き
、
声
の
呪
文
的
な
美
し
さ
、
ハ
ー
モ
ニ
ー
の
魅
力
、
音
楽
の
珍
し
い
音

色
、
オ
ブ
ジ
ェ
の
色
彩
、
そ
の
強
弱
が
誰
に
で
も
馴
染
み
の
運
動
の
拍
動
に
共
鳴
す
る
運
動
の
物
理
的
リ
ズ
ム
、
新
し
く
て
思
い

が
け
な
い
オ
ブ
ジ
ェ
の
具
体
的
出
現
、
仮
面
、
何
メ
ー
ト
ル
も
あ
る
マ
ネ
キ
ン
人
形
、
光
の
突
然
の
変
化
、
寒
暖
を
呼
び
覚
ま
す

光
の
物
理
的
作
用
、
等
々
  25

。

こ
れ
ら
の
要
素
が
誰
に
で
も
、
つ
ま
り
こ
の
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
を
観
る
あ
ら
ゆ
る
人
々
に
と
っ
て
感
じ
取
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
あ
る

こ
と
に
留
意
し
て
お
き
た
い
。
す
な
わ
ち
ア
ル
ト
ー
は
、
と
り
わ
け
観
客
へ
の
伝
達
可
能
性
を
重
視
し
て
い
る
。
続
く
「
舞
台
の
言
語

（LE LA
N

G
A

G
E D

E LA
 SC

ÈN
E

）
」
で
は
、
演
劇
言
語
が
台
本
の
完
全
な
否
定
で
は
な
く
、
ま
た
こ
れ
が
厳
密
な
法
則
に
よ
る
も
の

で
あ
る
こ
と
が
改
め
て
強
調
さ
れ
て
い
る
。

舞
台
の
言
語
〔LE LA

N
G

A
G

E D
E LA

 SC
ÈN

E

〕—
—

問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
分
節
さ
れ
た
話
し
言
葉
を
廃
止
す
る
こ
と
で

は
な
く
、
語
が
夢
の
な
か
で
持
っ
て
い
る
重
要
性
と
ほ
ぼ
同
じ
も
の
を
そ
れ
に
与
え
る
こ
と
で
あ
る
。
／
そ
れ
以
外
の
も
の
に
つ

い
て
は
、
こ
の
言
語
を
書
き
留
め
る
新
し
い
手
段
を
見
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
こ
れ
ら
の
手
段
が
音
譜
の
表
記
法
に
類
似
し

て
い
る
に
せ
よ
、
暗
号
の
言
語
を
使
う
に
せ
よ
。
／
記
号
の
地
位
に
ま
で
高
め
ら
れ
た
通
常
の
オ
ブ
ジ
ェ
あ
る
い
は
人
間
の
身
体

に
関
し
て
は
、
ヒ
エ
ロ
グ
リ
フ
か
ら
発
想
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
こ
れ
ら
の
記
号
を
読
解
可

能
に
し
て
、
好
き
な
と
き
に
再
現
し
そ
れ
を
書
き
と
め
る
た
め
だ
け
で
は
な
く
、
正
確
で
直
接
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
象
徴
を

舞
台
の
上
で
構
成
す
る
た
め
で
あ
る
。
／
他
方
で
は
、
こ
の
暗
号
言
語
と
こ
の
音
楽
的
表
記
法
は
声
を
転
写
す
る
手
段
と
し
て
貴

重
で
あ
る
〔
…
〕
  26

。

演
劇
言
語
は
、
声
や
身
振
り
、
リ
ズ
ム
、
色
彩
と
い
っ
た
そ
の
あ
ら
ゆ
る
構
成
要
素
が
、
記
号
と
し
て
体
系
化
さ
れ
、
読
解
可
能
な
も
の

と
し
て
観
客
へ
伝
達
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
観
客
は
こ
れ
ら
の
記
号
を
別
の
体
系
に
置
き
換
え
て
理
解
す
る
の
で
は
な
く
、
直
接
そ

れ
を
見
聞
き
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
ら
の
感
受
性
を
深
め
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
こ
の
読
み
取
り
に
関
す
る
補
助
的
役
割
と
し
て
、
ア

ル
ト
ー
は
他
の
空
間
的
要
素
に
も
言
及
し
「
絶
対
に
常
な
ら
ぬ
音
の
特
性
の
振
動
  27

」
や
「
精
神
に
対
す
る
光
の
特
殊
な
作
用
  28

」
、

「
伝
統
と
近
し
い
が
た
め
に
啓
示
的
な
美
と
概
観
を
保
持
し
て
い
る
」
儀
式
用
衣
装
  29

な
ど
、
音
楽
や
照
明
・
衣
装
に
、
少
な
く
と
も
執

筆
当
時
に
存
在
し
な
い
技
術
や
日
常
と
は
異
な
る
使
用
を
求
め
る
。
さ
ら
に
彼
は
、
こ
の
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
の
観
客
は
劇
場
や
ホ
ー
ル
で
は

な
く
、
仕
切
り
や
柵
の
な
い
場
所
で
、
直
接
的
交
流
に
包
ま
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
  30

。
と
は
い
え
そ
れ
は
前
節
で
の
ジ
ャ

ナ
ロ
ー
ン
の
指
摘
や
、
「
舞
台
の
言
語
（LE LA

N
G

A
G

E D
E LA

 SC
ÈN

E

）
」
の
項
目
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
観
客
が
参
加
者
と

な
る
こ
と
を
意
味
し
て
お
ら
ず
、
俳
優
と
観
客
、
あ
る
い
は
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
と
観
客
は
隔
絶
さ
れ
て
い
る
。
観
客
の
位
置
に
つ
い
て
ア
ル

ト
ー
は
、
観
客
は
中
央
で
可
動
式
の
椅
子
に
座
り
、
そ
の
全
周
囲
で
起
こ
る
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
を
追
う
こ
と
が
で
き
る
と
述
べ
る
  31

。
こ
う

し
た
記
述
か
ら
も
、
観
客
が
受
動
的
な
存
在
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
演
劇
言
語
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
構
成
要
素
に
つ
い
て
記
述
し
た
う
え
で
、
ア
ル
ト
ー

は
改
め
て
「
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
（SPEC

TA
C

LE

）
」
な
る
項
目
を
設
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

ス
ペ
ク
タ
ク
ル
〔SPEC

TA
C

LE

〕—
—

蘇
ら
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
完
全
な
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
の
観
念
が
あ
る
。
問
題
と
は
、
語
ら
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せ
る
こ
と
、
空
間
を
肉
づ
け
し
豊
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
平
ら
な
岩
の
壁
に
押
し
込
ま
れ
た
坑
道
の
よ
う
に
、
そ
れ
は

間
歇
泉
と
花
束
を
突
然
生
み
出
す
だ
ろ
う
  32

。

最
初
の
項
目
で
あ
っ
た
「
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
（LE SPEC

TA
C

LE

）
」
と
は
、
テ
キ
ス
ト
前
半
部
で
論
じ
ら
れ
た
演
劇
言
語
に
よ
っ
て
構

成
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
右
の
引
用
の
「
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
（SPEC

TA
C

LE

）
」
で
は
、
そ
の
構
成
要
素
に
つ
い
て
全
く
言
及

が
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
ば
か
り
か
こ
の
箇
所
で
の
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
は
、
何
か
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ

こ
の
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
自
体
が
何
か
し
ら
を
生
成
し
噴
出
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
る
。
最
初
の
項
目
「
ス
ペ
ク
タ

ク
ル
（LE SPEC

TA
C

LE

）
」
と
そ
れ
に
続
く
項
目
で
は
、
ど
の
よ
う
な
要
素
を
含
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
演
劇
は
自
ら
の
言
語
を
獲

得
し
、
観
客
に
伝
達
で
き
る
の
か
と
い
う
観
点
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
要
素
が
論
じ
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
に
対
し
て
右
の
「
ス
ペ
ク
タ
ク
ル

（SPEC
TA

C
LE

）
」
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
議
論
の
前
提
が
覆
さ
れ
、
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
と
い
う
も
の
自
体
の
再
定
義
が
試
み
ら
れ
て
い

る
。

　
こ
れ
に
続
く
項
目
が
「
俳
優
（L’A

C
TEU

R
）
」
で
あ
る
こ
と
は
、
「
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
（SPEC

TA
C

LE

）
」
に
お
い
て
俳
優
が
最
も

重
要
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
現
れ
で
あ
ろ
う
。

俳
優
〔L’A
C

TEU
R

〕—
—

俳
優
は
、
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
の
成
功
が
彼
の
演
技
〔jeu

〕
の
有
効
性
に
か
か
っ
て
い
る
た
め
、
最
も
重

要
な
要
素
で
あ
る
と
同
時
に
、
ど
ん
な
個
人
的
な
主
導
権
も
彼
に
は
厳
し
く
禁
じ
ら
れ
て
い
る
た
め
、
一
種
の
受
動
的
で
中
立
的

な
要
素
で
も
あ
る
。
も
っ
と
も
こ
れ
は
正
確
な
規
則
の
な
い
領
域
で
あ
る
が
、
単
に
啜
り
泣
き
の
資
質
を
求
め
ら
れ
る
俳
優
と
、

個
人
的
な
説
得
力
の
資
質
を
も
っ
て
演
説
を
行
わ
ね
ば
な
ら
な
い
俳
優
の
間
に
は
、
人
間
を
道
具
〔instrum

ent

〕
か
ら
隔
て
る
余

白
の
す
べ
て
が
あ
る
  33

。

こ
れ
ま
で
確
認
し
て
き
た
よ
う
に
、
俳
優
は
演
劇
言
語
と
し
て
そ
の
声
や
身
振
り
・
叫
び
を
記
号
に
し
て
解
体
・
再
編
す
る
者
で
あ
っ

た
。
そ
の
た
め
に
彼
ら
は
個
人
的
な
主
導
権
も
禁
じ
ら
れ
て
い
る
。
同
様
の
禁
止
は
『
演
劇
と
そ
の
分
身
』
に
関
連
す
る
テ
キ
ス
ト
に
お

い
て
も
共
通
し
て
い
る
。

俳
優
の
個
性
と
呼
ば
れ
る
も
の
は
絶
対
に
消
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
〔
…
〕
演
劇
に
お
い
て
俳
優
は
、
も
は
や
い
か
な
る
種
類

の
主
導
権
も
許
さ
れ
な
い
。
〔
…
〕
わ
れ
わ
れ
の
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
の
方
向
性
に
は
、
強
力
な
俳
優
が
必
要
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
才

能
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
信
念
よ
り
も
強
い
あ
る
種
の
非
常
に
重
要
な
誠
実
さ
に
よ
っ
て
選
ば
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
才
能
の

問
題
で
は
な
く
、
あ
る
才
能
の
特
別
な
方
向
性
、
神
聖
な
対
抗
意
識
の
感
覚
の
問
題
で
あ
る
  34

。

残
酷
の
演
劇
に
お
い
て
、
俳
優
と
は
誠
実
さ
を
一
番
に
求
め
ら
れ
、
即
興
的
な
演
技
な
ど
の
個
人
的
な
主
導
権
を
禁
止
さ
れ
る
。
こ
の
要

求
は
、
最
初
の
項
目
の
「
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
（LE SPEC

TA
C

LE

）
」
に
声
や
叫
び
、
身
振
り
、
動
き
な
ど
の
俳
優
に
よ
っ
て
作
り
上
げ
ら

れ
る
要
素
が
列
挙
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
を
作
り
出
す
演
劇
言
語
の
構
成
要
素
を
、
そ
の
厳
格
な
規
則

に
従
っ
て
生
成
す
る
た
め
に
必
要
な
誠
実
さ
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
出
来
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
俳
優
を
道
具
に
す
る
こ
と
で
は
な
い
。

何
故
な
ら
ば
直
前
の
項
目
「
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
（SPEC

TA
C

LE

）
」
に
お
け
る
、
空
間
か
ら
間
歇
泉
の
よ
う
に
噴
き
出
す
よ
う
な
ス
ペ
ク



吉水佑奈｜ Yuna YOSHIMIZU 美学芸術学論集 | 第 18 号 |  2021  | 論文 | アントナン・アルトーの演劇論における演劇言語と俳優の関係性について
　　　　　——「残酷の演劇（第一宣言）」分析

せ
る
こ
と
、
空
間
を
肉
づ
け
し
豊
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
平
ら
な
岩
の
壁
に
押
し
込
ま
れ
た
坑
道
の
よ
う
に
、
そ
れ
は

間
歇
泉
と
花
束
を
突
然
生
み
出
す
だ
ろ
う
  32

。

最
初
の
項
目
で
あ
っ
た
「
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
（LE SPEC

TA
C

LE

）
」
と
は
、
テ
キ
ス
ト
前
半
部
で
論
じ
ら
れ
た
演
劇
言
語
に
よ
っ
て
構

成
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
右
の
引
用
の
「
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
（SPEC

TA
C

LE

）
」
で
は
、
そ
の
構
成
要
素
に
つ
い
て
全
く
言
及

が
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
ば
か
り
か
こ
の
箇
所
で
の
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
は
、
何
か
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ

こ
の
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
自
体
が
何
か
し
ら
を
生
成
し
噴
出
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
る
。
最
初
の
項
目
「
ス
ペ
ク
タ

ク
ル
（LE SPEC

TA
C

LE

）
」
と
そ
れ
に
続
く
項
目
で
は
、
ど
の
よ
う
な
要
素
を
含
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
演
劇
は
自
ら
の
言
語
を
獲

得
し
、
観
客
に
伝
達
で
き
る
の
か
と
い
う
観
点
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
要
素
が
論
じ
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
に
対
し
て
右
の
「
ス
ペ
ク
タ
ク
ル

（SPEC
TA

C
LE

）
」
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
議
論
の
前
提
が
覆
さ
れ
、
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
と
い
う
も
の
自
体
の
再
定
義
が
試
み
ら
れ
て
い

る
。

　
こ
れ
に
続
く
項
目
が
「
俳
優
（L’A

C
TEU

R

）
」
で
あ
る
こ
と
は
、
「
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
（SPEC

TA
C

LE

）
」
に
お
い
て
俳
優
が
最
も

重
要
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
現
れ
で
あ
ろ
う
。

俳
優
〔L’A

C
TEU

R

〕—
—

俳
優
は
、
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
の
成
功
が
彼
の
演
技
〔jeu

〕
の
有
効
性
に
か
か
っ
て
い
る
た
め
、
最
も
重

要
な
要
素
で
あ
る
と
同
時
に
、
ど
ん
な
個
人
的
な
主
導
権
も
彼
に
は
厳
し
く
禁
じ
ら
れ
て
い
る
た
め
、
一
種
の
受
動
的
で
中
立
的

な
要
素
で
も
あ
る
。
も
っ
と
も
こ
れ
は
正
確
な
規
則
の
な
い
領
域
で
あ
る
が
、
単
に
啜
り
泣
き
の
資
質
を
求
め
ら
れ
る
俳
優
と
、

個
人
的
な
説
得
力
の
資
質
を
も
っ
て
演
説
を
行
わ
ね
ば
な
ら
な
い
俳
優
の
間
に
は
、
人
間
を
道
具
〔instrum

ent

〕
か
ら
隔
て
る
余

白
の
す
べ
て
が
あ
る
  33

。

こ
れ
ま
で
確
認
し
て
き
た
よ
う
に
、
俳
優
は
演
劇
言
語
と
し
て
そ
の
声
や
身
振
り
・
叫
び
を
記
号
に
し
て
解
体
・
再
編
す
る
者
で
あ
っ

た
。
そ
の
た
め
に
彼
ら
は
個
人
的
な
主
導
権
も
禁
じ
ら
れ
て
い
る
。
同
様
の
禁
止
は
『
演
劇
と
そ
の
分
身
』
に
関
連
す
る
テ
キ
ス
ト
に
お

い
て
も
共
通
し
て
い
る
。

俳
優
の
個
性
と
呼
ば
れ
る
も
の
は
絶
対
に
消
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
〔
…
〕
演
劇
に
お
い
て
俳
優
は
、
も
は
や
い
か
な
る
種
類

の
主
導
権
も
許
さ
れ
な
い
。
〔
…
〕
わ
れ
わ
れ
の
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
の
方
向
性
に
は
、
強
力
な
俳
優
が
必
要
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
才

能
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
信
念
よ
り
も
強
い
あ
る
種
の
非
常
に
重
要
な
誠
実
さ
に
よ
っ
て
選
ば
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
才
能
の

問
題
で
は
な
く
、
あ
る
才
能
の
特
別
な
方
向
性
、
神
聖
な
対
抗
意
識
の
感
覚
の
問
題
で
あ
る
  34

。

残
酷
の
演
劇
に
お
い
て
、
俳
優
と
は
誠
実
さ
を
一
番
に
求
め
ら
れ
、
即
興
的
な
演
技
な
ど
の
個
人
的
な
主
導
権
を
禁
止
さ
れ
る
。
こ
の
要

求
は
、
最
初
の
項
目
の
「
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
（LE SPEC

TA
C

LE
）
」
に
声
や
叫
び
、
身
振
り
、
動
き
な
ど
の
俳
優
に
よ
っ
て
作
り
上
げ
ら

れ
る
要
素
が
列
挙
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
を
作
り
出
す
演
劇
言
語
の
構
成
要
素
を
、
そ
の
厳
格
な
規
則

に
従
っ
て
生
成
す
る
た
め
に
必
要
な
誠
実
さ
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
出
来
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
俳
優
を
道
具
に
す
る
こ
と
で
は
な
い
。

何
故
な
ら
ば
直
前
の
項
目
「
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
（SPEC

TA
C

LE

）
」
に
お
け
る
、
空
間
か
ら
間
歇
泉
の
よ
う
に
噴
き
出
す
よ
う
な
ス
ペ
ク
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タ
ク
ル
と
は
、
個
人
的
な
説
得
力
を
も
っ
て
語
る
こ
と
の
で
き
る
俳
優
に
よ
っ
て
成
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
ア
ル
ト
ー
は
そ
う
し
た
俳
優

を
理
想
と
し
て
い
る
か
ら
だ
。
で
は
理
想
の
俳
優
は
ど
の
よ
う
な
演
技
を
行
う
の
か
。
続
く
「
演
技
（L’IN

TER
PR

ÉTATIO
N

）
」
に

お
い
て
、
ア
ル
ト
ー
は
左
の
よ
う
に
述
べ
る
。

演
技
〔L'IN

TER
PR

ÉTATIO
N

〕—
—

ス
ペ
ク
タ
ク
ル
は
ひ
と
つ
の
言
語
と
し
て
こ
と
ご
と
く
暗
号
化
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
か
く
し

て
無
駄
な
動
き
は
な
く
、
す
べ
て
の
動
き
が
ひ
と
つ
の
リ
ズ
ム
に
従
う
だ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
登
場
人
物
は
極
端
に
典
型

化
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
身
振
り
手
振
り
、
そ
の
表
情
、
そ
の
衣
装
は
、
ど
れ
も
が
一
筋
の
光
の
よ
う
に
見
え
る
だ
ろ
う
  35

。

直
前
の
項
目
「
俳
優
（L’A

C
T

E
U

R
）
」
で
演
技
に
はjeu

が
用
い
ら
れ
て
い
た
が
、
こ
こ
で
は
解
釈
や
演
奏
を
も
意
味
す
る

interprétation

が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
な
お
ガ
リ
マ
ー
ル
版
全
集
第
四
巻
に
収
録
さ
れ
た
『
演
劇
と
そ
の
分
身
』
な
ら
び
に
関
連
テ
キ

ス
ト
の
な
か
で
、interprétation

が
登
場
す
る
の
は
こ
の
箇
所
の
み
で
あ
り
、
「
バ
リ
島
の
演
劇
」
や
「
情
動
の
運
動
」
等
の
、
俳
優

が
演
劇
言
語
の
構
成
要
素
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
部
分
に
お
い
て
は
、jeu

が
充
て
ら
れ
て
い
る
。
ゆ
え
に
『
演
劇
と
そ
の
分
身
』
に
お
い

てjeu

とinterprétation

が
厳
密
な
区
分
の
う
え
で
使
用
さ
れ
て
い
る
と
判
断
す
る
こ
と
は
、
特
に
後
者
の
使
用
が
一
箇
所
に
限
ら
れ
る

た
め
困
難
で
あ
る
。
実
際
に
右
の
引
用
に
お
い
て
、
前
半
で
は
最
初
の
項
目
「
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
（LE SPEC

TA
C

LE

）
」
で
取
り
上
げ

ら
れ
た
よ
う
な
、
演
劇
言
語
を
構
成
す
る
俳
優
の
動
き
の
厳
密
さ
が
触
れ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
他
の
箇
所
で
のjeu

と
同
義
で
あ
る
。

し
か
し
後
半
、
俳
優
の
身
振
り
や
表
情
な
ど
が
一
筋
の
光
の
よ
う
に
見
え
る
と
い
う
部
分
は
、
十
二
番
目
の
項
目
「
ス
ペ
ク
タ
ク
ル

（SPEC
TA

C
LE

）
」
の
間
歇
泉
を
思
わ
せ
る
。
こ
の
よ
う
なjeu

とinterprétation

の
混
在
か
ら
、
俳
優
は
厳
密
な
規
則
に
基
づ
い
て
演

劇
言
語
を
再
現
前
化
さ
せ
る
と
い
う
役
割
を
持
つ
と
同
時
に
、
決
し
て
道
具
で
は
な
い
彼
ら
の
身
体
に
よ
る
再
現
前
化
が
、
規
則
に
基
づ

き
な
が
ら
も
創
造
性
を
帯
び
て
い
る
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
と
き
、
前
節
ま
で
で
確
認
し

た
関
係
性
の
反
転
は
、
同
時
に
起
こ
り
う
る
も
の
と
し
て
解
釈
出
来
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
さ
ら
に
ア
ル
ト
ー
は
、
続
く
項
目
に
「
残
酷
（LA

 C
R

U
A

U
TÉ

）
」
を
挙
げ
、
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
は
残
酷
に
基
づ
い
て
い
る
の
と
述
べ

る
。

残
酷
〔LA

 C
R

U
A

U
TÉ

〕—
—

ど
ん
な
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
の
基
盤
に
も
あ
る
残
酷
の
要
素
な
し
に
は
、
演
劇
は
可
能
で
は
な
い
。
わ

れ
わ
れ
の
い
る
退
廃
の
状
態
に
あ
っ
て
は
、
皮
膚
に
よ
っ
て
こ
そ
形
而
上
学
は
精
神
に
戻
さ
れ
る
だ
ろ
う
  36

。

残
酷
に
つ
い
て
ア
ル
ト
ー
は
「
残
酷
に
つ
い
て
の
手
紙
」
（« Lettres sur la cruauté », 1932

）
に
お
い
て
、
そ
れ
が
語
か
ら
イ
メ
ー
ジ

さ
れ
る
よ
う
な
流
血
や
サ
デ
ィ
ス
ム
を
指
す
の
で
は
な
く
「
何
よ
り
も
ま
ず
明
晰
な
も
の
で
あ
り
、
一
種
の
厳
格
な
方
針
で
あ
り
、
必
然

性
へ
の
従
属
  37

」
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
必
然
性
（nécessité

）
は
『
演
劇
と
そ
の
分
身
』
で
頻
出
す
る
語
だ
が
、
こ
れ
は
演
劇
言
語

に
つ
い
て
書
か
れ
た
「
言
語
に
つ
い
て
の
手
紙
」
（« Lettres sur le langage », 1932

）
に
お
い
て
も
登
場
し
て
い
る
。

こ
の
新
し
い
言
語
〔
演
劇
言
語
〕
の
文
法
は
こ
れ
か
ら
見
つ
け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
身
振
り
は
そ
の
素
材
で
あ
り
、
頭
で

す
。
そ
し
て
な
ん
な
ら
ア
ル
フ
ァ
と
オ
メ
ガ
で
す
。
こ
の
言
語
は
す
で
に
形
を
な
し
た
話
し
言
葉
よ
り
は
る
か
に
ず
っ
と
話
し
言

葉
の
「
必
然
性
」
〔N

ÉC
ESSITÉ

〕
か
ら
発
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
話
し
言
葉
の
な
か
に
行
き
詰
ま
り
を
見
つ
け
る
と
、
そ
れ
は
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タ
ク
ル
と
は
、
個
人
的
な
説
得
力
を
も
っ
て
語
る
こ
と
の
で
き
る
俳
優
に
よ
っ
て
成
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
ア
ル
ト
ー
は
そ
う
し
た
俳
優

を
理
想
と
し
て
い
る
か
ら
だ
。
で
は
理
想
の
俳
優
は
ど
の
よ
う
な
演
技
を
行
う
の
か
。
続
く
「
演
技
（L’IN

TER
PR

ÉTATIO
N

）
」
に

お
い
て
、
ア
ル
ト
ー
は
左
の
よ
う
に
述
べ
る
。

演
技
〔L'IN

TER
PR

ÉTATIO
N

〕—
—

ス
ペ
ク
タ
ク
ル
は
ひ
と
つ
の
言
語
と
し
て
こ
と
ご
と
く
暗
号
化
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
か
く
し

て
無
駄
な
動
き
は
な
く
、
す
べ
て
の
動
き
が
ひ
と
つ
の
リ
ズ
ム
に
従
う
だ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
登
場
人
物
は
極
端
に
典
型

化
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
身
振
り
手
振
り
、
そ
の
表
情
、
そ
の
衣
装
は
、
ど
れ
も
が
一
筋
の
光
の
よ
う
に
見
え
る
だ
ろ
う
  35

。

直
前
の
項
目
「
俳
優
（L’A

C
T

E
U

R

）
」
で
演
技
に
はjeu

が
用
い
ら
れ
て
い
た
が
、
こ
こ
で
は
解
釈
や
演
奏
を
も
意
味
す
る

interprétation

が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
な
お
ガ
リ
マ
ー
ル
版
全
集
第
四
巻
に
収
録
さ
れ
た
『
演
劇
と
そ
の
分
身
』
な
ら
び
に
関
連
テ
キ

ス
ト
の
な
か
で
、interprétation

が
登
場
す
る
の
は
こ
の
箇
所
の
み
で
あ
り
、
「
バ
リ
島
の
演
劇
」
や
「
情
動
の
運
動
」
等
の
、
俳
優

が
演
劇
言
語
の
構
成
要
素
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
部
分
に
お
い
て
は
、jeu

が
充
て
ら
れ
て
い
る
。
ゆ
え
に
『
演
劇
と
そ
の
分
身
』
に
お
い

てjeu

とinterprétation

が
厳
密
な
区
分
の
う
え
で
使
用
さ
れ
て
い
る
と
判
断
す
る
こ
と
は
、
特
に
後
者
の
使
用
が
一
箇
所
に
限
ら
れ
る

た
め
困
難
で
あ
る
。
実
際
に
右
の
引
用
に
お
い
て
、
前
半
で
は
最
初
の
項
目
「
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
（LE SPEC

TA
C

LE

）
」
で
取
り
上
げ

ら
れ
た
よ
う
な
、
演
劇
言
語
を
構
成
す
る
俳
優
の
動
き
の
厳
密
さ
が
触
れ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
他
の
箇
所
で
のjeu

と
同
義
で
あ
る
。

し
か
し
後
半
、
俳
優
の
身
振
り
や
表
情
な
ど
が
一
筋
の
光
の
よ
う
に
見
え
る
と
い
う
部
分
は
、
十
二
番
目
の
項
目
「
ス
ペ
ク
タ
ク
ル

（SPEC
TA

C
LE

）
」
の
間
歇
泉
を
思
わ
せ
る
。
こ
の
よ
う
なjeu

とinterprétation

の
混
在
か
ら
、
俳
優
は
厳
密
な
規
則
に
基
づ
い
て
演

劇
言
語
を
再
現
前
化
さ
せ
る
と
い
う
役
割
を
持
つ
と
同
時
に
、
決
し
て
道
具
で
は
な
い
彼
ら
の
身
体
に
よ
る
再
現
前
化
が
、
規
則
に
基
づ

き
な
が
ら
も
創
造
性
を
帯
び
て
い
る
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
と
き
、
前
節
ま
で
で
確
認
し

た
関
係
性
の
反
転
は
、
同
時
に
起
こ
り
う
る
も
の
と
し
て
解
釈
出
来
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
さ
ら
に
ア
ル
ト
ー
は
、
続
く
項
目
に
「
残
酷
（LA

 C
R

U
A

U
TÉ

）
」
を
挙
げ
、
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
は
残
酷
に
基
づ
い
て
い
る
の
と
述
べ

る
。

残
酷
〔LA

 C
R

U
A

U
TÉ

〕—
—

ど
ん
な
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
の
基
盤
に
も
あ
る
残
酷
の
要
素
な
し
に
は
、
演
劇
は
可
能
で
は
な
い
。
わ

れ
わ
れ
の
い
る
退
廃
の
状
態
に
あ
っ
て
は
、
皮
膚
に
よ
っ
て
こ
そ
形
而
上
学
は
精
神
に
戻
さ
れ
る
だ
ろ
う
  36

。

残
酷
に
つ
い
て
ア
ル
ト
ー
は
「
残
酷
に
つ
い
て
の
手
紙
」
（« Lettres sur la cruauté », 1932

）
に
お
い
て
、
そ
れ
が
語
か
ら
イ
メ
ー
ジ

さ
れ
る
よ
う
な
流
血
や
サ
デ
ィ
ス
ム
を
指
す
の
で
は
な
く
「
何
よ
り
も
ま
ず
明
晰
な
も
の
で
あ
り
、
一
種
の
厳
格
な
方
針
で
あ
り
、
必
然

性
へ
の
従
属
  37

」
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
必
然
性
（nécessité

）
は
『
演
劇
と
そ
の
分
身
』
で
頻
出
す
る
語
だ
が
、
こ
れ
は
演
劇
言
語

に
つ
い
て
書
か
れ
た
「
言
語
に
つ
い
て
の
手
紙
」
（« Lettres sur le langage », 1932

）
に
お
い
て
も
登
場
し
て
い
る
。

こ
の
新
し
い
言
語
〔
演
劇
言
語
〕
の
文
法
は
こ
れ
か
ら
見
つ
け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
身
振
り
は
そ
の
素
材
で
あ
り
、
頭
で

す
。
そ
し
て
な
ん
な
ら
ア
ル
フ
ァ
と
オ
メ
ガ
で
す
。
こ
の
言
語
は
す
で
に
形
を
な
し
た
話
し
言
葉
よ
り
は
る
か
に
ず
っ
と
話
し
言

葉
の
「
必
然
性
」
〔N

ÉC
ESSITÉ

〕
か
ら
発
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
話
し
言
葉
の
な
か
に
行
き
詰
ま
り
を
見
つ
け
る
と
、
そ
れ
は
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自
発
的
に
身
振
り
に
戻
り
ま
す
。
そ
れ
は
人
間
の
物
質
的
表
現
の
法
則
の
い
く
つ
か
を
通
り
す
が
り
に
か
す
め
ま
す
。
そ
れ
は
必

然
性
の
な
か
に
飛
び
込
み
ま
す
。
そ
れ
は
言
語
の
創
造
に
至
っ
た
行
程
を
詩
的
に
や
り
直
す
の
で
す
。
し
か
し
そ
れ
は
話
し
言
葉

に
よ
る
言
語
が
動
か
し
た
諸
世
界
に
つ
い
て
の
増
加
し
た
意
識
を
と
も
な
う
の
で
す
が
、
そ
れ
ら
す
べ
て
の
局
面
に
お
い
て
こ
の

新
し
い
言
葉
が
そ
れ
を
生
き
返
ら
せ
る
の
で
す
  38

。

　
演
劇
言
語
は
、
西
洋
演
劇
に
お
け
る
戯
曲
優
位
に
よ
っ
て
失
わ
れ
た
必
然
性
を
拠
り
ど
こ
ろ
に
、
身
振
り
を
最
も
重
要
な
も
の
と
す

る
。
そ
し
て
こ
の
言
語
は
、
聴
覚
的
・
視
覚
的
要
素
を
組
み
合
わ
せ
る
と
い
う
過
程
を
通
じ
て
創
造
さ
れ
る
が
、
そ
の
過
程
と
は
必
然
性

の
元
に
存
在
す
る
文
法
を
探
り
当
て
る
行
為
で
あ
り
な
が
ら
、
同
時
に
新
た
な
文
法
を
生
成
す
る
行
為
で
も
あ
る
。
よ
っ
て
俳
優
は
、
探

る
と
い
う
行
為
を
通
じ
て
こ
の
文
法
が
生
き
返
る
た
め
に
奉
仕
し
、
同
時
に
要
素
の
組
み
合
わ
せ
を
行
う
こ
と
を
通
じ
て
こ
の
文
法
を

創
造
す
る
。
す
な
わ
ち
演
劇
言
語
と
俳
優
の
関
係
性
は
、
こ
の
言
語
を
俳
優
が
そ
の
身
体
を
も
っ
て
生
成
す
る
と
い
う
も
の
だ
け
で
は
な

く
、
す
で
に
存
在
す
る
こ
の
言
語
を
俳
優
は
探
し
当
て
る
と
い
う
も
の
に
よ
っ
て
も
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
右
の
引
用

に
あ
る
よ
う
に
、
ア
ル
ト
ー
は
こ
れ
ら
の
行
為
の
す
べ
て
は
残
酷
や
必
然
性
に
よ
っ
て
機
能
し
て
い
る
と
述
べ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
残
酷

の
演
劇
と
は
何
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
は
い
か
に
し
て
始
め
る
こ
と
が
可
能
か
と
い
う
問
い
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
残
酷
あ
る
い
は

必
然
性
な
る
概
念
を
改
め
て
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

お
わ
り
に

　
本
論
文
で
は
「
残
酷
の
演
劇
（
第
一
宣
言
）」
を
演
劇
言
語
と
俳
優
の
関
係
性
と
い
う
観
点
か
ら
分
析
し
た
。
ま
ず
は
同
テ
キ
ス
ト
の

前
半
部
で
扱
わ
れ
る
演
劇
言
語
が
、
俳
優
と
舞
台
上
の
オ
ブ
ジ
ェ
に
よ
る
視
覚
的
・
聴
覚
的
要
素
に
よ
っ
て
生
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、

そ
こ
に
は
厳
密
な
規
則
が
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
次
に
、
演
劇
言
語
が
俳
優
を
使
役
す
る
も
の
で
あ
る
よ
う
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
箇
所

を
検
討
し
た
。
そ
し
て
、
同
テ
キ
ス
ト
後
半
に
お
け
る
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
の
再
定
義
に
つ
い
て
検
討
し
、
俳
優
が
演
劇
言
語
を
生
成
す
る
も

の
で
あ
り
な
が
ら
も
、
そ
の
文
法
を
探
り
当
て
る
と
い
う
行
為
を
つ
う
じ
て
、
そ
れ
に
使
役
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
者
と
し
て
捉
え
ら
れ
て

い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

　
最
後
に
本
論
文
で
お
こ
な
っ
た
分
析
が
も
た
ら
す
展
望
を
記
し
て
お
き
た
い
。
前
節
末
尾
で
述
べ
た
よ
う
に
、
残
酷
の
演
劇
を
実
践
的

な
観
点
か
ら
検
討
す
る
た
め
に
は
、
残
酷
あ
る
い
は
必
然
性
と
い
う
観
念
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
ひ
と
つ
の
プ
ロ

セ
ス
と
し
て
、『
演
劇
と
そ
の
分
身
』
に
お
け
る
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
と
い
う
語
に
つ
い
て
改
め
て
検
討
す
る
必
要
が
浮
か
び
上
が
っ
た
。
従

来
の
研
究
に
お
い
て
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
は
、
台
本
を
再
現
前
化
す
る
の
で
は
な
く
、
視
覚
的
・
聴
覚
的
要
素
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
演
劇
と

し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
「
残
酷
の
演
劇
（
第
一
宣
言
）」
後
半
部
に
お
け
る
再
定
義
と
、
演
劇
言
語
と
俳
優
の
関
係
性
を
踏
ま

え
る
な
ら
ば
、
こ
の
語
に
は
ア
ル
ト
ー
独
自
の
定
義
が
な
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
は
、
演
劇
が
何

か
ら
始
ま
る
も
の
で
あ
る
の
か
と
い
う
「
芸
術
形
態
の
徹
底
的
な
検
討
」
を
行
な
っ
た
ア
ル
ト
ー
の
試
み
を
解
明
す
る
契
機
の
ひ
と
つ
と

な
り
う
る
の
で
は
な
い
か
。
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自
発
的
に
身
振
り
に
戻
り
ま
す
。
そ
れ
は
人
間
の
物
質
的
表
現
の
法
則
の
い
く
つ
か
を
通
り
す
が
り
に
か
す
め
ま
す
。
そ
れ
は
必

然
性
の
な
か
に
飛
び
込
み
ま
す
。
そ
れ
は
言
語
の
創
造
に
至
っ
た
行
程
を
詩
的
に
や
り
直
す
の
で
す
。
し
か
し
そ
れ
は
話
し
言
葉

に
よ
る
言
語
が
動
か
し
た
諸
世
界
に
つ
い
て
の
増
加
し
た
意
識
を
と
も
な
う
の
で
す
が
、
そ
れ
ら
す
べ
て
の
局
面
に
お
い
て
こ
の

新
し
い
言
葉
が
そ
れ
を
生
き
返
ら
せ
る
の
で
す
  38

。

　
演
劇
言
語
は
、
西
洋
演
劇
に
お
け
る
戯
曲
優
位
に
よ
っ
て
失
わ
れ
た
必
然
性
を
拠
り
ど
こ
ろ
に
、
身
振
り
を
最
も
重
要
な
も
の
と
す

る
。
そ
し
て
こ
の
言
語
は
、
聴
覚
的
・
視
覚
的
要
素
を
組
み
合
わ
せ
る
と
い
う
過
程
を
通
じ
て
創
造
さ
れ
る
が
、
そ
の
過
程
と
は
必
然
性

の
元
に
存
在
す
る
文
法
を
探
り
当
て
る
行
為
で
あ
り
な
が
ら
、
同
時
に
新
た
な
文
法
を
生
成
す
る
行
為
で
も
あ
る
。
よ
っ
て
俳
優
は
、
探

る
と
い
う
行
為
を
通
じ
て
こ
の
文
法
が
生
き
返
る
た
め
に
奉
仕
し
、
同
時
に
要
素
の
組
み
合
わ
せ
を
行
う
こ
と
を
通
じ
て
こ
の
文
法
を

創
造
す
る
。
す
な
わ
ち
演
劇
言
語
と
俳
優
の
関
係
性
は
、
こ
の
言
語
を
俳
優
が
そ
の
身
体
を
も
っ
て
生
成
す
る
と
い
う
も
の
だ
け
で
は
な

く
、
す
で
に
存
在
す
る
こ
の
言
語
を
俳
優
は
探
し
当
て
る
と
い
う
も
の
に
よ
っ
て
も
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
右
の
引
用

に
あ
る
よ
う
に
、
ア
ル
ト
ー
は
こ
れ
ら
の
行
為
の
す
べ
て
は
残
酷
や
必
然
性
に
よ
っ
て
機
能
し
て
い
る
と
述
べ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
残
酷

の
演
劇
と
は
何
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
は
い
か
に
し
て
始
め
る
こ
と
が
可
能
か
と
い
う
問
い
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
残
酷
あ
る
い
は

必
然
性
な
る
概
念
を
改
め
て
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

お
わ
り
に

　
本
論
文
で
は
「
残
酷
の
演
劇
（
第
一
宣
言
）」
を
演
劇
言
語
と
俳
優
の
関
係
性
と
い
う
観
点
か
ら
分
析
し
た
。
ま
ず
は
同
テ
キ
ス
ト
の

前
半
部
で
扱
わ
れ
る
演
劇
言
語
が
、
俳
優
と
舞
台
上
の
オ
ブ
ジ
ェ
に
よ
る
視
覚
的
・
聴
覚
的
要
素
に
よ
っ
て
生
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、

そ
こ
に
は
厳
密
な
規
則
が
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
次
に
、
演
劇
言
語
が
俳
優
を
使
役
す
る
も
の
で
あ
る
よ
う
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
箇
所

を
検
討
し
た
。
そ
し
て
、
同
テ
キ
ス
ト
後
半
に
お
け
る
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
の
再
定
義
に
つ
い
て
検
討
し
、
俳
優
が
演
劇
言
語
を
生
成
す
る
も

の
で
あ
り
な
が
ら
も
、
そ
の
文
法
を
探
り
当
て
る
と
い
う
行
為
を
つ
う
じ
て
、
そ
れ
に
使
役
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
者
と
し
て
捉
え
ら
れ
て

い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

　
最
後
に
本
論
文
で
お
こ
な
っ
た
分
析
が
も
た
ら
す
展
望
を
記
し
て
お
き
た
い
。
前
節
末
尾
で
述
べ
た
よ
う
に
、
残
酷
の
演
劇
を
実
践
的

な
観
点
か
ら
検
討
す
る
た
め
に
は
、
残
酷
あ
る
い
は
必
然
性
と
い
う
観
念
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
ひ
と
つ
の
プ
ロ

セ
ス
と
し
て
、『
演
劇
と
そ
の
分
身
』
に
お
け
る
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
と
い
う
語
に
つ
い
て
改
め
て
検
討
す
る
必
要
が
浮
か
び
上
が
っ
た
。
従

来
の
研
究
に
お
い
て
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
は
、
台
本
を
再
現
前
化
す
る
の
で
は
な
く
、
視
覚
的
・
聴
覚
的
要
素
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
演
劇
と

し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
「
残
酷
の
演
劇
（
第
一
宣
言
）」
後
半
部
に
お
け
る
再
定
義
と
、
演
劇
言
語
と
俳
優
の
関
係
性
を
踏
ま

え
る
な
ら
ば
、
こ
の
語
に
は
ア
ル
ト
ー
独
自
の
定
義
が
な
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
は
、
演
劇
が
何

か
ら
始
ま
る
も
の
で
あ
る
の
か
と
い
う
「
芸
術
形
態
の
徹
底
的
な
検
討
」
を
行
な
っ
た
ア
ル
ト
ー
の
試
み
を
解
明
す
る
契
機
の
ひ
と
つ
と

な
り
う
る
の
で
は
な
い
か
。
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でle langage théâtral （« Théâtre oriental et théâtre occidental»

）とle langage de la scène

（« 
Le théâtre de la cruauté (Prem

ier m
anifeste) », « Lettres sur le langage »

）
と
い
う
ふ
た
つ
の
単
語
を
計
三
回
用
い
て
い
る
。
本
稿
で
は
こ
の
ふ
た
つ
を
包
括
し
、
演
劇
言
語

と
し
て
扱
う
。
た
だ
し« Le théâtre de la cruauté (Prem

ier m
anifeste) »

に
お
け
るle langage de la scène

は
既
訳
に
お
い
て
「
舞
台
の
言
語
」
と
さ
れ
て
い
る
た
め
、
本
稿

第
三
節
に
お
い
て
も
同
様
の
訳
語
を
使
用
し
た
。

4 Antonin Artaud, « Le théâtre de la cruauté (Prem
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