
《
論
義

ビ
ヂ

テ
リ

ア

ン
大
祭
》
を

め
ぐ

っ
て

吉

川

和

夫

国
立
劇
場
演

出
室

の
田
村
博
巳

さ
ん
か
ら

「
秋

の

声
明
公
演

で
、

論
義

に
基
づ

い
た
新

し

い
作
品
を
や

り

た
い
の
だ

け
ど
、
作
曲
家

・
音
楽
監
督

と
し

て
相

談

に
の

っ
て
く
れ
ま
せ

ん
か
」
と

い
う
電
話
を
も
ら

っ
た
の
は
、

一
昨
年

の
冬

の
こ
と
だ

っ
た
。
私

は
、

以
前

か
ら

田
村

さ
ん

の
仕
事
ぶ
り

や
人
柄

を
と

て
も

尊
敬
し

て
い
た
か
ら
、

こ
の
、
私

と
同
世

代

の
演
出

家

の
仕
事

の
お
役

に
立

て
る
こ
と
だ

っ
た
ら
、
と

一

も

二
も
な
く

お
答

え
し
た
。

た
だ
、
声

明
で

い
う
と

こ
ろ

の

「
論
義
」

に
は
、
音
楽
的

な
要
素
が

少
な

い

こ
と

は
承
知

し
て

い
た

の
で
、
さ

て
具
体

的

に
ど

ん

な
仕
事

に
な

る

の
や
ら
、
初

め
は
皆

目
見

当
が

つ
か

な

か

っ
た
の
だ
が
。

声
明

の

「
論
義
」

(
論
議

と
も

書

く
)

は
、
経

義

を
問
答

に
よ

っ
て
明
ら
か

に
し

て
い
く
も

の
。
現
在

で
は
、
問
答

の
文
言

も
完

全

に
決

ま

っ
て

い
て
、
与

え
ら
れ
た
難
問
を
前

に
途
方

に
く
れ

る
様
子

ま
で
指

定

し
て
あ
る
く
ら

い
様
式
化

さ
れ

て
い
る

の
だ
が

、

か

つ
て
は
問

い
に
対

し
て
知

識

の
蓄
積
を
も

と
に
、

自
分
自
身

の
見
解
を
述

べ
る

口
頭
試
問
だ

っ
た
よ
う

だ
。

お
坊
さ

ん
の
学
力
試

験
、
昇
進
試
験

の
よ
う
な

も

の
、
と

で
も
思

っ
て
い
た
だ
け
れ
ぽ

よ
い
だ
ろ
う

ば
い

さ
ん

げ

か
。
従

っ
て
、
音
楽

的

に
は

「
唄
」
「
散

華
」
な

ど

四
箇

法
要

に
含
ま
れ

る
曲

の
よ
う

に
、
短

い
文
言

を

母
音

を
長
く
引
き
延
ぽ

し
な
が

ら
詠
唱
的

に
歌

い
あ

げ

る
と

い
う
よ
り
も
、
大

量

の
こ
と
ぽ
を
抑
揚
付

き

で
読

誦
し

て
い
く
要
素
が
強

い
。

何

日

か
し

て
、
ま

た

田
村

さ

ん
か

ら
電
話
。

「
論

義

を
生

か
す

に
ふ
さ
わ

し

い
テ
キ

ス
ト
を
考
え

つ
い

た

ん
だ
け

ど
。
宮

沢
賢

治

の

『
ビ

ヂ

テ

リ

ア

ン
大

祭
』

な
ん

で
す
」

賢
治

と
聞

い
て
、
も
う

こ
の
仕
事

か
ら
逃
れ

る
わ

け

に

は

い
か
な

い
、
と

思

っ
た
。
ビ

ヂ

テ
リ

ア

ソ

(
ヴ

ェ
ジ

タ
リ

ア
ン
)
、

つ
ま

り
菜
食

主
義
者
と
反
ビ

ヂ

テ
リ
ア

ン
が

互

い
に
自
分

た
ち

の
考
え
方

の
正
当

性
を
主
張

し
論
争

し
あ
う

お
祭

り
、

と

い
う

こ
の
物

語

の
設
定

は
、

確
か

に

「
論
義
」

を
手
が
か
り

に
新

し

い
作
品

を
作

る

の
に
は
ふ
さ
わ
し

い
。
そ

の
後
何

回

か
の
打
合

せ

の
の
ち

に
、
ピ
ヂ

テ
リ

ア
ン
を
声
明

の
語
り

の

ス
タ
イ

ル
で
、
反
ピ
ヂ

テ
リ

ア
ン
を
能
狂

言

の
語

り
で
と

い
う
方
針
が
固

ま

っ
た
。

ビ
ヂ

テ
リ

ア
ン
を
担
当

す
る
声

明
師

は
、
国

立
劇
場
演
出
室
が

長
年
手
掛

け
て
き
た

「
新
作
声
明
」

に
常

に
果
敢

に

挑
戦

し
て
お
ら
れ
る
新
井
弘
順

さ
ん
、
孤
嶋
由
昌

さ

ん
、
海
老
原
広
伸

さ
ん
と

い

っ
た
ベ
テ

ラ
ン
の
方

々

が
、
狂
言
師
扮

す
る
反
ビ
ヂ

テ
リ
ア

ン
役
は
、
大
蔵

流

の
山
本
東
次
郎

先
生
を

は
じ

め
と
す
る
山
本
家
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門

の
み
な
さ

ん
が
、

そ
れ
ぞ
れ
引
き
受
け

て
く
だ
さ

る
こ
と

に
な

っ
た
。

上
演

台
本

は
、

田
村

さ
ん
と
私
と

で
共

同
執
筆

し

た
。

田
村
さ

ん
が
初
稿

を
書

き
、
そ
れ
を
私
が

ワ
ー

プ

ロ
に
打
ち
込

み
な
が

ら
、
加
筆

し

た
り
意
見

の
交

換

を
す

る
。

そ

の
段
階

で
、
「
ビ

ヂ

テ

リ
ア

ソ
大

祭

次
第
」

の
後
半
部
分

と
し
て
原
作
中

に
記
述
が

み
ら

れ
る
も

の
の
、
賢
治

は
そ

の
内
容
を
書
き
残

さ
な
か

っ
た
祭
歌
合
唱

・
祈
疇

・
閉
式
挨
拶
な
ど

に

つ
い
て
、

賢

治

の
他

の
作
品

(詩

・
和
歌
な
ど
)

や
日
記

か
ら

引

用

し
て
補

っ
て

い
く

こ
と

に
し
た
。
ま

た
、
「
論

義

」

の
中
心
部
分

と
な
る
原
作
中

の

「
論
難
反
駁
」

に

つ
い
て
は
、
構
成

の
関

係
か
ら
多
少

の
削
除

や
入

れ
替
え

は
行
う
も

の
の
、

原
文
を
変
え

る
こ
と
は
せ

ず

、
ま
た
賢
治
が
思

い
描

い
た
大
祭
会
場

の
雰

囲
気

も
、

で
き

る
だ

け
再
現

す
る

こ
と

に
し
た
。

は
か

せ

声
明

に
は
、
博

士
と
呼
ぽ
れ

る
伝
統
的

な
音

の
記

譜

法
が
あ

る
。
博

士
は
宗
派

に
よ

っ
て
書

き
方

が
異

な
る
し
、
僧
侶

の
方

々
も
最

近

で
は
西
洋
音
楽

の
五

線

譜

を
難

な
く
読

み

こ
な

す

の
で
、
《
論
義

ビ

ヂ

テ

リ

ア
ン
大
祭
》

で
は
、
伝
統
的
な
博
士

を
参
考

に
独

自

の
記
譜
法
を
設
定

し
、
ま

た

一
部
分

五
線
譜

な
ど

も
併
用

し
て
、

ビ
ヂ
テ
リ

ア
ン
の
語

る
す
べ

て
の
こ

と
ぽ

に

フ
シ
付

け
を
行

っ
た
。

台
本
作
成

や

フ
シ
付
け

(作
曲
)

を
し
な
が
ら
、

ず

っ
と
気

に
な
り

つ
づ
け

て
い
た
こ
と
が
あ

る
。

そ

れ

は
、
賢
治
が
書

い
た
オ
リ
ジ

ナ

ル
の
文
章
を
尊
重

す

る
と
は

い
う
も

の
の
、
初

め
て
聴

く
聴
衆

に
そ
の

こ
と
ば

の
意
味
が

伝
わ

る
か
ど
う

か
、
と

い
う
点
だ

っ
た
。
例

え
ば

「
よ

い
感
官

は
よ

い
も

の
を
感
じ
悪

い
感

官

は

い
い
も

の
も
悪

く
感

ず

る

の
で
あ

り
ま

す
」

と
い

っ
た
文
章
。

こ
れ

は
食
物

の
味

の
感
じ
方

に

つ
い
て
言

っ
て
い
る
部
分

な

の
だ
が
、

「
感
官
」

と

い
う

こ
と
ば

は
、
本
を
読

み
字
面

を
見
れ
ば
あ

る

程
度
想
像
が

つ
く
だ

ろ
う
。

し
か
し

「
か

ん
か
ん
」

と
発
音

さ
れ
る
だ
け

の
舞
台
作

品
で
、
果

た
し

て
感

覚
器
官

と

い
う

こ
と
が
分

か
る
だ
ろ
う
か
。

し
か
し
、

こ
う

い

っ
た
悩

み
は
す

べ
て
杞
憂

だ

っ
た

よ
う
だ
。

賢
治

の
書

い
た

こ
と
ば

は
語

ら
れ
ま
た
歌
わ
れ

る
こ

と
で
、

こ
ち
ら
が
想
像
す

る
以
上

に
立
ち
あ
が

っ
て

く

る
。
初

演

の
客
席

に
は
、
賢
治

の
主
張
や

ユ
ー

モ

ア
、

ま
た

「
ま

る
で
速

か
に
速

か

に
」

と

い

っ
た
よ

う

な

「賢

治
語
」
と

で
も

い
う

べ
き
不
思
議
な

い

い

ま
わ
し
ま

で
が
、
音

に
変
換

さ
れ
た

メ

ッ
セ
ー
ジ
と

し
て
ダ
イ

ナ
ミ

ッ
ク
に
伝

わ

っ
て
き
た
。

賢
治
が

、
音
楽

に
対

し
て
深

い
関
心
を
寄

せ
て

い

た
こ
と
は
よ
く
知
ら

れ
て

い
る
。
自

分

で
作
曲

や
作

詞

を
試

み
た
り
も

し
て

い
る
。

だ
か
ら
賢
治

の
文
章

は
音
楽
的
な

の
だ
、

と

い
う

こ
と

で
は
な
く
、

そ
も

そ
も
彼

の
文
章
自
体
が

「
音
楽
」
と

し
て
自

立
し

て

い
る
。
お
そ
ら
く
、

い

つ
も

い

つ
も
声

に
出

し
て
読

み
な
が
ら
、
あ

る
い
は
奔

放

に
フ

シ
を
付

け
て
歌

い

な
が

ら
、
推
敲
を
重

ね
て

い

っ
た
の
だ

ろ
う
。

賢
治

の
書

い
た
詩

や
文
章

を

テ
キ

ス
ト
に
し
て
、

た
く
さ
ん

の
作
曲
家
が
曲

を
作

っ
て
い
る
。

し
か
し
、

ど
ん
な
作
曲
家
が
ど

ん
な

ス
タ
イ

ル
で
書

い
て
も
、

作

曲
家
が
自
分

の
素
顔

を
見

せ
る
隙
を
与

え
る
間
も

あ

ら
ば

こ
そ
、

そ

の
曲

に
は
必
ず
賢
治

の
素
顔
が

現

れ
る
。

こ
れ

は
す
ご

い
こ
と
だ
。
だ
が
、

こ
れ
か
ら

も
賢
治
を

テ
キ

ス
ト
と
し
た
音
楽
作
品

は
作

ら
れ
続

け
て

い
く
だ

ろ
う
。

そ
ん
な
魅
力
を
持

っ
た
厖

大
な

量

の
文
章
を
、
大
半
が

未
完
成

の
ま

ま
書
き
散

ら

か

し

て
い

っ
た
賢
治

は
、
作

曲
家

に
と

っ
て
本
当

に
ツ

ミ
な

ヒ
ト
だ
と
思

う
o

(
声
明
と
狂
言

の
語

り

の
た
め
の

《
論
義

ビ
ヂ

テ
リ

ア
ン
大
祭
》

は
、

一
九
九

一
年
十

一
月
十

五
日
、
国

立
劇
場
小
劇
場

に
お

い
て
初
演
さ
れ

た
。
)
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