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演
劇
は
な
ん
の
た
め
に
あ
る
の
か
。
な
に
が
演
劇
の
存
在
を
正
当
化
す
る
の
か
。
演
劇
ほ
ど
に
こ
の
問
い
が
頻
繁
に
、
ま
た
し
つ
こ
く

問
わ
れ
た
芸
術
は
存
在
し
な
い
。
ル
ネ
サ
ン
ス
は
諸
芸
術
の
関
係
を
競
争
と
し
て
考
え
、
こ
の
競
争
で
は
ど
の
芸
術
も
他
の
芸
術
に
対
す

る
自
ら
の
優
位
を
証
明
し
よ
う
と
し
た
。
た
だ
し
こ
の
競
争
は
少
数
の
芸
術
、
と
り
わ
け
造
形
芸
術
に
限
定
さ
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
絵

両
、
彫
刻
、
浮
き
彫
り
と
い
っ
た
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
り
、
例
外
的
に
詩
作
が
加
わ
っ
た
が
、
こ
れ
ら
の
芸
術
は
作
品
の
概
念
と
い
う
も
の
を

共
有
し
て
い
た
。

す
で
に
十
八
世
紀
と
十
九
世
紀
の
美
学
は
こ
の
争
い
を
諸
芸
術
の
「
体
系
」
と
い
う
か
た
ち
で
和
解
さ
せ
た
。
た
し
か
に
こ
れ
ら
の

体
系
も
依
然
と
し
て
階
層
的
に
序
列
化
さ
れ
て
い
る
（
ヘ
ー
ゲ
ル
は
詩
作
を
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
は
音
楽
を
そ
の
頂
点
に
置
い
た
）
。
し
か
し

あ
る
芸
術
の
正
当
化
は
、
他
の
芸
術
に
対
す
る
優
位
を
も
は
や
意
味
せ
ず
、
他
の
芸
術
と
並
ぶ
相
対
的
な
正
当
化
を
意
味
す
る
。
芸
術

の
こ
の
よ
う
な
序
列
化
さ
れ
た
並
列
憫
係
の
う
ち
、
今
日
ま
だ
残
っ
て
い
る
の
は
芸
術
の
相
対
性
だ
け
で
あ
る
。
諸
芸
術
の
「
ほ
つ
れ
」

(
V
e
r
f
r
a
n
s
g
g
)
 
(
ア
ド
ル
ノ
)
[
叶
]
の
時
代
に
お
い
て
、
多
様
な
諸
芸
術
に
つ
い
て
そ
も
そ
も
ま
だ
語
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
ら

の
芸
術
は
単
に
存
在
す
る
だ
け
で
正
当
化
さ
れ
て
い
る
と
み
な
さ
れ
る
。

注
目
す
べ
き
こ
と
に
、
こ
の
こ
と
が
あ
て
は
ま
ら
な
い
芸
術
が
お
そ
ら
く
―
つ
だ
け
あ
る
。
そ
れ
は
、
伝
統
と
き
っ
ば
り
手
を
切
っ
た

ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
と
ニ
ー
チ
ェ
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
前
面
に
押
し
出
さ
れ
る
ま
で
、
伝
統
的
な
競
争
の
当
事
者
で
も
な
け
れ
ば
、
諸
芸
術
の

美
学
体
系
の
一
部
分
で
も
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
ま
さ
に
演
劇
の
芸
術
で
あ
る
。
演
劇
の
芸
術
に
対
し
て
は
、
「
な
ん
の
た
め
」
と
「
な
ぜ
」

と
い
う
問
い
が
く
り
か
え
し
立
て
ら
れ
て
き
た
。
他
の
芸
術
の
場
合
と
は
違
っ
て
、
演
劇
は
存
在
し
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
は
十
分
な
答

え
と
は
み
な
さ
れ
な
い
。
答
え
を
拡
張
し
て
、
演
劇
が
存
在
し
た
か
ら
演
劇
は
存
在
す
る
（
あ
る
い
は
存
在
す
べ
き
で
あ
る
）
と
言
う
こ
と
、

つ
ま
り
、
演
劇
を
演
劇
の
博
物
館
と
し
て
定
義
し
て
、
過
去
に
よ
っ
て
現
在
の
存
在
を
定
義
す
る
の
で
も
足
り
な
い
。
他
の
す
べ
て
の
芸

術
に
つ
い
て
は
、
正
当
性
を
問
う
こ
と
は
時
代
遅
れ
と
み
な
さ
れ
る
か
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
存
在
を
脅
か
す
も
の
と
み
な
さ
れ
、
ゆ
え
に
な

る
べ
く
避
け
ら
れ
る
（
も
し
答
え
が
な
か
っ
た
ら
ど
う
す
る
の
か
？
と
い
う
わ
け
で
あ
る
）
。
そ
の
一
方
で
、
演
劇
に
対
し
て
こ
の
問
い
は
く
り
か

え
し
立
て
ら
れ
る
。

そ
の
原
因
は
、
演
劇
が
そ
の
は
じ
ま
り
以
来
、
そ
し
て
、
演
劇
が
な
に
か
し
ら
価
値
を
持
つ
場
所
な
ら
ば
今
日
に
至
る
ま
で
、
国
家

に
よ
っ
て
ま
か
な
わ
れ
た
制
度

(
E
i
n
r
i
c
h
t
g
g
)

で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
そ
れ
は
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
で
は
な
い
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音
楽
、
つ
ま
り
ク
ラ
シ
ッ
ク
や
現
代
音
楽
に
も
あ
て
は
ま
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
音
楽
の
、
数
学
的
な
秩
序
と
悦
惚
と
さ
せ
る
官

能
性
と
の
謎
め
い
た
統
一
は
、
「
な
ん
の
た
め
」
と
い
う
問
い
を
ま
っ
た
く
必
要
と
し
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
演
劇
は
、
よ
り
深

い
意
味
に
お
い
て
公
共
的
な
制
度
で
あ
る
。
ア
ラ
ン
・
バ
デ
ィ
ウ
は
演
劇
を
「
国
家
的
な
こ
と
が
ら
」

(
S
t
a
a
t
s
a
n
g
e
l
e
g
e
n
h
e
i
t
)

と
呼
ん
で
い

る
[
2
。
と
い
う
の
も
、
演
劇
が
関
わ
る
の
は
、
公
共
的
な
状
態
、
言
い
か
え
る
と
、
本
質
的
に
公
共
的
な
も
の
の
状
態
だ
か
ら
で
あ
る
。

演
劇
が
自
ら
を
正
当
化
す
る
よ
う
に
挑
発
さ
れ
て
い
る
と
き
に
は
、
他
の
諸
芸
術
の
一
っ
と
の
関
係
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な

く
、
公
共
的
な
も
の
へ
の
演
劇
の
作
用
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
（
そ
し
て
国
家
は
公
共
的
な
も
の
の
秩
序
で
あ
る
）
。
さ
ら
に
バ
デ
ィ
ウ
に
よ
る

と
、
そ
れ
ゆ
え
に
演
劇
は
、
あ
と
は
「
資
本
だ
け
に
頼
る
」
こ
と
に
な
れ
ば
、
ま
さ
に
い
か
な
る
正
当
性
も
失
っ
て
し
ま
う
。
映
画
と
絵

画
は
そ
の
よ
う
な
場
合
で
も
、
純
粋
に
私
有
経
済
的
な
行
事
と
し
て
存
続
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
映
画
と
絵
画
は
公
共
的
に
自
ら
を
正
当

化
し
な
く
て
も
存
続
で
き
る
が
、
演
劇
は
存
続
で
き
な
い
。
演
劇
が
存
続
す
る
た
め
に
は
、
自
己
を
正
当
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

よ
っ
て
、

哲
学
の
懸
念

自
分
が
疑
問
視
さ
れ
て
い
る
と
知
る
も
の
だ
け
が
、
自
ら
を
正
当
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
演
劇
の
こ
の
よ
う
な
疑
問
視
は
、
最
初

か
ら
哲
学
に
よ
っ
て
生
じ
る
。
哲
学
が
啓
蒙
的
・
ソ
ク
ラ
テ
ス
的
な
哲
学
と
し
て
生
み
出
さ
れ
る
の
は
、
演
劇
の
疑
問
視
に

よ
っ
て
で
あ
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
（
キ
ケ
ロ
の
記
述
に
よ
る
と
）
哲
学
を
自
然
哲
学
の
天
空
か
ら
引
き
下
ろ
し
て
都
市
の
な
か
に
移
し
か
え
、

そ
れ
に
よ
っ
て
「
生
と
道
徳
に
つ
い
て
の
探
求
」
と
し
て
新
た
に
基
礎
づ
け
て
以
来
、
哲
学
は
、
演
劇
と
そ
れ
が
都
市
に
お
け
る
共
同
生

活
に
お
よ
ぼ
す
作
用
に
つ
い
て
憂
慮
し
て
い
る
。
哲
学
は
、
「
演
劇
が
生
の
モ
デ
ル
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
す
で
に
そ

う
な
っ
て
い
る
（
そ
し
て
、
演
劇
都
市
で
あ
る
ア
テ
ナ
イ
は
、
ま
さ
に
そ
れ
ゆ
え
に
ス
パ
ル
ク
に
劣
っ
て
い
る
）
」
と
い
う
恐
れ
を
駆
り
立
て
る
。
哲

学
的
な
懸
念
は
演
劇
の
支
配
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。

テ
ュ
キ
ュ
デ
ィ
デ
ス
と
プ
ラ
ト
ン
は
こ
の
支
配
を
「
シ
ア
ト
ロ
ク
ラ
シ
ー
」
（
デ
eatrocratie

テ
ア
ト
ロ
ク
ラ
テ
ィ
ア
）
と
呼
び
、
そ
れ
に

ル
ソ
ー
か
ら
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
と
ニ
ー
チ
ェ
を
経
て
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
と
ド
ゥ
ボ
ー
ル
に
至
る
近
代
の
著
者
た
ち
の
途
絶
え
る
こ
と
の
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な
い
系
列
に
キ
ー
ワ
ー
ド
を
残
し
た
。
彼
ら
は
こ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
の
も
と
に
、
近
代
の
政
治
・
文
化
・
社
会
が
演
劇
の
よ
う
に
な
っ
た
と

い
う
批
判
的
な
診
断
を
表
現
し
た
の
で
あ
る
円
。
演
劇
へ
の
批
判
は
、
演
劇
に
よ
る
政
治
と
社
会
の
演
劇
化
へ
の
批
判
で
あ
る
。
そ
れ

を
記
述
し
嘆
く
こ
と
が
「
文
化
批
判
」
と
い
う
哲
学
の
ジ
ャ
ン
ル
の
基
本
的
な
作
戦
で
あ
る
。

哲
学
の
懸
念
す
る
ま
な
ざ
し
は
、
観
客
と
俳
優
と
い
う
二
つ
の
中
心
的
な
形
象
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
観
客
と
俳
優
の
共
存
あ
る
い
は

対
面
が
演
劇
の
原
風
景
を
な
す
。
あ
る
と
き
に
は
一
方
が
、
ま
た
あ
る
と
き
に
は
他
方
が
批
判
的
診
断
の
前
面
に
出
て
く
る
が
、
哲
学

は
つ
ね
に
、
演
劇
の
こ
の
二
つ
の
中
心
的
審
級
の
う
ち
に
、
世
界
と
の
閑
係
お
よ
び
自
己
と
の
開
係
の
、
あ
る
種
の
あ
り
方
の
人
格
化

(Personifizierung)

を
見
て
と
る
。
こ
の
あ
り
方
は
、
世
界
関
係
と
自
己
関
係
の
成
就
を
お
び
や
か
し
、
結
局
は
不
可
能
に
せ
ざ
る
を
え
な

い
。
観
客
と
俳
優
と
は
、
モ
デ
ル
と
し
て
支
配
的
に
な
り
私
た
ち
の
想
像
力
を
と
ら
え
る
な
ら
ば
、
失
敗
の
形
象
、
偽
装
と
崩
壊
の
代
理

人
で
あ
る
。
わ
た
し
た
ち
が
観
客
と
俳
優
の
う
ち
に
私
た
ち
自
身
の
こ
と
を
再
認
す
る
と
思
う
な
ら
ば
、
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
イ
メ
ー
ジ

に
し
た
が
っ
て
理
解
し
た
り
ふ
る
ま
っ
た
り
す
る
な
ら
ば
、
私
た
ち
の
世
界
関
係
お
よ
び
自
己
関
係
は
挫
折
す
る
。

こ
の
こ
と
は
観
客
に
は
あ
て
は
ま
る
。
と
い
う
の
も
、
観
客
は
劇
場
で
、
舞
台
の
上
だ
け
で
起
こ
る
行
為
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
お
り
、

反
対
側
の
客
席
に
縛
り
付
け
ら
れ
て
、
で
き
ご
と
を
た
だ
受
け
取
る
こ
と
だ
け
に
限
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
演
劇
の
観
客
と
は
受

動
性
そ
の
も
の
で
あ
る
。
同
時
代
に
対
し
て
厳
し
い
シ
ア
ト
ロ
ク
ラ
シ
ー
批
判
を
行
っ
た
ニ
ー
チ
ェ
に
と
っ
て
、
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
の
バ
イ

ロ
イ
ト
に
お
け
る
観
客
は
そ
の
よ
う
に
見
え
た
。
か
れ
ら
は
「
粗
雑
な
大
衆
」

[
3
を
な
し
、
舞
台
上
の
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
に
よ
っ
て
「
興
奮
」

さ
せ
ら
れ
る
が
、
ま
さ
に
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
静
止
さ
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
の
快
楽
と
は
、
そ
こ
か
ら

な
に
も
生
ま
れ
な
い
快
楽
だ
か
ら
で
あ
る
。
行
為
さ
せ
る
ど
こ
ろ
か
、
自
分
で
考
え
さ
せ
る
動
機
に
す
ら
な
ら
ず
、
演
じ
て
み
せ
ら
れ
た

こ
と

(
d
a
s
Vorgefiihrte)

へ
の
反
応
に
す
ぎ
な
い
。

こ
れ
に
対
応
し
て
い
る
の
が
、
演
じ
て
み
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
観
客
大
衆
を
動
か
す
俳
優
の
ほ
う
に
対
す
る
、
哲
学
的
演
劇
批
判
の
見

方
で
あ
る
。
演
技
術
は
興
奮
の
技
術
で
あ
る
。
俳
優
に
と
っ
て
は
効
果
が
問
題
で
あ
る
。
俳
優
は
な
に
か
を
表
現
す
る
の
で
は
な
く
、
自

己
を
表
現
し
よ
う
と
す
る
。
と
い
う
の
も
、
彼
ら
は
な
に
も
信
じ
て
い
な
い
か
、
そ
れ
と
も
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
信
じ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

ニ
ー
チ
ェ
の
ツ
ア
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
に
よ
れ
ば
、
俳
優
は
「
も
っ
と
も
強
く
信
じ
さ
せ
る
手
段
と
な
る
も
の
、
し
か
も
自
分
を
信
じ
さ
せ
る

手
段
と
な
る
も
の
を
つ
ね
に
信
じ
る
。
…
動
転
さ
せ
る
こ
と
、
そ
れ
が
俳
優
に
と
っ
て
の
証
明
す
る
こ
と
で
あ
る
。
狂
わ
せ
る
こ
と
、
そ
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れ
が
俳
優
に
と
っ
て
の
説
得
す
る
こ
と
で
あ
る
」
円
。
俳
優
は
、
目
的
も
根
拠
も
な
い
、
自
己
関
係
的
な
レ
ト
リ
ッ
ク
の
代
理
人
で
あ
る
。

こ
れ
も
ま
た
昔
か
ら
の
非
難
だ
が
、
ニ
ー
チ
ェ
の
強
調
に
よ
っ
て
、
哲
学
的
な
演
劇
批
判
の
長
い
伝
統
は
、
新
た
な
、
未
来
を
指
し
示

す
光
の
う
ち
に
照
ら
し
だ
さ
れ
た
。
ツ
ア
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
に
よ
れ
ば
俳
優
の
場
所
は
市
場
で
あ
る
。
「
市
場
が
始
ま
る
と
こ
ろ
で
は
、
偉

大
な
俳
優
の
騒
ぎ
と
毒
ハ
エ
の
羽
音
も
始
ま
る
』
竺
。
ニ
ー
チ
ェ
は
、
演
劇
へ
の
批
判
を
、
市
場
モ
デ
ル
の
支
配
へ
の
批
判
へ
と
言
い
か

え
た
。
シ
ア
ト
ロ
ク
ラ
シ
ー
は
社
会
的
な
も
の
の
経
済
化
を
意
味
す
る
。
よ
り
厳
密
に
言
え
ば
、
ま
っ
た
く
新
し
い
形
態
の
経
済
に
よ

る
、
社
会
的
な
も
の
の
造
形
を
意
味
す
る
。
こ
の
新
し
い
経
済
の
中
心
に
あ
る
の
は
、
生
産
方
法
や
生
産
関
係
で
は
な
く
、
商
品
の
配
分

と
消
費
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
も
は
や
使
用
価
値
に
よ
っ
て
定
義
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
逆
説
的
に
、
交
換
価
値
そ
れ
自
体
の
配
分
と
消
費

に
よ
っ
て
定
義
さ
れ
る
。
ニ
ー
チ
ェ
は
俳
優
の
う
ち
に
、
対
象
の
な
い
市
場
化
、
自
分
自
身
の
市
場
化
の
最
初
の
エ
キ
ス
パ
ー
ト
を
認
め

る
。
そ
し
て
観
客
の
う
ち
に
は
、
自
分
が
消
費
し
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
自
分
自
身
が
興
奮
し
、
そ
の
興
奮
を
享
楽
す
る
ば
か
り
の
消
費

者
の
典
型
を
認
め
て
い
る
。
ニ
ー
チ
ェ
以
来
、
演
劇
の
支
配
に
対
す
る
批
判
と
は
以
上
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
仮
象
の
販
売

と
消
費
を
め
ぐ
っ
て
展
開
す
る
、
美
的
・
演
劇
的
な
経
済
の
批
判
で
あ
る
。

演
劇
の
権
利
を
め
ぐ
る
そ
の
後
の
議
論
は
、
こ
の
土
台
の
上
で
行
わ
れ
て
き
た
。
哲
学
的
批
判
は
演
劇
を
「
公
共
的
な
こ
と
が
ら
」

(iiffentliche A
n
g
e
l
e
g
e
n
h
e
i
t
)

と
し
て
理
解
し
た
。
な
ぜ
な
ら
演
劇
は
、
演
じ
る
こ
と
と
観
る
こ
と
か
ら
な
る
構
造
に
よ
っ
て
、
社
会
関
係

の
形
成
あ
る
い
は
歪
曲
に
巻
き
込
ま
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ね
に
そ
う
だ
っ
た
よ
う
に
、
こ
こ
で
も
演
劇
に
は
二
つ
の
可
能
性
が
あ
る
。

―
つ
は
実
証
主
義
へ
の
逃
避
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
演
劇
の
現
状
を
受
け
人
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
演
劇
的
な
文
化
と
経
済
の
な
か
の
一
要
素

と
し
て
演
劇
を
位
置
づ
け
る
こ
と
で
あ
る
。
演
劇
の
も
う
―
つ
の
可
能
性
は
、
自
分
自
身
の
こ
と
を
考
え
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
素

朴
さ
の
終
焉
、
ニ
ー
チ
ェ
の
「
誠
実
さ
」
の
徳
の
終
焉
で
あ
る
。
言
い
か
え
れ
ば
、
演
劇
の
自
己
省
察
、
自
己
批
判
、
自
己
変
容
で
あ
る
。

た
だ
ち
に
明
ら
か
に
な
る
こ
と
は
、
演
劇
が
上
演
す
る
作
品
、
演
劇
が
語
る
物
語
を
と
り
あ
げ
て
も
無
益
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と

演
劇
を
や
っ
つ
け
ろ
！
（
D
e
f
e
a
t
T
h
e
a
t
r
e
!
)
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い
う
の
も
、
哲
学
に
よ
る
批
判
は
、
演
劇
の
「
な
ん
で
あ
る
か
」
で
は
な
く
「
い
か
に
し
て
か
」
に
向
け
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
い
か
に
し
て
演
劇
は
あ
る
も
の
を
上
演
し
て
み
せ
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
俳
優
と
観
客
と
い
う
形
象
を
支
配
的
な
も
の
に
す
る
の

か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
演
劇
へ
の
批
判
に
お
い
て
は
、
演
劇
が
上
演
し
て
み
せ
る
戯
曲
は
問
題
で
は
な
い
。
〔
少
な
く
と
も
〕
第
一

に
問
題
な
の
で
は
な
い
。
シ
ア
ト
ロ
ク
ラ
シ
ー
ヘ
の
哲
学
的
批
判
は
演
削
性
へ
と
向
け
ら
れ
て
お
り
、
演
劇
を
つ
ね
に
あ
ら
か
じ
め
「
ポ

ス
ト
ド
ラ
マ
』
勺
〕
的
に
把
握
す
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
が
ま
た
演
劇
を
正
当
化
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
れ
が
、
ニ
ー
チ
ェ
に
よ
っ
て
急
進
化
し
た
演
劇
化
批
判
に
対
し
て
、
一
九

0
0年
以
降
の
演
劇
の
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
が
反
応
し
た

仕
方
で
あ
る
。
そ
の
戦
略
は
逆
説
的
で
も
あ
り
生
産
的
で
も
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
演
劇
の
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
は
、
こ
の
批
判
を
み

ず
か
ら
お
こ
な
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
批
判
に
対
し
て
演
劇
を
花
当
化
す
る
か
ら
で
あ
る
。
演
劇
に
対
す
る
批
判
は
そ
の
弁
護
に
な

る
。
な
ぜ
な
ら
、
演
劇
へ
の
批
判
は
、
ま
さ
に
演
劇
の
自
己
批
判
と
い
う
新
し
い
も
う
ー
つ
の
演
劇
を
生
み
出
す
か
ら
で
あ
る
。
ア
ヴ
ァ

ン
ギ
ャ
ル
ド
は
演
劇
を
克
服
す
る
た
め
に
演
劇
を
作
る
。
演
劇
を
や
っ
つ
け
る
た
め
の
演
劇

(
t
h
e
a
t
e
r
t
o
 d
e
f
e
a
t
 t
h
e
a
t
e
r
)

。
マ
イ
ケ
ル
・
フ

リ
ー
ド
と
ス
タ
ン
リ
ー
・
カ
ヴ
ェ
ル
は
、
一
九
六

0
年
代
の
二
つ
の
影
響
力
の
あ
る
論
考
に
お
い
て
、
こ
の
同
じ
言
葉
遣
い
に
よ
っ
て
ア

ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
の
戦
略
を
明
確
に
表
し
た

3
。
ア
ル
ト
ー
と
ブ
レ
ヒ
ト
の
演
劇
は
そ
の
よ
う
に
は
た
ら
く
。
哲
学
者
た
ち
は
演
劇
に
対

し
て
、
観
る
こ
と
の
安
楽
な
受
動
性
と
、
演
技
す
る
こ
と
の
ナ
ル
シ
ス
ト
的
な
説
得
術
と
を
批
判
し
て
き
た
が
、
ア
ル
ト
ー
と
ブ
レ
ヒ
ト
の

演
劇
そ
れ
自
体
が
こ
れ
ら
と
闘
う
の
で
あ
る
。
二
人
の
演
劇
は
、
演
劇
を
そ
れ
自
体
に
よ
っ
て
、
そ
れ
自
体
の
場
所
に
お
い
て
克
服
す
る
。

ジ
ャ
ッ
ク
・
ラ
ン
シ
エ
ー
ル
は
こ
れ
ら
の
戦
略
の
第
一
の
も
の
を
観
客
の
解
放
と
し
て
再
構
成
し
た
。
伝
統
的
な
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
演
劇
に

よ
っ
て
「
愚
鈍
」
に
な
る
よ
う
強
い
ら
れ
て
い
る
観
客
は
、
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
の
演
劇
の
場
合
、
新
し
い
ま
っ
た
く
異
な
る
か
た
ち

の
語
り
か
け
方
に
よ
っ
て
、
「
愚
鈍
さ
」
か
ら
引
き
離
さ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
[
河
]
。
「
演
劇
改
革
者
は
」

1

ラ
ン
シ
工

l
ル
は
ア
ル

ト
ー
、
ブ
レ
ヒ
ト
、
ド
ゥ
ボ
ー
ル
を
指
し
て
い
る
ー
「
観
客
が
観
客
で
あ
る
こ
と
を
や
め
て
集
合
的
な
実
践
の
行
為
者
に
な
る
仕
方
を

教
え
る
こ
と
を
課
題
と
し
た
」
。
演
劇
は
本
質
的
に
受
動
的
な
観
客
を
見
か
け
の
上
だ
け
で
能
動
的
に
す
る
と
非
難
さ
れ
た
が
、
今
度
は

演
劇
自
体
が
集
合
的
な
実
践
に
至
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
解
放
の
戦
略
の
明
ら
か
な
問
題
は
、
受
動
的
な
者
た
ち
が
能
動
的
に
さ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
受
動
的

な
者
た
ち
が
能
動
的
に
な
る
た
め
に
は
、
刺
激
と
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ン
の
受
動
的
な
受
け
手
か
ら
、
呼
び
か
け
と
教
え
の
や
は
り
受
動
的
な
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受
け
手
に
な
る
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
。
ラ
ン
シ
ェ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
て
演
劇
改
革
者
は
、
啓
蒙
の
古
典
的
概
念
が
失
敗
し
た
の
と

ま
さ
に
同
じ
問
題
に
巻
き
込
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
二
璽
の
受
動
性
を
能
動
化
す
る
の
で
は
な
く
、
第
一
の
受
動
性
に
た
だ
第
二
の

受
動
性
を
付
け
加
え
る
の
で
あ
る
。

こ
の
失
敗
の
経
験
に
直
面
し
て
も
、
現
代
の
演
劇
が
す
ぐ
に
は
あ
き
ら
め
ず
、
演
劇
の
な
か
で
演
劇
を
通
じ
て
観
客
を
変
化
さ
せ
る
ア

ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
の
戦
略
を
放
棄
し
な
い
場
合
に
は
、
そ
れ
は
も
は
や
解
放
と
い
う
名
前
で
は
な
く
、
参
加
と
い
う
名
前
で
起
こ
る
。
現

代
演
劇
は
、
「
集
合
的
な
実
践
」
と
い
う
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
の
理
念
の
う
ち
、
実
践
（
し
た
が
っ
て
自
由
）
に
興
味
を
も
っ
て
い
る
の
で

は
な
く
、
集
合
に
興
味
を
も
っ
て
い
る
。
演
劇
は
出
来
事
と
観
客
と
の
分
離
、
そ
し
て
観
客
ど
う
し
の
分
離
を
克
服
し
、
演
劇
か
ら
共
同

体
の
場
所
を
作
り
出
す
と
さ
れ
る
。
哲
学
的
批
判
は
、
演
劇
が
無
感
覚
な
大
衆
の
な
か
に
孤
立
し
た
個
人
を
作
り
出
す
と
非
難
し
た
が
、

演
劇
は
公
共
的
な
「
集
会
」
（
ジ
ュ
デ
ィ
ス
・
バ
ト
ラ
ー
）
の
モ
デ
ル
に
な
る
。
こ
の
「
集
会
」
は
「
あ
や
う
い
身
体
」

(die
p
r
e
k
a
r
i
s
i
e
r
t
e
n
 

K
o
r
p
e
r
)

を
互
い
に
結
び
つ
け
、
そ
れ
に
よ
っ
て
生
き
ら
れ
た
連
帯
の
場
所
に
な
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
演
劇
を
観
客
の
変
容
の
装
置
と
し
て
正
当
化
す
る
こ
の
新
し
い
試
み
は
、
昔
の
試
み
に
お
と
ら
ず
自
己
矛
盾
的
で
あ
る
。
演

劇
が
観
客
を
解
放
す
る
に
せ
よ
、
共
同
体
に
す
る
に
せ
よ
、
ど
ち
ら
の
場
合
も
演
劇
の
解
体
に
終
わ
る
。
と
い
う
の
も
、
解
放
の
戦
略
と

同
じ
く
、
参
加
の
戦
略
も
決
定
的
な
点
を
見
過
ご
す
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
演
劇
は
、
そ
れ
が
な
に
を
行
い
、
観
客
を
ど
う
し
よ

う
と
も
、
そ
れ
が
演
劇
で
あ
る
の
は
、
演
じ
る

(Spiel)

こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
演
劇
を
、
観
客
の
変
化
と
い
う
作
用
か
ら
規
定
し
よ

う
と
す
る
こ
と
は
、
つ
ね
に
、
き
わ
め
て
基
本
的
な
事
実
を
な
い
が
し
ろ
に
す
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
演
劇
と
は
演
技

(
S
c
h
a
u
s
p
i
e
l
)

だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
参
加
し
集
合
す
る
も
の
と
し
て
芸
術
を
理
解
す
る
た
め
の
モ
デ
ル
と
し
て
演
劇
が
自
己
宣
伝
す
る
こ

と
は
、
自
己
廃
棄
す
る
ブ
ー
メ
ラ
ン
と
な
っ
て
演
劇
に
帰
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

演
劇
は
ま
ず
、
「
参
加
と
し
て
の
芸
術
」
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
、
と
り
わ
け
美
術
の
領
域
へ
と
輸
出
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
ニ
コ

ラ
・
ブ
リ
オ
ー
は
す
で
に
二
十
年
前
に
、
美
術
の
展
覧
会
と
イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
う
ち
に
、
関
係
性
と
「
共
生
」
の
「
新
し
い
領

域
」
を
見
い
だ
し
て
い
る
日
。
こ
ん
ど
は
こ
の
輸
出
品
が
美
術
か
ら
演
劇
に
逆
輸
入
さ
れ
、
演
劇
は
そ
れ
が
自
称
し
た
も
の
に
実
際
に

な
る
べ
き
だ
と
要
求
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
わ
け
へ
だ
て
な
く
、
人
々
が
集
ま
る
こ
と
だ
け
が
問
題
と
な
る
よ
う
な
場
所
で
あ
る
。
美
術

は
演
劇
を
模
範
と
し
て
、
自
己
を
パ
フ
ォ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
で
参
加
的
な
も
の
と
し
て
見
直
し
た
が
、
こ
ん
ど
は
美
術
が
演
劇
を
吸
収
す
る
の
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で
あ
る
。
演
劇
を
演
劇
と
闘
わ
せ
る
と
い
う
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
の
戦
略
が
、
意
図
せ
ず
し
て
字
義
通
り
に
、
ま
っ
た
＜
非
弁
証
法
的
に

実
現
し
た
の
で
あ
る
。
結
末
は
演
劇
の
廃
棄
で
あ
る
。
こ
れ
が
本
当
の
演
劇
の
敗
北

(defeat)

で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
と
は
異
な
る
能
動
的
で
集
合
的
な
観
客
を
、
演
劇
そ
れ
自
体
に
よ
っ
て
作
り
出
そ
う
と
す
る
い
か
な
る
試
み
に
も
、
あ
る
誤

解
が
最
初
か
ら
書
き
込
ま
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
こ
の
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
で
自
己
破
壊
的
な
結
末
に
お
い
て
表
面
化
す
る
が
、
こ
の
誤
解
は
つ

ね
に
同
一
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
演
劇
と
は
な
ん
で
あ
り
ど
の
よ
う
な
存
在
で
あ
る
か
を
分
析
す
る
こ
と
な
し
に
、
演
劇
の
作
用
を

規
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
想
定
で
あ
る
。
し
か
し
演
劇
の
存
在
と
は
演
技
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
演
劇
を
観
客
か
ら
考
え
る
こ

と
は
で
き
な
い
の
で
あ
っ
て
、
観
客
が
観
る
こ
と
に
よ
っ
て
関
係
し
て
い
る
も
の
、
つ
ま
り
演
技
か
ら
観
客
を
理
解
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

ゆ
え
に
ま
た
、
演
技
に
お
い
て
、
演
劇
に
よ
っ
て
演
劇
性
と
闘
う
（
そ
れ
に
よ
っ
て
哲
学
的
批
判
に
答
え
る
）
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
の
本
当
の

試
み
も
始
ま
る
。
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
は
別
の
演
技
を
考
え
て
試
み
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
も
ま
た
ニ
ー
チ
ェ
が
範
例
的
な
存
在
で
あ
り
、
以
後
の
す
べ
て
の
実
験
の
根
本
と
な
る
テ
ク
ス
ト
を
遺
し
た
。
と
い
う
の
も

ニ
ー
チ
ェ
は
、
伝
統
的
な
演
技
批
判
を
近
代
に
と
っ
て
決
定
的
な
地
点
ー
演
劇
的
経
済
の
批
判
ー
ヘ
と
も
た
ら
し
た
だ
け
で
な
く
、

悲
劇
の
ラ
デ
イ
カ
ル
に
新
し
い
解
釈
に
よ
っ
て
、
演
劇
的
演
技
の
や
は
り
ラ
デ
イ
カ
ル
に
異
な
る
概
念
を
展
開
し
た
か
ら
で
あ
る
。
ニ
ー

チ
ェ
は
演
劇
の
演
劇
に
対
す
る
勝
利
を
悲
劇
の
う
ち
に
経
験
し
た
（
あ
る
い
は
想
像
し
た
）
、
な
ぜ
な
ら
悲
劇
は
異
な
る
演
技
を
実
践
す
る

か
ら
で
あ
る
。

ニ
ー
チ
ェ
が
演
技
の
理
論
に
お
い
て
プ
ラ
ト
ン
の
『
イ
オ
ン
』
の
モ
チ
ー
フ
か
ら
展
開
し
た
思
考
と
は
、
い
か
な
る
演
技
も
「
魔
法
」

あ
る
い
は
変
容
の
状
態
に
基
づ
い
て
い
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
「
演
劇
的
な
根
源
的
現
象
」
と
は
、
主
体
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
変
容
で
あ

る
。
主
体
は
自
分
の
「
社
会
的
地
位
」
と
主
体
性
を
忘
れ
、
「
無
意
識
的
な
俳
優
た
ち
の
集
ま
り
」
[
門
つ
ま
り
デ
イ
テ
已
フ
ン
ボ
ス
の
コ

ロ
ス
の
無
差
別
的
な
一
部
と
な
る
。
い
か
な
る
演
劇
の
は
じ
ま
り
も
、
自
己
変
容
す
る
者
へ
の
自
己
変
容
で
あ
る
。
こ
れ
は
美
的
な
演
技

演
じ
て
み
せ
る

(
V
o
r
s
p
i
e
l
e
n
)
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者
へ
の
主
体
の
自
己
変
容
で
あ
り
、
こ
の
演
技
者
は
、
自
己
自
身
、
自
分
の
身
体
、
そ
の
運
動
と
表
現
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
そ
こ
に
お

い
て
、
形
態
を
生
み
出
す
が
、
そ
の
ど
れ
も
が
ふ
た
た
び
解
体
し
て
さ
ら
に
変
容
す
る
の
で
あ
る
。

演
技
は
「
見
知
ら
ぬ
自
然
へ
の
生
起
に
よ
る
個
体
の
放
棄
」
で
あ
る
と
ニ
ー
チ
ェ
が
書
く
な
ら
ば
、
そ
れ
は
別
の
主
体
、
つ
ま
り
戯
曲

上
の
人
物
へ
の
同
一
化
で
は
な
い
。
「
見
知
ら
ぬ
自
然
」
は
む
し
ろ
俳
優
自
身
の
自
然
で
あ
る
。
俳
優
は
演
技
に
お
い
て
自
分
の
自
然
に

帰
る
。
そ
し
て
ニ
ー
チ
ェ
が
こ
れ
を
演
劇
に
お
け
る
演
技
の
「
根
源
的
な
現
象
」
と
呼
ぶ
な
ら
ば
、
し
か
し
そ
れ
は
ま
た
（
『
偶
像
の
黄
昏
』

で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
）
演
技
の
「
前
提
条
件
」
世
に
す
ぎ
な
い
。
俳
優
の
芸
術
は
、
こ
の
他
な
る
状
態
か
ら
身
を
引
き
離
し
て
こ
の
状
態

か
ら
イ
メ
ー
ジ
や
形
態
を
と
り
だ
し
、
俳
優
自
身
と
他
者
が
眺
め
ら
れ
る
よ
う
に
そ
れ
を
固
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。

演
技
す
る
こ
と
は
演
じ
て
み
せ
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
二
重
の
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
演
技
す
る
こ
と
は
、
忘
我
的
な
自
己
変
容
と

い
う
他
な
る
状
態
か
ら
形
態
を
生
み
出
す
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
演
技
は
こ
の
形
態
を
他
者
に
示
す
こ
と
で
あ
り
、
他
者
は
こ
の
形
態

を
、
そ
の
よ
う
に
生
み
出
さ
れ
た
も
の
と
し
て
眺
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
俳
優
は
演
劇
に
お
い
て
、
自
分
自
身
を
、
そ
し
て
自
分
の
運
動

と
語
り
と
を
、
形
態
の
な
い
も
の
か
ら
形
態
を
産
出
す
る
場
面
に
す
る
。
ニ
ー
チ
ェ
の
批
判
の
対
象
で
あ
る
、
自
分
を
商
品
化
し
た
俳
優

と
の
断
絶
は
、
こ
の
う
え
な
く
ラ
デ
イ
カ
ル
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
俳
優
は
自
己
で
も
な
く
、
ま
た
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
で
も
な
く
、

そ
れ
ら
を
持
っ
て
も
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
む
し
ろ
演
技
と
は
、
そ
も
そ
も
ま
ず
美
的
な
無
意
識
と
い
う
状
態
か
ら
、
他
者
が
理
解
で
き

る
よ
う
に
何
か
を
提
示
し
、
語
り
、
行
為
で
き
る
自
己
と
し
て
自
ら
を
は
じ
め
て
生
み
出
す
こ
と
で
あ
る
。
演
技
と
は
、
無
形
態
と
形

態
、
無
意
識
と
自
己
意
識
と
の
あ
い
だ
の
双
方
向
的
な
移
行
で
あ
る
。

こ
れ
が
演
技
す
る
こ
と
だ
と
す
れ
ば
、
演
劇
に
お
い
て
問
題
な
の
は
参
加
と
無
差
別
的
な
集
合
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
は
、
演
劇
が
他
の

芸
術
に
対
し
て
自
己
宣
伝
す
る
と
き
に
ま
す
ま
す
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
い
る
あ
る
特
性
に
つ
い
て
の
誤
っ
た
モ
デ
ル
と
イ
メ
ー
ジ
で
あ

る
。
そ
の
特
性
と
は
演
劇
に
お
け
る
独
特
の
現
在
（
あ
る
い
は
現
前
性
）
で
あ
る
。
そ
れ
が
意
味
す
る
の
は
、
観
客
が
上
演

(
S
p
i
e
l
e
n
)

の
場

分
か
た
れ
た
現
在
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に
い
あ
わ
せ
る
こ
と
、
上
演
が
ま
さ
に
い
ま
こ
こ
で
観
客
の
前
で
行
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
演
劇
に
お
け
る
上
演
は
観
客
の
前
で

し
か
起
こ
り
え
な
い
こ
と
、
そ
し
て
、
ま
だ
観
客
が
い
な
い
な
ら
ば
、
単
に
「
稽
古
」
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
演
劇
に
お
け

る
現
在
と
は
、
演
じ
る
こ
と
と
観
る
こ
と
と
の
相
互
的
な
現
在
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
上
演
を
観
る
こ
と
と
、
観
客
の
前
で
演
じ
る
こ
と

〔
の
現
在
〕
で
あ
る
。

ゆ
え
に
、
演
劇
に
お
い
て
観
る
こ
と
と
演
じ
る
こ
と
、
観
客
と
演
者
は
、
あ
る
空
間
と
時
間
の
現
在
を
共
有
す
る
。
こ
の
空
間
的
・
時

間
的
現
在
が
両
者
を
互
い
に
結
び
つ
け
る
。
演
劇
の
観
客
と
演
者
が
存
在
す
る
に
は
、
両
者
の
同
時
性
、
つ
ま
り
共
存
、
さ
ら
に
言
え
ば

対
憤
が
欠
か
せ
な
い
。
観
客
と
演
者
の
ど
ち
ら
か
が
不
在
で
あ
り
、
ま
だ
存
在
し
な
い
か
も
は
や
存
在
し
な
い
な
ら
ば
、
他
方
も
ま
た
存

在
せ
ず
、
し
た
が
っ
て
演
劇
は
ま
っ
た
く
存
在
し
な
い
。
し
か
し
、
対
置
さ
れ
る
両
者
は
、
本
質
的
に
、
そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
に
解
消
不
可

能
な
仕
方
で
非
同
一
的

(
U
n
g
l
e
i
c
h
e
)

で
あ
る
。
観
客
と
演
者
の
対
置
的
な
現
在
は
そ
れ
自
体
が
分
割
さ
れ
て
い
る
。
演
劇
の
演
者
と
観

客
は
二
重
の
意
味
で
現
在
を
「
分
か
つ
」

(teilen)
。
両
者
が
現
在
を
共
有
す
る
〔
分
か
ち
あ
う
〕
た
め
に
は
、
両
者
が
分
裂
し
て
〔
分
か

た
れ
て
〕
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
両
者
が
劇
場
に
集
ま
る
の
は
、
分
裂
す
る
た
め
で
あ
る
。

演
劇
で
演
じ
る
こ
と
が
、
ニ
ー
チ
ェ
が
記
述
し
た
よ
う
に
二
段
階
的
に
行
わ
れ
る
な
ら
ば
、
演
劇
に
参
加
す
る
観
客
も
、
つ
ね
に
同
時

に
二
つ
の
互
い
に
相
容
れ
な
い
態
度
を
と
る
。
つ
ま
り
、
俳
優
が
魔
法
に
か
け
ら
れ
て
陶
酔
し
、
無
意
識
的
に
演
じ
る
身
体
へ
と
（
回
帰

的
に
）
変
容
す
る
と
き
、
観
客
も
距
離
を
と
る
こ
と
な
く
共
に
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
他
な
る
状
態
か
ら
、
し
た
が
っ
て
こ
の
状
態
に

反
抗
し
て
、
あ
る
形
態
を
生
み
出
し
固
定
す
る
こ
と
で
、
観
客
と
の
あ
い
だ
に
距
離
が
で
き
る
。
観
客
に
対
し
て
、
眺
め
た
り
観
察
し
た

り
読
み
解
い
た
り
で
き
る
も
の
が
示
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
演
劇
を
観
る
こ
と
は
、
演
じ
て
み
せ
る
こ
と
に
向
け
ら
れ
て
い
る
の
で
、
共

に
あ
る
こ
と
と
観
察
す
る
こ
と
に
分
裂
す
る
。
そ
う
し
て
同
時
に
、
観
る
こ
と
と
演
じ
る
こ
と
は
、
無
差
別
的
な
近
さ
と
氷
の
よ
う
な
距

離
と
の
あ
い
だ
に
引
き
裂
か
れ
る
。
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主
体
の
ド
ラ
マ

哲
学
的
批
判
は
俳
優
の
う
ち
に
、
新
た
な
タ
イ
プ
の
経
済
的
主
体
の
、
最
初
で
典
型
的
な
形
態
を
認
め
、
そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
に
演
劇
の

支
配
と
闘
う
の
だ
が
、
演
劇
の
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
は
、
演
技
の
他
な
る
実
践
を
通
じ
て
こ
の
批
判
に
答
え
る
。
ゆ
え
に
、
演
じ
て
み
せ

る
こ
と
と
し
て
演
技
を
理
解
す
る
こ
と
が
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
に
と
っ
て
正
し
い
の
は
、
そ
れ
が
真
に
美
的
な
と
ら
え
方
で
あ
る
か
ら
だ

け
で
は
決
し
て
な
い
。
た
し
か
に
美
的
な
と
ら
え
方
だ
け
が
、
教
訓
あ
る
い
は
娯
楽
、
道
徳
あ
る
い
は
消
費
の
装
置
と
し
て
で
は
な
く
、

芸
術
と
し
て
の
演
劇
に
ふ
さ
わ
し
く
あ
り
う
る
考
え
方
だ
が
、
ほ
ん
と
う
の
理
由
は
、
演
劇
が
美
的
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
そ
れ
に
よ
っ
て

演
技
に
あ
る
余
剰
が
生
じ
る
か
ら
で
あ
る
。
演
劇
は
こ
の
余
剰
に
よ
っ
て
、
演
劇
に
し
か
で
き
な
い
仕
方
で
、
演
劇
の
支
配
と
闘
う
こ
と

が
で
き
る
の
で
あ
る
。
演
技
は
近
代
の
シ
ア
ト
ロ
ク
ラ
シ
ー
の
支
配
に
対
す
る
武
器
に
な
る
の
で
あ
る
。

ア
ラ
ン
・
バ
デ
ィ
ウ
の
『
ラ
プ
ソ
デ
ィ
ー
』
が
俳
優
を
「
道
徳
的
英
雄
」
と
呼
ん
で
い
る
の
を
ふ
ま
え
る
と
、
こ
の
主
張
が
分
か
っ
て

く
る
。
バ
デ
ィ
ウ
に
よ
れ
ば
、
俳
優
は
、
「
判
断
力
批
判
の
対
象
で
は
な
く
、
実
践
理
性
批
判
の
対
象
で
あ
る
」
[
”
]
。
と
い
う
の
も
、
俳

優
の
う
ち
に
は
あ
る
倫
理
学
が
潜
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
「
演
技
の
倫
理
学
」
の
中
心
に
あ
る
の
は
俳
優
の
独
特
の
能
力
で
あ

り
、
こ
れ
は
バ
デ
ィ
ウ
に
よ
れ
ば
技
術
的
な
能
力
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
「
効
果
（
あ
る
い
は
作
用
）
の
力
」
で
は
な
い
か
ら
で
あ

る
。
あ
る
形
態
・
形
式
を
生
み
出
す
た
め
に
自
己
自
身
を
無
形
式
に
す
る
俳
優
の
能
力
は
、
む
し
ろ
、
「
空
虚
の
縁
を
動
く
」
こ
と
の
う

ち
に
あ
る
。
だ
が
そ
れ
は
ま
さ
に
倫
理
的
能
力
に
他
な
ら
な
い
し
、
そ
れ
こ
そ
が
倫
理
的
能
力
で
あ
る
。
俳
優
が
「
道
徳
的
英
雄
」
で
あ

る
の
は
、
価
値
が
あ
り
、
ゆ
え
に
商
品
化
さ
れ
る
よ
う
な
あ
れ
こ
れ
の
能
力
を
持
つ
個
人
と
し
て
自
分
を
提
示
（
そ
し
て
賞
賛
）
し
な
い
と

い
う
能
力
な
い
し
徳
を
俳
優
が
持
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
「
俳
優
の
上
演
は
つ
ね
に
中
間

(
d
a
z
w
i
s
c
h
e
n
)

で
あ
る
」
。
こ
れ
は
さ
ま
ざ
ま

な
規
定
や
能
力
や
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
中
間
で
あ
る
。
そ
れ
が
俳
優
の
道
徳
的
な
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
自
分
を
超
え
出
た
り
、
自
分
の
う

し
ろ
に
ひ
き
さ
が
っ
た
り
は
す
る
が
、
自
分
に
そ
く
し
て
あ
る
い
は
自
分
に
も
と
づ
い
て
考
え
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
能
力
で
あ
る
。

そ
し
て
俳
優
の
英
雄
的
な
ゆ
え
ん
は
、
俳
優
が
自
分
自
身
、
つ
ま
り
自
分
の
身
体
、
そ
の
運
動
と
表
現
を
芸
術
の
素
材
と
す
る
こ
と
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に
よ
っ
て
、
上
記
の
こ
と
を
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
し
か
し
そ
う
す
る
と
、
ま
さ
に
そ
れ
ゆ
え
に
、
バ
デ
ィ
ウ
の
議
論
に
反
し

て
、
俳
優
は
判
断
力
批
判
の
対
象
で
あ
る
。
俳
優
の
徳
に
は
美
的
な
根
拠
が
あ
る
。
俳
優
は
、
無
形
式
的
で
脱
形
式
化
的
な
変
容
の
戯
れ

(Spiel)

へ
と
美
的
に
回
帰
す
る
勇
気
と
力
を
持
つ
が
、
美
術
や
文
学
と
い
っ
た
芸
術
の
よ
う
に
、
異
質
な
素
材
色
、
石
、
ブ
ロ
ン

ズ
、
言
語
な
ど
ー
に
お
い
て
そ
れ
を
行
う
だ
け
で
は
な
く
、
他
者
の
前
で
実
際
に
そ
れ
を
行
っ
て
み
せ
る
と
い
う
仕
方
で
自
分
自
身
に

そ
く
し
て
行
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
英
雄
的
な
の
は
、
そ
れ
が
例
外
的
だ
か
ら
で
は
な
く
、
そ
れ
が
あ
ら
ゆ
る
成
功
に
ひ
そ
む
危
険
へ
と

自
分
を
さ
ら
す
か
ら
で
あ
る
。

ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
の
演
劇
は
、
俳
優
自
身
が
す
で
に
英
雄

(
H
e
l
d
)

で
あ
る
と
み
な
し
た
の
で
、
こ
の
よ
う
な
演
劇
が
上
演
す
る
ド

ラ
マ
は
俳
優
を
主
人
公

(
H
e
l
d
)

と
す
る
。
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
は
演
劇
性
へ
の
哲
学
的
批
判
に
答
え
る
た
め
「
ポ
ス
ト
ド
ラ
マ
」
的
で

あ
り
、
ゆ
え
に
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
は
演
劇
で
な
に
が
上
演
さ
れ
る
か
で
は
な
く
、
い
か
に
上
演
さ
れ
る
か
、
演
じ
ら
れ
る
か
、
観
ら
れ

る
か
に
集
中
し
て
い
る
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
こ
に
は
い
か
な
る
ド
ラ
マ
も
な
い
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
こ
の
演
劇
が
上
演

す
る
の
は
、
ま
っ
た
く
別
の
種
類
の
ド
ラ
マ
つ
ま
り
行
為
だ
と
い
う
だ
け
で
あ
る
。
あ
る
特
定
の
性
格
、
も
く
ろ
み
、
計
画
を
持
っ
た
人

物
た
ち
の
運
命
、
交
錯
、
衝
突
が
問
題
な
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
俳
優
が
自
分
の
う
ち
で
、
自
分
の
演
技
の
う
ち
で
耐
え
抜
く

ド
ラ
マ
を
外
へ
向
け
て
表
現
す
る
こ
と
が
、
そ
の
行
為
な
の
で
あ
る
。
演
技
の
論
理
か
ら
構
想
さ
れ
た
演
劇
は
、
「
主
体
の
構
成
を
ド
ラ

マ
と
、
ド
ラ
マ
を
主
体
の
構
成
と
」
結
び
つ
け
る
日
。
主
体
の
構
成
と
し
て
の
ド
ラ
マ
と
、
ド
ラ
マ
と
し
て
の
主
体
の
構
成
と
を
上
演

す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
演
じ
る
こ
と
に
も
と
づ
い
て
革
新
さ
れ
た
演
劇
が
舞
台
に
も
た
ら
す
行
為
に
そ
く
し
て
示
さ
れ
る
。
そ
の
行
為
を
行
う

ド
ラ
マ
の
人
物
た
ち
は
、
特
定
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
実
現
す
る
の
で
は
な
く
、
行
動
す
る
と
き
に
自
分
自
身
以
下
で
も
あ
り
そ
れ
以

上
で
も
あ
る
と
い
う
意
味
で
、
ま
る
で
俳
優
な
の
で
あ
る
。
こ
の
人
物
た
ち
の
行
為
は
、
そ
れ
を
見
せ
る
演
技
と
お
な
じ
く
、
形
式
を
解

消
す
る
変
容
の
陶
酔
か
ら
生
じ
る
。
そ
れ
は
無
規
定
的
で
あ
る
と
同
時
に
過
剰
に
規
定
さ
れ
て
お
り
、
ラ
デ
イ
カ
ル
に
偶
然
で
あ
る
と
同

時
に
徹
底
し
て
お
り
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
ヒ
ス
テ
リ
ッ
ク
で
さ
え
あ
る
。
ま
っ
た
く
別
で
も
あ
り
う
る
よ
う
な
単
な
る
可
能
性
で
あ
る
と
同

時
に
、
主
体
が
そ
の
手
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
宿
命
で
も
あ
る
。
演
じ
る
こ
と
に
も
と
づ
い
て
演
劇
を
革
新
す
る
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
は
悲

劇
を
革
新
す
る
の
で
あ
る
邑
゜
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こ
れ
が
、
演
劇
を
「
公
共
的
な
こ
と
が
ら
」
と
し
て
と
ら
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
主
体
と
そ
の
行
為
が
扱
わ
れ
る
制
度

で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
主
体
と
そ
の
行
為
は
公
共
的
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
が
存
在
す
る
の
は
た
だ
現
象
に
お
い
て
、
つ
ま

り
「
現
在
と
い
う
精
神
の
昼
間
」
（
ヘ
ー
ゲ
ル
）
竺
に
お
い
て
だ
け
で
あ
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
以
来
の
哲
学
は
演
劇
を
こ
の
よ
う
に
観
る
の
で
、

演
劇
を
批
判
す
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
哲
学
は
演
劇
の
う
ち
に
、
行
為
と
主
体
性
の
破
壊
を
形
象
化
し
た
も
の
と
、
そ
の
破
壊
を

媒
介
す
る
も
の
を
み
て
と
る
か
ら
で
あ
る
。
行
為
が
技
術
的
に
、
つ
ま
り
作
用
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
た
だ
倫
理
的
に
、

つ
ま
り
善
へ
の
能
力
と
し
て
の
徳
の
実
現
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
な
ら
ば
、
説
得
の
名
手
で
あ
る
俳
優
と
、
そ
の
受
動
的
な
受
け
手
で
あ

る
観
客
は
、
行
為
能
力
の
あ
る
主
体
で
は
な
い
。

演
劇
は
こ
れ
に
た
い
し
て
、
行
為
と
主
体
性
、
さ
ら
に
は
徳
、
つ
ま
り
倫
理
的
な
も
の
の
意
味
を
、
演
技
に
も
と
づ
い
て
ラ
デ
イ
カ
ル

に
新
し
く
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
を
防
御
す
る
。
公
共
的
な
こ
と
が
ら
と
し
て
の
演
劇
の
自
己
正
当
化
は
奴
隷
的
で
は
な
く
、
哲

学
に
た
い
す
る
弁
解
で
は
な
い
。
む
し
ろ
演
劇
の
正
当
化
は
反
撃
で
あ
る
。
そ
れ
は
シ
ア
ト
ロ
ク
ラ
シ
ー
に
対
す
る
哲
学
の
批
判
と
争
う

の
で
は
な
く
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
啓
蒙
以
来
の
哲
学
が
し
て
き
た
よ
う
に
、
主
体
と
そ
の
行
為
を
理
性
的
能
力
の
体
現
と
し
て
理
解
す
る
こ

と
と
争
う
。
演
劇
の
支
配
に
対
す
る
哲
学
の
批
判
は
こ
の
理
解
に
端
を
発
し
て
い
る
。
こ
の
批
判
に
た
い
す
る
演
劇
の
弁
護
は
、
ほ
か
で

も
な
い
、
あ
る
他
な
る
行
為
、
あ
る
他
な
る
主
体
の
名
に
お
け
る
、
シ
ア
ト
ロ
ク
ラ
シ
ー
と
の
闘
い
の
う
ち
に
あ
る
。
そ
れ
は
、
演
じ
る

こ
と
の
で
き
る
主
体
、
し
た
が
っ
て
「
空
虚
の
縁
で
動
く
」
こ
と
の
で
き
る
主
体
で
あ
る
。

反
撃

ク
リ
ス
ト
フ
・
メ
ン
ケ

フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
大
学
教
授
（
実
践
哲
学
）
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※
原
注
で
挙
げ
ら
れ
た
文
献
の
う
ち
、
邦
訳
が
あ
る
場
合
は
邦
訳
の
ほ
う
を
掲
載
し
た
。

※
引
用
文
の
翻
訳
は
、
す
べ
て
本
稿
の
訳
者
に
よ
る
。

r
-
（
訳
注
）
テ
オ
ド
ー
ル
．

w
．
ア
ド
ル
ノ
（
竹
峰
義
和
訳
）
「
芸
術
と
諸
芸
術
」
、
（
「
模
範
像
な
し
に
』
、
み
す
ず
書
房
、
二

0
一
七
年
）

竺
ア
ラ
ン
・
バ
デ
ィ
ウ
「
演
劇
の
た
め
の
ラ
プ
ソ
デ
ィ
ー
＂
哲
学
的
小
論
』

(
A
l
a
i
n
B
a
d
i
o
u
,
 R
h
a
p
s
o
d
i
e
 p
o
u
r
 le theatre: court tra
足
苓
き
＇

s
o
p
b
苓
特
.Paris:
P
r
e
s
s
e
s
 universitaires d
e
 F
r
a
n
c
e
:
 2
0
1
4
,
 p
.
1
9
)
 

竺
ユ
リ
ア
ネ
・
レ
ー
ベ
ン
テ
ィ
ッ
シ
ュ
「
自
由
の
芸
術
＂
民
主
主
義
的
存
在
の
弁
証
法
』

(
J
u
l
i
a
n
e
R
e
b
e
n
t
i
s
c
h
,
 D
i
e
 K
u
n
s
t
 d
e
r
 Freiheit. 

N
u
r
 Dialektik d
e
m
o
k
,
註
苔
h
e
r
Existenz. B
e
r
l
巨
S
u
h
r
k
a
m
p
2
0
1
2
.
)
を
参
ク
照
。

叫
一
（
訳
注
）
『
ニ
ー
チ
ェ
全
集
』
第
四
巻
（
第
I
期
）
、
大
河
内
了
義
訳
、
白
水
社
、
一
九
八
一
年
、
四
七
三
頁
。

竺
（
訳
注
）
『
ニ
ー
チ
ェ
全
集
』
第
一
巻
（
第
11
期
）
、
薗
田
宗
人
訳
、
白
水
社
、
一
九
八
二
年
、
七
八
頁
。

竺
（
訳
注
）
同
所
。

勺
一
ハ
ン
ス
1
1

テ
ィ
ー
ス
・
レ
ー
マ
ン
（
谷
川
道
子
他
訳
）
『
ポ
ス
ト
ド
ラ
マ
演
劇
』
（
同
学
社
、
二

0
0
二
年
）

渭
一
マ
イ
ケ
ル
・
フ
リ
ー
ド
（
川
田
都
樹
子
、
藤
枝
晃
雄
訳
）
「
芸
術
と
客
体
性
」
（
『
批
評
空
間
臨
時
増
刊
号
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
ハ
ー
ド
・
コ
ア
』
、

太
田
出
版
、
一
九
九
五
年
）
、
ス
タ
ン
リ
ー
・
カ
ヴ
ェ
ル
「
待
っ
ゲ
ー
ム
を
終
え
る
~
ベ
ケ
ッ
ト
の
『
勝
負
の
終
わ
り
』
の
読
解
』(
S
t
a
n
l
e
y

Cavell, E
n
d
i
n
g
 the W
a
i
t
i
n
g
 G
a
m
e
.
 A
 R
e
a
d
i
n
g
 o
f
 Beckett's E
n
d
g
a
吾
.
In: Ders・, M
u
s
t
 W
e
 M
e
a
n
 W

言
W
e
S
a
y
?
(
ぃ目
b
r
i
d
g
e
U
n
i
,
 

versity P
r
e
s
s
 1
9
7
6
.
)
 

竺
ジ
ャ
ッ
ク
・
ラ
ン
シ
ェ
ー
ル
（
梶
田
裕
訳
）
「
解
放
さ
れ
た
観
客
』
（
法
政
大
学
出
版
局
、
二

0
一
三
年
）
を
参
照
。

咄
―
ニ
コ
ラ
・
ブ
リ
オ
ー
「
関
係
性
の
美
学
』

(
N
i
c
o
l
a
s
B
o
u
r
r
i
a
u
d
,
 Esthetique relationelle. 
Paris: L
e
s
 p
r
e
s
s
e
s
 d

u
 reel 1
9
9
8
)
、
批
判
と

し
て
は
、
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
1
1

ガ
ル
シ
ア
・
デ
ュ
ッ
ト
マ
ン
『
参
加
こ
収
象
の
意
識
』

(
A
l
e
x
a
n
d
e
r
G
a
r
c
i
a
 D
i
i
t
t
m
a
n
n
,
 T
e
i
l
n
a
h
m
e
.
 B
e
,
 

尽`
sstsein
d
e
s
 
Scheins•Konstanz 

U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
 P
r
e
s
s
 2
0
1
1
)
を
参
照
。

竺
（
訳
注
）
『
ニ
ー
チ
ェ
全
集
』
第
一
巻
（
第
I
期
）
、
浅
井
真
男
訳
、
白
水
社
、
一
九
七
九
年
、
六
八
頁
。

竺
（
訳
注
）
『
ニ
ー
チ
ェ
全
集
』
第
四
巻
（
第
11
期
）
、
西
尾
幹
二
訳
、
白
水
社
、
一
九
八
七
年
、
九
四
頁
。

旧
一
（
訳
注
）

B
a
d
i
o
u
,
R
h
a
p
s
o
d
i
e
 p
o
u
r
 le theatre、p.95.

竺
カ
ー
ル
・
ヘ
ゲ
マ
ン
『
自
己
と
自
己
矛
盾
こ
日
己
構
成
の
ド
ラ
マ
に
つ
い
て
の
ノ
ー
ト
』

(
C
a
r
l
H
e
g
e
m
a
n
n
,
 Selbst u
n
d
 Selbst,Wider, 

苺
登

b
•
N
o
t
蒋
n
g
m
D
r
a
m
ad
e
r
S
恙
r
k
t茶
mstitut
固
.In:
F
r
i
e
d
e
m
a
n
n
 K
r
e
u
d
e
r
 u.a.(Hrsg.), T
h
e
a
t
e
r
 u
n
d
 Subjektkonstitution. T
h
e
,
 

き
貶
e
p
r
稔
忌
g
N
g
苔
h
e
n
Affirmation u
n
d
 S
u
苓
ersさ
n・Bielefeld:
transcript 2
0
1
2
)
 

旧
一
ハ
ン
ス
1
1

テ
ィ
ー
ス
・
レ
ー
マ
ン
「
悲
劇
と
ド
ラ
マ
演
劇
』

(
H
a
n
s
,
T
h
i
e
s
L
e
h
m
a
n
n
,
 Tragodie u
n
d
 d
r
a
m
a
t
苔
h
e
s
Theater. Berlin: A
l＇ 

e
x
a
n
d
e
r
 2
0
1
3
)
を
参
照
。

旧
一
（
訳
注
）
ヘ
ー
ゲ
ル
（
長
谷
川
宏
訳
）
『
精
神
現
象
学
』
、
作
品
社
、
一
九
九
八
年
‘
―
二
八
頁
。

註
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こ
こ
に
日
本
語
訳
し
た
の
は
、
雑
誌
『
メ
ル
ク
ー
ア
』

(Merkur)

八
一
＝
一
号
（
二

0
一
七
年
二
月
）
に
掲
載
さ
れ
た
論
考
C
h
r
i
s
t
o
p
h

M
e
n
k
e
,
 "Kritik u
n
d
 A
p
o
l
o
g
i
e
 d
e
s
 T
h
e
a
t
e
r
s
"
で
あ
る
。
著
者
は
ま
ず
、
演
劇
と
は
「
国
家
的
な
こ
と
が
ら
」
で
あ
る
と
い
う
ア
ラ
ン
・

バ
デ
ィ
ウ
の
議
論
（
『
演
劇
に
つ
い
て
の
ラ
プ
ソ
デ
ィ
ー
』
）
を
受
け
て
、
演
劇
と
は
深
い
意
味
に
お
い
て
「
公
共
的
な
制
度
」
で
あ
り
、
そ
れ

ゆ
え
に
哲
学
か
ら
の
疑
念
に
対
し
て
正
当
化
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
論
を
起
こ
し
て
い
る
。
こ
の
哲
学
か
ら
の
演
劇
に
対
す
る
疑
念
を
典

型
的
に
表
し
て
い
る
の
が
、
プ
ラ
ト
ン
と
テ
ュ
キ
ュ
デ
イ
デ
ス
に
よ
る
「
シ
ア
ト
ロ
ク
ラ
シ
ー
」
（
テ
ア
ト
ロ
ク
ラ
テ
ィ
ア
）
と
い
う
言
葉
で

あ
り
、
メ
ン
ケ
は
こ
の
言
薬
を
「
政
治
と
社
会
の
演
劇
化
」
と
理
解
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
世
界
と
自
己
自
身
に
つ
い

て
の
私
た
ち
の
理
解
が
、
俳
優
と
観
客
と
い
う
モ
デ
ル
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
と
い
う
事
態
で
あ
り
、
プ
ラ
ト
ン
に
は
じ
ま
り
「
ル
ソ
ー

か
ら
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
と
ニ
ー
チ
ェ
を
経
て
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
と
ド
ゥ
ボ
ー
ル
」
に
至
る
著
者
た
ち
は
、
こ
れ
を
厳
し
く
批
判
し
て
き
た
。
な
ぜ

な
ら
、
「
観
客
」
と
い
う
形
象
は
、
行
為
の
不
在
と
受
動
性
を
含
意
し
て
お
り
、
「
俳
優
」
と
い
う
形
象
は
、
自
己
表
現
と
レ
ト
リ
ッ
ク
に

よ
る
他
者
へ
の
「
効
果
」
の
追
求
を
含
意
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
演
劇
モ
デ
ル
に
よ
っ
て
と
ら
え
ら
れ
た
政
治
・
社
会

を
、
メ
ン
ケ
は
ニ
ー
チ
ェ
『
ツ
ア
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
の
表
現
を
借
り
つ
つ
、
「
仮
象
の
販
売
と
消
費
を
め
ぐ
る
」
「
市
場
」
と
定
式
化
す

る
。
二
十
世
紀
の
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
演
劇
は
、
こ
の
よ
う
な
批
判
を
受
け
止
め
て
「
自
己
省
察
」
的
に
な
っ
た
演
劇
、
「
演
劇
を
や
っ

つ
け
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
生
き
延
び
よ
う
と
す
る
演
劇
で
あ
っ
た
が
、
観
客
を
「
能
動
的
」
に
し
よ
う
と
す
る
そ
の
試
み
は
、
（
ジ
ャ
ッ

ク
・
ラ
ン
シ
ェ
ー
ル
が
『
解
放
さ
れ
た
観
客
」
で
指
摘
し
た
よ
う
に
）
白

I

己
矛
盾

I

す
る
も
の
と
し
て
失
敗
し
た
。
そ
の
後
に
出
て
き
た
の
は
、
観

客
席
と
舞
台
と
の
区
別
を
廃
棄
し
て
、
演
劇
を
人
々
の
「
集
合
」
の
場
と
す
る
と
い
う
、
「
参
加
」
の
戦
略
で
あ
る
が
、
メ
ン
ケ
に
よ
れ

ば
、
こ
の
戦
略
は
、
演
劇
の
「
存
在
」
を
な
す
「
演
技
」
を
廃
棄
し
て
し
ま
う
が
ゆ
え
に
、
演
劇
の
自
己
廃
棄
に
つ
な
が
る
。
こ
れ
に
対

し
て
メ
ン
ケ
が
提
起
す
る
の
は
、
演
技
か
ら
演
劇
と
そ
の
観
客
を
考
え
直
す
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
ニ
ー
チ
ェ
が
『
悲
劇
の
誕
生
』
で
展

開
し
た
議
論
を
受
け
継
い
で
、
俳
優
の
演
技
と
は
、
自
己
の
個
体
性
（
社
会
的
地
位
・
主
体
性
）
を
忘
却
し
、
そ
の
「
忘
我
的
な
自
己
変
容
」

の
状
態
か
ら
新
た
な
形
態
を
生
み
出
し
て
観
客
に
提
示
し
つ
つ
、
そ
れ
を
さ
ら
に
解
体
す
る
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
の
繰
り
返
し
で
あ
る
と
論

じ
る
。
そ
し
て
俳
優
と
時
間
・
空
間
を
共
有
す
る
観
客
も
、
俳
優
の
側
で
の
忘
我
的
自
己
変
容
と
形
態
の
提
示
の
あ
い
だ
の
運
動
に
応
じ

解

題

田

中

均
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て
、
俳
優
と
共
に
あ
る
こ
と
と
、
俳
優
を
観
察
す
る
こ
と
の
あ
い
だ
で
分
裂
し
、
揺
れ
動
く
。
メ
ン
ケ
は
最
後
に
、
俳
優
は
「
道
徳
的
英

雄
」
で
あ
る
と
い
う
バ
デ
ィ
ウ
の
表
現
を
ひ
い
て
、
俳
優
は
、
「
価
値
が
あ
り
、
ゆ
え
に
商
品
化
さ
れ
る
よ
う
な
あ
れ
こ
れ
の
能
力
を
持

つ
個
人
と
し
て
自
分
を
提
示
（
そ
し
て
賞
賛
）
し
な
い
と
い
う
能
力
な
い
し
徳
を
持
っ
て
い
る
」
（
強
調
は
引
用
者
に
よ
る
）
と
結
論
す
る
。
そ

し
て
、
演
劇
は
、
主
体
・
行
為
•
徳
·
倫
理
的
な
も
の
を
ラ
デ
ィ
カ
ル
に
問
い
直
す
が
ゆ
え
に
、
「
公
共
的
」
な
の
だ
と
主
張
し
て
い
る
。

以
上
の
議
論
に
関
し
て
、
訳
者
自
身
の
観
点
か
ら
付
言
す
る
と
す
れ
ば
、
「
参
加
」
に
関
し
て
考
察
を
深
め
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
観
客
の
「
参
加
」
を
促
す
演
劇
は
演
技
を
廃
棄
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
演
劇
自
体
を
廃
棄
し
て
し
ま
う
と
い
う
メ
ン
ケ
の
批
判

に
対
し
て
は
、
彼
が
考
え
て
い
る
よ
う
な
「
参
加
す
る
観
客
」
は
む
し
ろ
「
自
分
自
身
を
演
じ
る
」
の
だ
と
答
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
よ

り
正
確
に
言
え
ば
、
自
分
自
身
を
演
じ
る
よ
う
に
呼
び
か
け
ら
れ
、
そ
れ
に
応
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
自
身
を
演
じ
さ
せ
ら
れ
る
の

で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
応
答
に
よ
っ
て
、
観
客
の
「
参
加
」
を
促
す
演
劇
が
弁
護
さ
れ
る
か
と
言
え
ば
、
そ
れ
は
ま
た
別
の
問
題
で
あ

り
、
こ
の
点
を
批
判
的
に
考
察
す
る
上
で
、
「
演
じ
て
み
せ
る
こ
と
」
を
め
ぐ
る
メ
ン
ケ
の
議
論
は
有
効
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
「
参
加
」

に
お
け
る
演
技
に
は
、
二
つ
の
異
な
る
あ
り
方
が
考
え
ら
れ
る
。
―
つ
は
、
自
分
と
は
「
他
な
る
者
」
を
演
じ
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
は

メ
ン
ケ
が
と
ら
え
る
よ
う
な
、
忘
我
的
な
自
己
変
容
と
形
態
の
産
出
・
提
示
の
交
代
に
観
客
自
ら
も
身
を
投
じ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
「
価

値
あ
る
能
力
を
持
つ
個
人
」
と
は
別
の
あ
り
方
を
提
示
す
る
こ
と
で
あ
り
、
メ
ン
ケ
が
『
悲
劇
の
誕
生
』
に
お
け
る
コ
ロ
ス
を
ふ
ま
え
て

特
徴
付
け
る
「
観
客
」
の
あ
り
方
も
、
こ
の
よ
う
な
方
向
性
を
示
唆
し
て
い
る
と
解
釈
で
き
る
。
こ
れ
に
た
い
し
て
、
「
参
加
」
に
お
け

る
も
う
―
つ
の
演
技
の
あ
り
方
と
は
、
「
自
分
自
身
」
を
演
じ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
演
技
の
う
ち
の
忘
却
的
な
自
己
変
容

の
契
機
は
捨
象
さ
れ
、
参
加
す
る
観
客
は
、
他
の
観
客
に
た
い
し
て
、
そ
し
て
作
者
あ
る
い
は
演
出
家
に
た
い
し
て
、
自
分
自
身
の
形
象

を
造
形
し
て
提
示
す
る
こ
と
こ
と
に
集
中
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
場
合
の
演
技
に
お
い
て
、
観
客
は
、
「
自
分
自
身
を
示
せ
」
と
い
う

指
示
と
「
他
者
に
求
め
ら
れ
る
形
態
を
示
せ
」
と
い
う
指
示
と
か
ら
な
る
ダ
ブ
ル
バ
イ
ン
ド
に
陥
る
。
「
自
分
自
身
を
演
じ
る
」
こ
と
と

は
、
他
者
か
ら
の
ま
な
ざ
し
に
対
し
て
、
そ
の
期
待
に
応
え
う
る
「
価
値
あ
る
能
力
」
を
持
つ
個
人
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
よ
う
と
す

る
、
終
わ
り
の
な
い
労
苦
に
な
る
。

こ
の
よ
う
な
視
点
は
、
演
劇
に
限
ら
ず
、
本
号
の
石
田
圭
子
氏
の
論
文
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
、
美
術
の
領
域
に
お
け
る
「
参
加

型
」
の
作
品
に
つ
い
て
も
示
唆
を
与
え
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。




