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Ｗ
・
サ
マ
セ
ッ
ト
・
モ
ー
ム

『
自
選
戯
曲
集

第
二
巻
』
へ
の
序
文

翻
訳

宮
川
誠

こ
の
巻
の
最
初
の
三
つ
の
戯
曲
は
書
か
れ
た
順
に
並
べ
て
あ
る
。

『
お
え
ら
方
』
の
ロ
ン
ド
ン
で
の
初
演
は
一
九
二
三
年
。
当
時
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
卿
が
難
局
に
追
い
込
ま
れ

（

１

）

（

２

）

（

３

）

た
の
に
合
わ
せ
、
第
二
幕
の
最
後
の
場
面
に
変
更
を
加
え
て
の
上
演
だ
っ
た
が
、
書
い
た
の
は
ロ
ー
マ
で
、

一
九
一
五
年
の
初
頭
の
こ
と
だ
。
書
き
上
げ
て
か
ら
八
年
、
や
っ
と
こ
れ
が
上
演
さ
れ
た
時
、
評
論
家
の

中
に
、
そ
れ
以
前
の
私
の
戯
曲
よ
り
登
場
人
物
に
深
み
が
増
し
た
、
と
論
評
し
た
人
が
何
人
か
い
た
。
私

は
そ
れ
を
知
っ
て
ち
ょ
っ
と
愉
快
だ
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
彼
等
が
以
前
の
戯
曲
だ
と
言
っ
て
い
る
の
は

『
お
え
ら
方
』
よ
り
ず
っ
と
後
に
書
い
た
も
の
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
つ
い
で
に
付
け
加
え
て
お
く
と
、

こ
の
選
集
で
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
か
た
ち
に
戻
し
た
。
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
方
が
実
際
に
有
り
得
そ
う
だ
し
、
そ

れ
に
、
今
で
は
誰
も
こ
れ
を
シ
ョ
ッ
キ
ン
グ
だ
と
は
思
わ
な
い
だ
ろ
う
。
ロ
ン
ド
ン
初
演
か
ら
の
こ
の
数

年
の
間
に
、
観
客
は
遥
か
に
明
け
っ
広
げ
に
な
っ
た
。
仮
に
こ
の
芝
居
が
再
演
さ
れ
た
と
し
て
、
初
演
時

（

４

）

あ

ぴ
ろ

に
は
観
客
が
驚
き
と
恐
怖
で
息
を
呑
ん
だ
、
登
場
人
物
の
一
人
の
使
う

と
い
う
言
葉
も
、
も
は
や
彼
の

slut

（
５
）
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憤
り
を
完
全
に
は
伝
え
き
れ
な
い
く
ら
い
だ
。

『
手
の
届
か
ぬ
も
の
』
は
『
キ
ャ
ロ
ラ
イ
ン
』
の
題
名
で
上
演
さ
れ
た
も
の
で
、
主
演
の
ア
イ
リ
ー

（

６

）

ン
・
ヴ
ァ
ン
ブ
ル
ー
は
そ
の
輝
か
し
い
経
歴
の
中
で
も
特
筆
に
値
す
る
演
技
を
見
せ
て
く
れ
た
。
こ
の
戯

（

７

）

曲
に
関
し
て
は
ち
ょ
っ
と
変
わ
っ
た
経
験
が
あ
る
。
私
は
こ
れ
を
一
九
一
五
年
の
秋
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
で
書

い
た
の
だ
が
、
当
時
私
は
秘
密
情
報
局
の
仕
事
に
就
い
て
い
た
。
ス
イ
ス
政
府
は
ス
パ
イ
活
動
を
良
し
と

し
て
お
ら
ず
、
前
任
者
は
非
合
法
活
動
に
携
わ
る
緊
張
で
神
経
を
や
ら
れ
て
し
ま
っ
た
と
の
こ
と
だ
っ
た
。

私
よ
り
繊
細
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
ま
た
、
ロ
ー
ザ
ン
ヌ
で
任
務
に
当
た
っ
て
い
た
者
は
禁
固
二
年
の
刑
を

受
け
服
役
中
だ
っ
た
。
私
は
政
治
犯
が
ど
の
よ
う
な
待
遇
を
受
け
る
の
か
知
ら
な
か
っ
た
し
、
も
し
そ
う

し
た
嫌
な
出
来
事
が
私
に
降
り
か
か
っ
た
と
し
て
、
果
た
し
て
獄
中
で
紙
と
ペ
ン
の
所
有
が
許
さ
れ
る
の

か
ど
う
か
も
知
ら
な
か
っ
た
。
書
き
だ
し
た
芝
居
を
途
中
で
止
め
る
の
は
私
の
性
に
合
わ
な
い
。
長
い
中

断
の
後
そ
れ
を
再
び
取
り
上
げ
る
の
が
ど
ん
な
に
大
変
か
は
解
っ
て
い
た
。
だ
か
ら
『
手
の
届
か
ぬ
も

の
』
の
最
後
の
一
行
を
書
き
終
え
た
時
に
は
本
当
に
吻
っ
と
し
た
も
の
だ
。

ほ

原
稿
を
ロ
ン
ド
ン
に
送
り
、
す
ぐ
に
リ
ハ
ー
サ
ル
が
始
ま
っ
た
。
私
は
こ
の
戯
曲
を
、
全
体
が
最
後
の

幕
の
喜
劇
的
な
シ
ー
ン
に
向
か
っ
て
進
む
よ
う
に
書
い
た
。
そ
れ
は
古
典
的
な
〝
人
違
い
〟
の
シ
ー
ン
で
、

私
の
考
え
で
は
面
白
い
も
の
に
な
る
筈
だ
っ
た
。
実
際
、
ア
イ
リ
ー
ン
・
ヴ
ァ
ン
ブ
ル
ー
が
こ
の
劇
を
引

き
受
け
て
く
れ
た
の
も
、
こ
の
場
面
の
生
気
溢
れ
る
台
詞
の
故
だ
っ
た
。
私
は
ど
う
に
か
数
日
間
の
休
暇
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を
貰
う
と
、
最
終
の
リ
ハ
ー
サ
ル
に
立
ち
会
う
べ
く
ロ
ン
ド
ン
へ
出
向
い
た
。
開
演
の
日
時
は
決
ま
っ
て

お
り
、
全
て
が
順
調
に
進
ん
で
い
た
。
役
者
の
台
詞
の
言
い
回
し
は
完
璧
で
、
最
初
の
二
幕
の
間
、
私
は

ふ
た
ま
く

何
の
不
満
も
な
く
椅
子
に
腰
掛
け
、
頭
に
描
い
た
と
お
り
の
も
の
が
稽
古
場
に
現
出
し
て
い
る
の
を
見
て

い
た
。
必
ず
や
最
終
幕
は
こ
の
喜
劇
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
と
な
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
名
優
ジ
ョ
ー
ジ
・

タ
リ
ー
も
登
場
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

（

８

）

い
よ
い
よ
第
三
幕
の
最
終
リ
ハ
ー
サ
ル
が
始
ま
っ
た
。
役
者
達
は
そ
れ
以
上
は
望
め
な
い
ほ
ど
上
手
に

演
じ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
弱
っ
た
こ
と
に
、
全
く
面
白
く
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
は
ハ
チ
ャ
メ
チ
ャ
な

騒
ぎ
が
起
こ
る
場
面
で
、
そ
れ
が
こ
の
幕
全
体
の
三
分
の
二
を
占
め
て
お
り
、
こ
こ
に
到
達
す
る
た
め
に

初
め
の
二
幕
を
工
夫
し
た
筈
な
の
に
、
だ
。
や
る
べ
き
こ
と
は
一
つ
し
か
な
か
っ
た
。
リ
ハ
ー
サ
ル
が
終

わ
る
の
を
待
っ
て
、
私
は
制
作
の
デ
ィ
オ
ン
・
ブ
ー
シ
コ
ー
に
近
寄
る
と
、
こ
れ
で
は
絶
対
客
に
受
け
な

（

９

）

い
か
ら
、
二
十
四
時
間
時
間
を
呉
れ
、
台
本
を
家
に
持
っ
て
帰
っ
て
最
後
の
幕
を
書
き
換
え
た
い
、
と
頼

ん
だ
。
私
は
落
胆
こ
の
上
な
か
っ
た
場
面
を
取
り
去
っ
た
。
そ
れ
と
共
に
ジ
ョ
ー
ジ
・
タ
リ
ー
が
演
ず
る

こ
と
に
な
っ
て
い
た
役
も
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
今
読
者
に
お
目
に
掛
け
て
い
る
の
が
そ
の
結
果
で
あ

る
。
作
者
本
人
が
自
分
の
作
品
の
欠
点
を
読
者
に
指
摘
す
べ
き
か
ど
う
か
は
分
か
ら
な
い
が
、
も
し
私
が

批
評
家
だ
っ
た
ら
、
こ
の
劇
は
実
質
的
に
は
第
一
幕
で
終
わ
っ
て
い
る
、
と
言
っ
て
お
く
の
が
義
務
だ
と

感
じ
る
だ
ろ
う
。
第
二
幕
以
降
は
全
て
観
客
の
想
像
力
に
任
せ
て
も
全
く
問
題
な
い
。
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＊

＊

＊

私
の
中
に
い
る
同
じ
厳
し
い
批
評
家
は
、
こ
の
巻
の
三
つ
目
の
戯
曲
『
夫
が
多
す
ぎ
て
』
に
つ
い
て
も
同

（
１
０
）

様
の
見
解
を
述
べ
る
だ
ろ
う
。
も
し
そ
こ
に
情
状
酌
量
の
余
地
が
あ
る
と
す
る
な
ら
、
ど
ち
ら
の
芝
居
に

も
、
作
劇
の
厳
格
な
基
準
か
ら
外
れ
た
罪
を
償
っ
て
く
れ
る
面
白
い
シ
ー
ン
が
幾
つ
か
あ
る
こ
と
か
。

『
夫
が
多
す
ぎ
て
』
は
大
戦
中
の
最
後
の
冬
に
サ
ナ
ト
リ
ウ
ム
で
書
い
た
も
の
で
あ
る
。
ス
イ
ス
の
監

獄
は
免
れ
た
も
の
の
、
従
事
す
る
仕
事
の
関
係
上
、
猛
烈
に
過
酷
な
冬
に
曝
さ
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
私

は
、
肺
結
核
に
感
染
し
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
は
ロ
シ
ア
へ
の
旅
で
さ
ら
に
悪
化
し
、
ボ
ル
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
が

権
力
を
掌
握
し
た
た
め
帰
国
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
時
、
私
は
ひ
ど
く
元
気
を
失
っ
て
い
た
。
保
養
が
必
要

だ
っ
た
。
が
、
ダ
ヴ
ォ
ス
や
サ
ン
モ
リ
ッ
ツ
へ
行
く
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
私
は
ス
コ
ッ

（
１
１
）

（
１
２
）

ト
ラ
ン
ド
へ
行
く
こ
と
に
し
た
。
ノ
ー
ド
ラ
ッ
ク
・
オ
ン
・
デ
ィ
ー
で
の
生
活
は
と
て
も
快
適
だ
っ
た
。

（
１
３
）

毎
日
六
時
に
は
ベ
ッ
ド
に
送
ら
れ
る
。
早
い
夕
食
は
私
に
長
い
夜
を
与
え
て
く
れ
る
。
冷
た
く
無
風
の
夜

が
開
け
放
た
れ
た
窓
か
ら
部
屋
に
忍
び
込
み
、
私
は
ミ
ト
ン
の
手
袋
を
は
め
て
、
気
持
好
く
ペ
ン
を
取
る
。

笑
劇
を
書
く
に
は
絶
好
の
機
会
だ
っ
た

『
夫
が
多
す
ぎ
て
』
は
笑
劇
以
上
の
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
目
で

。

フ
ァ
ー
ス

公
演
を
観
る
機
会
は
な
か
っ
た
が
、
観
た
人
は
大
い
に
笑
っ
て
く
れ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
批
評
家
の
中
に
は

無
慈
悲
だ
、
非
人
情
だ
と
言
う
者
も
い
た
が
、
私
は
そ
う
は
思
っ
て
い
な
い
。
こ
れ
を
書
い
た
時
は
と
て

も
気
分
が
乗
っ
て
い
て
、
観
客
を
楽
し
ま
せ
る
こ
と
に
心
を
砕
い
た
つ
も
り
だ
。
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＊

＊

＊

こ
れ
は

『
お
え
ら
方

『
手
の
届
か
ぬ
も
の
』
に
つ
い
て
も
言
え
る
。
こ
の
戯
曲
集
の
第
一
巻
の
序
文
を

、

』

お
読
み
に
な
っ
た
方
な
ら
、
〝
観
客
を
楽
し
ま
せ
る
こ
と
〟
こ
そ
が
喜
劇
の
役
割
だ
、
と
私
が
思
っ
て
い

る
と
聞
い
て
も
驚
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
喜
劇
も
芸
術
作
品
で
あ
る
べ
き
だ
が
、
そ
の
役
割
は
人
を
教
化
啓

発
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
そ
の
時
代
の
愚
行
を
手
厳
し
く
批
判
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は

つ
い
で
で
あ
っ
て
、
し
か
も
喜
劇
と
い
う
疑
い
も
な
く
称
讃
に
値
す
る
方
法
で
笑
い
を
誘
う
範
囲
内
に
お

、
、
、

い
て
の
こ
と
で
あ
る
。
あ
く
ま
で
目
的
は
観
客
を
楽
し
ま
せ
る
こ
と
。
彼
等
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
で
は
な

い
。

芝
居
に
関
す
る
本
を
書
い
た
り
百
科
事
典
の
演
劇
の
項
を
担
当
す
る
教
養
あ
る
方
々
が
、
私
の
戯
曲
を
商

業
演
劇
に
分
類
し
て
い
る
こ
と
は
知
っ
て
い
る
。
ト
ー
タ
ル
す
れ
ば
私
の
書
い
た
も
の
で
興
行
主
が
儲
け

た
こ
と
は
確
か
だ
し
、
お
蔭
で
私
も
借
金
取
り
に
追
い
回
さ
れ
な
い
で
暮
ら
し
て
来
ら
れ
た
。

芸
術
と
し
て
の
演
劇
の
難
し
さ
の
大
半
は
、
そ
れ
が
観
客
に
頼
っ
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
観
客
は
大
人
数

の
集
団
で
あ
る
が
、
他
の
芸
術
は
、
御
存
知
の
よ
う
に
、
群
衆
と
は
全
く
関
係
な
い
。

労
働
者
階
級
は
、
生
き
て
ゆ
く
た
め
に
必
要
な
も
の
を
手
に
入
れ
る
の
に
日
々
汲
々
と
し
て
い
て
、
芸
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術
な
ど
と
い
う
己
の
利
害
と
は
何
の
関
係
も
な
い
も
の
を
趣
味
と
す
る
余
裕
は
な
い
。
上
流
階
級
は
芸
術

は
全
然
解
っ
て
い
な
い
し
、
解
ら
な
く
て
も
平
気
だ
。
時
に
興
味
を
持
っ
て
い
る
よ
う
な
風
を
す
る
が
、

ふ
り

そ
れ
は
一
種
の
流
行
で
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
社
交
界
で
自
分
を
差
別
化
で
き
る
か
ら
に
す
ぎ
な
い
。

高
貴
な
御
婦
人
方
が
芸
術
家
と
親
し
む
の
は
、
昔
お
屋
敷
に
道
化
を
置
い
て
い
た
の
と
何
ら
変
わ
ら
な
い
。

芸
術
へ
の
興
味
が
も
し
或
る
階
級
の
中
に
見
つ
か
る
と
す
れ
ば
、
普
通
そ
れ
は
中
産
階
級
の
中
で
あ
ろ
う
。

イ
ギ
リ
ス
を
観
察
し
た
或
る
ド
イ
ツ
人
が
言
っ
て
い
た
が
、
芸
術
へ
の
関
心
が
高
い
の
は
も
っ
ぱ
ら
ロ
ン

ド
ン
の
北
と
西
の
地
区
で
あ
る
と
の
こ
と
。
し
か
し
こ
の
二
地
区
に
お
い
て
も
、
そ
れ
は
滅
多
に
見
ら
れ

（
１
４
）

る
も
の
で
は
な
い
筈
だ
。
と
い
う
の
は
、
芸
術
に
関
心
を
持
つ
に
は
、
持
っ
て
生
ま
れ
た
芸
術
へ
の
本
能

ば
か
り
で
な
く
―
―
そ
の
本
能
を
持
っ
て
い
る
こ
と
自
体
な
か
な
か
な
い
こ
と
な
の
だ
が
―
―
そ
の
涵
養

に
意
図
的
な
努
力
が
必
要
だ
か
ら
だ
。
こ
の
二
つ
が
必
要
な
こ
と
は
、
或
る
一
つ
の
芸
術
を
真
に
理
解
し

て
い
る
か
ら
と
言
っ
て
、
そ
れ
が
決
し
て
他
の
芸
術
の
理
解
に
繋
が
っ
て
ゆ
く
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
考

え
て
み
れ
ば
解
る
。
絵
に
高
い
鑑
賞
眼
を
持
つ
者
が
、
文
学
や
音
楽
を
全
く
理
解
で
き
な
い
こ
と
は
よ
く

あ
る
。
そ
ん
な
わ
け
で
、
芸
術
は
少
数
の
人
に
訴
え
る
も
の
、
と
言
え
る
。

し
か
し
芝
居
は
そ
れ
で
は
や
っ
て
ゆ
け
な
い
。
芝
居
は
二
階
桟
敷
席
に
い
る
労
働
者
に
も
、
一
階
一
等
席

に
い
る
着
飾
っ
た
若
者
に
も
等
し
く
訴
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
フ
ィ
ナ
ン
シ
ャ
ル
タ
イ
ム
ズ
し
か
読
ま
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な
い
株
屋
に
も
、
若
か
り
し
頃
の
イ
タ
リ
ア
・
ギ
リ
シ
ャ
の
甘
い
思
い
出
に
耽
る
オ
ー
ル
ド
ミ
ス
に
も
興

味
を
持
た
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

芝
居
の
観
客
層
を
分
け
よ
う
と
い
う
試
み
が
こ
れ
ま
で
に
も
行
な
わ
れ
て
き
た
。
大
衆
一
般
に
訴
え
る

の
で
は
な
く
、
限
ら
れ
た
イ
ン
テ
リ
層
の
た
め
の
戯
曲
も
あ
っ
て
し
か
る
べ
き
で
は
な
い
か
、
と
い
う
わ

け
だ
。
し
か
し
、
芝
居
の
初
歩
的
な
原
理
を
知
っ
て
い
る
者
に
は
自
明
の
こ
と
な
の
だ
が
、
そ
う
し
た
試

み
が
上
手
く
ゆ
く
筈
が
な
い
。

そ
ん
な
わ
け
で
、
教
育
程
度
も
知
力
も
異
な
る
人
々
か
ら
な
る
観
客
の
心
を
動
か
し
、
楽
し
ま
せ
、
喜

ば
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
難
し
い
問
題
は
、
相
変
わ
ら
ず
残
る
こ
と
と
な
っ
た
。
も
し
観
客
が
単

純
に
個
々
人
の
集
合
体
で
あ
る
な
ら
、
そ
ん
な
こ
と
は
始
め
か
ら
出
来
っ
こ
な
い
相
談
で
あ
る
。
と
こ
ろ

が
、
芝
居
は
、
種
々
雑
多
な
人
間
の
集
ま
り
を
、
〝
芝
居
の
観
客
〟
と
い
う
独
特
の
性
質
を
持
っ
た
一
つ
、
、

の
有
機
体
に
変
え
て
し
ま
う
。
観
客
が
、
台
本
や
役
者
と
同
程
度
に
、
芝
居
の
一
部
で
あ
る
こ
と
は
明
ら

、
、
、
、

か
だ
。

昔
、
フ
ラ
ン
ス
の
或
る
評
論
家
が
、
戯
曲
は
読
む
こ
と
で
し
か
そ
の
良
さ
は
解
ら
な
い
、
と
唱
え
て
い

る
の
を
読
ん
だ
こ
と
が
あ
る
。
舞
台
に
掛
け
ら
れ
る
と
、
役
者
の
技
量
や
、
装
置
の
良
し
悪
し
、
隣
近
所

に
腰
掛
け
た
観
客
の
感
情
に
影
響
さ
れ
て
し
ま
う
か
ら
、
と
言
う
の
だ
。
こ
れ
は
ナ
ン
セ
ン
ス
だ
。
た
だ

読
ま
れ
る
だ
け
の
戯
曲
は
、
か
つ
て
流
行
し
た
奇
怪
な
作
品
―
―
対
話
だ
け
で
成
り
立
つ
小
説
と
何
ら
変
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わ
ら
な
い
。
観
客
の
い
な
い
芝
居
は
、
見
る
人
の
い
な
い
色
彩
と
同
じ
で
、
存
在
し
て
い
る
と
は
言
え
な

い
。
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
へ
の
礼
拝
か
ら
「
自
然
発
生
的
に
粗
野
な
か
た
ち
で
」
始
ま
っ
た
演
劇
が
、
そ
の

（
１
５
）

（
１
６
）

主
な
特
徴
を
保
っ
た
ま
ま
何
世
紀
に
も
わ
た
っ
て
続
い
て
き
た
の
は
、
劇
作
家
達
が
模
倣
好
き
だ
っ
た
か

ら
で
は
な
く
、
群
衆
と
い
う
も
の
の
特
質
が
変
化
し
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
観
客
と
い
う
も
の
の
心
理

が
変
わ
り
得
る
も
の
な
の
か
ど
う
か
私
に
は
判
ら
な
い
が
、
ア
イ
ス
キ
ュ
ロ
ス
以
来
の
劇
作
品
を
大
雑
把

（
１
７
）

に
調
べ
て
み
る
限
り
、
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
大
き
な
変
化
が
起
こ
っ
て
い
な
い
こ
と
は
確
か
だ
。

観
客
は
集
団
と
し
て
の
感
情
を
持
っ
て
い
る
。
そ
の
感
じ
方
、
反
応
の
仕
方
、
考
え
方
は
、
も
し
彼
等
が

た
っ
た
一
人
で
そ
の
劇
を
観
た
な
ら
感
じ
、
反
応
し
、
考
え
た
で
あ
ろ
う
も
の
と
は
異
な
る
。
そ
れ
は
知

的
と
言
う
よ
り
は
感
情
的
だ
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
が
観
客
に
均
質
性
を
与
え
る
の
で
あ
る
。
人
間
ど
ん
な

に
知
性
に
差
が
あ
っ
て
も
、
感
情
は
同
じ
だ
か
ら
だ
。
観
客
は
そ
の
時
代
の
文
化
を
創
り
あ
げ
て
い
る
人

々
の
文
化
レ
ベ
ル
よ
り
は
低
い
レ
ベ
ル
に
い
る
。
演
劇
が
同
時
代
の
他
の
芸
術
よ
り
一
世
代
分
遅
れ
て
感

じ
ら
れ
る
の
は
そ
の
せ
い
か
も
し
れ
な
い
。
観
客
の
前
に
示
唆
さ
れ
る
も
の
は
全
て
―
―
意
見
に
せ
よ
、

思
想
に
せ
よ
、
信
念
に
せ
よ
―
―
集
団
と
し
て
無
批
判
に
受
け
入
れ
る
か
、
或
い
は
無
批
判
に
拒
絶
す
る
。

そ
れ
ら
を
完
全
な
真
理
と
感
じ
る
か
、
完
全
な
誤
り
と
感
じ
る
か
の
ど
ち
ら
か
な
の
だ
。
ま
た
、
観
客
が

或
る
思
想
を
受
け
入
れ
る
の
は
、
そ
れ
が
極
め
て
単
純
な
か
た
ち
で
彼
等
の
前
に
開
陳
さ
れ
た
時
の
み
で
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あ
り
、
し
か
も
、
彼
等
の
本
能
的
な
信
念
と
一
致
す
る
時
の
み
だ
。

観
客
は
共
感
で
き
る
登
場
人
物
を
求
め
る
も
の
だ
が
、
そ
れ
は
単
に
彼
等
の
興
味
関
心
が
ど
ち
ら
を
向
い

て
い
る
か
を
表
わ
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
何
故
な
ら
、
誰
で
も
分
か
っ
て
い
る
よ
う
に
、
共
感
を
呼
ぶ

人
物
は
必
ず
し
も
高
徳
の
人
で
あ
る
必
要
は
な
い
か
ら
だ
。
時
代
に
よ
っ
て
個
人
の
道
徳
律
よ
り
厳
し
か

っ
た
り
緩
か
っ
た
り
す
る
こ
と
は
あ
る
も
の
の
、
観
客
は
集
団
と
し
て
の
道
徳
律
を
持
っ
て
い
る
。
現
在

そ
れ
は
、
少
な
く
と
も
英
国
で
は
、
厳
し
い
方
に
傾
い
て
い
る
よ
う
で
、
個
人
と
し
て
な
ら
シ
ョ
ッ
ク
を

受
け
な
い
で
あ
ろ
う
こ
と
に
も
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
る
。
と
こ
ろ
が
、
一
般
的
な
道
徳
感
が
お
そ
ら
く
今
と

そ
れ
ほ
ど
変
わ
ら
な
か
っ
た
チ
ャ
ー
ル
ズ
二
世
の
時
代
の
人
々
は
、
個
人
と
し
て
な
ら
怒
っ
た
で
あ
ろ
う

（
１
８
）

行
動
を
、
観
客
と
な
っ
た
時
に
は
受
け
入
れ
て
い
た
。

観
客
は
感
情
的
で
あ
る
が
、
同
時
に
、
個
人
よ
り
は
常
識
的
で
あ
っ
て
、
個
々
人
そ
れ
ぞ
れ
の
人
生
観

と
は
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
〝
観
客
と
し
て
の
人
生
観
〟
の
よ
う
な
も
の
を
持
っ
て
い
る
。
自
分
は
衝
動

に
揺
さ
ぶ
ら
れ
る
く
せ
に
、
舞
台
上
で
の
衝
動
は
信
じ
な
い
。
人
間
の
行
動
は
一
時
の
激
情
に
影
響
を
受

け
る
と
い
う
こ
と
に
、
個
人
と
し
て
は
気
付
い
て
い
る
筈
な
の
だ
が
、
観
客
と
な
っ
た
時
に
は
、
或
る
行

動
が
取
ら
れ
る
た
め
に
は
ち
ゃ
ん
と
し
た
動
機
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
主
張
し
、
現
実
生
活
で
求
め
る

も
の
よ
り
遥
か
に
強
い
動
機
を
登
場
人
物
に
求
め
る
。
例
え
ば
、
人
が
溺
れ
そ
う
に
な
っ
て
い
る
の
を
見
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れ
ば
、
た
と
え
そ
れ
が
見
ず
知
ら
ず
の
人
で
あ
っ
て
も
、
助
け
よ
う
と
し
て
水
に
飛
び
込
む
と
い
う
行
為

は
よ
く
あ
る
行
為
で
、
新
聞
も
わ
ざ
わ
ざ
そ
れ
を
記
事
に
し
た
り
は
し
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
舞
台
上
で
同

じ
よ
う
な
行
為
を
さ
せ
る
と
、
観
客
は
肩
を
竦
め
て
「
嘘
く
さ
い
」
と
言
う
。
こ
う
し
た
蛮
勇
を
も
っ
と

も
ら
し
く
見
せ
る
た
め
に
は
、
納
得
の
ゆ
く
個
人
的
な
動
機
を
少
な
く
と
も
三
つ
は
、
そ
の
登
場
人
物
に

持
た
せ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

観
客
に
は
国
民
性
と
い
う
も
の
も
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
人
は
性
的
な
国
民
で
は
な
い
。
だ
か
ら
彼
等
に
、

男
が
女
へ
の
愛
の
た
め
に
何
か
大
切
な
も
の
を
犠
牲
に
す
る
こ
と
も
あ
る
の
だ
、
と
納
得
さ
せ
る
の
は
容

易
な
こ
と
で
は
な
い
。
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
あ
の
威
光
に
も
拘
わ
ら
ず
、
イ
ギ
リ
ス
人
が
ア
ン
ト
ニ
ー
と

ク
レ
オ
パ
ト
ラ
の
話
を
信
じ
難
い
も
の
と
思
っ
て
い
る
の
は
確
か
だ
ろ
う
。
我
々
が
外
国
の
芝
居
に
真
実

味
を
感
じ
ら
れ
な
い
の
は
、
性
的
な
情
熱
に
対
し
て
の
彼
我
の
感
じ
方
の
違
い
ゆ
え
で
あ
る
。

ひ

が

劇
作
家
の
仕
事
は
、
観
客
を
一
つ
の
有
機
体
と
し
て
扱
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
構
成
す
る
個
々
人
と

は
何
ら
関
係
な
い
。
観
客
は
劇
場
を
離
れ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
用
事
に
向
か
っ
た
途
端
観
客
で
は
な
く
な
り
、

劇
作
家
は
も
う
そ
れ
以
上
彼
等
と
は
関
係
な
く
な
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
芝
居
が
人
々
に
教
訓
を
与
え
る

手
段
と
し
て
有
効
で
あ
る
と
い
う
考
え
―
―
こ
の
有
効
性
ゆ
え
に
劇
作
に
手
を
染
め
て
み
よ
う
と
思
う
作

家
が
時
々
い
る
―
―
が
正
し
く
な
い
こ
と
が
判
る
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
或
る
男
が
芝
居
を
見
て
自
分
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の
感
情
が
観
客
と
一
体
化
し
た
と
感
じ
た
と
し
て
、
劇
場
を
離
れ
た
後
も
そ
の
感
情
を
拭
い
去
る
こ
と
が

で
き
な
い
よ
う
な
、
暗
示
に
掛
か
り
や
す
い
人
間
だ
と
し
た
ら
、
そ
の
男
は
安
心
し
て
一
人
に
で
き
る
人

間
で
は
な
く
、
即
座
に
精
神
病
院
に
隔
離
さ
れ
る
べ
き
人
間
だ
か
ら
だ
。

鋭
い
読
者
な
ら
こ
こ
ま
で
お
読
み
に
な
れ
ば
す
ぐ
お
判
り
だ
と
思
う
が
、
演
劇
評
論
と
い
う
の
は
論
理
的

に
考
え
て
馬
鹿
げ
た
も
の
な
の
だ
。
そ
の
仕
事
に
携
わ
る
人
の
た
め
に
願
わ
く
は
こ
の
事
実
は
隠
し
て
お

き
た
か
っ
た
が
、
演
繹
的
結
論
は
明
ら
か
す
ぎ
る
ほ
ど
明
ら
か
だ
ろ
う
。
批
評
家
は
周
り
の
観
客
の
感
情

に
影
響
さ
れ
な
い
よ
う
に
と
自
ら
を
鍛
え
る
。
け
れ
ど
も
、
そ
う
す
る
こ
と
で
、
人
々
が
見
て
い
る
芝
居

を
見
な
い
こ
と
に
な
る
。
彼
の
任
務
は
周
り
の
人
々
の
撒
き
散
ら
す
菌
に
感
染
し
な
い
で
い
る
こ
と
で
あ

ま

る
。
し
か
し
、
観
客
と
い
う
の
は
演
劇
の
一
つ
の
大
き
な
要
素
で
あ
っ
て
、
も
し
自
分
が
観
客
の
一
人
と

な
れ
な
い
な
ら
、
そ
の
劇
を
正
し
く
判
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
批
評
家
は
観
客
の
叫
び
や
ど
よ
め
き

か
ら
超
然
と
し
て
い
よ
う
と
す
る
。
が
、
そ
の
ど
よ
め
き
も
、
客
席
を
突
き
抜
け
て
ゆ
く
震
え
も
、
隣
の

席
に
座
っ
た
男
の
興
奮
も
、
全
て
、
そ
れ
な
し
に
は
芝
居
が
成
立
し
な
い
も
の
な
の
だ
。

理
に
適
っ
た
演
劇
評
論
の
か
た
ち
は
一
つ
し
か
な
い
。
そ
れ
は
、
批
評
家
が
自
分
の
周
り
を
取
り
囲
む

人
々
の
感
情
に
敏
感
で
、
そ
の
も
っ
と
も
微
妙
な
と
こ
ろ
ま
で
全
て
を
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
、
な
お
か

つ
、
自
分
の
外
側
に
立
っ
て
、
客
観
的
に
自
分
の
感
じ
て
い
る
こ
と
、
感
動
を
記
録
で
き
た
時
の
も
の
だ
。
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そ
う
し
て
書
か
れ
た
劇
評
は
、
少
な
く
と
も
劇
作
家
に
と
っ
て
、
素
晴
し
く
有
益
な
も
の
と
な
る
筈
だ
。

し
か
し
そ
ん
な
才
能
を
持
っ
た
人
間
が
も
し
い
た
と
し
た
ら
、
こ
の
民
主
主
義
の
時
代
、
演
劇
評
な
ど
書

か
ず
に
国
家
の
指
導
者
と
な
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。

こ
ん
な
こ
と
を
言
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
私
が
、
現
代
演
劇
を
評
価
す
る
こ
と
で
生
計
を
立
て
て
い
る
、

あ
の
正
直
で
勤
勉
、
長
く
生
活
苦
に
喘
ぎ
な
が
ら
も
良
心
的
に
仕
事
を
し
て
い
る
人
達
か
ら
糊
口
の
道
を

奪
お
う
と
い
う
つ
も
り
の
な
い
こ
と
は
解
っ
て
い
た
だ
き
た
い
。
実
際
、
自
分
が
演
劇
評
論
の
不
毛
さ
に

気
づ
い
た
の
は
、
観
客
と
い
う
も
の
の
性
質
に
つ
い
て
私
の
考
え
を
紙
に
ペ
ン
で
書
い
て
い
る
最
中
で
あ

っ
て
、
ま
っ
た
く
の
偶
然
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
演
劇
評
論
家
な
ど
不
要
だ
と
い
う
つ
も
り
は
毛
頭
な
い
。

イ
ギ
リ
ス
に
は
権
威
を
持
っ
た
批
評
家
が
是
非
と
も
必
要
な
の
だ
。
様
々
な
芸
術
そ
れ
ぞ
れ
の
限
界
を
改

め
て
語
っ
て
く
れ
、
そ
の
限
界
を
踏
み
越
え
て
い
る
人
々
に
、
豊
か
な
人
生
経
験
と
教
養
と
を
も
っ
て
、

そ
れ
は
不
可
能
な
こ
と
を
や
ろ
う
と
し
て
い
る
の
だ
と
諭
し
、
充
分
な
哲
学
的
学
識
を
も
っ
て
、
今
彼
等

が
向
か
っ
て
い
る
方
向
に
は
混
乱
し
か
な
い
理
由
を
説
明
で
き
る
批
評
家
が
必
要
な
の
で
あ
る
。

そ
う
し
た
批
評
家
が
い
な
か
っ
た
ら
、
芸
術
に
携
わ
る
者
た
ち
は
混
乱
に
陥
っ
て
し
ま
う
。
彼
等
は
、

自
分
が
何
を
し
た
い
の
か
、
何
が
で
き
る
の
か
正
確
に
解
っ
て
い
な
い
。
実
際
、
今
、
彫
刻
家
は
束
の
間

の
儚
い
動
き
を
朽
ち
る
こ
と
の
な
い
ブ
ロ
ン
ズ
の
中
に
閉
じ
込
め
よ
う
と
し
、
音
楽
家
は
大
事
件
を
記
述
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し
、
詩
人
は
風
景
画
を
描
き
、
随
筆
家
は
散
文
で
詩
（
何
と
も
忌
ま
わ
し
く
気
取
っ
た
も
の
）
を
書
き
、

小
説
家
は
社
会
学
に
つ
い
て
の
論
文
を
書
き
、
劇
作
家
は
理
性
を
語
っ
て
い
る
。

現
代
イ
ギ
リ
ス
の
演
劇
が
貧
弱
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
か
ろ
う
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
制
作

費
高
騰
の
た
め
興
行
主
が
新
し
い
作
家
に
機
会
を
与
え
る
の
を
躊
躇
っ
て
い
る
か
ら
、
と
い
う
こ
と
が
言

た

め

ら

わ
れ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
事
実
で
は
な
い
と
思
う
。
ロ
ン
ド
ン
に
あ
る
劇
場
の
ポ
ス
タ
ー
は
、
私
が
戯
曲

を
書
き
始
め
た
頃
ほ
ど
に
、
名
声
の
確
立
し
た
作
家
の
作
品
で
埋
め
尽
く
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

つ
い
最
近
ま
で
名
前
を
聞
い
た
こ
と
も
な
い
作
家
の
も
の
が
沢
山
あ
る
。
実
験
的
な
劇
場
は
以
前
に
は
考

え
ら
れ
な
か
っ
た
ほ
ど
彼
等
に
チ
ャ
ン
ス
を
与
え
て
い
る
し
、
新
作
の
数
が
不
足
し
て
い
る
の
で
、
興
行

主
は
観
客
を
引
き
つ
け
そ
う
な
も
の
な
ら
争
っ
て
採
用
し
て
い
る
。
劇
作
家
に
は
正
に
売
り
手
市
場
。
機

会
を
捉
え
さ
え
す
れ
ば
い
い
の
だ
。

だ
か
ら
イ
ギ
リ
ス
演
劇
が
低
調
な
原
因
は
他
の
と
こ
ろ
に
あ
る
と
思
う
。
そ
れ
は
、
劇
作
家
が
誤
っ
た

理
論
に
影
響
さ
れ
て
、
演
劇
が
そ
の
性
質
上
本
来
禁
じ
て
い
る
分
野
、
元
来
向
い
て
い
な
い
分
野
に
挑
戦

し
よ
う
と
し
た
こ
と
で
あ
る
。
彼
等
は
ど
ん
底
に
あ
る
現
在
の
演
劇
を
救
い
出
さ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と

言
わ
れ
、
イ
ン
テ
リ
が
自
尊
心
を
失
わ
ず
に
観
ら
れ
る
も
の
を
書
い
て
ほ
し
い
と
懇
願
さ
れ
て
き
た
。
そ

し
て
、
劇
作
家
と
い
う
の
は
大
概
謙
虚
で
誠
実
、
常
に
全
力
を
尽
く
そ
う
と
す
る
人
種
だ
か
ら
、
そ
の
要
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求
に
素
直
に
従
お
う
と
し
た
。

数
ペ
ー
ジ
前
で
、
私
は
―
―
願
わ
く
は
そ
れ
に
相
応
し
い
慎
ま
し
さ
を
も
っ
て
―
―
私
の
芝
居
は
商
業
演

ふ

さ

わ

劇
に
分
類
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
認
め
た
。
し
か
し
、
そ
れ
が
正
確
に
は
何
を
意
味
す
る
の
か
に
つ
い
て
は

ゆ
っ
く
り
と
考
え
て
み
な
か
っ
た
。
商
業
演
劇
と
い
う
言
葉
に
は
も
ち
ろ
ん
軽
い
侮
蔑
が
込
め
ら
れ
て
い

る
。
こ
れ
は
興
行
主
に
と
っ
て
も
作
者
に
と
っ
て
も
利
益
の
上
が
る
も
の
、
言
い
換
え
れ
ば
、
大
衆
が
喜

ん
で
観
に
行
き
、
上
演
回
数
は
少
な
く
と
も
百
回
を
超
え
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
芸
術
的
な
良
さ
は

な
い
と
い
う
こ
と
を
暗
に
示
し
て
い
る
。

し
か
し
、
何
故
人
々
が
観
た
が
ら
な
い
芝
居
の
方
が
観
た
が
る
芝
居
よ
り
も
芸
術
的
だ
と
言
え
る
の
か

は
、
直
ち
に
明
ら
か
な
わ
け
で
は
な
い
。
も
し
商
業
的
成
功
が
芸
術
性
を
測
る
リ
ト
マ
ス
試
験
紙
で
あ
る

な
ら
、
一
つ
難
し
い
問
題
が
持
ち
上
が
る
。
バ
ー
ナ
ー
ド
・
シ
ョ
ー
は
『
聖
ジ
ョ
ー
ン
』
を
書
い
た
時
に

（
１
９
）

（
２
０
）

は
商
業
演
劇
作
家
だ
っ
た
が

『
メ
ト
セ
ラ
へ
帰
れ
』
を
書
い
た
時
は
芸
術
家
だ
っ
た
。
で
は
『
人
と

、

（
２
１
）

超
人
』
に
つ
い
て
は
ど
う
お
考
え
だ
ろ
う
？

書
か
れ
た
当
初
思
想
劇
と
見
な
さ
れ
て
い
た
の
は
疑
い
な

（
２
２
）

い
が
、
ロ
バ
ー
ト
・
ロ
レ
イ
ン
が
制
作
し
て
関
係
者
が
そ
れ
で
大
儲
け
を
し
た
時
、
突
然
商
業
演
劇
に
な

（
２
３
）

っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

「
商
業
演
劇
」
が
不
入
り
で
あ
る
こ
と
も
よ
く
あ
る
。
私
の
信
じ
る
と
こ
ろ
で
は
平
均
五
つ
の
う
ち
四
つ
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は
不
入
り
だ
が
、
そ
の
失
敗
の
原
因
は
大
体
明
ら
か
だ
。
列
挙
し
て
み
よ
う
。
テ
ー
マ
が
面
白
く
な
い
こ

と
、
人
物
の
性
格
描
写
が
お
粗
末
な
こ
と
、
構
成
が
杜
撰
で
あ
る
こ
と
、
台
詞
が
く
ど
く
て
重
い
こ
と
。

不
思
議
な
こ
と
に
、
商
業
主
義
に
毒
さ
れ
ま
い
と
慎
重
に
制
作
さ
れ
な
が
ら
、
思
慮
深
い
人
達
が
そ
の
失

敗
を
嘆
く
芝
居
を
ち
ょ
っ
と
検
討
し
て
み
る
と
、
こ
れ
ら
の
欠
点
の
一
つ
或
い
は
全
て
を
備
え
て
い
る
こ

と
が
判
る
。
つ
ま
り

「
非
商
業
演
劇
」
が
商
売
に
な
ら
な
い
の
は
そ
の
長
所
の
ゆ
え
で
は
な
く
そ
の
短
所

、

の
ゆ
え
で
あ
っ
て

「
商
業
演
劇
」
が
商
売
に
な
る
の
は
そ
の
長
所
の
ゆ
え
な
の
だ
。

、

商
業
演
劇
の
作
者
が
も
っ
ぱ
ら
金
儲
け
の
た
め
に
書
い
て
い
る
と
考
え
る
の
は
間
違
い
だ
。
文
筆
業
に
少

し
で
も
携
わ
っ
た
こ
と
の
あ
る
者
な
ら
、
金
儲
け
の
た
め
に
書
く
の
は
愚
か
な
こ
と
だ
と
知
っ
て
い
る
。

幸
せ
は
そ
れ
を
目
標
と
し
な
い
と
き
手
に
入
る
こ
と
が
最
も
多
い
。
そ
れ
と
同
じ
で
、
一
番
金
が
入
っ
て

く
る
の
は
も
っ
ぱ
ら
自
分
の
喜
び
の
た
め
に
書
い
た
と
き
な
の
だ
。
言
わ
ず
も
が
な
だ
が
、
事
態
を
わ
ざ

わ
ざ
難
し
く
す
る
必
要
は
な
い
。
妻
や
子
に
暴
力
を
振
る
っ
て
い
た
ら
家
庭
の
幸
福
は
得
ら
れ
な
い
よ
う

に
、
精
神
的
欠
陥
を
持
っ
た
家
庭
の
近
親
相
姦
に
つ
い
て
芝
居
を
書
い
て
い
た
の
で
は
大
し
た
印
税
は
望

め
な
い
。
し
か
し
、
そ
う
言
う
と
、
知
的
な
読
者
は
姿
勢
を
正
し
、
目
を
据
え
て

「
そ
れ
が
私
達
の
望
ん

、

で
い
る
も
の
、
そ
れ
こ
そ
が
思
想
劇
だ
」
と
叫
ぶ
。
よ
ろ
し
い
、
分
か
っ
た
。
そ
れ
な
ら
商
業
演
劇
の
話

し
は
一
旦
置
い
て
、
思
想
劇
に
つ
い
て
話
す
こ
と
に
し
よ
う
。
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＊

＊

＊

思
想
は
理
性
に
訴
え
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
芝
居
に
お
い
て
は
、
観
客
の
理
性
に
訴
え
よ
う
と
す
る
と
、

観
客
一
人
一
人
の
文
化
レ
ベ
ル
が
同
じ
で
な
い
と
い
う
困
難
に
直
面
す
る
。
地
球
の
形
に
つ
い
て
の
議
論

は
、
そ
れ
が
丸
い
と
い
う
荘
厳
な
事
実
を
既
に
知
っ
て
い
る
者
に
は
何
ら
面
白
い
話
題
と
は
な
り
得
な
い
。

思
想
劇
を
上
演
し
て
落
胆
し
た
経
験
を
持
つ
劇
作
家
は
多
い
。
観
客
の
大
部
分
は
死
ぬ
ほ
ど
退
屈
し
、
批

評
家
は
た
だ
冷
笑
を
浮
か
べ
て
い
る
か
ら
だ
。
古
く
な
っ
た
思
想
は
古
く
な
っ
た
魚
と
同
じ
で
誰
も
好
ま

な
い
。
実
際
、
思
想
と
い
う
も
の
は
雨
後
の
筍
の
よ
う
に
現
れ
る
も
の
で
は
な
い
の
だ
。

た
け
の
こ

何
故
劇
作
家
が
或
る
こ
と
を
伝
え
る
の
に
或
る
台
詞
を
用
い
或
る
場
面
を
作
り
出
し
て
観
客
の
心
を
捉

え
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
誰
に
も
解
ら
な
い
と
思
う
。
幸
運
に
も
、
滅
多
に
見
ら
れ
な
い
コ
ツ
の
よ
う

な
も
の
を
持
っ
て
生
ま
れ
た
と
し
か
考
え
よ
う
が
な
い
。
経
験
か
ら
言
っ
て
、
こ
れ
は
教
え
て
教
え
ら
れ

る
も
の
で
は
な
い
。
彼
は
、
こ
の
コ
ツ
の
他
に
、
観
察
す
る
才
能
、
文
学
的
本
能
、
世
の
中
に
つ
い
て
の

相
当
の
知
識
を
持
っ
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
、
そ
れ
に
加
え
て
独
創
的
な
思
想
家
で
あ
る
こ

と
を
求
め
ら
れ
て
も
困
る
の
だ
。
頭
の
中
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
具
体
的
な
も
の
を
中
心
に
動
い
て

い
る
。
だ
か
ら
抽
象
的
な
も
の
を
扱
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
な
る
と
混
乱
を
来
た
す
。
彼
生
来
の
知
性

は
、
理
論
よ
り
も
具
体
例
を
見
る
よ
う
に
と
促
し
て
い
る
の
だ
。

＊

＊

＊
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仮
に
劇
作
家
が
偶
然
、
運
良
く
、
独
創
的
で
由
々
し
い
思
想
を
思
い
つ
い
た
と
し
て
、
で
は
彼
に
何
が
で

き
る
と
い
う
の
だ
ろ
う
。
せ
い
ぜ
い
そ
れ
を
説
明
す
る
こ
と
し
か
で
き
ま
い
。
彼
の
劇
は
、
無
声
映
画
の

時
代
の
ひ
ど
い
作
品
―
―
ス
ト
ー
リ
ー
は
前
も
っ
て
説
明
字
幕
画
面
で
説
明
さ
れ
て
お
り
、
続
く
映
像
は

キ

ャ

プ

シ

ョ

ン

既
に
知
っ
て
い
る
こ
と
を
目
で
確
認
す
る
た
め
だ
け
の
も
の
―
―
と
同
じ
よ
う
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う

だ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
演
劇
と
い
う
媒
体
を
無
駄
に
遣
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
思
想
を
伝
え
る
手

段
と
し
て
対
話
は
最
善
の
も
の
、
と
も
思
え
な
い
。
対
話
を
使
っ
て
最
も
上
手
に
思
想
を
伝
え
た
人
は
プ

ラ
ト
ン
だ
ろ
う
か
ら
、
も
し
私
の
言
っ
て
い
る
こ
と
に
何
か
物
申
し
た
い
と
お
っ
し
ゃ
る
方
は
、
ど
れ
で

も
い
い
か
ら
彼
の
作
品
を
手
に
と
っ
て
、
思
想
が
問
答
形
式
に
よ
っ
て
提
出
さ
れ
る
こ
と
が
ど
ん
な
に
間ま

怠
っ
こ
い
こ
と
か
再
確
認
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

だ
る

（
２
４
）

「
き
み
は
認
め
る
の
だ
ね
、
親
愛
な
る
ポ
レ
マ
ー
カ
ス
君
、
健
康
な
人
に
医
者
は
必
要
な
い
と

」
。

「
も
ち
ろ
ん
で
す

」
。

「
そ
し
て
陸
の
上
で
は
航
海
士
は
要
ら
な
い
と

」
。

「
え
え

」
。

「
で
は
、
同
様
に
、
戦
争
状
態
に
な
い
人
々
に
は
正
し
い
人
は
不
要
だ
と
？
」

「
必
ず
し
も
そ
う
だ
と
は
思
い
ま
せ
ん

」
。
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「
で
は
、
正
義
は
平
和
な
時
に
も
有
益
だ
と
？
」

「
は
い

」
。

「
農
業
も
だ
ね
？
」

「
え
え

」
。

「
と
い
う
の
は
、
大
地
の
恵
み
を
手
に
入
れ
る
手
段
と
し
て
？
」

「
そ
う
で
す

」
。

「
さ
ら
に
、
靴
職
人
の
技
術
も
有
益
だ
と
言
え
る
ね
？
」

「
え
え

」
。

「
靴
を
手
に
入
れ
る
手
段
と
し
て
―
―
そ
う
い
う
こ
と
だ
ね
？
」

「
そ
の
と
お
り
で
す

」
。

い
い
加
減
無
駄
話
は
止
め
に
し
て
さ
っ
さ
と
要
点
に
移
っ
て
く
れ
、
と
思
わ
な
い
だ
ろ
う
か
。
私
と
し
て

や

は
、
思
想
は
明
晰
簡
潔
に
提
示
さ
れ
る
方
が
好
き
だ
。
芸
術
的
表
現
に
よ
っ
て
納
得
さ
せ
ら
れ
た
い
と
は

思
わ
な
い
。
論
理
に
よ
っ
て
納
得
さ
せ
ら
れ
た
い
と
思
う
。

だ
か
ら
と
い
っ
て
、
誤
解
し
な
い
で
ほ
し
い
が
、
私
は
芝
居
に
は
思
想
を
扱
う
余
地
は
な
い
と
思
っ
て
い



- 19 -

る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
う
考
え
る
の
は
間
違
っ
て
い
る
。
劇
作
家
が
知
的
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
彼
の
書

く
劇
は
よ
り
良
い
も
の
と
な
る
だ
ろ
う
。
わ
た
し
の
言
い
た
い
の
は
唯
、
思
想
と
い
う
も
の
は
、
新
し
か

ろ
う
が
古
か
ろ
う
が
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
劇
作
家
の
関
心
事
に
あ
ら
ず
と
い
う
こ
と
だ
。

劇
作
家
は
思
想
を
感
情
の
言
葉
に
翻
訳
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
或
る
思
想
を
観
客
に
強
く
伝
え
る
た

め
に
は
、
ま
ず
は
彼
自
身
が
そ
の
思
想
を
身
体
で
感
じ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
だ
が
感
じ
る
こ
と
と
思
想

か

ら

だ

と
は
ど
ん
な
関
係
が
あ
る
と
い
う
の
か
。
思
想
は
理
性
に
訴
え
る
。
そ
し
て
理
性
は
真
実
の
探
求
で
頭
が

い
っ
ぱ
い
だ
。
し
か
し
芝
居
で
求
め
ら
れ
る
の
は
真
実
で
は
な
い
。
真
実
ら
し
さ
だ
け
な
の
で
あ
る
。
で
、

、
、
、

片
方
に
真
実
が
あ
っ
て
、
も
う
片
方
に
劇
的
効
果
が
あ
る
と
し
た
ら
、
劇
作
家
は
ど
う
す
る
か
、
―
―
あ

な
た
は
ど
う
お
考
え
だ
ろ
う
？

劇
作
家
の
一
人
と
し
て
お
答
え
し
よ
う
。
真
実
な
ん
ぞ
ク
ソ
ク
ラ
エ
だ

と
言
う
だ
ろ
う
（
も
し
そ
の
劇
作
家
が
実
直
な
人
な
ら
、
芸
術
と
い
う
〝
よ
り
崇
高
な
真
実
〟
と
か
何
と

か
、
洒
落
た
文
句
で
己
を
慰
め
る
か
も
し
れ
な
い

。
し
か
し
哲
学
者
な
ら
、
劇
的
効
果
の
方
を
諦
め
る
だ

）

ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
で
そ
の
劇
は
一
巻
の
終
わ
り
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

芝
居
は
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
の
手
段
と
し
て
優
れ
て
い
る
と
も
言
え
な
い
。
例
え
ば
私
が
失
業
手
当
制
度
は
政

策
と
し
て
愚
の
骨
頂
だ
と
考
え
た
と
し
よ
う
。
私
は
、
そ
れ
を
証
明
す
る
た
め
に
、
し
か
る
べ
き
人
物
と

事
件
と
を
描
い
て
、
舞
台
上
で
こ
の
制
度
が
生
み
出
す
醜
悪
な
状
態
を
お
見
せ
で
き
る
。
し
か
し
、
そ
れ
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で
何
か
を
証
明
で
き
た
か
と
言
え
ば
、
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
。
別
の
人
物
と
別
の
事
件
と
を
描
い
て
、
全

く
反
対
の
状
態
を
お
見
せ
す
る
こ
と
だ
っ
て
可
能
だ
か
ら
だ
。

ま
た
、
劇
作
家
が
諄
々
と
説
い
て
聞
か
せ
よ
う
と
し
た
教
訓
が
、
彼
の
考
え
出
し
た
登
場
人
物
と
設
定

か
ら
、
観
客
の
前
に
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
か
ど
う
か
も
、
実
は
定
か
で
は
な
い
。
ジ
ョ
ン
・
ゴ
ー
ル
ズ

ワ
ー
ジ
ー
が
『
裁
判
』
を
書
い
た
の
は
刑
務
所
の
も
つ
悪
弊
を
糾
弾
す
る
た
め
だ
っ
た
。
彼
は
有
能
な
作

（
２
５
）

（
２
６
）

家
だ
っ
た
か
ら
、
こ
の
劇
は
と
て
も
興
味
深
く
、
感
動
的
な
も
の
で
は
あ
る
が
、
実
際
に
は
、
社
会
に
適

応
で
き
な
い
者
を
取
り
除
く
の
に
刑
務
所
が
い
か
に
効
率
的
か
と
い
う
こ
と
を
示
す
結
果
に
な
っ
て
し
ま

っ
た
。
教
訓
的
な
芝
居
を
書
く
作
家
は
、
賽
子
に
鉛
を
入
れ
る
こ
と
は
で
き
る
。
し
か
し
、
い
つ
も
い
つ

さ
い
こ
ろ

も
六
を
出
せ
る
と
は
言
い
切
れ
な
い
の
で
あ
る
。

散
文
劇
は
、
木
彫
や
ダ
ン
ス
と
同
じ
で
、
芸
術
と
し
て
は
レ
ベ
ル
の
低
い
も
の
だ
が
、
い
や
し
く
も
芸
術

で
あ
る
か
ら
に
は
、
そ
の
目
的
は
人
々
に
喜
び
を
与
え
る
こ
と
で
あ
る

「
人
類
の
福
祉
だ
と
か
、
文
明
の

。

救
済
だ
と
か
に
も
有
用
性
を
発
揮
で
き
る
の
で
は
？
」
と
訊
か
れ
た
ら
、
私
の
答
は
「
ノ
ー
」
だ
。
そ
う

言
う
と
、
私
の
こ
と
を
シ
ニ
カ
ル
だ
、
演
劇
を
軽
蔑
し
て
い
る
と
非
難
す
る
評
論
家
が
ま
た
ぞ
ろ
現
れ
る

こ
と
だ
ろ
う
。
残
念
な
こ
と
だ
が
已
む
を
得
な
い
。
こ
れ
ま
で
も
私
は
し
ば
し
ば
そ
う
非
難
さ
れ
て
き
た
。

批
評
家
は
（
他
の
人
間
と
何
ら
変
わ
る
こ
と
な
く
）
同
じ
こ
と
を
繰
り
返
す
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。



- 21 -

し
か
し
、
私
自
身
は
そ
う
は
思
っ
て
い
な
い

（
断
言
は
避
け
、
仄
め
か
し
程
度
に
留
め
て
お
き
た
い

。

が

）
私
の
趣
味
は
生
来
良
い
も
の
だ
し
、
こ
れ
ま
で
長
き
に
亙
っ
て
携
わ
っ
て
き
た
芸
術
に
対
し
て
の
考

、
え
方
は
正
し
い
も
の
だ
と
思
っ
て
い
る
。
十
八
世
紀
に
は
、
詩
人
は
人
に
も
の
を
教
え
た
が
っ
た
も
の
で
、

農
業
や
天
文
学
、
養
蜂
、
林
業
等
に
つ
い
て
長
い
詩
を
書
き
、
大
い
に
称
讃
さ
れ
た
。
し
か
し
彼
等
が
間

違
っ
て
い
た
こ
と
は
、
現
在
誰
も
が
同
意
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
う
し
た
知
識
が
欲
し
け
れ
ば
、
私
達

は
教
本
を
見
る
。
詩
人
に
情
報
を
授
け
て
も
ら
い
た
い
と
は
思
わ
な
い
。
道
徳
の
原
理
に
つ
い
て
説
い
て

テ
ク
ス
ト
ブ
ッ
ク

も
ら
い
た
い
と
も
思
わ
な
い
。
芝
居
に
つ
い
て
の
考
え
方
も
、
も
う
暫
く
す
れ
ば
変
わ
る
か
も
し
れ
な
い
。

芝
居
は
芝
居
に
で
き
る
最
善
の
こ
と
に
集
中
す
る
こ
と
で
そ
の
最
高
の
姿
を
現
す
、
そ
う
考
え
る
よ
う
に

な
る
か
も
し
れ
な
い
。
で
は
、
芝
居
に
で
き
る
最
善
の
こ
と
と
は
何
か
。
そ
れ
は
、
私
の
考
え
で
は
、
物

語
を
語
り
、
人
間
を
生
き
生
き
と
描
き
、
そ
し
て
観
客
の
感
情
を
搔
き
立
て
た
り
笑
わ
す
こ
と
に
よ
っ
て
、

人
々
に
喜
び
を
与
え
る
こ
と
だ
。

イ
ギ
リ
ス
で
は
芸
術
家
は
常
に
疑
い
の
目
で
見
ら
れ
て
き
た
。
芸
術
家
が
真
面
な
人
間
と
し
て
受
け
入
れ

ま

と

も

ら
れ
た
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
、
教
育
が
普
及
し
て
作
家
も
そ
れ
な
り
の
地
位
を
手
に
入
れ
た
現
在
、
こ

の
配
慮
の
無
さ
は
、
作
家
の
側
に
ユ
ー
モ
ア
の
セ
ン
ス
或
い
は
無
頓
着
さ
が
無
い
と
、
苛
立
た
し
い
も
の

と
な
る
。
そ
の
結
果
彼
は
作
品
の
道
徳
的
意
図
だ
と
か
、
教
育
的
目
的
だ
と
か
を
声
高
に
叫
ぶ
よ
う
に
な
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る
。
尊
大
な
態
度
を
執
る
こ
と
で
、
世
間
か
ら
の
尊
敬
を
求
め
る
の
だ
。
こ
れ
は
哀
し
い
こ
と
だ
。
劇
作

家
に
関
す
る
限
り
、
そ
ん
な
こ
と
を
考
え
な
け
れ
ば
職
人
と
し
て
良
い
劇
が
書
け
る
の
に
。
勿
体
な
い
。

才
能
の
無
駄
遣
い
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
。
そ
れ
に
、
イ
ギ
リ
ス
人
は
冷
酷
な
ユ
ー
モ
ア
の
セ
ン
ス
を

持
ち
合
わ
せ
て
い
る
か
ら
、
大
笑
い
し
な
が
ら
芸
術
家
を
予
言
者
の
台
座
に
祭
り
上
げ
、
彼
等
を
破
壊
し

て
憚
ら
な
い
だ
ろ
う
。

は
ば
か

こ
の
巻
の
後
ろ
三
つ
の
戯
曲
に
つ
い
て
は
、
言
う
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
無
い

『
ひ
と
め
ぐ
り
』
は
私
の
書
い

。

（
２
８
）

た
芝
居
の
中
で
は
最
も
優
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
、
私
と
し
て
は
、
ク
ラ
イ
ヴ
・
チ
ャ
ン

ピ
オ
ン
・
チ
ェ
ニ
ー
が
、
家
を
出
て
ゆ
こ
う
と
す
る
息
子
の
嫁
エ
リ
ザ
ベ
ス
に
思
い
止
ま
る
よ
う
説
得
す

（
２
９
）

（
２
９
）

べ
く
、
息
子
ア
ー
ノ
ル
ド
に
策
を
伝
授
す
る
台
詞
が
も
う
少
し
何
と
か
な
ら
な
か
っ
た
も
の
か
と
後
悔
し

（
３
０
）

て
い
る
。
あ
そ
こ
を
も
う
ち
ょ
っ
と
説
得
力
の
あ
る
劇
的
な
も
の
に
し
た
か
っ
た
。

『
コ
ン
ス
タ
ン
ト
・
ワ
イ
フ
』
は
ロ
ン
ド
ン
で
は
失
敗
だ
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
で
も
、
そ
の
他
の
国
々
で

（
３
１
）

も
、
或
い
は
今
で
も
時
々
上
演
さ
れ
る
イ
ギ
リ
ス
の
地
方
都
市
で
さ
え
も
成
功
だ
っ
た
の
だ
が
。
成
功
し

た
都
市
で
は
評
論
家
達
も
絶
讃
し
た
。
も
ち
ろ
ん
成
功
し
た
か
ら
称
讃
し
た
と
い
う
わ
け
で
は
あ
る
ま
い
。

元
々
演
劇
の
良
し
悪
し
は
、
台
本
と
、
演
技
と
、
観
客
と
い
う
三
つ
の
要
素
に
よ
っ
て
決
ま
る
の
で
あ
っ

て
、
そ
の
う
ち
の
ど
れ
か
一
つ
で
も
う
ま
く
な
け
れ
ば
、
良
い
劇
も
台
無
し
に
な
っ
て
し
ま
う
の
だ
。

（
３
２
）
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注

（

）

初
演
は
一
九
一
七
年
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
。

O
U

R
BETTERS

1
（

）

（
一
八
六
九
ー
一
九
四
〇
）
英
国
の
政
治
家
。
一
九
三
七
年
か
ら
四

A
rthur

N
evil

Cham
berlain

2

〇
年
ま
で
首
相
。

（

）

こ
れ
が
何
の
こ
と
な
の
か
は
浅
学
に
し
て
知
り
ま
せ
ん
。

the
exigencies

3
（

）

こ
の
『
自
選
戯
曲
集
』
の
出
版
は
一
九
三
一
年
。

4
（

）

「
あ
ば
ず
れ
女

「
売
春
婦
」
を
意
味
す
る
。
一
九
五
六
年
の
翻
訳
で
木
下
順
二
は
こ
れ
に
「
だ

」

5

ら
し
な
い
奴
」
と
訳
語
を
当
て
て
い
る
が
、
私
な
ら
「
売
女
」
を
使
い
た
い
と
こ
ろ
だ
。

ば

い

た

TH
E

U
N

ATTAINABLE
CARO

LINE

（

）

初
演
は
一
九
一
六
年
、
ロ
ン
ド
ン
。
公
演
時
の
題
名
は

6
（

）

（
一
八
七
二
ー
一
九
四
九

『
ス
ミ
ス

『
グ
レ
ー
ス

（
後
に
『
地
主

Irene
V

anbrugh

）

』

G
RAC

E

7

TH
E

LAND
ED

G
ENTRY

TH
E

』
に
改
題

』
で
も
主
演
を
務
め
た
。
ま
た
小
説
『
劇
場

）

』
の
主
人
公

の
モ
デ
ル
の
一
人
と
言
わ
れ
る
。

TH
EATRE

Julia

G
eorge

Tully

（

）
8

（

）

（
一
八
五
九
ー
一
九
二
九
）

D
ion

Bouchicault

9

H
O

M
E

AND
BEAU

TY
TO

O
M

AN
Y

H
U

SBAN
D

S

（

）

英
国
で
の
題
名
は

米
国
で
の
題
名
は

,

10
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（

）

ス
イ
ス
東
部
の
保
養
地
。

D
avos

11
（

）

ス
イ
ス
南
東
部
の
保
養
地
。

St.M
oritz

12
（

）

ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
ア
バ
デ
ィ
ー
ン
（

）
の
北
二
十
マ
イ
ル
の
所

M
ordrach-on-D

ee
A

berdeen

13

に
あ
っ
た
サ
ナ
ト
リ
ウ
ム
の
名
前
。
こ
の
あ
た
り
田
中
一
郎
著
『
秘
密
諜
報
員
サ
マ
セ
ッ
ト
・
モ

ー
ム

（
河
出
書
房
新
社
一
九
九
六
）
に
詳
し
い
。

』

（

）

ロ
ン
ド
ン
の
北
と
西
の
地
区
に
は
、
裕
福
な
中
産
階
級
が
住
ん
で
い
る
。

14
（

）

ギ
リ
シ
ャ
神
話
の
酒
と
演
劇
の
神
。
バ
ッ
カ
ス
と
も
呼
ば
れ
る
。

15
（

）

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
（
三
八
四
ー
三
二
二
Ｂ
Ｃ

『
詩
論
』
の
中
の
「
ギ
リ
シ
ャ
演
劇
の
宗
教
的
起

）

16

"in
a

rude
and

unprem
editated

m
anner"

源
」
の
一
節
。
原
文
は

（

）

（
五
二
五
ー
四
五
六
Ｂ
Ｃ
）
ギ
リ
シ
ャ
の
悲
劇
詩
人
。
代
表
作
は
『
ア
ガ
メ
ム
ノ

A
eschylus

17

ン
』

（

）

在
位
一
六
六
〇
ー
一
六
八
五

18
（

）

（
一
八
五
六
ー
一
九
五
〇
）
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
出
身
の
劇
作
家
。

G
eorge

Bernald
Shaw

19
（

）

（
一
九
二
三
）
ジ
ャ
ン
ヌ
・
ダ
ル
ク
が
主
人
公
。

SAIN
T

JO
AN

20
（

）

（
一
九
二
一
）
メ
ト
セ
ラ
は
九
百
六
十
九
歳
で
死
ん
だ
聖
書
中
の
長

BACK
TO

M
ETH

U
SELAH

21

命
な
人
物
の
名
。
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（

）

（
一
九
〇
五
）
男
女
関
係
や
政
治
、
宗
教
、
芸
術
の
問
題
が
論
じ
ら
れ

M
AN

AN
D

SU
PERM

AN

22

る
思
想
劇
。

（

）

（
一
八
七
六
ー
一
九
三
五
）
イ
ギ
リ
ス
の
役
者
・
演
出
家
。

R
obertLoraine

23
（

）

以
下
の
対
話
は
『
国
家
篇

』
の
一
節
。

TH
E

REPU
BLIC

24
（

）

（
一
八
六
七
ー
一
九
三
三
）
英
国
の
小
説
家
・
劇
作
家
。
一
九
三
二
年
ノ
ー
ベ

John
G

alsw
orthy

25

ル
文
学
賞
受
賞
。

（

）

（
一
九
一
〇
）

JU
STIC

E

26
（

）

（
一
九
二
一
）

TH
E

C
IRC

LE

27

Clive
C

ham
pion-C

heney

（

）
28

Elizabeth

（

）
29

A
rnold

C
ham

pion-Cheney

（

）
30

（

）

（
一
九
二
七
）

TH
E

CO
NSTANT

W
IFE

31

Selina
H

astings

（

）

こ
こ
の
記
述
、
ロ
ン
ド
ン
公
演
初
日
に
起
こ
っ
た
混
乱
を
恨
ん
で
の
も
の
か
。

32

著

（

二
〇
〇
九
）
に
は
次

TH
E

SEC
RET

LIVES
O

F
SO

M
ERSET

M
AU

G
H

AM
R

andom
H

ouse

の
よ
う
に
あ
る

「
…
…
ロ
ン
ド
ン
初
演
は
ヘ
イ
マ
ー
ケ
ッ
ト
の
あ
の
立
派
な
ロ
イ
ヤ
ル
劇
場
で
行

。

な
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
主
演
を
務
め
る
の
は
レ
オ
ン
・
ク
オ
ー
タ
ー
メ
イ
ン
と
フ
ェ
イ
・
コ
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ン
プ
ト
ン
。
演
出
の
バ
ジ
ル
・
デ
ィ
ー
ン
は
こ
の
二
人
が
選
ば
れ
た
こ
と
に
不
満
で
、
こ
う
回
想

し
て
い
る

『
リ
ハ
ー
サ
ル
が
始
ま
っ
て
す
ぐ
、
二
人
は
適
任
じ
ゃ
な
い
と
思
っ
た
ね
。
モ
ー
ム
の

。

シ
ニ
カ
ル
な
喜
劇
に
は
、
軽
や
か
さ
が
必
要
な
ん
だ
が
、
フ
ェ
イ
は
茶
目
っ
気
が
あ
り
す
ぎ
る
し
、

レ
オ
は
勿
体
ぶ
り
す
ぎ
る

』
次
に
、
ロ
イ
ヤ
ル
劇
場
が
使
え
な
い
こ
と
が
判
明
し
、
代
わ
り
に
用

。

意
さ
れ
た
の
は
ス
ト
ラ
ン
ド
劇
場
だ
っ
た
。
ロ
イ
ヤ
ル
劇
場
に
比
べ
た
ら
遥
か
に
貧
弱
、
舞
台
も

小
さ
く
て
、
声
が
客
席
の
隅
々
ま
で
通
る
と
い
う
以
外
に
取
り
柄
の
な
い
劇
場
だ
。
し
か
し
何
よ

り
致
命
的
だ
っ
た
の
は
、
開
幕
日
、
劇
場
側
の
手
抜
り
の
た
め
、
座
席
が
ダ
ブ
ル
ブ
ッ
キ
ン
グ
さ

れ
て
し
ま
い
、
公
演
が
大
混
乱
の
う
ち
に
始
ま
っ
た
こ
と
だ
。
流
行
の
服
に
着
飾
っ
た
セ
レ
ブ
達

が
到
着
し
た
時
、
彼
等
が
座
る
筈
の
席
に
は
、
安
い
チ
ケ
ッ
ト
を
買
っ
た
大
衆
が
す
で
に
腰
掛
け

て
い
て
、
席
を
譲
ろ
う
と
し
な
か
っ
た
。
激
し
い
口
喧
嘩
が
始
ま
り
、
劇
場
支
配
人
が
舞
台
に
立

っ
て
静
粛
を
呼
び
か
け
る
ま
で
続
い
た

『
舞
台
横
の
特
別
席
に
座
っ
て
い
た
モ
ー
ム
と
奥
さ
ん
は
、

。

喧
嘩
の
間
中
、
弱
り
果
て
た
顔
を
し
て
い
た
よ
』
と
バ
ジ
ル
・
デ
ィ
ー
ン
は
回
想
し
て
い
る

『
で
、

。

こ
の
騒
動
が
役
者
に
ど
ん
な
影
響
を
与
え
た
か
、
想
像
で
き
る
だ
ろ
う
？

そ
れ
で
な
く
て
も
初

日
な
ん
だ
か
ら
神
経
質
に
な
っ
て
当
然
の
と
こ
ろ
へ
、
こ
の
騒
ぎ
だ
。
落
ち
着
き
を
失
っ
た
っ
て

当
然
だ

』
し
か
も
混
乱
は
更
に
続
い
た
の
だ
。
芝
居
が
終
わ
っ
て
、
フ
ェ
イ
・
コ
ン
プ
ト
ン
が
慣

。

例
ど
お
り
お
礼
の
挨
拶
を
し
た
。
そ
の
時
、
桟
敷
か
ら
『
だ
ま
れ
』
と
声
が
掛
か
っ
た
。
こ
れ
は
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騒
つ
い
て
い
る
観
客
に
向
っ
て
発
せ
ら
れ
た
言
葉
だ
っ
た
の
だ
が
、
コ
ン
プ
ト
ン
は
自
分
に
向
か

ざ
わっ

て
言
わ
れ
た
も
の
と
勘
違
い
し
、
敢
え
て
は
っ
き
り
と
「
教
養
あ
る
」
人
々
だ
け
に
向
っ
て
謝

辞
を
述
べ
た
。
す
る
と
す
ぐ
さ
ま
天
井
桟
敷
か
ら
ブ
ー
イ
ン
グ
が
起
こ
っ
た
。
こ
の
日
の
公
演
が

取
り
返
し
の
付
か
な
い
も
の
に
な
っ
た
の
は
驚
く
に
当
た
ら
な
い
。
評
論
家
は
一
様
に

『
コ
ン
ス

、

タ
ン
ト
・
ワ
イ
フ
』
を
書
い
た
時
の
モ
ー
ム
氏
は
調
子
が
悪
か
っ
た
よ
う
だ
、
と
述
べ
た
。
結
果
、

観
客
は
こ
の
公
演
に
あ
ま
り
足
を
運
ば
な
か
っ
た

（
三
二
三
ー
三
二
四
頁
の
自
由
な
意
訳
）

。
」

＊

こ
の
第
二
巻
に
収
め
ら
れ
な
が
ら
、
序
文
で
言
及
さ
れ
て
い
な
い
も
う
一
つ
の
作
品
は
『
わ
が
家
の

.

稼
ぎ
手
』TH

E
BREAD

W
INN

ER


