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国
家
の
権
威
と
責
任
で
当
れ

　
世
界
を
通
じ
て
、
演
劇
は
今
や
膠
着
状
態
に
あ
る
や
う
で
あ
る
。
歴
史
的

に
み
て
さ
う
い
ふ
時
代
が
過
去
に
も
む
ろ
ん
あ
つ
た
が
、
こ
の
状
態
は
当
分

続
き
さ
う
な
気
が
す
る
。

　
な
ぜ
こ
ん
な
風
に
な
つ
た
か
、
そ
の
原
因
を
ひ
と
口
に
云
ふ
の
は
む
つ
か

し
い
け
れ
ど
も
、
つ
ま
り
は
現
在
が
芸
術
の
開
花
に
適
し
な
い
社
会
的
情
勢

に
あ
る
こ
と
を
ま
づ
考
へ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
そ
の
う
へ
、
演
劇
は
特
に

近
代
企
業
と
し
て
様
々
な
矛
盾
す
る
面
を
含
ん
で
ゐ
て
、
そ
の
点
、
映
画
の

生
産
と
普
及
に
押
さ
れ
勝
ち
で
あ
り
、
且
、
純
粋
芸
術
と
し
て
の
発
展
進
化
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の
う
へ
で
は
、
一
定
文
化
水
準
の
観
客
層
が
こ
れ
を
支
持
す
べ
き
物
質
的
精

神
的
の
余
裕
を
も
つ
と
い
ふ
こ
と
が
最
大
要
件
な
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
は
わ
が
国
に
つ
い
て
の
み
云
つ
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
こ
と
を
も
う
一

度
明
か
に
し
て
お
い
て
、
さ
て
、
欧
米
に
於
て
は
、
こ
の
危
機
が
如
何
に
当

面
の
問
題
と
し
て
処
理
さ
れ
て
ゐ
る
か
は
そ
の
国
々
に
よ
つ
て
異
る
や
う
で

あ
る
。
私
は
、
自
分
の
国
の
こ
と
に
つ
い
て
識
者
の
注
意
を
促
し
た
い
と
思

ふ
。

　
古
典
劇
と
し
て
の
歌
舞
伎
は
例
外
と
し
て
、
現
代
劇
、
即
ち
、
現
代
日
本

人
が
現
代
の
思
想
と
感
覚
と
を
も
つ
て
す
る
舞
台
表
現
な
る
も
の
を
ま
だ
完

全
に
育
て
あ
げ
て
ゐ
な
い
今
日
、
早
く
も
演
劇
の
不
振
時
代
が
来
た
と
い
ふ

こ
と
は
、
ま
こ
と
に
由
々
し
い
こ
と
で
あ
る
。
一
部
の
演
劇
関
係
者
は
、
私
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の
こ
の
言
葉
に
不
審
を
抱
く
で
あ
ら
う
。
な
ぜ
な
ら
、
劇
場
は
到
る
と
こ
ろ

満
員
に
近
く
、
殊
に
新
劇
の
如
き
で
さ
へ
い
づ
れ
も
予
想
外
に
客
足
が
つ
き

だ
し
た
と
い
ふ
現
象
を
極
め
て
楽
観
的
に
み
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
私
は
逆
に
、
こ
の
現
象
の
な
か
に
、
演
劇
の
停
頓
乃
至
退
化
を
指
摘
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
が
、
こ
の
議
論
は
し
ば
ら
く
預
る
と
し
て
、
私
の
若
干
の

経
験
は
、
今
こ
そ
、
日
本
演
劇
の
整
理
と
改
革
の
好
機
だ
と
い
ふ
こ
と
を
教

へ
る
。
演
劇
当
事
者
の
間
で
そ
の
動
き
が
な
く
は
な
い
。

　
し
か
し
、
こ
れ
ま
た
私
の
観
察
に
よ
れ
ば
、
わ
が
国
の
風
潮
の
悲
し
む
べ

き
一
面
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
い
つ
ま
で
も
民
間
の
努
力
に
の
み
委
ね
て
お
く

こ
と
は
、
百
年
河
清
を
待
つ
に
ひ
と
し
い
こ
と
を
先
に
私
は
宣
言
せ
ざ
る
を

得
ぬ
の
で
あ
る
。
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戦
時
の
要
求
に
応
ず
る
文
化
部
門
の
身
構
へ
と
い
ふ
意
味
と
は
別
個
に
、

ま
た
、
政
治
理
論
の
芸
術
的
扮
装
な
ど
と
混
合
し
な
い
範
囲
で
、
国
家
は
速

か
に
演
劇
統
制
に
乗
り
出
し
て
ほ
し
い
。
最
近
新
聞
の
報
ず
る
と
こ
ろ
に
よ

れ
ば
、
そ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
も
一
応
で
き
あ
が
つ
て
ゐ
る
や
う
で
あ
る
。
わ
れ

わ
れ
は
そ
の
内
容
に
つ
い
て
直
接
当
局
か
ら
は
な
に
も
聞
い
て
ゐ
な
い
け
れ

ど
、
各
項
目
を
ざ
つ
と
み
た
と
こ
ろ
で
は
、
別
に
驚
く
や
う
な
こ
と
は
ひ
と

つ
も
な
い
。

　
た
ゞ
最
後
に
自
分
の
眼
を
疑
ひ
た
い
ほ
ど
会
心
な
一
項
目
が
掲
げ
ら
れ
て

ゐ
る
の
で
、
そ
れ
だ
け
で
も
、
政
府
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
を
私
は
汲
む
こ
と

が
で
き
た
。
そ
の
項
目
と
い
ふ
の
は
、
国
立
演
劇
研
究
所
の
創
設
で
あ
る
。

　
か
ね
て
私
は
機
会
あ
る
毎
に
、
か
ゝ
る
国
家
的
施
設
の
必
要
を
叫
ん
で
ゐ
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た
の
で
あ
る
。
わ
が
国
の
演
劇
界
の
現
状
は
、
誰
が
な
ん
と
い
は
う
と
、
正

し
い
意
味
で
の
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
欠
如
が
唯
一
の
弱
点
で
あ
つ
た
。
技
術
の

訓
練
も
、
人
材
の
吸
引
も
、
品
位
の
向
上
も
、
理
論
は
と
に
か
く
、
実
際
問

題
と
し
て
、
ま
づ
そ
こ
か
ら
出
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
が
、
少
く
と
も
日

本
的
特
殊
事
情
な
の
で
あ
る
。

　
演
劇
そ
の
も
の
に
対
す
る
社
会
的
偏
見
の
是
正
は
、
国
家
が
そ
の
権
威
と

責
任
と
を
も
つ
て
こ
れ
に
当
る
以
外
、
も
は
や
近
道
は
な
い
と
私
は
信
じ
る
。

　
さ
て
、
然
ら
ば
、
ど
ん
な
演
劇
研
究
所
が
で
き
る
か
？
　
恐
ら
く
急
速
に

と
い
ふ
わ
け
に
は
い
く
ま
い
。
技
術
の
新
し
い
メ
ソ
ー
ド
の
樹
立
と
い
ふ
見

地
か
ら
で
も
、
い
く
ら
か
の
準
備
期
間
が
必
要
か
も
知
れ
ぬ
。
形
式
に
と
ら

は
れ
て
、
無
き
に
如
か
ざ
る
や
う
な
も
の
が
出
来
あ
が
れ
ば
、
そ
れ
こ
そ
時
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節
柄
、
国
家
の
大
な
る
損
失
で
あ
る
が
、
所
謂
、
世
界
的
日
本
建
設
の
掛
声

が
、
演
劇
芸
術
と
い
ふ
限
ら
れ
た
部
門
に
お
い
て
偶
然
最
も
根
本
的
な
問
題

に
触
れ
得
た
こ
と
を
私
は
ひ
そ
か
に
悦
ぶ
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
耳
に
よ
る
正
し
い
国
語
教
育

　
演
劇
の
社
会
的
効
用
に
つ
い
て
論
ず
る
人
は
多
い
が
、
演
劇
と
国
語
教
育

と
を
結
び
つ
け
た
意
見
と
い
ふ
も
の
が
ま
だ
日
本
に
は
現
れ
て
ゐ
な
い
や
う

で
あ
る
。

　
こ
れ
は
、
在
来
の
わ
が
国
の
演
劇
が
、
伝
統
的
に
時
代
の
教
養
か
ら
遊
離

し
、
高
い
意
味
で
の
文
化
的
な
指
導
性
を
も
つ
て
ゐ
な
か
つ
た
こ
と
が
第
一
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の
原
因
で
あ
り
、
第
二
の
原
因
と
し
て
は
、
今
日
ま
で
の
国
語
教
育
乃
至
国

語
の
修
得
と
い
ふ
こ
と
が
、
主
と
し
て
「
文
字
」
を
通
じ
て
な
さ
れ
、
「
読

み
書
き
」
が
主
で
あ
つ
て
「
音
」
に
よ
る
「
言
葉
」
の
研
究
が
い
く
ぶ
ん
軽

視
さ
れ
、
「
聴
き
方
、
話
し
方
」
の
訓
練
法
が
殆
ど
体
系
づ
け
ら
れ
て
も
ゐ

な
い
や
う
な
有
様
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
を
挙
げ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

　
私
は
国
語
教
育
に
つ
い
て
特
に
専
門
的
な
意
見
を
述
べ
る
資
格
は
な
い
が
、

演
劇
方
面
の
仕
事
に
関
係
し
て
痛
切
に
感
じ
て
ゐ
る
こ
と
は
、
俳
優
技
術
確

立
の
基
礎
条
件
と
し
て
、
こ
の
国
語
教
育
の
欠
陥
を
先
づ
埋
め
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
と
い
ふ
事
で
あ
る
。

　
国
語
と
い
ふ
の
は
つ
ま
り
、
日
本
語
の
こ
と
で
あ
ら
う
と
思
ふ
が
、
抑
も

語
感
か
ら
云
つ
て
、
こ
れ
と
そ
れ
と
は
な
ん
と
い
ふ
違
ひ
だ
ら
う
。
学
校
で
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国
語
は
習
つ
た
が
日
本
語
は
習
は
な
か
つ
た
と
い
ふ
も
の
が
あ
れ
ば
、
誰
で

も
な
る
ほ
ど
さ
う
か
と
す
ぐ
そ
の
意
味
が
わ
か
る
く
ら
ゐ
で
あ
る
。

「
書
か
れ
る
言
葉
」
は
、
な
る
ほ
ど
、
文
章
と
し
て
、
学
校
の
先
生
か
ら
、

正
し
く
、
時
と
し
て
は
、
美
し
く
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
「
話
さ

れ
る
言
葉
」
は
、
学
校
の
先
生
の
す
べ
て
が
こ
れ
を
正
し
く
美
し
く
教
へ
る

こ
と
は
困
難
な
事
情
が
あ
る
。

　
先
生
の
心
掛
け
と
、
当
局
の
配
慮
に
よ
つ
て
、
む
ろ
ん
、
あ
る
程
度
ま
で

の
指
導
は
で
き
る
が
、
自
ら
模
範
を
示
す
と
い
ふ
こ
と
は
な
か
な
か
厄
介
で

あ
る
。
従
つ
て
、
さ
う
い
ふ
部
門
の
専
門
的
な
教
師
が
必
要
に
な
つ
て
来
る
。

　
此
教
師
の
養
成
は
何
処
で
や
る
か
？
　
師
範
学
校
あ
た
り
で
特
別
な
講
座

を
設
け
る
こ
と
も
差
当
り
必
要
で
あ
ら
う
が
、
そ
の
講
座
は
ど
う
い
ふ
人
物
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が
受
け
も
つ
こ
と
に
な
る
か
？
　
か
う
な
つ
て
来
る
と
、
「
正
し
い
日
本
語

の
標
準
」
と
い
ふ
も
の
が
問
題
に
な
る
。
そ
の
日
本
語
は
正
し
い
ば
か
り
で

は
い
け
な
い
。
活
き
て
ゐ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
現
代
の
感
覚
に
愬
へ
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
。
さ
う
い
ふ
言
葉
の
完
全
な
遣
ひ
方
は
普
通
の
「
練
習
」
ぐ
ら
ゐ

で
は
間
に
合
は
ぬ
。
そ
れ
は
も
う
こ
の
こ
と
を
ひ
と
つ
の
職
業
と
し
て
身
に

つ
け
、
こ
れ
に
熟
達
し
、
万
人
を
首
肯
せ
し
め
る
て
い
の
魅
力
あ
る
技
能
と

な
つ
て
ゐ
る
こ
と
が
大
事
な
の
で
あ
る
。

　
耳
に
愬
へ
る
言
葉
の
価
値
が
国
民
生
活
の
文
化
的
表
現
と
し
て
夙
に
尊
重

さ
れ
て
ゐ
る
国
で
は
、
演
劇
が
お
の
づ
か
ら
国
語
教
育
の
一
分
野
を
受
け
も

ち
、
俳
優
は
「
話
さ
れ
る
言
葉
」
の
正
統
的
な
エ
キ
ス
パ
ー
ト
と
し
て
、
社

会
全
体
が
こ
れ
を
認
め
て
ゐ
る
事
情
を
、
今
更
な
が
ら
私
は
当
然
な
こ
と
ゝ
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思
ふ
。

　
最
近
わ
が
国
に
も
紹
介
さ
れ
た
フ
ラ
ン
ス
映
画
の
「
と
ら
ん
ぷ
譚
」
と
い

ふ
の
は
、
サ
シ
ヤ
・
ギ
イ
ト
リ
イ
と
い
ふ
俳
優
が
は
じ
め
か
ら
終
ひ
ま
で
一

人
で
喋
り
つ
ゞ
け
る
風
変
り
な
ト
オ
キ
イ
で
あ
る
が
、
こ
の
映
画
の
面
白
さ

は
、
フ
ラ
ン
ス
俳
優
の
さ
う
い
ふ
教
養
と
技
術
を
土
台
と
し
て
仕
組
ま
れ
た

も
の
と
解
す
る
の
が
適
当
で
あ
る
。

　
国
立
劇
場
コ
メ
デ
イ
イ
・
フ
ラ
ン
セ
エ
ズ
の
マ
チ
ネ
ー
に
は
、
小
学
生
や

女
学
生
が
古
典
劇
の
テ
キ
ス
ト
な
ど
持
ち
こ
ん
で
舞
台
と
睨
め
つ
く
ら
を
し

て
ゐ
る
図
を
よ
く
見
か
け
る
が
、
こ
れ
は
、
学
校
の
先
生
や
両
親
に
連
れ
ら

れ
て
フ
ラ
ン
ス
語
の
正
し
い
「
言
ひ
方
」
を
聴
き
に
来
る
の
で
あ
る
。

　
ま
た
舞
台
を
退
い
た
老
俳
優
と
か
、
舞
台
の
収
入
だ
け
で
は
生
活
に
余
裕
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の
な
さ
さ
う
な
官
吏
俳
優
の
内
職
が
、
「   

朗      

誦   

デ
ク
ラ
マ
シ
ヨ
ン

」
或
は
「    

会        

コ
ン
ヴ
エ
ル
サ

話    

シ
ヨ
ン
」
の
個
人
教
授
で
あ
る
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
つ
て
、
こ
れ
ま
た
フ

ラ
ン
ス
語
教
育
の
立
派
な
一
部
門
と
さ
れ
て
ゐ
る
。

　
日
本
の
演
劇
が
今
直
に
さ
う
い
ふ
役
割
を
果
し
得
る
と
は
決
し
て
私
も
考

へ
て
ゐ
な
い
。
舞
台
が
さ
う
い
ふ
方
面
に
発
達
も
し
て
ゐ
な
い
し
、
俳
優
も

さ
う
い
ふ
風
に
教
育
さ
れ
て
ゐ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
人
各
々
そ
の
畑

あ
り
で
、
国
語
教
育
の
極
め
て
重
要
な
課
題
が
、
学
者
や
教
育
者
の
手
だ
け

で
解
決
さ
れ
る
も
の
で
な
い
こ
と
を
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
と
同
時
に
、

日
本
語
の
研
究
と
い
ふ
点
で
頗
る
怠
慢
か
つ
横
着
で
あ
つ
た
わ
が
演
劇
当
事

者
の
反
省
を
も
当
然
促
す
べ
き
で
あ
る
。
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観
客
層
と
新
劇
の
宿
命

　
最
近
に
於
て
新
劇
の
観
客
が
非
常
に
ふ
え
て
来
た
の
は
事
実
で
あ
る
。
こ

れ
に
は
い
ろ
〳
〵
原
因
も
あ
る
が
、
前
に
述
べ
た
や
う
に
、
こ
れ
を
も
つ
て

新
劇
そ
の
も
の
ゝ
飛
躍
と
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
一
方
、
新
劇

団
の
あ
る
も
の
は
、
所
謂
職
業
化
を
目
ざ
し
て
経
済
的
立
場
か
ら
の
企
画
を

云
々
す
る
や
う
に
な
り
、
ま
た
あ
る
種
の
劇
団
は
、
新
劇
の
看
板
た
る
先
駆

的
傾
向
を
封
じ
て
、
ア
カ
デ
ミ
ツ
ク
な
、
乃
至
は
普
遍
的
な
上
演
目
録
を
追

ふ
や
う
に
な
つ
た
こ
と
も
計
算
に
い
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

　
ま
た
、
同
時
に
、
脚
本
、
演
技
を
通
じ
て
、
「
試
み
」
が
少
く
な
り
、
従

つ
て
「
独
り
よ
が
り
」
で
見
物
を
悩
ま
す
度
合
が
た
し
か
に
減
つ
た
ば
か
り
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で
な
く
、
写
実
の
地
道
な
勉
強
が
い
く
ら
か
舞
台
に
コ
ク
を
つ
け
、
そ
の
範

囲
で
は
最
も
わ
か
り
易
い
、
誰
に
で
も
親
し
め
る
芝
居
の
味
を
出
し
は
じ
め

て
ゐ
る
こ
と
は
否
め
な
い
の
で
あ
る
。

　
私
自
身
は
、
新
劇
関
係
者
と
し
て
、
こ
の
現
状
を
必
ず
し
も
悲
観
的
に
み

て
は
ゐ
な
い
が
、
可
な
り
警
戒
す
べ
き
時
期
だ
と
い
ふ
こ
と
を
見
逃
し
得
な

い
。
と
云
ふ
の
は
、
今
日
の
観
客
は
新
劇
か
ら
何
か
を
学
ば
う
と
は
し
て
ゐ

な
い
し
、
況
ん
や
、
面
白
く
な
い
の
を
我
慢
し
て
見
て
は
ゐ
な
い
の
で
あ
る
。

云
は
ゞ
、
見
物
と
し
て
は
素
人
が
多
い
。
し
か
も
、
厄
介
な
こ
と
に
大
人
で

あ
る
。
わ
が
演
劇
界
の
特
殊
事
情
は
、
新
劇
が
や
は
り
こ
ゝ
か
ら
出
発
し
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
や
う
に
な
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

　
し
て
み
る
と
「
も
う
新
劇
は
見
る
気
が
せ
ぬ
」
と
云
つ
て
早
く
か
ら
背
中
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を
向
け
て
ゐ
る
人
々
の
多
く
を
私
は
識
つ
て
ゐ
る
に
つ
け
て
も
、
も
う
一
度

そ
れ
ら
の
人
々
が
今
日
の
新
劇
の
立
場
を
考
慮
に
い
れ
て
、
こ
れ
を
健
全
に

育
て
ゝ
行
く
熱
意
を
示
し
て
く
れ
る
こ
と
を
望
む
も
の
で
あ
る
。

　
日
本
の
新
劇
は
、
や
つ
と
、
こ
ゝ
へ
来
て
ほ
ん
た
う
の
ス
タ
ー
ト
を
見
つ

け
た
の
で
あ
る
。
新
劇
は
こ
れ
ま
で
の
や
う
に
自
分
を
思
ひ
あ
が
ら
せ
る
何

も
の
を
も
身
近
に
持
た
な
く
な
つ
た
。
ほ
ん
た
う
に
「
芝
居
と
し
て
」
面
白

く
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
　
　
む
つ
か
し
く
云
へ
ば
、
演
劇
の
本
質
に
徹
し
た
魅

力
を
備
へ
て
ゐ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
と
い
ふ
こ
と
を
痛
切
に
感
じ
だ
し
て
ゐ

る
。
時
局
に
お
も
ね
る
演だ
し
物
を
軽
々
し
く
や
ら
ぬ
の
も
、
そ
の
心
掛
け
の

ゆ
ゑ
で
あ
ら
う
。

　
以
上
の
こ
と
は
、
日
本
の
新
劇
の
歴
史
を
顧
み
て
ま
こ
と
に
感
慨
に
堪
へ
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な
い
ひ
と
つ
の
結
果
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
日
本
の
新
劇
が
、

そ
の
本
来
の
使
命
を
自
覚
し
、
衒
学
と
ス
ノ
ビ
ズ
ム
か
ら
脱
却
し
て
、
真
の

現
代
劇
の
樹
立
に
邁
進
す
る
た
め
に
、
過
去
三
十
年
の
彷
徨
を
余
儀
な
く
さ

せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
間
に
、
新
劇
は
「
芝
居
の
愛
好
者
」
を
徐
々
に

劇
場
か
ら
遠
ざ
け
た
。

　
西
洋
の
新
劇
運
動
は
、
概
ね
新
理
論
に
基
く
演
劇
の
革
命
を
目
指
し
て
ゐ

る
。
日
本
で
は
、
そ
の
前
に
、
演
劇
の
風
俗
的
現
代
化
が
必
要
だ
つ
た
の
で

あ
る
。
新
劇
俳
優
の
技
術
が
上
達
す
る
に
つ
れ
て
新
派
に
接
近
す
る
と
は
今

日
も
な
ほ
い
は
れ
て
ゐ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
い
ふ
ま
で
も
な
く
、
風

俗
の
現
代
化
が
新
劇
に
於
て
す
ら
等
閑
視
さ
れ
て
ゐ
た
証
拠
な
の
で
あ
る
。

　
新
劇
の
忠
実
、
且
つ
素
朴
な
観
客
は
そ
れ
ゆ
ゑ
に
、
翻
訳
的
な
科
白
せ
り
ふ
を
よ
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り
新
劇
的
な
り
と
思
ひ
込
ん
で
ゐ
る
。
罪
は
何
れ
に
も
あ
る
の
で
あ
る
。

　
私
は
、
嘗
て
の
新
劇
愛
好
者
を
信
用
し
な
い
。
寧
ろ
、
現
在
の
新
劇
が
偶

然
に
惹
き
寄
せ
た
観
客
に
あ
る
期
待
を
か
け
る
。
即
ち
、
こ
ゝ
し
ば
ら
く
、

新
劇
は
こ
の
観
客
の
多
数
と
共
に
成
長
し
、
進
化
し
、
変
貌
し
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
ら
の
観
客
は
少
く
と
も
、
こ
の
時
代
に
於
て
、
自

分
の
眼
を
も
つ
て
物
を
見
、
自
分
の
感
覚
で
真
実
を
嗅
ぎ
分
け
る
能
力
を
も

つ
て
ゐ
る
人
た
ち
だ
と
思
ふ
か
ら
で
あ
る
。

　
現
在
の
新
劇
は
、
明
日
の
近
代
古
典
と
な
る
の
が
唯
一
の
正
し
い
目
標
で

あ
る
と
、
私
は
固
く
信
じ
る
。
明
日
の
新
劇
は
、
わ
れ
〳
〵
の
巣
か
ら
飛
び

立
つ
若
い
頼
も
し
い
反
逆
児
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
宿
命
の
潔
い
さ
ぎ
よい
担
ひ

手
を
私
は
、
す
で
に
私
の
周
囲
に
発
見
し
て
、
自
分
の
仕
事
の
力
強
い
支
へ
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と
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
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