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僕
は
嘗
て
、
今
日
わ
れ
わ
れ
が
「
新
劇
運
動
」
と
称
へ
る
べ
き
も
の
は
、

明
か
に
所
謂
近
代
劇
運
動
な
る
も
の
と
区
別
し
て
考
へ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
を
述
べ
た
。

　
現
代
の
日
本
に
於
て
、
こ
の
二
つ
が
、
殆
ど
同
様
の
意
味
に
用
ひ
ら
れ
て

を
り
、
外
国
劇
の
影
響
と
刺
激
よ
り
出
発
し
た
凡
ゆ
る
演
劇
が
等
し
く
近
代

劇
と
呼
ば
れ
、
新
劇
と
呼
ば
れ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
に
、
僕
は
、
現
代
日
本
劇
の

行
詰
ま
つ
た
結
果
を
発
見
す
る
。

　
問
題
は
名
称
の
如
何
に
在
る
の
で
は
な
い
。
西
洋
に
於
て
必
然
に
歴
史
的

意
義
を
掲
げ
て
生
れ
来
つ
た
近
代
劇
が
、
偶
々
、
日
本
に
輸
入
さ
れ
、
そ
の

啓
示
に
よ
つ
て
、
日
本
伝
来
の
演
劇
に
一
つ
の
革
新
運
動
が
齎
ら
さ
れ
た
事
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実
を
顧
み
て
も
、
そ
の
革
新
に
よ
つ
て
生
れ
た
一
つ
の
演
劇
様
式
が
、
在
来

の
伝
統
劇
に
対
し
て
、
近
代
劇
の
名
を
附
せ
ら
れ
る
こ
と
は
、
そ
の
根
本
に

於
て
著
し
い
誤
り
を
含
ん
で
ゐ
る
。
よ
し
こ
れ
に
近
代
劇
の
名
を
許
す
に
し

て
も
、
西
洋
の
古
典
劇
に
対
し
て
、
日
本
近
代
劇
は
如
何
な
る
立
場
に
あ
る

の
か
、
肯
定
的
に
せ
よ
、
否
定
的
に
も
せ
よ
、
こ
の
立
場
が
明
か
で
な
い
以

上
、
日
本
近
代
劇
は
断
じ
て
西
洋
の
近
代
劇
と
そ
の
歩
調
を
倶
に
す
る
こ
と

は
不
可
能
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
欧
米
に
於
け
る
近
代
劇
運
動
の
歴
史
を
詳
説
す
る
暇
は
な
い
が
、

わ
れ
わ
れ
が
、
真
に
そ
の
名
に
応ふさ
は
し
き
近
代
劇
を
有
ち
得
る
た
め
に
は
、

こ
の
意
味
に
於
て
、
暫
く
日
本
古
来
の
演
劇
的
伝
統
よ
り
離
れ
、
一
応
欧
米

の
古
典
劇
へ
眼
を
注
ぐ
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
、
時
代
と
共
に
推
移
し
た
一
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面
を
見
極
め
る
と
同
時
に
、
時
代
を
通
じ
て
成
長
し
た
一
面
を
察
知
す
べ
き

で
あ
る
。
そ
こ
に
、
わ
れ
わ
れ
が
求
め
る
真
の
新
し
き
演
劇
様
式
を
発
見
す

る
で
あ
ら
う
。
そ
の
上
で
、
更
に
、
日
本
在
来
の
演
劇
に
公
平
な
批
判
を
下

す
が
よ
い
。
そ
し
て
そ
こ
か
ら
は
新
し
く
は
な
く
と
も
、
わ
れ
わ
れ
に
最
も

親
し
い
美
的
伝
統
を
求
め
る
が
い
い
。

　
わ
れ
わ
れ
が
自
称
す
る
「
近
代
劇
」
は
、
実
際
、
あ
ま
り
に
歴
史
的
必
然

性
を
欠
い
て
ゐ
る
。
こ
れ
が
つ
ま
り
文
学
的
生
命
の
稀
薄
な
所
以
で
あ
る
。

　
西
洋
の
近
代
劇
は
当
然
生
る
べ
く
し
て
生
れ
た
。
日
本
の
近
代
劇
は
偶
然
、

外
国
劇
の
影
響
か
ら
生
れ
た
。
西
洋
の
近
代
劇
は
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
イ
ヤ
、

モ
リ
エ
エ
ル
、
ラ
シ
イ
ヌ
、
シ
ル
レ
ル
に
よ
つ
て
耕
さ
れ
た
土
壌
の
上
に
芽

を
吹
い
た
。
日
本
の
近
代
劇
は
、
云
は
ば
そ
の
芽
を
、
近
松
、
南
北
、
黙
阿
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弥
の
耕
し
た
土
の
上
に
移
し
植
ゑ
た
の
で
あ
る
。
油
断
を
す
れ
ば
枯
れ
る
に

き
ま
つ
て
ゐ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
近
松
、
南
北
、
黙
阿
弥
は
、
イ
プ
セ
ン
、
チ

エ
ホ
フ
、
さ
て
は
マ
ア
テ
ル
ラ
ン
ク
な
ど
を
植
ゑ
る
や
う
に
土
を
耕
し
て
は

ゐ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
枯
れ
な
い
ま
で
も
花
に
香
り
が
な
い
だ
ら
う
。
実
に

汁
が
少
い
だ
ら
う
。
こ
れ
は
ど
う
し
た
ら
い
い
か
。
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
イ
ヤ
、

モ
リ
エ
エ
ル
、
シ
ル
レ
ル
の
耕
し
た
土
を
持
つ
て
来
る
か
、
ま
た
は
、
そ
の

土
の
代
り
に
な
る
や
う
な
肥
料
を
与
へ
る
の
で
あ
る
。
比
喩
が
変
に
な
る
が
、

そ
の
土
と
い
ふ
の
は
西
洋
劇
の
伝
統
で
あ
る
。
肥
料
と
い
ふ
の
は
、
近
代
生

活
の
研
究
で
あ
る
。

　
イ
プ
セ
ン
の
思
想
を
論
じ
、
チ
エ
ホ
フ
の
手
法
を
研
め
、
マ
ア
テ
ル
ラ
ン

ク
の
情
調
を
云
々
す
る
だ
け
が
、
近
代
劇
の
研
究
だ
と
思
つ
た
ら
大
間
違
ひ
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で
あ
る
。
殊
に
、
そ
れ
だ
け
で
西
洋
劇
が
わ
か
つ
た
と
思
つ
た
ら
大
間
違
ひ

で
あ
る
。

　
日
本
の
近
代
劇
は
、
ど
う
も
そ
の
辺
か
ら
出
発
し
て
ゐ
る
や
う
に
思
は
れ

る
。
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
イ
ヤ
と
イ
プ
セ
ン
と
が
、
如
何
な
る
点
で
結
び
つ
い
て

ゐ
る
か
、
劇
作
家
と
し
て
の
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
イ
ヤ
は
、
劇
作
家
と
し
て
の
イ

プ
セ
ン
に
如
何
な
る
も
の
を
伝
へ
て
ゐ
る
か
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
イ
ヤ
の
戯
曲

が
、
戯
曲
と
し
て
何
故
に
魅
力
を
も
つ
て
ゐ
る
か
、
そ
の
魅
力
が
、
イ
プ
セ

ン
の
戯
曲
の
魅
力
と
如
何
な
る
共
通
点
が
あ
る
か
、
そ
れ
が
、
戯
曲
の
本
質

と
如
何
な
る
関
係
が
あ
る
か
。
こ
こ
ま
で
研
究
の
歩
を
進
め
れ
ば
、
凡
そ
西

洋
劇
の
十
分
な
理
解
が
得
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。
そ
れ
か
ら
後
、
シ
ェ
イ
ク
ス

ピ
イ
ヤ
が
何
故
に
古
典
劇
作
家
と
さ
れ
、
イ
プ
セ
ン
が
近
代
劇
作
家
と
さ
れ
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る
か
を
考
へ
て
見
る
が
い
い
。
わ
れ
わ
れ
が
現
在
自
称
し
て
ゐ
る
「
わ
れ
わ

れ
の
近
代
劇
」
が
、
如
何
に
基
礎
の
危
い
も
の
で
あ
る
か
に
気
が
つ
く
で
あ

ら
う
。

　
そ
こ
で
一
先
づ
、
近
代
劇
と
い
ふ
名
称
を
離
れ
て
考
へ
よ
う
。
わ
れ
わ
れ

は
兎
も
角
、
在
来
の
日
本
劇
か
ら
一
層
飛
躍
し
た
演
劇
を
作
り
上
げ
よ
う
と

し
て
ゐ
る
。
然
し
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
ほ
ど
、
在
来
の
日
本
劇
か
ら
離
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ら
う
か
。
僕
は
今
ま
で
、
西
洋
劇
研
究
の
必
要
を
力

説
し
、
殆
ど
在
来
の
日
本
劇
を
顧
み
な
い
か
の
や
う
な
論
じ
方
を
し
た
。
そ

し
て
、
西
洋
劇
の
伝
統
と
日
本
劇
の
伝
統
と
が
、
相
容
れ
な
い
両
極
端
を
な

し
て
ゐ
る
か
の
如
き
意
見
を
述
べ
た
。
こ
の
点
を
も
う
一
層
明
か
に
し
て
お

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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西
洋
劇
と
日
本
劇
と
の
比
較
問
題
は
、
稿
を
更
め
て
詳
論
す
る
つ
も
り
で

は
あ
る
が
、
要
す
る
に
、
日
本
劇
の
伝
統
は
、
そ
の
発
達
の
経
路
と
完
成
の

程
度
に
於
て
独
特
の
も
の
で
こ
そ
あ
れ
、
そ
の
本
質
に
於
て
、
全
く
西
洋
劇

の
伝
統
中
に
こ
れ
を
見
出
し
得
な
い
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
西
洋
に
於
て
は
、

発
達
の
遅
々
た
る
、
そ
の
結
果
、
今
日
で
は
芸
術
的
演
劇
と
し
て
、
そ
の
存

在
を
認
め
ら
れ
な
い
一
つ
の
様
式
と
な
つ
て
ゐ
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

　
西
洋
劇
と
い
つ
て
も
色
々
の
様
式
が
あ
り
、
そ
の
様
式
に
よ
つ
て
は
、
今

日
わ
れ
わ
れ
が
一
顧
の
価
値
す
ら
払
ひ
得
な
い
や
う
な
も
の
が
実
際
あ
る
の

だ
か
ら
、
そ
れ
と
同
時
に
、
同
じ
様
式
に
は
違
ひ
な
い
が
、
そ
の
芸
術
的
価

値
に
於
て
、
取
る
に
足
ら
ぬ
も
の
も
数
限
り
な
く
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
一

概
に
西
洋
劇
か
ら
範
を
取
る
と
い
ふ
こ
と
は
無
論
で
き
な
い
の
で
あ
る
が
、
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こ
れ
は
も
う
云
ふ
ま
で
も
な
い
こ
と
で
、
か
う
い
ふ
反
駁
は
予
め
お
断
り
し

て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
さ
て
、
か
う
い
ふ
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
日
本
劇
の
伝
統
か
ら
わ
れ
わ
れ
が

あ
る
も
の
を
求
め
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
歴
代
の
名
優
に
よ
つ
て
完
成
さ
れ
、

洗
煉
さ
れ
た
美
そ
の
も
の
で
あ
つ
て
、
文
学
的
様
式
乃
至
は
手
法
の
上
で
、

日
本
劇
か
ら
で
な
け
れ
ば
得
ら
れ
な
い
と
い
ふ
や
う
な
も
の
は
先
づ
無
い
と

見
て
差
支
へ
あ
る
ま
い
。
さ
う
な
る
と
、
も
う
日
本
劇
と
西
洋
劇
と
を
対
立

さ
せ
る
必
要
も
な
く
な
る
わ
け
で
あ
る
。
西
洋
劇
の
伝
統
を
そ
の
ま
ま
取
り

入
れ
て
、
そ
れ
を
新
し
い
日
本
劇
の
伝
統
と
し
て
も
一
向
差
支
へ
は
な
く
、

従
つ
て
歌
舞
伎
劇
に
は
、
新
日
本
劇
の
実
父
と
い
ふ
名
を
呈
し
て
お
く
だ
け

で
、
養
父
の
西
洋
劇
に
は
万
事
行
末
の
面
倒
を
見
て
貰
ふ
こ
と
も
、
別
段
、
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不
義
理
な
沙
汰
で
は
あ
る
ま
い
と
思
ふ
。

　
そ
れ
な
ら
ば
、
新
日
本
劇
と
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
れ
ば
い
い
か
。
現
在

の
新
劇
で
は
い
け
な
い
の
か
。
ど
う
い
け
な
い
の
か
。

　
僕
は
現
在
の
所
謂
「
新
劇
」
な
る
も
の
を
か
う
見
て
ゐ
る
。
即
ち
、
一
つ

は
、
歌
舞
伎
劇
流
の
類
型
的
心
理
乃
至
生
活
を
近
代
人
の
敏
感
さ
と
繊
細
さ

を
以
て
描
き
出
さ
う
と
す
る
も
の
、
一
つ
は
、
近
代
精
神
の
一
面
を
歌
舞
伎

劇
的
な
冗
漫
極
ま
る
叙
述
に
託
さ
う
と
す
る
も
の
。
そ
し
て
、
こ
の
二
つ
の

型
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
あ
る
程
度
ま
で
芸
術
的
に
認
め
ら
れ
る
べ
き
作
品
を
生

ん
で
は
ゐ
る
が
、
こ
れ
を
以
て
、
新
日
本
劇
の
根
本
的
樹
立
と
目
す
る
こ
と

は
ど
う
し
て
も
で
き
な
い
。
殊
に
、
同
時
に
、
こ
の
両
者
に
欠
け
て
ゐ
る
も

の
は
、
近
代
生
活
の
中
に
含
ま
れ
る
特
殊
な
戯
曲
的
雰
囲
気
の
把
握
で
あ
る
。
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近
代
人
の
鋭
敏
な
感
覚
に
訴
へ
る
戯
曲
美
の
創
造
で
あ
る
。

　
現
代
の
教
養
あ
る
観
衆
は
、
思
想
の
中
に
常
識
以
上
の
も
の
を
求
め
て
ゐ

る
。
感
動
の
中
に
経
験
以
上
の
も
の
を
求
め
て
ゐ
る
。
作
者
の
「
物
の
観
方
」

と
、
自
分
の
「
物
の
観
方
」
と
を
比
較
す
る
こ
と
を
知
つ
て
ゐ
る
。
こ
れ
ら

の
演
劇
は
、
畢
竟
、
こ
れ
ら
の
観
衆
を
満
足
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
常

識
と
い
ひ
経
験
と
い
ひ
、
既
に
在
る
も
の
を
指
す
の
で
あ
る
。
如
何
に
深
遠

な
る
思
想
も
、
一
人
が
こ
れ
を
説
け
ば
既
に
常
識
で
あ
る
。
ど
ん
な
に
激
し

い
感
動
も
、
実
生
活
の
中
か
ら
何
人
も
受
け
得
る
感
動
は
、
す
べ
て
経
験
で

あ
る
。
芸
術
は
、
こ
の
思
想
、
こ
の
感
動
か
ら
、
一
歩
抜
け
出
た
も
の
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
演
劇
の
み
は
、
こ
の
点
で
他
の
姉
妹
芸
術
に
遅
れ
て
ゐ

る
こ
と
を
恥
と
し
な
い
風
が
あ
る
。
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少
し
脇
道
に
外
れ
た
が
、
現
代
日
本
に
於
て
、
所
謂
、
新
劇
と
称
せ
ら
れ

る
も
の
が
、
か
く
の
如
き
有
様
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
か
ら
の
「
新
劇
運

動
」
と
称
す
べ
き
も
の
は
、
正
に
、
在
来
の
所
謂
新
劇
に
対
し
て
こ
そ
革
命

の
旗
を
翻
す
べ
き
で
あ
る
。
今
日
新
劇
団
の
発
生
を
注
意
し
て
ゐ
る
と
、
そ

れ
は
何
れ
も
、
在
来
の
所
謂
「
新
劇
」
か
ら
一
歩
も
出
よ
う
と
し
て
ゐ
な
い
。

在
来
の
新
劇
が
払
つ
た
努
力
以
上
の
努
力
、
探
究
以
上
の
探
究
を
し
て
ゐ
な

い
。
従
来
上
演
せ
ら
れ
て
来
た
脚
本
を
、
従
来
通
り
に
、
或
は
従
来
よ
り
も

「
少
し
達
者
に
」
演
出
す
る
こ
と
を
以
て
能
事
了
れ
り
と
し
て
ゐ
る
観
が
あ

る
。
た
ま
た
ま
「
少
し
変
へ
て
」
演
出
し
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
単
に
舞
台

装
置
で
あ
る
。
扮
装
で
あ
る
。
気
が
き
い
た
と
こ
ろ
で
、
台
詞
の
テ
ン
ポ
乃

至
は
声
の
調
子
で
あ
る
。
派
手
に
、
地
味
に
、
明
る
く
、
暗
く
、
悲
劇
的
に
、
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喜
劇
的
に
…
…
さ
う
い
ふ
「
変
へ
方
」
で
あ
る
。
そ
れ
も
悪
く
は
な
い
が
、

そ
れ
以
外
に
も
つ
と
大
事
な
、
も
つ
と
本
質
的
な
演
出
上
の
改
革
点
が
あ
る

筈
で
あ
る
。
そ
れ
は
一
つ
の
脚
本
を
如
何
に
演
ず
る
か
と
い
ふ
問
題
以
上
に
、

こ
れ
か
ら
の
演
劇
を
如
何
に
完
成
す
べ
き
か
と
い
ふ
問
題
に
触
れ
て
ゐ
る
の

で
あ
る
。
そ
こ
ま
で
行
か
な
け
れ
ば
、
本
当
の
新
劇
運
動
と
は
云
へ
な
い
。

　
そ
れ
が
た
め
に
は
、
先
づ
第
一
に
脚
本
の
撰
定
か
ら
従
来
の
標
準
を
改
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
具
体
的
に
述
べ
る
こ
と
は
差
控
へ
る
が
、
要

す
る
に
こ
の
種
の
運
動
は
、
勢
ひ
芸
術
的
に
あ
る
傾
向
を
取
り
易
い
も
の
で

あ
る
け
れ
ど
も
、
主
義
や
流
派
は
、
演
劇
の
本
質
的
見
地
か
ら
す
れ
ば
、
さ

ほ
ど
問
題
に
し
な
く
て
も
い
い
。
た
だ
前
に
述
べ
た
「
新
し
い
日
本
劇
」
の

樹
立
に
好
ま
し
い
基
礎
を
与
へ
る
要
素
を
具
備
し
た
戯
曲
な
ら
ば
、
国
の
内
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外
を
問
は
ず
、
時
の
新
旧
を
問
は
ず
、
こ
れ
を
上
演
目
録
中
に
加
へ
る
が
い

い
。

　
但
し
、
そ
の
演
出
は
、
あ
く
ま
で
も
演
劇
の
本
質
美
を
発
揮
す
べ
き
演
出

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
戯
曲
が
わ
か
つ
て
ゐ
る
だ
け
で
は
い
け
な
い
。
戯

曲
を
感
じ
て
ゐ
な
け
れ
ば
。
戯
曲
に
盛
ら
れ
て
あ
る
生
命
の
韻
律
的
効
果
を
、

完
全
に
舞
台
上
に
活
か
し
得
る
自
信
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
た
め

に
は
、
従
来
の
新
劇
団
が
行
つ
て
ゐ
る
や
う
な
稽
古
の
仕
方
で
は
絶
対
に
駄

目
で
あ
る
。
あ
る
劇
団
の
如
き
は
、
そ
の
稽
古
の
結
果
か
ら
見
れ
ば
、
努
力

の
程
度
は
十
分
と
思
は
れ
て
も
、
そ
の
方
法
に
於
て
僕
の
望
む
所
と
は
遥
か

に
隔
り
が
あ
る
や
う
で
あ
る
。
こ
れ
は
所
謂
「
新
劇
運
動
」
を
標
榜
し
て
ゐ

な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
咎
め
る
方
が
無
理
で
も
あ
り
、
ま
た
そ
の
方
面
で
、

15



将
来
ど
ん
な
新
し
い
演
劇
が
生
れ
て
来
る
か
も
わ
か
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、

そ
の
真
価
を
今
こ
こ
で
即
断
す
る
こ
と
は
早
計
で
あ
る
が
、
今
は
、
僕
の
理

論
を
実
行
す
る
も
の
と
し
て
の
話
で
あ
る
。
そ
れ
は
さ
う
と
、
稽
古
の
方
法

ま
で
こ
の
機
会
に
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
け
れ
ど
、
要
す
る
に
今
の
や

う
な
有
様
で
は
、
い
つ
ま
で
た
つ
て
も
「
新
し
い
日
本
劇
」
は
生
れ
て
来
な

い
と
云
ふ
ま
で
で
あ
る
。

「
そ
ん
な
こ
と
は
と
つ
く
の
昔
、
百
も
承
知
で
あ
る
。
や
ら
う
と
思
つ
て
も

で
き
な
い
だ
け
だ
」
と
、
捨
台
詞
を
投
げ
付
け
る
人
も
あ
る
だ
ら
う
。
「
金

が
な
け
れ
ば
芝
居
は
で
き
な
い
」
と
は
、
こ
れ
ま
で
新
劇
運
動
に
絶
望
し
た

人
の
合
言
葉
で
あ
る
。
然
し
こ
れ
ま
で
、
新
劇
運
動
を
起
し
た
人
の
大
部
分

は
、
現
に
金
が
無
く
て
も
芝
居
を
し
た
人
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
金
が
無
か
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つ
た
か
ら
、
そ
の
運
動
は
無
意
義
で
あ
つ
た
か
と
云
ふ
と
、
決
し
て
さ
う
で

は
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
ん
な
こ
と
を
云
ふ
の
は
余
計
な
や
う
で
あ
る
が
、
「
そ
ん
な
ら
自
分
で

や
つ
た
ら
ど
う
だ
」
と
、
変
に
皮
肉
る
人
が
無
い
と
も
限
ら
な
い
か
ら
断
つ

て
お
く
が
、
僕
は
実
際
や
り
た
く
て
堪
ら
な
い
の
で
あ
る
。
悲
し
い
哉
、
芝

居
と
い
ふ
も
の
に
は
相
手
が
要
る
。
相
手
と
云
ふ
よ
り
も
相
棒
が
要
る
。
や

か
ま
し
く
云
へ
ば
同
志
が
要
る
の
で
あ
る
。
人
に
や
れ
と
云
ふ
の
で
は
な
い
。

然
し
な
が
ら
、
こ
れ
ま
た
誰
と
で
も
一
緒
に
や
れ
ば
い
い
訳
の
も
の
で
は
な

い
。
僕
は
先
づ
機
会
あ
る
毎
に
自
分
の
意
見
を
発
表
し
、
有
力
な
共
鳴
者
の

出
現
を
待
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

　
新
劇
運
動
の
一
考
察
　
　
甚
だ
と
り
止
め
も
な
い
議
論
に
終
つ
た
が
、
何
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し
ろ
稿
を
練
る
暇
が
な
い
。

　
終
り
に
臨
ん
で
、
新
劇
運
動
の
一
部
と
も
見
る
べ
き
外
国
劇
の
移
入
に
関

し
て
、
私
見
を
述
べ
て
お
き
た
い
と
思
ふ
。

　
元
来
外
国
劇
は
わ
れ
わ
れ
演
劇
研
究
者
に
と
つ
て
、
独
逸
人
が
露
西
亜
劇

に
対
し
、
又
は
英
国
人
が
独
逸
劇
に
対
し
、
仏
国
人
が
ス
カ
ン
ヂ
ナ
ヴ
ィ
ヤ

劇
に
対
し
、
そ
れ
ぞ
れ
有
つ
て
ゐ
る
や
う
な
興
味
、
つ
ま
り
外
国
劇
と
し
て

の
興
味
以
外
に
、
彼
等
が
一
様
に
、
そ
の
国
の
古
典
劇
乃
至
は
欧
洲
諸
国
の

共
有
と
も
云
ふ
べ
き
、
希
臘
よ
り
文
芸
復
興
期
に
至
る
古
典
劇
に
対
し
て
有

つ
て
ゐ
る
興
味
、
そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
は
、
彼
等
が
同
時
代
の
自
国
作
家
に

対
す
る
興
味
、
こ
の
二
つ
の
興
味
を
も
併
せ
有
つ
て
ゐ
る
や
う
に
思
は
れ
る
。

　
わ
れ
わ
れ
は
、
な
ん
と
云
つ
て
も
、
日
本
の
作
家
か
ら
よ
り
も
、
外
国
作
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家
か
ら
多
く
の
も
の
を
学
ん
で
ゐ
る
。
（
受
け
継
い
で
ゐ
る
と
は
云
は
な
い
）

そ
れ
と
同
時
に
、
現
在
日
本
に
生
れ
つ
つ
あ
る
作
品
に
や
や
失
望
し
て
、
外

国
の
作
品
に
よ
り
多
く
の
期
待
と
感
興
と
を
有
つ
て
ゐ
る
こ
と
は
事
実
で
あ

る
。

　
こ
れ
は
勿
論
過
渡
期
の
一
現
象
で
あ
ら
う
が
、
さ
う
い
ふ
場
合
で
あ
る
か

ら
、
わ
れ
わ
れ
が
若
し
、
外
国
劇
を
わ
れ
わ
れ
の
舞
台
に
上
演
し
よ
う
と
思

へ
ば
、
以
上
述
べ
た
や
う
な
興
味
を
満
足
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
そ
こ
で
、
第
一
の
問
題
は
翻
訳
で
あ
る
。
原
語
の
ま
ま
上
演
す
る
こ
と
が

で
き
れ
ば
一
番
よ
い
の
で
あ
る
が
、
色
々
の
事
情
で
そ
れ
が
許
さ
れ
な
い
か

ら
翻
訳
を
す
る
の
で
あ
る
。
し
て
み
れ
ば
、
翻
訳
の
理
想
は
云
ふ
ま
で
も
な

く
、
原
語
の
解
ら
な
い
人
に
で
も
、
そ
の
翻
訳
を
通
し
て
、
原
語
の
解
る
人
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が
原
語
を
通
し
て
味
ひ
得
る
や
う
な
味
を
伝
へ
る
こ
と
で
あ
る
。
勿
論
理
想

に
於
て
で
あ
る
。
記
号
と
し
て
の
言
葉
は
、
ま
あ
あ
る
程
度
ま
で
そ
れ
が
で

き
る
と
し
て
も
、
い
よ
い
よ
演
出
す
る
と
い
ふ
段
に
な
る
と
、
先
づ
俳
優
の

扮
装
で
あ
る
。
日
本
人
が
ど
う
化
け
て
も
西
洋
人
に
は
見
え
な
い
。
次
に
、

動
作
と
表
情
で
あ
る
。
そ
れ
こ
そ
西
洋
人
の
真
似
は
で
き
る
か
も
し
れ
な
い

が
、
す
つ
か
り
西
洋
人
ら
し
く
な
り
切
る
こ
と
は
、
特
別
の
人
間
で
な
い
限

り
不
可
能
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
扮
装
も
動
作
も
表
情
も
、
あ
る
程
度
ま
で

「
翻
訳
」
す
る
必
要
が
生
じ
て
来
る
。
言
葉
の
方
は
適
当
な
訳
語
が
見
つ
か

ら
な
け
れ
ば
な
ん
と
か
説
明
で
誤
魔
化
し
も
つ
く
が
、
扮
装
、
殊
に
動
作
や

表
情
に
な
る
と
、
さ
う
は
行
か
な
い
。
言
葉
の
翻
訳
に
は
幸
ひ
翻
案
と
区
別

さ
れ
る
一
線
を
設
け
得
る
が
、
動
作
や
表
情
の
翻
訳
は
、
多
く
の
場
合
翻
案
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に
な
つ
て
し
ま
ふ
。
そ
の
代
り
、
動
作
や
表
情
は
、
翻
訳
を
し
な
く
て
も

「
原
語
」
の
ま
ま
通
用
す
る
場
合
が
可
な
り
多
い
。
だ
ん
だ
ん
多
く
な
り
つ

つ
あ
る
。

　
あ
る
女
が
自
分
の
不
幸
な
身
の
上
を
物
語
る
と
す
る
。
西
洋
の
女
は
こ
の

場
合
、
決
し
て
笑
顔
を
作
ら
な
い
。
日
本
の
女
は
、
大
抵
笑
顔
を
作
る
。
こ

れ
が
翻
訳
劇
の
場
合
だ
と
ど
う
な
る
か
。
笑
顔
を
作
れ
ば
、
そ
れ
は
翻
訳
で

は
な
く
て
翻
案
に
な
る
の
で
あ
る
。
詮
じ
つ
め
れ
ば
外
国
劇
を
か
う
い
ふ
風

に
演
出
す
る
こ
と
が
、
果
し
て
適
当
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
。

少
く
と
も
、
か
う
い
ふ
点
ま
で
考
慮
に
加
ふ
べ
き
で
は
な
い
か
。

　
前
に
述
べ
た
外
国
劇
と
し
て
の
興
味
は
、
多
少
で
も
殺
が
れ
る
こ
と
に
な

る
。
そ
れ
は
ま
あ
よ
い
と
し
て
も
、
そ
の
女
の
性
格
や
心
理
に
大
き
な
隔
り
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が
生
じ
る
。
そ
れ
が
作
品
全
体
に
好
ま
し
い
結
果
を
齎
ら
さ
な
い
こ
と
は
明

か
で
あ
る
。
そ
れ
が
若
し
、
全
体
が
こ
の
流
儀
に
統
一
さ
れ
調
和
さ
れ
て
ゐ

る
な
ら
ま
だ
よ
い
が
、
さ
う
す
る
と
今
度
は
、
原
作
の
「
味
」
が
出
な
い
に

き
ま
つ
て
ゐ
る
。
つ
ま
り
「
別
物
」
に
な
る
。
そ
れ
で
も
い
い
と
主
張
す
る

も
の
が
あ
れ
ば
、
僕
は
云
ふ
で
あ
ら
う
。
「
別
物
」
に
し
た
上
で
猶
且
つ
、

原
作
に
匹
敵
す
る
芸
術
的
効
果
を
挙
げ
る
た
め
に
は
、
必
ず
「
原
作
の
味
」

を
誤
り
な
く
味
ひ
尽
し
た
上
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
わ
か
ら
な
い
か
ら
、

か
う
し
て
置
け
」
　
　
そ
し
て
、
そ
れ
が
「
原
作
」
を
傷
け
る
も
の
で
あ
つ

た
場
合
、
そ
の
も
の
の
罪
は
正
に
死
に
当
る
で
あ
ら
う
。

　
く
ど
い
や
う
で
あ
る
が
、
「
日
本
人
に
は
解
ら
な
い
」
と
思
ひ
、
「
解
ら

う
と
し
な
い
」
点
に
、
ま
だ
ま
だ
外
国
劇
の
妙
味
が
潜
ん
で
ゐ
る
や
う
に
思
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は
れ
る
。
こ
れ
は
外
国
劇
の
妙
味
と
い
ふ
ば
か
り
で
な
く
、
こ
れ
か
ら
の
新

し
い
日
本
劇
が
、
多
く
学
ぶ
べ
き
本
質
的
魅
力
が
潜
ん
で
ゐ
る
や
う
に
思
は

れ
る
。

　
外
国
の
戯
曲
を
日
本
人
流
に
解
釈
し
、
日
本
人
式
に
感
覚
し
、
日
本
人
風

に
演
出
す
る
こ
と
は
、
ま
だ
早
い
。
そ
ん
な
こ
と
を
今
の
う
ち
か
ら
し
て
ゐ

る
と
、
結
局
、
外
国
の
戯
曲
か
ら
「
わ
れ
わ
れ
に
欠
け
て
ゐ
る
も
の
」
を
見

出
し
得
ず
に
し
ま
ふ
だ
ら
う
。
（
一
九
二
五
・
一
）
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