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昨
今
の
戯
曲
界
を
見
渡
す
と
、
月
々
発
表
さ
れ
る
戯
曲
の
数
こ
そ
多
い
が
、

そ
し
て
、
そ
の
数
の
多
い
こ
と
が
何
と
な
く
華
々
し
い
外
観
を
呈
し
て
ゐ
る

が
、
質
の
上
か
ら
い
へ
ば
、
注
目
に
値
す
る
も
の
が
寔
に
少
い
。
実
際
舞
台

に
か
け
て
見
て
、
相
当
見
応
へ
が
あ
る
と
思
は
れ
る
や
う
な
も
の
は
、
極
く

稀
れ
で
あ
る
。
こ
の
点
、
私
自
身
も
、
自
ら
顧
み
て
忸
怩
た
る
も
の
が
あ
る

次
第
で
あ
る
が
、
か
く
の
如
き
状
態
は
、
度
々
繰
り
返
し
て
云
ふ
こ
と
で
あ

る
が
、
わ
が
国
の
劇
作
家
が
、
常
に
一
つ
の
「
完
成
さ
れ
た
舞
台
」
か
ら
、

好
き
刺
激
と
霊
感
と
を
受
け
る
機
会
が
な
く
、
一
方
、
雑
誌
を
唯
一
の
発
表

機
関
と
す
る
不
合
理
な
状
態
か
ら
、
知
ら
ず
識
ら
ず
「
舞
台
的
感
覚
」
が
作

劇
の
上
で
、
無
視
せ
ら
れ
が
ち
で
あ
る
か
ら
だ
と
思
ふ
。
そ
の
上
、
多
く
の
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作
家
の
生
活
様
式
が
、
月
々
四
五
十
枚
の
原
稿
を
二
晩
か
三
晩
で
書
き
飛
ば

す
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
せ
、
し
か
も
、
そ
の
生
活
様
式
を
改
め
よ
う
と
し
な

い
の
で
あ
る
か
ら
、
ど
つ
し
り
し
た
、
密
度
の
あ
る
作
品
が
な
か
な
か
生
れ

て
来
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
理
由
は
、
一
人

の
天
才
の
前
で
は
、
少
く
と
も
そ
の
意
味
を
失
ふ
性
質
の
も
の
で
あ
る
。
そ

れ
は
断
る
ま
で
も
な
い
。

　
か
く
の
如
き
戯
曲
界
の
現
状
に
向
つ
て
、
誰
が
ど
う
い
ふ
批
難
を
加
へ
よ

う
と
、
そ
の
批
難
は
常
に
真
理
を
含
ん
で
ゐ
る
と
見
ら
れ
る
。
そ
こ
で
喧
々

囂
々
、
甲
は
乙
の
傾
向
を
罵
り
、
乙
は
丙
の
色
調
を
貶
し
、
丙
は
又
甲
の
主

張
を
嘲
る
に
日
も
こ
れ
足
ら
ざ
る
有
様
で
あ
る
。

　
文
壇
の
事
情
に
通
ぜ
ず
、
ま
た
一
個
の
定
見
を
備
へ
な
い
世
人
の
中
に
は
、
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殊
に
、
新
し
い
演
劇
に
好
奇
の
眼
を
向
け
つ
つ
あ
る
若
き
ア
マ
ト
ゥ
ウ
ル
の

中
に
は
、
自
ら
そ
の
帰
趨
に
迷
つ
て
、
徒
ら
に
頭
を
悩
ま
す
連
中
が
な
く
も

な
い
や
う
で
あ
る
。
こ
れ
は
已
む
を
得
な
い
こ
と
に
は
違
ひ
な
い
が
、
そ
の

結
果
は
、
新
し
い
演
劇
に
対
す
る
民
衆
の
不
信
と
軽
侮
と
を
生
み
、
そ
の
発

達
進
化
の
上
に
著
し
い
障
碍
を
齎
す
こ
と
は
慥
か
で
あ
る
。

　
私
は
、
自
ら
一
つ
の
立
場
を
も
つ
て
ゐ
る
演
劇
研
究
者
で
あ
り
、
殊
に
、

意
識
的
に
も
、
無
意
識
的
に
も
限
ら
れ
た
趣
味
に
活
き
る
芸
術
修
道
者
で
あ

る
か
ら
、
期
せ
ず
し
て
我
田
引
水
に
陥
る
か
も
わ
か
ら
な
い
が
、
努
め
て
公

平
な
態
度
を
持
し
つ
つ
現
代
の
戯
曲
界
、
並
に
演
劇
界
の
分
野
に
つ
い
て
、

簡
単
な
る
討
究
を
試
み
、
主
な
る
傾
向
の
特
色
を
明
か
に
し
た
い
と
思
ふ
。

一
、
北
欧
系
。
こ
れ
は
ス
カ
ン
ヂ
ナ
ヴ
ィ
ヤ
、
露
西
亜
、
及
び
独
墺
の
作
家
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か
ら
影
響
を
受
け
た
も
の
で
、
そ
れ
ら
様
々
の
作
家
の
思
想
、
形
式
、
手

　
法
、
色
調
を
幾
分
づ
つ
受
継
い
だ
も
の
。
こ
の
一
派
は
戯
曲
に
「
力
」
を

　
要
求
し
、
「
深
刻
さ
」
を
求
め
、
従
つ
て
そ
の
戯
曲
中
に
「
人
生
の
意
義
」

　
を
、
「
社
会
の
問
題
」
を
描
か
う
と
し
、
従
つ
て
、
人
物
の
性
格
も
暗
く
、

　
沈
鬱
で
、
理
窟
を
好
み
、
時
に
よ
る
と
喧
嘩
ば
か
り
し
て
ゐ
る
。
と
は
云

　
ふ
も
の
の
、
そ
れ
は
北
欧
作
家
の
共
通
点
で
な
く
、
日
本
の
北
欧
系
作
家

　
が
、
そ
の
点
を
強
調
し
て
ゐ
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
人
々
の
中
に
は
、

　
ド
ラ
マ
に
よ
つ
て
「
魂
を
ゆ
す
ぶ
ら
れ
」
、
「
心
臓
を
つ
か
み
出
さ
れ
」

　
る
こ
と
を
望
み
、
「
ド
カ
ー
ン
と
丸
太
棒
で
ぶ
ん
な
ぐ
ら
れ
る
や
う
な
不

　
愉
快
な
」
目
に
遭
ふ
こ
と
を
此
の
上
も
な
き
愉
快
な
こ
と
と
し
て
ゐ
る
人

　
々
が
あ
る
。
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尤
も
、
こ
の
一
派
が
、
特
別
に
、
さ
う
い
ふ
要
求
を
し
始
め
、
さ
う
い
ふ

旗
色
を
鮮
明
に
し
出
し
た
の
は
、
次
に
述
べ
よ
う
と
す
る
一
派
が
擡
頭
し
出

し
た
か
ら
で
あ
る
こ
と
は
云
ふ
ま
で
も
な
い
。
そ
の
一
派
と
は
、
即
ち

二
、
南
欧
系
。
南
欧
系
と
云
つ
て
も
、
主
に
仏
蘭
西
作
家
の
あ
る
も
の
か
ら

　
影
響
を
受
け
た
や
う
に
思
は
れ
て
ゐ
る
一
派
で
あ
る
が
、
こ
の
一
派
は
、

　
ま
だ
そ
の
数
も
甚
だ
少
く
、
殊
に
、
年
少
の
無
名
作
家
中
に
時
々
見
る
く

　
ら
ゐ
な
も
の
で
、
北
欧
系
の
人
々
が
考
へ
て
ゐ
る
ほ
ど
有
力
な
傾
向
で
は

　
な
い
。
こ
の
方
は
、
仏
蘭
西
の
ど
の
作
家
か
ら
直
接
影
響
を
受
け
た
の
か

　
分
ら
な
い
。
仏
蘭
西
に
そ
ん
な
傾
向
が
あ
る
の
か
ど
う
か
も
分
ら
な
い
が
、

　
人
々
が
こ
れ
を
仏
蘭
西
的
で
あ
り
、
南
欧
的
で
あ
る
と
呼
ぶ
理
由
は
、
多

　
分
こ
れ
ら
の
作
品
の
多
く
が
軽
い
ス
ケ
ッ
チ
風
の
も
の
で
あ
り
、
「
力
」
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よ
り
も
「
香
り
」
を
、
「
深
さ
」
よ
り
も
「
ニ
ュ
ア
ン
ス
」
を
尊
び
、

　
「
人
生
の
苦
悶
」
を
苦
悶
と
し
て
は
取
扱
は
ず
、
寧
ろ
多
分
の
フ
ァ
ン
テ

　
ジ
イ
に
よ
つ
て
こ
れ
を
喜
劇
化
し
、
「
社
会
の
冷
酷
」
さ
を
描
く
よ
り
も
、

　
そ
の
冷
酷
さ
に
堪
へ
得
な
い
人
間
の
自
嘲
を
、
又
は
そ
の
冷
酷
さ
を
憤
る

　
人
間
の
泣
き
笑
ひ
を
、
理
窟
抜
き
に
暗
示
す
る
こ
と
で
満
足
し
て
ゐ
る
か

　
ら
で
あ
ら
う
か
。
こ
の
傾
向
は
、
一
面
、
信
念
な
き
軽
薄
児
の
遊
戯
的
人

　
生
観
と
も
見
ら
れ
が
ち
で
あ
る
。
ま
た
、
実
際
さ
う
い
ふ
も
の
も
あ
る
に

　
は
あ
る
。
そ
れ
は
、
作
家
自
身
の
問
題
で
あ
る
。
傾
向
の
罪
で
は
な
い
。

　
或
は
、
南
欧
人
は
北
欧
人
よ
り
も
軽
薄
で
あ
る
と
い
ふ
見
方
と
、
い
く
ら

　
か
関
係
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
北
欧
系
が
「
思
想
ら
し
き
も
の
」
を
重
ん
じ
、
舞
台
の
「
動
き
」
を
尊
重
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す
る
に
反
し
、
南
欧
系
は
「
詩
」
を
重
ん
じ
、
「
言
葉
の
効
果
」
に
神
経
を

集
め
る
。
「
思
想
」
が
あ
れ
ば
、
「
詩
」
は
い
ら
ぬ
と
い
ふ
わ
け
で
は
あ
る

ま
い
し
、
「
人
生
的
主
義
」
を
伝
へ
る
た
め
に
、
最
も
「
言
葉
の
効
果
」
に

敏
感
な
神
経
を
働
か
せ
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
が
、
双
方
は
、
何
れ
も
そ
の

主
張
に
於
て
、
自
ら
恃
む
と
こ
ろ
を
、
強
調
す
る
の
は
已
む
を
得
ま
い
。

　
北
欧
系
は
、
「
人
生
に
正
面
か
ら
ぶ
つ
か
る
」
こ
と
が
文
学
の
本
道
な
り

と
云
ひ
、
南
欧
系
は
、
別
に
そ
ん
な
こ
と
は
何
と
も
云
は
ぬ
が
、
内
心
、

「
人
生
の
脚
を
掬
つ
」
た
り
、
「
睾
丸
を
つ
か
む
」
ぐ
ら
ゐ
平
気
だ
と
考
へ

て
ゐ
る
ら
し
い
。
ど
う
か
す
る
と
、
「
人
生
の
脇
の
下
を
く
す
ぐ
つ
て
」
大

い
に
悦
に
入
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
れ
が
北
欧
系
の
気
に
入
ら
ぬ
点
で
、
「
そ

れ
は
相
撲
の
手
で
は
な
い
」
と
云
つ
て
腹
を
立
て
る
の
で
あ
る
。
南
欧
系
は
、
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と
ぼ
け
て
、
お
や
、
「
お
れ
は
相
撲
を
取
つ
て
ゐ
る
つ
も
り
で
は
な
か
つ
た

が
」
と
、
苦
笑
す
る
な
ど
、
甚
だ
意
志
の
疎
通
を
欠
く
次
第
で
あ
る
。

　
こ
れ
は
ま
た
別
の
分
類
法
で
あ
る
が
、
前
述
の
二
傾
向
に
関
係
な
く
、
特

別
の
名
で
呼
び
得
る
一
派
が
あ
る
。

一
、
近
代
主
義
一
派
。
こ
れ
は
、
云
ふ
ま
で
も
な
く
、
未
来
派
、
表
現
派
、

　
ダ
ダ
イ
ズ
ム
、
構
成
派
な
ど
の
芸
術
的
新
傾
向
の
追
従
者
で
、
多
く
は
北

　
欧
系
に
属
す
る
作
家
で
あ
る
が
、
も
う
そ
ろ
そ
ろ
、
南
欧
系
の
中
か
ら
、

　
例
へ
ば
、
コ
ク
ト
オ
や
リ
イ
ヌ
の
亜
流
の
如
き
も
の
が
出
て
来
て
も
よ
さ

　
さ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　
未
来
派
、
ダ
ダ
イ
ズ
ム
な
ど
の
傾
向
を
取
り
入
れ
た
戯
曲
は
、
ま
だ
日
本
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に
出
て
来
な
い
や
う
で
あ
る
が
、
表
現
派
、
構
成
派
な
ど
の
名
を
冠
し
た
、

一
寸
信
用
の
で
き
兼
ね
る
戯
曲
が
近
頃
ち
よ
い
ち
よ
い
現
は
れ
る
。
こ
の
一

派
は
、
勿
論
、
既
成
美
学
の
破
壊
、
従
つ
て
、
在
来
の
演
劇
の
否
定
に
進
み

つ
つ
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
普
通
、
筋
道
の
通
つ
た
戯
曲
や
演
劇
は
、
彼
等

か
ら
軽
蔑
さ
れ
、
敵
視
さ
れ
て
ゐ
る
。
こ
こ
に
於
て
、
北
欧
系
の
作
家
中
錚

々
た
る
人
々
で
さ
へ
、
彼
等
の
前
で
は
大
き
な
顔
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

そ
の
台
詞
の
如
き
も
、
例
へ
ば
「
お
面
だ
、
お
小
手
だ
、
お
胴
だ
、
そ
ら
、

お
突
だ
！
」
と
い
ふ
や
う
な
猛
烈
な
掛
声
の
連
続
で
あ
る
か
ら
、
さ
す
が

「
力
」
の
作
家
た
ち
も
、
た
ぢ
た
ぢ
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
傾

向
は
、
何
も
、
恐
る
る
に
当
ら
な
い
。
沈
滞
萎
靡
し
た
末
流
文
学
に
、
一
脈

の
活
気
を
与
へ
る
べ
く
生
れ
た
注
射
文
学
に
外
な
ら
な
い
。
少
し
痛
く
て
も
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我
慢
す
る
よ
り
外
は
な
い
。
効
き
目
は
い
つ
か
現
は
れ
る
。
痛
い
時
は
、
ま

だ
効
い
て
や
し
な
い
。

　
こ
の
近
代
主
義
諸
傾
向
を
尻
目
に
か
け
て
、
し
か
も
実
は
、
密
か
に
「
効

く
な
ら
一
本
刺
し
て
も
ら
は
う
か
」
と
思
案
し
な
が
ら
、
そ
れ
ほ
ど
で
も
あ

る
ま
い
と
落
ち
つ
き
を
見
せ
て
ゐ
る
一
派
、
こ
れ
が
、

二
、
既
成
作
家
及
び
そ
の
後
継
者
一
派
で
あ
る
。
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
イ
ヤ
よ
り
、

　
イ
プ
セ
ン
、
ス
ト
リ
ン
ド
ベ
リ
イ
、
さ
て
は
チ
エ
ホ
フ
、
ブ
リ
ュ
ウ
、
マ

　
ア
テ
ル
ラ
ン
ク
な
ど
を
師
と
仰
ぎ
、
オ
ニ
イ
ル
に
感
心
し
、
ル
ノ
ル
マ
ン

　
を
褒
め
、
ル
ナ
ア
ル
を
新
し
が
り
、
ア
ン
ド
リ
ェ
エ
フ
を
一
寸
真
似
る
手

　
合
で
あ
る
。
こ
の
一
派
は
、
近
代
派
が
攻
撃
す
る
ほ
ど
、
「
ど
う
に
も
な

　
ら
な
い
」
連
中
ば
か
り
で
は
な
く
、
勉
強
次
第
で
は
、
オ
ニ
イ
ル
や
ル
ノ
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ル
マ
ン
ぐ
ら
ゐ
ま
で
な
ら
漕
ぎ
つ
け
得
る
才
能
を
恵
ま
れ
て
ゐ
る
も
の
も

　
な
い
で
は
な
い
。
そ
れ
く
ら
ゐ
に
な
つ
た
つ
て
何
に
も
な
ら
な
い
と
云
へ

　
ば
そ
れ
ま
で
で
あ
る
が
、
私
は
、
世
人
と
共
に
、
や
は
り
、
こ
の
一
派
に

　
最
も
期
待
を
か
け
る
。
何
と
な
れ
ば
、
近
代
主
義
も
、
畢
竟
、
し
つ
か
り

　
し
た
基
礎
の
上
に
築
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
信
じ
る
か
ら
で
あ
る
。
写

　
実
主
義
、
新
浪
漫
主
義
、
象
徴
主
義
、
こ
れ
ら
の
諸
流
派
は
、
既
成
文
学

　
と
し
て
排
し
去
る
た
め
に
は
、
ま
だ
、
わ
が
国
に
於
て
は
あ
ま
り
に
幼
稚

　
で
あ
る
。
他
の
部
門
は
兎
に
角
、
演
劇
に
於
て
は
、
殊
に
戯
曲
に
於
て
は
、

　
な
ほ
、
こ
れ
ら
の
畑
に
、
本
当
の
果
実
を
実
ら
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
も
う
一
つ
違
つ
た
分
類
に
従
へ
ば
、
こ
れ
は
近
頃
、
問
題
視
さ
れ
て
ゐ
る
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一
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
一
派
。
即
ち
、
共
産
主
義
を
奉
ず
る
青
年
作
家
の
一
群

　
で
あ
る
。
こ
の
一
派
は
、
文
学
的
流
派
と
呼
ぶ
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
兎

　
に
角
、
文
壇
的
に
擡
頭
し
つ
つ
あ
る
一
勢
力
で
あ
る
。
彼
等
は
文
学
を
以

　
て
、
共
産
主
義
宣
伝
の
手
段
に
す
ぎ
ず
と
な
す
点
に
、
特
色
が
あ
る
。
従

　
つ
て
、
戯
曲
も
、
一
つ
の
思
想
的
傾
向
に
色
づ
け
ら
れ
、
演
劇
も
、
芸
術

　
で
あ
る
前
に
「
運
動
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
す
る
。
甚
だ
簡
単

　
明
瞭
で
あ
る
か
ら
、
議
論
の
余
地
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
た
だ
そ
れ
だ
け

　
な
ら
い
い
。
彼
等
は
、
共
産
主
義
的
思
想
を
露
骨
に
掲
げ
な
い
作
品
、
ブ

　
ウ
ル
ジ
ュ
ワ
階
級
に
対
す
る
呪
咀
、
怨
嗟
、
罵
詈
を
根
柢
と
し
な
い
戯
曲

　
を
「
一
文
の
価
値
」
な
き
も
の
の
如
く
批
評
し
、
引
い
て
、
さ
う
い
ふ
作

　
家
を
仇
敵
の
如
く
、
人
非
人
の
如
く
取
扱
ふ
に
至
つ
て
、
私
は
、
聊
か
そ
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の
了
見
の
狭
き
に
驚
く
の
で
あ
る
。

　
凡
そ
、
文
学
の
使
命
と
い
ふ
も
の
は
限
ら
れ
て
ゐ
る
。
そ
れ
が
如
何
な
る

思
想
を
含
ん
で
ゐ
よ
う
と
、
そ
の
思
想
の
た
め
に
人
は
文
学
を
愛
し
は
せ
ぬ
。

ま
し
て
、
そ
の
思
想
に
同
化
さ
れ
は
せ
ぬ
。
な
る
ほ
ど
、
ト
ル
ス
ト
イ
の
思

想
は
若
干
の
共
鳴
者
を
出
し
は
し
た
が
、
そ
れ
は
彼
が
、
優
れ
た
芸
術
家
で

あ
つ
た
と
同
時
に
、
偉
大
な
人
格
を
背
景
と
し
て
ゐ
た
か
ら
で
あ
る
。
共
産

主
義
の
思
想
と
雖
も
、
ト
ル
ス
ト
イ
の
如
き
人
物
が
説
い
て
こ
そ
「
宣
伝
」

に
も
な
れ
、
お
互
ひ
が
、
如
何
に
大
声
叱
呼
し
て
も
、
そ
れ
は
、
た
だ
、

「
自
己
の
宣
伝
」
に
終
る
の
み
で
あ
る
。
「
自
己
宣
伝
文
学
」
と
い
ふ
な
ら

わ
か
る
。
然
ら
ず
ん
ば
、
単
に
衆
愚
を
対
手
と
す
る
「
煽
動
文
学
」
た
る
に

甘
じ
る
が
い
い
。
た
だ
惜
む
ら
く
は
彼
等
の
中
に
、
二
三
の
才
能
の
優
れ
た
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作
家
が
ゐ
て
、
そ
の
芸
術
的
才
能
を
動
も
す
れ
ば
そ
の
「
目
的
」
の
た
め
に

酷
使
し
、
磨
滅
せ
し
め
て
ゐ
る
こ
と
で
あ
る
。

　
私
は
、
共
産
主
義
が
、
彼
等
の
手
段
よ
り
、
も
つ
と
巧
妙
に
、
も
つ
と
有

効
に
、
も
つ
と
正
々
堂
々
と
「
宣
伝
」
さ
れ
つ
つ
あ
る
事
実
を
知
つ
て
ゐ
る
。

そ
し
て
、
そ
の
「
宣
伝
者
」
は
、
そ
の
「
文
学
」
に
「
共
産
主
義
の
色
」
を

つ
け
な
く
て
も
す
む
の
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
「
優
れ
た
る
文
学
者
」
は
、
常

に
そ
の
優
れ
た
芸
術
の
み
に
よ
つ
て
、
「
革
命
」
へ
の
秘
密
の
導
火
線
を
努

め
て
ゐ
る
　
　
優
れ
た
科
学
者
が
、
常
に
社
会
を
変
形
し
つ
つ
あ
る
と
同
様

に
。
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
を
、
長
岡
半
太
郎
を
、
ブ
レ
リ
オ
を
、
パ
ス
ト
ゥ

ウ
ル
を
、
誰
か
ブ
ウ
ル
ジ
ュ
ア
ジ
イ
の
走
狗
と
呼
ぶ
も
の
ぞ
。
況
ん
や
、
労

働
組
合
に
加
入
せ
ざ
る
靴
屋
の
一
職
工
が
、
一
々
自
ら
造
る
と
こ
ろ
の
靴
に
、
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「
革
命
」
な
る
焼
印
を
捺
さ
ず
と
も
、
い
つ
の
日
か
決
然
と
起
つ
て
、
彼
等

の
指
揮
下
に
馳
せ
参
じ
な
い
と
保
証
で
き
る
か
。

　
彼
等
の
仇
敵
視
す
る

二
、
ブ
ウ
ル
ジ
ュ
ワ
作
家
一
派
。
そ
の
中
に
、
彼
等
の
最
も
信
頼
す
べ
き
味

　
方
を
発
見
す
る
日
が
あ
る
で
あ
ら
う
と
同
時
に
、
そ
の
思
想
と
い
ひ
、
そ

　
の
生
活
と
い
ひ
、
そ
の
趣
味
と
い
ひ
、
一
か
ら
十
ま
で
ブ
ウ
ル
ジ
ュ
ワ
的

　
な
作
家
が
幾
人
か
あ
る
こ
と
は
あ
る
。
そ
れ
ら
の
作
家
は
、
そ
の
作
品
の

　
中
で
、
そ
の
思
想
を
暴
露
し
、
そ
の
生
活
を
語
り
、
そ
の
趣
味
を
表
は
し

　
て
ゐ
る
。
彼
等
は
思
想
的
に
、
ブ
ウ
ル
ジ
ュ
ア
ジ
イ
の
弱
点
を
擁
護
す
る

　
反
動
的
態
度
を
明
示
し
て
は
ゐ
な
い
が
、
所
謂
「
現
代
を
呼
吸
せ
ざ
る
」

　
作
家
の
通
弊
と
し
て
、
時
代
の
歩
み
に
鈍
感
で
あ
り
、
「
幸
福
」
の
観
念
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に
わ
れ
わ
れ
と
相
通
じ
な
い
も
の
が
あ
る
。
道
徳
の
仮
面
を
着
た
「
獣
」

　
で
あ
る
の
は
已
む
を
得
な
い
。
こ
の
種
の
作
家
は
、
今
や
多
く
新
劇
界
か

　
ら
忘
れ
ら
れ
よ
う
と
し
て
ゐ
る
か
ら
、
さ
ま
で
顧
慮
す
る
に
足
ら
ぬ
。

　
こ
れ
以
外
に
、
更
に
分
類
の
し
方
も
あ
る
と
思
ふ
が
、
こ
れ
ら
様
々
の
傾

向
か
ら
生
れ
る
作
品
、
舞
台
に
接
し
て
、
そ
の
優
劣
を
批
判
し
、
好
悪
を
定

め
、
取
捨
選
択
を
行
ふ
の
は
世
人
の
勝
手
で
あ
る
。
単
に
無
責
任
な
泥
の
塗

り
合
ひ
に
よ
つ
て
、
そ
の
何
れ
に
も
幻
滅
を
感
じ
な
い
用
意
が
必
要
で
あ
る
。
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