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幕
と
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身
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な
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前
書
き

私
が
こ
の
新
し
い
喜
劇
に
取
り
組
み
始
め
た
の
は
︑
三
年
か
四
年
前
︑
つ
ま
り
﹃
ロ
ボ
ッ
ト

Ｒ
Ｕ
Ｒ
﹄
よ
り
も
前
の
こ
と
で
あ
る(�

)
︒
も
ち
ろ
ん
︑
当
時
は
小
説
と
し
て
構
想
し
て
い
た
︒
以
前

か
ら
頭
に
浮
か
ん
で
い
た
の
で
︑
早
く
け
り
を
つ
け
た
い
と
思
っ
て
い
た
題
材
の
一
つ
だ
っ
た
︒

そ
の
契
機
と
な
っ
た
の
が
︑
老
化
は
組
織
の
自
家
中
毒
で
あ
る
と
い
う
︑
た
し
か
メ
チ
ニ
コ
フ
教

授(�
)

の
理
論
だ
っ
た
︒

こ
の
二
つ
の
事
柄
に
触
れ
て
お
く
の
は
︑
今
年
の
冬
に
バ
ー
ナ
ー
ド
・
シ
ョ
ー
に
よ
る
新
作

﹃
メ
ト
セ
ラ
時
代
に
帰
れ(


)
﹄
が
刊
行
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
︒
さ
し
あ
た
り
抜
粋
で
し
か
知
ら
な
い

が
︑
壮
大
な
規
模
で
︑
本
作
と
同
じ
長
寿
の
問
題
を
扱
っ
て
い
る
と
い
う
︒
題
材
の
一
致
は
ま
っ

た
く
の
偶
然
で
あ
り
︑
抜
粋
を
見
た
か
ぎ
り
︑
そ
の
一
致
も
表
面
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
︒
と
い
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う
の
も
︑
バ
ー
ナ
ー
ド
・
シ
ョ
ー
は
︑
私
と
は
正
反
対
の
結
末
に
達
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒
私

が
見
た
と
こ
ろ
︑
シ
ョ
ー
氏
は
︑
数
百
年
に
わ
た
っ
て
生
き
る
可
能
性
を
︑
人
類
の
理
想
的
な
状

態
︑
未
来
の
楽
園
と
し
て
捉
え
て
い
る
︒
読
者
の
皆
さ
ん
は
お
気
づ
き
に
な
る
だ
ろ
う
か
︑
本
書

に
お
い
て
長
寿
は
︑
ま
っ
た
く
別
の
形
で
︑
つ
ま
り
︑
そ
れ
ほ
ど
理
想
的
で
は
な
い
状
態
︑
ひ
い

て
は
あ
ま
り
好
ま
し
く
な
い
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
︒
ど
ち
ら
が
公
正
な
も
の
か
を
決
め
る

の
は
難
し
い
︒
残
念
な
が
ら
︑
両
方
を
体
験
す
る
こ
と
は
叶
わ
な
い
︒
シ
ョ
ー
の
テ
ー
ゼ
は
古
典

的
な
楽
観
主
義
の
事
例
と
し
て
︑
本
書
の
テ
ー
ゼ
は
絶
望
的
な
悲
観
主
義
の
事
例
と
し
て
見
な
す

こ
と
は
で
き
る
だ
ろ
う
︒
だ
が
︑
私
が
悲
観
主
義
者
も
し
く
は
楽
観
主
義
者
と
呼
ば
れ
た
と
し
て

も
︑
私
個
人
の
人
生
が
よ
り
幸
せ
に
な
る
わ
け
で
も
︑
よ
り
悲
し
い
も
の
に
な
る
わ
け
で
も
な
い
︒

と
は
い
え
︑﹁
悲
観
主
義
者
で
あ
る
こ
と
﹂
に
は
社
会
に
対
す
る
責
任
が
あ
る
よ
う
に
︑
つ
ま
り
︑

世
界
や
人
間
に
対
し
て
何
か
悪
い
振
る
舞
い
を
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
暗
黙
の
批
判
が

向
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
こ
の
場
を
借
り
て
明
言
し
た
い
の
だ
が
︑
私
は
こ
の
点
に

関
し
て
罪
の
意
識
は
な
い
︒
私
は
い
か
な
る
悲
観
主
義
に
も
加
担
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
︒
も

し
悲
観
主
義
が
感
じ
ら
れ
る
と
し
た
ら
︑
無
意
識
の
う
ち
に
嫌
々
な
が
ら
染
ま
っ
て
い
る
に
す
ぎ
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な
い
︒
こ
の
喜
劇
に
は
︑
む
し
ろ
安
ら
ぎ
や
楽
観
的
な
こ
と
を
伝
え
た
い
と
い
う
正
反
対
の
意
図

を
込
め
た
つ
も
り
だ
︒
六
十
年
生
き
る
こ
と
は
悪
い
こ
と
で
︑
三
百
年
生
き
る
こ
と
が
良
い
こ
と

だ
と
主
張
す
る
の
が
楽
観
的
な
の
か
ど
う
か
分
か
ら
な
い
︒
(平
均
)六
十
年
の
人
生
が
適
当
か
つ

と
て
も
良
い
も
の
と
公
言
し
て
も
︑
犯
罪
的
な
悲
観
主
義
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
︒
一
方
︑
い
つ

の
日
か
︑
病
気
も
︑
貧
困
も
︑
汚
れ
仕
事
も
一
切
合
切
な
く
な
る
と
予
言
す
る
の
は
楽
観
主
義
に

な
る
だ
ろ
う
︒
け
れ
ど
も
︑
病
気
や
貧
困
や
重
労
働
に
満
ち
た
今
日
の
人
生
が
︑
き
わ
め
て
悪
い

も
の
で
も
︑
ひ
ど
い
も
の
で
も
な
く
︑
ど
こ
か
に
何
ら
か
の
価
値
が
あ
る
と
言
っ
た
と
し
た
ら

袂
袒
そ
れ
は
︑
ど
う
だ
ろ
う
か
？

悲
観
主
義
だ
ろ
う
か
？

そ
う
は
思
わ
な
い
︒
お
そ
ら
く
楽

観
主
義
に
は
二
種
類
あ
る
だ
ろ
う
︒
一
つ
は
︑
悪
い
も
の
か
ら
目
を
背
け
︑
ち
ょ
っ
と
夢
を
見
て
︑

何
か
良
い
も
の
へ
と
向
か
う
︒
も
う
一
つ
は
︑
悪
い
も
の
の
な
か
に
ち
ょ
っ
と
夢
を
見
て
︑
少
し

だ
け
良
い
も
の
を
見
出
そ
う
と
す
る
︒
前
者
は
︑
ひ
た
す
ら
楽
園
を
探
す
も
の
で
︑
人
間
の
精
神

に
と
っ
て
こ
れ
以
上
美
し
い
方
向
は
な
い
︒
後
者
は
︑
相
対
的
な
善
の
か
け
ら
を
あ
ち
こ
ち
に
探

す
も
の
で
あ
っ
て
︑
そ
の
試
み
自
体
に
価
値
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
︒
楽
観
主
義
と
い
う

表
現
が
適
当
で
な
け
れ
ば
︑
別
の
言
葉
を
探
せ
ば
い
い
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
︒
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か
と
い
っ
て
︑
こ
の
戯
曲
で
そ
の
こ
と
を
殊
更
に
強
調
し
た
い
わ
け
で
は
な
い
︒
几
帳
面
な
性

格
か
ら
一
応
触
れ
た
だ
け
に
す
ぎ
な
い
︒
今
︑
念
頭
に
置
い
て
い
る
の
は
戯
曲
﹃
虫
の
生
活
よ

り(
)

﹄
で
あ
る
︒
こ
の
作
品
に
よ
っ
て
︑
私
に
も
︑
共
著
者
(兄
ヨ
ゼ
フ

の
こ
と

)
に
も
︑
悲
観
主
義
と
い
う
カ

イ
ン
の
印
が
刻
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
確
か
に
︑
人
間
社
会
を
虫
に
喩
え
る
の
は
き
わ
め
て
悲

観
的
で
あ
る
︒
け
れ
ど
も
︑
一
人
の
個
人
を
浮
浪
者
に
喩
え
る
の
は
け
っ
し
て
悲
観
的
で
は
な
い
︒

﹁
虫
﹂
に
す
る
こ
と
で
人
類
を
侮
辱
し
て
い
る
と
著
者
を
批
判
す
る
者
は
︑
同
作
の
﹁
浮
浪
者
﹂

も
人
間
で
あ
り
︑
人
間
に
語
り
か
け
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
い
る
︒
真
の
悲
観
主
義
者
と
は
︑
腕

を
組
ん
で
何
も
し
な
い
人
の
こ
と
だ
ろ
う
︒
言
う
な
れ
ば
︑
倫
理
的
な
敗
北
主
義
で
あ
る
︒
仕
事

を
し
︑
何
か
を
求
め
︑
実
現
す
る
人
間
は
悲
観
主
義
で
は
な
い
し
︑
そ
う
は
な
り
え
な
い
︒
あ
り

と
あ
ら
ゆ
る
懸
命
な
試
み
は
︑
言
葉
で
正
当
化
さ
れ
な
か
っ
た
と
し
て
も
︑
信
頼
を
も
た
ら
す
︒

カ
ッ
サ
ン
ド
ラ(�

)
は
悲
観
主
義
者
だ
ろ
う
︒
何
も
し
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
︒
も
し
ト
ロ
イ
ア
で
戦

っ
て
い
れ
ば
︑
そ
う
は
な
ら
な
か
っ
た
︒

こ
れ
以
外
に
も
︑
悲
観
主
義
の
文
学
と
い
う
も
の
が
あ
る
︒
そ
こ
で
は
︑
人
生
は
絶
望
的
な
ま

で
に
つ
ま
ら
な
い
も
の
︑
人
間
も
社
会
も
複
雑
か
つ
問
題
含
み
で
退
屈
き
わ
ま
り
な
い
も
の
と
し

10



て
描
か
れ
て
い
る
︒
だ
が
︑
こ
の
よ
う
な
度
を
越
え
た
悲
観
主
義
は
苦
し
み
し
か
も
た
ら
さ
な
い
︒

カ
レ
ル
・
チ
ャ
ペ
ッ
ク

訳

注

(�
)
こ
の
前
書
き
は
一
九
二
二
年
秋
に
刊
行
さ
れ
た
本
書
の
初
版
に
掲
載
さ
れ
た
︒
カ
レ
ル
・
チ
ャ

ペ
ッ
ク
の
戯
曲
﹃
ロ
ボ
ッ
ト

Ｒ
Ｕ
Ｒ
﹄
は
そ
の
二
年
前
の
一
九
二
〇
年
に
発
表
さ
れ
て
い
る
︒

(�
)
イ
リ
ヤ
・
メ
チ
ニ
コ
フ
(一
八
四
五
袞
一
九
一
六
)︒
ロ
シ
ア
に
生
ま
れ
︑
フ
ラ
ン
ス
に
帰
化
し

た
生
物
学
者
︒
免
疫
学
の
領
域
で
先
駆
的
な
研
究
を
行
っ
た
︒

(

)
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
劇
作
家
ジ
ョ
ー
ジ
・
バ
ー
ナ
ー
ド
・
シ
ョ
ー
(一
八
五
六
袞
一
九
五
〇
)
に
よ

る
戯
曲
﹃
メ
ト
セ
ラ
時
代
に
帰
れ
』(邦
訳
は
﹃
思
想
の
達
し
得
る
限
り
﹄)は
一
九
二
一
年
に
刊
行
さ

れ
︑
一
九
二
二
年
︑
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
初
演
さ
れ
た
︒
メ
ト
セ
ラ
は
︑
九
六
九
歳
ま
で
生
き
た
と
い

う
︑﹃
旧
約
聖
書
﹄
で
最
も
長
生
き
し
た
人
物
︒

(
)
『虫
の
生
活
よ
り
』
(一
九
二
二
年
)
は
︑
兄
ヨ
ゼ
フ
と
弟
カ
レ
ル
の
共
作
で
執
筆
さ
れ
た
風
刺
的

な
戯
曲
︒
酔
っ
ぱ
ら
っ
た
浮
浪
者
が
虫
の
世
界
に
入
り
込
み
︑
そ
こ
で
虫
た
ち
の
欲
に
ま
み
れ
た
利

己
的
な
振
る
舞
い
を
次
々
と
目
に
す
る
︒

11 前書き



(�
)
ギ
リ
シ
ア
神
話
の
ト
ロ
イ
ア
の
王
女
︒
ア
ポ
ロ
ン
か
ら
予
言
す
る
力
を
授
か
っ
た
が
︑
そ
の
求

愛
を
断
っ
た
こ
と
か
ら
︑
ア
ポ
ロ
ン
に
呪
い
を
か
け
ら
れ
︑
彼
女
の
予
言
を
誰
も
信
じ
な
く
な
っ
て

し
ま
う
︒
そ
の
た
め
︑
木
馬
に
よ
る
ト
ロ
イ
ア
の
破
滅
を
予
言
し
て
も
︑
人
々
は
誰
も
そ
れ
を
聞
き

入
れ
な
か
っ
た
︒

12



13 登場人物

登
場
人
物

エ
ミ
リ
ア
・
マ
ル
テ
ィ

ヤ
ロ
ス
ラ
フ
・
プ
ル
ス

ヤ
ネ
ク

プ
ル
ス
の
息
子

ア
ル
ベ
ル
ト
・
グ
レ
ゴ
ル

ハ
ウ
ク

=

シ
ェ
ン
ド
ル
フ

コ
レ
ナ
テ
ィ
ー

弁
護
士
︑
法
学
博
士

ヴ
ィ
ー
テ
ク

事
務
弁
護
士

ク
リ
ス
テ
ィ
ナ

ヴ
ィ
ー
テ
ク
の
娘

付
き
人

医
師

舞
台
美
術
係

清
掃
婦
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第

一

幕
〔コ
レ
ナ
テ
ィ
ー
弁
護
士
事
務
所
︒
正
面
奥
に
は
外
に
通
じ
る
ド
ア
︑
下し

も

手て

に
は
弁
護
士
の
執

務
室
に
通
じ
る
ド
ア
が
あ
る
︒
正
面
の
壁
面
に
は
背
の
高
い
書
類
棚
が
あ
り
︑
無
数
の
書
類
が

ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
順
に
並
べ
ら
れ
て
い
る
︒
そ
の
前
に
は
梯は

し

子ご

が
置
か
れ
て
い
る
︒
下
手
に
事

務
弁
護
士
用
の
デ
ス
ク
︑
中
央
に
助
手
用
の
デ
ス
ク
が
向
き
合
っ
て
置
か
れ
︑
上か

み

手て

に
は
来
客

用
の
安
楽
椅
子
が
数
脚
あ
る
︒
壁
に
は
︑
様
々
な
価
格
表
︑
法
令
︑
カ
レ
ン
ダ
ー
な
ど
が
貼
っ

て
あ
り
︑
電
話
機
も
壁
に
掛
け
ら
れ
て
い
る
︒
い
た
る
と
こ
ろ
に
︑
書
類
︑
書
籍
︑
フ
ァ
イ
ル
︑

記
録
文
書
が
あ
る
〕

ヴ
ィ
ー
テ
ク

〔記
録
文
書
を
書
類
棚
に
片
づ
け
な
が
ら
〕
あ
あ
！

ま
っ
た
く
！

一
時
だ
と
い
う

の
に
⁝
⁝
弁
護
士
は
ま
だ
帰
っ
て
こ
な
い
︒
袂
袒
グ
レ
ゴ
ル
家
と
プ
ル
ス
家
の
訴
訟
︒
Ｇ
︑
Ｇ
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Ｒ
︑
あ
︑
こ
こ
だ
︒
〔梯
子
を
上
る
〕
グ
レ
ゴ
ル
家
の
裁
判
︒
ほ
ら
︑
お
前
も
も
う
お
し
ま
い
だ
︒

あ
あ
！

ま
っ
た
く
！

〔フ
ァ
イ
ル
を
め
く
る
〕
一
八
二
七
︒
一
八
三
二
︒
一
八
四
〇
︒
四
〇
︒

四
〇
︒
四
七
︒
あ
と
数
年
も
す
れ
ば
︑
百
周
年
か
︒
こ
れ
ほ
ど
見
事
な
裁
判
は
な
か
っ
た
だ
ろ

う
に
！

〔フ
ァ
イ
ル
を
棚
に
戻
す
〕
こ
こ
に
⁝
⁝
安
ら
か
に
眠
る
︑
は
⁝
⁝
グ
レ
ゴ
ル
=
プ
ル
ス

裁
判
︒
そ
う
︑
永
遠
な
も
の
は
何
も
な
い
︒
虚
無

ヴ
ァ
ニ
タ
ス

⁝
⁝
埃
と
灰
⁝
⁝
〔考
え
込
ん
で
︑
梯
子
の
最

上
段
に
坐
る
〕
そ
う
︑
奴
は
貴
族
だ
︒
古
く
か
ら
の
貴
族
だ
︒
プ
ル
ス
男
爵
︒
百
年
に
わ
た
っ

て
裁
判
で
争
っ
て
い
る
︑
あ
の
が
め
つ
い
奴
ら
め
︒
袂
袒
〔間
〕
﹁
シ
ト
ワ
イ
ヤ
ン
！

市
民

よ
！

何
故
︑
汝
ら
は
指
を
く
わ
え
て
見
て
い
る
の
だ
︒
フ
ラ
ン
ス
国
王
に
よ
っ
て
甘
や
か
さ

れ
て
き
た
特
権
階
級
︑
古
く
か
ら
の
貴
族
が
み
ず
か
ら
の
特
権
を
享
受
し
て
い
る
の
は
︑
自
然

や
理
性
に
よ
っ
て
で
は
な
く
︑
専
制
そ
の
も
の
だ
と
い
う
の
に
︒
一
握
り
の
廷
臣
︑
世
襲
の
高

官
︑
土
地
や
権
力
や
法
律
を
意
の
ま
ま
に
す
る
連
中
が
の
さ
ば
っ
て
い
る
状
態
を
︑
こ
れ
か
ら

も
甘
ん
じ
て
認
め
る
と
い
う
の
か
⁝
⁝
﹂

グ
レ
ゴ
ル

〔戸
口
で
立
ち
止
ま
り
︑
相
手
に
気
づ
か
れ
る
こ
と
な
く
︑
し
ば
ら
く
耳
を
傾
け
る
〕
こ
ん
に

ち
は
︒
市
民
マ
ラ
ー
君
(フ
ラ
ン
ス
の
革
命
家
︒
民

衆
の
示
威
運
動
を
鼓
舞

)
！
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