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日
本
の
新
劇
が
、
従
来
西
洋
の
芝
居
を
お
手
本
と
し
て
「
新
し
い
演
劇
美
」

を
取
り
入
れ
よ
う
と
し
た
事
実
は
、
今
日
誰
で
も
知
つ
て
ゐ
る
こ
と
で
あ
る

が
、
西
洋
の
芝
居
の
ど
こ
が
面
白
い
か
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
と
、
そ
れ
は
誰

も
は
つ
き
り
し
た
こ
と
が
云
へ
ず
、
結
局
、
脚
本
の
文
学
的
価
値
と
、
「
演

出
」
な
る
特
殊
な
技
術
に
そ
の
重
心
を
お
い
て
、
万
事
が
解
決
さ
れ
た
も
の

の
如
く
考
へ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
勿
論
、
俳
優
の
演
技
も
問
題
に
さ
れ
な
い

わ
け
で
は
な
か
つ
た
が
、
こ
れ
は
要
す
る
に
「
演
出
家
」
の
意
図
に
従
つ
て

動
作
し
、
与
へ
ら
れ
た
「
台
詞
」
を
忠
実
に
暗
誦
す
れ
ば
、
先
づ
よ
い
と
さ

れ
て
ゐ
た
。
俳
優
の
素
質
及
び
才
能
は
、
甚
だ
消
極
的
な
標
準
を
以
て
云
々

さ
れ
、
所
謂
舞
台
度
胸
の
あ
る
素
人
が
、
意
外
な
賞
讃
を
浴
び
て
演
出
家
の
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鼻
を
高
か
ら
し
め
、
歌
舞
伎
乃
至
新
派
劇
畑
の
俳
優
が
、
何
等
「
新
劇
的
」

教
養
な
く
し
て
新
劇
の
舞
台
に
立
ち
、
こ
れ
が
、
現
代
劇
も
こ
な
せ
る
俳
優

と
い
ふ
折
紙
を
つ
け
ら
れ
る
有
様
で
あ
つ
た
。

　
か
か
る
俳
優
に
よ
つ
て
演
ぜ
ら
れ
、
か
か
る
演
出
家
の
手
で
「
ひ
ん
枉
げ

ら
れ
る
」
脚
本
の
文
体
は
、
当
然
、
最
初
か
ら
重
視
さ
れ
る
筈
は
な
い
の
で

あ
る
。
翻
訳
劇
は
原
作
の
「
対
話
と
し
て
の
魅
力
」
を
閑
却
さ
れ
る
の
が
常

で
あ
り
、
創
作
戯
曲
は
勢
ひ
、
一
と
通
り
の
意
味
さ
へ
通
れ
ば
よ
い
「
白
」

で
書
か
れ
、
か
く
て
、
舞
台
の
「
言
葉
」
は
、
「
動
作
」
の
従
属
的
地
位
に

置
か
れ
て
、
遂
に
「
新
劇
」
は
演
劇
と
し
て
の
「
生
命
」
を
希
薄
に
し
、
や

が
て
、
演
出
家
が
ゐ
な
け
れ
ば
ど
ん
な
芝
居
も
で
き
な
い
俳
優
を
作
り
上
げ
、

そ
の
演
出
家
さ
へ
、
今
に
な
つ
て
、
役
者
が
へ
た
で
芝
居
が
や
れ
ぬ
と
云
ひ
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出
し
た
。

　
私
は
十
年
前
、
築
地
小
劇
場
の
旗
揚
興
行
を
評
し
て
、
外
国
劇
上
演
に
当

つ
て
、
「
言
葉
」
を
通
じ
て
の
戯
曲
美
を
逸
す
る
勿
れ
と
云
ひ
、
俳
優
養
成

の
先
決
問
題
な
る
こ
と
を
主
張
し
、
将
来
、
家
を
建
て
て
か
ら
柱
を
削
る
や

う
な
こ
と
に
な
る
ぞ
と
予
言
し
て
お
い
た
。

　
当
時
私
は
、
外
国
劇
の
上
演
に
反
対
し
た
覚
え
は
な
い
。
創
作
劇
が
演
出

家
の
演
出
欲
な
る
も
の
を
唆
ら
ぬ
と
い
ふ
理
由
も
首
肯
で
き
た
。
し
か
し
、

外
国
劇
の
「
本
質
的
生
命
」
を
逸
し
て
は
、
外
国
劇
上
演
の
意
義
が
甚
だ
局

限
さ
れ
る
の
み
な
ら
ず
、
わ
が
新
劇
が
、
西
洋
劇
か
ら
学
ぶ
べ
き
も
の
を
学

ば
ず
終
る
不
幸
を
極
度
に
懼
れ
た
の
で
あ
つ
た
。

　
私
の
こ
の
意
見
は
、
忽
ち
に
し
て
当
事
者
を
怒
ら
せ
る
こ
と
に
し
か
役
立
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た
な
か
つ
た
が
、
今
日
の
「
新
劇
」
が
、
十
年
一
日
の
如
く
同
じ
水
準
に
止

つ
て
ゐ
る
の
を
見
て
、
私
は
、
更
に
こ
の
主
張
を
繰
り
返
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　
最
近
、
あ
る
新
帰
朝
者
の
欧
洲
演
劇
観
な
る
も
の
を
読
む
機
会
を
得
た
。

そ
の
人
は
、
演
劇
の
専
門
的
研
究
を
目
的
と
し
て
西
洋
へ
渡
つ
た
ら
し
い
が
、

そ
の
感
想
の
う
ち
に
、
次
の
や
う
な
意
味
の
こ
と
が
語
ら
れ
て
ゐ
る
。
偶
々

巴
里
で
観
た
芝
居
が
、
仏
蘭
西
語
の
わ
か
ら
な
い
自
分
に
も
非
常
に
面
白
く

感
じ
ら
れ
、
「
白
」
の
意
味
は
通
じ
な
い
に
拘
は
ら
ず
、
俳
優
の
演
技
を
通

じ
て
、
そ
の
芝
居
の
筋
や
人
物
の
感
情
も
ほ
ぼ
わ
か
り
、
全
体
と
し
て
、
ま

づ
観
劇
の
興
味
を
十
分
に
満
た
し
得
た
と
云
ひ
、
且
つ
、
さ
う
い
ふ
結
果
か

ら
み
て
、
「
演
劇
に
於
け
る
言
葉
の
役
割
と
い
ふ
も
の
は
極
め
て
微
々
た
る

も
の
で
、
眼
に
愬
へ
る
要
素
さ
へ
保
た
れ
て
ゐ
れ
ば
、
舞
台
は
完
全
な
魅
力
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を
発
揮
す
る
も
の
だ
と
い
ふ
こ
と
を
知
つ
た
」
と
大
胆
に
云
ひ
切
つ
て
ゐ
る

の
で
あ
る
。

　
日
本
の
演
劇
専
門
家
は
、
今
も
つ
て
、
こ
の
意
見
に
賛
成
す
る
も
の
が
多

か
ら
う
と
思
は
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
実
は
、
こ
の
理
窟
に
は
、
根
本
的
な
自

家
撞
着
が
含
ま
れ
て
ゐ
る
。

　
日
本
の
芝
居
と
西
洋
の
芝
居
と
は
、
そ
こ
が
事
情
の
違
ふ
と
こ
ろ
で
、
西

洋
の
芝
居
は
、
概
し
て
、
「
白
」
の
意
味
が
わ
か
ら
な
く
て
も
、
「
白
」
の

味
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

「
白
」
が
わ
か
る
と
い
ふ
の
は
、
こ
の
「
意
味
」
が
わ
か
る
と
い
ふ
こ
と
だ

け
で
は
な
い
、
「
白
」
は
す
べ
て
、
は
つ
き
り
し
た
表
情
を
も
つ
て
ゐ
る
の

で
あ
る
。
こ
の
表
情
は
、
音
声
と
し
て
耳
に
愬
へ
る
も
の
と
、
俳
優
の
顔
面
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姿
態
に
よ
つ
て
眼
に
愬
へ
る
も
の
と
が
あ
る
。
こ
の
表
情
は
、
決
し
て
「
白
」

か
ら
独
立
し
た
も
の
で
は
な
く
、
広
い
意
味
に
於
け
る
「
舞
台
の
言
葉
」
の

中
に
含
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
あ
る
場
合
に
は
、
「
白
」
の
意
味

が
わ
か
ら
な
く
つ
て
も
、
そ
の
表
情
の
正
確
さ
、
豊
富
さ
、
微
妙
さ
に
よ
つ

て
、
そ
の
意
味
を
さ
へ
推
断
せ
し
め
る
何
物
か
を
も
つ
て
ゐ
為
の
で
あ
る
。

こ
れ
が
、
「
白
の
意
味
が
わ
か
ら
な
く
て
も
芝
居
が
面
白
い
」
原
因
で
あ
り
、

西
洋
演
劇
に
於
け
る
「
言
葉
」
の
役
割
の
重
要
性
で
あ
る
。

　
欧
米
の
発
声
映
画
が
、
最
初
の
時
期
に
あ
つ
て
、
そ
の
国
際
性
を
疑
は
れ

て
ゐ
た
に
も
拘
は
ら
ず
、
続
々
熟
練
な
舞
台
俳
優
が
参
加
す
る
に
至
つ
て
、

意
外
に
も
、
言
語
的
障
碍
を
突
破
し
得
た
と
い
ふ
の
は
、
実
に
、
こ
の
間
の

消
息
を
語
る
も
の
で
あ
る
。
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わ
が
国
に
於
て
、
月
並
な
白
の
類
型
化
に
腐
心
す
る
「
新
派
」
、
更
に
、

七
五
調
を
基
礎
と
す
る
「
台
詞
廻
し
」
の
単
純
な
音
楽
的
効
果
に
満
足
す
る

「
歌
舞
伎
」
劇
が
、
演
劇
の
近
代
的
魅
力
と
そ
の
発
展
性
を
喪
失
し
た
こ
と

は
当
然
で
あ
る
が
、
多
少
と
も
現
代
の
文
化
と
そ
の
複
雑
な
心
理
的
現
象
を

描
き
出
さ
う
と
す
る
「
新
劇
」
の
舞
台
が
、
戯
曲
の
本
質
た
る
「
言
葉
」
の

陰
翳
を
無
視
し
、
そ
の
肉
声
化
に
よ
つ
て
生
ず
る 

幻  

象 

イ
メ
エ
ジ

の
絶
対
的
価
値
を

等
閑
に
附
し
た
と
い
ふ
一
事
は
、
な
ん
と
し
て
も
遺
憾
な
次
第
で
あ
る
。

　
あ
る
者
は
云
ふ
か
も
し
れ
ぬ
。
　
　
西
洋
の
演
劇
理
論
家
は
、
未
だ
嘗
て
、

演
劇
美
の
本
質
を
「
語
ら
れ
る
言
葉
の
魅
力
」
と
結
び
つ
け
た
例
は
な
い
。

西
洋
に
於
け
る
俳
優
の
「
物
言
ふ
術
」
な
る
も
の
は
、
最
も
初
歩
的
な
修
業

の
階
梯
を
示
す
も
の
に
過
ぎ
ぬ
、
と
。
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た
し
か
に
さ
う
で
あ
る
。
西
洋
の
芝
居
で
は
、
「
言
葉
」
の
問
題
な
ど
、

更
め
て
問
題
と
さ
れ
な
く
て
も
い
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
ほ
ど
、
「
白
の
重
要

さ
」
は
常
識
と
な
り
、
こ
れ
を
除
外
し
た
芝
居
な
ど
考
へ
ら
れ
ぬ
と
こ
ろ
ま

で
行
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
従
つ
て
、
西
洋
の
芝
居
は
、
西
洋
の
演
劇
理
論

だ
け
で
「
理
解
」
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
間
違
ひ
な
の
で
あ
る
。
こ
の
問
題

か
ら
従
来
、
わ
が
「
新
劇
」
は
脱
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
。

　
あ
る
「
台
詞
」
が
、
「
正
確
」
に
云
は
れ
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
一
体
ど
の

程
度
を
指
す
の
か
、
こ
の
程
度
が
第
一
、
演
出
家
に
も
俳
優
に
も
わ
か
つ
て

ゐ
な
か
つ
た
。
「
こ
れ
ぐ
ら
ゐ
な
ら
よ
か
ら
う
」
と
思
は
れ
て
ゐ
た
標
準
は
、

実
際
、
西
洋
の
芝
居
か
ら
み
れ
ば
、
幼
稚
園
の
程
度
に
も
な
つ
て
ゐ
な
い
の

で
あ
る
。
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わ
が
「
新
劇
運
動
」
の
指
導
者
は
、
先
づ
こ
の
認
識
か
ら
出
発
す
べ
き
で

あ
つ
た
。
現
在
、
数
あ
る
新
劇
団
が
、
今
な
ほ
、
こ
の
認
識
に
到
達
し
得
ず
、

徒
ら
に
空
虚
な
歩
み
を
続
け
て
ゐ
る
こ
と
は
、
誠
に
悲
し
む
べ
き
状
態
と
云

は
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　
私
は
、
そ
こ
で
、
手
つ
取
り
早
い
例
を
挙
げ
る
が
、
最
近
、
外
国
ト
オ
キ

イ
の
魅
力
が
一
般
に
云
々
さ
れ
て
ゐ
る
際
、
こ
れ
を
映
画
的
魅
力
と
の
み
解

す
る
の
は
甚
だ
偏
見
で
、
寧
ろ
、
西
洋
演
劇
の
本
質
的
魅
力
が
、
そ
の
一
半

を
占
め
て
ゐ
る
と
云
ひ
た
い
の
で
あ
る
。
殊
に
、
俳
優
の
演
技
を
通
し
て
感

じ
ら
れ
る
も
の
は
、
少
く
と
も
、
こ
れ
を
舞
台
に
移
し
て
そ
の
ま
ま
舞
台
の

 

幻  

影 

イ
メ
エ
ジ

を
組
立
て
得
る
も
の
で
あ
り
、
日
本
の
「
新
劇
」
は
、
初
め
て
舞
台

表
現
の
貴
重
な
模
範
を
示
さ
れ
た
と
云
つ
て
い
い
。
彼
等
の
人
種
的
特
質
が
、
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そ
の
ま
ま
俳
優
の
魅
力
だ
と
速
断
す
る
も
の
も
あ
る
ま
い
が
、
彼
等
の
演
技

を
見
て
、
「
わ
れ
ら
及
ば
ざ
る
こ
と
遠
し
」
と
嘆
ず
る
も
の
が
あ
つ
た
ら
、

そ
れ
は
西
洋
演
劇
の
本
質
に
つ
い
て
、
全
く
無
知
な
人
々
と
云
は
ね
ば
な
ら

ぬ
。
わ
が
新
劇
が
、
西
洋
劇
を
お
手
本
と
し
、
し
か
も
、
肝
腎
な
も
の
を
捨

て
て
顧
み
な
か
つ
た
結
果
が
、
こ
こ
に
現
は
れ
た
の
だ
と
、
も
う
気
づ
く
人

は
気
づ
い
て
ゐ
る
で
あ
ら
う
。

　
今
日
の
「
新
劇
」
が
面
白
く
な
い
と
い
ふ
こ
と
を
荐
り
に
云
ふ
人
が
ゐ
る
。

な
ぜ
面
白
く
な
い
か
と
い
ふ
理
由
を
、
種
々
挙
げ
て
ゐ
る
の
を
見
る
と
、
ど

れ
も
、
そ
の
根
本
を
つ
い
て
ゐ
な
い
憾
み
が
あ
る
。

　
或
は
脚
本
が
文
学
的
す
ぎ
る
と
か
、
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
的
要
素
が
欠
け
て
ゐ

る
と
か
、
社
会
性
が
乏
し
い
と
か
、
小
劇
場
式
演
技
が
禍
ひ
し
て
ゐ
る
と
か
、
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そ
の
他
、
幾
分
は
穿
ち
得
た
見
方
を
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
な
ら
ば
、

仮
に
今
日
の
新
劇
が
そ
れ
ら
の
条
件
を
悉
く
具
へ
た
一
つ
の
方
向
を
取
り
得

た
と
し
て
も
、
現
在
の
俳
優
を
以
て
し
て
、
如
何
な
る
舞
台
の
魅
力
を
予
想

し
得
る
で
あ
ら
う
。

　
結
局
は
、
新
し
い
演
劇
は
新
し
い
演
技
の
精
神
を
要
求
し
、
新
し
い
戯
曲

の
生
命
は
、
そ
れ
に
よ
つ
て
は
じ
め
て
、
近
代
的
演
劇
実
の
構
成
に
役
立
つ

わ
け
で
あ
る
。

　
日
本
の
新
劇
は
、
今
や
う
や
く
、
そ
の
一
部
に
於
て
、
所
謂
本
質
的
傾
向

に
目
覚
め
た
運
動
の
頼
母
し
き
曙
光
を
認
め
得
る
に
至
つ
た
。
雑
誌
「
劇
作
」

に
拠
る
若
干
の
新
進
作
家
及
評
論
家
、
劇
団
築
地
座
の
舞
台
に
立
つ
一
二
の

俳
優
は
、
少
く
と
も
、
そ
の
意
味
に
於
て
、
私
の
期
待
す
る
人
々
で
あ
る
。
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た
だ
こ
れ
を
取
巻
く
わ
が
劇
壇
全
般
の
雰
囲
気
は
、
果
し
て
彼
等
の
健
全

な
成
長
を
阻
む
こ
と
な
き
や
否
や
、
私
は
秘
か
に
こ
れ
を
懼
れ
て
ゐ
る
次
第

で
あ
る
。
（
一
九
三
四
・
四
）
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で
作
ら
れ
ま
し
た
。
入
力
、
校
正
、
制
作
に
あ
た
っ
た

の
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
皆
さ
ん
で
す
。
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