
私
の
父
は
恩
給
局
の
官
吏
で
、
家
が
神
田
神
保
町
に

あ
り
、
私
も
そ
こ
で
生
ま
れ
ま
し
た
。
戦
火
が
厳
し

く
な
っ
た
昭
和
十
九
年
に
小
田
原
に
疎
開
し
て
き
ま

し
た
。
す
ぐ
に
戻
れ
る
と
思
っ
て
い
た
の
で
す
が
、

昭
和
二
十
三
年
に
父
が
重
い
結
核
に
か
か
っ
て
入
院

し
、
東
京
に
帰
る
こ
と
を
諦
め
ま
し
た
。
私
が
数
え

年
で
六
歳
の
時
で
す
ね
。
父
は
十
年
の
闘
病
生
活
の

末
、
亡
く
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
は
き
ょ
う
だ
い

と
と
も
に
、
母
の
女
手
一
つ
で
育
て
ら
れ
ま
し
た
。

子
ど
も
の
頃
の
私
は
、
先
生
に
な
る
の
が
夢
で
し

た
。
小
学
校
時
代
の
先
生
は
私

に
元
気
を
く
だ
さ
っ
た
先
生

で
、
私
が
演
劇
と
出
会
っ
た
の

も
そ
の
頃
で
す
。

小
学
校
の
学
芸
会
に
選
ぶ
台
本

は
、
図
書
室
に
あ
る
既
成
作
品
が
ほ
と
ん
ど
で
し
た

が
、
私
の
先
生
は
生
徒
が
書
い
た
も
の
を
演
じ
る
の

が
理
想
だ
と
仰
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
で
、
手
を
挙
げ

た
の
が
私
で
し
た
。
小
学
校
五
年
の
時
の
こ
と
で

す
。
紙
も
不
足
し
が
ち
な
時
代
で
、
先
生
か
ら
わ
ら

半
紙
を
い
た
だ
い
て
、
机
の
代
用
と
し
て
リ
ン
ゴ
箱

の
上
で
書
き
ま
し
た
。
劇
の
テ
ー
マ
は
「
な
か
よ
し

学
級
」
と
い
う
も
の
で
す
。
当
時
、
ガ
キ
大
将
の
よ

う
な
子
が
ク
ラ
ス
に
い
ま
し
て
、
正
義
感
の
強
い
私

は
、
頭
の
い
い
子
が
悪
ガ
キ
を
お
と
な
し
く
さ
せ
る

と
い
う
筋
立
て
を
書
い
た
の
で
す
。
こ
の
体
験
は
、

新
鮮
な
出
来
事
と
し
て
演
劇
に
興
味
を
持
つ
き
っ
か

け
と
な
り
ま
し
た
。

六
年
生
の
時
に
も
、
野
口
英
世
の
少
年
時
代
を
題
材

に
し
た
既
成
作
品
で
、
私
は
主
役
の
野
口
清
作
少
年

を
演
じ
ま
し
た
。
有
名
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し
て
、
や

け
ど
で
く
っ
つ
い
た
手
を
馬
鹿
に
さ
れ
、
ナ
イ
フ
で

切
り
開
こ
う
と
し
て
友
人
に
止
め
ら
れ
る
感
動
の
場

面
が
あ
り
ま
す
。
舞
台
の
上
か
ら
、
お
客
様
が
劇
を

見
て
泣
い
て
い
る
の
が
見
え
ま
し
た
。
当
時
の
私
に

は
そ
れ
が
な
ぜ
、
泣
い
て
い
る
の
か
分
か
り
ま
せ
ん

で
し
た
。
た
だ
、
こ
の
時
の
感
動
が
、
人
か
ら
人
へ

何
か
を
伝
え
る
と
い
う
演
劇
の
根
本
を
知
る
き
っ
か

け
と
な
っ
た
の
で
す
。

劇
団
こ
ゆ
る
ぎ
座
の
創
設
は
、
昭
和
二
十
一
年
一
月

の
事
で
す
。
戦
前
・
戦
中
は
危
険
思
想
と
し
て
文
化

活
動
が
抑
制
さ
れ
て
い
ま
し
た
か
ら
、
取
締
り
か
ら

隠
れ
て
活
動
し
て
い
ま
し
た
。
戦
後
の
自
由
な
社
会

に
な
っ
て
、
早
稲
田
大
学
の
文
学
青
年
た
ち
が
十
五

人
ほ
ど
集
ま
っ
て
、
小
田
原
に
文
化
活
動
を
起
こ
そ

う
、
具
体
的
に
何
を
や
ろ
う
か
と
い
う
と
き
に
、
人

間
の
心
情
を
伝
え
て
心
に
良
い
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と

が
で
き
る
、
演
劇
を
選
ん
だ
と
い
い
ま
す
。

私
は
結
成
か
ら
十
年
ほ
ど
経
っ
た
頃
、
入
座
し
ま
し

た
。
劇
団
の
主
要
な
人
た
ち
は
、
創
設
者
の
後
輩
に

あ
た
る
人
た
ち
で
、
後
で
聞
く
と
、
創
設
者
た
ち
の

理
想
を
受
け
継
げ
ず
、
低
迷
し
た
頃
と
聞
い
て
い
ま

す
。
若
手
劇
団
員
獲
得
の
た
め
に
、
こ
ゆ
る
ぎ
座
の

人
た
ち
は
、
小
田
原
高
校
の
演
劇
部
に
足
を
運
び
、

演
技
指
導
を
し
つ
つ
、
ス
カ
ウ
ト
活
動
を
し
て
い
ま

し
た
。
私
も
高
校
三
年
の
と
き
に
加
入
す
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
が
、
最
初
の
仕
事
は
、
照
明
チ
ー
フ
の

お
手
伝
い
で
し
た
。

こ
の
頃
、
北
条
秀
司
先
生(
劇
作
家
・
１
９
０
２-

１

９
９
６)

が
関
係
し
て
き
ま
す
。
北
条
先
生
が
小
田
原

に
来
ら
れ
た
の
は
『
王
将
』
を
書
か
れ
て
い
た
頃

で
、
す
ご
い
劇
作
家
が
来
て
い
る
と
聞
い
た
先
輩
た

ち
は
、
ご
自
宅
に
押
し
か
け
て
教
え
を
乞
い
ま
し

た
。
先
生
は
厳
し
く
も
温
情
豊
か
な
方
で
、
若
者
の

気
持
ち
に
い
た
く
感
動
さ
れ
て
、
ご
自
身
の
演
劇
の

根
本
理
論
を
教
え
た
と
言
い
ま
す
。
私
自
身
も
、
後

世
に
は
直
接
稽
古
を
つ
け
て
も
ら
っ
た
こ
と
が
あ
り

ま
す
。

当
時
は
ま
だ
、
公
民
館
や
小
学
校
の
講
堂
と
い
っ
た

施
設
し
か
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
芝
居
小
屋
と
し
て

は
「
御
幸
座｣

が
あ
り
ま
し
た
が
、
大
き
す
ぎ
ま
し

た
。
学
校
の
講
堂
な
ど
は
演
劇
に
必
要
な
設
備
が
な

い
た
め
、
上
演
作
品
も
限
ら
れ
て
い
て
、
照
明
の
効

果
が
必
要
な
作
品
な
ど
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
私

が
入
座
し
た
頃
に
は
中
央
公
民
館
が
完
成
し
て
い

て
、
演
劇
に
は
不
向
き
で
し
た
が
、
そ
こ
が
公
演
会

場
で
し
た
。

小
田
原
市
民
会
館
の
こ
け
ら
落
と
し
は
、
歌
舞
伎
に

造
詣
の
深
い
鈴
木
十
郎
市
長
さ
ん
の
時
代
で
し
た
の

で
、
メ
イ
ン
は
歌
舞
伎
で
し
た
が
、
一
般
か
ら
の
市

民
代
表
と
し
て
は
こ
ゆ
る
ぎ
座
が
選
ば
れ
た
の
で

す
。

当
時
の
座
長
を
努
め
て
い
た
野
村
幸
靖
さ
ん
は
、
設

備
の
整
っ
た
ホ
ー
ル
な
ら
『
な
よ
た
け
』(

作
・
加
藤

道
夫)

が
で
き
る
、
と
い
っ
て
、
上
演
す
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。
こ
ゆ
る
ぎ
座
が
、
今
ま
で
や
り
た
く
て

も
で
き
な
か
っ
た
大
作
を
上
演
す
る
よ
う
に
な
る
の

は
、
こ
れ
以
来
の
こ
と
で
す
。
公
演
日
に
は
、
北
条

先
生
の
娘
さ
ん
の
北
条
美
智
留
さ
ん(

女
優

１
９
３

０
―)

が
い
ら
し
て
く
だ
さ
り
、
「
幕
が
開
い
た
瞬
間

に
、
な
に
か
い
い
も
の
が
見
ら
れ
る
の
で
は
な
い

か
、
ぞ
く
っ
と
予
感
が
し
た
」
と
仰
っ
て
い
た
こ
と

を
今
で
も
覚
え
て
い
ま
す
。

野
村
幸
靖
さ
ん
は
私
を
非
常
に
可
愛
が
っ
て
く
だ

さ
っ
た
先
輩
で
、
こ
ゆ
る
ぎ
座
の
創
設
か
ら
三
年
後

に
入
ら
れ
た
方
で
す
。
小
田
原
の
工
務
店
で
現
場
監

督
を
し
な
が
ら
、
演
劇
活
動
を
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

当
時
、
私
た
ち
が
次
回
公
演
を
考
え
て
い
た
と
こ
ろ

に
現
れ
て
「
演
劇
を
馬
鹿
に
し
ち
ゃ
あ
い
け
な
い
。

人
に
希
望
を
与
え
る
大
き
な
仕
事
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
」
と
。
そ
の
候
補
作
品
で
は
、
こ
ゆ
る
ぎ
座
の

目
指
す
演
劇
理
念
と
は
か
け
離
れ
て
い
る
と
い
う
こ

と
で
、
岸
田
国
士(

劇
作
家

１
８
９
０
―
１
９
５
４)

の
短
編
を
二
本
を
奨
め
ま
し
た
。
先
輩
た
ち
が
仕
事

で
小
田
原
を
離
れ
て
か
ら
は
、
野
村
さ
ん
が
私
た
ち

を
引
っ
張
っ
て
い
く
事
と
な
り
ま
す
。

『
な
よ
た
け
』
は
野
村
さ
ん
が
や
り
た
か
っ
た
か

ら
、
と
い
う
理
由
が
大
き
い
で
す
。
ま
さ
に
夢
の
到

来
だ
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

お
だ
わ
ら
ラ
イ
ブ
リ
ー
通
信
第
参
号
で
は
、
「
も
っ
と
も
小
田
原
市
民
会
館
が
輝
い
て
い
た
時
代
」
と
題
し

て
、
神
奈
川
を
代
表
す
る
ア
マ
チ
ュ
ア
劇
団
で
あ
る
劇
団
こ
ゆ
る
ぎ
座
の
関
口
秀
夫
座
長
と
、
代
々
長
唄
三

味
線
の
名
跡
を
受
け
継
ぎ
、
小
田
原
で
三
代
に
渡
り
お
住
ま
い
に
な
る
杵
屋
六
響
さ
ん
に
お
越
し
い
た
だ

き
、
お
話
し
を
伺
い
ま
し
た
。
小
田
原
に
根
付
い
た
市
民
の
文
化
は
、
時
代
の
要
望
と
鈴
木
十
郎
市
長
の
手

腕
を
持
っ
て
「
小
田
原
市
民
会
館
」
と
い
う
形
で
結
実
し
ま
し
た
。
そ
の
背
景
に
は
、
こ
ゆ
る
ぎ
座
を
中
心

と
し
た
文
学
・
演
劇
の
未
来
を
夢
見
た
若
者
た
ち
や
、
宮
小
路
周
辺
の
旦
那
衆
の
「
粋
」
な
お
座
敷
や
芝
居

小
屋
の
文
化
が
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。

も
っ
と
も
小
田
原
市
民
会
館
が
輝
い
て
い
た
時
代

市
民
会
館
の
完
成
は
、
夢
の
到
来
で
し
た

関
口
秀
夫
さ
ん
（
劇
団
こ
ゆ
る
ぎ
座
座
長
）

舞台「なよたけ」(こゆるぎ座四十年記念誌より)

小田原市民会館大ホールで、照明の機能を存分に生かした

精妙な舞台が作られた
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小
田
原
の
文
化
資
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を
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◆
小
田
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野
村
さ
ん
が
座
長
と
な
っ
て
十
年
が
経
っ
た
頃
、
ド

ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
『
罪
と
罰
』
を
翻
訳
し
た
福
田

恆
存(
評
論
家
・
翻
訳
家

１
９
１
２
‐
１
９
９
４)

先

生
の
も
と
へ
上
演
許
可
を
も
ら
い
に
行
き
、
先
生
の

作
品
を
是
非
と
も
演(

や)

ら
せ
て
い
た
だ
き
た
い
、

と
懇
願
し
て
許
可
を
得
ま
し
た
。

公
演
一
ヶ
月
く
ら
い
前
、
塔
の
峰
の
青
少
年
セ
ン

タ
ー
で
合
宿
を
し
ま
し
た
。
す
ご
い
台
風
に
ぶ
つ
か

り
、
雨
で
屋
根
が
す
ご
い
音
を
立
て
て
い
た
の
で
す

が
、
野
村
さ
ん
が
「
演
劇
は
人
に
言
葉
を
伝
え
る
も

の
だ
。
こ
ん
な
音
の
中
で
も
聞
こ
え
る
ま
で
声
を
出

せ
」
と
、
喉
が
ヒ
リ
ヒ
リ
す
る
ま
で
声
を
出
し
た
の

を
覚
え
て
い
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
野
村
さ
ん
は
『
罪
と
罰
』
上
演
の
前
に

事
故
で
亡
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
葬
儀
の
後
、

上
演
を
ど
う
す
る
か
話
し
合
い
ま
し
た
。
先
輩
た
ち

は
「
や
め
ろ
。
『
罪
と
罰
』
を
選
ん
だ
こ
と
自
体
と

ん
で
も
な
い
こ
と
だ
」
と
言
い
ま
す
。
上
演
中
止
の

流
れ
に
な
っ
た
の
で
す
が
、
私
は
「
自
分
た
ち
は
野

村
さ
ん
か
ら
情
熱
を
学
ん
で
き
た
は
ず
だ
。
こ
こ
で

火
を
消
し
て
な
ら
な
い
」
と
、
先
輩
た
ち
を
前
に
言

い
ま
し
た
。
そ
の
言
葉
に
先
輩
方
が
賛
同
し
て
協
力

し
て
く
だ
さ
り
、
『
罪
と
罰
』
を
公
演
で
き
た
の
で

す
。

野
村
さ
ん
が
亡
く
な
り
、
私
が
遺
志
を
受
け
継
い
で

座
長
と
な
り
、
大
作
に
励
む
こ
と
に
な
り
ま
す
。
島

崎
藤
村
の
『
破
戒
』
や
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
『
ロ
ミ

オ
と
ジ
ュ
リ
エ
ッ
ト
』
。
ほ
か
に
は
、
『
ア
ン
ネ
の

日
記
』
だ
と
か
『
炎
の
人
』(

作
・
三
好
十
郎)

、
こ

れ
は
画
家
の
ゴ
ッ
ホ
を
題
材
に
し
た
劇
団
民
藝
の
看

板
演
目
で
し
た
。
三
好
先
生
に
「
ぜ
ひ
上
演
さ
せ
て

く
だ
さ
い
」
と
お
願
い
し
た
の
で
す
。

二
十
周
年
記
念
公
演
の
北
条
秀
司
先
生
の
『
修

羅
』
。
こ
れ
は
木
曽
義
仲
の
物
語
で
、
北
条
先
生
が

新
国
劇
の
た
め
に
書
い
た
芝
居
で
し
た
が
、
特
別
に

許
可
を
頂
き
ま
し
た
。
本
邦
初
演
で
す
。
北
条
先
生

も
何
度
か
稽
古
を
見
に
来
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
私

は
主
役
の
木
曽
義
仲
を
命
じ
ら
れ
て
、
大
役
で
し
て

ね
。
稽
古
で
は
何
回
も
泣
き
ま
し
た
。

演
出
は
、
座
の
創
設
者
で
、
松
竹
の
映
画
監
督
に
も

な
ら
れ
た
井
上
和
男
さ
ん(

１
９
２
５-

２
０
１
１)

が

担
当
さ
れ
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
私
だ
け
に
は
厳
し

か
っ
た
ん
で
す
。
ア
マ
チ
ュ
ア
劇
団
だ
か
ら
み
ん
な

仕
事
を
持
っ
て
い
て
、
彼
ら
に
は
何
も
言
わ
な
い
。

私
は
台
詞
が
二
百
三
十
本
、
こ
れ
を
一
ヶ
月
で
覚
え

ろ
、
覚
え
た
ら
台
本
を
離
せ
と
。
懸
命
に
覚
え
た
ん

で
す
が
、
ち
ょ
っ
と
で
も
台
詞
を
間
違
え
る
と
「
な

ん
だ
お
前
は
！
」
と
怒
鳴
ら
れ
る
。
私
は
居
た
た
ま

れ
な
く
な
っ
て
泣
き
出
し
ち
ゃ
っ
た
ん
で
す
、
稽
古

場
で
、
あ
ぐ
ら
を
か
い
て
。
開
き
直
っ
ち
ゃ
っ
た
ん

で
す
ね
。

公
演
の
一
週
間
ほ
ど
前
、
北
条
先
生
が
稽
古
を
見
に

来
て
く
だ
さ
い
ま
し
て
、
娘
さ
ん
と
帰
る
車
中
で

「
あ
い
つ
の
い
い
と
こ
ろ
は
一
生
懸
命
や
っ
て
い
る

だ
け
の
こ
と
だ
。
で
も
ま
あ
い
い
じ
ゃ
な
い
か
。
人

間
っ
て
い
う
の
は
そ
う
い
う
こ
と
が
大
事
な
ん
だ
か

ら
。
た
だ
、
あ
の
声
が
つ
ぶ
れ
な
い
か
心
配
だ
」

と
。
プ
ロ
の
役
者
に
も
厳
し
い
方
で
す
か
ら
ね
。

「
な
か
な
か
清
潔
感
が
あ
っ
て
い
い
じ
ゃ
な
い
か
、

芝
居
は
下
手
だ
け
ど
な
」
と
、
そ
れ
は
後
か
ら
聞
い

た
話
で
す
。

お
か
げ
で
公
演
は
無
事
に
幕
を
下
ろ
し
ま
し
た
。
終

演
後
、
井
上
和
男
さ
ん
か
ら
「
お
前
、
よ
か
っ
た

じ
ゃ
な
い
か
」
と
。
も
う
涙
が
ポ
ロ
ポ
ロ
止
ま
ら
な

か
っ
た
で
す
。

三
十
周
年
記
念
公
演
は
『
丹
那
隧
道
』
、
こ
れ
も
北

条
先
生
の
作
品
で
す
ね
。
丹
那
ト
ン
ネ
ル
を
開
通
さ

せ
た
と
き
の
苦
闘
史
で
す
。
四
十
周
年
は
『
顔

役
』
、
こ
れ
も
北
条
先
生
の
作
品
で
す
。

お
話
し
し
て
お
き
た
い
の
が
、
後
藤
翔
如
さ
ん
と
い

う
、
こ
ゆ
る
ぎ
座
の
座
付
き
作
家
で
す
。
彼
が
書
い

て
く
れ
た
作
品
が
、
こ
ゆ
る
ぎ
座
の
地
場
を
固
め
て

く
れ
た
。
彼
が
こ
の
二
十
年
、
ず
っ
と
書
い
て
く
れ

た
こ
と
が
、
こ
ゆ
る
ぎ
座
の
主
張
す
る
「
地
域
に
根

ざ
し
た
演
劇
活
動
」
と
い
う
使
命
を
果
た
し
て
く
れ

ま
し
た
。
小
田
原
に
は
歴
史
の
史
実
が
い
く
ら
で
も

埋
も
れ
て
い
ま
す
。
後
藤
さ
ん
は
小
田
原
を
よ
く

知
っ
て
い
て
、
そ
れ
を
掘
り
起
こ
し
て
長
編
作
品
を

書
い
た
。
こ
れ
が
大
変
な
評
価
を
受
け
た
の
で
す
。

幕
末
期
の
小
田
原
藩
の
家
老
の
物
語
。
小
田
原
は
譜

代
藩
だ
か
ら
官
軍
と
戦
う
立
場
に
な
っ
た
。
そ
れ
を

身
を
挺
し
て
収
め
た
と
い
う
物
語
。
『
荻
窪
上
水
』

は
箱
根
湯
本
か
ら
用
水
路
を
引
い
た
苦
闘
史
。
そ
れ

か
ら
『
小
田
原
義
民
伝

下
田
隼
人
』
。
小
田
原
藩

の
厳
し
い
取
立
て
に
、
打
ち
首
を
承
知
で
訴
え
て
い

く
。
総
勢
五
十
人
ほ
ど
の
人
々
が
出
演
し
ま
し
た
。

彼
は
、
誰
が
こ
の
役
を
で
き
る
か
、
必
ず
返
事
を
聞

い
て
か
ら
書
き
上
げ
る
。
「
ま
ず
は
役
者
」
な
ん
で

す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
個
性
を
見
定
め
て
、
構
成
し
て
い

ま
し
た
。
会
話
が
素
晴
ら
し
く
面
白
い
。
芝
居
は
会

話
で
成
り
立
っ
て
い
ま
す
。
と
も
か
く
面
白
く
丁
々

発
止
で
い
っ
て
、
会
話
を
つ
な
げ
る
。
そ
れ
に
は
役

者
を
固
め
な
け
れ
ば
、
と
い
う
の
が
持
論
で
し
た
。

彼
は
室
町
時
代
で
も
、
江
戸
時
代
も
、
明
治
も
昭
和

も
や
り
ま
し
た
。
た
だ
最
後
は
、
地
震
を
テ
ー
マ
に

し
た
い
、
と
。
小
田
原
城
は
元
禄
大
地
震
で
崩
壊
し

て
い
る
ん
で
す
ね
。
関
東
一
円
の
大
地
震
で
す
か

ら
、
復
興
に
は
幕
府
も
金
を
出
せ
な
い
。
そ
こ
で
小

田
原
の
大
工
の
棟
梁
た
ち
が
「
官
が
で
き
な
け
れ
ば

民
で
」
と
、
傾
い
た
天
守
閣
を
立
て
直
し
た
。
そ
ん

な
構
想
が
ま
と
ま
っ
て
い
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
そ
う
い
う
と
き
に
亡
く
な
っ
て
し
ま
っ

た
ん
で
す
。
ご
遺
族
に
「
台
本
が
な
い
か
探
し
て
く

れ
」
と
頼
ん
だ
ん
で
す
が
、
見
つ
か
り
ま
せ
ん
で
し

た
。
彼
は
書
い
た
も
の
は
全
て
処
分
し
て
し
ま
う
ん

で
す
ね
。
日
の
目
を
見
ず
、
ま
だ
悔
い
が
残
っ
て
い

ま
す
。
私
が
一
番
残
念
に
思
っ
て
い
る
こ
と
で
す
。

彼
の
作
品
の
テ
ー
マ
は
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
が
、
人

間
の
優
し
さ
を
見
つ
め
る
ん
で
す
。
悪
い
人
間
は
出

て
こ
な
い
。
人
を
殺
め
た
り
も
し
ま
す
が
、
芝
居
を

面
白
く
す
る
道
具
立
て
で
あ
っ
て
、
テ
ー
マ
と
し
て

は
、
人
間
の
優
し
さ
を
歌
い
上
げ
る
。
そ
の
辺
が
地

域
に
迎
え
入
れ
ら
れ
る
親
し
さ
だ
と
思
い
ま
す
。
彼

の
作
品
は
、
全
部
、
涙
が
出
る
よ
う
な
感
動
す
る
作

品
が
多
い
で
す
。

芝
居
は
、
人
の
心
を
動
か
す
凄
い
力
を
も
っ
て
い
ま

す
よ
ね
。
劇
団
も
今
後
ど
う
な
る
の
か
、
新
し
い
劇

団
の
動
き
、
こ
ゆ
る
ぎ
座
を
続
け
て
く
れ
る
人
た
ち

に
速
く
受
け
渡
さ
な
い
と
。
こ
ゆ
る
ぎ
座
も
姿
を
変

え
た
中
で
、
小
田
原
の
中
で
芽
を
吹
い
て
も
ら
い
た

い
で
す
よ
ね
。

■
関
東
大
震
災
と
小
田
原
の
文
化

「
文
化
資
源
発
掘
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
」
に
参
加
し

て
、
何
人
か
の
方
々
か
ら
お
話
し
を
聞
い
た
が
、

五
十
嵐
写
真
館
の
店
主
・
五
十
嵐
史
郎
さ
ん
と
、

長
唄
三
味
線
の
杵
屋
六
響
さ
ん
の
、
共
通
し
て
出

て
き
た
関
東
大
震
災
の
話
に
興
味
が
ひ
か
れ
た
。

五
十
嵐
史
郎
さ
ん
の
お
祖
母
さ
ん
、
ハ
ル
さ
ん
と

ご
主
人
の
粂
吉
さ
ん
が
明
治
時
代
、
横
浜
の
下
で

路
傍
写
真(

街
頭
写
真)

を
始
め
、
ハ
ル
さ
ん
の
実

家
の
あ
る
小
田
原
に
戻
り
、
大
正
十
一
年
、
新
し

く
店
舗
を
構
え
た
。
翌
十
二
年
の
関
東
大
震
災
で

店
は
潰
れ
て
し
ま
っ
た
。

一
方
、
杵
屋
六
響
さ
ん
の
お
母
さ
ん
、
杵
屋
響
泉

さ
ん
は
、
東
京
の
築
地
で
代
々
長
唄
三
味
線
の
家

に
生
ま
れ
る
が
、
生
ま
れ
つ
き
喘
息
も
ち
で
、
小

田
原
の
空
気
が
良
い
と
転
地
療
養
に
大
正
十
一
年

の
暮
か
ら
一
時
滞
在
し
て
い
た
。
そ
れ
が
翌
年
の

九
月
、
大
震
災
に
遭
い
、
築
地
の
家
が
壊
れ
て
帰

れ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
閑
院
宮
邸
の
近
く
に

竹
薮
が
あ
り
、
町
の
多
く
の
人
が
避
難
し
て
き
た

が
、
そ
の
中
で
お
産
が
始
ま
っ
た
人
が
い
て
、
響

泉
さ
ん
の
お
母
さ
ん
が
、
持
っ
て
い
た
日
本
鋏
で

へ
そ
の
緒
を
切
っ
て
無
事
お
産
を
済
ま
せ
た
エ
ピ

ソ
ー
ド
は
、
緊
張
状
態
の
中
で
の
新
し
い
生
命
の

息
吹
の
よ
う
な
も
の
を
感
じ
さ
せ
て
、
心
を
打
つ

も
の
が
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
関
東
大
震
災
ま
で
の
小
田
原
は
ど
ん

な
状
況
だ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
日
本
全
体
と
し
て

も
、
日
露
戦
争
に
勝
ち
、
国
際
社
会
で
ラ
ン
ク
が

急
上
昇
し
、
小
田
原
も
国
府
津
―
熱
海
間
が
開
通

し
、
小
田
原
駅
が
新
し
く
開
業
し
、
市
内
も
大
き

く
発
展
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
ま
た
、
北
原
白
秋

や
谷
崎
潤
一
郎
な
ど
の
文
豪
が
小
田
原
に
居
を
構

え
、
谷
崎
は
佐
藤
春
夫
の
例
の
「
小
田
原
事
件
」

で
物
議
を
醸
し
て
い
た
。
ち
な
み
に
大
正
九
年
に

は
、
第
一
回
箱
根
駅
伝
が
開
催
さ
れ
て
い
る
。
小

田
原
は
産
業
都
市
と
し
て
も
、
文
化
都
市
と
し
て

も
大
き
な
期
待
が
寄
せ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
が
突
然
の
関
東
大
震
災
で
あ
る
。
全
て
の
も

の
が
一
挙
に
崩
壊
し
た
。
市
内
の
三
分
の
二
以
上

が
燃
え
つ
く
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
谷
崎
も

白
秋
も
小
田
原
を
離
れ
て
い
く
。
時
代
は
大
正
と

い
う
華
や
か
で
、
か
つ
猥
雑
な
時
代
か
ら
、
昭
和

と
い
う
激
動
の
危
険
を
孕
ん
だ
時
代
へ
と
突
き
進

ん
で
い
く
。
産
業
も
文
化
も
、
個
人
の
権
利
す
ら

す
ら
も
、
戦
争
の
遂
行
と
し
て
一
点
の
為
に
、
多

く
の
、
そ
し
て
極
め
て
厳
し
い
制
約
を
強
い
ら
れ

て
し
ま
っ
た
。

舞台「修羅」木曽義仲役を演じる、
関口さん(こゆるぎ座四十年記念誌より)
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母
か
ら
聞
い
た
事
を
上
手
く
お
伝
え
出
来
る
か
ど
う

か
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
芸
事
に
ま
つ
わ
る
昔
の
小
田

原
の
風
情
を
お
話
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

母
、
杵
屋
響
泉(

き
ね
や
き
ょ
う
せ
ん
）
は
東
京
・
築

地
の
生
ま
れ
で
す
が
、
子
供
の
頃
か
ら
喘
息
持
ち

で
、
お
医
者
様
に
転
地
療
養
を
勧
め
ら
れ
ま
し
た
。

祖
母
の
所
へ
稽
古
に
通
っ
て
い
た
芸
者
さ
ん
か
ら

「
小
田
原
は
空
気
が
良
い
か
ら
、
い
ら
し
て
み
た
ら

如
何
で
す
か
」
と
お
話
が
あ
っ
た
の
が
、
最
初
だ
そ

う
で
す
。
始
め
は
、
「
一
枚
の
古
い
写
真
～
近
代
小

田
原
の
光
と
影
～
」
に
も
載
っ
て
い
る
早
川
の
亀
屋

旅
館
で
様
子
を
見
て
、
鎌
倉
で
方
除
け
を
し
た
後
、

大
正
十
一
年
の
暮
れ
に
小
田
原
に
来
た
よ
う
で
す
。

翌
年
九
月
に
関
東
大
震
災
に
遭
っ
て
、
築
地
の
家
が

壊
れ
て
帰
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
い
、
小
田
原
に
住
み

つ
き
ま
し
た
。

お
三
味
線
は
、
棹
の
太
さ
で
区
別
さ
れ
ま
す
。
義
太

夫
と
か
浪
曲
は
太
棹
、
清
元
は
中
棹
に
な
り
、
長
唄

は
細
棹
で
ご
ざ
い
ま
す
。

三
味
線
音
楽
は
大
き
く
二
つ
に
分
か
れ
ま
す
。
「
語

り
物
」
は
叙
事
的
で
、
人
形
浄
瑠
璃
や
義
太
夫
が
こ

れ
に
当
り
ま
す
。
長
唄
は
叙
情
的
な
「
唄
物
」
の
代

表
で
、
風
景
や
心
情
も
さ
ら
り
と
表
し
て
唄
い
ま

す
。

長
唄
は
歌
舞
伎
の
伴
奏
音
楽
と
し
て
発
生
し
、
歌
舞

伎
と
共
に
発
展
し
ま
し
た
。
お
芝
居
と
は
別
に
、
独

立
し
た
音
楽
と
し
て
作
ら
れ
た
も
の
が
演
奏
さ
れ
る

よ
う
に
な
る
の
は
、
明
治
後
期
か
ら
で
す
。

題
材
に
よ
っ
て
、
謡
曲
的
な
重
さ
が
あ
っ
た
り
、
江

戸
の
華
や
か
さ
を
唄
っ
た
り
、
時
代
物
の
雰
囲
気
を

出
す
な
ど
、
様
々
な
表
現
を
致

し
ま
す
。

例
え
ば
、
端
唄
・
小
唄
と
い
う

も
の
は
、
粋
な
世
界
で
、
風
景

を
唄
っ
て
も
ち
ょ
い
と
遊
び
心

が
あ
る
よ
う
な
も
の
が
多
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。
邦

楽
は
裾
が
広
う
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
種
々
の
古
曲
を

守
る
の
は
と
て
も
大
変
な
事
で
す
。

長
唄
の
流
派
も
数
多
ご
ざ
い
ま
す
が
、
始
ま
り
は
杵

屋
と
さ
れ
ま
す
。
江
戸
初
期
に
猿
若
勘
三
郎
（
の
ち

の
中
村
勘
三
郎
）
が
一
座
を
率
い
て
「
猿
若
座
」
を

旗
揚
げ
し
ま
す
。
そ
の
座
付
き
の
芝
居
を
す
る
に
当

た
っ
て
出
演
し
た
の
が
勘
三
郎
の
弟
・
初
代
杵
屋
勘

五
郎
、
息
子
の
六
左
衛
門
、
孫
の
喜
三
郎
で
す
。
こ

の
喜
三
郎
が
二
代
目
勘
五
郎
と
な
り
、
長
唄
の
祖
と

い
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
頃
に
「
若
衆
歌
舞
伎
」
と

し
て
美
少
年
役
者
が
持
て
囃
（
は
や
）
さ
れ
る
よ
う

に
な
り
、
そ
の
中
か
ら
三
味
線
の
巧
い
勘
五
郎
が
当

時
最
先
端
の
三
味
線
を
用
い
、
芝
居
を
盛
り
上
げ
る

役
目
を
担
い
ま
し
た
。
以
来
、
そ
の
三
立
て
が
長
唄

宗
家
と
し
て
現
在
も
続
い
て
お
り
ま
す
。

そ
の
代
々
の
家
の
、
十
二
代
目
杵
屋
六
左
衛
門
の
次

男
が
母
の
父
、
五
代
目
杵
屋
勘
五
郎
で
ご
ざ
い
ま

す
。
祖
父
は
作
曲
に
長
け
た
人
で
、
生
涯
に
三
百
以

上
の
作
曲
を
し
ま
し
た
。
明
治
三
十
年
代
に
交
響
曲

を
初
め
て
聞
い
て
以
来
、
第
一
楽
章
・
第
二
楽
章
と

い
う
作
曲
形
式
の
長
唄
を
作
り
た
い
と
考
え
た
そ
う

で
す
。
そ
し
て
、
第
一
部
が
春
を
表
し
、
第
二
部
が

秋
を
表
し
た
『
春
秋(

は
る
あ
き)
』
と
い
う
曲
を
作

曲
し
ま
し
た
。
と
て
も
現
代
的
な
曲
で
、
二
つ
の
季

節
の
違
い
が
絶
妙
に
合
体
し
て
い
ま
す
。

母
の
演
奏
は
と
て
も
情
感
的
で
、
エ
キ
サ
イ
テ
ィ
ン

グ
な
ん
で
す
ね
。
祖
父
の
作
曲
し
ま
し
た
も
の
は
特

に
、
血
の
中
か
ら
湧
き
上
が
る
も
の
が
あ
る
よ
う
で

す
。
詩
を
書
き
ま
す
父
が
、
演
奏
を
聴
き
「
今
日
の

勧
進
帳
は
花
火
が
上
が
っ
た
ね
」
と
褒
め
る
位
で
し

た
。
ス
ト
ー
リ
ー
が
あ
る
も
の
で
は
涙
が
出
る
よ
う

な
表
現
を
し
ま
す
。
歌
舞
伎
の
音
楽
と
は
こ
う
い
う

も
の
で
は
な
か
っ
た
か
、
と
感
じ
ま
す
ね
。

昭
和
初
期
の
花
柳
界
は
隆
盛
で
、
宮
小
路
の
見
番

（
け
ん
ば
ん
）
を
ご
存
知
で
す
か
。
ロ
リ
ン
さ
ん
の

向
か
い
が
巴
屋
と
い
う
お
蕎
麦
屋
さ
ん
で
、
そ
の
横

を
入
っ
た
所
に
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
が
新
時
寿
司
の

前
に
移
っ
た
時
に
、
と
て
も
大
き
な
見
番
に
な
り
ま

し
た
。
移
る
以
前
の
方
が
芸
者
衆
は
沢
山
い
た
よ
う

で
す
。

料
亭
も
沢
山
ご
ざ
い
ま
し
た
。
大
き
な
と
こ
ろ
で

は
、
春
日
、
桝
金
、
大
松
。
浜
中
と
い
う
待
合
も
あ

り
ま
し
た
。
清
風
楼
さ
ん
、
柏
又
さ
ん
、
だ
る
ま
さ

ん
は
現
在
に
至
り
ま
す
。
戦
前
に
あ
っ
た
花
菱
と
い

う
の
は
、
現
在
の
グ
リ
ル
木
の
実
の
辺
り
で
す
。

お
芝
居
の
お
話
に
な
る
と
、
戦
前
に
は
待
合
の
宝
玉

と
並
ん
で
、
清
楽
亭
と
い
う
小
屋
が
あ
り
ま
し
た
。

新
道
の
、
三
の
丸
小
学
校
の
土
手
側
で
す
。
そ
こ
は

寄
席
の
物
と
か
色
物
と
か
、
旅
芸
人
の
一
座
や
、
女

義
太
夫
に
、
浪
曲
、
講
談
も
や
っ
て
い
ま
し
た
。

有
楽
館
と
い
う
の
は
本
町
の
、
以
前
の
オ
リ
オ
ン
座

の
所
に
あ
り
ま
し
た
。
改
築
さ
れ
大
正
六
年
に
吾
妻

座
と
改
称
し
た
そ
う
で
す
。
映
画
が
よ
く
掛
か
り
ま

し
た
が
、
そ
の
合
間
の
日
に
琵
琶
の
演
奏
が
多
く
、

無
声
映
画
の
弁
士
に
付
い
て
い
た
人
も
い
た
よ
う
で

す
。
吾
妻
座
は
震
災
で
小
屋
閉
ま
い
し
ま
し
た
。

宮
小
路
に
は
富
貴
座
が
あ
り
ま
し
て
、
そ
ち
ら
で
は

松
竹
の
映
画
を
や
っ
て
い
た
そ
う
で
す
。
そ
こ
は
八

月
十
五
日
の
小
田
原
の
大
空
襲
で
焼
け
ま
し
た
。

青
物
町
に
は
復
興
館
と
い
う
の
が
あ
り
、
こ
れ
は
私

達
の
時
代
の
日
活
の
建
物
で
す
ね
。
そ
し
て
、
弥
生

と
い
う
置
屋
も
兼
ね
た
お
料
理
屋
の
よ
う
で
す
が
、

そ
れ
が
あ
っ
た
所
が
中
央
劇
場
で
す
。
春
日
の
裏

で
、
現
在
の
さ
が
み
信
用
金
庫
の
隣
の
所
で
す
。

御
幸
座
は
歌
舞
伎
ま
で
来
ま
し
た
。
金
比
羅
さ
ん
の

金
丸
座
と
同
じ
形
式
で
、
舞
台
が
あ
っ
て
升
席
で
、

花
道
が
あ
っ
て
、
二
階
が
コ
の
字
に
な
っ
て
い
る
。

売
り
子
の
お
ば
ち
ゃ
ん
に
火
鉢
を
借
り
て
、
座
布
団

を
借
り
て
、
と
い
う
の
が
御
幸
座
で
す
。
戦
前
の
富

貴
座
も
そ
の
様
式
だ
っ
た
そ
う
で
す
。

戦
前
に
は
、
松
原
神
社
の
裏
に
豊
の
家
と
い
う
大
き

な
置
屋
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
分
家
か
ら
出
た
方

が
、
小
津
監
督
の
い
い
人
だ
っ
た
と
か
。
一
番
大
き

な
置
屋
は
松
と
し
で
す
。

昭
和
後
期
の
宮
小
路
で
い
う
と
、
清
小
松
、
春
日
、

桝
金
、
い
ろ
は
が
固
ま
っ
て
あ
り
、
見
番
の
横
に
桝

金
、
い
ろ
は
が
固
ま
っ
て
あ
り
、
見
番
の
横
に
置
屋

が
三
軒
位
、
裏
が
待
合
で
し
た
。
今
の
セ
ブ
ン
イ
レ

小
田
原
は
、
古
く
か
ら
の
「
芸
所
」
で
す

杵
屋
六
響
さ
ん
（
長
唄

唄
方
・
響
泉
会
主
宰
）

■
粋
な
旦
那
が
い
た
時
代

戦
前
の
宮
小
路
に
は
見
番
（
け
ん
ば
ん
／
芸
者
と

旅
館
な
ど
と
繋
ぐ
商
売
）
が
あ
っ
た
。
杵
屋
響
泉

さ
ん
は
長
唄
三
味
線
の
師
匠
と
し
て
、
芸
者
さ
ん

や
箱
根
の
旅
館
の
女
将
に
教
え
て
い
た
。
「
松
原

神
社
の
裏
に
小
徳
さ
ん
が
居
ら
し
て
、
隣
あ
た
り

に
『
豊
の
家
』
と
い
う
大
き
な
置
屋
さ
ん
が
あ
り

ま
し
た
」
と
、
娘
の
六
響
さ
ん
が
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

に
答
え
て
く
れ
た
。
話
を
聞
い
て
い
る
と
、
当
時

の
宮
小
路
の
様
子
が
あ
り
あ
り
と
目
の
前
に
浮
か

ぶ
よ
う
だ
。

あ
る
時
、
お
客
さ
ん
が
若
い
芸
者
に
習
っ
て
い
る

曲
を
弾
か
せ
た
と
こ
ろ
、
始
め
し
か
弾
け
な
か
っ

た
そ
う
だ
。
お
客
さ
ん
は
「
次
に
来
る
ま
で
、
き

ち
ん
と
習
っ
て
お
き
な
さ
い
」
と
云
っ
て
月
謝
を

渡
し
た
。
そ
の
子
は
一
生
懸
命
稽
古
を
し
て
一
曲

仕
上
げ
た
。
し
か
し
、
そ
の
客
は
な
か
な
か
現
れ

ず
、
お
正
月
に
な
っ
て
よ
う
や
く
来
ら
れ
た
。
若

い
芸
者
は
き
ち
ん
と
弾
け
た
の
で
、
旦
那
か
ら
褒

め
て
も
ら
え
て
、
ご
祝
儀
ま
で
い
た
だ
い
た
そ
う

だ
。

「
ご
贔
屓(

ひ
い
き)

に
し
て
下
さ
る
お
客
様
が
芸

者
衆
を
育
て
て
い
た
、
お
客
様
あ
っ
て
の
芸
者
衆

な
ん
だ
よ
」
と
響
泉
さ
ん
は
語
っ
た
そ
う
で
あ

る
。
粋
な
旦
那
が
い
た
か
ら
こ
そ
、
賑
わ
っ
た
宮

小
路
で
あ
っ
た
。

(

ラ
イ
ブ
リ
ー
隊
員

深
野
彰)

敗
戦
を
迎
え
、
新
し
い
時
代
と
な
っ
た
。
昭
和
三
五

年
、
小
田
原
城
天
守
閣
が
復
活
。
昭
和
三
七
年
、
小

田
原
市
民
会
館
建
設
、
五
十
嵐
写
真
館
二
代
目
・
登

さ
ん
は
、
そ
の
建
設
過
程
と
、
市
民
会
館
の
杮
落
と

し
の
公
演
を
く
ま
な
く
撮
影
、
記
録
し
た
。
現
在
の

よ
う
な
コ
ン
パ
ク
ト
カ
メ
ラ
も
な
く
、
フ
ィ
ル
ム
が

極
め
て
貴
重
な
と
き
に
リ
バ
ー
ス(

陰
陽
反
転)

し
て
カ

ラ
ー
ス
ラ
イ
ド
に
記
録
し
た
。
五
十
嵐
写
真
館
は
、

史
郎
さ
ん
の
ご
子
息
、
ハ
ル
さ
ん
の
ひ
孫
に
あ
た
る

博
さ
ん
が
継
い
で
い
る
。

長
唄
三
味
線
の
杵
屋
の
家
も
、
響
泉
さ
ん
が
百
歳
を

越
え
た
が
、
孫
の
和
久
さ
ん
が
三
味
線
を
勉
強
し
て

い
る
。
関
東
大
震
災
か
ら
ま
も
な
く
百
年
。
市
民
会

館
も
新
し
く
芸
術
文
化
創
造
セ
ン
タ
ー
と
し
て
小
田

原
の
文
化
の
中
心
拠
点
と
な
る
よ
う
に
建
て
替
え
ら

れ
る
。
小
田
原
の
町
の
文
化
は
、
静
か
で
は
あ
る

が
、
力
強
く
、
脈
々
と
続
い
て
い
る
。

(

ラ
イ
ブ
リ
ー
隊
員

田
代
勝
利)

「技人」表紙より、杵屋響泉先生



ブ
ン
は
高
島
屋
と
い
う
酒
屋
で
、
そ
の
角
が
松
と
し

で
し
た
。
裏
手
に
は
、
花
柳
流
の
踊
り
の
方
の
お
店

が
あ
り
、
か
ね
こ
と
い
う
旅
館
と
、
翠
月
と
い
う
待

合
が
あ
り
ま
し
た
。
清
風
楼
さ
ん
の
裏
に
、
役(

え

ん)

さ
ん
と
い
う
八
卦
見
の
先
生
が
い
ら
し
て
、
そ
こ

が
富
貴
座
の
横
に
当
り
ま
す
。
光
生
堂
薬
局
、
モ
ナ

ミ
美
容
院
、
守
谷
パ
ン
屋
の
出
店
。
そ
の
隣
に
お
不

動
様
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
並
び
が
ロ
リ
ン
さ
ん
で

す
。
横
丁
の
角
に
、
花
柳
徳
太
郎
さ
ん
の
お
弟
子
の

花
柳
小
徳
さ
ん
と
い
う
踊
り
の
有
名
な
方
が
い
ら
っ

し
ゃ
い
ま
し
た
。
清
小
松
は
姉
妹
で
な
さ
っ
て
、
小

田
原
を
一
斉
風
靡
し
た
お
料
理
屋
さ
ん
で
す
。
福
原

貴
三
郎
先
生
を
お
呼
び
に
な
っ
て
お
囃
子
の
稽
古
を

し
て
い
ま
し
た
か
ら
、
そ
の
芸
は
超
一
流
で
し
た
。

母
は
若
い
頃
か
ら
、
塔
ノ
沢
の
福
住
さ
ん
や
環
翠
楼

さ
ん
な
ど
に
出
稽
古
に
行
き
、
女
将
さ
ん
方
を
お
教

え
し
て
お
り
ま
し
た
。
し
か
し
お
客
様
が
お
発
ち
に

な
る
度
に
中
座
さ
れ
る
の
で
、
お
稽
古
に
と
て
も
時

間
が
か
か
っ
た
そ
う
で
す
。
お
忙
し
い
中
で
も
お
稽

古
は
ず
っ
と
続
け
て
お
い
で
で
し
た
。
あ
る
日
、
大

曲
を
ご
所
望
で
と
て
も
手
に
負
え
な
い
お
客
様
が
い

ら
っ
し
ゃ
る
と
の
こ
と
。
そ
こ
で
母
は
、
気
持
ち
良

く
唄
え
る
よ
う
、
気
を
入
れ
て
一
曲
弾
い
て
差
し
上

げ
ま
し
た
。
そ
の
お
客
様
は
大
層
喜
ば
れ
た
そ
う
で

す
。
昔
は
芸
を
嗜
む
粋
な
お
客
様
が
お
い
で
で
し

た
。

戦
後
、
箱
根
に

は
強
羅
や
宮
ノ

下
、
湯
本
に
も

見
番
が
あ
り
ま

し
た
。
当
時
は

盛
ん
で
、
小
田

原
の
見
番
に
は

長
唄
、
清
元
、

常
磐
津
、
日
本

舞

踊

の

各

流

派
、
お

囃

子

と
、
お
師
匠
さ

ん
が
揃
っ
て
い

ま
し
た
。
花
柳

界
は
芸
者
衆
だ
け
で
舞
台
を
張
り
ま
す
か
ら
、
踊
り

手
か
ら
地
方(

じ
か
た)

ま
で
全
て
致
し
ま
す
。
芸
者

さ
ん
は
、
長
唄
が
基
本
の
キ
の
字
で
す
ね
。
東
京
か

ら
一
流
の
先
生
を
呼
べ
る
場
所
で
す
か
ら
、
そ
の
気

に
な
れ
ば
何
で
も
本
格
的
な
勉
強
が
出
来
ま
し
た
。

現
在
で
は
湯
本
の
見
番
だ
け
が
残
り
、
芸
者
衆
も
二

百
人
位
い
ま
す
が
、
見
番
に
お
稽
古
に
来
る
芸
者
さ

ん
は
少
な
い
よ
う
で
す
。
最
近
は
若
い
芸
者
さ
ん
を

育
て
る
動
き
も
あ
り
ま
す
が
、
芸
者
衆
の
芸
が
求
め

ら
れ
な
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
事
情
も
あ
り
ま
す
。

昭
和
十
年
位
に
「
音
楽
協
会
」
が
小
田
原
で
立
ち
上

げ
ら
れ
、
ハ
ー
モ
ニ
カ
で
知
ら
れ
る
綿
貫
誉
さ
ん
が

会
長
を
務
め
ら
れ
、
祖
母
の
栄
子
が
副
会
長
で
し

た
。
協
会
員
と
し
て
、
舞
踊
は
花
柳
小
徳
さ
ん
、
坂

東
三
之
光
さ
ん
、
花
柳
寿
太
絹
さ
ん
、
長
唄
が
杵
屋

栄
子
、
稀
音
家
小
可
音
さ
ん
、
筝
曲
で
は
中
村
緑
幸

さ
ん
。
皆
で
土
地
の
芸
を
支
え
て
い
ら
し
た
の
で

し
ょ
う
。

歌
舞
伎
座
支
配
人
を
な
さ
っ
た
鈴
木
十
郎
市
長
が
、

こ
れ
だ
け
文
化
の
地
盤
が
築
か
れ
た
土
地
に
相
応
し

い
小
屋
を
と
考
え
て
、
こ
の
市
民
会
館
を
造
ら
れ
た

と
い
う
お
話
は
昔
か
ら
伺
っ
て
お
り
ま
す
。

私
の
家
と
市
民
会
館
の
ご
縁
と
し
て
一
番
印
象
に
残

る
の
は
、
「
五
代
目
杵
屋
勘
五
郎
・
追
善
五
十
年

祭
」
を
、
昭
和
四
二
年
三
月
二
五
日
（
土
）
に
大

ホ
ー
ル
で
開
催
し
た
こ
と
で
す
。
祖
父
は
生
前
、
松

竹
の
芝
居
を
中
心
に
演
奏
し
て
お
り
、
昭
和
四
二
年

当
時
は
そ
の
弟
子
の
杵
屋
栄
蔵
が
引
き
継
ぎ
、
松
竹

の
邦
楽
部
長
を
し
て
お
り
ま
し
た
。
そ
の
た
め
小
田

原
で
初
め
て
、
当
時
の
人
気
演
奏
家
が
一
同
に
揃
い

ま
し
た
。
大
向
こ
う
か
ら
「
日
本
一
！
」
「
待
っ
て

ま
し
た
ぁ
」
の
声
が
掛
か
り
、
二
階
席
ま
で
満
員
に

な
る
ほ
ど
の
大
盛
況
で
し
た
。
そ
の
の
ち
小
ホ
ー
ル

が
出
来
て
か
ら
は
、
大
体
三
年
お
き
に
長
唄
の
会
を

さ
せ
て
頂
く
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

私
個
人
の
思
い
出
と
し
ま
し
て
は
、
城
内
高
校
の
建

学
百
年
記
念
の
コ
ン
サ
ー
ト
で
長
唄
を
さ
せ
て
頂
い

た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
第
一
部
は
箏
曲
を
生
徒

さ
ん
が
合
奏
な
さ
り
、
第
二
部
に
長
唄
を
致
し
ま
し

た
。
卒
業
生
で
も
あ
る
歴
代
の
お
弟
子
さ
ん
達
を
含

め
三
十
人
程
で
、
ま
ず
は
派
手
や
か
に
『
神
田
祭
』

で
幕
を
開
け
ま
し
た
。
お
囃
子
さ
ん
に
は
黒
御
簾

（
く
ろ
み
す)

の
音
楽
を
実
演
し
て
頂
き
、
三
味
線
の

特
性
や
様
々
な
効
果
音
を
紹
介
し
、
最
後
は
『
勧
進

帳
』
で
締
め
ま
し
た
。
大
ホ
ー
ル
で
お
若
い
方
に
広

く
長
唄
を
ア
ピ
ー
ル
出
来
た
事
は
、
と
て
も
良
か
っ

た
と
思
い
ま
す
。

ち
な
み
に
、
最
近
の
お
子
さ
ん
の
多
く
は
年
々
、
大

太
鼓
の
「
ド
ー
ン
、
ド
ー
ン
」
と
い
う
音
が
雪
を
表

現
し
て
い
る
事
を
始
め
、
楽
器
の
音
色
が
風
の
音
や

虫
の
鳴
声
を
表
し
て
い
る
事
に
、
な
か
な
か
辿
り
着

け
ま
せ
ん
。
「
戸
板
」
や
「
ト
タ
ン
屋
根
」
と
い
う

言
葉
に
も
馴
染
み
が
薄
い
の
で
、
説
明
す
る
先
生
方

も
大
変
で
す
。
そ
れ
で
も
、
「
ヒ
ュ
ー
ど
ろ
ど
ろ
」

と
い
う
お
化
け
の
表
現
は
喜
ん
で
も
ら
え
ま
す
。
映

像
に
慣
れ
て
い
る
世
代
に
は
、
音
だ
け
で
場
面
を
想

像
す
る
の
は
難
し
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
見
る
側

と
見
せ
る
側
の
双
方
で
文
化
を
守
ら
な
く
て
は
い
け

な
い
時
期
に
来
て
い
る
現
在
、
表
現
の
情
景
が
思
い

浮
ぶ
よ
う
な
き
っ
か
け
を
用
意
す
る
必
要
も
感
じ
ま

す
。

現
在
の
小
ホ
ー
ル
は
多
目
的
と
し
て
い
る
た
め
、
音

響
の
質
は
不
十
分
で
、
パ
イ
プ
椅
子
で
数
時
間
聞
く

の
は
辛
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。
新
し
い
「
芸
術
文
化

創
造
セ
ン
タ
ー
」
の
小
ホ
ー
ル
は
、
緞
帳
を
備
え
、

約
三
百
の
固
定
席
と
の
こ
と
で
、
嬉
し
い
こ
と
で

す
。
そ
の
頃
に
は
百
三
歳
と
な
る
母
も
、
そ
こ
で
演

奏
で
き
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
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え
る
六
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ん

片浦小学校体育館でのアウトリーチ(出張)演奏会

■編集後記

■生き生きと当時の光景が目に浮かぶようなお話しが聞

けて、楽しいインタビューでした。(深野)

■今回のインタビューで、小田原がとても身近に感じら

れました。貴重なお話を聞かせていただき有難うござ

いました。(水間)

■市民会館とともに歩んでこられた方のお話しを、載せ

きることができませんでした。ぜひ続編を書きたいと

思います。(高塩)

■８回にわたって市民会館の歴史を紐解く作業をしてきました。何人かの人にそれぞれ

の想いを述べていただきました。これらの人以外にも、多くの人が市民会館に関わっ

ていたと思います。いずれかの機会に、お話しを伺いたいと存じます。(田代)

■小田原市民会館は素晴らしい財産だったと感じました。閉館の日まで大切に使って、

その歴史に華を添え、新しいセンターにつなげていきたいと思います。(神馬)

■長い間、開館が多くの人の手に支えられて運営され、又、多種多様な催し物が行われ

ていることに驚かされるとともに、感謝感激です。(鈴木）

昭和十三年当時の宮小路周辺の地図
松原神社、富貴座、復興館の文字が見える


