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2
月
7
日
、
劇
団
は
ぐ
る
ま
座
は
総
勢
18
名
で
『
動
け
ば
雷
電
の
如
く
』
長
崎
公

演
に
向
け
て
ポ
ス
タ
ー
貼
り
行
動
を
開
始
し
た
。
浜
町
商
店
街
を
は
じ
め
、
長
崎
市

内
の
商
店
街
に
行
き
、
1
軒
1
軒
お
店
を
訪
ね
て
ポ
ス
タ
ー
を
貼
ら
せ
て
い
た
だ
い

た
。
何
処
で
も
と
て
も
好
意
的
で
、
ポ
ス
タ
ー
は
、
わ
ず
か
4
時
間
で
4
5
0
枚
が

市
内
に
貼
り
巡
ら
さ
れ
た
。
中
で
も
丸
山
は
、
高
杉
晋
作
が
出
入
り
し
て
い
た
場
所

で
も
あ
り
、
史
跡
料
亭
花
月
で
は
、
女
将
さ
ん
が
と
て
も
喜
ば
れ
、
何
と
か
支
援
し

た
い
と
後
援
団
体
に
名
前
を
連
ね
て
く
だ
さ
っ
た
。

　

花
月
に
あ
る
我
が
国
初
期
の
洋
間
で
高
杉
晋
作
は
薩
摩
の
五
代
友
厚
（
五
代
と
は

幕
府
使
節
団
で
上
海
に
行
っ
た
時
か
ら
の
旧
知
の
仲
）
と
会
談
し
、
イ
ギ
リ
ス
か
ら

倒
幕
の
た
め
の
武
器
を
手
に
入
れ
る
商
談
を
ま
と
め
た
と
言
う
。
薩
長
同
盟
の
前
身

で
あ
る
。

　

地
元
の
人
達
か
ら
聞
い
た
話
で
は
「
高
杉
は
丸
山
に
は
功
績
が
あ
る
」
と
、
町
の

人
達
は
言
わ
れ
る
。
そ
し
て
ポ
ス
タ
ー
貼
り
に
も
御
協
力
を
戴
い
た
。

　

年
金
が
入
っ
た
ら
買
い
ま
す
か
ら
と
チ
ケ
ッ
ト
を
予
約
し
て
下
さ
っ
た
老
婦
人
。

浦
上
の
弁
当
屋
さ
ん
は
社
員
研
修
で
皆
で
見
に
行
く
の
で
、
3
月
に
な
っ
た
ら
30
枚

の
チ
ケ
ッ
ト
を
持
っ

て
来
て
く
れ
と
言
わ

れ
嬉
し
か
っ
た
し
、

ま
た
街
で
「
長
州
か

ら
来
た
の
か
、
あ
ん

た
ら
の
心
意
気
が
良

い
」
と
カ
ン
パ
を
寄

せ
て
下
さ
っ
た
。「
高

杉
晋
作
！
長
州
の
若

い
熱
血
漢
だ
ね
、
こ

れ
は
長
崎
の
た
め
に

な
る
良
い
事
だ
か
ら

頑
張
っ
て
く
だ
さ
い
。」
と
激
励
さ
れ
る
老
人
会
会
長
さ
ん
。
そ
し
て
「
原
爆
で
日

本
は
滅
茶
苦
茶
に
さ
れ
て
、
若
者
が
ベ
タ
ッ
と
道
端
に
座
り
込
ん
で
、
日
本
人
と
し

て
の
誇
り
を
忘
れ
て
い
る
。
高
杉
さ
ん
の
よ
う
な
政
治
家
が
出
て
こ
な
い
と
日
本
は

ダ
メ
に
な
る
。」
と
も
言
わ
れ
た
。

　

晋
作
が
お
こ
な
っ
た
四
カ
国
と
の
講
話
談
判
の
よ
う
に
、
戦
に
負
け
て
も
、
賠
償

金
も
彦
島
譲
渡
も
蹴
る
よ
う
な
気
概
が
今
必
要
だ
。」
な
ど
い
た
る
と
こ
ろ
で
劇
の

内
容
に
つ
い
て
の
共
感
を
示
さ
れ
た
。

○
演
劇
・『
動
け
ば
雷
電
の
如
く
』

　

こ
の
劇
は
、
徳
川
幕
藩
体
制
が
完
全
に
行
き
詰
ま
り
、
外
か
ら
は
欧
米
列
強
諸
国

が
開
国
を
求
め
て
押
し
寄
せ
て
く
る
激
動
の
時
代
に
、
憂
国
の
志
に
燃
え
た
高
杉
晋

作
が
、士
農
工
商
の
身
分
に
と
ら
わ
れ
な
い「
奇
兵
隊
」を
結
成
す
る
所
か
ら
始
ま
る
。

　

豪
商
で
あ
り
な
が
ら
私
財
を
投
げ
打
っ
て
資
金
を
調
達
し
た
白
石
正
一
郎
を
は
じ

め
、
無
名
の
農
民
、
町
人
な
ど
た
く
さ
ん
の
領
民
た
ち
が
命
が
け
で
決
意
し
、
奇
兵

隊
に
入
隊
し
、
世
碌
の
武
士
に
負
け
な
い
力
を
発
揮
し
て
い
る
。

　

奇
兵
隊
に
は
「
農
事
の
妨さ

ま
たげ

を
し
な
い
」「
強
き
百
万
の
兵
と
い
え
ど
も
恐
れ
ず
、

弱
き
民
は
一
人
で
あ
ろ
う
と
恐
れ
る
こ
と
」「
言
葉
は
丁
寧
に
、
人
か
ら
親
し
ま
れ

る
よ
う
に
せ
よ
」
な
ど
の
隊
則
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
よ
り
多
く
の
領
民
た

ち
の
信
頼
を
集
め
、
苦
し
い
時
こ
そ
一
致
団
結
し
て
い
く
姿
に
は
素
晴
ら
し
い
も
の

が
あ
る
。「
こ
の
よ
う
な
私
利
私
欲
で
な
く
、
世
の
た
め
、
人
の
た
め
、
命
を
か
け

た
人
々
の
前
向
き
な
生
き
方
は
、
混
沌
と
し
た
現
代
を
生
き
抜
く
私
達
に
と
っ
て
、

大
き
な
糧
に
な
る
こ
と
だ
ろ
う
。」
と
、
皆
様
が
期
待
を
込
め
て
語
っ
て
下
さ
る
。

○
長
崎
の
町
は
長
州
び
い
き
！
そ
し
て
、
薩
長
同
盟
は
長
崎
の
地
か
ら
始
ま
る
。

　

長
崎
の
地
は
天
領
で
あ
っ
た
の
で
、
長
州
藩
は
禁
門
の
変
で
「
朝
敵
」
の
汚
名
を

着
せ
ら
れ
、
長
崎
奉
行
所
か
ら
追
い
出
さ
れ
、
新
町
に
あ
っ
た
長
州
屋
敷
に
も
出
入

が
禁
止
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
長
州
の
若
者
は
薩
摩
藩
士
と
名
乗
っ
て
長
崎
に
き
て

活
動
を
し
て
い
た
。
追
放
さ
れ
て
も
尚
、
倒
幕
に
命
を
燃
や
す
長
州
の
若
者
た
ち
を
、

長
崎
の
人
達
は
何
か
と
支
援
を
し
て
い
た
。
そ
の
気
風
が
今
も
引
き
継
が
れ
て
い
る

こ
と
を
、
私
た
ち
は
今
回
、
ポ
ス
タ
ー
貼
り
を
し
て
町
ま
わ
り
を
し
な
が
ら
強
く
感

じ
た
。

　

薩
長
同
盟
は
お
偉
い
さ
ん
達
の
み
が
や
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
も
と
も
と
薩
摩
と

長
州
の
若
い
者
の
中
に
そ
の
よ
う
な
素
地
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
長
州
藩

が
「
禁
門
の
変
」
に
よ
っ
て
追
放
さ
れ
た
後
も
、
薩
摩
藩
士
を
名
乗
っ
て
活
動
し
て

い
た
こ
と
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
長
崎
で
高
杉
・
五
代
会
談
も
行
わ
れ
た
よ
う
に
、

長
崎
を
舞
台
に
薩
長
同
盟
は
実
質
的
に
着
々
と
動
い
て
い
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
長

崎
の
町
衆
が
大
い
に
支
援
し
た
こ
と
が
今
も
此
の
町
の
誇
り
に
な
っ
て
語
り
つ
が
れ

て
い
る
。

○
戊
辰
戦
争
に
行
っ
た
長
崎
の
町
衆
、
振
遠
隊
・
3
0
0
人

　

長
崎
は
天
領
だ
っ
た
の
で
、
治
安
維
持
部
隊
の
遊
撃
隊
が
長
崎
奉
行
所
の
も
と
に

組
織
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
遊
撃
隊
を
政
勢
の
変
化
に
伴
っ
て
解
散
し
、
勤
皇
派
の
振

遠
隊
に
編
成
変
え
を
し
た
。
徳
川
幕
府
が
不
平
等
条
約
を
結
び
横
浜
と
函
館
を
開
い

た
関
係
で
、
外
国
貿
易
を
一
手
に
引
き
受
け
て
い
た
長
崎
の
町
は
経
済
的
に
大
打
撃

を
受
け
た
。
そ
し
て
、
ま
た
出
島
に
押
し
込
め
ら
れ
て
い
た
オ
ラ
ン
ダ
人
を
は
じ
め

外
国
の
人
達
が
町
に
出
て
き
て
風
紀
の
面
で
も
何
か
危
く
な
っ
て
き
た
。「
こ
の
ま

ま
い
け
ば
上
海
や
香
港
の
よ
う
に
長
崎
は
植
民
地
に
な
る
。
そ
れ
は
絶
対
に
避
け
ね

ば
な
ら
な
い
。
徳
川
を
倒
さ
ね
ば
、
こ
の
ま
ま
で
は
大
変
な
事
に
な
る
。」
九
州
諸

藩
か
ら
続
々
と
「
戌
申
の
役
」
に
朝
廷
が
参
加
す
る
情
報
が
入
っ
て
き
た
の
で
長
崎

の
町
衆
約
3
0
0
人
が
振
遠
隊
に
参
加
し
、
奥
羽
戦
争
（
戊
辰
の
役
）
に
参
加
し
て

い
る
。
そ
の
時
、
町
中
は
大
い
に
湧
き
た
ち
、
見
送
り
の
人
々
で
ご
っ
た
が
え
し
た
。

そ
し
て
又
振
遠
隊
が
凱
旋
し
て
帰
っ
て
き
た
時
は
、
6
ツ
半
（
夜
の
8
時
頃
）
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
町
は
出
迎
え
の
提
灯
で
ま
る
で
昼
の
よ
う
だ
っ
た
と
書
か
れ
て
い
る
。

町
中
が
倒
幕
で
沸
き
立
っ
て
い
た
と
記
し
て
あ
る
。

○
今
よ
み
が
え
る
長
崎
の
誇
り

　

今
回
、
私
達
は
こ
の
長
崎
人
の
誇
り
を
町
中
に
よ
み
が
え
ら
せ
、
長
崎
本
来
の
底

力
を
こ
の
『
動
け
ば
雷
電
の
如
く
』
公
演
を
機
に
し
っ
か
り
と
学
び
、
明
治
維
新
当

時
の
迫
力
の
あ
っ
た
当
時
の
長
崎
の
姿
を
大
い
に
広
め
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま

す
。�

（
劇
団
は
ぐ
る
ま
座
本
部
役
員
）

〔
公
演
〕
4
月
12
日
（
日
）
長
崎
市
公
会
堂
、
昼
の
部
、
午
後
1
時
30
分
〜
、

�

夜
の
部
午
後
6
時
30
分
〜
。

三
二
〇
号　

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
日

高
杉
晋
作
と
長
崎　
動
け
ば
雷
電
の
如
く

○
三
月
と
言
え
ば
、お
彼
岸
が
く
る
。「
暑
さ
寒
さ
も
彼
岸
ま
で
」と
言
う
。例
に
よ
っ
て
彼
岸

の
語
源
を
聞
い
て
こ
ら
れ
た
。彼
岸
の
語
源
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語（
古
代
イ
ン
ド
語
）の

Parim
am
�tiram

（Pāram
itā

）で
あ
り
、其
の
意
味
は「
川
む
こ
う
の
岸
」と
訳
し
て
あ
っ

た
。理
想
の
世
界
の
意
で
あ
る
。

○
二
月
二
十
日
、午
後
、長
崎
日
本
ポ
ル
ト
ガ
ル
協
会
平
成
二
十
一
年
度
総
会
が
ホ
テ
ル・
グ
ラ

バ
ー
ヒ
ル
を
会
場
に
開
催
さ
れ
た
。先
ず
先
日
亡
く
な
ら
れ
た
二
十
六
聖
人
記
念
館
の
結

城
了
悟
神
父
様
に
対
す
る
黙
想
に
始
り
、会
長
の
藤
原
長
崎
ポ
ル
ト
ガ
ル
名
誉
領
事
の
挨

拶
、行
事
・
会
計
報
告
、新
入
会
員
の
発
表
、そ
し
て
最
後
に
二
十
六
聖
人
記
念
館
長
レ
ン
ゾ

神
父
様
よ
り「
結
城
神
父
の
功
績
を
た
た
え
て
」の
お
話
を
う
か
が
っ
た
。

○
そ
の
翌
日
、本
会
会
友
の
小
佐
々
研
介
氏
来
訪「
結
城
神
父
様
の
記
念
碑
を
建
て
る
会
を

考
え
ま
し
ょ
う
。」と
提
案
を
持
っ
て
こ
ら
れ
た
。私
は
大
い
に
賛
同
し
、小
佐
々
氏
を
中
心

に
其
の
準
備
を
進
め
る
こ
と
に
し
た
。

○
そ
し
て
、其
の
翌
々
日
、陶
芸
家
で
ス
ペ
イ
ン
文
化
を
学
ん
で
お
ら
れ
る
右
近
彰
夫
氏
の
来

訪
あ
り
。長
崎
学
と
は
関
係
の
深
い
ス
ペ
イ
ン
と
長
崎
の
文
化
を
考
え
る「
ス
ペ
イ
ン・ク
ラ

ブ
」の
創
立
を
提
案
し
て
こ
ら
れ
た
。私
は
長
崎
初
期
の
文
化
は
南
蛮
文
化
で
あ
り
、ポ
ル

ト
ガ
ル・ス
ペ
イ
ン
の
文
化
は
大
い
に
研
究
し
て
お
く
可
き
で
あ
り
、ス
ペ
イ
ン
倶
楽
部
の
創

立
、こ
れ
に
も
私
は
大
い
に
協
力
申
し
上
げ
る
こ
と
に
し
た
。

○
三
月
二
日（
月
曜
）午
前
十
時
半
よ
り
本
会
の
長
崎
学
研
修
会
を
開
催（
本
会
講
習
室
に

て
）三
月
第
一
回
の
講
師
は
前
長
崎
歌
人
会
会
長
久
保
美
洋
子
女
史
。お
話
は「
長
崎
旧
市

内
、八
幡
町
あ
れ
こ
れ
」と
懐
し
い
昔
話
で
満
席
の
参
会
者
一
同
を
大
い
に
楽
し
ま
せ
て
戴
い

た
。本
会
は
毎
週
月
曜
午
前
十
時
半
よ
り
開
催
し
て
お
り
ま
す
の
で
御
自
由
に
お
出
か
け

下
さ
い
ま
せ（
会
費
不
要
・
資
料
代
各
自
）

○
長
崎
市
立
図
書
館
の
鈴
木
忠
先
生
・
早
野
董
主
事
来
訪
あ
り
、私
が
今
ま
で
各
方
面
よ
り

御
協
力
を
戴
き
集
め
さ
せ
て
戴
い
た
地
方
史
を
主
に
し
た
各
資
料
集（
書
冊
）を「
越
中
文

庫
」と
し
て
保
存
し
て
下
さ
る
と
の
事
。私
は
先
年
純
心
大
学
博
物
館
の
片
岡
館
長
先
生
か

ら
、「
古
文
書
に
は
虫
が
つ
き
や
す
い
の
で
あ
な
た
の
古
文
書
も
保
存
し
て
あ
げ
ま
し
ょ
う

か
」と
言
わ
れ
、保
存
し
て
戴
い
た
事
を
思
い
出
し
、資
料
の
保
存
は
各
方
面
よ
り
の
御
協

力
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
し
み
じ
み
と
考
え
さ
せ
ら
れ
た
。

髙
橋　
昭
子

高杉晋作（動けば雷電の如く）


