
　

神
奈
川
芸
術
劇
場
で
、
宝
塚
歌
劇
団
花
組
公
演
「
銀

ち
ゃ
ん
の
恋
」
を
観
た
。
つ
か
こ
う
へ
い
「
蒲
田
行
進

曲
」
を
宝
塚
風
に
ア
レ
ン
ジ
し
た
作
品
で
、
主
演
の

水み
な
み
　
ま
い
と

美
舞
斗
が
好
演
、
鬱
屈
し
た
日
々
を
一
時
忘
れ
笑
っ

て
泣
い
て
楽
し
ん
だ
。

　
「
蒲
田
行
進
曲
」
と
言
え
ば
、階
段
落
ち
。
映
画
「
新

選
組
」
の
池
田
屋
事
件
を
撮
影
中
、
銀
ち
ゃ
ん
扮
す
る

土
方
歳
三
に
切
ら
れ
た
浪
人
・
大
部
屋
俳
優
の
ヤ
ス

が
、
命
が
け
で
二
階
か
ら
階
段
を
転
が
り
落
ち
る
シ
ー

ン
が
要
だ
。
宝
塚
版
で
も
勿
論
そ
の
場
面
が
ク
ラ
イ

マ
ッ
ク
ス
。
暗
転
ス
ト
ロ
ボ
点
滅
で
ス
ロ
ー
モ
ー
シ
ョ

ン
映
像
の
よ
う
に
う
ま
く
表
し
て
い
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
テ
レ
ビ
歴
史
探
偵
「
真
相
！
池

田
屋
事
件
」
の
録
画
放
送
を
見
て
驚
い
た
。
第
一
に
、

池
田
屋
へ
踏
み
込
ん
だ
の
は
近
藤
勇
を
含
む
少
人
数
で

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
。
外
で
見
張
り
の
隊
士
は
い
た
が

中
へ
は
四
名
。
土
方
は
後
か
ら
合
流
、「
御
用
改
め
で

あ
る
」
と
最
初
に
踏
み
込
ん
で
は
い
な
い
。

　

第
二
に
、
浪
士
た
ち
は
捕
ら
わ
れ
た
古
高
の
心
配
も

し
た
だ
ろ
う
が
、
刀
を
預
け
て
飲
み
会
を
し
て
い
た
よ

う
だ
。新
選
組
に
そ
の
長
刀
は
奪
わ
れ
、短
刀
し
か
持
っ

て
お
ら
ず
、
激
し
い
切
り
合
い
と
い
う
よ
り
、
浪
士
た

ち
は
逃
れ
よ
う
と
必
死
だ
っ
た
。
二
階
か
ら
中
庭
に
飛

び
降
り
た
者
も
い
た
と
い
う
。

　

番
組
に
興
味
を
引
か
れ
て
調
べ
て
み
た
ら
、
華
々
し

い
階
段
落
ち
も
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
と
分
か
っ
た
。

　
階
段
落
ち

          　
（
エ
ッ
セ
イ
ス
ト
）

　
　

内
藤　

啓
子

　パンデミックの時代に②



子
母
澤
寛
『
新
選
組
始
末
記
』
に
て
、
近
藤
に
よ
っ
て

切
ら
れ
た
土
佐
の
北き

た
ぞ
え
　
き
つ
ま

添
佶
魔
が
二
階
か
ら
壮
絶
に
転
が

り
落
ち
る
と
描
か
れ
有
名
に
な
る
が
、
近
年
の
研
究

で
、
北
添
は
自
刃
し
て
果
て
た
こ
と
が
判
明
、
池
田
屋

の
階
段
も
幅
狭
く
小
さ
か
っ
た
よ
う
だ
。

　

こ
の
番
組
を
見
る
よ
う
に
勧
め
て
き
た
の
は
従
姉
で

あ
る
。
彼
女
は
以
前
か
ら
、
我
ら
の
先
祖
に
あ
た
る

長
州
藩
士
・
木
村
正ま

さ
も
と幹

に
関
し
て
調
べ
て
い
た
。
そ

し
て
ど
う
や
ら
、
池
田
屋
事
件
の
あ
っ
た
元
治
元
年

（
一
八
六
四
年
）
六
月
五
日
、
先
祖
も
京
都
に
い
た
ら

し
い
と
言
う
。

　

木
村
は
幕
末
に
毛
利
藩
（
長
州
）
の
大
坂
蔵
屋
敷
に

務
め
て
い
た
と
父
・
阪
田
寛
夫
は
書
い
て
い
た
。
京
の

長
州
屋
敷
で
働
い
て
い
た
時
期
も
あ
っ
た
の
だ
ろ
う

か
。
維
新
後
は
、
京
都
府
権
典
事
を
し
て
い
た
。
井
上

馨
の
子
分
で
、
先
収
会
社
に
誘
わ
れ
、
後
に
三
井
物

産
と
な
っ
た
会
社
の
副
社
長
を
務
め
た
（
社
長
は
益
田

孝
）。
理
財
・
事
務
方
面
に
能
力
が
あ
っ
た
よ
う
で
、

会
社
を
内
か
ら
支
え
た
。
最
後
は
三
井
家
監
査
役
就
任

の
た
め
、
退
社
し
て
い
る
。

　

木
村
正
幹
の
娘
、
私
た
ち
の
曾
祖
母
に
あ
た
る

大お
お
な
か
　
み
き

中
幹
は
私
が
物
心
つ
く
頃
ま
で
存
命
、
一
九
五
九

年
に
八
十
九
歳
で
亡
く
な
っ
た
。
最
晩
年
は
、
娘
で
あ

る
阪
田
京
の
一
家
眷
属
と
大
阪
市
阿
倍
野
区
に
住
ん
で

い
た
。
お
ば
あ
さ
ん
が
二
人
い
て
や
や
こ
し
い
の
で
、

区
別
す
る
た
め
に
私
た
ち
は
、
曾
祖
母
を
「
ち
び
ば

あ
」、祖
母
・
京
を「
お
っ
き
ば
あ
」と
呼
ん
で
い
た
。「
ち

び
ば
あ
」
の
部
屋
へ
遊
び
に
行
く
と
水
飴
を
貰
え
る
の

が
楽
し
み
だ
っ
た
。
殆
ど
寝
た
き
り
で
、
枕
元
に
置
い

た
黒
光
り
す
る
鈴
を
鳴
ら
し
つ
つ
「
ど
ー
な
ー
た
ー

か
、
き
ー
て
ー
く
ー
だ
ー
さ
ー
い
」
と
声
を
張
り
上
げ

て
呼
ぶ
。「
三
井
さ
ま
の
奥
さ
ま
、
お
嬢
さ
ま
」
に
可

愛
が
ら
れ
「
木
村
の
み
い
ち
ゃ
ん
」
と
呼
ば
れ
て
い
た

大
阪
市
出
身
。
東
京
女
子

大
学
文
理
学
部
日
本
文
学

科
卒
。
父
・
阪
田
寛
夫
の

秘
書
、
妹
・
大
浦
み
ず
き

の
個
人
事
務
所
代
表
取
締
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役
を
務
め
る
。
著
書
『
赤
毛
の
な
っ
ち
ゅ
ん
』、
『
枕
詞

は
サ
ッ
ち
ゃ
ん
』。



と
、
二
言
目
に
は
自
慢
し
て
い
た
。

　

池
田
屋
事
件
に
戻
る
と
、
新
選
組
の
目
標
は
池
田
屋

の
み
で
な
く
、
浪
士
の
い
そ
う
な
店
や
宿
を
京
の
あ
ち

こ
ち
で
探
し
て
い
た
よ
う
だ
。
正
幹
で
は
な
い
か
と
思

わ
れ
る
木
村
甚
五
郎
は
、
長
州
藩
御
用
達
の
「
魚
品
」

と
い
う
店
に
い
て
新
選
組
に
捕
縛
さ
れ
る
。
や
は
り
飲

み
会
の
最
中
だ
っ
た
の
か
。

　

同
番
組
に
も
出
演
し
た
中
村
武
生
氏
の
『
池
田
屋
事

件
の
研
究
』
に
よ
る
と
、
長
州
藩
屋
敷
留
守
居
役
乃
美

織
江
の
手
記
が
あ
り
、
ど
う
や
ら
木
村
は
久
坂
玄
瑞
と

間
違
わ
れ
逮
捕
さ
れ
た
ら
し
い
。 
乃
美
は
一
橋
慶
喜

の
も
と
に
出
向
き
「
潜
伏
人
」（
浪
士
）
で
は
な
い
者

を
殺
し
た
り
逮
捕
す
る
こ
と
に
抗
議
を
し
た
。
特
に
木

村
は
屋
敷
の
正
規
の
役
人
と
し
て
提
出
し
た
名
簿
に
名

前
が
載
っ
て
い
る
と
訴
え
、
無
事
釈
放
さ
れ
た
。
木
村

と
久
坂
は
年
頃
や
体
格
が
似
て
い
た
ら
し
い
。
久
坂
は

一
八
〇
セ
ン
チ
近
い
説
も
あ
り
、
木
村
も
背
が
高
か
っ

た
の
か
。
知
る
限
り
で
は
大
中
家
の
人
た
ち
は
大
き
く

な
い
。
も
う
一
つ
同
著
の
「
召
捕
之
浪
人
姓
名
調
写
」

に
よ
る
と
、
木
村
甚
五
郎
二
十
八
歳
と
あ
る
。
萩
の
図

書
館
に
あ
る
資
料
は
正
幹
（
セ
イ
カ
ン
と
ル
ビ
）
は
天

保
八
年
生
ま
れ
と
あ
り
数
え
年
な
ら
合
致
す
る
が
、
天

保
一
四
年
生
ま
れ
説
だ
と
こ
の
時
二
十
一
歳
。
ど
ち
ら

が
正
し
い
の
か
。
こ
う
い
う
面
白
い
話
が
子
孫
（
身
内

を
ネ
タ
に
す
る
父
）
ま
で
伝
わ
っ
て
い
な
い
の
も
謎
で

あ
る
。

　

明
治
の
初
め
頃
ま
で
木
村
源
蔵
と
名
乗
っ
て
い
た
こ

と
は
分
か
り
色
々
資
料
も
見
つ
か
る
。
大
阪
阿
倍
野
に

あ
る
長
州
藩
「
死
節
郡
士
之
墓
」
の
裏
に
「
築
造
係　

木
村
源
蔵
」（
明
治
二
年
建
）
と
あ
る
。
従
姉
が
見
つ

け
た
日
大
法
学
部
蔵
の
文
書
に
も
「
京
都
府
権
典
事
木

村
源
蔵
来
話
京
府
と
京
都
裁
判
所
と
の
訴
訟
云
々
」
と

記
載
が
あ
る
。
京
都
博
覧
会
の
碑
（
明
治
一
三
年
建
）

に
は
京
都
府
前
典
事
木
村
正
幹
と
あ
り
こ
の
頃
に
は
正

幹
に
な
っ
て
い
る
。

　

ネ
ッ
ト
で
色
々
検
索
し
て
い
た
ら
、
正
幹
の
書
い
た

文
に
対
し
て
「
読
む
気
に
も
な
ら
な
い
悪
筆
」
と
い
う

感
想
が
あ
り
、
こ
の
遺
伝
子
は
間
違
い
な
く
子
孫
ま
で

伝
わ
っ
て
い
る
と
思
っ
た
。 


