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■平
成

26
年

度

観

劇

実

習

レ

ポ

ー

ト

『
か
さ
ぶ
た
式
部
考
j

は
秋
元
松
代
の
戯
曲
で
、
和
泉
式
部
伝
説
を
ベ
ー
ス
に
、

炭
鉱
事
故
に
巻
き
込
ま
れ
た
一
家
と
「
六
十
八
代
目
和
泉
式
部
」
で
あ
る
智
修
尼

を
は
じ
め
と
す
る
教
団
の
人
々
と
を
描
く
。

西

恵

野

こ
の
実
習
は
毎
年
演
劇
学
研
究
室
が
行
っ
て
い
る
も
の
で
、
異
な
る
ジ
ャ
ン
ル

の
作
品
を
四
＼
五
本
観
劇
す
る
授
業
で
あ
る
。
学
部
生
か
ら
院
生
ま
で
が
参
加
し
、

受
講
者
は
事
前
の
予
習
、
観
劇
後
に
レ
ポ
ー
ト
提
出
を
行
う
。
（
観
劇
し
た
演
目
は
「
研

究
室
の
窓
」
に
掲
載
）
掲
載
し
た
六
本
の
観
劇
評
は
、
平
成
26
年
度
観
劇
実
習
に
お

け
る
学
生
レ
ポ
ー
ト
か
ら
選
ば
れ
た
。

観
劇
レ
ポ
ー
ト
が
い
わ
ゆ
る
一
般
的
な
劇
評
と
異
な
る
の
は
、
受
講
生
が
必
ず

し
も
そ
の
ジ
ャ
ン
ル
に
精
通
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
だ
。
し
か
し
こ
の
授

業
に
お
い
て
必
要
な
の
は
、
む
し
ろ
新
し
い
ジ
ャ
ン
ル
に
接
触
し
た
時
に
感
じ
る

新
鮮
な
驚
き
や
違
和
感
を
丹
念
に
言
語
化
す
る
作
業
で
あ
る
。
各
ジ
ャ
ン
ル
は
と

も
す
れ
ば
蛸
壺
化
し
が
ち
だ
が
、
受
講
生
の
レ
ポ
ー
ト
は
そ
の
よ
う
な
問
題
に
取

り
組
む
う
え
で
も
示
唆
に
富
む
意
見
を
投
げ
か
け
て
い
る
。
学
生
た
ち
の
率
直
な

意
見
か
ら
研
究
室
の
日
頃
の
取
り
組
み
が
伝
わ
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

ピ
ッ
コ
ロ
劇
団
『
か
さ
ぶ
た
式
部
考
」
（
平
成
26年
10
月
4
日
・
ピ
ッ

コ
ロ
シ
ア
タ
ー
）

今
回
の
ピ
ッ
コ
ロ
劇
団
に
よ
る
『
か
さ
ぶ
た
式
部
考
j

の
チ
ラ
シ
に
は
、
キ
ャ
ッ

チ
コ
ピ
ー
と
し
て
「
絶
望
か
ら
人
々
を
救
う
の
は
、
愛
か
？
信
仰
か
？
」
と
銘

打
っ
て
あ
っ
た
。
私
は
初
め
て
こ
れ
を
目
に
し
た
と
き
か
ら
少
々
違
和
感
を
覚
え

て
い
た
。
そ
れ
は
観
劇
を
終
え
た
後
も
払
拭
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
の
作

品
に
お
い
て
人
々
を
救
っ
た
も
の
は
、
本
当
に
「
愛
」
や
「
信
仰
」
と
名
付
け
ら

れ
る
も
の
だ
っ
た
の
か
、
と
疑
問
に
思
っ
た
の
で
あ
る
。
確
か
に
、
炭
鉱
事
故
に

よ
っ
て
日
常
生
活
を
送
れ
な
く
な
る
と
い
う
不
運
に
見
舞
わ
れ
た
農
市
を
、
母
性

愛
や
（
複
雑
な
が
ら
も
）
情
愛
に
よ
っ
て
見
守
る
母
，
伊
佐
や
妻
・
て
る
え
は
登
場

す
る
。
そ
し
て
、
豊
市
の
行
動
に
ど
ん
な
に
振
り
ま
わ
さ
れ
よ
う
と
最
後
ま
で
見

捨
て
な
い
。
そ
れ
は
豊
市
に
と
っ
て
「
救
い
」
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
し
、
己

の
「
愛
」
を
貰
い
て
行
動
す
る
女
二
人
に
と
っ
て
、
自
己
を
肯
定
す
る
た
め
の
「
救

い
」
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
教
団
側
の
人
々
を
み
て
み
る
と
、
自
分

の
力
で
は
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
「
理
不
尽
」
|
|
そ
れ
は
病
で
あ
っ
た
り
、

社
会
的
な
圧
力
や
人
間
関
係
で
あ
っ
た
り
す
る
に
遭
遇
し
た
た
め
に
、
自
我

を
保
っ
た
め
の
「
救
い
」
を
見
出
す
手
段
と
し
て
「
信
仰
」
に
す
が
る
の
は
、
現

代
で
も
よ
く
あ
る
事
例
で
あ
る
。
そ
の
「
信
仰
」
の
場
に
豊
市
が
智
修
尼
を
慕
っ

て
踏
み
込
ん
で
い
く
こ
と
で
、
表
面
的
に
は
「
愛
」
と
「
信
仰
」
の
ど
ち
ら
が
豊

市
（
と
彼
を
め
ぐ
る
人
々
）
に
「
救
済
」
を
も
た
ら
し
た
の
か
、
と
い
う
構
造
が
で

き
あ
が
る
。

し
か
し
、
教
団
の
人
々
に
し
て
も
豊
市
一
家
に
し
て
も
、
「
愛
」
や
「
信
仰
」

が
彼
ら
を
突
き
動
か
し
た
要
素
と
解
釈
さ
れ
る
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。
私
は
、
人

を
「
愛
す
る
」
に
し
て
も
何
か
を
「
信
仰
す
る
」
に
し
て
も
、
そ
れ
ら
の
衝
動
は

根
源
に
「
生
き
る
」
こ
と
へ
の
欲
、
あ
る
い
は
渇
望
が
あ
っ
て
こ
そ
生
じ
る
も
の

で
あ
る
と
思
う
。
チ
ラ
シ
に
秋
元
松
代
の
言
葉
が
次
の
よ
う
に
引
用
さ
れ
て
い
る
。
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民
衆
は
ど
ん
な
絶
望
的
な
現
実
に
立
た
さ
れ
て
も

決
し
て
絶
望
し
き
ら
ず
に
生
き
続
け
る
生
命
で
あ
る

そ
う
で
な
か
っ
た
ら
理
不
尽
と
非
迫
の
横
行
し
た
歴
史
の
中
で

人
類
は
と
う
に
亡
び
つ
く
し
て
い
た
に
ち
が
い
な
い

秋
元
の
こ
の
言
葉
は
、
ま
さ
に
人
々
の
生
命
力
、
「
生
き
る
」
こ
と
へ
対
す
る

執
着
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
「
愛
」
や
「
信
仰
」

以
前
の
も
っ
と
原
始
的
な
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
作
品
に
登
場
す
る

人
々
に
対
し
て
「
愛
」
や
「
信
仰
」
を
問
う
の
は
少
し
違
う
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
人
々
は
「
生
き
た
い
」
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
ら
は
皆
「
か
さ
ぶ
た
」

を
持
っ
て
い
る
。
身
に
負
っ
た
傷
が
さ
ら
に
傷
つ
け
ら
れ
な
い
よ
う
に
、
再
生
の

た
め
の
自
衛
能
力
が
働
い
た
結
果
生
じ
る
の
が
「
か
さ
ぶ
た
」
で
あ
る
。
か
さ
ぶ

た
の
下
に
は
、
生
き
る
た
め
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
養
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー

が
前
提
と
な
っ
て
「
愛
」
や
「
信
仰
」
が
生
じ
る
。
秋
元
が
描
き
た
か
っ
た
の
は

「
愛
」
「
信
仰
」
で
は
な
く
「
生
へ
の
欲
」
で
あ
り
、
わ
ざ
わ
ざ
『
「
か
さ
ぶ
た
」

式
部
考
j

と
名
付
け
て
い
る
こ
と
か
ら
も
そ
れ
は
自
明
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
救
い
」
を
「
愛
」
と
「
信
仰
」
の
ど
ち
ら
に
見
出
し
て
い
た
の
か
、
問
わ
れ
る

べ
き
は
む
し
ろ
智
修
尼
た
だ
一
人
で
あ
っ
た
と
思
う
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
女
は
か
つ

て
人
々
の
「
か
さ
ぶ
た
」
を
一
身
に
背
負
っ
て
巡
礼
し
た
和
泉
式
部
に
重
ね
合
わ

さ
れ
て
い
る
。
和
泉
式
部
が
「
生
き
る
」
こ
と
を
選
択
し
な
が
ら
も
、
人
々
の
生

へ
の
希
求
、
あ
る
い
は
苦
し
み
の
象
徴
で
あ
る
「
か
さ
ぶ
た
」
を
引
き
受
け
さ
せ

た
力
に
こ
そ
、
「
愛
」
で
あ
っ
た
の
か
「
信
仰
」
で
あ
っ
た
の
か
、
名
が
つ
け
ら

れ
る
べ
き
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ン
タ
ー

『
炎
ア
ン
サ
ン
デ
ィ
』

金

裕

彬

（
平
成

26
年
10
月

18
日
・
兵
庫
県
立
芸
術
文
化
セ
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松

本

俊

樹

兵
庫
県
立
芸
術
文
化
セ
ン
タ
ー
阪
急
中
ホ
ー
ル
で
上
演
さ
れ
た
『
炎
ア
ン
サ

ン
デ
ィ
』
を
観
劇
し
た
。
レ
バ
ノ
ン
内
戦
を
扱
っ
た
作
品
で
あ
る
が
、
私
た
ち
に

と
っ
て
レ
バ
ノ
ン
と
い
う
国
に
な
じ
み
が
な
い
の
も
事
実
で
あ
る
。
レ
バ
ノ
ン
は

歴
史
で
習
う
国
と
し
て
の
顔
し
か
見
せ
ず
、
レ
バ
ノ
ン
内
戦
も
「
歴
史
」
上
の
事

実
で
し
か
な
い
。

演
出
家
の
上
村
聡
史
は
こ
の
作
品
に
「
あ
る
使
命
を
帯
び
た
装
置
」
と
な
る
こ

と
を
求
め
て
い
る
。
「
あ
る
使
命
」
と
い
う
の
は
漠
然
と
し
て
お
り
捉
え
が
た
い

も
の
の
、
テ
ー
マ
が
レ
バ
ノ
ン
内
戦
で
あ
る
以
上
、
そ
こ
に
は
戦
争
に
対
す
る
あ

る
種
の
意
思
表
示
と
い
う
も
の
が
あ
ろ
う
。
で
は
こ
の
作
品
を
通
し
て
、
私
の
中

で
レ
バ
ノ
ン
内
戦
が
身
近
な
も
の
と
な
り
、
普
遍
性
を
以
て
語
り
か
け
て
く
る
も
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の
に
な
っ
た
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
否
で
あ
る
。
レ
バ
ノ
ン
は
相
変
わ
ら
ず
歴
史

の
彼
方
の
国
で
あ
り
、
レ
バ
ノ
ン
内
戦
も
「
歴
史
」
と
し
て
の
事
実
で
し
か
な
い

の
で
あ
る
。

ま
ず
、
設
定
が
わ
か
り
づ
ら
か
っ
た
。
最
初
に
ナ
ウ
ル
が
息
子
を
取
り
上
げ
ら

れ
る
原
因
が
ほ
と
ん
ど
わ
か
ら
ず
じ
ま
い
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
一
方
で
、
ナ
ウ
ル

が
息
子
を
取
り
上
げ
ら
れ
る
時
に
は
ま
だ
内
戦
は
始
ま
っ
て
い
な
い
は
ず
で
、
ナ

ウ
ル
の
悲
劇
を
全
て
戦
争
に
帰
結
さ
せ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
は
な
い
か
と

疑
問
が
残
っ
た
。
ま
た
、
内
戦
が
始
ま
っ
た
時
期
も
わ
か
り
づ
ら
く
、
麻
実
れ
い

が
一
四
歳
か
ら
六
0
代
ま
で
を
演
じ
た
た
め
に
年
齢
が
わ
か
り
づ
ら
く
な
っ
て
い

た
の
と
相
ま
っ
て
、
全
体
的
に
時
間
軸
の
把
握
が
難
し
か
っ
た
。
時
間
軸
の
無
視

は
構
成
か
ら
見
る
限
り
、
意
図
的
な
表
現
技
法
で
あ
っ
た
よ
う
に
も
思
わ
れ
た
が
、

そ
の
こ
と
で
、
ど
こ
か
ら
ど
こ
ま
で
が
戦
争
に
よ
る
も
の
な
の
か
わ
か
り
に
く
く

な
り
、
メ
ッ
セ
ー
ジ
性
が
薄
れ
て
い
る
よ
う
に
も
感
じ
ら
れ
た
。
元
々
メ
ッ
セ
ー

ジ
性
が
無
い
の
な
ら
そ
れ
で
い
い
も
の
の
、
作
品
を
「
あ
る
使
命
を
帯
び
た
装
置
」

と
す
る
な
ら
、
そ
れ
で
い
い
の
か
と
疑
問
を
感
じ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

こ
の
作
品
で
は
「
文
字
」
「
言
葉
」
の
意
味
が
何
度
も
問
わ
れ
て
い
た
。
ナ
ウ

ル
は
「
文
字
」
を
学
ぴ
、
祖
母
の
墓
標
に
名
を
書
き
つ
け
る
。
文
字
を
学
ん
だ
こ

と
で
新
た
な
人
生
を
得
た
ナ
ウ
ル
で
あ
っ
た
が
、
悲
惨
な
境
遇
を
経
て
、
カ
ナ
ダ

へ
移
住
後
、
か
つ
て
自
ら
を
強
姦
し
た
男
が
生
き
別
れ
た
息
子
で
あ
っ
た
と
い
う

事
実
に
戦
慄
し
て
言
葉
を
失
う
。
ナ
ウ
ル
の
双
子
の
子
供
で
あ
る
シ
モ
ン
と
ジ
ャ

ン
ヌ
も
そ
の
事
実
を
前
に
し
て
一
時
言
葉
を
失
う
。
し
か
し
、
最
終
的
に
は
自
ら

の
墓
標
に
名
を
書
き
つ
け
る
よ
う
に
頼
む
母
の
最
後
の
求
め
に
応
え
よ
う
と
す
る

と
こ
ろ
で
幕
を
閉
じ
る
。
ナ
ウ
ル
の
壮
絶
な
人
生
は
、
そ
の
名
を
墓
標
に
書
き
っ

け
る
だ
け
で
全
て
を
雄
弁
に
物
語
る
と
言
い
た
げ
で
あ
る
。

ま
た
、
演
出
に
お
い
て
も
台
詞
の
力
を
重
要
視
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
。

上
島
万
理
恵

二
0
0九
年
に
上
演
し
た
際
、
朗
読
劇
の
形
を
と
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
今
回
の

上
演
の
演
出
に
限
ら
ず
、
こ
の
戯
曲
自
体
、
台
詞
を
重
要
視
す
る
性
質
を
持
つ
も

の
な
の
だ
ろ
う
。
八
百
屋
舞
台
の
真
ん
中
に
設
け
ら
れ
た
奈
落
に
落
ち
る
「
穴
」

は
死
人
を
そ
こ
に
送
る
役
割
、
つ
ま
り
墓
穴
の
役
割
を
果
た
す
の
だ
が
、
そ
れ
は

単
な
る
存
在
の
喪
失
と
い
う
よ
り
「
言
葉
」
の
喪
失
を
思
わ
せ
た
。

こ
の
作
品
が
語
り
た
い
の
は
、
や
は
り
「
言
葉
」
や
「
文
字
」
の
無
力
さ
で
は

な
く
そ
の
「
力
」
な
の
で
あ
ろ
う
。
元
々
、
「
歴
史
」
と
は
「
文
字
」
に
よ
る
記

述
や
記
録
を
意
味
す
る
。
こ
の
作
品
を
観
劇
し
た
後
も
レ
バ
ノ
ン
内
戦
が
や
は
り

「
歴
史
」
で
し
か
な
い
の
は
、
こ
の
作
品
が
「
言
葉
」
に
依
拠
し
、
「
言
葉
」
「
文
字
」

を
重
視
す
る
性
格
を
有
す
る
も
の
だ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
。
し
か
し
、
演
劇
は

歴
史
叙
述
で
は
な
い
し
、
こ
の
作
品
も
そ
の
よ
う
な
性
格
を
有
す
る
も
の
で
は
な

か
っ
た
。
上
演
そ
の
も
の
の
熱
意
に
は
感
服
し
た
も
の
の
、
今
こ
の
作
品
を
上
演

す
る
絶
対
的
な
理
由
、
そ
し
て
訴
え
か
け
た
か
っ
た
内
容
が
今
ひ
と
つ
伝
わ
っ
て

こ
な
か
っ
た
こ
と
は
残
念
で
あ
っ
た
。

文
楽
『
双
蝶
々
曲
輪
日
記
』
『
奥
州
安
達
原
」
（
平
成
26年
11
月
4
日・

国
立
文
楽
劇
場
）
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西

田

悠

哉

林
文
中
舞
踊
団
「
小
南
管
II」
（
平
成

26
年
11
月
30
日
・
ピ
ッ
コ
ロ
シ

ア
タ
ー
）
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―
二
月
六
日
、
七
宝
会
の
普
及
公
演
を
観
た
。
今
固
の
番
組
は
、
ま
ず
辰
巳
満

次
郎
と
野
村
萬
斎
の
対
談
が
あ
っ
た
後
に
『
岩
船
』
『
江
口
」
『
山
姥
」
の
仕
舞
が

あ
り
、
そ
し
て
狂
＝
―
-
日
「
膏
薬
煉
」
と
能
『
飛
雲
j

が
演
じ
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
の
上

演
、
特
に
今
回
の
メ
イ
ン
と
も
い
え
る
後
半
の
狂
言
と
能
の
演
目
は
、
伝
統
芸
能

に
お
け
る
「
型
」
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
る
舞
台
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

対
談
が
最
後
で
は
な
く
、
最
初
に
入
れ
ら
れ
て
い
る
番
組
に
は
、
は
じ
め
に
違

和
感
を
抱
い
た
。
し
か
し
、
普
及
公
演
の
名
の
通
り
、
能
や
狂
言
の
基
礎
知
識
か

ら
今
回
の
演
目
の
内
容
等
を
わ
か
り
や
す
く
解
説
し
て
お
り
、
能
楽
に
親
し
く
な

中
川
登
美
子

能
『
岩
船
』
『
江
口
』
『
山
姥
』
狂
言
「
膏
薬
煉
』
能
『
飛
雲
」
（
平

成
26
年
12月
6
日
・
香
里
能
楽
堂
）

い
観
客
に
も
親
切
な
組
み
方
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
最
後
に
演
者
の
言
葉
を
聞
く
と
、

公
演
の
印
象
が
演
者
の
言
葉
に
引
き
寄
せ
ら
れ
て
し
ま
い
、
個
々
の
観
客
の
想
像

の
幅
を
狭
め
て
し
ま
う
場
合
も
考
え
ら
れ
る
の
で
、
箪
者
に
は
基
礎
知
識
や
紹
介

に
と
ど
め
る
今
回
の
対
談
の
用
い
方
は
好
ま
し
く
感
じ
ら
れ
た
。

さ
て
、
メ
イ
ン
の
―
つ
で
あ
る
『
膏
薬
煉
」
に
お
い
て
「
型
」
は
あ
ま
り
効
果

的
に
機
能
し
て
い
な
か
っ
た
。
演
目
自
体
は
、
鎌
倉
と
上
方
で
そ
れ
ぞ
れ
有
名
な

膏
薬
煉
が
互
い
の
噂
を
聞
き
つ
け
、
自
分
の
膏
薬
が
い
か
に
優
れ
て
い
る
か
を
競

う
と
い
う
わ
か
り
や
す
い
内
容
で
あ
る
。
野
村
家
か
ら
中
村
修
一
が
鎌
倉
、
萬
斎

が
上
方
の
膏
薬
煉
を
演
じ
た
。
冒
頭
に
鎌
倉
の
膏
薬
煉
り
が
口
上
を
述
べ
、
そ
の

次
に
「
鎌
倉
」
の
部
分
を
「
上
方
」
に
変
え
た
だ
け
の
同
じ
口
上
を
上
方
の
膏
薬

煉
が
述
べ
る
と
い
う
よ
う
に
、
同
じ
せ
り
ふ
が
両
者
の
間
で
繰
り
返
さ
れ
る
。
初

め
に
鎌
倉
の
膏
薬
煉
、
そ
の
後
上
方
の
膏
薬
煉
と
い
う
順
で
あ
る
が
、
先
行
の
中

村
に
よ
る
せ
り
ふ
回
し
は
、
後
行
の
萬
斎
と
比
し
て
や
や
単
調
に
感
じ
ら
れ
た
。

萬
斎
は
先
行
の
中
村
よ
り
も
ゆ
っ
く
り
と
せ
り
ふ
を
発
し
た
り
、
テ
ン
ポ
や
リ
ズ

ム
に
変
化
を
つ
け
た
り
工
夫
を
感
じ
ら
れ
、
同
じ
せ
り
ふ
で
も
飽
き
を
感
じ
さ
せ

る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
ど
ち
ら
も
詞
章
に
書
か
れ
て
い
る
以
上

の
こ
と
は
し
な
か
っ
た
点
で
、
彼
等
の
生
じ
さ
せ
る
滑
稽
さ
は
や
や
真
面
目
さ
、

あ
る
い
は
硬
さ
が
感
じ
ら
れ
た
。
つ
ま
り
、
詞
章
の
笑
い
ど
こ
ろ
以
外
は
笑
わ
せ

る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
同
じ
狂
言
で
も
関
西
に
拠
点
を
置
く
茂
山
家
は
、
笑
い
を

取
れ
る
箇
所
を
貪
欲
に
探
り
当
て
、
多
く
笑
わ
せ
よ
う
と
い
う
姿
勢
が
見
ら
れ
る

が
、
今
回
の
演
目
を
見
る
限
り
、
野
村
家
は
そ
の
対
極
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
。

笑
い
を
そ
の
主
軸
に
お
く
伝
統
芸
能
で
あ
る
狂
言
と
し
て
は
、
詞
章
と
い
う
一
種

の
「
型
」
に
忠
実
で
あ
ろ
う
と
す
る
姿
勢
も
大
切
で
は
あ
ろ
う
が
、
笑
い
に
物
足

り
な
さ
を
感
じ
さ
せ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。

一
方
で
、
最
後
に
演
じ
ら
れ
た
「
飛
雲
』
で
は
「
型
」
は
有
効
に
働
い
て
い
た
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と
い
え
よ
う
。
鬼
神
を
演
じ
た
辰
已
満
次
郎
日
く
、
「
イ
ノ
リ
」
物
の
中
で
も
『
飛

邑
の
鬼
神
は
、
結
局
山
伏
と
の
格
闘
の
末
に
消
え
て
し
ま
う
が
、
そ
の
格
闘
中

に
鬼
神
は
苦
し
み
や
悶
絶
の
面
を
見
せ
な
い
ら
し
く
、
そ
の
点
の
解
釈
と
表
出
が

難
し
い
よ
う
だ
。
そ
の
言
葉
の
通
り
、
鬼
神
の
戦
い
ぶ
り
は
山
伏
と
互
角
の
よ

う
に
見
え
る
ほ
ど
で
あ
り
、
衰
弱
を
感
じ
さ
せ
な
い
た
め
に
最
後
に
消
え
る
理
由

が
や
や
不
明
確
で
は
あ
る
。
ま
た
、
完
全
に
祈
り
伏
せ
ら
れ
て
消
滅
し
た
よ
う
に

も
見
え
な
い
の
で
、
鬼
神
の
行
方
に
つ
い
て
も
明
確
に
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、

こ
れ
ら
は
作
品
の
欠
点
で
は
な
く
、
最
初
の
対
談
に
お
い
て
、
能
と
は
観
客
側
か

ら
も
想
像
力
を
補
う
形
で
参
加
し
な
け
れ
ば
成
り
立
た
な
い
芸
能
だ
と
い
う
説
明

が
あ
っ
た
通
り
、
観
客
の
想
像
力
を
刺
激
す
る
部
分
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
ワ
キ
の

山
伏
を
演
じ
た
福
王
知
登
は
、
ワ
キ
ツ
レ
の
是
川
正
彦
よ
り
年
齢
の
若
い
演
者
で

あ
っ
た
が
、
若
い
山
伏
が
シ
テ
の
鬼
神
扮
す
る
老
翁
の
風
流
を
解
す
る
心
を
持
っ

て
い
た
点
に
、
鬼
神
が
魅
了
さ
れ
て
襲
い
掛
か
り
、
ま
た
殺
す
こ
と
な
く
消
え
て

い
く
と
い
う
解
釈
を
匂
わ
せ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
解
釈
を
挟
み
込
ん
だ
上
で
、

「
型
」
通
り
に
衰
弱
を
見
せ
な
い
鬼
神
を
演
じ
た
点
は
、
詞
章
に
忠
実
な
範
囲
内

で
観
客
の
想
像
力
を
刺
激
す
る
巧
み
さ
を
感
じ
さ
せ
た
。
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