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私
ど
も
の
「
二
国
」
は
、
我
が
国
の
オ
ペ
ラ
が
生
れ
、
そ
し

て
育
つ
場
所
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
そ

れ
が
劇
場
で
あ
る
限
り
、
そ
こ
で
聴
衆
・
観
衆
に
よ
ろ
こ
ん
で

観
て
も
ら
え
る
と
こ
ろ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
外
国
の
一
流

オ
ペ
ラ
が
公
演
で
き
な
い
よ
う
な
と
こ
ろ
で
は
困
る
だ
ろ
う
。

「
二
国
」
は
パ
リ
の
オ
ペ
ラ
座
と
同
じ
一
八

0
0
人
収
容
の
劇

場
で
あ
る
。
小
さ
す
ぎ
る
と
い
う
議
論
は
そ
れ
だ
け
で
も
客
観

性
に
乏
し
い
。

最
近
我
が
国
に
や
っ
て
来
る
よ
う
な
、
欧
米
で
も
滅
多
に
見
ら

れ
な
い
よ
う
な
、
超
豪
華
な
オ
ペ
ラ
を
や
る
た
め
の
劇
場
を
つ

く
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
は
、
あ
ま
り
に
も
片
寄
っ

た
議
論
だ
ろ
う
。
そ
れ
は

N
H
K
ホ
ー
ル
や
東
京
文
化
会
館
で

や
れ
ば
い
い
。
私
ど
も
の
「
国
立
劇
場
」
は
、
私
ど
も
の
オ
ペ

ラ
の
発
展
の
た
め
に
つ
く
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
そ
の

日
本
製
オ
ペ
ラ
は
、
幸
い
に
、
も
う
多
く
の
お
客
様
に
喜
ん
で

も
ら
え
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
現
実
の
上
で
、
現
在
の

「
二
国
」
の
案
が
つ
く
ら
れ
て
い
る
の
で
、
あ
や
ま
っ
た
「
国

際
化
」
は
む
し
ろ
危
険
だ
ろ
う
。 ＊ 

国
際
化
時
代
を
む
か
え
て
の
芸
術
文
化
の
新
た
な
展
望
と
い

う
の
が
与
え
ら
れ
た
テ
ー
マ
で
あ
る
。

こ
う
し
た
テ
ー
マ
が
生
ま
れ
る
理
由
、
そ
の
時
代
的
背
景
が

私
に
も
わ
か
ら
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
問
題
が
そ
れ

ほ
ど
単
純
な
も
の
で
な
い
こ
と
も
や
は
り
明
ら
か
で
あ
る
。
「
国

際
化
」
と
は
何
か
、
特
に
そ
れ
が
芸
術
に
と
っ
て
何
を
意
味
す

る
か
は
む
ず
か
し
い
厄
介
な
問
題
で
あ
る
。
芸
術
が
国
際
化
し

て
幸
福
に
な
る
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
し
、
国
際
化
し
て
立

派
な
芸
術
を
つ
く
る
芸
術
家
は
必
ず
し
も
多
く
は
な
い
。
こ
れ

は
決
し
て
片
寄
っ
た
「
国
粋
主
義
者
」
の
意
見
で
は
な
い
こ
と

は
、
西
洋
音
楽
の
批
評
家
と
し
て
の
私
の
職
業
か
ら
も
わ
か
っ

て
い
た
だ
け
る
は
ず
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
も
う
ひ
と
つ
の
課
題
と
し
て
の
「
第
二
国
立
劇

場
」
の
問
題
に
即
し
て
私
の
考
え
を
の
べ
さ
せ
て
い
た
だ
く
。

「
第
二
国
立
劇
場
」
は
現
在
、
設
計
の
最
終
段
階
に
あ
っ
て
、

メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
や
ウ
ィ
ー
ン
の
オ
ペ
ラ
の
よ
う
な
も
の
で
あ

っ
た
わ
け
で
は
な
い
し
、
い
ま
で
も
そ
れ
は
同
様
で
あ
る
。
オ

ペ
ラ
は
、
む
し
ろ
、
そ
う
い
う
例
外
的
な
ー
ー
＇
し
か
も
本
質
的

に
消
費
的
な
ー
劇
場
の
外
で
育
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
メ

ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
は
そ
う
し
て
育
っ
た
オ
ペ
ラ
や
オ
ペ
ラ
歌
手
を
、

ア
メ
リ
カ
の
経
済
力
で
呼
び
よ
せ
て
展
覧
す
る
場
所
な
の
で
あ

る。
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一
国
際
化
と
は

}
|
「
第
二
国
立
劇
場
」
を
め
ぐ
っ
て
1

そ
の
着
工
も
間
近
に
期
待
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
実
現
が
ほ
ぽ

確
実
な
も
の
に
な
っ
た
こ
ろ
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
批
判
に
さ
ら
さ

れ
た
。
そ
の
経
緯
に
つ
い
て
改
め
て
ご
紹
介
す
る
必
要
は
な
い

が
、
議
論
を
整
理
し
て
考
え
て
み
る
と
、
批
判
の
土
台
に
な
っ

て
い
る
の
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
欧
米
の
オ
ペ
ラ
劇
場
に
比
べ

て
「
二
国
」
の
場
所
が
よ
く
な
い
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
、
そ

の
「
大
ホ
ー
ル
」
が
小
さ
す
ぎ
る
と
い
う
こ
と
に
つ
き
る
よ
う

で
あ
る
。
そ
の
疑
問
に
対
し
て
も
私
は
く
り
か
え
し
自
分
の
考

え
を
の
べ
た
の
で
改
め
て
書
く
こ
と
は
さ
け
た
い
が
、
問
題
は

「
二
国
」
が
な
ぜ
欧
米
流
の
オ
ペ
ラ
劇
場
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
か
、
な
ぜ
す
べ
て
を
欧
米
の
基
準
で
考
え
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
オ
ペ
ラ
は
確
か
に
欧
米
|

ー
と
い
う
よ
り
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
ー
~
で
発
達
し
た
芸
術
だ
が
、

そ
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
も
、
歴
史
の
さ
ま
ざ
ま
な
時
点
で
、
さ
ま

ざ
ま
な
形
の
「
オ
ペ
ラ
劇
場
」
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
い
つ
で
も

~
1

『
'
；r

国
立
オ
ペ
ラ
劇
場
が
貸
小
屋
に
な
る
の
は
お
か
し
い
と
い
う

議
論
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
い
さ
さ
か
単
純
す
ぎ
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
国
に
お
金
は
出
し
て
も
ら
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、

オ
ペ
ラ
を
つ
く
る
主
体
は
あ
く
ま
で
も
芸
術
家
自
身
で
、
私
は

少
し
極
端
な
い
い
方
を
す
れ
ば
、
貸
小
屋
に
な
る
ほ
う
が
理
想

に
近
い
と
お
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
そ
の
借
り
手
に
国
が
十

分
な
援
助
を
す
る
こ
と
、
更
に
、
国
自
身
も
、
時
に
は
民
間
の

手
を
か
り
て
自
主
的
に
オ
ペ
ラ
を
つ
く
り
上
げ
る
こ
と
と
矛
盾

は
し
な
い
。
現
在
の
我
が
国
の
オ
ペ
ラ
運
動
の
実
情
を
見
れ
ば
、

そ
れ
が
賢
明
な
や
り
方
で
、
何
よ
り
も
ま
ず
「
国
鉄
」
を
つ
く

り
上
げ
よ
う
と
い
う
の
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
過
去
の
歴
史
だ
け

を
唯
一
の
手
本
と
し
よ
う
と
す
る
せ
ま
く
る
し
い
「
国
際
化
」

に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
も
過
去
の
国
立
オ
ペ

ラ
の
方
式
が
、
い
ま
重
大
な
曲
り
角
に
き
て
い
る
こ
と
は
明
ら

か
で
あ
る
。
私
ど
も
が
そ
の
あ
と
を
追
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

は
ず
は
な
い
。

「
国
際
化
」
の
真
の
姿
は
、
何
よ
り
も
自
分
自
身
の
も
の
を
つ

く
り
上
げ
る
と
こ
ろ
か
ら
は
じ
ま
る
の
が
当
然
な
の
で
あ
る
。

芸
術
の
場
合
な
ら
な
お
さ
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
決
し
て

過
去
の
自
分
た
ち
の
芸
術
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
で
は
な
い
し
、

い
わ
ゆ
る
創
作
オ
ペ
ラ
を
優
先
す
る
こ
と
で
も
な
い
。
音
楽
家

や
聴
衆
が
モ
ー
ツ
ア
ル
ト
や
プ
ッ
チ
ー
ニ
の
オ
ペ
ラ
を
望
む
な

ら
ば
、
そ
れ
を
や
る
の
が
当
然
で
＂
そ
こ
に
私
ど
も
の
オ
ペ
ラ

が
生
れ
る
の
で
あ
る
。
私
は
そ
れ
が
も
う
で
き
る
と
お
も
っ
て

い
る
し
、
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
、
「
二
国
」
の
仕
事
に
も
、
私
な
り

の
お
手
伝
い
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
。

音
楽
評
論
家
・
東
京
文
化
会
館
館
長

遠
山
一
行

7
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座談会

第
二
国
立
劇
場
（
仮
称
）
と

国
際
交
流

遠
山
（
司
会
）
こ
の
と
こ
ろ
急
激
な
経
済
成
長
に

よ
っ
て
、
我
が
国
の
国
際
的
地
位
は
上
昇
し
ま

し
た
が
、
こ
れ
か
ら
の
日
本
の
行
き
方
を
考
え

ま
す
と
き
、
や
は
り
経
済
面
の
発
展
ば
か
り
で

は
な
く
て
本
格
的
に
文
化
大
国
へ
の
転
換
を
図

る
べ
き
時
期
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

文ヒの
国際

__.__ 
父流について
ー現代舞台芸術の交流を導入として一
出席者 (&ru日 P 発音順）

芦原義信建築家
伊藤京子声楽家・（社）日

鈴木忠志演出家・園）
く司会）遠山敦子文化庁次.~ 

~
そ
ん
な
中
で
、
文
化
庁
も
昨
年
、
発
足
―

1
0
:

~
年
を
迎
え
た
こ
と
も
あ
り
、
平
成
元
年
度
を
文
~

~
化
振
興
の
元
年
に
し
た
い
と
い
う
意
気
込
み
で
~

~
取
り
組
ん
で
お
り
ま
し
て
、
施
策
面
で
も
い
く
~

i
つ
か
の
大
き
な
飛
躍
を
遂
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
~

~
し
た
。
例
え
ば
、
長
い
間
の
懸
案
で
あ
り
ま
し
~

~
た
第
二
国
立
劇
場1
こ
れ
は
仮
称
で
す
が
ー
に
~

~
つ
き
ま
し
て
、
先
般
国
立
劇
場
法
の
改
正
が
成
~

~
立
し
て
制
度
面
の
手
当
が
で
き
、
ま
た
予
算
面
~

~
に
な
り
ま
し
て
、
一
等
当
選
が
決
ま
っ
た
の
が

~
数
年
前
で
し
た
。
い
ま
土
地
や
予
算
の
問
題
等

~
で
い
ろ
い
ろ
ご
苦
労
さ
れ
て
、
恐
ら
く
完
成
す

~
る
の
に
ま
だ
四
、
五
年
は
か
か
る
ん
じ
ゃ
な
い

~
か
。
し
か
し
、
い
ま
次
長
さ
ん
の
お
話
の
よ
う

~
に
目
標
が
見
え
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
、
大
変

~
う
れ
し
く
思
う
わ
け
で
す
。

~
伊
藤
文
化
庁
が
生
ま
れ
て
二

0
年
、
そ
の
二0

~
年
の
も
っ
と
前
か
ら
、
私
ど
も
オ
ペ
ラ
に
か
か

~
わ
る
歌
い
手
た
ち
が
、
藤
原
義
江
先
生
を
筆
頭

~
に
、
早
く
国
立
の
劇
場
を
建
て
て
ほ
し
い
と
い

i

う
こ
と
を
、
方
々
に
お
願
い
し
て
き
ま
し
た
。

~
も
う
何
十
年
で
し
ょ
う
。
あ
ま
り
の
遅
さ
に
、

~
日
本
と
い
う
国
は
一
体
ど
う
な
っ
て
い
る
ん
だ

~
ろ
う
と
、
途
中
で
熱
意
が
く
じ
け
て
し
ま
い
そ

~
う
に
な
る
ぐ
ら
い
で
し
た
。
で
も
、
よ
う
や
く

~
実
現
の
形
が
見
え
て
き
て
、
本
当
に
よ
か
っ
た

~
と
思
い
ま
す
。

i

私
も
も
う
現
在
は
オ
ペ
ラ
を
卒
業
い
た
し
ま

~
し
た
か
ら
、
（
笑
い
）
劇
場
が
で
き
て
も
、
そ
こ

i

で
オ
ペ
ラ
は
も
う
歌
い
ま
せ
ん
。
も
っ
と
若
い

~
す
ば
ら
し
い
歌
い
手
が
ス
テ
ー
ジ
を
作
っ
て
く

~
れ
る
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
と
に
か
く
本
当
に

~
き
ち
っ
と
し
た
見
通
し
が
で
き
た
ん
だ
と
い
う

i

こ
と
で
、
オ
ペ
ラ
、
現
代
舞
台
芸
術
に
か
か
わ

~
る
私
た
ち
は
大
変
喜
ん
で
お
り
ま
す
。
今
度
は

で
も
、
敷
地
の
整
備
工
事
に
着
手
す
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
な
り
、
数
年
後
に
は
完
成
を
み

た
い
と
い
う
よ
う
な
勢
い
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。

さ
ら
に
、
文
化
の
国
際
交
流
に
関
し
て
、
い

ろ
い
ろ
な
事
業
を
考
え
ま
し
て
予
算
措
置
を
し

て
い
る
わ
け
で
す
。

文
化
の
国
際
交
流
と
い
っ
て
も
、
非
常
に
幅

が
広
く
、
美
術
や
伝
統
芸
能
を
は
じ
め
文
化
の

あ
ら
ゆ
る
側
面
に
わ
た
り
ま
す
が
、
今
日
は
、

現
代
舞
台
芸
術
に
関
す
る
国
際
交
流
の
在
り
方

を
導
入
に
し
て
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

芦
原
先
生
は
、
日
本
建
築
学
会
の
会
長
も
な

さ
い
ま
し
て
、
数
々
の
優
れ
た
建
物
の
設
計
を

さ
れ
た
ば
か
り
で
な
く
、
「
街
並
の
美
学
」
な
ど

の
ご
著
書
で
日
本
文
化
の
在
り
方
に
深
い
洞
察

を
加
え
て
お
い
で
に
な
り
ま
す
。
同
時
に
第
二

国
立
劇
場
の
設
立
の
た
め
の
検
討
会
議
の
メ
ン

バ
ー
で
も
あ
ら
れ
ま
す
。
先
生
、
第
二
国
立
劇

場
の
設
立
の
話
が
で
て
か
ら
、
実
に
二

0
数
年

た
っ
て
や
っ
と
今
回
建
設
に
向
け
て
走
り
始
め

た
と
こ
ろ
で
す
が
、
長
い
間
の
状
況
を
見
て
こ

ら
れ
て
、
ど
ん
な
ご
感
想
あ
る
い
は
ご
注
文
を

お
持
ち
で
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
か
。

芦
原
第
二
国
立
劇
場
の
建
物
の
設
計
に
つ
き

ま
し
て
、
私
も
国
際
コ
ン
ペ
の
審
査
員
の
一
人

~
第
二
国
立
劇
場
を
、
国
も
作
っ
て
よ
か
っ
た
と

~
い
っ
て
く
だ
さ
る
よ
う
な
日
本
の
舞
台
芸
術
づ

~
く
り
を
私
ど
も
の
方
で
も
し
な
け
れ
ば
と
思
っ

~
て
お
り
ま
す
。

~
遠
山
伊
藤
先
生
は
戦
後
の
日
本
が
生
ん
だ
ソ

~
プ
ラ
ノ
の
代
表
的
な
プ
リ
マ
ド
ン
ナ
と
し
て
、

~
数
多
く
の
オ
ペ
ラ
を
演
じ
て
こ
ら
れ
た
方
で
し

~
て
、
そ
の
お
言
葉
に
は
、
意
味
深
い
も
の
を
感

~
じ
ま
す
。
第
二
国
立
劇
場
の
実
施
設
計
が
そ
ろ

~
そ
ろ
完
了
し
つ
つ
あ
り
ま
す
け
ど
、
大
ホ
ー
ル

~
と
中
ホ
ー
ル
と
小
劇
場
と
ご
ざ
い
ま
し
て
、
大

~
ホ
ー
ル
の
ほ
う
は
、
四
面
舞
台
を
も
つ
日
本
で

~
初
め
て
の
本
格
的
な
オ
ペ
ラ
、
バ
レ
エ
専
用
の

~
劇
場
で
し
て
、
一
八0
0
以
上
の
座
席
を
も
っ

~
て
い
ま
す
。
中
劇
場
も
四
面
舞
台
を
備
え
、
ミ

~
ュ
ー
ジ
カ
ル
と
か
演
劇
を
考
え
て
お
り
ま
す
し
、

~
小
劇
場
は
数
百
人
の
席
で
実
験
的
な
演
劇
が
で

~
き
る
可
動
的
な
構
造
の
舞
台
で
す
。
い
ろ
い
ろ

~
工
夫
さ
れ
て
お
り
、
世
界
的
に
も
い
い
オ
ペ
ラ

~
座
に
な
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

~
鈴
木
さ
ん
は
演
劇
の
世
界
に
い
ら
っ
し
ゃ
い

~
ま
し
て
、
常
に
演
劇
と
は
何
か
を
問
い
直
し
な

~
が
ら
、
鈴
木
メ
ソ
ッ
ド
の
開
発
や
新
し
い
演
出

つ
く

~
を
次
々
に
創
り
出
し
て
、
国
際
的
に
も
活
躍
し

~
て
お
ら
れ
ま
す
。
鈴
木
さ
ん
、
第
二
国
立
劇
場

~
が
で
き
て
国
内
の
方
々
だ
け
で
な
く
、
国
際
的

，
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H
本
人
の
オ
ペ
ラ
を

．
 

第
二
国
立
劇
場
で

鈴
木
い
ま
日
本
は
い
ろ
い
ろ
な
外
国
の
劇
団
が

き
て
、
一
見
、
国
際
化
し
て
い
る
よ
う
に
み
え

る
ん
で
す
が
、
こ
れ
は
や
は
り
東
京
が
市
場
と

し
て
国
際
化
し
た
と
い
う
こ
と
は
認
め
て
い
い

と
思
い
ま
す
が
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
な
面
で
日
本

の
実
際
の
表
現
者
あ
る
い
は
創
造
者
が
、
国
際

的
な
市
場
へ
進
出
で
き
る
か
、
あ
る
い
は
国
際

国
際
的
な

共
同
作
業
の
場
を

な
拠
点
と
し
て
も
、
い
ろ
い
ろ
な
活
動
が
で
き

る
か
と
思
う
わ
け
で
す
が
、
ど
ん
な
ふ
う
に
と

ら
え
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
で
し
ょ
う
か
。

伊藤京子氏

~
的
な
関
係
の
中
で
自
分
の
仕
事
を
と
ら
え
直
す
~

~
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
面
で
は
す
べ
て
個i

~
人
的
な
努
力
に
任
さ
れ
て
い
る
と
思
う
の
で
す
。
~

~
た
ま
た
ま
非
常
に
情
熱
的
な
人
と
か
特
殊
な
オ
~

~
能
の
あ
る
人
が
外
国
に
評
価
さ
れ
る
。
あ
る
い
~

~
は
た
ま
た
ま
外
国
の
興
行
師
と
か
文
化
担
当
官
~

み

~
が
舞
台
を
観
て
興
味
を
持
っ
て
接
触
し
て
く
る
~

~
と
か
、
い
ま
演
劇
の
国
際
交
流
は
ま
だ
紹
介
の
~

~
段
階
で
終
わ
っ
て
い
る
よ
う
な
感
じ
で
す
。
外
~

~
国
の
市
場
へ
日
本
の
演
劇
が
参
入
で
き
ま
せ
ん
~

~
し
、
全
部
持
ち
出
し
で
す
。
外
国
の
も
の
は
高
~

~
い
お
金
を
日
本
側
が
払
っ
て
呼
ん
で
い
る
わ
け
~

；
で
す
し
、
そ
う
い
う
面
で
は
非
常
に
ア
ン
バ
ラ

i

芦原義信氏

~
な
い
か
と
い
う
ん
で
す
け
ど
、
三
万
八00
0
'
.

．
~
円
も
四
万
円
も
の
金
を
入
場
料
で
払
わ
な
け
れ
~

~
ば
な
ら
な
い
の
は
、
ち
ょ
っ
と
異
常
だ
と
思
い
~

遠
山
伊
藤
先
生
、
オ
ペ
ラ
の
世
界
で
は
日
本
に
~
ま
す
。

い
ま
有
名
な
オ
ペ
ラ
が
続
々
や
っ
て
き
て
お
り
~
オ
ペ
ラ
は
西
洋
の
音
楽
、
舞
台
芸
術
で
す
か
~

ま
す
が
、
現
状
を
ど
う
お
感
じ
に
な
っ
て
い
ら

i
ら
、
日
本
に
は
一
0
0
年
ち
ょ
っ
と
前
に
輸
入
~

っ
し
ゃ
い
ま
す
で
し
ょ
う
か
。
~
さ
れ
た
も
の
で
す
。
一

0
0
年
ち
ょ
っ
と
の
期
~

伊
藤
私
ど
も
が
日
本
に
居
な
が
ら
に
し
て
、
す
~
間
に
し
て
は
、
日
本
の
オ
ペ
ラ
は
舞
台
も
照
明
~

ば
ら
し
い
世
界
一
流
の
歌
い
手
た
ち
の
名
演
、
~
も
歌
い
手
さ
ん
た
ち
も
、
よ
く
ぞ
こ
こ
ま
で
に
~

名
唱
が
聴
け
る
こ
と
は
、
非
常
に
便
利
で
あ
り
~
も
っ
て
こ
ら
れ
た
と
思
い
ま
す
。
今
度
は
本
当
~

が
た
い
こ
と
で
す
し
、
勉
強
に
も
な
り
ま
す
。
~
に
国
際
交
流
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
か
ら
、
~

で
も
こ
れ
は
、
非
常
に
高
い
お
金
を
日
本
が
~
私
た
ち
日
本
人
が
す
ば
ら
し
い
日
本
の
言
葉
を
~

使
っ
て
や
る
。
し
か
も
飛
行
機
賃
を
払
う
こ
と
~
使
っ
て
、
日
本
で
生
ま
れ
た
舞
台
芸
術
を
堂
々
~

を
思
え
ば
、
そ
ん
な
こ
と
何
で
も
な
い
ん
じ
ゃ
~
と
、
国
立
劇
場
の
ス
テ
ー
ジ
で
発
表
し
て
い
く
~

ン
ス
に
な
っ
て
い
る
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
共

同
作
業
の
国
際
化
し
た
場
が
日
本
に
は
な
い
か

ら
で
す
。

外
国
人
が
日
本
の
現
代
演
劇
に
興
味
を
持
っ

て
も
、
受
け
入
れ
ら
れ
る
劇
団
は
ど
こ
も
な
い
。

ま
ず
劇
場
を
持
っ
て
な
い
。
宿
舎
を
持
つ
ほ
ど

の
力
が
な
い
。
ほ
と
ん
ど
が
稽
古
場
を
持
っ
て

な
い
。
で
す
か
ら
、
共
同
作
業
が
で
き
な
い
し

対
話
も
成
立
し
な
い
。
企
業
の
ほ
う
は
盛
ん
に

外
国
の
も
の
を
紹
介
す
る
ん
で
す
が
、
こ
れ
は

イ
メ
ー
ジ
・
ア
ッ
プ
の
た
め
に
や
る
わ
け
で
す

か
ら
、
ブ
ラ
ン
ド
商
品
を
高
い
お
金
を
出
し
て

呼
ぶ
。
だ
か
ら
、
若
い
人
た
ち
が
、
国
際
的
な

視
野
や
国
際
感
覚
を
身
に
付
け
る
機
会
が
な
い
。

で
す
か
ら
、
私
は
国
際
化
し
た
場
を
早
く
作
る

こ
と
が
先
決
だ
と
い
う
こ
と
で
、
富
山
県
の
利

賀
村
の
よ
う
な
山
の
中
に
劇
場
を
作
っ
た
り
、

宿
舎
や
図
書
館
を
作
っ
て
、
世
界
演
劇
祭
を
始

め
た
ん
で
す
。

第
二
国
立
劇
場
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
、

日
本
人
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
、
ア
ジ
ア
人
が
対
等

に
舞
台
を
観
せ
合
っ
た
り
仕
事
が
で
き
た
り
す

る
。
芸
術
の
レ
ベ
ル
で
共
同
作
業
が
で
き
る
場

所
を
日
本
が
作
り
ま
し
た
と
い
う
よ
う
な
施
設

に
な
る
と
、
大
変
あ
り
が
た
い
と
思
い
ま
す
。

と
い
う
こ
と
が
大
事
だ
と
思
い
ま
す
。

遠
山
伊
藤
先
生
は
、
日
本
独
自
の
オ
ペ
ラ
「
タ

鶴
」
を
か
な
り
若
い
時
代
か
ら
主
演
な
さ
っ
て

お
ら
れ
ま
す
。
夕
鶴
は
、
日
本
人
の
シ
ナ
リ
オ

に
よ
っ
て
日
本
人
の
作
曲
家
が
作
曲
し
、
日
本

人
の
プ
リ
マ
ド
ン
ナ
が
ず
っ
と
演
じ
て
き
た
。

あ
の
よ
う
な
作
品
は
ほ
か
に
も
あ
る
ん
で
し
ょ

‘
,
0
 

う
カ

伊
藤
日
本
人
に
よ
る
作
品
は
と
て
も
多
く
、
オ

ペ
ラ
で
一

0
0曲
以
上
あ
り
ま
す
。
で
も
、
再

演
、
再
々
演
と
い
う
こ
と
が
な
く
て
日
の
目
を

見
な
い
ん
で
す
。
夕
鶴
と
い
う
作
品
は
不
朽
の

名
作
だ
と
思
い
ま
す
。
木
下
順
二
先
生
の
戯
曲

は
言
葉
の
端
々
に
わ
た
る
ま
で
美
し
い
し
、
園

伊
玖
麿
さ
ん
の
作
曲
が
そ
れ
に
み
ご
と
に
融
合

し
た
作
品
で
す
。
舞
台
的
な
規
模
か
ら
も
大
人

数
の
合
唱
は
い
ら
な
い
し
、
出
演
者
も
少
な
い
。

子
ど
も
さ
ん
も
出
る
と
い
う
よ
う
に
、
公
演
し

や
す
い
。
日
本
国
中
、
そ
れ
か
ら
、
海
外
で
も

ず
い
ぶ
ん
公
演
さ
れ
て
、
六

0
0回
近
く
に
な

る
と
い
う
歴
史
を
持
っ
て
い
ま
す
。
こ
う
い
う

作
品
が
も
っ
と
生
ま
れ
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

大
変
尊
敬
す
る
エ
リ
ザ
ベ
ー
ト
・
シ
ュ
ワ
ル

ッ
コ
ッ
プ
さ
ん
が
、
日
本
ヘ
リ
サ
イ
タ
ル
の
た

め
に
い
ら
し
て
、
日
本
の
ド
ラ
マ
を
テ
レ
ビ
で

見
て
、
言
葉
は
分
か
ら
な
い
が
、
日
本
語
は
ド
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；；；屯-か

國

イ
ツ
語
の
よ
う
に
複
雑
な
子
音
が
な
く
、
と
て
~

も
き
れ
い
な
言
葉
じ
ゃ
な
い
か
。
イ
タ
リ
ー
語

i

み
た
い
じ
ゃ
な
い
か
と
言
う
ん
で
す
。
こ
ん
な
~

き
れ
い
な
言
葉
が
た
く
さ
ん
あ
る
の
に
、
ど
う
~

し
て
、
そ
れ
に
伴
っ
た
歌
曲
や
オ
ペ
ラ
が
少
な
~

い
の
か
、
自
分
は
ド
イ
ツ
人
だ
か
ら
ド
イ
ツ
の
~

詩
を
歌
う
し
、
あ
な
た
は
日
本
人
だ
か
ら
、
日
~

本
の
詩
を
も
っ
と
歌
う
べ
き
だ
と
言
わ
れ
ま
し
~

た。決
し
て
狭
い
意
味
の
こ
と
で
な
く
て
、
も
っ
~

と
私
た
ち
日
本
人
が
日
本
の
作
品
を
勉
強
し
て
~

い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。
~

芦
原
そ
う
で
す
ね
。
い
ろ
ん
な
意
味
で
国
際
交
~

ク
ス
を
抱
か
な
い
で
太
刀
打
ち
で
き
る
。
~

そ
う
い
う
意
味
で
第
二
国
立
劇
場
の
よ
う
な
~

も
の
が
で
き
て
、
そ
う
い
う
視
野
ま
で
も
っ
て
~

現
状
の
在
り
方
を
、
こ
う
い
う
形
で
変
革
し
て
~

い
く
ん
だ
。
日
本
の
文
化
の
構
造
的
に
弱
い
と
~

こ
ろ
を
補
っ
て
い
く
ん
だ
と
い
う
視
野
を
、
は
~

っ
き
り
出
し
て
い
た
だ
け
る
と
、
若
い
人
た
ち

i

に
は
励
み
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
ま
す
。
~

遠
山
私
、
こ
の
間
、
鈴
木
さ
ん
演
出
の
「
リ
ア
~

王
」
を
拝
見
し
ま
し
た
が
、
あ
そ
こ
に
取
り
入
~

れ
ら
れ
て
お
り
ま
す
人
間
の
動
き
方
の
中
に
は
、
~

．． 

伝
統
芸
能
で
培
っ
て
き
た
わ
ざ
の
よ
う
な
も
の
~

が
、
か
な
り
色
濃
く
入
っ
て
い
て
、
し
か
も
そ
~

れ
が
古
さ
で
は
な
く
て
新
し
さ
と
し
て
取
り
込
~

遠山文化庁次長

入凶戸-'七9ふ吟ヽメ;

鈴木忠志氏

流
が
あ
る
と
思
う
の
は
、
い
ま
伊
藤
さ
ん
が
言
~

わ
れ
た
よ
う
な
意
味
で
、
日
本
の
方
が
創
造
性
~

を
発
揮
し
て
オ
ペ
ラ
を
新
し
く
作
曲
し
た
り
演
~

出
し
て
、
ど
ん
ど
ん
や
れ
ば
い
い
の
だ
と
思
い
~

ま
す
。
あ
る
い
は
、
ど
ん
ど
ん
西
欧
の
も
の
を
~

受
け
入
れ
て
オ
ペ
ラ
劇
場
の
よ
う
な
も
の
を
た
~

く
さ
ん
作
っ
て
い
く
の
も
―
つ
の
手
じ
ゃ
な
い
~

゜

か
と
思
い
ま
す

柔
道
と
能
と
歌
舞
伎
だ
け
で
や
っ
て
い
く
と
~

い
っ
て
も
、
若
い
人
は
な
か
な
か
つ
い
て
行
け
~

な
い
の
で
は
な
い
か
と
心
配
で
す
。

i

ま
れ
て
い
た
よ
う
な
気
が
し
た
ん
で
す
が
、
そ
~

ん
な
ご
工
夫
も
…
…
。

普
逼
性
の

．

．

 
~
 

追
求

鈴
木
日
本
の
茶
室
や
建
物
を
含
め
た
日
本
人
~

の
体
と
空
間
へ
の
感
覚
、
そ
れ
か
ら
身
体
所
作
、
~

声
の
出
し
方
、
こ
う
い
う
も
の
に
対
す
る
感
覚
~

は
、
冴
え
た
と
い
う
か
、
す
ご
い
と
こ
ろ
が
あ
~

る
と
思
う
ん
で
す
が
、
そ
れ
を
一
回
対
象
化
し
~

言
語
化
し
客
観
化
し
て
、
異
質
な
文
化
を
も
っ
~

た
人
た
ち
と
の
対
話
の
た
め
に
使
っ
て
い
く
作
~

業
が
、
日
本
の
演
劇
の
場
合
な
か
っ
た
。
そ
の
~

た
め
に
、
む
し
ろ
な
ま
っ
て
る
と
い
う
と
こ
ろ
~

鈴
木
わ
れ
わ
れ
は
み
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
影
響
を

受
け
て
、
芸
術
や
文
化
に
つ
い
て
考
え
て
き
た

ん
で
す
。
最
近
、
私
も
外
国
で
教
え
た
り
、
演

劇
祭
に
行
っ
て
み
て
、
感
覚
的
に
は
決
し
て
日

本
の
若
い
人
は
劣
っ
て
い
な
い
と
思
い
ま
す
。

人
間
的
な
偏
り
と
い
う
の
は
、
均
質
的
な
民

族
だ
か
ら
、
多
民
族
国
家
の
ア
メ
リ
カ
人
な
ん

か
と
比
ぺ
る
と
あ
り
ま
す
が
、
感
覚
と
か
感
受

性
は
日
本
人
は
相
当
す
ご
い
部
分
が
あ
る
。
若

い
劇
団
を
見
て
も
大
変
優
れ
た
部
分
が
あ
る
。

問
題
は
持
続
し
な
い
こ
と
で
す
。
一

0
年
た
っ

と
そ
の
人
た
ち
が
も
う
や
っ
て
い
な
い
。
む
し

ろ
貧
し
く
な
っ
て
い
る
。
同
世
代
で
比
べ
る
と

明
ら
か
に
日
本
が
い
い
が
、
一

0
年
後
に
は
大

抵
日
本
の
演
劇
人
は
や
め
て
い
る
。
結
婚
し
て

子
ど
も
が
生
ま
れ
る
と
舞
台
俳
優
で
は
食
べ
ら

れ
な
い
か
ら
貧
し
く
な
る
。
ま
た
、
ス
ポ
ン
サ

ー
が
付
く
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
本
当
に
や
り

た
い
と
い
う
と
き
に
は
お
金
が
な
い
。
結
局
、

時
間
で
み
る
と
大
体
負
け
て
し
ま
う
。
こ
れ
を

救
う
シ
ス
テ
ム
が
、
も
っ
と
あ
れ
ば
、
現
代
的

な
も
の
で
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
な
ど
に
コ
ン
プ
レ
ッ

が
、
伝
統
芸
能
に
も
あ
る
と
思
う
ん
で
す
。

歌
舞
伎
や
能
は
す
ば
ら
し
い
と
思
う
ん
で
す

が
、
現
実
に
は
か
な
り
変
質
し
て
い
る
と
思
っ

て
い
ま
す
。
日
本
は
こ
れ
だ
け
近
代
化
し
た
生

活
に
な
っ
て
、
昔
の
伝
統
芸
能
の
在
り
方
が
、

そ
の
ま
ま
持
続
す
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な

い
と
思
う
ん
で
す
。
感
覚
み
た
い
な
も
の
が
、

ま
す
ま
す
鋭
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
形
で
、
伝

統
は
生
き
て
い
く
以
外
し
ょ
う
が
な
い
と
思
っ

て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
も
の
の
上
に
現
代
演
劇

も
つ
く
ら
れ
て
こ
な
い
と
い
け
な
い
。
若
い
人

が
西
洋
的
な
も
の
を
学
ぶ
と
き
は
言
葉
か
ら
学

び
ま
す
。
日
本
の
伝
統
的
な
感
覚
と
か
、
積
み

上
げ
て
き
た
感
性
み
た
い
な
も
の
と
、
若
い
人

た
ち
の
間
に
橋
が
架
か
っ
て
い
な
い
と
こ
ろ
も

あ
る
。
し
か
し
、
よ
く
見
る
と
や
は
り
体
を
使

い
言
葉
を
話
す
わ
け
で
す
か
ら
、
剣
道
と
か
武

道
の
人
で
も
そ
う
で
す
が
、
体
を
使
う
優
れ
た

人
は
、
み
ん
な
共
通
性
が
あ
る
。
そ
れ
は
日
本

の
特
殊
性
な
ん
だ
け
ど
、
そ
れ
を
共
通
性
に
し

て
い
く
作
業
を
、
い
ま
や
ら
な
け
れ
ば
い
け
な

い
。
そ
う
で
な
い
と
そ
れ
は
日
本
の
個
性
で
は

な
く
て
、
文
化
と
し
て
特
殊
で
あ
る
と
い
う
ふ

う
に
世
界
の
中
で
位
置
づ
け
ら
れ
て
し
ま
う
。

一
方
、
若
い
人
た
ち
の
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
と
か

は
外
国
の
コ
ピ
ー
じ
ゃ
な
い
か
と
見
ら
れ
て
し

・
芸
術
家
養
成
の

シ
ス
テ
ム
作
り

．
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く
な
い
、
向
こ
う
の
方
と
何
ら
変
わ
ら
な
い
感
~

ま
う
。
日
本
に
は
特
殊
か
コ
ピ
ー
し
か
な
い
。

そ
う
思
わ
れ
る
ご
と
が
二
番
危
険
で
す
。
日
本
[
し
岱
し
て
き
て
い
ま
ずo

逆
に
能
か
歌
舞
伎
を
~
芦
原
バ
レ
工
な
ん
か
を
森
下
さ
ん
が
向
こ
ぅ
の

人
は
ど
ん
な
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
フ
な
も
の
を
現
在
~
ア
メ
リ
カ
人
が
や
っ
て
も
す
ば
ら
し
く
う
ま
い
~
人
と
一
緒
に
踊
っ
た
り
す
る
の
も
い
い
し
、
外

つ
く
っ
て
い
る
の
が
と
2
う
の
が
見
え
な
い
。
ぃ
と
い
う
こ
と
だ
っ
て
あ
り
得
る
。
国
際
化
が
進
ぃ
国
の
シ
ン
フ
ォ
ニ
ー
の
中
に
も
大
抵
一
人
か
―
―

な
ぜ
か
と
い
う
と
、
伝
統
芸
能
な
ら
伝
統
芸
ん
で
く
れ
ば
、
文
化
だ
っ
て
あ
ん
ま
り
日
本
、
~
人
、
日
本
人
が
入
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
て
全
然

s

う
気
も
し
ま
す
。
~
違
和
感
が
なS
。
ま
た
、
指
揮
者
が
日
本
人
だ

し

、

＞

能
を
き
っ
ち
り
分
析
し
て
い
な
い
、
あ
る
い
は
日
本
と
い
う
の
も
ど
う
か
と

外
国
の
も
の
は
ど
う
い
う
も
の
で
あ
る
か
と
い
~
~
っ
た
り
す
る
。
日
本
で
作
曲
し
た
の
を
持
っ
て

の
も
>
~
が
む
し
ろ
、
外
国
の
芸
術
家
と
一

普
逼
性
の

~
0
.

，
ー
—

0
.

＜
し
し
｀

~
緒
に
な
っ
て
や
る
ほ
う
茄
、
文
化
面
の
国
際
交

[
移
出

う
こ
と
を
き
っ
ち
り
分
析
し
て
い
な
い
。
そ
れ

を
分
祈
し
た
う
え
で
、
日
本
と
い
う
特
殊
な
地

i

域
の
中
で
、
そ
の
特
殊
性
を
普
遍
的
な
個
性
に
遠
山
最
近
文
化
庁
で
は
、
日
本
の
非
常
に
優
れ
流
に
ふ
さ
わ
し
い
と
も
思
い
ま
す
。
歌
舞
伎
の

ま
で
す
る
と
い
う
作
業
を
し
な
け
れ
は
い
け
な
た
舞
台
芸
術
を
外
国
の
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
に
持
[
中
に
ア
メ
リ
ヵ
人
が
入
つ
て
い
て
も
い
い
と
ぃ

い
ん
て
す
が
、
そ
う
い
う
志
が
持
て
な
い
よ
う
~
っ
て
い
き
ま
し
て
、
日
本
も
待
殊
性
だ
け
で
な
~
う
よ
う
な
ご
と
に
な
れ
ば
、
面
白
2
か
と
思
っ

な
日
平
の
文
化
状
況
が
あ
る
。
そ
ん
な
ご
と
を
~
く
て
、
こ
う
い
う
普
還
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
~
た
り
し
ま
す
。

や
っ
て
る
と
な
か
な
か
大
変
で
生
活
も
で
き
な
．
を
分
か
っ
て
い
た
だ
く
た
め
に
特
別
推
進
事
業
~
遠
山
鈴
木
さ
ん
の
、
「
リ
ア
王
」
て
は
主
役
だ

い
と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
る
。
（
笑
い
）
で
も
私
は
~
と
い
う
も
の
を
予
算
化
し
て
お
り
ま
す
。
そ
のi

け
が
ア
メ
リ
カ
人
で
し
た
が
、
そ
の
方
だ
け
は

何
と
か
い
ろ
い
ろ
な
外
国
や
日
本
の
人
に
助
け
[
例
が
蛯
川
カ
ン
パ
ニ

l
の
コ
ア
ン
ペ
ス
ト
」
で
[
せ
り
ふ
”
英
語
な
ん
で
す
ね
o

．
あ
り
、
松
山
バ
レ
エ
団
の
「
新
当
麻
曼
陀
羅
」
~
鈴
木
共
通
の
訓
練
を
す
れ
ば
、
言
葉
が
違
っ
て

ら
れ
て
、
そ
う
い
う
こ
と
を
考
え
て
こ
れ
た
ん
．

で
す
。
~
な
ど
で
す
。
そ
の
考
え
方
の
背
景
に
は
、
あ
る
~
い
て
も
、
ひ
と
つ
の
舞
台
で
演
技
が
で
き
ま
す
。

芦
原
文
化
の
国
際
化
と
い
う
場
合
に
、
日
本
と
~
程
度
、
日
本
が
国
際
的
に
も
共
通
語
で
語
れ
る
~

い
う
も
の
を
う
ん
と
表
に
押
し
出
す
の
か
、
あ
と
い
う
も
の
を
持
ち
出
し
て
い
く
。
そ
の
際
に

る
い
は
そ
れ
低
ど
押
し
出
さ
な
い
の
か
と
い
う
~
単
に
も
の
ま
ね
で
は
な
く
、
日
本
の
風
土
に
根

の
を
、
迷
う
ん
で
す
。
戦
後
し
は
ら
く
の
時
に
~
さ
し
た
、
独
創
性
を
持
ち
、
か
つ
共
適
性
を
持
つ

日
本
人
料
踊
っ
た
り
外
同
語
で
歌
っ
た
り
す
る
．
も
の
で
、
や
は
り
外
国
の
人
も
優
九
て
2
る
な

と
お
か
し
か
っ
た
け
れ
ど
、
最
近
、
「
白
鳥
の
湖
」
~
と
感
銘
す
る
よ
う
な
舞
台
芸
術
を
、
出
し
て
い

を
森
下
さ
ん
が
踊
ら
れ
て
、
ち
っ
と
も
お
か
し
~
っ
た
ほ
う
が
い
い
と
い
う
こ
と
で
進
め
て
い
ま

能
を
外
人
が
や
っ
た
ら
、
姿
勢
が
い
い
か

ら
う
ま
い
ん
じ
ゃ
な
い
て
す
か
。

鈴
木
私
の
経
験
で
い
え
ば
、
日
本
の
伝
統
と
い

わ
れ
て
い
る
も
の
は
、
訂
し
ろ
よ
く
な
く
な
っ

て
い
て
、
外
国
か
ら
影
繹
を
受
け
て
出
て
き
た

芸
術
は
国
際
的
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
そ
う
い
う

現
象
が
質
的
に
は
、
私
は
あ
る
よ
う
な
気
が
し

ま
す
。
そ
れ
は
ま
ず
い
と
い
う
こ
と
て
は
な
く

て
、
そ
の
面
を
ど
う
い
う
ふ
う
に
し
な
け
れ
は

い
け
な
い
か
と
い
う
問
題
だ
と
思
う
ん
で
す
。

武
道
で
も
芸
能
で
も
伝
統
と
い
わ
れ
て
い
る
も

の
は
質
的
に
は
、
私
の
経
験
で
は
昔
よ
り
落
ち

て
い
て
、
新
し
い
も
の
の
ほ
う
が
上
が
っ
て
き

て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

遠
山
い
ま
人
々
の
関
心
事
が
非
常
に
多
面
に

な
っ
て
、
拡
散
し
て
い
る
こ
と
も
影
響
し
て
い

i
る
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、
そ
れ
は
そ
れ
で
伝
統
~
し
、
す
り
足
な
ん
て
一
度
も
見
な
い
で
死
ぬ
と

．
的
な
芸
術
、
文
化
自
体
枯
、
か
な
り
高
度
に
維
~
い
う
惇
劇
人
が
い
た
り
す
る
。
そ
う
い
う
こ
と

·
持
し
ょ
う
と
い
う
努
力
は
な
さ
れ
て
い
る
と
思
~
が
起
こ
っ
て
い
る
。

＂
外
国
人
で
日
本
に
典
味
を
持
っ
て
る
人
の
は

伝
統
と

〇
—
_
｀

I
i
|
®
~

い
ま
す
料
。

現

代

五

木

伝

統

と

い

わ

れ

る

も

の

も

、

む

し

ろ

現

代

[

ぅ

乃

予

っ

ぃ

う

も

り

乙

加

っ

て

ぃ

る

o

こ
れ

＂
が
ち
ゃ
ん
と
し
な
い
と
本
当
は
光
ら
な
い
。
日
[
も
文
化
構
造
と
し
て
は
亦
乞
で
す

o

実
際
に
は
能

．
本
は
そ
こ
が
舞
台
芸
術
て
は
よ
く
分
か
ら
な
く
．
役
者
、
歌
舞
伎
役
者
に
な
ら
な
く
て
も
、
最
低

•
な
っ
て
い
る
。
~
の
体
の
教
置
と
か
知
識
と
し
て
、
そ
う
い
う
も

i

の
を
知
ら
な
い
と
話
に
な
ら
な
い
と
い
う
よ
う

。
~
な
共
通
の
土
俵
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
、
と

．
若
者
と

~
〇
，

と
が
あ
る
。
国
立
劇
場
は
現
代
と
い
っ

．
し
ぅ
こ

い

伝

統

)

．
芦
原

□

本
の
芸
術
は
あ
る
程
度
年
取
っ
て
こ
~
て
も
、
伝
統
を
踏
ま
え
て
、
そ
う
い
う
も
の
と

．
な
い
と
分
か
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
~
も
つ
な
が
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
必
要
だ

~
す
。
最
近
に
な
る
と
私
に
ち
も
少
し
ず
つ
、
な
＂
と
い
う
感
じ
が
し
ま
す
。

~
る
ほ
ど
ゆ
っ
く
り
し
た
の
が
い
い
な
あ
と
思
い
~
芦
原
確
か
に
第
二
国
立
劇
場
に
つ
い
て
も
歌

~
ま
す
。
若
い
時
だ
っ
た
ら
ジ
ル
バ
で
も
踊
っ
て

i

舞
伎
と
か
文
楽
の
閲
場
は
い
い
け
れ
ど
、
国
岱

何
で
オ
ペ
ラ
と
い
う
外
国
の
芸
術
を
応
援
す
る

)
 

と
し
う
よ
う
り

．
る
ほ
う
か
テ
ン
ポ
が
早
く
て
い
い

．
な
こ
と
で
す
ね
。
第
一
、
オ
ー
ト
バ
イ
な
ん
か
よ
う
な
劇
場
を
作
る
の
か
と
い
う
意
見
が
あ
っ

~
ビ
ュ
ー
ツ
と
飛
は
し
て
い
る
若
い
人
た
ち
に
‘
[
た
°
だ
け
ど
、
あ
ま
り
日
本
だ
け
を
押
し
出
す

能
や
歌
舞
伎
を
観
ろ
と
い
っ
た
っ
て
、
と
て
も
~
と
、
な
か
な
か
難
し
い
。
も
う
日
本
は
経
済
大

・
国
で
す
か
ら
、
文
化
で
も
、
も
っ
と
並
畠
遍
的
な

で
き
な
い
と
思
う
ん
で
す
。

鈴
木
た
だ
、
芦
原
さ
ん
と
か
わ
れ
わ
訊
の
年
代
価
値
と
い
う
も
の
を
考
え
て
い
く
べ
き
で
す
。

ぐ
ら
い
ま
で
は
、
そ
う
2
う
教
養
と
か
い
う
ふ
[
口
本
人
”
作
曲
し
た
り
演
出
し
た
り
し
て
ヽ
回

↑
 

う
に
伝
統
を
見
れ
ま
す
が
、
い
ま
の
若
い
人
は
~
際
的
に
価
値
の
あ
る
す
は
ら
し
い
も
の
だ
っ
た
~

全
く
知
ら
な
い
人
は
知
ら
な
い
ん
て
す
。
伝
統
~
ら
、
き
っ
と
出
て
い
け
る
。
だ
か
ら
、
国
が
や

に
触
れ
て
い
な
い
。
帯
の
締
め
方
も
し
ら
な
い
る
か
ら
に
は
、
あ
ま
り
、
日
本
、
日
本
と
い
わ

芦
原

す。
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鈴
木
そ
れ
と
も
う
―
つ
は
、
フ
ラ
ン
ス
な
ど
と

比
べ
る
と
日
本
は
文
化
担
当
官
が
持
続
し
な
い

と
い
う
こ
と
を
、
強
く
感
じ
ま
す
。
企
業
に
も

文
化
担
当
者
に

・
継
続
性
を

国
内
の．
 

国
際
化

/--

．
 

な
い
で
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
気
が
し
て

い
る
ん
で
す
。

.~ 

鈴
木
外
国
の
人
に
、
日
本
へ
き
て
日
本
で
研
~

究
し
な
さ
い
、
日
本
で
訓
練
し
な
さ
い
、
そ
う
~

す
る
と
あ
な
た
は
国
際
的
な
場
に
出
れ
ま
す
よ
~

と
な
ら
な
け
れ
ば
、
日
本
は
国
際
化
し
た
と
は
~

い
え
な
い
。
そ
う
い
う
国
際
的
な
力
量
を
持
て
~

る
よ
う
な
場
を
、
作
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
~

な

い

と

思

っ

て

い

ま

す

。

＂

遠
山
文
化
の
国
際
交
流
と
い
う
場
合
に
、
い
ろ
~

ん
な
次
元
が
あ
る
と
思
う
ん
で
す
。
最
初
は
優
~

れ
た
文
化
の
高
峰
と
思
わ
れ
る
所
に
、
そ
う
で
~

な
い
国
々
か
ら
行
っ
て
学
ん
で
、
そ
れ
を
持
っ
~

て
帰
っ
て
き
て
や
る
と
い
う
段
階
が
あ
り
ま
す
。
~

そ
れ
が
段
々
育
っ
て
ま
い
り
ま
す
と
相
互
に
入
~

|
r
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た
り
、
日
本
の
文
化
的
な
環
境
の
中
で
仕
事
を
~

し
て
も
ら
っ
て
、
そ
れ
が
国
際
的
に
評
価
さ
れ
~

て
い
く
と
い
う
こ
と
を
、
現
実
に
や
ら
な
け
れ
~

ヽ
~
゜

ば
意
味
が
な
し

芦
原
日
本
の
場
合
は
自
ら
評
価
す
る
の
を
、
な
~

る
べ
く
避
け
て
他
が
評
価
し
た
も
の
を
、
再
評

i

価
す
る
と
い
う
こ
と
が
多
い
で
す
ね
。
~

り
交
じ
っ
て
、
お
互
い
の
特
色
を
認
識
し
合
う

と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
そ
し
て
第
三
段
階
の
本

当
の
国
際
化
と
い
う
の
は
、
や
は
り
、
共
同
で

何
か
創
出
し
合
う
。
そ
こ
ま
で
く
る
と
本
当
の

国
際
交
流
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

そ
の
意
味
で
は
、
ま
だ
ま
だ
こ
れ
か
ら
だ
な
あ

と
い
う
感
じ
は
い
た
し
ま
す
。

H
本
の
オ
ペ
ラ
を

育
て
た
い

出
そ
う
、
抜
け
出
さ
な
き
ゃ
い
け
な
い
と
思
っ

て
舞
台
づ
く
り
を
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
う

い
う
意
味
で
私
た
ち
が
つ
く
る
ベ
ル
デ
ィ
で
あ

り
プ
ッ
チ
ー
ニ
で
、
私
は
い
い
と
思
い
ま
す
。

何
百
年
と
い
う
伝
統
は
、
私
た
ち
は
こ
れ
か
ら

も
吸
収
し
勉
強
し
な
が
ら
、
私
た
ち
の
で
き
る

最
高
の
西
洋
の
オ
ペ
ラ
を
作
っ
て
い
き
た
い
。

そ
れ
か
ら
、
私
た
ち
は
イ
タ
リ
ー
語
で
考
え

た
り
ド
イ
ツ
語
で
泣
い
た
り
し
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
わ
け
で
す
か
ら
、
自
分
た
ち
の
言
葉
に

誇
り
を
持
た
な
く
ち
ゃ
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。

取
り
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
う
ん

と
取
り
入
れ
て
、
そ
し
て
自
分
た
ち
の
も
の
を

生
ん
で
い
く
べ
き
時
代
だ
と
思
い
ま
す
。

ア
ジ
ア
の
人
々
と
のヽ

．
 

伊
藤
先
ほ
ど
日
本
、
日
本
と
あ
ま
り
出
さ
な
い
~

よ
う
に
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
そ
~

う
い
う
意
味
じ
ゃ
な
く
て
、
い
ま
日
本
人
の
カ
~

で
つ
く
っ
て
い
る
オ
ペ
ラ
の
舞
台
は
、
ベ
ル
デ
~

ィ
で
あ
れ
プ
ッ
チ
ー
ニ
で
あ
れ
、
も
う
コ
ピ
ー
~

で
な
く
、
日
本
人
が
感
じ
る
普
遍
的
な
オ
ペ
ラ
~

と
い
う
時
代
に
入
っ
て
き
た
と
思
い
ま
す
。
~

ベ
ル
デ
ィ
や
プ
ッ
チ
ー
ニ
の
コ
ピ
ー
を
抜
け
~
鈴
木
外
国
の
芸
術
・
文
化
を
招
へ
い
し
た
り
国

n
□
〗
〗
〗
〗
[

例
え
ば
外
国
で
す
と
持
続
的
に
文
化
担
当
官

i

急
に
で
き
る
わ
け
で
も
な
い
。
予
算
が
う
ん
と

が
い
て
、
こ
ま
め
に
見
て
、
こ
の
人
に
補
助
し
~
付
け
ば
で
き
る
わ
け
で
も
な
い
け
ど
、
そ
れ
で

よ
う
と
か
、
こ
の
人
が
い
ま
困
っ
て
い
る
よ
う
~
も
も
う
ち
ょ
っ
と
文
化
行
政
を
強
め
て
ほ
し
い

だ
か
ら
、
パ
ト
ロ
ン
に
な
ろ
う
と
か
と
い
う
こ
~
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、
あ
ま
り
文
部
省
的
に
各

と
が
あ
る
。
日
本
の
場
合
は
、
例
え
ば
、
企
業
~
地
方
自
治
体
な
ん
か
平
均
化
し
て
、
同
じ
文
化

で
も
二
年
く
ら
い
で
ど
ん
ど
ん
代
わ
っ
て
い
く
。
~
行
政
を
や
ら
な
い
よ
う
に
し
て
い
た
だ
き
た
い

で
す
か
ら
、
情
報
収
集
が
全
部
デ
ス
ク
・
ワ
ー
~
と
も
思
い
ま
す
。

ク
に
な
っ
て
い
て
、
自
分
の
目
で
確
か
め
て
、
~
遠
山
文
化
行
政
と
し
て
推
進
す
べ
き
部
分
と
、

こ
れ
は
い
い
も
の
だ
、
こ
の
人
た
ち
は
こ
う
い
~
一
歩
控
え
て
、
個
性
の
あ
る
豊
か
な
芸
術
文
化

う
状
況
に
あ
る
と
か
と
い
う
蓄
積
が
な
い
。
い
~
活
動
を
お
助
け
す
る
と
い
う
部
分
が
あ
る
と
思

き
お
い
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
評
判
の
い
い
も
~
い
ま
す
が
、
後
者
の
部
分
が
非
常
に
大
き
い
。

の
と
か
地
域
振
興
や
広
告
に
役
立
つ
も
の
と
か
、
~
場
を
い
っ
ぱ
い
提
供
す
る
。
あ
る
い
は
内
外
で

い
ま
支
持
さ
れ
て
い
る
も
の
に
な
る
。
だ
け
ど
、
~
の
発
表
の
機
会
や
市
民
の
鑑
賞
の
機
会
を
増
や

い
ま
支
持
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
芸
術
で
は
も
~
す
た
め
、
い
ろ
い
ろ
援
助
を
す
る
と
か
の
形
で

う
過
去
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
自
力
で
や
れ
る
も
~
あ
る
べ
き
で
、
ど
う
あ
る
べ
き
だ
と
か
、
規
制

の
で
す
。
も
う
ひ
と
つ
前
の
段
階
を
、
い
つ
も
~
的
な
姿
勢
は
決
し
て
と
る
べ
き
で
は
な
い
。
そ

見
て
く
れ
る
文
化
担
当
官
の
養
成
を
、
企
業
と
~
こ
が
文
化
行
政
の
限
界
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

か
文
化
庁
の
よ
う
な
と
こ
ろ
で
持
続
し
て
や
っ

i

た
だ
、
文
化
財
の
保
護
も
含
め
文
化
振
興
の
た

て
い
た
だ
け
る
と
、
大
変
あ
り
が
た
い
。
~
め
に
い
ろ
い
ろ
援
助
を
す
る
と
か
、
基
本
的
な

芦
原
一

0
年
前
は
行
政
で
「
文
化
」
な
ん
て
い
~
条
件
整
備
が
今
日
の
日
本
は
極
め
て
不
十
分
だ

う
こ
と
ば
は
出
な
か
っ
た
で
す
ね
。
そ
れ
が
最
~
と
い
う
こ
と
は
重
々
私
ど
も
も
分
か
っ
て
お
り

近
は
文
化
な
ど
は
日
常
語
に
な
り
ま
し
た
が
、
~
ま
し
て
、
今
後
一
層
努
力
し
て
ま
い
り
ま
す
し
、

ま
だ
だ
い
ぶ
足
ら
な
い
。
だ
け
ど
文
化
と
い
う
~
先
生
方
の
ご
支
援
も
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

の
は
行
政
だ
け
じ
ゃ
な
く
て
、
国
民
と
い
う
か
、
~
本
日
は
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

わ
れ
わ
れ
一
人
ひ
と
り
が
担
っ
て
歩
き
出
さ
な
~
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ど
れ
ほ
ど
の

日
本
の
オ
ペ
ラ
の
発
達
は
、
明
治
政
府
の
音

楽
取
調
掛
（
現
・
東
京
芸
術
大
学
）
の
設
置
以

後
、
先
達
に
よ
っ
て
様
々
に
試
み
ら
れ
続
け
ら

れ
て
き
た
歴
史
を
前
史
と
し
て
、
一
九
四
五
年

以
後
を
本
史
と
み
て
よ
か
ろ
う
。
そ
れ
か
ら
僅

か
四

0
余
年
、
オ
ペ
ラ
制
作
の
基
礎
の
恒
久
的

ぜ
い

と
も
い
え
る
脆
弱
さ
の
上
に
立
ち
な
が
ら
も
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
の
交
流
の
密
な
る
に
つ
れ
て
日

本
の
オ
ペ
ラ
は
驚
く
ほ
ど
の
発
展
を
遂
げ
て
き

た
。
ま
た
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
取
扱
い
で
は
地

味
だ
が
、
オ
ペ
ラ
上
演
は
全
国
的
な
広
が
り
を

見
せ
て
い
る
。
日
常
的
な
オ
ペ
ラ
上
演
は
東
京

中
心
だ
か
、
各
都
市
の
オ
ペ
ラ
活
動
は
自
主
性

を
も
っ
て
活
発
に
展
開
し
て
い
る
。
組
織
を
作

り
継
続
的
に
活
動
し
て
い
る
都
市
は
全
国
で
二

0
都
市
近
く
に
な
っ
て
い
て
、
行
政
機
関
も
教

育
文
化
の
一
翼
と
し
て
協
力
し
て
い
る
と
こ
ろ

も
多
く
、
地
方
オ
ペ
ラ
は
今
、
地
域
の
文
化
の

シ
ン
ボ
ル
と
な
っ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。

戦
後
の
日
本
の
オ
ペ
ラ
の
特
徴
は
、
ほ
と
ん

ど
声
楽
家
た
ち
の
思
い
の
濃
さ
に
よ
っ
て
培
養

さ
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
声
楽

家
の
要
望
に
よ
っ
て
か
一
九
六
三
年
東
京
芸
術

大
学
の
大
学
院
に
オ
ペ
ラ
の
コ
ー
ス
が
設
置
さ • 

．
 

．
 

＂
今
、
H

本
の
オ
ペ
ラ
は
—
I
"

．
 

．
 

．
 

i

へ，．．．．．，．．‘

．
 

ヽ

9
.
、

9
し
｀

9

．．．． 

‘‘‘・

9

.

 

．
 

．

．

 

．
．
日
本
の
現
代
芸
術
の
ほ
と
ん
ど
は
、
ヨ
ー
ロ
・

•• 

．
 

ッ
パ
文
化
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
。
中
で
も
・

．
 
．
 
．
 

．
 

•
音
楽
は
全
般
的
に
影
響
を
う
け
発
展
し
て
き
て
・

．
 

．

．

 

．
 

•
い
る
。
結
果
、
現
在
の
日
本
の
音
楽
は
そ
の
表
・

．
 

．

．

 

．
 

・
現
の
た
め
の
技
術
の
習
得
、
そ
の
実
践
に
お
い
•

．
 

．

．

 

．

．

 

＂
て
彼
の
人
々
に
比
肩
す
る
ま
で
の
力
を
つ
け
た
。
・

．
 

．

．

 

令ヽ
t

．
 
．
 

・
今
、
器
楽
に
声
楽
に
舞
踊
に
指
揮
に
日
本
人
ヵ

．
 
．

．

 

・
不
参
加
の
コ
ン
ペ
テ
ィ
シ
ョ
ン
は
な
い
と
い
っ
・

．

．

 

．
 

•
て
よ
い
ほ
ど
で
あ
る
し
、
そ
れ
を
越
え
て
ヨ
ー
"

．

．

 

＂
ロ
ッ
パ
の
現
場
で
は
、
驚
く
ほ
ど
の
数
の
日
本
＂

．

．

 

．

．

 

．
 

・
人
の
演
奏
家
が
仕
事
の
場
を
持
っ
て
い
る
。
ま
・

．
 
．

．

 

．
 

＂
た
、
音
楽
大
学
へ
の
留
学
生
は
圧
倒
的
な
人
数
・

．
 

＂

と

な

っ

て

い

る

。

・

．

．

 

．

．

 

．
 

ー

・
願
み
る
と
一
九
四
五
年
以
後
、

，
 

w
.
-
~
-
l
l
o
-

―
―
―
_
―
-
＿
―
-
―
＿
二
三
―
一
ニ
―

-
g

祖

．

．

 

．

．

 

．

．

 

．

．

 

．

．

 

．

．

 

．

．

 

．

．

 

•• 
．

．

 

．

．

 

．

．

 

．

．

 

．

．

 

．

．

 

．

．

 

．

．

 

．

．

 

．

．

 
．

．

 

．

．

 

．

．

 

．

．

 

．

．

 

．

．

 

．

．

 

．

．

 

．

．

 

．

．

 

．

．

 

．

．

 

．

．

 

．

．

 

．

．

 

．

．

 

．

．

 

．

．

 

．

．

 

．

．

 

．

．

 

．

．

 

．

．

 

．

．

 

．

．

 

．

．

 

．

．

 

．

．

 
．

．

 

．

．

 

．

．

 

•• 
．

．

 

．

．

 

．

．

 

．

．

 

．

．

 

．

．

 

．

．

 

．

．

 

．

．

 

．

．

 

．

．

 

．

．

 

．

．

 

．

．

 

．

．

 

．

．

 

•• 
．

．

 

．

．

 

．

．

 

．

．

 

．

．

 

．

．

 

．

．

 

．

．

 

．

．

 
．

．

 

＂
と
い
う
事
実
を
示
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。

．
 

”
こ
の
傾
向
は
観
客
の
要
望
も
あ
っ
て
好
む
と
好

．
 

．
 

•
ま
ざ
る
に
か
か
わ
ら
ず
ま
す
ま
す
多
く
な
っ
て

．
 

＂
い
く
こ
と
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
そ
の
舞
台
裏
に

．
 

~
は
彼
の
地
の
人
々
と
あ
ま
り
に
も
異
な
る
日
本

＂
社
会
の
特
殊
性
、
い
う
と
こ
ろ
の
日
本
的
”
甘

．
 

え
の
構
造
II

に
よ
る
感
情
の
行
き
違
い
が
散
見

．
 

• 
．
 

さ

．
し
て
い
る
。
こ
の
ひ
ず
み
は
今
の
と
こ
ろ
些
細

．
 
．
 

"
だ
が
、
先
行
し
て
い
る
実
業
社
会
に
起
こ
っ
て

．
 

て
つ

•
い
る
問
題
を
み
る
と
、
早
晩
、
同
じ
轍
を
踏
む

．
 

．
 

の
で
は
な
い
か
と
危
ぶ
ま
れ
る
。
時
に
芸
術
の

．
 
．
 
．
 

”
世
界
は
人
間
の
肌
と
肌
と
の
ふ
れ
合
い
の
強
い

．
 
．
 

＂
付
き
合
い
が
要
求
さ
れ
る
だ
け
に
、
一
た
ん
問

い
や

．
題
が
お
き
る
と
そ
の
傷
が
癒
し
難
い
も
の
と
も

．
 

．
 

＂
な
る
だ
ろ
う
。
自
戒
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い

．
 

こ
と
だ
。

．
 
．
 

―
―
―
―
-
0
-
―
-
＇
←
；
~
；
，

rう
9
:
‘
;

し

．
 

＂
誕
生
で
あ
る
。
い
ろ
い
ろ
な
意
味
で
大
い
に
注

．
 

＂
目
を
さ
れ
て
よ
い
と
思
う
。

"
オ
ペ
ラ
関
係
者
が
期
待
し
て
い
る
現
代
舞
台

．
 

"
芸
術
の
た
め
の
国
立
劇
場
に
つ
い
て
は
そ
の
設

．
 

＂
置
の
た
め
の
国
立
劇
場
法
の
改
正
も
成
立
し
た

"
が
、
一
日
も
早
い
開
場
が
待
た
れ
る
。
一
九
七

．
 

＂
六
年
俗
に
い
う
”
二
国
“
の
設
置
が
急
速
に
進

．
 

"
行
し
た
折
、
文
化
庁
は
民
間
委
託
で
オ
ペ
ラ
歌

．
 

＂
手
養
成
の
機
関
と
し
て
”
オ
ペ
ラ
研
修
所
“
を

．
 

"
設
置
し
た
。
一
年
お
き
公
募
、
二
年
の
研
修
で

．
 

＂
定
員
一

0
名
ま
で
の
大
学
院
卒
業
程
度
の
声
楽

．
 

＂
技
能
を
有
す
る
者
、
が
入
所
資
格
を
有
す
る
。

• 
"
こ
の
養
成
機
関
は
国
立
劇
場
の
伝
統
芸
能
養
成

．
 

れ
た
。
以
後
、
オ
ペ
ラ
の
社
会
的
発
展
に
伴
っ
”
機
関
に
準
ず
る
も
の
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
こ

．
 

て
、
各
音
楽
大
学
は
オ
ペ
ラ
科
ま
た
は
そ
れ
に
＂
の
“
オ
ペ
ラ
研
修
所
“
も
既
に
一

0
年
余
を
経

．
 

準
ず
る
課
程
を
組
む
よ
う
に
な
っ
た
。
各
大
学
＂
過
し
た
。
昨
今
オ
ペ
ラ
で
活
躍
し
て
い
る
中
堅

．
 

の
学
外
オ
ペ
ラ
公
演
は
そ
の
大
学
の
年
間
の
重
"
新
人
に
は
こ
の
研
修
所
の
出
身
者
が
多

v見
ら

．
 

要
な
行
事
の
ひ
と
つ
と
も
な
っ
て
お
り
、
そ
の
＂
れ
る
。

．
 

傾
向
は
強
く
な
っ
て
い
る
。
こ
の
四
月
大
阪
音
＂

．
 

楽
大
学
は
新
設
の
ホ
ー
ル
を
”
ザ
・
カ
レ
ッ
ヂ
．
＂

．
 

オ
ペ
ラ
ハ
ウ
ス
“
と
名
づ
け
て
竣
工
さ
せ
た
。
"

．
 

オ
ペ
ラ
を
上
演
す
る
た
め
の
専
門
の
建
物
で
あ
"

．
 

る
。
そ
の
仕
上
り
は
見
事
で
、
さ
な
が
ら
ヨ

l

"

．
 

ロ
ッ
パ
の
す
ぐ
れ
た
歌
劇
場
を
思
わ
せ
る
、
と
＂

．
 

評
価
は
高
い
。
一
音
楽
大
学
の
建
物
と
は
い
え
、
＂

．
 

日
本
で
機
能
の
上
で
始
め
て
の
オ
ペ
ラ
劇
場
の
＂

プロフィール
くりやま・まさよし 大正15年 l

月生。東京都出身。 1947年舞台芸

術アカデミー卒。 1954年以後オペ

ラ、演劇の演出に当たる。国立音

楽大学客員教授、東京芸術大学非

常勤講師。芸術選奨文部大臣賞、紫授褒章等受章．

H
本
の
オ
ペ
ラ
ヘ
の
ア
。
フ
ロ
ー
チ

量
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
化
が
私
ど
も
の
眼
前
で

展
開
さ
れ
て
き
た
こ
と
か
。
日
本
の
現
代
芸
術

の
世
界
は
、
実
業
社
会
と
違
っ
て
超
々
輸
入
超

過
が
続
い
て
い
る
。
特
に
昨
今
は
そ
の
現
象
が

い
と
ま

激
し
い
。
枚
挙
に
暇
が
な
い
と
い
っ
て
よ
い
。

そ
の
現
象
の
中
で
最
近
目
立
っ
て
き
て
い
る
の

は
、
日
本
人
の
仕
事
に
彼
の
地
の
す
ぐ
れ
た
芸

術
家
の
参
加
を
求
め
、
総
合
的
に
そ
の
公
演
の

効
果
を
あ
げ
よ
う
と
す
る
作
業
で
あ
る
。
オ
ペ

ラ
、
バ
レ
エ
の
上
演
に
世
界
の
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス

の
声
楽
家
・
舞
踊
家
を
日
本
の
表
現
家
と
同
一

舞
台
に
加
え
た
こ
の
公
演
方
法
は
、
舞
台
の
魅

力
を
よ
り
豊
か
に
し
、
そ
れ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

舞
台
の
平
均
を
上
回
る
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
を
も
醸

し
出
し
て
い
る
。
そ
の
理
由
の
多
く
は
日
本
人

の
表
現
家
の
技
術
が
飛
躍
的
に
高
ま
っ
て
い
る

i

←
'
;
-
C
,
~．
;
~
”
~
ぇ
“
$
'
｀
`
g
`
9
,

＇
’
~
~
―
―
:
'
’
ー
，
＇

冒
酎

ま
た
、
一
九
六
七
年
文
化
庁
が
始
め
た
芸
術

家
海
外
研
修
制
度
も
二

0
余
年
の
経
過
の
中
で
、

指
揮
者
、
演
出
者
、
装
置
、
照
明
、
衣
装
、
か

つ
ら
、
舞
台
監
督
、
そ
し
て
声
楽
家
と
オ
ペ
ラ

の
ス
タ
ッ
フ
、
キ
ャ
ス
ト
の
育
成
に
成
果
を
あ

げ
て
き
て
い
る
。
研
修
制
度
で
研
修
し
た
人
々

の
ほ
と
ん
ど
が
、
い
ま
日
本
の
舞
台
芸
術
の
一

線
で
活
動
を
し
て
い
る
。

·•.’•..............................................................................)................................................ 
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こ
の
よ
う
な
育
成
機
関
を
通
し
て
、
オ
ペ
ラ

は
様
々
な
分
野
で
秀
れ
た
人
材
を
確
保
で
き
る

よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。

現
在
の
日
本
の
オ
ペ
ラ
の
上
演
回
数
は
欧
米

に
比
す
る
と
比
べ
る
こ
と
の
で
き
ぬ
く
ら
い
少

な
い
（
そ
の
主
な
理
由
は
制
作
経
費
と
興
行
収
入

の
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
、
上
演
場
所
の
確
保
の
困
難

と
設
備
の
不
備
に
よ
る
）
。
し
か
し
そ
の
演
目

は
、
古
典
か
ら
現
代
そ
し
て
新
作
と
、
識
者
が

ぁ

知
れ
ば
唖
然
と
す
る
ほ
ど
の
多
彩
さ
で
あ
る
。

お
う

ま
た
作
曲
者
の
創
作
意
欲
も
旺
盛
だ
が
、
前
述

の
よ
う
に
制
作
状
態
が
脆
弱
な
た
め
に
そ
の
活

動
を
十
分
な
も
の
と
し
て
い
な
い
。
だ
が
こ
の

二

0
年
間
近
く
な
る
創
作
オ
ペ
ラ
を
上
演
目
的

と
す
る
オ
ペ
ラ
団
体
の
努
力
の
積
み
重
ね
で
、

日
本
人
の
オ
ペ
ラ
は
よ
う
や
く
人
々
の
注
目
を

集
め
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
そ
の
素
材
も
東

西
の
古
典
現
代
文
学
、
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
社
会

問
題
等
ま
こ
と
に
幅
広
く
、
ま
た
作
曲
技
法
も

多
岐
に
わ
た
っ
て
い
て
、
世
界
の
歌
劇
湯
に
出

し
て
も
レ
パ
ー
ト
リ
ー
と
な
り
得
る
作
品
も
数

つ
く

多
く
創
ら
れ
て
い
る
。
中
に
は
彼
の
国
の
人
の

企
画
に
よ
り
、
近
松
門
左
衛
門
戯
曲
を
骨
子
に

オ
ペ
ラ
に
と
っ
て
言
葉
は
生
命
で
あ
る
。
こ

ド

イ

ツ

イ

タ

リ

ア

れ
か
ら
の
音
楽
家
は
英
語
で
独
逸
語
で
伊
太
利

語
で
作
曲
を
可
能
に
し
、
歌
う
こ
と
も
自
在
と

な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
母
国
語
を
見
失
っ
て

し
ま
っ
て
、
は
た
し
て
芸
術
は
存
在
し
得
る
か

ー
怖
れ
を
感
じ
る
。
現
象
と
し
て
の
国
際
化

に
流
さ
れ
な
い
で
欲
し
い
も
の
と
老
婆
心
が
働

。
＜
 

今
、
日
本
の
オ
ペ
ラ
は

1
>
>

オ
ペ
ラ
は
音
楽
表
象
と
演
劇
表
象
が
両
立
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
。
だ
が
一
口
に
音

楽
、
演
劇
と
い
っ
て
も
内
実
は
分
析
し
つ
く
せ

な
い
ほ
ど
多
岐
な
要
素
を
含
ん
で
い
る
。
そ
れ

ら
の
複
合
の
上
に
オ
ペ
ラ
は
あ
る
の
だ
。
そ
し

て
オ
ペ
ラ
は
劇
場
と
い
う
非
日
常
的
空
間
と
時

間
の
中
に
そ
の
生
命
を
ほ
と
ば
さ
せ
る
。
劇
場

と
い
う
器
は
舞
台
芸
術
に
と
っ
て
ま
こ
と
に
大

今、

H
本
の
オ
ペ
ラ
は

1111

...............................................................................,........................................................................... 
英
語
で
台
本
が
作
ら
れ
、
日
本
人
が
作
曲
し
‘
"

彼
の
国
の
人
々
の
手
に
よ
っ
て
彼
の
地
に
お
い
"

．
 
．
 

て
初
演
さ
れ
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
の
形
態
で
日
・

．
 
．
 

本
で
上
演
さ
れ
る
と
い
う
ケ
ー
ス
も
生
ま
れ
た
。
・

．
 

こ
れ
こ
そ
流
行
の
国
際
交
流
の
典
型
と
も
い
え
"

．
 
．
 

る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
舞
台
に
表
さ
れ
た
彼

．
 
．
 

の
国
の
人
々
の
日
本
の
伝
統
芸
能
に
対
す
る
関
＂

．
 
．
 

そ
し
ゃ
'

心
の
深
さ
、
そ
の
咀
咽
力
の
見
事
さ
は
、
我
々
・

．
 
．
 

日
本
人
を
し
て
あ
ら
た
め
て
自
国
の
過
去
の
芸
・

．
 

術
へ
の
認
識
を
自
覚
さ
せ
る
も
の
が
あ
っ
た
。
"

．
 
．
 
．
 
．
 
．
 

＞
 

I
¥
 

今
、
日
本
の
オ
ペ
ラ
は
ー

．
 
．
 

現
象
と
し
て
日
本
の
オ
ペ
ラ
上
演
は
急
速
に
~．
 
．
 

原
語
上
演
の
方
向
に
進
み
つ
つ
あ
る
。
オ
ペ
ラ
｀

の
言
葉
は
音
楽
そ
の
も
の
で
あ
り
、
聴
い
て
美
・

．
 
．
 

し
く
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
音
楽
本
然
の
美
を
・

．
 
．
 

．
 

殺
し
て
ま
で
作
品
の
理
解
の
た
め
の
翻
訳
語
で
・

．
 

あ
る
必
要
は
な
い
と
い
う
の
が
そ
の
要
因
と
な
＇

．
 

っ
て
い
る
。
音
楽
大
学
で
の
教
育
課
程
で
も
台
"

．
 

詞
を
含
め
て
言
語
実
習
が
多
く
な
っ
て
い
る
。
｀

言
語
で
学
習
を
し
て
お
け
ば
世
界
に
出
て
も
ハ
＂

．
 
．
 

ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ
プ
が
な
い
。
事
実
こ
の
事
が
有
．

効
に
働
い
て
い
る
例
も
生
ま
れ
て
い
る
。
＂• 

原
語
か
訳
詞
か
の
議
論
は
オ
ペ
ラ
上
演
の
歴
"

．
 

史
に
常
に
つ
き
ま
と
っ
て
い
る
問
題
で
あ
る
。
＂

．
 

切
な
機
能
を
有
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
＂

．
 

器
は
そ
の
内
容
と
合
致
し
て
本
来
の
効
果
を
発
＂

．
 

揮
す
る
。
周
知
の
と
お
り
歌
舞
伎
劇
は
歌
舞
伎

．
 
．
 
．
 

劇
場
に
お
い
て
こ
そ
真
の
歌
舞
伎
の
魅
力
を
発
"

．
 
．
 
．
 

揮
す
る
。
能
楽
し
か
り
、
オ
ペ
ラ
も
し
か
り
な

．
 
．
 
．
 

の
で
あ
る
。

．
 

現
代
芸
能
は
様
々
な
空
間
を
発
見
し
、
創
っ
"

．
 
．
 
．
 

て
そ
の
存
在
を
示
し
て
い
る
が
、
オ
ペ
ラ
は
既

．
 

に
オ
ペ
ラ
の
空
間
を
発
見
し
、
創
り
、
そ
れ
を
必
＂

．
 

然
の
も
の
と
し
て
発
展
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
•

．
 

い
ま
、
日
本
の
オ
ペ
ラ
・
プ
ー
ム
と
い
う
ジ
ャ
"

．
 

ー
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
現
象
は
、
オ
ペ
ラ
空
間
・

．
 
．
 

．
 

な
く
し
て
お
こ
っ
て
い
る
異
状
な
現
象
な
の
で
・

．
 

あ
る
。
こ
の
事
実
は
オ
ペ
ラ
関
係
者
の
み
で
な
"

．
 

く
社
会
的
に
正
し
く
認
識
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
"

劇
場
に
つ
い
て
は
、
鶏
が
先
か
卵
が
先
か
の
議

．
 ．
 
．
 

論
の
段
階
は
過
ぎ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
今
の
日
"

本
の
オ
ペ
ラ
は
オ
ペ
ラ
の
正
確
な
意
味
で
の
効
・

．
 
．
 

果
が
あ
げ
ら
れ
る
器
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
器
"

あ
っ
て
こ
そ
す
べ
て
の
人
々
に
オ
ペ
ラ
が
オ
ペ
"

．
 
．
 

ラ
で
あ
る
こ
と
の
真
実
を
理
解
し
て
も
ら
え
る
”

の
で
あ
る
。
そ
れ
は
こ
れ
か
ら
の
日
本
の
文
化
"

．
 
．
 

に

ま

こ

と

に

必

要

な

も

の

で

あ

る

。

・

．
 
．
 

．
 

昨
年
度
か
ら
継
続
的
な
も
の
と
し
て
始
ま
っ
・

．
 

．
 

た
、
文
化
庁
肝
い
り
の
、
日
本
の
オ
ペ
ラ
作
品
・

．
 

海
外
公
演
は
彼
の
地
の
人
々
の
強
い
共
感
を
も
＂

国
際
的
に
名
の
通
っ
て
い
る
歌
劇
場
は
別
と
し

て
、
母
国
語
上
演
か
原
語
上
演
か
は
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
歌
劇
場
に
お
い
て
も
論
が
盛
ん
で
あ
る
。

日
本
で
は
日
本
語
と
他
国
語
と
の
発
音
構
造
の

質
の
差
が
大
き
い
た
め
に
、
声
楽
家
の
発
声
技

術
の
上
か
ら
考
え
て
も
特
に
重
大
な
問
題
を
は

ら
ん
で
い
る
。
音
楽
美
に
し
ぽ
っ
て
み
れ
ば
、

現
今
の
国
際
化
の
潮
流
の
中
で
は
そ
の
流
れ
に

の
っ
て
、
た
め
ら
い
も
な
く
原
語
表
現
を
よ
し

と
す
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
そ
の
流
れ
に

抗
す
べ
く
も
な
い
が
、
こ
の
問
題
は
今
後
の
日

本
の
民
族
文
化
の
発
展
に
様
々
な
疑
点
を
残
し

て
い
く
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
現
に

若
い
作
曲
家
た
ち
も
声
楽
家
た
ち
も
、
伝
統
を

と
お
し
て
の
母
国
語
に
対
し
て
、
そ
の
感
性
知

性
が
希
薄
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
折
り
に
ふ
れ

て
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
あ
れ
ほ

ど
豊
か
で
あ
っ
た
日
本
歌
曲
の
創
作
が
近
ご
ろ

と
み
に
少
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
こ
と
に
十
分

注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
詩
と
音
は
歌
の
作
曲

に
と
っ
て
切
っ
て
も
切
れ
な
い
関
係
に
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
状
態
で
は
早
晩
オ
ペ
ラ
の
創
作
に

も
影
響
が
出
て
く
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
詩
歌
へ

の
関
心
の
衰
微
は
オ
ペ
ラ
の
魅
力
の
衰
微
に
も

つ
な
が
る
と
い
っ
て
よ
い
。

っ
て
受
け
入
れ
ら
れ
た
。
オ
ペ
ラ
は
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
に
始
ま
り
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
成
立
し
た

舞
台
芸
術
で
あ
る
。
彼
の
地
の
表
現
手
段
を
使

っ
た
オ
ペ
ラ
が
彼
の
地
の
人
々
の
卒
直
な
反
応

を
呼
ば
ぬ
は
ず
は
な
い
。
そ
し
て
そ
の
素
材
は

根
強
い
伝
統
に
育
ま
れ
た
現
代
日
本
の
反
映
で

あ
る
。
こ
れ
か
ら
の
日
本
の
劇
場
文
化
は
、
オ

ペ
ラ
を
通
し
て
世
界
に
広
が
っ
て
い
く
こ
と
で

あ
ろ
う
。
日
本
の
オ
ペ
ラ
は
構
造
上
あ
ま
り
に

も
貧
困
な
部
分
を
持
っ
て
い
る
が
、
あ
る
部
分

は
優
れ
て
も
い
る
。
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
な
の
で
あ

る
。
近
年
韓
国
、
台
湾
は
本
格
の
オ
ペ
ラ
劇
場

を
持
ち
、
オ
ペ
ラ
ヘ
の
関
心
が
高
ま
り
つ
つ
あ

る
。
日
本
の
オ
ペ
ラ
界
は
彼
の
人
々
に
交
流
を

求
め
ら
れ
、
既
に
現
場
で
は
仕
事
を
供
に
し
て

い
る
。
東
洋
の
オ
ペ
ラ
先
進
国
で
あ
る
日
本
へ

の
彼
の
人
々
の
望
み
は
様
々
に
大
き
い
。
音
楽

留
学
生
の
問
題
も
あ
る
。

オ
ペ
ラ
は
ニ
ー
世
紀
に
向
っ
て
全
世
界
的
な

共
通
認
識
に
立
つ
舞
台
芸
術
と
な
っ
て
い
く
で

あ
ろ
う
。
そ
し
て
オ
ペ
ラ
は
一
九
世
紀
を
基
盤

と
す
る
芸
術
か
ら
ニ
―
世
紀
を
指
向
す
る
芸
術

と
な
る
要
素
を
は
ら
ん
で
い
る
。
日
本
の
オ
ペ

ラ
は
国
際
的
に
も
重
要
な
ボ
ジ
シ
ョ
ン
を
受
け

持
た
ね
ば
な
ら
ぬ
状
況
に
あ
る
。
大
方
の
関
心

を
日
本
の
オ
ペ
ラ
に
向
け
て
い
た
だ
き
た
い
。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・.,，.．．......．．．.....．..．......．．．...．........．．.．.．．.．.....．....．..．.．..．.．．. 
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今
年
の
五
月
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
プ
ル
ッ
ク
リ
ン

に
あ
る

B
.
A
.
M
で
公
演
さ
れ
る
予
定
だ
っ
た
ぽ

く
た
ち
の
「
マ
ク
ベ
ス
」
が
突
然
公
演
中
止
と
な
っ

た
。
そ
の
原
因
は
、
ス
ポ
ン
サ
ー
に
な
っ
て
く
れ
る

予
定
で
あ
っ
た
あ
る
電
気
メ
ー
カ
ー
の
宣
伝
部
長
の
、

「
投
資
効
率
が
悪
い
」
と
い
う
一
言
に
よ
っ
て
、
ぽ

く
ら
の
公
演
か
ら
手
を
ひ
か
れ
た
た
め
に
、
も
う
あ

ら
た
に
ス
ポ
ン
サ
ー
を
探
す
時
間
も
な
く
、
ニ
ュ
ー

ヨ
ー
ク
側
に
も
、
ぽ
く
の
ス
タ
ッ
フ
や
、
キ
ャ
ス
ト

に
も
迷
惑
を
か
け
た
が
、
中
止
に
せ
ざ
る
を
え
な
か

っ
た
。一

九
八
三
年
、
ロ
ー
マ
か
ら
は
じ
ま
っ
た
ぽ
く
ら

の
海
外
公
演
は
、
一
九
八
九
年
つ
ま
り
今
年
ま
で
毎

年
続
け
ら
れ
て
き
た
。
海
外
で
公
演
を
続
け
ら
れ
る

と
い
う
こ
と
は
、
芸
術
的
成
果
の
普
遍
性
な
し
に
は

考
え
ら
れ
な
い
。
ぽ
く
ら
は
ギ
リ
シ
ャ
で
「
ギ
リ
シ

ャ
悲
劇
」
を
、
イ
ギ
リ
ス
で
「
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の

作
品
」
を
と
い
う
よ
う
に
、
危
険
な
仕
事
を
し
て
き

た
。
そ
れ
は
ま
る
で
、
ト
ー
ナ
メ
ン
ト
の
試
合
を
勝

ち
抜
く
の
に
も
似
て
、
成
果
を
評
価
さ
れ
る
た
び
に

公
演
日
数
、
公
演
回
数
が
増
え
て
ゆ
く
の
だ
。
こ
の

こ
と
を
ぽ
く
ら
は
誇
ら
し
く
思
っ
て
い
る
。

し
か
し
問
題
は
い
つ
も
、
金
な
の
だ
。
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
国
ど
う
し
の
交
流
の
よ
う
に
、
距
離
が
近
く
な

にながわ・ゆきお 昭和10年生。埼玉県出身。

開成高校卒。卒業後劇団「青俳」に入る。「現

代人劇場」 r桜杜」を経てフリー。 r王女メデ

ィア」「近松心中物語」「NINAGAWA・マクペス」

など話題作を演出。 NINAGAWA• STUDIOを主

宰。

あ
ら
ゆ
る
文
化
は
伝
統
を
背
負
っ
て
い
る
。
そ
し

て
、
あ
ら
ゆ
る
文
化
か
ら
抽
出
さ
れ
る
上
澄
み
液
で

あ
る
芸
術
も
ま
た
伝
統
を
背
負
う
こ
と
は
い
う
ま
で

も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
、
芸
術
の
場
合
、
他
の

広
い
意
味
で
の
文
化
と
異
な
る
点
は
、
伝
統
と
い
う

縦
の
線
と
、
そ
の
時
そ
の
時
の
現
代
（
細
か
く
考
え

て
現
在
と
い
っ
て
も
、
更
に
細
か
く
考
え
て
瞬
間
と

い
っ
て
も
よ
い
）
が
区
切
る
横
の
線
の
ク
ロ
ス
す
る

点
、
そ
の
点
上
に
正
し
く
立
つ
こ
と
が
、
古
来
優
れ

た
芸
術
作
品
、
並
び
に
芸
術
表
現
の
条
件
に
な
っ
て

い
た
こ
と
で
あ
る
。

伝
統
と
い
う
継
起
的
な
線
と
、
現
代
と
い
う
同
時

的
な
線
の
交
差
点
上
に
、
ど
う
い
う
姿
勢
で
立
つ
か

が
、
芸
術
家
に
と
っ
て
基
本
で
あ
っ
て
、
そ
の
姿
勢え

き

は
千
差
万
別
、
過
去
か
ら
現
在
に
至
っ
た
線
を
演
繹

し
た
前
方
を
向
い
て
立
つ
姿
勢
、
世
界
の
同
時
性
の

み
を
意
識
し
て
左
右
を
見
て
立
つ
姿
勢
、
や
や
後
ろ

ば
か
り
を
見
て
立
つ
姿
勢
、
さ
ま
ざ
ま
な
と
こ
ろ
が

芸
術
の
面
白
さ
で
あ
っ
て
、
ど
う
い
う
立
ち
方
が
正

し
い
の
か
の
問
題
は
、
一
人
ひ
と
り
の
芸
術
家
に
付

託
さ
れ
た
“
在
り
方
＂
の
問
題
で
あ
る
。
人
は
そ
の

み

”
在
り
方
“
を
読
み
、
観
、
聴
く
こ
と
に
よ
っ
て
鑑

賞
す
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
従
来
行
わ
れ
て
き
た
芸
術
、
文
化
の
国
際

的
交
流
を
考
え
る
と
、
い
か
に
我
が
国
が
民
族
的
な

遺
産
で
あ
る
伝
統
文
化
の
紹
介
に
力
を
注
い
で
き
た

か
が
分
か
る
。
パ
ー
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
分
野
で
考
え

る
と
、
雅
楽
・
舞
楽
、
能
・
狂
言
、
歌
舞
伎
、
文
楽
、

日
舞
、
邦
楽
全
般
ー
ー
｀
。
我
が
国
の
場
合
、
こ
う
し

た
伝
統
芸
能
の
豊
富
さ
が
幸
い
し
て
、
従
来
そ
の
海

い
。
ぽ
く
ら
は
二

0
時
間
近
く
飛
行
機
に
乗
り
、
大

道
具
は
一
か
月
近
い
時
間
を
か
け
て
船
で
運
ば
れ
て

ゆ
く
。
ぼ
く
ら
は
や
は
り
ア
ジ
ア
の
果
て
の
国
な
の

だ
。
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
の
役
割
は
外
国
と
の
交
渉
の

ほ
か
に
、
金
を
集
め
る
こ
と
に
最
大
の
精
力
を
使
い

果
た
さ
れ
る
。
「
投
資
効
率
」
と
い
う
言
葉
は
、
日
本
の

企
業
の
あ
る
側
面
を
見
事
に
表
現
し
て
い
る
。
現
在

だ
け
を
考
え
る
な
ら
、
三
流
の
「
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
」

を
輸
入
し
て
冠
を
つ
け
た
り
、
イ
ヴ
ェ
ン
ト
の
ス
ポ

ン
サ
ー
に
な
る
こ
と
で
こ
と
は
た
り
る
。
し
か
し
、

創
造
に
た
い
す
る
無
関
心
は
、
広
い
意
味
で
民
衆
に

対
す
る
侮
蔑
だ
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
日
本

の
観
客
に
支
持
さ
れ
、
外
国
の
観
客
に
支
持
さ
れ
た

わ
れ
わ
れ
の
創
造
的
作
品
に
こ
そ
、
文
化
の
提
供
者

外
へ
の
紹
介
に
主
力
が
注
が
れ
た
こ
と
は
当
然
だ
っ

た
が
、
そ
う
し
た
ヶ
歴
史
的
文
物
”
の
紹
介
の
意
義

と
は
別
に
、
や
は
り
、
現
代
と
い
う
世
界
を
横
に
切

だ

る
視
線
を
も
満
足
さ
せ
得
る
演
し
物
の
選
定
が
そ
こ

に
加
え
ら
れ
な
い
と
、
「
日
本
は
古
い
物
ば
か
り
を
出

し
て
く
る
」
と
い
う
意
見
が
受
け
入
れ
側
か
ら
起
こ

っ
て
く
る
の
も
当
然
で
あ
る
。
海
外
諸
国
か
ら
日
本

に
注
が
れ
て
い
る
視
線
は
、
日
本
の
古
代
、
封
建
時

代
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
ハ
イ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
国
、

近
代
化
を
ア
ジ
ア
の
中
で
一
番
に
成
し
遂
げ
た
国
と

し
て
の
姿
に
対
し
て
で
あ
る
。

伝
統
芸
能
の
紹
介
だ
け
に
な
ら
ぬ
よ
う
、
”
現
代
“

の
横
線
が
伝
統
と
ク
ロ
ス
し
て
何
を
生
ん
で
い
る
か
、

日
本
の
現
代
の
姿
を
象
徴
す
る
パ
ー
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
・

ア
ー
ト
を
国
際
場
裡
に
出
し
て
い
く
こ
と
を
忘
れ
な

い
よ
う
に
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

始
め
に
記
し
た
よ
う
に
、
伝
統
の
縦
線
と
、
現
代

の
横
線
の
両
方
を
大
切
に
考
え
る
こ
と
が
、
と
り
も

芦
の

な
お
さ
ず
文
化
交
流
に
必
須
の
要
で
あ
る
こ
と
を
真

剣
に
提
言
し
た
い
。

と
文
化
の
受
け
手
の
理
想
的
関
係
が
あ
る
の
だ
、
と

考
え
て
欲
し
い
と
思
う
。

皮
肉
を
こ
め
て
い
え
ば
、
日
本
の
さ
ま
ざ
ま
な
製

品
の
輸
出
に
日
本
政
府
の
指
導
な
い
し
は
サ
ジ
ェ
ッ

シ
ョ
ン
が
あ
る
よ
う
に
、
文
化
の
輸
出
に
も
ど
う
か

指
導
な
い
し
サ
ジ
ェ
ッ
シ
ョ
ン
を
し
て
い
た
だ
き
た

い
も
の
だ
、
と
ぽ
く
は
痛
切
に
思
っ
て
い
る
。

一
九
九
三
年
ま
で
、
ぼ
く
の
仕
事
は
外
国
で
の
ス

ケ
ジ
ュ
ー
ル
で
う
ま
っ
て
い
る
。
し
か
し
ぽ
く
は
、

金
の
こ
と
を
考
え
る
と
絶
望
的
な
気
分
に
な
る
。
も

ち
ろ
ん
、
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
も
同
じ
に
ち
が
い
な
い
。

文
化
の
創
造
と
輸
出
に
つ
い
て
の
息
い

捲
川
幸
雄

ゃ

だん・いくま 大正13年生。東京都出身。東

京音楽学校（現東京芸術大学）作曲科卒業。

以後、作曲並びに自作の演奏に従事。民族音
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多数。「バイプのけむり」、 r旅にしあれば」等
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Q
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化
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流
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磨

国
芸
術
活
動
の
国
際
化
と
文
化
交
流
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「
国
際
化
時
代
」
を
芸
術
・
文
化
に
つ
い
て
琴
躙
ず
る

と
き
、
一
―
つ
の
視
点
か
ら
ご
几
を
見
、
そ
の
交
差
す

る
と
こ
ろ
に
「
展
望
」
を
探
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

―
つ
似
経
済
的
な
祝
点
、
＾
つ
似
営
み
と
呼
解
の

侃
点
で
あ
る
。

[

i

 

パ

一
経
済
的
な
視
点

④》⑥
 

経
済
と
い
う
と
ぎ
、
そ
れ
か
根
瓜
的
に
思
想
の
表

呪
で
あ
る
こ
と
を
ふ
ま
え
た
い
。

途
卜
国
へ
の
経
済
的
寄
与
に
し
て
も
、
そ
れ
は
援

ヵ

累
金
額
の
多
凝
や
、
外
交
上
の
措
置
の
関
題
で
あ
る

即
に
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
観
想
の
上
に
立
っ
た
日
本
の

犀
志
・
透
択
で
あ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
グ
ロ
ー
バ
ル

｛

ル

等

J

蔵
想
と
は
、
基
本
的
に
用
互
‘
下
義
の
立
場
に
立
つ

信

・

桐

崇

力

と

謙

揺

さ

を

持

つ

こ

と

を

含

ん

で

い

一

麟

た

ば

畠

i

都
、
ノ
音

j

？

嵐

わ

れ

る

。

い

か

に

政

治

的

・

外

交

的

観

点

か

京

コ

日

ム

束
楽
百
工
。

つ

、

い

わ

ば

“

取

り

引

き

“

と

し

て

お

こ

な

わ

れ

る

生

直

字

パ

虹

江

済

行

為

で

あ

れ

、

そ

の

基

本

に

国

家

の

思

想

が

問

年

中

招

レ

学

8

学

こ

r
大

和

在

即

J

楽音

夕

カ

ロ

榮

心
九
る
ご
と
は
間
違
い
な
い
。

B

o

ヽ
；
ナ

卒

茜

朋

同

ソ

ら

科

リ

ノ

ー

こ
の
原
理
は
、
す
べ
て
の
レ
ウ
ェ
ル
に
生
き
る
。

J

ま

り

、

巨

額

な

提

供

だ

け

が

問

題

な

の

で

は

な

い

。

―

い

は

＇

五

数

組

に

し

て

、

例

え

ば

五

万

ド

ル

で

交

化

・

芸

術

の

交

一

い

幻

江

r

旦

-
よ
京
一
丸
．
作

匹

資

料

や

追

危

の

確

保

や

交

換

、

プ

ロ

ジ

ェ

ク

ト

一

み

束

第

受

等

立

個
性
を
み
が
き
国
際
舞
台
へ

日
本
の
国
隊
化
を
考
え
る
と
き
、
二

0
数
年
前
、

は
じ
め
て
欧
米
に
出
か
け
た
こ
ろ
に
比
べ
、
信
じ
ら

れ
な
い
ほ
ど
日
本
の
存
在
が
世
界
の
中
で
大
き
く
な

っ
て
き
て
い
る
こ
と
を
感
じ
ま
す
。
当
時
、
現
地
の

新
聞
に
は
ほ
と
ん
ど
日
木
関
係
の
記
事
は
あ
り
ま
せ

ん
て
し
た
が
、
い
ま
は
年
中
と
き
に
は
一
面
に
日
本

の
総
理
人
臣
や
文
化
人
の
写
真
な
ど
が
戟
っ
た
り
し

て
い
ま
す
。
そ
れ
だ
け
日
本
が
世
界
の
中
で
注
目
さ

れ
て
い
る
の
だ
と
恩
い
ま
す
。
で
も
こ
の
日
本
へ
の

注
目
は
、
経
済
力
の
高
ま
り
に
伴
う
も
の
で
、
日
本

の
文
化
に
対
す
る
関
心
に
基
づ
く
も
の
で
な
い
こ
と

が
残
念
で
す
。

、
日
本
鱈
こ
れ
ま
で
西
詐
の
芸
術
・
文
化
を
ど
ん

ど
ん
吸
収
し
て
き
ま
し
た
が
、
こ
れ
か
ら
は
、
西
洋
と

遥
う
日
本
の
芸
術
や
伝
統
文
化
の
深
み
を
外
回
の
人

た
ち
に
分
か
り
や
1
9
く
表
現
す
る
必
要
を
感
じ
ま
す
。

フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
は
も
と
も
と
は
西
洋
の
生
活
文
化

に
基
づ
く
も
の
で
す
料
、
日
本
人
州
こ
れ
に
愧
わ
る

と
い
う
こ
と
は
、
西
洋
の
様
式
を
か
り
て
そ
の
中
に

日
本
的
な
も
の
を
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
つ

ま
り
日
本
人
の
感
性
を
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
と
い
う
肛
界

共
通
の
様
式
の
中
で
表
現
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

日
本
人
は
、
こ
の
点
、
宣
伝
が
へ
た
で
す
。
こ
れ
は

日
本
人
の
美
徳
と
さ
れ
る
諌
虚
さ
や
我
慢
強
さ
に
も

＾ 

もり・はなえ 1926年応根県出身。東洋人で

ただ一人バリ・オー 1、クチュール組合に加器

するデザイナー。パリ、ニューヨーク、東京

を拠点にインターナシ己ナルな活動を展開し

ている。ジュパり工芸術・文化勲章、朝日賞、

紫授褒立等受ft。

の
協
同
が
可
能
に
な
る
さ
ま
さ
ま
な
事
例
に
つ
い
て
、

国
家
の
関
与
が
あ
る
の
が
な
い
の
が
、
そ
こ
に
思
想

が
問
わ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

芸
術
・
文
化
の
国
際
間
の
交
流
が
活
性
化
し
て
い

る
が
、
そ
こ
に
二
つ
の
関
題
か
生
じ
て
い
る
。
形
骸

化
と
、
新
た
な
摩
擦
で
あ
る
。

七
0
年
代
、
芸
術
・
文
化
の
領
野
で
は
、
民
涙
間

の
己
伝
承
の
紹
介
L

と
い
う
時
代
か
ら
個
々
の
「
営

み
の
交
換
」
と
い
う
時
代
に
移
っ
て
き
た
。
伝
承
は

い
ま
、
単
に
紹
介
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
生
応
的

な
方
法
諭
と
し
て
共
有
さ
れ
る
時
代
な
の
だ
。
日
本

原
因
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
外
国
で
は
ま
っ
た
＜
逆
で
、

い
か
に
自
分
を
表
現
す
る
か
、
す
な
わ
ち
個
性
、
自

分
ら
し
さ
を
い
か
に
弧
く
表
現
し
て
目
空
つ
か
と
い

う
こ
と
が
大
事
な
の
で
す
。

国
際
化
間
代
を
迎
え
た
今
、
私
た
ち
が
国
際
礼
会

の
一
員
と
し
て
大
切
な
こ
と
は
、
自
分
な
り
の
涸
性

を
表
現
す
る
こ
と
、
日
本
人
と
は
無
個
性
で
集
団
の

中
に
埋
も
れ
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
理
解
の
さ
れ
か

た
で
な
く
、
一
人
ひ
と
り
の
日
本
人
が
自
分
は
こ
う

考
支
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
分
か
ら
せ
る
こ
と
で
す
。

私
ぱ
、
日
本
人
は
国
際
社
会
の
中
で
そ
れ
な
り
の

品
格
を
も
っ
て
い
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。
多
少
ひ
ず

み
が
出
て
き
た
と
は
い
え
、
日
本
の
教
育
水
準
の
高

さ
茄
大
い
に
寄
与
し
て
い
ま
オ
。
け
れ
ど
も
こ
れ
か

―
つ
の
視
点
か
ら

営
み
と
理
解
の
視
点

に
限
ら
ず
、

ら
は
教
育
に
お
い
て
も
個
性
を
の
び
の
び
と
伸
ば
す

-
」
と
が
大
切
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
日
本
人
と
し

て
の
賭
力
や
多
様
性
も
出
て
く
る
と
思
い
ま
す
。

今
の
日
本
は
、
国
際
舞
台
の
中
で
活
躍
し
て
い
ま

す
が
、
今
こ
そ
、
日
本
人
と
し
て
の
本
当
の
魅
力
を

し
っ
く
り
築
く
こ
と
が
大
切
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。

日
本
人
一
人
ひ
と
り
の
舷
力
が
根
底
に
あ
っ
て
こ
そ

初
め
て
口
本
の
幅
の
広
さ
、
ふ
と
こ
ろ
の
深
さ
を
外

国
の
人
に
理
解
し
て
も
ら
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ

ヽ
4

0

う
っ
カ

森

英

恵

i'"',!jむ＼

三
善

い
ず
れ
の
国
に
お
い
て
も
、
こ
の
認
識

を
欠
い
た
行
政
や
企
画
は
、
交
流
そ
の
も
の
を
か
え

っ
て
形
骸
化
し
て
い
る
こ
と
に
留
意
す
べ
き
で
あ
ろ

。

ふ
ノ

交
流
が
、
一
面
で
は
一
柾
の
市
場
戦
争
と
い
う
形

を
取
り
始
め
て
い
る
こ
と
を
ど
う
見
る
か

3

芸
術
家

の
生
活
権
閻
題
、
ギ
ル
ド
社
公
の
用
万
牽
刊
、
教
育

低
関
の
国
際
進
出
競
争
、
こ
れ
ら
は
国
際
社
会
に
お

け
る
日
本
お
よ
び
日
本
人
の
関
題
で
あ
る
に
と
ど
ま

ら
な
い
。
形
骸
化
の
傾
向
と
こ
の
摩
擦
は
、
文
化
は

且
い
に
理
解
で
き
な
い
も
の
と
す
る
反
相
互
主
義
を

生
み
、
国
際
問
に
「
自
ら
へ
の
回
帰
」
と
い
う
閉
鎖

指
向
を
も
た
ら
し
始
め
て
い
る
の
だ
。

晃

24 
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‘‘ 昭和63年度海外フェステイバル参加実納

「袈裟と盛遠」（石井歓作曲） （出演者 ワルシャワの秋

29名、スタッフ21名、計50名）
（ポーランド）

ワルシャワ

「新当麻曼茶羅」「ジゼル」（清水哲太 エディンハラ （イギリス）

郎台本・演出・振付） （出演者64名、 国際フェステイパル エディンパラ

スタッフ 16名、計80名）

「テンペスい（焼）1|演出） （出演者32 エディンパラ （イギリス）

名、スタッフ26名、計58名） 国際フェステイパル エディンパラ

一
九
六
一
年
六
月
、
池
田
首
相
・
ケ
ネ
デ
ィ
大
統

領
の
ワ
シ
ン
ト
ン
に
お
け
る
共
同
声
明
に
基
づ
い
て

日
米
両
国
間
の
教
育
文
化
面
で
の
協
力
拡
大
を
図
る

た
め
、
「
日
米
文
化
教
育
交
流
会
議
（
カ
ル
コ
ン
）
」

が
発
足
し
た
。
そ
の
後
、
一
九
八
四
年
の
会
議
の
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
に
お
け
る
勧
告
に
よ
り
、
一
九
八
六
年
に

は
日
本
側
に
、
翌
八
七
年
に
は
ア
メ
リ
カ
側
に
、
両

国
間
の
舞
台
芸
術
交
流
の
活
発
化
を
図
る
た
め
の
舞

台
芸
術
小
委
員
会
痰
、
そ
れ
ぞ
れ
設
置
さ
れ
た
。

文
化
庁
で
は
、
こ
の
よ
う
な
カ
ル
コ
ン
の
動
き
に

対
応
し
、
日
米
両
国
の
舞
台
芸
術
の
水
卓
向
上
と
相

互
理
解
を
高
め
る
こ
と
を
ね
ら
い
と
し
て
、
一
九
八

六
年
度
か
ら
、
我
が
国
の
優
れ
た
現
代
舞
台
芸
術
を

ア
メ
リ
カ
に
派
遣
し
、
公
演
を
行
わ
せ
る
た
め
の
「
日

米
舞
台
芸
術
交
流
事
業
」
を
実
施
し
て
い
る
。
こ
の

制
度
に
よ
る
米
国
派
遣
公
演
の
実
結
(
-
九
八
九
年
度

予
定
を
含
む
）
内
容
は
次
頁
の
表
の
と
お
り
で
あ
る
。

派
遣
公
演
は
、
日
米
舞
台
芸
術
交
流
事
業
実
行
委

員
会
（
会
長
石
川
六
郎
、
副
会
長
長
岡
宜
、
委
員
長

宮
澤
縦
一
ほ
か
）
に
お
い
て
、
多
く
の
公
演
団
体
の

中
か
ら
候
補
公
演
を
厳
選
し
、
こ
れ
を
文
化
庁
が
審

査
の
上
決
定
し
た
後
、
同
委
員
会
と
文
化
庁
の
共
催

で
実
施
し
て
い
る
。

文
化
庁
は
必
要
な
経
費
の
一
部
を
援
助
し
、
指
導
・

助
言
を
行
う
ほ
か
、
民
間
企
業
等
の
黄
同
を
得
て
民

間
資
金
の
郡
入
に
努
め
る
よ
う
要
諧
し
て
い
る
。

米
国
派
遣
公
演
の
ア
メ
リ
カ
現
池
に
お
け
る
反
胃

に
は
大
き
な
も
の
が
あ
り
、
公
演
の
都
度
現
地
新
間

に
批
評
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
な
ど
、
こ
の
制
度
が
ね

ら
い
と
す
る
成
果
は
着
実
に
上
が
っ
て
き
て
い
る
。

複
雑
化
し
た
国
際
社
会
の
中
で
円
滑
な
国
際
関
係

の
維
持
発
展
を
図
る
た
め
に
は
、
国
際
文
化
交
流
を

通
じ
た
相
互
理
解
や
信
頼
関
係
の
促
進
が
、
こ
れ
ま

で
以
上
に
不
可
欠
な
条
件
と
な
っ
て
き
て
い
る
。

そ
の
た
め
に
は
、
我
が
国
の
芸
術
家
が
国
の
内
外

に
お
い
て
海
外
の
芸
術
家
と
交
流
し
、
協
力
し
、
競

い
合
い
、
国
際
的
評
価
の
中
で
芸
術
活
動
を
和
極
的

に
展
開
で
き
る
よ
う
、
必
要
な
条
件
の
準
備
充
実
を

図
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

文
化
庁
で
は
、
こ
う
し
た
背
旱
界
の
も
と
に
昭
和
六

＝
一
年
度
か
ら
、
我
が
国
舞
台
芸
術
に
大
き
な
刺
激
を

号
え
、
そ
の
水
準
向
上
に
格
段
の
効
果
を
も
た
ら
す

よ
う
な
事
業
で
、
芸
術
団
体
の
自
主
的
努
力
や
従
来

の
助
成
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
活
動
と
し
て
は
実
施
が
困

芸
術
活
動
特
別
推
進
事
業

難
な
、
高
度
か
つ
野
心
的
な
舞
台
芸
術
活
動
を
「
芸

術
活
動
特
別
推
進
事
業
」
と
し
て
企
業
等
民
間
の
協

力
を
得
な
が
ら
実
施
し
て
い
る
。

対
象
と
な
る
分
野
は
音
楽
、
舞
踊
又
は
演
聞
の
公

演
で
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
。

①
海
外
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
等
へ
の
参
加
公
演

②
国
内
舞
台
芸
術
創
作
活
動
公
演

こ
の
う
ち
国
際
交
流
に
直
接
か
か
わ
る
も
の
は
①

で
あ
る
。
昭
和
六
三
年
度
の
実
績
は
一
」
七
頁
の
表
の

と
お
り
で
あ
り
、
我
が
国
を
代
表
す
る
芸
術
団
体
に

よ
っ
て
、
海
外
に
お
い
て
そ
の
成
果
が
披
涵
さ
れ
て

い
る
。
ま
た
、
平
成
一
冗
年
度
に
実
施
予
定
（
実
施
済

み
を
含
む
）
の
事
業
は
下
表
の
と
お
り
で
あ
り
、
い

ず
れ
も
成
功
バ
期
待
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

マドリッド・オター

ニ・フェステイパル
（スベイン） 9月

ほか
マドりッドほか ～1 

国際演劇月

丁〕

文
化
庁
か
行
っ
て
い
る

国
際
交
流
事
業
の
概
要
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芸
術
祭
は
、
我
が
国
芸
術
の
創
造
と
発
展
向
上
を

図
る
目
的
で
、
昭
和
ニ
―
年
秋
の
第
一
回
以
来
毎
年

開
催
さ
れ
、
そ
の
時
代
そ
の
時
代
の
芸
術
界
の
動
向

や
要
請
に
応
え
な
が
ら
我
か
国
芸
術
文
化
の
向
上
振

興
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
き
て
い
る
。

昭
和
六

0
年
の
第
四

0
回
の
記
念
す
べ
き
年
を
迎

え
る
に
先
立
ち
、
時
代
の
変
遷
に
伴
っ
て
、
あ
ら
た

め
て
芸
術
祭
の
あ
り
方
を
検
討
す
る
こ
と
と
し
、
昭

和
五
八
年
六
月
に
芸
術
祭
愁
談
会
（
内
村
直
也
座
罠
）

を
設
け
、
紐
部
に
わ
た
っ
て
検
討
を
重
ね
た
結
果
、

翌
五
九
年
六
月
に
芸
術
祭
の
地
方
開
催
と
と
も
に
国

際
性
を
も
た
せ
る
べ
き
で
あ
る
と
の
提
言
が
な
さ
れ

こ。t
 こ

れ
ま
で
芸
術
祭
に
お
い
て
も
、
国
際
性
を
も
っ

た
公
演
ば
、
昭
和
四
三
年
の
明
治
一

0
0年
記
念
、

昭
和
五

0
年
の
芸
術
祭
三

0
周
年
記
念
、
昭
和
六

0

年
の
四

0
周
年
記
念
と
し
て
ア
ジ
ア
民
族
芸
能
祭
と

し
て
開
催
さ
れ
て
き
て
お
り
、
一
大
イ
ベ
ン
ト
を
繰

り
広
げ
た
。

先
の
提
百
を
踏
ま
え
、
芸
術
文
化
の
国
際
交
流
と

視
善
は
栢
め
て
重
要
で
あ
る
と
の
認
諏
の
も
と
に
、

昭
和
六
一
年
第
四
一
回
芸
術
祭
か
ら
、
毎
年
国
際
公

演
と
し
て
実
施
す
る
こ
と
と
し
、
現
在
で
は
ご
れ
が

定
綺
し
て
い
る
（
次
頁
の
表
参
照
）
。 -：9)'oc9)0 ク／＼

"-

芸術家在外研修の定員の変遷

国
際
公
演
で
は
、
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
諸
国
か
ら
特

色
あ
る
民
族
芸
能
団
を
招
へ
い
し
、
日
本
の
各
地
に

伝
わ
る
民
謡
伝
承
者
に
よ
る
公
渉
と
合
し
て
上
演
し
、

国
粽
交
流
と
親
善
に
大
き
な
成
果
を
も
た
ら
し
て
い
る
。

芸
術
家
在
外
研
修
は
、
音
楽
、
舞
踊
、
演
劇
、
美

術
、
舞
台
美
術
等
の
各
分
野
の
芸
術
家
を
海
外
に
派

遣
し
、
そ
の
専
門
分
野
に
お
け
る
実
際
的
な
研
修
の

機
会
を
与
え
る
制
度
で
あ
り
、
文
化
庁
は
往
復
の
旅

費
及
び
滞
在
費
を
負
担
し
て
い
る
。

現
在
、
こ
の
制
度
に
は
、

一
年
派
道
（
定
員
二
四
名
）
原
則
―

1
0歳
＼
四

0
歳

二
年
派
遣
（
定
員
八
名
）
原
則
二

0
歳
＼
三

0
歳

特
別
派
茫
[
-
―
―
か
月
関
]
（
定
員
六
名
）

胴
則
―

1
0歳
＼
（
上
瞑
な
し
）

の
三
稲
類
が
あ
る
。

こ
の
制
度
は
、
昭
和
四
二
年
度
に
一
年
派
遣
四
人

で
ス
タ
ー
ト
し
た
が
、
こ
の
時
の
在
外
研
修
員
は
、

指
揮
者
の
活
杉
弘
（
音
楽
）
、
舞
踊
家
の
横
井
茂

（
舞
踊
）
、
演
出
家
の
増
見
利
清
（
演
聞
）
、
洋
画
家

の
奥
谷
博
（
美
術
）
の
四
氏
で
あ
っ
た
。

0 「王女メディア」

1986年度 9月3日～ 8日

ニューヨーク
演出；蛉）1|幸雄

出演：平幹二郎ほか

0劇団sco了戸E妃クリテムネスト
一フJ ; ‘  

1987年4月17日， 18日
ミルウォーキー

演出：鈴木忠志

゜
「化粧」

1_987年10月31日～12月II日

シ`アト）レポーランド，サンフ~ ~、•'..、：'-.

ランシスコ，ニューヨーク，ワ
シントン，シカゴぽか
演出：木村光一
出演：渡辺美佐子

0現代舞踊公油
「夏畑j 「ヒマラヤの狐」「恋歌」
ほか
1988年3月4日～ 8日
ロサンゼルス，ニューヨーク

！・振付：折田克子，庄司

藤井公•利子
ヽ~ぐ~ヽ~ ；ヽ：

”；どぶ

0東京混声合唱団演奏会
1987年3月13日～21日
ポストン，ポートランド，ワシ
ントンニューヨーク，セント
ルイスほか 指揮：田中信昭

0邦楽4人の会演奏会
1987年3月18日～31日
シカゴ，サクラメント，ロサン
ゼルス，サンフランシスコ，シ
アトルほか

~ }， C、

出演：北原望山，後藤すみ子ほか

0日本音楽集団演奏会
1988年3月2日～15日: -:-•,:' : :、 ヽぷ~ 、 9 t ;, 、
テトロイト，ニューヨーク，セ
ント）レイス，ロサンゼルス，ホ
ノルルほか

し；］

音楽監督：三木稔
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国
民
文
化
祭
全
国
高
等
学
校

総
合
文
化
祭
に
お
け
る
国
際
交
流

平
成
元
年
度
予
算
で
は
、
新
た
に
国
民
文
化
国
際

交
流
事
業
の
経
費
一
―
―
九

0
0万
円
が
計
上
さ
れ
た
。

こ
の
予
算
は
、
発
展
途
上
国
と
我
が
国
と
の
間
て
、

文
化
活
動
の
相
互
研
修
・
理
解
を
固
る
た
め
、
青
少

年
及
ぴ
ア
マ
チ
ュ
ア
文
化
活
動
の
指
導
者
の
招
へ
い

や
派
遣
を
行
っ
た
り
、
欧
米
か
ら
ア
マ
チ
ュ
ア
文
化

団
体
を
招
へ
い
す
る
こ
と
に
よ
り
文
化
の
国
際
交
流

を
深
め
る
こ
と
を
内
容
と
し
て
い
る
。

本
虫
業
は
、
具
体
的
に
は
第
四
回
国
民
文
化
祭
及

び
第
二
二
回
全
国
高
等
学
校
総
合
文
化
祭
の
事
業
の

中
で
執
行
す
る
こ
と
を
予
定
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ま

インド (13名）
インドネシア共和国 (21名）

タイ王国 (25名）

大斡民国 (25名）

中華民国（台泥 •42名）
フィリピン共和国 (40)

゜

そ
の
後
、
昭
和
四
五
年
に
は
定
員
が
六
人
に
増
員

さ
訊
、
翌
四
六
年
に
位
八
人
に
、
四
七
年
に
は
二

l

人
、
四
八
年
に
は
二

0
人
と
漸
次
大
幅
な
塩
員
が
図

ら
れ
、
さ
ら
に
四
九
年
か
ら
は
、
一
年
派
遣
が
二
四

人
に
増
員
さ
れ
た
ほ
か
、
若
い
芸
術
家
た
ち
の
中
で
、

長
期
に
わ
た
る
技
術
習
得
が
メ
イ
ン
と
な
る
芸
術
分

野
に
つ
い
て
、
「
＿
一
年
派
遥
」
の
制
度
が
新
た
に
設
け

ら
れ
、
定
員
が
四
名
つ
け
加
え
ら
れ
た
。

ま
た
、
昭
和
五
四
年
か
ら
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
芸
術

分
野
で
成
果
を
お
さ
め
ら
れ
た
芸
術
家
の
方
々
に
、

さ
ら
に
新
た
な
飛
躍
の
契
機
と
な
る
こ
と
を
期
し
て

短
期
間
の
「
特
別
派
造
」
(
-
―
ー
が
月
間
）
の
闘
度
岱
新

設
さ
れ
、
今
日
に
至
っ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
研
修
制
度
で
海
外
で
研
修
し
た
芸
術
家

の
方
々
は
、
昭
和
六
一
＿
一
年
度
ま
て
に
五
四
六
人
を
数

え
、
各
芸
術
分
野
の
中
核
と
な
っ
て
活
躍
し
て
い
る
。

で
の
と
こ
ろ
次
に
紹
介
す
る
よ
う
な
方
向
で
準
備
が

進
ん
で
い
る
。

一
第
四
回
国
民
文
化
祭
ー
|4-

aさ
い
た
ま

89

埼
王
県
で
は
、
か
ね
て
か
ら
中
華
人
民
共
和
国
山

西
省
及
び
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
・
ク
イ
ー
ン
ズ
ラ
ン
ド

州
等
と
姉
妹
友
好
を
締
結
し
て
お
り
、
経
済
交
流
、

産
業
・
科
学
技
術
交
流
及
ひ
教
育
・
ス
ポ
ー
ツ
交
流

な
ど
幅
広
2
分
野
で
交
流
を
図
り
、
文
化
に
つ
い
て

も
昭
和
五
七
年
以
来
事
業
を
行
い
交
流
を
深
め
て
い

国際的公演の実績一烈

タカリ）

ジャワの音楽と舞踊

王立舞踊団（古典舞踊）

国立国楽院演奏会（古典音楽と舞踊）

中国国劇団「白蛇伝」、「三国志」

パヤニハン舞踊団 NHKホール

国立国楽院（古典音楽と農学）

王立舞踊団（古典舞踊）

プリ・プムチュタン舞踊団（古典舞踊）

バランガイ民族舞踊団（民俗的創作

舞踊）

マレーシア（25名） ＇国立舞踊団（古典舞踊）

ピルマ連邦辻会主義共和国 (25名） 国立舞踊団（民（谷舞踊と音楽）

ィンド (25名） 音楽舞踊団（民俗舞踊と音楽）

/ ;:喜ヽ3(？;)- ［：三：こご：；； ― 

大韓民国 (25名）

タイ王国 (25名）

インドネシア共和国 (25名）

フィリピン共和国 (25名）

国 (3名）

共和国 (3

る。
こ
の
こ
と
か
ら
、
平
成
元
年
度
の
新
規
事
業
と
し

て
実
施
す
る
国
民
文
化
国
際
交
流
事
業
に
つ
い
て
も
、

こ
れ
ま
で
の
実
組
を
踏
ま
え
、
こ
れ
ら
の
州
省
と
の

間
で
交
流
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

ア
、
中
華
人
民
共
和
国
（
山
西
省
）
か
ら
、
ア
マ
チ

ュ
ア
文
化
活
動
指
導
者
等
二

0
名
を
招
へ

2
し、

第
四
回
国
民
文
化
祭
閉
会
式
や
分
野
別
フ
ェ
ス
テ

イ
バ
ル
ヘ
の
出
演
、
更
に
、
各
種
文
化
活
動
の
実

地
研
修
や
日
本
文
化
及
び
県
内
文
化
施
設
の
視
察

等
を
予
定
し
て
い
る
。

ま
た
、
派
遣
事
業
と
し
て
第
四
回
国
民
文
化
祭

で
優
秀
な
成
績
を
修
め
た
県
内
団
体
等
の
指
導
者

等
一
五
名
を
中
華
人
民
共
和
国
に
派
遣
し
、
文
化

交
流
、
実
技
の
相
互
研
修
、
中
国
文
化
の
視
察
等

を
予
定
し
て
い
る
。

イ
、
ま
た
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
（
ク
イ
ー
ン
ズ
ラ
ン

ド
州
）
か
ら
ア
マ
チ
ュ
ア
の
文
化
団
体
を
招
へ
い

し
、
そ
の
間
、
第
四
回
国
民
文
化
祭
の
開
会
式
・

舵
合
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
に
出
演
す
る
な
ど
、
文
化

祭
を
一
層
盛
り
上
げ
る
と
と
も
に
、
タ
イ
ー
ン
ズ

ラ
ン
ド
州
と
埼
玉
県
の
交
流
を
深
め
る
こ
と
に
し

て
い
る
。

済州島の歌と踊り

ト）レコの民謡

--

インドネシアの民謡

スリランカの民謡

国 (3名）

マレイシアの民謡

バキスタンの民謡

芸術祭30周年記念

放送開始50周年記念

アジア民族芸能祭

(NH K、 NHKサーピスセンタ

一共催）

NHKホール

第 1

第 2

第 3

第 4回

マハラシュトラ州の歌と踊り

モンゴルの民謡

ピルマの民謡

雲南省民族芸能団の歌と踊り

国立民族歌舞団（民俗舞踊と音楽）

福建南音劇団

カタカリ舞踊団

パリ島プリ響アタン歌舞団（ガムラ

，ン演突ほか）

国立舞踊団（僧舞、パラ舞ほか）

国立舞踊団（民俗漱舞）

民族舞踊団（民俗歌舞）

民族歌舞団（黒海、アール地方の踊

りほか）

三〗（：？3[）疇三
ネパール王国 (13名） ＊パールの仮面舞踊

タイ王国 (25名）
王立舞踊団、マノーラ古典舞踊劇（曰
タイ修好百周年記念）

中華人民共和国 (6名）

パングラデシュ人民共和国 (20名）

中華人民共和国 (20名）

インド (14名）

インドネシア共和国 (34名）

第 5

第 6回日本民謡まつり

：ルマ連邦社会主義共和国 (5名）

大韓民国 (20名）

マレーシア (20名）

スリランカ民主社会主義共和国(20名）

トルコ共和国 (15名）

第 7回日本民謡まつり

第 8回日本民謡まつり

第 9回日本民謡まつり

芸術祭40周年記念

放送哨始60周年記念

アジア民族芸能祭

(NH K、国際交流基金、国立肉l

湯 NHKサーピスセンター共催）

国際公演•第 10回日本民謡まつり

キリバスの歌と踊り

・ロンポク島の歌と踊り

ロニニりど

謡
ど

民

お

(

暉

te

＿芦
ま
た

謡
ぅ

国
ぅ

民
洋

ー
洋

本
汀

第

平
•
太

演

・

日

．

回
ア

-
1
2
ジ

＼
ム
ア

際
ジ

国

ア

典

第

ア
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大名美術展

諸
外
国
か
ら
優
れ
た
芸
術
家
、
文
化
財
専
門
家
、

美
術
館
・
博
物
館
の
専
門
家
、
文
化
行
政
担
当
者
等

の
芸
術
・
文
化
関
係
者
を
招
へ
い
し
、
我
が
国
の
当

該
分
野
の
専
門
家
と
の
意
見
交
換
、
共
同
制
作
、
研

究
等
の
詰
活
動
を
行
う
機
会
を
提
供
し
、
我
が
団
の

芸
術
・
文
化
の
振
興
及
ひ
国
際
交
流
の
推
進
を
図
る
。

①
招
へ
い
対
象
者

芸
術
・
文
化
の
諸
分
野
に
お
い
て
優
れ
た
業
結

を
有
し
、
か
つ
当
該
分
野
に
お
い
て
指
恐
的
立
場

に
あ
る
者

②
招
へ
い
者
数

―
二
名
産
度

の
参
加
を
得
て
、
文
化
の
測
造
活
動
の
振
興
、
国
民

の
文
化
活
動
へ
の
参
加
促
進
等
に
つ
い
て
、
意
見
の

交
換
を
行
い
、
文
化
政
策
の
充
実
を
図
る
と
と
も
に
、

文
化
政
策
分
野
に
お
い
る
帖
報
の
交
陸
な
と
各
国
聞

の
協
力
を
促
進
す
る

Q

①
会
諮
開
催
期
間
（
予
定
）

平
成
二
年
二
月
―

1
0日
的
ー
ニ
ニ
日
困

②
開
催
場
所

東
京

大
名
美
術
展

文
化
政
策
国
際
＾

゜

「

霞

―

三

回

ー

／

一
全
国
高
等
学
校
総
合
文
化
祭

全
国
高
等
学
校
総
合
文
化
祭
（
以
下
高
文
祭
）
で

は
、
韓
国
か
ら
高
校
生
合
唱
団
を
迎
え
、
国
除
交
流

活
動
に
初
め
て
本
格
的
に
取
り
紀
む
こ
と
に
な
っ
た
。

高
文
祭
で
似
、
交
換
留
学
生
の
参
加
や
悔
外
の
意

校
と
の
メ
ッ
ピ
ー
ジ
の
交
換
等
、
既
に
国
靡
交
流
の

試
か
が
な
さ
れ
て
き
た
が
、
海
外
か
ら
高
校
生
を
招

き
交
流
す
る
の
は
初
め
て
の
こ
と
で
あ
る
。

海
外
の
高
校
生
を
高
文
祭
へ
招
く
こ
の
事
業
は
、

外
国
人
芸
術
家

文
化
財
専
門
家
招
へ
い
事
業

今
年
度
の
文
化
庁
新
規
事
業
と
し
て
実
施
す
る
も
の

で
、
文
化
庁
と
の
連
携
の
下
、
第
一
三
回
高
文
祭
開

催
県
の
岡
山
県
が
企
画
・
準
備
に
当
た
っ
て
い
る
。

来
曰
す
る
の
は
、
韓
国
高
校
生
合
唱
団
一
行
―

:o

名
で
、
七
月
下
旬
来
日
し
、
二
週
間
の
滞
在
中
、
岡

山
累
下
の
高
校
生
と
の
交
流
、
日
本
文
化
の
研
修
等

を
行
い
な
が
ら
、
高
文
祭
の
合
唱
部
門
へ
参
加
し
、

全
国
の
高
校
生
と
交
流
す
る
予
定
で
あ
る
。

ま
た
、
八
月
下
句
に
は
、
岡
山
県
の
高
校
生
が
韓

国
を
訪
問
し
、
合
唱
の
分
野
で
更
に
交
流
を
深
め
る

こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

③
招
へ
い
期
間

二
週
間
以
上
三
か
月
未
満

④
被
招
へ
い
者
の
滞
日
期
間
中
の
活
動

我
が
国
の
関
係
者
と
意
見
・
情
報
の
交
換
、
我

”
国
の
関
係
者
と
と
も
に
訓
作
活
動
、
研
究
活
動

二
―
世
紀
を
間
近
に
控
え
、
我
が
国
は
も
と
よ

り
諸
外
国
に
ぢ
い
て
も
社
会
に
お
け
る
文
化
の
役
割

は
ま
す
ま
す
重
要
な
も
の
と
な
っ
て
き
て
2
る。

3
,
i
‘
9
s
I

◇、

1
?

、い、

4‘ぶ
ふ

、

さ

咲

,

!

③
参
加
予
定
国
等

ア
メ
リ
カ
、
イ
ギ
リ
ス
、
イ
タ
リ
ア
、
西
ド
イ

ツ
、
フ
ラ
ン
ス
、

E
C
委
員
会
事
務
局
、
ユ
ネ
ス

ゴ
事
務
局

④
オ
フ
ザ
ー
バ
ー

地
方
公
共
団
体
、
文
化
団
体
等
の
関
係
者

⑤
使
用
語

日
本
陪
及
び
英
語
（
同
時
通
訳
付
き
）

「
大
名
美
術
展
」
は
昭
和
六
三
年
一

0
月――

1
0日
か

ら
平
成
元
年
一
月
二
＿
―
-
日
に
か
け
行
わ
れ
た
。
出
陳

作
品
数
は
絵
画
、
彫
刻
、
了
芸
、
書
跡
、
歴
史
賓
料

な
ど
一
一
＿
二
八
件
で
、
う
ち
、
国
宝
は
伝
源
頬
朝
像
（
神

護
寺
）
、
赤
糸
威
大
鐙
（
櫛
引
八
幡
宮
）
な
ど
七
件
、

重
要
文
化
財
は
一

0
0件
で
あ
る
。
御
物
か
ら
も
三

件
の
出
品
を
い
た
だ
い
て
い
る
。
未
指
定
品
も
み
な

選
り
す
ぐ
っ
て
い
る
か
、
こ
の
展
院
会
の
面
白
さ
は
、

武
土
に
ゆ
か
り
の
文
化
財
で
あ
る
肖
像
画
、
甲
冑
．

刀
剣
、
あ
る
い
は
鞍
等
の
武
貝
類
、
信
仰
や
仏
寺
・

仏
像
の
パ
ト
ロ
ン
と
し
て
の
一
面
を
示
す
仏
像
、
公

し
よ
う

私
の
生
活
の
彩
で
あ
る
障
壁
画
、
能
衣
裳
、
面
、
茶

道
具
、
筆
跡
な
ど
を
ジ
ャ
ン
ル
別
で
は
な
く
組
み
合

わ
せ
で
、
し
か
も
中
世
、
近
世
の
歴
史
経
過
を
考
え

な
が
ら
陳
列
し
た
点
に
あ
る
。
こ
の
展
覧
会
で
、
武

に
参
画
、
講
演
、
講
義
研
究
会
、
発
表
会
等
に

参
加
な
ど
我
が
国
の
芸
術
・
文
化
の
振
興
に
役
立

つ
活
動
へ
の
参
加

⑤

招

へ

い

手

続

き

等

．

関
係
機
閲
・
団
体
の
協
力
を
得
て
、
招
へ
い
侯

袖
者
を
選
定
し
、
受
け
入
れ
る
。

被
招
へ
い
者
に
は
、
往
復
の
航
空
費
、
所
定
の

滞
在
蜘
等
が
支
給
さ
れ
る
。

こ
う
し
た
状
況
を
踏
ま
え
、
経
済
的
・
社
会
的
背

景
を
同
じ
く
す
る

E
C
諸
国
と
ア
メ
リ
カ
の
高
級

ど
文
化
政
策
に
か
か
わ
る
享
門
家大名美術展

士
の
文
化
の
系
請
や
、
中
世
と
近
世
の
芙
的
な
、
あ

る
い
は
趣
味
的
嗜
好
の
変
化
な
ど
恐
一
望
で
き
る
。

広
い
公
娼
で
な
い
と
で
き
な
い
展
覧
会
で
あ
り
、
展

示
法
で
あ
る
。

米
国
側
の
主
催
者
と
な
っ
た
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ギ
ャ

ラ
リ
ー
・
オ
プ
・
ア
ー
ト
は
米
国
唯
一
の
国
立
美
術

館
で
あ
る
。
蔵
品
の
塁
宮
さ
、
建
物
の
立
派
さ
、
諸

設
備
の
條
秀
さ
、
ス
タ
ッ
フ
の
盤
宮
さ
、
活
動
贄
の

潤
沢
さ
の
点
で
飛
び
抜
け
て
お
り
、
ま
さ
に
米
国
の

顔
と
な
っ
て
い
る
。
展
覧
会
は
常
に
四
種
類
が
行
わ

れ
て
い
る
が
、
入
場
料
は
す
べ
て
無
料
で
あ
る
。
「
大

名
美
術
展
」
は
こ
の
美
術
館
の
新
造
の
東
館
の
約
五

0
0
0
面
を
使
っ
た
。
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
部
屋
の
中

に
新
た
に
陳
列
室
を
作
る
の
と
同
然
の
こ
と
を
す
る

の
で
、
そ
の
造
営
費
は
莫
大
な
額
に
の
ほ
る
が
、
既
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覧
会
を
行
っ
た
直
後
で
は
あ
る
が
、
意
義
深
い
行
事

で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
全
面
的
に
協
力
す
る
こ
と
に

な
っ
た
。

展
覧
会
の
主
題
は
ユ
ー
ロ
パ
リ
ア
側
の
提
案
で
あ

る
。
い
か
に
も
ヨ
ー
ロ
ッ
゜
ハ
的
な
考
え
の
主
題
で
あ

る
が
、
提
案
を
尊
重
し
こ
の
主
題
に
基
づ
く
形
で
、

考
古
資
料
、
彫
刻
、
絵
両
か
ら
一
三
一
件
を
選
ん
だ
。

う
ち
国
宝
は
六
道
絵
（
滋
賀
・
聖
衆
来
迎
寺
）
な
ど

七
件
、
重
要
文
化
財
は
六
一
件
で
あ
る
。
こ
の
展
覧

会
に
も
御
物
「
紫
古
襲
来
絵
詞
」
が
出
品
さ
れ
る
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
親
し
ま
れ
て
き
た
日
本
の
美
術
に
は

浮
世
絵
版
画
が
あ
る
州
、
こ
の
展
乾
会
に
ぱ
加
え
て

い
な
い
。
既
製
の
知
識
と
ジ
ャ
ン
ル
に
頼
ら
ず
、
未

知
な
る
も
の
で
展
腔
会
の
主
題
を
構
成
し
た
い
と
い

う
の
か
ユ
ー
ロ
パ
リ
ア
側
の
願
い
で
あ
る
。
考
古
資

料
が
仏
像
な
ど
と
も
に
陳
列
さ
れ
る
の
は
珍
し
い
こ

と
で
あ
る
州
、
こ
れ
も
一
点
の
視
点
を
定
め
て
い
る

か
ら
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
考
古
賓
料
か
ら
は
縄
文
、

弥
生
、
古
墳
時
代
の
人
間
を
表
現
し
た
土
偶
、
土
面
、

埴
輪
な
ど
を
対
象
と
し
、
彫
刻
は
仏
像
、
神
像
、
肖

像
、
仮
面
な
ど
、
絵
画
は
仏
画
、
垂
迩
画
、
肖
像

今
年
度
秋
か
ら
冬
に
か
げ
て
ア
メ
リ
カ
の
二
つ
の

美
術
館
て
江
戸
時
代
の
画
家
伊
藤
若
沖
（
一
七
一
六

ー
一
八

0
0
)
の
展
覧
会
が
開
か
れ
る
予
定
で
あ
る
。

一
人
の
画
家
だ
け
の
展
覧
会
は
こ
れ
ま
で
例
が
な
い
。

存
の
展
示
ケ
ー
ス
に
展
示
梢
成
が
限
定
さ
れ
な
い
と

い
う
利
点
が
あ
る
。
空
調
設
備
も
よ
く
、
こ
れ
ま
で

に
な
い
展
示
環
境
を
作
り
出
す
こ
と
に
成
功
し
た
。

入
場
者
数
は
一
七
万
人
余
で
あ
る
。
当
初
か
ら
涅
雑

が
予
想
さ
れ
た
の
で
、
時
間
割
の
切
符
を
用
意
し
た
。

一
種
の
入
場
制
限
で
あ
る
。

武
士
を
展
示
会
の
概
念
づ
け
の
基
本
と
し
た
の
は

文
化
庁
の
案
で
あ
る
が
、
武
士
は
七

0
0年
に
わ
た

っ
て
支
配
的
立
場
を
維
持
し
、
文
化
の
創
造
と
伝
統

の
叩
担
者
と
な
っ
て
、
我
々
の
思
考
や
行
動
に
大
き

な
影
愕
を
与
え
て
お
り
、
こ
れ
に
肯
定
的
で
あ
る
か

否
定
的
で
あ
る
か
の
論
は
別
と
し
て
、
武
士
抜
き
で

我
か
国
の
文
化
も
芸
術
も
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
か
ら
で
あ
る
。
普
通
の
古
美
術
展
よ
り
、
歴
史
に

基
づ
く
主
張
を
持
っ
た
展
覧
会
で
あ
る
と
い
え
る
。

そ
の
た
め
に
も
主
張
が
空
転
し
な
い
優
れ
た
文
化
財

と
量
が
必
要
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

ユ
ー
ロ
パ
リ
ア
と
い
う
の
は
ベ
ル
ギ
ー
の
首
都
プ

ラ
ッ
セ
ル
で
一
国
を
対
象
に
、
二
年
ご
と
に
行
う
国

際
文
化
祭
典
で
、
ユ
ー
ロ
パ
リ
ア
・
イ
ン
タ
ー
ナ
シ

ョ
ナ
ル
・
フ
ァ
ン
デ
ー
シ
ョ
ン
と
祭
典
の
組
峨
委
員

会
で
あ
る
ユ
ー
ロ
パ
リ
ア
委
員
会
が
主
催
す
る
フ
ェ

ス
テ
ィ
バ
ル
で
あ
る
。
文
字
ど
お
り
、

E
C
加
盟
国

の
相
互
理
解
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
財
団
で
あ

り
、
委
員
会
で
あ
り
、
行
事
で
あ
っ
た
が
、
九
か
国

を
一
巡
し
た
と
こ
ろ
て
、
対
象
国
を
非
E
C
加
盟
国

画
、
大
和
絵
、
風
俗
画
な
ど
か
ら
選
ん
で
い
る
。
時

代
は
縄
文
（
前
五
世
紀
）
か
ら
江
戸
時
代
(
-
九
世

紀
）
に
わ
た
っ
て
い
る
。

一
九
八
―
一
年
の
ギ
リ
シ
ャ
展
の
美
術
展
示
は
「
古

代
の
ギ
リ
シ
ャ
の
人
間
と
呻
々
」
で
あ
っ
た
が
、
こ

の
度
の
展
覧
会
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
古
典
的
世
界
と
は

じ
ゅ

別
種
の
、
我
が
国
の
古
代
人
の
呪
術
的
観
念
、
あ
る

い
は
ま
た
宗
教
的
世
界
と
神
聖
な
る
者
と
俗
な
る
者

の
イ
メ
ー
シ
、
現
実
生
活
の
中
の
様
々
な
人
間
の
姿

な
ど
犀
史
的
時
闇
の
中
で
理
解
て
き
る
と
思
わ
れ
る
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
も
近
年
は
我
が
国
の
古
美
術
展
が

団
次
ぐ
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
ベ
ル
ギ
ー
で
も
一
九

七
九
年
に
「
日
本
木
彫
展
」
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
あ

こ
の
展
覧
会
に
対
す
る
反
響
の
大
き
さ
は
二
七
万

人
と
い
う
入
場
者
数
に
端
的
に
現
れ
て
い
る
。
刀
剣

は
人
を
傷
つ
け
る
道
貝
と
い
う
よ
う
な
影
の
部
分
に

言
及
す
る
批
評
も
あ
っ
た
が
、
出
品
作
品
の
阿
の
高

さ
と
豊
富
さ
に
す
べ
て
の
人
々
が
感
嘆
し
、
展
覧
会

の
主
張
に
対
し
て
も
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
た
ち
は
肯
定

的
で
あ
っ
た
。
ワ
シ
ン
ト
ン
・
ポ
ス
ト
糾
の
ペ
ン
ジ

ャ
ミ
ン
・
フ
ォ
ー
キ
ー
氏
は
そ
の
論
説
の
冒
即
で
「
こ

れ
は
最
高
水
準
の
文
化
外
交
で
あ
り
L

、
「
何
冊
も
の

書
物
よ
り
、
こ
の
展
覧
会
は
よ
り
力
強
く
、
有
形
的

に
か
つ
実
証
的
に
日
米
両
固
の
歴
史
、
文
化
、
伝
統

の
追
い
を
解
説
す
る
」
と
述
べ
て
い
る

3

日
米
双
方

の
関
係
者
の
労
が
見
事
な
成
果
と
な
っ
て
結
実
し
た

と
い
え
る
。

に
拡
大
す
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
霰
初
の
国
に
日
本

が
選
ば
れ
た
と
い
う
の
が
、
ユ
ー
ロ
パ
リ
ア
・
ジ
ャ

パ
ン
の
簡
単
な
経
緯
で
あ
る
。
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
に

は
展
示
、
舞
台
芸
術
、
コ
ン
サ
ー
ト
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
が
参
加
す
る
の
が
通
例
で
あ
る
が
、
中
心
的
行
事

と
な
る
の
は
い
づ
れ
の
場
合
も
そ
の
対
象
国
の
歴
史

と
芸
術
の
伝
統
を
示
す
い
わ
ゆ
る
文
化
財
の
展
覧
会

で
あ
っ
た
。
ユ
ー
ロ
パ
リ
ア
・
ジ
ャ
パ
ン
の
場
合
も

同
様
で
あ
る
。
文
化
庁
と
し
て
は
米
国
で
大
型
の
展

る
。
我
が
国
の
古
い
時
代
の
英
術
は
こ
こ
で
も
広
く

一
般
の
人
々
の
関
心
を
呼
び
忍
こ
す
素
材
と
な
っ
て

い
る
。
一
九
八
一
年
に
ロ
ン
ド
ン
で
行
わ
れ
た
「
大

江
戸
展
」
は
工
業
技
術
製
品
で
作
ら
れ
た
現
代
の
日

本
と
過
去
の
日
本
と
の
落
差
を
埋
め
る
の
に
大
き
な

働
き
を
し
た
。
爆
発
的
人
気
の
た
め
か
「
文
化
的
侵

略
」
と
表
現
し
た
批
評
も
出
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の

適
否
は
別
に
し
て
、
そ
の
人
気
は
展
示
口
叩
の
技
術
的

完
成
度
、
芸
術
性
に
よ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る

が
、
＂
歴
史
“
を
知
っ
た
驚
き
が
大
き
な
要
素
と
な
っ

て
い
る
。
交
琉
の
深
化
は
必
ず
歴
史
へ
の
関
心
を
高

め
る
の
ぴ
通
例
で
あ
る
。
こ
の
展
院
会
も
必
ず
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
人
々
に
様
々
な
感
銘
を
与
え
る
て
あ
ろ
う
。

若
沖
は
京
都
の
富
裕
な
青
物
問
屋
「
桝
屋
」
の
長
男

と
し
て
生
ま
れ
、
四
代
目
の
当
主
と
な
っ
た
が
、
絵

画
が
好
き
で
、
家
督
を
弟
に
譲
り
、
画
事
に
専
念
し
、

写
生
的
で
あ
る
と
同
時
に
幻
想
的
な
不
思
議
な
世
界

を
創
造
し
た
。
若
沖
の
評
価
は
戦
後
と
み
に
高
く
な

っ
て
い
る
が
、
米
国
に
も
熱
心
な
愛
好
家
が
お
り
、

作
品
も
か
な
り
優
秀
な
も
の
が
海
を
渡
っ
て
い
る
。

こ
の
展
覧
会
は
、
こ
の
よ
う
な
若
沖
の
代
表
作
四
六

件
（
九
六
点
）
を
集
め
て
屁
示
す
る
。
重
要
文
化
財

は
二
件
で
、
こ
の
展
唸
会
の
た
め
に
特
に
御
物
二
件

の
出
隙
を
い
た
だ
き
、
内
容
の
充
実
を
図
っ
て
い
る
。

35 



学
・
修
復
技
術
の
分
野
に
お
け
る
共
同
研
究
等
、
敦

煙
文
化
財
の
保
存
修
復
に
関
す
る
日
中
協
力
か
実
施

さ
れ
て
お
り
、
日
本
測
は
東
京
国
立
文
化
財
研
究
所

が
、
中
国
側
は
敦
埠
研
究
院
が
中
心
と
な
っ
て
、
こ

の
事
業
を
推
進
し
て
い
る
。

L
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共
同
研
究
の
目
的
は
、
実
際
の
保
存
・
修
抜
処
置

を
実
施
ず
る
前
段
階
と
し
て
、
処
置
法
策
定
の
研
究

を
共
同
で
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
双
方
が
十

分
に
協
議
し
、
合
意
し
た
と
こ
ろ
に
従
っ
て
進
め
ら

れ
て
い
る
。
現
在
は
、
現
地
に
お
け
る
皇
画
・
塑
像

等
の
劣
化
状
況
の
把
握
、
莫
高
窟
内
の
湿
度
・
湿
度
・

二
件
の
御
物
砧
と
も
に
訂
沖
の
傑
作
と
し
て
名
高
い

作
品
で
あ
る
か
、
特
に
「
動
植
鱈
画
」
は
傑
作
中
の

傑
作
だ
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
作
品
は
三
〇
幅
で
一
組
と
な
っ
て
い
る
が
、

特
に
一
〇
幅
と
い
う
多
数
か
出
陳
さ
れ
、
展
認
会
を

光
彩
あ
る
も
の
と
し
て
い
る
。
若
沖
の
時
代
は
「
博

物
学
」
が
盛
ん
で
あ
り
、
多
く
の
学
者
や
好
事
家
が

自
然
の
事
象
や
物
に
好
奇
心
を
つ
の
ら
せ
、
そ
れ
ら

を
観
察
し
、
記
録
し
た
。
ま
た
若
沖
の
時
代
は
国
の

内
外
で
長
い
平
和
岱
続
き
、
個
性
的
で
自
由
な
交
流

を
求
め
た
知
識
人
や
芸
術
家
た
ち
が
排
出
し
て
い
る
。

若
沖
の
芸
術
は
そ
の
よ
う
な
時
代
性
を
す
べ
て
備
え

て
完
成
さ
れ
て
い
る
。

米
国
は
美
術
と
文
化
の
面
で
も
日
本
を
よ
り
深
く

知
ろ
う
と
し
て
お
り
、
展
覧
会
を
通
じ
て
の
日
米
交
流

の
歴
史
も
長
い
。
米
国
に
は
有
力
な
芙
術
館
が
数
多

く
あ
り
、
し
か
も
日
本
美
術
史
を
専
門
と
す
る
学
芸

員
を
擁
す
る
美
術
館
も
増
え
つ
つ
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
傾
向
は
当
然
展
覧
会
の
主
題
に
反
映
す
る
。
通
史

的
な
古
美
術
展
よ
り
、
よ
り
専
門
的
に
凝
縮
さ
れ
た

主
題
性
の
あ
る
展
咤
会
が
求
め
ら
れ
る
の
て
あ
る
。

「
桃
山
美
術
展
」
「
日
本
彫
刻
史
展
＼
「
日
本
美
術
に

お
け
る
写
実
主
義
の
反
映
展
」
、
「
絵
巻
展
」
、
「
近
且

水
星
画
展
」
、
占
主
町
水
墨
画
展
，
一
と
近
年
に
お
け
る

文
化
庁
主
催
の
展
覧
会
名
称
を
羅
列
し
て
も
こ
の
こ

と
が
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
「
若
沖
展
L

は
こ
の
傾

向
を
一
歩
進
め
る
ご
と
に
な
る
。

窟高t̀
 

Tiク控敦国中

日
照
・
堆
積
飛
砂
箪
等
の
計
測
殺
器
に
よ
る
測
定
を

日
中
共
同
て
行
っ
て
い
る
段
階
で
あ
り
、
東
京
国
立

文
化
財
研
究
所
で
は
、
必
要
な
技
能
習
喝
の
た
め
の

中
国
側
研
修
員
の
受
け
入
れ
も
行
っ
て
い
る
。
（
平
成

元
年
度
干
莫
三

0
四
六
万
円
）

今
後
、
こ
う
し
た
基
礎
デ
ー
タ
を
も
と
に
、
劣
化

一
人
の
画
家
だ
け
て
展
覧
会
を
行
う
と
い
う
こ
と

は
決
し
て
容
易
で
は
な
い
。
そ
の
画
家
に
安
定
し
た

実
力
の
ほ
か
に
よ
い
作
品
が
数
多
く
存
在
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
世
界
に
特

異
性
だ
け
で
は
な
く
普
遍
性
が
な
け
れ
は
な
ら
な
い

か
ら
で
あ
る
。
こ
の
展
覧
会
は
我
痰
国
の
江
戸
時
代

の
一
人
の
画
家
が
、
世
界
の
中
で
ど
の
よ
う
な
座
を

得
る
か
最
初
の
誤
み
と
も
い
え
る
。

ち
な
み
に
、
こ
の
戻
覧
会
は
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の

ア
ジ
ア
・
ソ
サ
エ
テ
ィ
美
術
館
(
-
九
八
九
年
一

0

月
五
日

1
-
―
一
月
六
日
）
と
、
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
・
カ

ウ
ン
テ
ィ
美
術
館
(
-
九
八
九
年
一
―
一
月
ニ
―
日

¥
―
九
九

0
年
二
月
一
八
日
）
の
二
か
所
で
行
わ
れ

る。

敦
燒
文
化
財
保
存
修
復
に
関
す
る

調
査
研
究

①

経

緯

L
 

と
ん
こ
う
ば
（
＂
こ
う
く
つ

n
 

中
国
甘
雨
省
に
所
在
す
る
敦
浬
莫
高
窟
は
、
四
世

紀
か
ら
一
四
世
紀
に
か
け
て
造
営
さ
れ
た
石
窟
群
（
四

九
二
窟
）
で
、
窟
の
中
に
は
、
お
び
た
だ
し
い
仏
教

壁
画
・
塑
像
等
が
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
我

が
国
の
飛
烏
・
奈
良
時
代
の
美
術
の
源
流
を
な
す
と

言
わ
れ
、
歴
史
的
・
芸
術
的
に
高
い
価
値
を
有
す
る

世
界
的
に
貴
軍
な
文
化
遺
産
で
あ
る
が
、
風
化
、
土

砂
の
侵
食
に
よ
る
埋
没
、
壁
画
の
剥
落
等
が
進
行
し

て
お
り
、
ま
た
、
観
光
客
の
増
加
に
伴
う
石
窟
内
の

温
度
・
湿
度
等
の
変
化
、
汚
染
等
に
よ
る
保
存
上
の

悪
影
響
が
生
じ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
に
対
し
、
敦
煙
遺
跡
の
保
存
に

関
す
る
日
中
協
力
に
つ
い
て
関
係
者
の
間
で
模
索
さ

れ
て
き
た
が
、
昭
和
五
九
年
に
行
わ
れ
た
日
中
外
相

会
談
及
び
文
化
庁
長
官
・
中
国
文
化
部
長
会
談
の
槻
会

に
「
敦
燒
文
化
財
保
存
に
つ
い
て
の
日
中
協
力
」
が

合
意
さ
れ
る
に
至
り
、
協
力
の
推
進
に
つ
い
て
は
、

昭
和
六

0
年
に
開
催
さ
れ
た
日
中
文
化
交
流
政
府
間

協
訊
に
お
い
て
も
確
腔
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
経
緯
を
踏
ま
え
て
、
昭
和
六
一
年
度
か

ら
、
専
門
家
の
相
互
交
流
等
に
よ
る
文
化
財
保
存
科

：
□̀`
[[：ロ

③
関
連
事
業

ロ
昭
和
六
三
年
八
月
、
竹
下
総
理
が
訪
中
の
際
に
行

っ
た
協
力
表
明
に
基
づ
き
、
敦
焼
文
化
財
保
存
の
た

め
の
研
究
・
展
示
セ
ン
タ
ー
建
設
計
画
が
、
外
務
省

無
償
資
金
協
力
事
業
の
中
で
進
め
ら
れ
て
い
る
c

現

在
、
殷
計
の
た
め
の
現
地
調
査
等
が
行
わ
れ
て
い
る

か
、
調
査
団
に
は
文
化
庁
職
員
も
加
わ
り
、
必
要
な

助
言
を
行
っ
て
い
る
。

ま
た
、
国
内
の
文
化
財
の
保
護
保
存
と
文
化
財
保

態
に
関
す
る
国
際
交
流
・
協
力
を
主
た
る
目
的
と
し

て
設
立
さ
れ
た
闘
文
化
財
保
設
振
興
財
団
に
お
い

て
は
、
当
面
、
国
際
事
業
と
し
て
、
文
化
庁
、
外
務

省
事
業
と
の
連
携
・
協
力
を
図
り
な
が
ら
、
敦
熔
文

化
財
の
保
訛
保
存
に
閲
す
る
事
業
を
重
点
的
に
進
め

て
い
く
＼
こ
と
と
し
て
い
る
。

ス
ミ
ソ
ニ
ア
ン
研
究
機
構
と
の

国
際
研
究
交
流

①

経

緯

|

_

]

ロ

ソ

ニ

ア

ン

研

究

機

構

(
S
m
l
t
h
s
o
m
a
:

itution)
は
、
一
八
四
六
年
に
米
国
政
府
に
よ
っ
て

設
立
さ
れ
た
機
関
で
、
本
部
を
ワ
シ
ン
ト
ン
に
置
き
、

傘
下
に
―

1
0余
の
博
物
館
・
美
術
館
・
研
究
所
等
を

も
つ
世
界
最
大
の
文
化
研
究
機
関
で
あ
る
。
ス
ミ
ソ
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す
ペ
ラ
、
ハ
レ
エ
、
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
、
現
代
舞
踊
、

現
代
演
劇
等
の
現
代
舞
台
芸
術
（
主
と
し
て
明
治
期

以
降
、
外
国
か
ら
我
が
国
に
移
入
さ
れ
、
定
着
し
、

又
は
我
が
国
に
お
い
て
発
生
し
た
も
の
て
あ
っ
て
現

在
も
我
が
国
に
お
い
て
演
し
ら
れ
て
い
る
舞
台
芸
術
）

は
、
我
が
同
に
お
い
て
も
独
自
の
発
展
を
遂
け
、
そ

の
水
準
は
国
際
的
に
も
評
価
さ
れ
て
い
る
が
、
発
表

の
場
と
し
て
の
国
立
の
施
設
が
な
く
、
そ
の
設
立
は
、

関
係
者
の
長
い
間
の
悲
願
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
背
旱
界
の
下
に
、
昭
和
四
一
年
四
月
伝

統
芸
能
の
た
め
の
国
立
劇
場
法
の
成
立
の
際
に
、
衆

議
院
文
教
委
員
会
に
ぢ
い
て
面
政
府
は
、
伝
統
芸
能

以
外
の
芸
能
の
振
興
を
図
る
た
め
、
施
設
そ
の
他
に

つ
き
、
必
要
な
措
溢
を
講
ず
べ
き
て
あ
る
」
旨
、
附

帯
決
議
さ
れ
、
以
降
こ
の
附
帯
決
試
に
沿
っ
て
、
文

経
緯

②
 

化
庁
に
お
い
て
、
昭
和
四
六
年
度
か
ら
第
二
国
吃
劇

場
設
立
準
備
委
員
会
を
設
け
る
な
ど
、
第
一
一
国
立
劇

場
（
仮
称
）
の
設
立
に
つ
い
て
鋭
意
調
査
検
討
を
菫

ね
て
き
た
。
（
表
1
参
照
）

そ
し
て
、
平
成
元
年
度
の
予
算
で
は
、
劇
場
施
設

の
実
施
設
計
を
完
了
し
、
敷
地
整
備
工
事
に
将
手
す

る
等
の
経
賀
と
親
国
立
劇
場
に
第
二
国
空
剥
場
（
仮

称
）
準
備
奎
を
設
け
る
た
め
の
経
費
が
計
上
さ
れ
た
。

ま
た
、
第
二
国
立
劇
場
（
仮
称
）
を
、
特
殊
法
人

国
立
刺
場
の
一
施
骰
と
す
る
た
め
、
囲
立
劇
場
の
目

的
及
ひ
業
務
に
現
代
舞
台
芸
術
に
係
る
事
項
を
追
加

す
る
こ
と
な
ど
を
内
容
と
す
る
「
固
空
劇
場
法
の
一

祁
を
改
正
可
る
法
律
」
が
、
衆
・
参
両
院
と
も
に
全

会
一
致
で
可
決
、
法
律
第
一
じ
号
と
し
て
三
月
三
一

日
に
公
布
、
四
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
た
。

今
匡
の
予
算
と
法
律
改
正
は
、
長
年
の
懸
案
で
あ

る
第
二
国
立
測
場
（
仮
称
）
の
骰
立
に
向
け
て
の
大

き
な
前
進
で
あ
り
、
開
場
に
向
け
て
の
諸
迂
1

備
を
、

よ
り
一
層
推
進
し
て
い
く
態
勢
科
整
っ
た
点
に
、
南
―

め
て
窓
義
深
い
も
の
が
あ
る
。

一
国
立
劇

]
 ヽ

（
仮
称
）
の

ニ
ア
ン
研
究
機
構
て
は
、
か
ね
て
か
ら
日
本
の
博
物

館
等
と
の
交
流
を
希
望
し
て
い
た
が
、
昭
和
六
三
年

五
月
に
同
研
究
機
溝
の
長
官
が
来

□し
た
機
会
に
、

文
化
庁
長
官
と
の
間
で
、
相
互
の
交
流
に
関
す
る
覚

書
の
交
換
が
行
わ
れ
た
。

覚
贔
は
、
文
化
庁
側
の
国
立
博
物
誼
•
国
立
文
化

財
研
究
所
五
機
関
と
、
ス
ミ
ソ
ニ
ア
ン
側
の
フ
リ
ア
・

サ
ク
ラ
ー
両
美
術
館
、
博
物
館
支
捩
セ
ン
タ
ー
保
存

分
析
部
等
九
観
関
の
間
で
、
相
互
に
交
流
と
協
力
奈

推
進
す
る
こ
と
を
内
容
と
し
て
お
り
、
文
化
財
の
調

査
研
究
と
保
存
の
分
野
に
お
い
て
は
、
研
究
者
等
の

人
物
文
流
、
鯛
査
・
共
同
研
究
の
実
茄
、
佃
報
・
出

版
物
の
交
換
等
を
夏
励
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

ロ

②
研
究
交
流
の
概
要

7
 

ス
ミ
ソ
ニ
ア
ン
研
究
機
構
の
フ
リ
ア
・
サ
ク
ラ
ー

9

|

 

両
美
術
館
に
は
、
東
ア
ジ
ア
の
考
古
遺
物
及
び
美
術

品
か
多
く
収
納
・
展
示
さ
れ
て
お
り
、
所
属
す
る
研

究
者
等
に
よ
り
こ
れ
ら
古
文
化
財
の
保
存
・
修
復
の

研
究
が
な
さ
れ
て
2

る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
覚

書
に
基
づ
く
研
究
交
流
計
画
の
最
初
の
プ
ロ
グ
ラ
ム

と
し
て
仕
、
双
方
の
博
物
館
・
研
究
所
等
に
所
属
す

る
保
存
科
学
・
美
術
史
・
考
古
学
の
研
究
者
で
構
成

す
る
研
究
グ
ル
ー
プ
が
、
科
学
研
究
賀
補
功
金
を
受

け
て
「
東
ア
ジ
ア
青
銅
器
・
土
器
・
陶
磁
器
の
保
存

及
び
技
術
的
研
究
に
つ
い
て
の
共
同
研
究
」
を
実
籠

覚害へのサイン（アタ];ス長官、大綺長官）

す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
学
院
的
視

野
に
基
づ
い
た
新
し
い
保
存
科
学
的
方
広
の
罪
拓
が

期
待
さ
れ
て
い
る
。

平
成
元
年
一
月
に
日
本
側
研
究
グ
ル
ー
プ
が
ス
ミ

ソ
ニ
ア
ン
研
究
機
構
を
訪
れ
、
協
議
し
た
結
果
に
よ

る
と
「
東
ア
ジ
ア
文
化
財
と
そ
の
原
料
に
つ
い
て
の

鉛
同
位
体
分
析
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
作
成
」
、
「
古
代
東

ア
ジ
ア
青
銅
器
に
お
け
る
鋳
造
技
術
し
等
五
つ
の
ト

ピ
ッ
ク
ス
が
共
同
研
究
の
う
ー
マ
と
し
て
合
立
さ
れ
、

今
後
、
口
米
の
研
究
者
が
適
宜
分
担
し
て
推
進
す
る

運
び
と
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
こ
う
し
た
科
学
研
究
贄
に
よ
る
研
究
者
グ

ル
ー
＇
プ
の
取
組
み
と
は
別
に
、
東
京
国
立
文
化
財
研

究
斯
に
お
い
て
は
、
美
術
、
考
古
な
ど
他
の
研
究
分

野
を
含
め
た
長
期
的
な
研
究
交
流
の
あ
り
方
に
つ
い

て
調
査
研
究
を
進
め
て
お
り
、
成
案
を
得
た
も
の
か

ら
逐
次
実
証
し
て
い
く
こ
と
と
し
て
い
る
。
（
平
成
元

年
度
予
算
―
―
―
七
＿
一
万
円
）

一

③

関

連

事

業

―

ス
ミ
ソ
ニ
ア
ン
側
の
強
い
要
望
も
あ
り

r

平
成
四

□
 

年
に
ス
ミ
ソ
ニ
ア
ン
傘
下
の
サ
ク
ラ
ー
哭
術
館
に
お

い
て
「
日
本
考
古
展
」
（
仮
称
）
を
開
催
す
る
予
定
で

準
伽
を
進
め
て
い
る
。

こ
う
し
た
事
業
を
通
じ
、
文
化
庁
で
は
、
今
緩
と

も
蒐
書
の
趣
旨
に
沿
っ
て
、
ス
ミ
ソ
ニ
ア
ン
機
構
と

の
交
流
の
推
進
・
奨
励
に
つ
と
め
て
い
き
た
い
と
考

え
て
い
る
。
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09  
第二国立劇場（仮称）設立に関する経緯

衆躾院文教委員会において、伝統芸能の保存・振興を目的とする国立和l場法案可決の際

以外の芸能の振興を図るため、施設その他につき、必要な処濫を講すべきこと」

第二国立劇堤（イ反称）完成千悲挨型

我
が
国
の
歌
舞
伎
、
文
楽
、
能
楽
等
の
伝
統
芸
能

は
、
歴
史
的
に
も
芸
術
的
に
も
す
ぐ
れ
た
価
値
を
有

す
る
貴
重
な
文
化
遺
産
で
あ
る
が
、
ご
れ
ら
は
、
時

代
や
社
会
の
激
し
い
変
化
に
よ
り
、
後
継
者
難
な
ど

次
第
に
厳
し
い
瑣
境
の
下
に
置
か
れ
、
そ
の
正
し
い

伝
承
と
発
展
の
た
め
に
は
、
保
存
と
振
興
の
た
め
の

固
の
積
極
的
な
施
策
を
必
要
と
す
る
状
況
に
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
背
景
の
下
で
、
特
殊
法
人
国
立
劇
場

は
、
我
が
国
の
伝
統
芸
能
の
保
存
と
振
興
を
目
的
と

第
二
国
立
劇
蜆
（
仮
称
）
は
、
昭
和
五
五
年
の
国

有
財
産
中
央
審
諭
会
の
答
申
に
基
づ
き
、
東
京
都
渋

谷
区
の
東
京
工
業
試
験
所
跡
地
に
建
設
す
る
予
定
で
、

敷
地
面
積
は
約
―
―
―
万
一

0
0
0
,
m、
延
べ
床
面
籾
約

五
万
六

0
0
0
国
、
地
上
五
階
、
地
下
二
階
の
建
物

を
予
定
し
て
い
る
。

ま
た
、
我
が
国
初
め
て
の
四
而
舞
台
を
有
す
る
主

第
二
国
立
劇
場

計
画
概
要

i 表t
: 
＇ 

東京工業試験所跡地

地として利用する旨示された。

第二国立劇場設立準備協議会が「東京工業試験所跡地における第二国立劇場（仮称）の設骰構想低

要及び建築頬校について」を文化庁長官に報告した。
“`言

第二国立剌場建築設酎競技入賞発表（最便秀作品柳沢孝彦 他16名、竹中工務店東京本店勤務（応

募数228作品、うち外国22か国60作品））

第二国立削場（仮称）基本骰計
し 一

第二国立劇場（仮称）実施設計 ー ロ
第二国立劇揚（仮称）の計画概要

と
し
て
、
オ
ペ
ラ
、
バ
レ
エ
の
た
め
の
大
閲
場
及
び

主
と
し
て
、
演
劇
の
た
め
の
中
劇
場
、
オ
ー
プ
ン
ス

テ
ー
ジ
を
持
つ
小
閲
場
の
一
＿
一
劇
場
か
ら
な
る
現
代
舞

そ
ん

台
芸
術
の
殿
堂
で
あ
り
、
国
際
的
に
み
て
も
遜
色
の

な
い
、
高
い
水
準
を
持
つ
劇
場
と
な
る
よ
う
構
應
さ

れ
て
い
る
。
（
表
2
参
照
）

現
在
の
国
立
劇
場
の
概
要

し
て
餡
租
四
一
年
七
月
に
設
立
さ
れ
、
昭
和
四
一
年

―
一
月
の
国
立
劇
場
（
本
館
）
開
場
以
来
、
伝
統
芸

能
の
公
開
、
伝
承
者
の
蓑
成
、
調
査
研
究
な
ど
詰
事

業
を
展
開
し
て
き
た
。

こ
の
間
、
昭
和
五
四
年
に
は
国
立
演
芸
資
料
館
、

五
八
年
に
は
同
立
能
楽
堂
、
五
九
年
に
は
国
立
文
楽

劇
場
が
相
次
い
で
胴
場
し
、
我
が
国
の
伝
統
芸
能
の

総
合
セ
ン
タ
ー
と
し
て
の
機
能
を
整
備
す
る
に
至
っ

て
い
る
。

（
仮
称
）

現代舞台芸術の一層の振興及ぴ普及を図る（現代舞台芸術：オペラ、パレエ、ミ

現代演劇等）

束京都渋谷区本町（東京工業試験所跡地約31,000m'（内取得予定地約28,000m'))

演 事 業

（イ）研修事業

（ウ）調査・情報関係事業

（ア）劇場施設

オペラ、パレエ、ミュージカル、現代舞踊、現代演劇等の公演

及び地方巡回公演等

現代舞台芸術に関する貸料・情報の収集・保存・

等

三三□
の

（イ）研修関係施設 講義室等

（ウ）調査・情報関係施設資料閲覧室、視聴党室、書庫等

（エ）その他菅理関係施設等

（ア）延べ床面積 55,727m' 

（イ）建築構造 鉄骨鉄筋コンクリート造り

41 40 



00 図1 文化庁予算の推移
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（注） （）書きは構成比である。（単位 ％） 
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平
成
元

施
設
費

一
般
経
費

高 移あ整億そ三三そ興文心
ましし

絆
つ備二の年年の施化額文

りかててが五

＇を
後度

しき‘-0‘ の予額の保九庁
度増策財四化'’°’’

纂嘉 t~ 虞誓房胃空百腐羹喜雙腐
とら 後し円 五 七 三 ら ‘ の 0 足
し‘ 大たに五倍三れ国画〇し
て文 幅 こ 達年と四て立期〇た
‘化 なとし 度い億き文的万昭

昭に 伸やたまう六た化な円和
和対 び 厳 がで高〇゜施改で四
六す をし‘はい〇ー設正
＝る

あ三
見い国増伸万 0 のやつ年

年国 な 財 立加び円年整芸た度
度民 い政文 し率で後備術がの
予の ま事化‘を
算関

‘の等文‘予
ま情施 四示昭昭に化そ算

に心 に等設 〇し和和よののは
おの 推もの〇た四五り振後‘

囀

＇ 

い
て
は
、
対
前
年
度
四
．

0
％
増
の
三
七
八
億
二
三

0
0万
円
を
、
平
成
元
年
度
予
算
に
お
い
て
は
、
対

前
年
度
八
・
三
％
増
の
四

0
九
億
四
五

0
0万
円
を

一

平

成
1

冗
年
度
文
化
庁
予
算
の
概
要

平
成
元
年
度
の
文
化
庁
予
算
は
四

0
九
億
四
五
〇

0
万
円
で
あ
る
が
、
そ
の
分
野
別
の
内
訳
は
図
2
の

と
お
り
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
平
成
元
年
度
文
化
庁
予

算
の
重
点
事
項
に
つ
い
て
概
観
す
る
。

計
上
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
文
部
省
一
般
会
計
予
算

四
兆
六
三
七
九
億
二
九

0
0万
円
の

O・
八
八
％
、

国
の
一
般
会
計
予
算
六

0
兆
四
一
四
一
億
九
四

0
0

万
円
の

O
・
O七
％
に
当
た
り
、
昭
和
四
三
年
度
文

化
庁
予
算
に
対
し
八
・
三
倍
と
な
っ
て
い
る
。

な
お
、
昭
和
四
三
年
度
の
文
化
庁
発
足
以
来
の
文

化
庁
予
算
の
推
移
は
図
1
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
①
芸
術
創
作
活
動
の
推
進
―

高
度
か
つ
野
心
的
な
舞
台
芸
術
公
演
を
企
業
等
民

間
の
協
力
を
得
て
実
施
す
る
芸
術
活
動
の
特
別
推
進

に
係
る
経
費
と
し
て
三
億
七
四

0
0万
円
を
計
上
す

る
と
と
も
に
、
民
間
の
芸
術
関
係
団
体
の
行
う
活
動

瀑
潟
憑
，
＇
↓

9
l
:
'
i
~
~
t
,
~
9
9
,

＇
9
9
9
9

ぐ
9
9
,
‘

保

も

で

を

財

た

費

費

化

し

経

件

文

算

の

人

合

他

の

費

を

の

場

設

金

そ

劇

立

施

資
の

出

た

国

等

場
-
M
J

碑

四

も

等

国

費

機

あ

設

設

等

で

施

費

施

設

のひ

施

も

及

臼
し

儡
も

庁

設

あ

費

゜

化

施

で

件

る

ー

算

文

存

の

人

あ

文

合

60 
59 

58 

57 

文
化
庁
予
算
の
推
移

⑧
 

文
化
庁
予
算
の
推
移
と

国
際
比
較
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に
対
す
る
助
成
を
行
う
た
め
の
民
間
芸
術
活
動
費
補

助
金
と
し
て
七
億
二

0
0
0万
円
を
、
優
れ
た
舞
台
芸

術
の
公
演
を
奨
励
す
る
た
め
の
経
貨
と
し
て
一
億
一

0
0万
円
を
、
将
木
性
に
富
む
各
分
野
の
芸
術
家
に

対
し
て
外
国
又
は
国
内
て
行
わ
れ
る
芸
術
家
研
修
等

を
実
廂
す
る
た
め
の
経
費
と
し
て
一
億
八

0
0
0万

円
を
そ
れ
ぞ
れ
計
上
し
て
い
る
。

映
画
の
奨
励
策
と
し
て
は
、
似
秀
映
画
作
品
、
こ

ど
も
向
け
テ
レ
ビ
用
ア
ニ
メ
ー
ン
ョ
ン
映
画
作
品
に

対
す
る
奨
励
金
の
交
付
を
行
う
た
め
の
経
費
と
し
て
、

あ
わ
せ
て
一
億
三
六

0
0万
円
を
計
上
し
て
い
る
。

ま
た
、
優
れ
た
映
画
の
鑑
賞
機
会
を
広
く
確
保
1
9

る
た
め
、
東
京
国
立
近
代
美
術
館
フ
ィ
ル
ム
セ
ン
タ

ー
と
公
立
文
化
会
館
が
連
携
し
全
国
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

を
形
成
す
る
と
と
も
に
、
映
画
の
国
粽
交
流
を
促
遮

す
る
た
め
の
「
日
本
映
画
の
上
映
」
及
び
国
隙
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
の
開
催
等
の
経
費
と
し
て
二
憶
一
六

0
0

万
円
を
計
上
し
て
い
る
。

芸
術
条
に
つ
い
て
は
、
主
催
公
演
筈
を
実
施
す
る

と
と
も
に
、
ア
ジ
ア
、
太
平
洋
地
域
諸
国
の
芸
能
団

体
を
招
へ
い
し
て
国
際
公
演
を
実
施
す
る
。
ご
の
た

め
の
経
費
と
し
て
、
一
佑
一
九

0
0万
円
を
計
上
し

て
い
る
。

さ
ら
に
、
芸
術
に
対
す
る
顕
彩
と
し
て
、
芸
術
各

分
野
に
お
い
て
慶
れ
た
業
績
を
あ
げ
、
新
生
面
を
開

い
た
者
を
表
彰
す
る
芸
術
選
奨
に
係
る
経
費
と
し
て

二
六

0
0万
円
を
、
中
堅
作
家
等
の
絵
画
、
彫
刻
綽

の
優
秀
作
品
を
買
い
上
げ
て
文
化
庁
主
催
地
方
巡
回

展
に
お
い
て
公
開
を
行
う
ほ
か
、
国
立
美
術
館
に
お

い
て
収
蔵
、
展
示
す
る
た
め
の
経
費
と
し
て

1
1
0

0
万
円
を
計
上
し
て
い
る
。

一

＿

②

文

化

の

普

及

―

成
長
期
に
あ
る
ご
ど
も
や
次
代
を
担
う
青
少
年
の

た
め
に
、
優
れ
た
舞
台
芸
術
の
池
方
巡
回
公
演
を
行

う
「
こ
ど
も
芸
術
劇
場
」
、
「
冑
少
年
芸
術
測
場
」
を

実
施
す
る
ほ
か
、
中
学
校
の
学
校
現
場
に
優
れ
た
舞

台
芸
術
を
派
造
す
る
「
中
学
校
芸
術
鑑
賞
教
室
」
を

実
施
す
る
。
ま
た
、
全
国
各
地
に
お
い
て
、
我
が
国

の
優
れ
た
舞
台
芸
術
を
鑑
賞
す
る
機
会
を
提
供
す
る

「
移
勲
云
術
祭
」
を
実
施
す
る
。
こ
れ
ら
に
要
す
る

経
費
と
し
て
八
億
八
五

0
0万
円
を
計
上
し
て
い
る
。

ま
た
、
広
く
国
民
一
般
が
行
っ
て
い
る
各
種
の
文

化
活
動
を
全
国
的
な
規
模
で
発
表
す
る
場
と
し
て
国

民
文
化
祭
を
閲
催
す
る
と
と
も
に
、
高
校
生
に
よ
る

芸
術
文
化
活
動
の
総
合
的
な
発
表
の
場
と
し
て
全
同

高
等
学
校
総
合
文
化
祭
を
開
催
す
る
た
め
の
経
質
と

し
て
、
一
＿
億
四
一

0
0万
円
を
計
上
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
公
私
立
の
美
術
館
・
博
物
誼
の
学
芸
昌

等
を
対
象
に
専
門
的
知
識
・
技
能
の
向
上
を
図
る
た

め
の
研
修
会
を
実
施
す
る
た
め
二

0
0万
円
を
計
上

し
て
い
る
。

I
.

□
 

第
二
国
立
劇
場
（
仮
称
）

一

③

の

整

備

促

進

ー

オ
ペ
ラ
、
バ
レ
エ
、
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
、
現
代
舞
踊
、

現
代
演
閲
等
我
恨
国
現
代
舞
台
芸
術
の
喉
堂
と
な
る

璽
一
国
立
劇
場
（
仮
称
）
に
つ
い
て
は
、
実
施
設
計

（
二
か
年
計
画
の
第
二
年
次
）
を
完
了
後
、
敷
池
整

備
上
事
に
着
手
す
る
と
と
も
に
、
閲
場
に
向
け
て
の

諸
準
備
を
一
層
推
進
す
る
こ
と
と
し
、
二
八
億
七
九

0
0万
円
を
計
上
し
て
い
る
。

医12

文イ

平成元年度文化庁予節（分野別）

文
化
財
の
整
備
・

：
心
用
の
推
進

ア
、
史
跡
等
の
整
備
・
活
用

史
跡
等
を
広
く
国
民
生
活
の
中
て
活
用
す
る
「
ふ

る
さ
と
歴
史
の
広
場
L

事
業
を
新
た
に
実
施
す
る

な
と
史
跡
等
の
整
備
・
活
用
を
図
る
た
め
の
経
賀

と
し
て
一
九
億
一

0
0万
円
を
、
史
跡
等
の
買
上

げ
出
業
に
対
す
る
袖
助
金
と
し
て
ヒ
一
億
四
七
〇

0
万
円
を
計
上
し
て
い
る
。

ま
た
、
平
城
、
飛
鳥
•
藤
原
宮
跡
の
整
備
の
た

め
の
経
四
と
し
て
八
億
四
―
―

1
0
0万
円
を
計
上
し

て
い
る
。

埋
蔵
文
化
財
に
つ
い
て
は
、
発
掘
調
査
事
業
等

に
対
す
る
補
助
金
と
し
て
二
ご
慮
八

0
0万
円
を

計
上
し
て
い
る
。

イ
、
国
宝
・
重
要
文
化
財
等
の
保
存
事
業
の
促
進

国
宝
・
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
建
造
物
、

美
術
工
芸
品
や
重
要
伝
統
的
建
造
物
群
の
保
存
修

理
、
防
災
事
業
国
有
文
化
財
で
あ
る
建
造
物
、

美
術
工
芸
品
、
記
念
物
等
に
つ
い
て
の
保
存
修
理
、

模
写
模
造
等
、
国
宝
・
重
要
文
化
財
の
保
存
事
業

に
対
す
る
補
助
金
と
し
て
あ
わ
せ
て
五
一
億
九
宜

0
0万
円
を
計
上
す
る
と
と
も
に
、
国
宝
・
一
卑
要

文
化
財
等
の
買
上
げ
に
要
す
る
経
費
と
し
て
一
九

億
九
八

0
0万
円
を
計
上
し
て
い
る
。

ま
た
、
地
域
に
お
け
る
文
化
財
保
設
の
拠
点
と

な
る
文
化
財
保
存
施
骰
、
歴
史
民
俗
資
料
館
、
埋 LJ 
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（゚） ＼薗~｀ ｀゚ [ ¥ I-~]r、‘゚

IOI億円 (1989年度）

810億円

(3億3,900万ホンド）

I, 941億円

(881意2,354万フラン）

884億円

(8,840億リラ）

996億円

(9,960{怠リラ）

335億円

(2億6,600万

182億円 97億円

| 

(I兆8,SOOf惹リラ）

335飩円

(2億6,600万ドル）

279億円

(3 

(I 987年度）

ポンド＝239円）

(1988年度）

フラン＝22円）

(1986年度）

1マルク＝75円）

蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
の
整
備
に
対
す
る
補
助
金
と

し
て
あ
わ
せ
て
四
位
四
一

0
0万
円
を
計
上
し
て

るよ
た
、
国
が
今
後
新
た
に
設
脳
」
＇
る
文
化
施
設

に
つ
い
て
、
施
骰
の
種
煩
、
規
桜
、
配
似
笥
の
在

り
方
・
化
全

□的
な
見
励
か
ら
調
青
す
る
た
め
の
匂

貨
と
し
て
ー
ニ

C〗
0
カ
円
を
d
lじ
し
ご
い
る
。

ウ
、
伝
統
芸
能
等
の
伝
承

国
立
劇
場
に
対
す
る
補
助
及
び
出
資
の
た
め
の

経
贅
と
し
て
四
九
憶
二
五

0
0万
円
を
計
上
す
る

と
と
も
に
、
無
形
文
化
財
、
民
俗
文
化
財
等
の
伝

承
活
動
に
対
す
る
助
成
を
竹
う
た
め
五
億
一
―
―
―
―

-
0

0
万
円
を
計
上
し
て
2

る。

⑤

文

化

の

国

際

交

流

一

[
·
口
叫
の
優
れ
た
芸
術
家
等
の
招
へ
い
，
工
業
い
〗

と
と
も
に
、
文
化
政
策
の
国
際
比
較
研
究
を
行
う
文

化
政
策
口
際
会
議
を
開
他
す
る
た
め
、
あ
わ
せ
て
三

八
0
0万
円
を
計
上
し
て
い
る
。

ま
た
、
我
が
国
の
現
代
舞
白
芸
術
の
公
演
を
米
固

に
派
選
す
る
日
米
舞
台
芸
術
交
流
事
業
の
経
鉗
と
し

て
八
五
〇
〇
万
円
を
、
発
展
途
上
国
の
青
少
年
や
ア

マ
チ
ュ
ア
文
化
活
動
の
指
導
者
等
を
招
致
す
る
と
と

も
に
、
我
が
国
か
ら
そ
れ
ら
の
国
に
指
導
者
等
を
派

遣
し
、
用
互
理
解
を
固
る
ほ
か
、
欧
米
諸
国
の
ア
マ

チ
ュ

文
化
関
係
予
算
の
国
際
比
較

化
国
際
右
交
流
事
業
を
新
た
に
実
瀧
す
る
た
め
の
経
贄

と
し
て
三
九

0
0万
円
を
計
上
し
て
い
る
。

文
化
財
保
設
に
係
る
国
際
協
力
に
つ
い
て
は
、
ア

メ
リ
カ
・
ス
ミ
ソ
ニ
ア
ン
機
稿
と
の
間
で
文
化
財
保
存

修
復
に
関
す
る
共
同
研
究
を
行
う
経
費
と
し
て
四
〇

と
人
こ
う

0
万
円
を
、
敦
煙
文
化
財
の
保
存
修
復
に
か
か
る
協

諸
外
国
の
文
化
関
係
予
買
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ

れ
の
国
の
歴
史
、
行
政
制
度
等
を
反
映
し
て
、
中
央

政
府
の
関
係
行
政
様
関
が
所
掌
す
る
文
化
行
政
の
範

力
や
、
南
ア
ジ
ア
仏
教
遮
跡
の
保
存
整
伽
に
関
す
る

基
需
的
調
査
研
究
等
を
実
施
す
る
た
め
の
経
費
と
し

て
あ
わ
せ
て
四
八

0
0万
円
A

五
訂
上
す
る
と
と
も
に
、

国
宝
・
玉
要
文
化
財
を
中
心
と
す
る
日
本
の
古
芙
術

昂
戻
を
海
外
に
お
い
て
実
施
す
る
た
め
の
経
費
と
し

て
一
九

0
0万
円
を
計
上
し
て
い
る
。

な
ど
が
椋
々
で
あ
り
、
単
純
な
比
較
は
困
難
で
あ
る

が
、
こ
れ
ら
の
点
を
捨
象
し
て
欧
米
五
か
国
の
中
央

政
府
の
文
化
関
係
予
算
と
の
比
較
を
試
凡
る
と
、
次

お
り
で
あ
る
。
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ェ

ッ

セ

イ

タ

ヌ

キ

の

小

便

日

高

敏

隆

人

・

こ

の

道

有

馬

稲

子

わ

が

ま

ち

の

生

涯

学

習

富

山

県

滑

川

市

科

学

の

ひ

ろ

ば

国

立

科

学

博

物

館

私

の

選

ぶ

一

冊

加

藤

孝

治

郷

土

に

生

き

る

教

育

家

群

像

静

岡

県

●
解
説

家
庭
と
地
域
の
教
育
力
の
活
性
化

肯
少
年
教
育
の
活
動
と
施
策

家
族
ぐ
る
み
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動

●
事
例
紹
介盛

岡
市
教
育
委
員
会
／
平
塚
市
桃
浜
子
ど
も
会

●
見
聞
記
・
体
験
記

テ
リ
ー
・
ス
ザ
ー
ン
／
児
玉
寛
子

●
巻
頭
言

子
ど
も
の
自
立
と
家
庭
教
育
原
ひ
ろ
こ

●
て
い
談

子
ど
も
の
社
会
性
を
育
て
る

（
出
席
者
）
柏
木
恵
子
／
小
久
保
茂
昭
／
高
見
澤
邦
郎

●
論
文

家
庭
と
地
域
社
会
の
教
育
機
能
の

活
性
化
の
た
め
の
親
・
子
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク目

黒
依
子

祐
成
善
次

●
次
号

(
8
月
号
）
目
次

てつ

の域

力

奴

虹
●
頃
育
・
〗

ど

庭
教

5

家

子

投稿歓迎 ］ 
●※  

〒‘
を① ●感→

送文明一投想読
100 り章記件稿‘者
東先を＾に規 こ＇か
京＿誌

上
つ定意ら

都部き 見の
干 手匿四 等た

代 直急〇 をよ
田 し:::!.0 どり
区さ字し し
霞せ③以ど欄

文 が憚関 て 掲 内 しへ
い載 おの

虔三 た分② 寄投

！臣 I たに住 せ稿

1官 二 くは所 くを
房 1 こ薄‘ だ歓
I! 政 二 と謝氏 さ迎

策
が進名 いし

課 あ呈‘ °ま
り年

t i0 : ; 
':粟
し

i 
電ん

編話
！集 番互
部 号こで

▽
刷
新
文
部
時
報
は
大
変
好
評
で
、
お

褒
め
の
言
葉
や
励
ま
し
の
便
り
を
ち
ょ

う
だ
い
し
た
り
、
全
国
の
町
や
村
、
学

校
な
ど
か
ら
も
た
く
さ
ん
の
講
読
申
込

み
が
あ
っ
た
り
で
、
編
集
部
一
同
感
激

し
て
い
ま
す
。
厚
く
お
礼
申
し
上
げ
ま

す
と
と
も
に
、
今
後
一
層
の
御
愛
読
を

お
願
い
い
た
し
ま
す
。

▽
さ
て
、
た
ま
に
美
術
館
や
博
物
館
に

出
か
け
て
み
る
と
、
意
外
に
お
お
ぜ
い

の
人
た
ち
が
訪
れ
て
い
る
の
に
驚
き
ま

す
。
芸
術
文
化
へ
の
興
味
や
関
心
が
高

ま
っ
て
き
て
い
る
証
拠
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。

▽
美
し
い
も
の
に
あ
こ
が
れ
、
繊
細
で

技
巧
を
凝
ら
し
た
芸
術
作
品
に
驚
嘆
す

る
の
は
、
い
つ
の
時
代
で
も
変
わ
ら
な

い
も
の
で
す
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
芸

(
A
.
N
)
 

術
文
化
へ
の
関
心
は
、
や
は
り
世
情
の

安
定
し
た
余
裕
の
あ
る
時
代
に
こ
そ
、

各
界
、
各
層
の
人
々
に
幅
広
く
浸
透
す

る
も
の
な
の
で
し
ょ
う
。
い
ま
一
般
に
、

少
し
は
そ
ん
な
余
裕
が
出
て
き
た
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

▽
一
方
、
芸
術
文
化
活
動
は
、
本
格
的

な
国
際
化
時
代
を
迎
え
て
世
界
的
な
広

が
り
を
見
せ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
今

月
号
は
国
際
化
時
代
に
お
け
る
芸
術
文

化
の
新
た
な
展
望
を
特
集
し
ま
し
た
。

芸
術
文
化
活
動
に
関
す
る
国
際
交
流
事

業
、
海
外
に
お
け
る
日
本
美
術
展
、
文

化
財
保
護
に
関
す
る
国
際
協
力
な
ど
の

事
業
の
一
層
の
進
展
が
期
待
さ
れ
る
と

こ
ろ
で
す
。

編

集

後

r
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