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本
年
三
月
二
十
日
、
大
阪
の
地
に
国
立
文
楽
劇
場
が
開
場
せ
ら
れ
、
特

殊
法
人
国
立
劇
場
の
一
施
設
と
し
て
、
運
営
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
文

楽
の
保
存
振
典
の
た
め
の
国
の
施
策
は
つ
と
に
種
々
行
わ
れ
て
お
り
、
昭

和
四
十
一
年
に
国
立
劇
場
が
設
立
さ
れ
て
か
ら
は
そ
の
事
業
の
重
要
な
一

項
目
と
し
て
、
文
楽
の
公
演
、
そ
の
後
継
者
の
養
成
、
関
係
資
料
の
収
集
、

調
査
研
究
な
ど
が
推
進
さ
れ
成
果
を
あ
げ
て
き
た
。
こ
の
度
の
国
立
文
楽

劇
場
の
開
場
は
、
こ
れ
に
よ
り
従
来
の
国
立
劇
場
の
文
楽
関
係
の
事
業
が

量
的
ま
た
地
域
的
に
拡
大
強
化
さ
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、
文
楽
と
い
う
わ

が
国
が
伝
統
芸
能
の
一
っ
と
し
て
世
界
に
誇
る
高
度
に
洗
練
さ
れ
た
人
形

劇
を
保
存
振
興
す
る
国
家
的
事
業
の
う
え
で
、
画
期
的
な
進
展
を
も
た
ら

す
端
緒
と
な
る
べ
き
で
あ
る
と
思
う
。
こ
こ
に
文
楽
の
現
状
を
顧
み
、
そ

の
課
題
を
探
り
、
国
立
文
楽
劇
場
に
負
わ
さ
れ
た
使
命
を
考
え
て
み
た
い
。

こ
の
際
、
文
楽
が
持
っ
て
い
る
歴
史
的
、
芸
術
的
な
価
値
を
あ
ら
た
め

て
確
認
す
る
こ
と
が
、
ま
ず
も
っ
て
必
要
で
あ
ろ
う
。
文
楽
と
い
う
名
は
、

古
く
か
ら
人
形
浄
瑠
璃
を
上
演
し
て
き
た
数
あ
る
劇
場
、
上
演
集
団
の
う

ち
の
―
つ
で
、
植
村
文
楽
軒
(
-
七
三
七
ー
t
|

―
八
一

0
)
と
い
う
人
の

創
始
し
た
文
楽
座
に
由
来
す
る
が
、
こ
ん
に
ち
で
は
こ
れ
が
人
形
浄
瑠
璃

の
代
名
詞
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
人
形
浄
瑠
璃
は
、
い
く
た
の
先
行
芸

能
の
な
か
か
ら
次
第
に
発
達
し
洗
練
を
と
げ
、
江
戸
中
期
に
は
上
方
を
中

心
と
し
て
全
盛
の
時
期
を
も
ち
、
当
時
の
民
衆
娯
楽
と
し
て
歌
舞
伎
を
も

し
の
ぐ
有
様
で
あ
っ
・
た
。
そ
の
後
一
時
衰
退
の
途
を
た
ど
っ
た
が
、
幕
末

か
ら
明
治
に
い
た
る
苦
難
の
時
代
を
く
ぐ
り
ぬ
け
て
人
形
浄
瑠
璃
の
伝
統

国
立
文
楽
劇
場
の
開
場
に
当
た
て

犬

丸

直
（
国
立
劇
場
理
事
長
）

を
ひ
き
つ
ぎ
、
明
治
中
期
か
ら
大
正
に
か
け
て
再
び
そ
の
隆
盛
期
を
現
出

し
た
の
が
文
楽
座
で
あ
る
。
現
在
わ
が
国
の
各
地
に
は
、
な
お
種
々
の
人

形
劇
が
伝
承
さ
れ
て
い
る
が
、
文
楽
ほ
ど
に
、
人
形
浄
瑠
璃
の
全
盛
期
に

完
成
さ
れ
洗
練
さ
れ
た
芸
を
、
脈
々
と
今
日
に
伝
え
て
い
る
も
の
は
な
い
。

文
楽
は
世
界
で
最
も
洗
練
さ
れ
た
人
形
劇
と
し
て
評
価
さ
れ
て
い
る
。

世
界
の
い
ろ
い
ろ
な
国
が
独
自
の
伝
統
に
よ
る
人
形
劇
を
持
っ
て
い
る
が
、

そ
の
多
く
は
子
供
を
対
象
に
し
た
単
純
な
技
法
と
内
容
の
も
の
に
す
ぎ
な

い
。
し
か
し
文
楽
は
‘
“
三
人
遣
い
＂
と
い
う
一
体
の
人
形
を
三
人
が
か
り

で
操
作
す
る
独
特
な
高
度
の
技
法
を
も
っ
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
内

容
は
文
学
的
・
戯
曲
的
に
、
ま
た
音
楽
的
に
も
、
大
人
の
鑑
賞
を
目
的
と

す
る
高
い
芸
術
性
を
備
え
て
い
る
。
義
太
夫
節
と
呼
ば
れ
る
浄
瑠
璃
（
語

り
も
の
）
に
合
わ
せ
て
人
形
の
演
技
が
行
わ
れ
る
が
、
近
松
門
左
衛
門
の

よ
う
な
日
本
の
近
世
文
学
史
上
に
名
を
輝
か
し
て
い
る
巨
匠
も
、
人
形
浄

瑠
璃
の
た
め
に
数
々
の
名
作
を
書
い
て
い
る
。
人
形
浄
瑠
璃
の
な
か
に
は

謡
曲
そ
の
他
の
先
行
文
学
や
歌
舞
伎
な
ど
の
題
材
や
詞
章
が
多
く
取
り
入

れ
ら
れ
て
い
る
が
、
逆
に
人
形
浄
瑠
璃
が
歌
舞
伎
に
強
く
影
響
し
、
今
日

残
さ
れ
て
い
る
歌
舞
伎
の
演
目
の
半
数
以
上
が
人
形
浄
瑠
璃
を
移
し
た
も

の
で
あ
る
こ
と
は
、
注
目
に
価
し
よ
う
。
浄
瑠
璃
は
単
に
登
場
人
物
の
せ

り
ふ
を
人
形
に
代
っ
て
話
す
だ
け
で
な
く
、
話
の
す
じ
や
そ
の
場
の
情
景
、

登
場
人
物
の
心
理
や
感
情
な
ど
を
も
含
め
て
語
る
。
と
く
に
義
太
夫
節
は
‘

初
代
竹
本
義
太
夫
（
一
六
五
―
―
七
一
四
）
が
先
行
の
各
種
の
浄
瑠

璃
の
基
礎
の
上
に
京
阪
の
浄
瑠
璃
と
し
て
開
花
さ
せ
結
実
さ
せ
た
も
の
で
、

通
常
一
人
の
太
夫
（
語
り
手
）
が
登
場
人
物
の
老
若
男
女
、
身
分
・
職
業

の
別
な
ど
を
ま
ざ
ま
ざ
と
語
り
分
け
、
感
情
の
起
伏
や
気
候
の
寒
暖
な
ど

に
ま
で
わ
た
る
情
景
描
写
は
ま
こ
と
に
精
妙
で
あ
る
。
ま
た
、
伴
奏
の
太

神
三
味
線
の
力
強
い
音
色
が
太
夫
の
語
り
を
助
け
、
単
な
る
伴
奏
以
上
に

劇
的
効
果
を
あ
げ
、
音
楽
的
な
喜
ぴ
を
高
め
る
。
戯
曲
の
題
材
や
筋
の
展

開
に
は
、
現
代
人
の
眼
に
は
旧
弊
な
義
理
人
情
の
謳
歌
、
合
理
性
に
欠
け

た
誇
張
な
ど
と
感
じ
ら
れ
る
ふ
し
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
こ
に
は

時
代
を
こ
え
て
人
の
心
に
訴
え
る
人
間
性
の
本
質
が
、
鋭
く
え
ぐ
り
出
さ

れ
て
い
る
。
そ
れ
が
義
太
夫
節
の
熱
の
こ
も
っ
た
声
音
と
節
廻
し
を
通
じ
、

強
烈
な
リ
ア
リ
テ
ィ
を
持
っ
て
観
客
の
心
を
ゆ
さ
ぶ
る
。
ま
た
義
太
夫
節

に
乗
っ
て
魂
を
吹
き
込
ま
れ
た
人
形
は
、
生
身
の
人
間
に
は
表
す
こ
と
の

で
き
な
い
独
特
の
美
し
さ
を
現
出
し
、
観
る
者
に
感
動
を
与
え
る
。

大
正
十
五
年
十
一
月
に
御
霊
文
楽
座
が
炎
上
し
、
い
ち
頓
挫
を
き
た
し

た
文
楽
も
、
昭
和
五
年
に
は
四
つ
橋
の
文
楽
座
で
近
代
化
を
加
味
し
た
上

演
方
式
で
公
演
を
開
始
し
、
息
を
吹
き
返
し
た
。
し
か
し
や
が
て
世
相
は

し
だ
い
に
戦
時
色
を
深
め
、
文
楽
が
大
衆
に
支
え
ら
れ
て
栄
え
る
こ
と
の

大
変
難
し
い
時
代
に
入
っ
て
い
っ
た
。
明
治
四
十
二
年
以
来
文
楽
の
経
営

を
引
き
う
け
て
来
た
松
竹
株
式
会
社
お
よ
ぴ
座
員
一
同
は
、
こ
の
逆
境
に

た
え
て
よ
く
芸
の
伝
統
を
守
り
継
ぎ
、
戦
後
に
な
る
と
い
ち
は
や
く
文
楽

座
を
復
旧
し
、
昭
和
二
十
一
年
二
月
復
興
記
念
興
行
を
行
い
、
二
十
二
年

に
は
天
皇
の
行
幸
を
迎
ぐ
な
ど
華
や
か
な
も
の
が
あ
っ
た
。
し
か
し
興
行

的
に
は
必
ず
し
も
成
績
は
あ
が
ら
ず
、
戦
後
の
荒
廃
と
混
乱
の
な
か
で
の

生
活
問
題
に
端
を
発
し
て
、
昭
和
二
十
四
年
文
楽
座
の
技
芸
員
の
間
に
分

裂
が
起
こ
り
、
松
竹
系
の
因
会
と
独
立
派
の
三
和
会
と
に
分
か
れ
て
興
行

が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
や
が
て
経
済
も
次
第
に
安
定
し
社
会
も
落

ち
着
い
て
き
た
が
、
世
人
の
文
楽
に
対
す
る
関
心
は
う
す
く
、
両
派
と
も

苦
し
い
経
営
を
つ
づ
け
、
座
員
は
滅
少
し
て
い
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
情
況
を
憂
慮
し
て
文
部
省
の
文
化
財
保
護
委
員
会
（
現
文

化
庁
）
は
、
昭
和
二
十
八
年
、
文
楽
技
芸
員
の
後
継
者
養
成
の
事
業
を
、

国
、
大
阪
府
、
大
阪
市
三
者
の
補
助
金
に
よ
り
実
施
す
る
こ
と
と
し
た
。

ま
た
翌
二
十
九
年
に
は
芸
術
祭
の
主
催
公
演
と
し
て
両
派
文
楽
の
合
同
公

演
を
行
い
、
さ
ら
に
三
十
年
に
は
両
派
を
保
持
団
体
と
し
て
重
要
無
形
文

化
財
に
総
合
指
定
し
た
。
こ
の
よ
う
な
施
策
が
効
果
を
あ
げ
た
た
め
、
ま

た
一
般
に
古
典
を
再
認
識
す
る
風
潮
が
起
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
文
楽
に
対

す
る
世
人
の
関
心
・
支
持
は
徐
々
に
高
ま
っ
て
ゆ
き
、
三
十
一
年
に
は
道

頓
堀
に
文
楽
座
（
の
ち
の
朝
日
座
）
が
新
装
さ
れ
て
開
場
さ
れ
、
一
時
盛

況
を
見
せ
た
。
し
か
し
企
業
と
し
て
の
採
算
は
合
わ
ず
、
半
世
紀
以
上
の

長
き
に
わ
た
り
文
楽
の
経
営
に
当
っ
て
き
た
松
竹
株
式
会
社
も
、
昭
和
三

十
八
年
つ
い
に
文
楽
を
手
離
す
こ
と
と
な
っ
た
。
以
後
文
楽
の
経
営
は
国
、

大
阪
府
、
大
阪
市
の
三
者
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
財
団
法
人
文
楽
協
会
に

引
き
つ
が
れ
、
同
時
に
因
会
と
三
和
会
へ
の
分
裂
は
解
消
さ
れ
た
。
以
後

文
楽
は
協
会
に
よ
っ
て
、
大
阪
で
の
朝
日
座
（
文
楽
座
が
改
名
）
を
借
用

し
て
の
公
演
、
東
京
公
演
、
及
び
各
地
の
巡
演
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
昭
和
四
十
一
年
に
国
立
劇
場
が
設
立
さ
れ
る
と
、
東
京
で
の
文
楽
公

演
は
国
立
劇
場
に
よ
り
、
そ
の
自
主
公
演
と
し
て
文
楽
協
会
と
の
契
約
に

も
と
づ
い
て
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
国
立
小
劇
場
は
文
楽
公
演
を
主

た
る
目
的
と
し
て
、
そ
の
た
め
の
建
築
設
計
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ま

た
文
楽
技
芸
員
の
後
継
者
養
成
の
事
業
は
、
国
立
劇
場
が
国
か
ら
補
助
を

受
け
て
実
施
す
る
こ
と
と
な
り
、
文
楽
関
係
の
資
料
の
収
集
や
調
査
研
究

も
国
の
補
助
で
国
立
劇
場
が
行
う
よ
う
に
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
文
楽
へ
の
国
の
助
成
措
置
は
次
第
に
強
化
さ
れ
文
楽
に
対

す
る
国
民
一
般
の
認
識
は
高
ま
り
、
若
い
世
代
の
愛
好
者
も
増
え
て
い
る

が
、
な
お
文
楽
は
そ
の
将
来
を
左
右
す
る
多
く
の
課
題
を
か
か
え
て
い
る
。

第
一
が
そ
の
経
営
の
基
盤
を
い
か
に
し
て
安
固
な
ら
し
め
る
か
と
い
う

問
題
で
あ
る
。
文
楽
は
義
太
夫
節
、
三
味
線
、
人
形
に
よ
る
三
位
一
体
の
舞

台
芸
術
で
あ
り
、
し
か
も
―
つ
の
人
形
を
三
人
遣
い
で
演
ず
る
も
の
で
あ

つ

--- 5― 4― 
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る
た
め
、
多
人
数
の
技
芸
貝
を
必
要
と
す
る
か
、
そ
の
一
方
鑑
賞
に
大
き

な
劇
場
か
適
さ
す
、
観
客
席
数
に
制
約
か
あ
り
‘
こ
の
こ
と
は
経
営
的
に

は
他
の
芸
能
に
且
し
不
利
な
条
件
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
文
楽
の
本
質

上
除
く
こ
と
の
で
き
な
い
条
件
て
あ
る
か
、
現
代
に
お
け
る
経
済
a

社
会

の
状
態
の
変
化
は
、
こ
の
不
利
を
ま
す
ま
す
拡
大
さ
せ
る
方
向
に
あ
る
。
す

で
に
松
竹
か
手
離
し
た
文
楽
は
、
歌
舞
伎
に
お
い
て
今
日
な
お
、
松
竹
そ
の

他
の
民
間
企
業
が
こ
れ
を
支
え
る
一
方
の
大
ぎ
い
力
に
な
っ
て
い
る
の
と

全
く
違
っ
や
J
‘
よ
り
経
営
的
に
不
安
定
な
状
況
に
あ
る
。
ま
た
能
楽
や
邦
楽
、

邦
舞
の
よ
う
に
家
元
制
度
が
確
立
し
素
人
弟
子
か
ら
の
収
入
を
主
と
す
る

か
な
り
強
固
な
財
政
基
盤
が
あ
る
の
と
も
、
全
く
異
っ
た
状
況
に
あ
る
。

第
二
は
後
継
者
査
成
の
問
題
て
あ
る
。
文
楽
の
い
わ
ゆ
る
一
二
業
（
太
夫
、

三
味
線
人
形
）
の
技
芸
は
、
い
ず
れ
も
長
い
修
緑
と
素
質
と
を
必
要
と

す
る
か
、
そ
の
業
を
継
く
者
が
少
な
く
、
す
く
れ
た
演
者
は
高
齢
化
し

f

か
つ
数
も
咸
少
し
つ
つ
あ
る
。
現
在
文
楽
協
会
に
属
す
る
技
芸
員
の
総
数

は
わ
す
か
八
十
二
人
て
あ
り
、
そ
の
三
十
•
五
パ
ー
セ
ン
ト
に
も
あ
た
る

二
十
五
人
は
固
立
劇
場
の
養
成
研
修
の
修
了
者
て
あ
る
。
後
継
者
難
の
原

因
と
し
て
は
‘
文
楽
の
経
営
状
態
か
ら
修
疵
の
き
ひ
し
さ
に
比
し
て
待
遇

を
良
く
す
る
こ
と
か
で
き
な
い
こ
と
、
世
の
中
の
高
学
歴
化
、
中
産
サ
ラ

リ
ー
マ
ン
の
増
叩
、
芸
能
の
道
に
連
も
う
と
す
る
者
の
進
路
の
多
様
化
な

と
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
力
名
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
勢
は
今
後
な
お

激
化
す
る
と
予
想
さ
れ
、
文
楽
後
継
者
の
確
保
に
つ
い
て
も
、
国
の
援
助

に
よ
る
養
成
が
次
第
に
成
果
を
あ
げ
つ
つ
あ
る
と
は
い
え
、
そ
の
将
来
に

な
お
楽
観
を
許
さ
な
い
も
の
が
あ
る
。

第
三
に
、
そ
し
て
こ
れ
か
す
べ
て
の
問
題
の
根
元
に
あ
る
と
も
い
え
よ

う
ガ
‘
文
楽
を
将
来
に
わ
た
っ
て
支
え
て
ゆ
く
に
十
分
な
数
の
観
客
か
確

保
で
き
る
か
ど
う
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
文
楽
の
よ
う
な
文
化
財
の

保
存
は
‘
有
形
文
化
財
や
あ
る
種
の
無
形
文
化
財
の
よ
う
に
、
物
の
形
に

凍
結
さ
れ
た
も
の
を
保
存
し
、
あ
る
い
は
技
術
や
技
芸
た
け
を
温
存
し
た

な
運
営
と
使
命
達
成
に
必
要
な
助
成
の
強
化
を
忘
れ
な
い
で
ほ
し
い
。
地

元
も
国
立
文
楽
劇
場
の
誘
致
に
よ
り
、
今
ま
で
文
楽
を
支
え
て
き
た
負
担

か
ら
解
放
さ
れ
た
と
い
う
よ
う
な
意
識
を
持
つ
こ
と
な
く
、
ひ
き
つ
づ
き

文
楽
の
将
来
に
大
き
な
関
心
を
払
い
、
そ
の
保
存
振
興
に
協
力
す
る
姿
勢

を
維
持
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

今
後
さ
し
当
っ
て
は

r

東
京
の
国
立
小
劇
楊
て
の
文
楽
公
演
と
同
様
の

方
式
で
大
阪
で
の
文
楽
公
演
か
行
わ
れ

r

し
た
か
っ
て
文
楽
協
会
は
一
部

の
職
員
が
文
楽
刺
場
に
吸
収
さ
れ
な
が
ら
な
お
存
続
し
地
方
公
演
な
ど

の
仕
事
を
継
続
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
や
か
て
は
国
の
助
成
の
強
化

と
国
立
劇
場
の
努
力
に
よ
り
、
従
来
文
楽
協
会
の
は
た
し
て
き
た
機
能
の

大
部
分
を
国
立
文
楽
劇
場
か
ひ
き
つ
ぎ
、
地
元
の
文
楽
後
援
の
組
織
は
別

に
考
え
ら
れ
る
へ
き
で
あ
ろ
う
。
技
芸
員
の
身
分
も
よ
り
強
く
国
立
劇

場
に
結
び
つ
い
た
あ
り
方
で
、
そ
の
安
定
化
か
は
か
ら
れ
る
べ
き
て
あ
ろ

う
。
こ
れ
ら
の
具
体
化
は
な
お
関
係
者
の
間
で
討
議
研
究
を
霙
ね
つ
つ
推

進
す
る
必
要
か
あ
ろ
う
か
、
国
立
文
楽
劇
場
の
真
の
使
命
は
、
こ
の
よ
う

な
事
柄
を
手
は
し
め
に
文
楽
の
根
本
的
課
題
の
解
決
へ
向
か
い
歩
を
進
め

る
こ
と
に
あ
る
。

文
楽
の
将
来
に
と
っ
て
最
も
大
切
な
、
新
し
い
観
客
層
を
確
保
す
る
た

め
の
方
策
に
つ
い
て

r

ま
だ
＂
思
い
つ
き
＂
の
域
を
出
な
い
が
、
す
こ
し

私
の
考
え
を
述
べ
て
み
よ
う

C

人
々
の
趣
味
嗜
好
や
関
心
か
多
様
化
し
、

分
散
し
、
ま
た
流
動
し
て
い
る
こ
ん
に
ち
の
世
相
の
な
か
で
も
、
全
国
民

を
、
さ
ら
に
は
海
外
の
人
々
を
も
視
野
の
中
に
入
れ
れ
は
文
楽
の
魅
力
を

感
得
し
、
さ
ら
に
は
そ
の
と
り
こ
に
な
る
人
々
を
＂
開
発
“
し
得
る
余
地

は
、
な
お
多
く
残
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
“
開
発
“
ゃ

こ
れ
を
東
京
、
大
阪
で
の
＂
ラ
イ
ブ
＂
の
公
演
に
結
ひ
つ
け
る
に
つ
い
て
、

現
在
新
た
な
段
階
に
入
り
つ
つ
あ
る
情
報
技
術
の
発
達
と
そ
の
産
業
化
の

動
き
を
活
用
し
あ
る
い
は
こ
れ
と
の
提
携
を
は
か
る
こ
と
は
、
真
剣
な

考
慮
に
価
す
る
可
能
性
を
は
ら
ん
で
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

の
で
は
意
味
か
薄

<
r
観
客
＇
聴
衆
に
支
え
ら
れ
た
、
生
ぎ
た
姿
て
伝
え

ら
れ
る
こ
と
か
必
要
だ
か
ら
で
あ
る
。
国
立
劇
場
の
東
京
公
演
な
ど
は
、

最
近
か
な
り
多
く
の
若
い
層
の
観
客
を
集
め
て
お
り
、
い
さ
さ
か
希
望
の

も
て
る
ふ
し
も
あ
る
。
し
か
し
世
人
の
文
化
的
関
心
か
多
様
化
し
、
い
ろ

い
ろ
な
映
像
文
化
や
大
衆
娯
楽
な
ど
か
氾
濫
す
る
現
代
杜
会
に
お
い
て
、

文
楽
の
よ
う
な
古
典
芸
能
を
愛
好
す
る
多
数
の
人
を
確
保
し
続
け
る
こ
と

に
つ
い
て
は
、
適
切
な
対
策
を
講
ぜ
ぬ
限
り
、
こ
れ
ま
た
楽
観
か
許
さ
れ

な
い
の
で
あ
る

c.

さ
て
こ
の
た
び
の
大
阪
に
お
け
る
国
立
文
楽
劇
場
の
開
場
は
、
そ
の
こ

と
自
体
、
文
楽
の
歴
史
の
上
て
特
記
さ
れ
る
へ
き
こ
と
に
違
い
は
な
い

r

そ
も
そ
も
文
楽
は
大
阪
を
発
祥
の
地
と
し
、
大
阪
こ
と
ば
を
基
本
と
す
る

裟
太
夫
節
を
は
じ
め
、
上
方
色
の
濃
厚
な
芸
能
で
あ
り
技
芸
員
は
そ
の

は
と
ん
ど
か
京
阪
神
に
在
住
す
る

C

国
立
文
楽
劇
場
設
立
の
端
緒
と
な
っ

た
の
は
昭
和
四
十
九
年
に
大
阪
府
、
大
阪
市
お
よ
び
大
阪
財
界
か
ら
な

さ
れ
た
国
へ
の
要
望
で
あ
り
建
設
用
地
は
地
元
の
努
力
に
よ
り
旧
高
津

小
学
校
跡
池
が
提
供
さ
れ
た

C

こ
の
土
地
は
奇
し
く
も
棺
村
文
楽
面
が
文

化
年
間
(
-
八

0
0
年
頃
）
に
は
し
め
て
人
形
浄
瑠
璃
の
席
を
開
い
た
場

所
に
ご
く
近
い
。
こ
の
土
地
に
六
十
六
億
七
干
万
円
の
国
費
を
投
じ
、
七
百

五
十
三
と
い
う
手
頃
な
数
の
客
席
と
整
っ
た
諸
設
備
を
傭
え
、
文
楽
の
公

演
を
主
た
る
目
的
と
す
る
劇
場
が
建
設
さ
訊
、
開
場
を
迎
え
た
こ
と
は
、

ま
こ
と
に
意
義
深
い
こ
と
て
あ
り
、
こ
れ
に
よ
り
従
来
国
立
劇
場
か
行
っ

て
来
た
文
楽
の
保
存
振
輿
の
事
業
か
一
層
充
実
強
化
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
こ

と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
な
か
ら
、
前
述
し
た
よ
う
な
文
楽
の
も
つ

根
本
的
な
課
題
を
解
決
し
、
文
楽
の
存
読
、
発
展
の
基
礎
が
た
め
を
す
る

こ
と
か
て
き
る
か
否
か
は
こ
れ
か
ら
の
問
題
て
あ
り
、
劇
場
の
完
成
と
開

湯
か
ら
容
易
に
派
生
す
る
も
の
で
は
な
い
。
何
よ
り
も
こ
の
劇
場
の
運
営

に
あ
た
る
固
立
劇
場
の
役
職
員
の
積
極
的
な
努
力
と
創
意
工
夫
が
必
要
て

あ
る
。
国
も
建
物
の
完
成
を
も
っ
て
能
事
お
わ
れ
り
と
せ
す
、
そ
の
適
切

か
つ
て
大
阪
の
地
で
文
楽
か
栄
え
た
基
礎
の
ひ
と
つ
に
、
袈
太
夫
節
が

趣
味
の
稽
古
ご
と
と
し
て
多
く
の
大
阪
人
の
家
庭
の
中
に
、
そ
の
日
常
生

活
に
深
く
入
り
込
ん
で
い
た
こ
と
を
挙
げ
る
こ
と
か
で
き
よ
う
。
近
ご
ろ

は
人
々
か
受
身
の
文
化
に
あ
き
た
り
ず
、
参
加
す
る
文
化
を
指
向
す
る
風

潮
か
あ
り
、
民
間
で
各
種
の
カ
ル
チ
ャ
ー
教
室
な
と
を
経
営
す
る
趨
勢
も

目
立
っ
て
い
る
。
国
立
文
楽
劇
場
の
設
立
を
契
機
に
、
大
阪
の
人
た
ち
が

伝
統
に
立
ち
か
え
り
、
こ
の
地
に
再
び
素
人
の
義
太
夫
節
の
稽
古
か
盛
ん

に
な
る
よ
う
に
な
ら
な
い
も
の
だ
ろ
う
か
。
地
元
の
人
々
の
活
動
に
よ
り

そ
の
よ
う
な
風
潮
を
盛
り
立
て
る
こ
と
か
て
き
な
い
も
の
だ
ろ
う
か
。

最
後
に
文
楽
以
外
の
伝
統
芸
能
の
た
め
の
国
立
文
楽
劇
場
の
活
用
に
つ

い
て
逹
べ
よ
う
へ
）
国
立
文
楽
劇
場
は
文
楽
の
保
存
振
興
を
主
た
る
目
的
と

し
て
い
る
が
、
文
楽
以
外
の
上
方
固
有
の
伝
統
芸
能
や
そ
の
他
の
舞
台
芸

術
の
公
演
な
ど
の
事
業
を
行
う
こ
と
も
、
そ
の
目
的
の
範
囲
内
に
入
る
も

の
と
さ
れ
て
い
る
。
地
元
の
関
係
者
の
あ
い
だ
に
は
‘
こ
の
劇
場
か
む
し

ろ
伝
統
芸
能
一
般
の
保
存
振
興
を
目
的
と
す
る
大
阪
国
立
劇
場
の
よ
う
な

も
の
で
あ
る
こ
と
を
望
む
声
も
高
か
っ
た
と
聞
い
て
い
る
。
総
合
的
な
機

能
を
も
っ
た
国
立
劇
場
の
施
設
を
地
域
別
に
作
る
べ
き
か
ど
う
か
と
い
う

こ
と
は
、
な
お
慎
重
な
検
討
を
要
す
る
問
題
で
あ
り
、
こ
の
劇
場
は
や
は

り
、
文
楽
と
大
阪
の
特
別
な
地
緑
関
係
に
基
づ
き

r

文
楽
の
保
存
振
興
の

拠
点
た
る
こ
と
を
主
目
的
と
す
べ
き
で
あ
る

C

し
か
し
余
力
を
も
っ
て
伝

統
芸
能
一
般
の
た
め
に
活
用
さ
れ
る
こ
と
は
望
ま
し
い
こ
と
て
あ
り
、
舞

台
機
構
等
に
も
そ
の
た
め
の
配
慮
か
な
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
国
立
劇
場
の

自
主
公
演
の
事
業
は
、
そ
の
直
接
経
費
を
入
場
料
収
入
、
貸
劇
場
収
入
等

で
賄
う
独
立
採
算
の
制
度
に
な
っ
て
お
り
、
ま
た
伝
統
芸
能
の
公
演
は
一

般
に
な
か
な
か
採
算
に
乗
り
に
く
い
の
で
、
経
営
の
実
績
を
見
な
か
ら
、

徐
々
に
そ
の
方
へ
も
手
を
拡
げ
て
ゆ
き
た
い
と
考
え
て
い
る
c

自
主
公
演

の
な
い
時
に
、
貸
測
場
と
し
て
、
各
種
舞
台
芸
術
に
広
く
活
用
さ
れ
る
こ

と
は
も
ち
ろ
ん
大
歓
迎
で
あ
る
。
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侍
望
の
国
立
文
楽
劇
場
か
、
い
よ
い
よ
昭
和
五
十
九

年
四
月
六
日
か
ら
オ
ー
プ
ン
す
る
こ
と
に
な
っ
た

C

大
慶
至
極
だ
か
、
こ
こ
に
少
し
文
楽
座
の
歴
史
的
発

展
経
過
を
た
ど
る
こ
と
に
す
る
。

も
ち
ろ
ん
、
特
殊
法
人
固
立
劇
場
の
支
店
で
あ
ろ
う

か
、
国
立
大
阪
劇
場
と
は
い
わ
す
、
そ
の
名
も
由
緒
の

あ
る
国
立
文
楽
削
場
と
「
文
楽
」
と
名
乗
っ
て
い
る
は

喜
し
い
。

h
 稲

荷
座
は
天
保
十
三
年
の
水
野
越
前
守
の
天
保
改
革

て
、
社
寺
境
内
の
芝
居
か
禁
止
さ
れ
、
北
堀
江
の
市
の

側
、
大
硲
路
内
に
う
つ
る
。
も
と
の
再
興
豊
竹
座
は
市

の
側
西
側
に
あ
り
、
芝
居
は
戦
前
字
和
島
橋
筋
の
牛
肉

屋
弘
得
社
の
あ
っ
た
あ
た
り
に
あ
っ
た
ら
し
い
（
も
と

拙
宅
の
あ
っ
た
所
の
向
い
に
な
る
）
。
の
ち
に
は
弘
得
杜

の
向
い
に
あ
っ
て
、
拙
宅
丸
二
足
袋
店
の
北
横
か
ら
入

る
と
大
露
路
内
の
市
の
側
の
堀
江
座
の
と
こ
ろ
に
な
る
。

こ
の
風
景
風
俗
は
菅
楯
彦
画
伯
の
画
に
し
は
し
ば
か
か

れ
て
い
る
。
（
同
氏
画
集
参
照
）

の
ち
安
政
三
年
頃
西
横
堀
江
清
水
町
浜
の
新
埋
立
地

に
う
つ
る
。

第
二
代
の
文
楽
翁
の
実
子
か
「
大
助
」
て
あ
る
。
こ

の
人
は
安
政
三
年
頃
に
再
ひ
難
波
神
社
（
い
な
り
）
境

内
に
文
楽
を
移
す
。
こ
の
大
助
は
骨
董
物
か
好
き
で
、

暢
春
堂
と
号
し
て
い
た
。
な
お
初
代
文
楽
軒
の
出
た
寛

政
頃
に
、
浄
瑠
璃
、
三
業
の
因
請
か
組
織
さ
れ
て
い
る
。

明
冶
維
新
の
頃
は
稲
荷
社
内
の
文
楽
座
が
と
も
か

く
も
興
行
を
つ
づ
け
て
い
た
か
、
川
口
居
留
地
の
開
設

に
つ
れ
て
、
明
治
元
年
十
二
月
、
松
島
町
に
遊
郭
を
設

置
す
る
こ
と
に
し
、
市
内
各
地
に
散
在
し
て
い
た
散
娼

を
整
理
し
て
こ
こ
に
移
す
こ
と
に
し
、
大
阪
府
は
そ
の

土
地
簗
栄
策
と
し
て
歌
舞
伎
は
道
頓
堀
の
仕
打
ち
三
栄

ヘ
‘
文
楽
は
そ
の
座
主
へ
命
を
下
す
。

明
治
四
年
移
築
の
エ
を
お
こ
し
、
五
年
正
月
文
楽
座

開
業
の
興
行
を
始
め
る
（
松
島
八
千
代
座
の
前
身
）

C

か

く
て
博
労
町
稲
荷
座
は
こ
こ
に
移
る
。
「
官
許
人
形
浄
瑠

璃
文
楽
座
」
の
座
名
と
な
る
。
し
か
し
こ
れ
も
興
行
が

思
わ
し
く
な
く
、
明
治
十
七
年
に
な
っ
て
船
場
内
の
御

霊
神
社
内
に
ま
た
移
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
て
、
ー
大

正
十
五
年
に
焼
失
す
る
ま
で
四
十
二
年
間
も
こ
こ
に
あ

国立文楽削場の

開場に際して

ー文楽座の変遷に思う一

宮本又次（大阪大学名特教授日本’こ］：ー＿1：院会i・l)

先
に
昨
年
中
、
東
京
・
千
駄
ヶ
谷
の
地
に
出
現
し
た

国
立
能
楽
堂
と
共
に
、
特
別
な
舞
台
機
構
を
も
つ
専
門

劇
場
と
し
て
で
あ
る
。

国
立
文
楽
劇
場
は
、
関
係
者
の
要
望
か
あ
っ
て
か
ら

十
数
年
を
経
て
、
や
っ
と
の
こ
と
て
実
現
し
た
の
で
あ

、
、
、

る
。
け
い
こ
場
も
資
料
室
も
あ
り
、
そ
の
公
開
展
示
室

を
も
っ
た
伝
統
芸
能
の
研
修
セ
ン
タ
ー
で
も
あ
っ
て

r

後
継
者
の
養
成
に
も
あ
た
る
で
あ
ろ
う
。
す
で
に
こ
の

こ
と
は
東
京
の
国
立
劇
場
に
あ
っ
て
四
十
七
年
か
ら
は

じ
め
て
お
り
、
三
十
余
名
の
も
の
か
業
を
お
え
、
人
形

遣
い
・
太
夫
・
三
味
線
と
し
て
二
十
数
名
が
卒
業

r

現

役
の
技
芸
貝
と
し
て
第
一
線
て
活
躍
し
て
い
る
。

こ
れ
ま
で
の
文
楽
を
桓
う
も
の
に
老
成
者
が
多
い
か
、

す
で
に
若
い
世
代
の
担
当
す
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

こ
こ
に
こ
の
研
修
所
か
大
阪
の
地
に
移
さ
れ
る
こ
と

に
な
り
、
羨
太
天
節
に
ど
う
し
て
も
心
要
な
上
方
弁
の

使
わ
れ
る
地
域
か
ら
今
後
は
人
材
を
集
め
や
す
く
な
る

て
あ
ろ
う
こ
と
は
喜
ば
し
い
こ
と
で
あ
る
。

刺
場
の
設
備
は
、
超
近
代
的
で
、
黒
川
紀
章
氏
の
設

計
、
最
新
の
コ
ン
ピ
ュ

':J
夕
に
支
え
ら
れ
、
照
明
装
置

も
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
制
御
こ
舞
台
・
客
席
の
天
井
の
ス
ポ

ッ
ト
・
ラ
イ
ト
も
、
調
光
器
の
表
示
板
の
ポ
タ
ン
を
押

す
だ
け
て
自
在
に
機
能
す
る
と
い
う

C

し
か
も
昔
の
演

劇
空
間
を
思
い
出
せ
る
よ
う
と
の
配
慮
も
た
て
ら
れ
、

国
立
の
施
設
に
つ
き
ま
と
う
近
づ
き
か
た
い
イ
メ
ー
ジ

を
な
く
そ
う
と
し
て
お
り
、
ロ
ピ
ー
ヘ
の
出
入
り
を
自

由
に
し
、
古
典
芸
能
へ
の
親
近
感
を
持
て
る
よ
う
に
配

慮
さ
れ
て
い
る
。

文
楽
に
は
他
の
伝
統
諸
芸
の
よ
う
な
家
元
制
度
が
な

く
、
門
問
と
は
一
応
無
緑
で
、
全
く
実
力
の
み
の
社
会

て
、
そ
こ
で
競
い
、
磨
き
上
げ
る
き
び
し
い
芸
道
の
世

っ
た
わ
け
か
「
御
霊
の
文
楽
」
と
い
わ
れ
、
い
ま
も
そ

の
跡
地
が
境
内
の
一
隅
に
の
こ
さ
れ
て
い
る
。

松
島
文
楽
座
は
当
初
は
、
華
々
し
く
盛
況
で
あ
っ
た

か
、
明
治
七
年
に
は
春
太
夫
と
豊
沢
団
平
と
が
脱
退
し
、

別
座
を
も
っ
て
対
抗
し
、
文
楽
の
方
は
越
路
太
夫
を
呼

ん
だ
が

r
•

ま
も
な
く
和
解
、
春
太
夫
も
復
帰
し
た
が
、

し
ば
ら
く
し
て
死
去
す
る
。

船
場
に
も
ど
っ
た
御
霊
神
社
の
文
楽
に
は
、
越
路
太

夫
豊
沢
広
助
•
吉
田
王
造
か
坐
っ
た
か
、
ま
た
一
方
、

博
労
町
稲
荷
社
内
北
門
東
側
の
彦
六
座
も
十
七
年
に
開

か
れ
、
櫓
下
に
は
竹
本
大
隈
太
夫
、
豊
沢
団
平
、
吉
田

辰
五
郎
が
座
る
。
か
く
て
浄
曲
界
を
二
分
し
た
か
こ
の

彦
六
座
も
ま
た
没
落
す
る
。

初
代
の
植
村
文
楽
軒
、
二
代
目
文
楽
翁
、
三
代
目
大

助
と
つ
づ
い
た
文
楽
座
も
、
大
助
の
骨
葦
癖
か
ら
明
治

十
四
、
五
年
頃
か
ら
窮
境
に
陥
り
、
京
都
の
渡
辺
幸
次

郎
の
援
助
ご
松
島
か
ら
御
霊
神
社
内
に
移
り
、
二
十

一
、
二
年
に
は
大
助
も
死
し
、
そ
れ
以
後
は
未
亡
人
の
、

春
（
通
称
オ
エ
イ
さ
ん
）
が
摂
津
大
橡
と
共
に
経
宮
す

る
。
と
こ
ろ
が
一
―
十
七
年
博
労
町
の
料
理
屋
、
花
里
藤

兵
衛
か
先
の
彦
六
座
を
買
収
し
て
、
稲
荷
座
と
し
て
更

生
す
る
。
豊
沢
団
平
、
五
代
目
測
太
夫
か
櫓
下
と
な
り
、

二
座
対
立
主
義
を
続
け
る
。
し
か
し
日
清
戦
争
が
お
こ

り
、
花
里
も
失
敗
し
て
手
を
引
き
、
大
阪
文
芸
株
式
会

社
が
二
十
九
年
十
一
月
に
お
こ
り
、
そ
れ
を
つ
ぐ
が
、

結
局
ま
た
文
楽
座
に
降
る
。

稲
荷
座
の
没
落
の
混
乱
中
に
団
平
か
死
し
、
弾
太
夫

は
北
堀
江
上
通
二
丁
目
の
明
楽
座
を
道
場
と
し
て
、
三

十
一
年
に
は
稲
荷
座
系
の
再
起
を
は
か
り
、
そ
の
後
三

四

羨
太
夫
節
は
、
近
松
巣
林
子
の
麗
筆
と
竹
本
義
太
夫

か
結
び
つ
き
、
吉
田
三
郎
兵
衛
・
辰
松
八
郎
兵
術
の
人

形
で
栄
え
、
竹
本
の
「
西
派
」
と
豊
竹
の
「
東
流
」
に

分
か
れ
て
相
競
い
、
の
ち
操
り
人
形
は
三
人
が
か
り
と

な
り
、
巧
緻
な
動
作
で
演
出
し
、
繁
盛
を
き
わ
め
た
が
、

や
が
て
、
衰
類
期
に
は
い
る

C

し
か
も
こ
の
後
朋
の
不

振
期
を
も
り
あ
げ
た
の
か
植
村
文
楽
軒
の
功
績
で
あ
っ

た
。
元
祖
の
文
楽
軒
が
談
路
の
椴
屋
か
ら
大
阪
に
出
て

来
た
の
は
、
明
和
と
も
い
う
し
、
天
明
と
も
、
ま
た
寛

政
と
も
い
わ
れ
、
定
か
て
は
な
い
。
阿
波
の
人
と
も
い

わ
れ
る
。

文
化
年
中
、
南
区
高
津
の
入
堀
に
架
す
る
高
津
橋
二
尚

浬
四
番
丁
）
の
南
詰
西
の
浜
側
に
出
来
た
小
屋
は
「
高

津
新
地
の
席
」
と
い
わ
れ
た
。
文
楽
斬
の
本
姓
は
柾
木

氏
て
文
楽
軒
と
は
素
人
浄
瑠
璃
と
し
て
の
雅
号
て
あ
っ

た
。
い
ま
の
南
区
日
本
橋
一
丁
目
十
二
番
十
号
に
出
来

上
っ
た
国
立
文
楽
劇
場
は
も
と
の
高
津
町
三
番
丁
十

―
―
一
の
二
て

r

旧
高
津
小
学
校
グ
跡
地
て
、
か
つ
て
の
文

楽
軒
の
「
高
津
新
地
の
席
」
と
は
近
接
地
で
ゆ
か
り
の
土

地
と
い
え
る
。
~

に
9

ば・
4

ば

し

に

は

ん

ば

し

な
お
、
日
本
橋
は
江
戸
で
は
日
本
橋
だ
が

f

大
阪
で

は
ニ
ッ
ポ
ン
ベ
シ
と
い
う
。

初
代
の
文
楽
軒
は
文
化
七
年
に
没
、
同
し
く
談
路
の
人

「
大
蔵
」
が
そ
の
養
子
と
な
り
、
文
某
翁
と
な
る
（
証
楽
）
。

文
化
八
年
頃
か
ら
博
労
町
、
難
波
神
社
稲
荷
て
輿

行
を
続
け
て
い
る
こ
と
は
確
か
て
あ
る
。
簿

と
い
う

c'

こ
こ
は
私
の
氏
神
で

f

子
供
の
こ

詣
し
た
も
の
だ
。

十
八
年
九
月
に
は
、
明
楽
座
の
人
々
力
北
堀
江
市
の
側

の
堀
江
座
に
立
て
龍
る
。
春
子
・
伊
達
。
長
子
・
新
較

の
顔
触
で
あ
っ
た
か
、
四
十
四
年
五
月
ま
で
つ
づ
く
。

明
楽
座
・
堀
江
両
座
に
対
し
、
文
楽
座
も
決
し
て
順

鯛
で
は
な
か
っ
た
。
か
く
て
四
十
二
年
一
月
、
白
井
ぃ

，
大
谷
の
松
竹
合
名
会
社
（
の
ち
松
竹
合
名
社
）
へ
譲
渡

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

は
9
ヽ

明
治
四
十
四
年
五
月
、
島
徳
蔵
•
森
下
博
・
梅
原
亀

亡
ら
大
阪
有
数
の
紳
士
達
か
奮
起
し
て
近
松
座
創
設
の

企
画
か
お
こ
る
。
佐
野
屋
橋
南
詰
に
新
築
し
、
四
十
五

年
正
月
に
は
、
堀
江
座
の
春
子
。
僻
達
。
長
子
一
派
は
、

文
楽
か
ら
帰
っ
た
大
隅
を
盟
主
に
し
て
開
場
す
る
。
そ

し
て
春
子
，
長
子
が
頑
張
っ
た
か
力
が
つ
き

r

大
正
三

年
五
月
、
休
座
し
、
文
楽
で
も
四
十
三
年
八
月
、
桐
竹

紋
十
郎
を
失
い
、
大
正
二
年
に
は
摂
津
大
橡
が
引
退
す

召
し
か
し
近
松
座
の
没
落
で
文
楽
座
は
唯
一
独
占
の

地
位
を
う
る
に
至
る
。

近
松
座
瓦
解
後
、
大
正
四
年
一
月
に
は
、
~
吉
田
文
五

郎
と
野
沢
吉
三
郎
か
文
楽
座
に
入
り
、
つ
い
で
吉
田
玉

蔵
も
入
座
す
る
e

大
正
六
年
十
月
に
は
、
大
立
物
摂
津
大
橡
か
没
し
、

十
三
年
三
月
に
は
、
紋
下
三
世
越
後
太
夫
が
死
去
し
、

津
太
夫
が
そ
の
あ
と
を
つ
い
で
紋
下
と
な
る
。
あ
た
か

も
十
五
年
十
月
二
十
九
日
、
午
前
十
一
時
に
こ
の
由
緒

深
い
文
楽
座
は
、
失
火
焼
失
し
て
し
ま
う
。

近
松
座
か
文
楽
座
に
吸
収
さ
れ
て
か
ら
大
阪
の
人
形

浄
瑠
璃
の
常
打
ち
劇
場
は
「
御
霊
の
文
楽
」
の
み
と
な
る
。

か
く
て
文
楽
と
い
う
固
有
座
名
が
、
広
く
人
形
浄
瑠

璃
全
般
を
さ
す
代
名
詞
の
よ
う
に
な
る
。

界
て
あ
っ
て
そ
こ
に
は
自
由
の
雰
囲
気
さ
え
も
あ
る
。

ーー 9 --- 9→9 
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大
阪
に
待
望
の
国
立
文
楽
劇
場
が
完
成
し
た
。
開

場
式
は
、
昭
和
五
十
九
年
三
月
二
十
日
。
記
念
す
べ

き
柿
落
興
行
は

r

四
月
六
日
初
日
の
人
形
浄
瑠
璃
文

楽
公
演
で
、
「
寿
式
三
番
皮
」
と
「
義
経
千
本
桜
」
が

晴
れ
の
舞
台
を
飾
る
。

重
要
無
形
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
人
形
浄
瑠

璃
文
楽
は
、
歌
舞
伎
と
と
も
に
江
戸
時
代
の
庶
民
芸

術
と
し
て
大
成
さ
れ
、
そ
の
全
盛
期
に
は
＂
歌
舞
伎

は
あ
れ
ど
も
な
き
が
ご
と
し
“
と
評
さ
れ
た
は
ど
の

繁
栄
を
誇
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
か
、
そ
の
三
百
年
に

わ
た
る
長
い
歴
史
を
ひ
も
と
い
て
み
る
と
、
そ
こ
に

は
さ
ま
さ
ま
の
盛
衰
の
流
れ
が
あ
り
、
決
し
て
平
坦

な
道
だ
け
を
辿
っ
て
き
た
と
は
い
え
な
い
紆
余
曲
折

の
歩
み
か
あ
っ
た
。
そ
ん
な
歩
み
の
中
で
、
人
形
浄

瑠
璃
文
楽
の
す
く
れ
た
芸
の
伝
統
が
形
成
さ
れ
、
そ

れ
か
今
日
ま
て
伝
承
さ
れ
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

そ
の
伝
統
も
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
社
会
的
混
乱
の

影
響
を
受
け
て
、
き
わ
め
て
深
刻
な
衝
撃
を
蒙
る
こ

と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た

C

戦
災
に
よ
り
焼
失
し
た
人
形
浄
瑠
璃
文
楽
の
本
拠

四
つ
橋
文
楽
座
は
、
昭
和
二
十
一
年
二
月
に
松
竹
の

手
で
再
建
さ
れ
て
早
々
と
復
興
記
念
興
行
を
行
い
、

五

翌
年
六
月
に
は
天
呈
陛
下
の
行
幸
を
迎
え
る
と
い
っ

た
一
見
華
々
し
い
活
動
を
示
す
の
で
あ
る
か
、
人
心

の
安
定
し
て
い
な
い
頃
の
こ
と
と
て
、
そ
の
後
の
興

行
の
前
途
は
決
し
て
楽
観
を
許
さ
な
い
き
び
し
い
も

の
が
あ
っ
た
。
こ
れ
に
加
え
て
文
楽
の
世
界
に
も
組

合
結
成
の
動
き
が
起
り

J
•

昭
和
二
十
四
年
に
な
る
と
、

文
楽
の
人
々
は
、
松
竹
傘
下
の
文
楽
座
因
会
と
組
合

派
と
呼
ば
れ
る
文
楽
三
和
会
の
二
派
に
分
裂
し
て
し

ま
っ
た
の
で
あ
る
｛

一
方
、
昭
和
―
―
十
五
年
に
制
定
さ
れ
た
文
化
財
保

護
法
に
よ
っ
て
、
人
形
浄
瑠
璃
文
楽
は
‘
助
成
の
措

置
を
講
ず
べ
き
無
形
文
化
財
と
し
て
選
定
さ
れ
、
昭

和
二
十
八
年
か
ら
国
底
補
助
に
よ
る
伝
承
者
養
成
事

業
が
開
始
さ
れ
、
昭
和
三
十
年
に
は
璽
要
無
形
文
化

財
の
指
定
も
受
け
て
、
国
に
よ
る
人
形
浄
瑠
璃
文
楽

の
保
存
振
興
が
図
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
、

松
竹
も
昭
和
三
十
一
年
に
文
楽
座
（
昭
和
三
十
八
年

か
ら
朝
日
座
と
改
称
）
を
新
築
し
て
、
人
形
浄
瑠
璃

文
楽
の
再
興
を
試
み
た
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
努

力
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
文
楽
の
危
機
は
増
＇
大
し
、
つ

い
に
松
竹
が
文
楽
座
因
会
を
手
離
す
こ
と
に
な
っ
て

し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

文
化
庁
、
主
任
文
化
財
調
査
官

高

橋

秀

雄

ー
そ
の
設
立
の
経
過
と
概
要
ー

松
竹
は
、
昭
和
五
年
に
旧
近
松
座
を
改
装
し
て
、
四

つ
橋
文
楽
座
と
し
た
。
近
代
的
設
備
で
、
四
つ
橋
文
楽

座
は
大
い
に
発
展
す
る
と
期
待
さ
れ
る
。
し
か
し
、
従

来
の
午
前
十
時
よ
り
午
後
十
時
ま
で
の
、
十
二
時
間
興

行
を
廃
し
、
午
後
三
時
よ
り
午
後
十
時
ま
で
の
新
し
い

興
行
方
式
に
改
め
る
。
そ
の
た
め
、
通
し
狂
言
の
上
演

が
少
な
く
な
り
、
一
幕
に
寄
せ
た
「
見
取
り
」
の
狂
言

建
が
多
く
な
る
。

日
中
戦
争
が
始
ま
っ
た
昭
和
十
二
年
十
二
月
八
日
か

ら
四
つ
柄
文
楽
座
は
ニ
ュ
ー
ス
映
画
館
と
な
り
文
楽
の

興
行
は
北
陽
・
新
町
両
演
舞
踏
場
で
な
ん
と
か
続
け
る
。

昭
和
二
十
年
三
月
十
三
日
の
大
空
襲
で

r

四
つ
橋
文

楽
の
建
物
が
炎
上
す
る
。
こ
の
時
、
船
場
の
南
部
島
の

内
｀
堀
江
な
ど
広
範
囲
一
帯
か
焼
け
る
。
空
製
で
焼
け

た
「
四
つ
橋
文
楽
座
」
は

r

二
十
一
年
二
月
か
ら
松
竹

の
手
て
い
ち
早
く
復
旧
す
る

C

紋
下
の
古
靱
太
夫
は
二

十
一
年
十
月
芸
術
院
会
員
と
な
り
、
ま
た
、
二
十
二
年

三
月
、
山
城
少
橡
藤
原
重
房
も
受
領
し
文
楽
は
順
調

な
ス
タ
ー
ト
を
す
る
。

戦
後
の
イ
ン
フ
レ
て
、
文
楽
の
技
芸
員
の
生
活
は
お

び
や
か
さ
れ
、
二
十
三
年
五
月
に
は
労
働
組
合
「
日
映

演
大
阪
文
楽
支
部
」
か
結
成
さ
れ
る
。
文
楽
の
人
は
、

松
竹
と
専
属
契
約
を
結
ば
す
、
出
演
科
は
日
給
制
度
で

あ
っ
た
。
二
十
四
年
一
月
、
吉
田
文
五
郎
か
芸
術
院
会
員

に
選
ば
れ
、
組
合
と
松
竹
の
交
渉
も
進
む
か
に
見
え
た

み

(
.
n

か
ま
た
分
裂
し
、
文
楽
因
会
、
文
楽
三
和
会
に
分
か
れ
、

し
の
ぎ
を
削
る
こ
と
に
な
る
。
組
合
側
と
松
竹
系
に
分

か
れ
、
三
和
会
と
因
会
と
は
別
個
に
興
行
し
、
座
員
は

減
少
す
る
一
方
に
な
る
。

文
楽
と
し
て
は
い
ま
や
、
大
阪
、
そ
の
発
祥
の
地
に

近
く
も
ど
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
思
う
に
、
文
楽
自
身

の
歩
ん
て
き
た
歴
史
か
、
そ
の
ま
ま
に
物
語
る
よ
う
に
、

た
え
ざ
る
努
力
、
競
争
相
手
と
の
苦
難
の
送
で
あ
っ
た
。

芸
道
修
業
の
労
苦
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
創
意
と
エ

夫
と
で
、
経
営
を
な
し
と
げ
て
き
た
の
で
あ
る
。
し
か

も
い
ま
は
対
立
も
な
く

r

た
だ
た
だ
古
典
保
存
の
名
目

国
立
文
楽
劇
場
の
開
場
を
迎
え
て

六

l

l

.

，I
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文
化
財
保
護
委
員
会
（
文
化
庁
の
も
と
）
は
補
助
金

を
出
し
、
両
派
の
合
同
公
演
を
さ
せ
る
。
文
楽
の
再
認

識
が
お
こ
り

r

昭
和
三
十
一
年
一
月
に
道
頻
堀
に
新
し

く
文
楽
座
が
新
築
さ
れ
る
。
分
ヵ
れ
て
い
た
文
五
郎
と

紋
十
郎
の
師
弟
も
同
じ
舞
台
で
顔
を
合
わ
せ
る
こ
と
に

な
る
。
合
同
公
演
で
合
併
の
機
運
は
熟
し
た
か
、
興
行

成
績
は
上
か
ら
す
、
企
業
と
し
て
は
な
か
な
か
採
算
か

合
わ
な
い
。
つ
い
に
松
竹
は
、
三
十
七
年
三
月
に
「
文

楽
を
手
放
す
」
と
発
表
し
、
三
十
八
年
の
因
会
の
興
行

を
最
後
に

r

経
営
を
財
団
法
人
文
楽
協
会
に
託
し
て
撤

退
す
る

C

分
裂
し
て
い
た
因
会
・
三
和
会
両
派
の
合
併

が
実
現
し
、
十
五
年
ふ
り
に
統
一
し
て
、
文
楽
協
会
に

加
わ
る
。
国
、
大
阪
府
・
大
阪
市
・
放
送
文
化
基
金
（
も

と
は

N
H
K
)
力
松
助
措
置
に
の
り
出
す

C

大
阪
（
文

楽
座
か
衣
替
え
し
た
朝
日
座
）
、
東
京
（
三
越
劇
場
‘
の

ち
国
立
劇
場
）
て
、
年
四
回
、
あ
と
は
各
地
巡
演

C

し

か
し
太
夫
・
三
味
線
＇
人
形
に
よ
る
三
位
一
体
、
三
人

遺
い
の
人
形
て
、
技
芸
員
は
多
人
数
で
あ
り
、
出
演
料

は
か
さ
む
し
、
昭
和
三
十
年
一
＿
一
月
文
楽
は
、
重
要
無
形

文
化
財
に
指
定
さ
れ
、
文
化
庁
の
芸
術
文
化
専
門
調
査

会
で
そ
の
保
存
と
振
興
策
か
検
討
さ
れ
て
い
た
か
、
つ

い
に
こ
の
国
立
劇
場
文
楽
劇
場
の
出
現
と
な
る
。

の
下
に
、
新
た
な
る
展
開
と
な
る
。

だ
か
元
来
文
楽
は
、
「
お
ん
ば
日
K

で
手
厚
い
保
護

の
下
で
育
て
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
芝
居
町

ゃ
．
寺
社
門
前
の
雑
踏
と
混
沌
の
巷
で
泥
に
ま
み
れ
て

生
き
ぬ
い
て
き
た
も
の
で
あ
る
。

い
ま
こ
の
国
立
文
楽
劇
場
で
は
‘
七
百
五
十
三
人
の

客
席
を
擁
し
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
朝
日
座
で
の
公
演
は
、

三
百
七
十
ー
三
百
八
十
人
位
し
か
観
客
を
集
め
て
は
い

な
い
。
不
入
り
は
、
仕
方
が
な
か
っ
た
。
文
楽
は
歴
史

的
・
芸
術
的
に
価
値
か
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
す
、
戦
後

は
在
来
の
存
立
基
盤
を
弱
め
て
い
く
。

そ
の
た
め
そ
の
公
演
か
困
難
に
な
っ
た
も
の
で
、
遂

に
国
立
と
し
て
保
護
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る

か
、
関
西
の
人
々
、
と
り
わ
け
大
阪
の
人
士
は
こ
の
点

を
よ
く
よ
く
認
識
し
、
そ
の
育
成
と
繁
栄
の
た
め
、
折

角
の
尽
力
と
後
援
を
惜
し
ん
で
は
な
る
ま
い
。

大
阪
は
か
ね
て
久
し
い
以
前
か
ら
、
文
化
不
毛
の
地

と
げ
な
さ
札
て
い
る
。

い
ま
や
っ
と
の
こ
と
で
実
現
し
た
こ
の
国
立
文
楽
劇

場
を
、
千
客
万
来
の
繁
盛
の
楊
に
盛
り
上
げ
ね
ば
な
ら

な
い
。
そ
う
て
な
く
て
は
大
阪
の
恥
と
な
ろ
う
e

文
楽
は
大
阪
の
代
表
的
芸
能
と
し
て
、
自
ら
の
よ
み

か
え
り
は
も
と
よ
り
、
大
阪
文
化
復
輿
の
里
い
手
と
な

る
＜
き
新
た
な
る
使
命
か
課
せ
ら
札
て
い
る
と
い
え
よ

、つ
e

こ
の
文
楽
の
危
機
を
救
う
た
め
、
昭
和
三
十
八
年
、

文
楽
座
因
会
、
文
楽
三
和
会
の
二
派
は
十
四
年
娠
り

に
合
同
し
て
、
人
形
浄
瑠
璃
文
楽
座
と
し
て
再
発
足

し
、
国
。
大
阪
府
・
大
阪
市
。

N
H
K
（
後
に
放
送

文
化
基
金
）
な
ど
の
援
助
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
財

団
法
人
文
楽
協
会
が
文
楽
の
運
営
を
行
う
こ
と
に
な

っ
た
。
そ
の
後
、
文
楽
協
会
の
努
力
に
よ
っ
て
、
人

形
浄
瑠
璃
文
楽
の
保
存
振
興
が
図
ら
れ
、
昭
和
四
'
T

一
年
に
開
場
し
た
国
立
劇
場
は
、
東
京
の
文
楽
公
演

を
安
定
さ
せ
、
さ
ら
に
昭
和
四
十
七
年
か
ら
は
文
楽

研
修
事
業
を
実
施
し
て
、
後
継
者
の
養
成
に
力
を
注

い
で
き
た
。

し
か
し
、
人
形
浄
瑠
璃
文
楽
が
大
阪
を
発
祥
の
地

と
し
、
そ
の
本
拠
か
大
阪
に
あ
る
こ
と
か
ら
考
え
る

と
、
今
後
の
文
楽
の
よ
り
完
全
な
保
存
振
興
の
た
め

に
は
、
大
阪
の
地
に
総
合
的
な
施
設
を
設
け
る
こ
と

が
必
要
で
あ
り
、
大
阪
府
。
市
。
財
界
な
ど
か
ら
も

大
阪
に
匡
立
文
楽
劇
場
を
設
置
し
て
ほ
し
い
と
い
う

強
い
要
望
が
出
て
く
る
よ
う
に
な
っ
た
。

こ
れ
ら
の
要
望
を
受
け
て
、
文
化
庁
は
、
昭
和
五

十
年
、
芸
術
文
化
専
門
調
査
会
（
文
楽
部
門
）
を
設

け
て
、
文
楽
の
保
存
振
興
に
関
す
る
方
策
を
検
討
し
、

そ
の
結
果
、
総
合
的
な
機
能
を
持
つ
国
立
文
楽
劇
場

を
大
阪
に
設
立
す
べ
き
で
あ
る
と
の
答
申
を
得

r

昭

和
五
十
二
年
か
ら
は
、
国
立
文
楽
劇
場
設
立
準
備
協

議
会
を
発
足
さ
せ
て

r

そ
の
具
体
的
な
構
想
を
練
る

に
至
っ
た
。

国
立
文
楽
劇
場
の
必
要
性
に
つ
い
て
は
、
昭
和
五

十
三
年
七
月
に
国
立
文
楽
劇
場
設
立
準
備
調
査
会
か

ま
と
め
た
＿
，
国
立
文
楽
劇
場
の
基
本
構
想
（
中
間
ま

と
め
）
」
の
中
の
「
設
立
の
趣
旨
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。
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H

建
築
工
事

所
在
地
？
大
阪
市
南
区
日
本
橋
一
丁
目
十
二
番

十
号

一
、
我
が
国
の
最
も
優
れ
た
伝
統
芸
能
の
一
っ
と

し
て
、
重
要
無
形
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る

人
形
浄
瑠
璃
文
楽
は
、
も
と
も
と
大
阪
を
発
祥

の
地
と
し
、
江
戸
期
以
降
多
く
の
人
々
に
育
＜

ま
れ
て
発
展
を
遂
げ
、
今
日
ま
で
脈
々
と
伝
え

ら
れ
て
き
た
国
民
的
文
化
遺
産
で
あ
る
。

し
か
も
、
我
が
国
各
地
に
伝
承
さ
れ
た
様
々

の
人
形
劇
の
中
で
最
も
洗
練
さ
れ
て
い
る
の
は

も
と
よ
り
、
世
界
に
数
あ
る
人
形
劇
の
中
で
も

最
高
の
舞
台
芸
術
と
し
て
国
の
内
外
に
高
く
評

価
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。

二
、
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
文
楽
も
、
歴
史
的
、

芸
術
的
な
価
値
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
戦
後
の
著

昭
和
四
十
九
年

施
設
の
概
要

昭
和
五
十
四
年

昭
和
五
十
五
年

昭
和
五
十
六
年
四
月

昭
和
五
十
九
年
一
月

十
月

昭
和
五
十
三
年
七
月

四
月

昭
和
五
十
二
年
二
月

昭
和
五
十
年
五
月

大
阪
府
・
大
阪
市
・
大
阪

財
界
よ
り
国
立
文
楽
劇
場

設
立
を
要
望

文
化
庁
に
芸
術
文
化
専
門

調
壺
会
（
文
楽
部
門
）
設
罹

同
調
査
会
「
文
楽
の
保
存
・

振
典
に
関
す
る
方
策
に
つ

い
て
」
報
告

文
化
庁
に
国
立
文
楽
劇
場

設
立
池
備
調
壺
会
設
置

国
立
文
楽
劇
場
設
立
準
備

調
査
会
「
基
本
構
想
中
間

ま
と
め
」
報
告

建
設
用
地
を
大
阪
市
南
区

高
津
町
三
番
丁
三
の
二
「
旧

高
津
小
学
校
跡
地
」
に
決

定
（
昭
和
五
十
八
年
五
月

十
四
日
よ
リ
住
居
表
示
変

更
同
地
は
日
本
橋
一
丁
目

十
二
番
十
号
と
な
る
）

基
本
設
計

実
施
設
計

起
工
式
（
二
十
七
日
）

竣
工

設
立
ま
で
の
経
緯

設立の趣旨

詞養成 楽屋関係 弯齊誓"9月t" 1 舞 台 設 備
観客関係の設備
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し
い
社
会
的
、
経
済
的
変
化
や
文
化
的
関
心
の

多
様
化
な
ど
の
影
響
を
受
け
て
、
在
来
の
存
立

基
盤
が
次
第
に
弱
ま
り
、
文
楽
の
公
演
自
体
が
、

民
間
の
経
営
努
力
の
み
で
は
困
難
な
事
態
を
迎

え

る

に

至

っ

た

。

＇

こ
の
た
め
、
昭
和
三
十
八
年
に
は
、
文
楽
の

保
存
振
興
を
目
的
と
す
る
財
団
法
人
文
楽
協
会

が
設
立
さ
れ
、
こ
れ
に
対
し
、
国
、
大
阪
府
、

大
阪
市
、
放
送
文
化
基
金
（
当
初
は
N
H
K
)

な
ど
が
援
助
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
、
そ

の
保
存
振
興
を
図
る
べ
く
努
力
し
て
き
た
。

三
、
こ
う
し
た
保
存
振
興
策
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

な
お
、
文
楽
の
現
状
を
み
る
と
、
そ
れ
が
太
夫
・

三
味
線
・
人
形
に
よ
る
三
位
一
体
の
舞
台
芸
術

で
あ
る
と
と
も
に
‘
―
つ
の
人
形
を
三
人
遣
い

で
演
じ
る
類
例
の
な
い
操
法
で
あ
る
た
め
多
人

数
の
技
芸
員
を
要
す
る
こ
と
、
そ
の
た
め
い
き

お
い
出
演
料
そ
の
他
の
公
演
経
費
が
嵩
む
こ
と

と
な
る
が
、
そ
の
う
え
、
鑑
賞
に
大
き
な
劇
場

が
適
さ
な
い
と
い
う
観
客
席
数
の
制
約
が
あ
る

な
ど
、
公
演
実
施
上
他
の
芸
能
と
比
べ
て
不
利

な
条
件
が
著
し
く
目
立
つ
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。

こ
の
た
め
、
あ
る
程
度
の
助
成
措
置
が
あ
る

と
は
い
え
、
民
間
経
営
に
頼
っ
て
い
て
は
、
技

芸
員
の
待
遇
も
不
安
定
で
あ
り
、
舞
台
活
動
や

将
来
の
見
通
し
も
絶
え
ず
不
安
が
つ
き
ま
と
い
、

従
っ
て
後
継
者
の
確
保
養
成
も
ま
ま
な
ら
な
い

な
ど
、
文
楽
そ
の
も
の
の
存
続
も
楽
観
を
許
さ

な
い
お
そ
れ
が
あ
り
、
抜
本
的
な
保
存
振
興
策

を
至
急
に
講
ず
る
こ
と
が
強
く
求
め
ら
れ
て
い
る
。

四
、
ま
た
、
太
夫
・
三
味
線
・
人
形
の
三
業
の
技

敷地面積は四、四六四平方メートル（一、

三五0坪）
建築面積ニ二、九二五平方メートル（一、

一八三坪）

延床面積~一三、ニ―一平方メートル（三、九九六坪）

階数口地下二階、地上五階‘塔屋一階

高さ~最高高さ二九・ニメートル口劇場施設
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昭
和
五
十
九
年
度
国
立
文
楽
劇
場

自
主
公
演
日
程

工
事
監
理

施

工

国

そ

の

他

設
計
監
理

閻 図

工総

工

期費

芸
員
は
、
京
阪
神
在
住
者
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る

の
．
で
、
こ
れ
ら
の
技
芸
員
が
安
定
し
て
技
芸
に

専
念
で
き
る
た
め
に
は
、
本
拠
の
大
阪
に
専
門

の
劇
場
を
も
つ
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
同
時
に
、

現
在
、
後
継
者
の
養
成
は
、
東
京
（
国
立
劇
場
）

で
行
っ
て
い
る
が
、
大
阪
こ
と
ば
を
基
本
と
す

る
義
太
夫
節
な
ど
上
方
色
の
濃
厚
な
文
楽
の
技

芸
習
得
の
た
め
に
も
養
成
の
場
を
大
阪
に
移
す

こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

五
、
更
に
、
現
在
、
本
拠
地
大
阪
で
の
公
演
は
、

民
間
劇
場
（
朝
日
座
）
を
借
用
し
て
い
る
た
め
、

様
々
な
制
約
を
受
け
ざ
る
を
得
な
い
が
、
文
楽

の
普
及
振
興
の
た
め
に
は
、
地
方
の
文
化
施
設

等
で
の
公
演
を
含
め
全
体
の
公
演
回
数
を
拡
充

す
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。
現
状
で
は
そ
れ
が

困
難
で
あ
り
、
こ
の
た
め
に
も
、
文
楽
の
拠
点

と
な
る
専
門
の
劇
場
が
是
非
必
要
で
あ
る
。

六
、
加
え
て
、
文
楽
に
関
す
る
調
査
研
究
及
び
資

料
の
収
集
・
活
用
、
録
音
・
録
画
等
の
記
録
作

成
に
つ
い
て
、
公
的
機
関
が
集
中
的
専
門
的
に

行
う
こ
と
が
望
ま
れ
て
い
る
。
｀

七
、
こ
の
よ
う
な
実
情
に
か
ん
が
み
、
文
楽
の
保

存
振
興
を
推
進
す
る
中
心
機
関
と
し
て
、
国
立

文
楽
劇
場
を
文
楽
発
祥
の
地
大
阪
に
設
置
す
る

こ
と
が
緊
急
の
要
務
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
趣
旨
に
の
っ
と
っ
て
、
国
立
文
楽
劇

場
の
建
設
は
進
め
ら
れ
、
い
よ
い
よ
開
場
を
迎
え
る

こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
に
至
る
国
立
文
楽
劇
場
の
設
立
経
過
と

そ
の
施
設
概
要
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

約
六
十
六
億
七
千
万
円

昭
和
五
十
六
年
四
月
起
工

昭
和
五
十
九
年
一
月
竣
工

黒
川
紀
章
建
築
・
都
市
設
計
事

務
所

建
設
省
近
畿
地
方
建
設
局

竹
中
・
銭
高
建
設
共
同
企
業
体

• ·—`- 1 3.----- -12-



定

価

年
間
購
読
料

O
i
l
一
月
二
十
日
に
人
形
浄
瑠
璃
発
袢
の
地

大
阪
に
国
立
文
楽
劇
場
が
開
楊
し
ま
し
た
。

四
月
六
日
か
ら
始
ま
る
公
演
に
期
待
を
ふ

く
ら
ま
せ
て
い
る
人
ヵ
多
い
こ
と
と
思
い

ま
す
。

0
た
ま
た
ま
先
日
束
京
の
国
立
劇
場
小
劇

場
て
「
迫
臼
根
綺
心
中
」
を
見
る
こ
と
か
て

き
ま
し
た
。
江
戸
時
代
に
実
際
に
あ
っ
た

事
件
に
枯
づ
く
お
初
、
徳
兵
術
の
悲
恋
物

語
で
す
か
、
今
日
の
恋
人
岡
志
が
す
る
よ

う
な
仕
箪
を
時
折
見
せ
る
人
形
力
と
て
も

可
憐
で
し
た
。

0

こ
の
日
は
補
助
イ
ス
ま
て
出
る
盛
況
で
、

外
国
人
も
沢
山
米
て
い
ま
し
た
か
、
こ
の

よ
う
な
い
い
も
の
を
よ
り
多
く
の
人
か
見

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
よ
い
と

思
い
ま
し
た
。
国
立
文
楽
測
場
の
活
躍
を

期
待
蚊
し
ま
す
。

(
H
)

広
告
の
問
合
せ
。
申
込
み
先

株
人
会
礼
き
ょ
う
せ
い
営
業
諜
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