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国立劇場での

歌郷伎， 文楽の伝承者養成制度

水 落 籾
示、vi

国

立

劇

場

の

事

務

所

は

、

劇

揚

と

い

う

よ

り

官

庁

の

よ

う

な

印

象

の

と

こ

ろ

だ

が

、

そ

の

一

角

か

ら

、

下

座

哄

の

音

が

響

い

て

く

る

。

そ

こ

は

第

七

敦

室

。

か

ぶ

ぎ

国

立

劇

場

が

養

成

し

て

い

る

歌

舞

伎

研

修

生

の

実

技

勉

強

の

場

で

あ

る

。

分

厚

い

鉄

の

扉

を

あ

け

る

と

、

す

ぐ

板

の

間

、

一

段

高

く

な

っ

て

菩

古

舞

台

が

組

ま

れ

て

い

る

。

中

に

い

る

の

は

十

人

の

研

修

生

。

彼

ら

の

手

を

と

っ

て

演

技

の

い

ろ

は

を

教

え

て

い

る

の

は

中

村

又

五

郎

で

あ

っ

た

。

実

技

勉

強

に

選

ば

れ

た

演

目

は

「

引

窓

」

。

歌

舞

伎

の

代

表

的

な

丸

本

物

世

話

狂

言

で

あ

る

。

場

面

は

、

ち

ょ

う

ど

二

人

侍

を

連

れ

て

主

人

公

の

南

与

兵

衛

が

帰

宅

し

た

と

こ

ろ

で

あ

っ

た

。

南

与

兵

衛

は

八

幡

の

里

の

町

人

だ

が

、

父

十

次

兵

衛

は

代

官

所

か

ら

十

手

を

預

っ

た

武

士

だ

っ

た

。

い

ま

し

も

与

兵

衛

は

代

官

所

か

ら

お

召

し

を

受

け

、

何

事

な

ら

む

、

と

い

っ

て

み

る

と

、

父

同

穏

に

武

士

に

取

り

た

て

る

と

い

う

お

達

し

。

初

仕

事

は

武

士

殺

し

の

犯

人

の

探

索

で

、

そ

れ

に

か

か

わ

る

二

人

侍

を

伴

っ

て

帰

宅

し

た

と

い

う

と

こ

ろ

な

の

で

あ

る

。

与

兵

衛

は

武

士

の

姿

で

登

場

す

る

が

、

い

わ

ば

な

り

立

て

の

武

士

、

さ

っ

き

ま

で

は

町

人

だ

っ

た

の

で

演

技

に

も

そ

れ

を

示

さ

ね

ば

な

ら

な

い

。

か
つ
こ
う

コ

肩

を

張

る

と

侍

に

な

る

ん

だ

よ

」

と

又

五

郎

が

そ

の

恰

好

を

し

て

み

せ

る

。

ぬ
ぐ

「
こ
う
や
る
と
ー
—
ー
」
、
用
意
の
手
拭
い
を
小
道
具
に
前
か
が
み
に
な
っ
て
み

せ

う
ま

「

町

人

に

な

る

ん

だ

よ

。

役

者

は

そ

の

二

つ

を

巧

く

つ

か

い

わ

け

て

、

与

兵

術

の

町

人

の

よ

う

な

武

士

の

感

じ

を

み

せ

る

ん

だ

。

わ

か

っ

た

ネ

」

十

人

の

研

修

生

は

一

様

に

う

な

ず

く

＠

十

人

と

も

藍

の

惹

古

着

か

浴

衣

に

角

帯

。

長

髪

は

毛

已

町

で

み

か

け

る

若

者

と

は

一

味

違

っ

た

感

じ

で

あ

る

。
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五
年
か
ら
歌
舞
伎
俳
優
の
養
成
が
具
体
的
に
は
じ
ま
っ
た
。

研
修
生
は
公
募
す
る
。
研
修
期
間
は
一
応
二
年
と
す
る
。
研
修
修
了
後
の
扱

い
は
今
後
慎
重
に
考
慮
す
る
ー
発
足
当
時
は
、
こ
う
い
う
こ
と
だ
っ
た
。

第
一
期
生
の
応
募
者
は
二
十
人
位
だ
っ
た
と
思
う
。
そ
の
中
か
ら
十
人
が
透

ば
れ
、
二
年
間
の
研
修
に
入
っ
た
。
第
一
姻
生
が
修
了
す
る
間
際
に
な
っ
て
、

修
了
者
は
伝
醗
歌
冥
伎
保
存
会
と
刷
揚
の
話
し
合
い
で
、
第
一
線
緋
優
の
も
と

に
内
弟
子
と
し
て
入
門

す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

実
際
に
入
門
し
た
の

は
、
も
っ
と
遅
く
な
っ

た
が
、
こ
れ
で
研
修
生

た
ち
の
進
路
は
決
定
し

た
わ
け
だ
。

歌
舞
伎
に
続
い
て
、

文
楽
の
研
修
生
制
度
も

昭
和
四
十
七
年
に
ス
タ

ー
ト
し
た
。
硯
在
、
歌

舞
使
は
第
一
＝
期
生
、
文

楽
は
第
二
謬
生
が
、
研

修
を
受
け
、
国
立
劇
場

は
四
千
五
百
万
円
の
予

算
を
そ
の
た
め
に
紹
ん

踊りのけいこをする研修生
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又
五
郎
は
つ
い
で
二
人
侍
の
演
技
に
ふ
九
、
与
兵
衛
の
女
房
捻
早
、
母
、
と

伺
入
も
の
役
を
次
々
に
自
分
で
演
じ
て
み
せ
る
。
せ
り
ふ
の
し
ゃ
べ
り
方
、
動

き
、
そ
の
時
の
心
持
の
説
明
、
な
に
か
ら
な
に
ま
で
細
か
く
説
き
あ
か
し
な
が

ら
授
業
は
進
む
。
そ
れ
が
一
段
落
す
る
と
、

「
さ
あ
、
や
っ
て
み
よ
う
」

あ
ら
か
じ
め
指
名
さ
れ
た
役
に
従
っ
て
研
修
生
た
ち
は
教
わ
っ
た
通
り
を
演

じ
て
い
く
。
又
五
郎
は
じ
っ
と
眺
め
な
が
ら
、

「
そ
こ
は
違
う
」
「
も
っ
と
肩
を
落
と
し
て
」
「
左
を
見
な
が
ら
せ
り
ふ
を
い

う
」
と
、
こ
ま
か
い
ダ
メ
を
出
し
て
い
く
。

I

I
こ
の
譜
義
が
朝
十
時
半
か
ら

は
じ
ま
っ
て
一
時
関
半
、
一
時
間
の
休
憩
が
あ
っ
て
午
後
は
ま
た
が
ら
り
と
衰

わ
っ
て
田
中
伝
左
術
門
に
よ
る
鳴
物
（
下
座
音
楽
、
歌
舞
伎
囃
子
）
の
授
業
が

あ
り
、
そ
の
あ
と
坂
東
八
霞
之
助
に
よ
る
立
ま
わ
り
の
勉
強
が
あ
る
。

、
、
、

こ
の
よ
う
に
し
て
二
年
間
、
研
修
生
た
ち
は
、
歌
鱈
伎
の
い
ろ
は
か
ら
敦
え

ら
れ
、
歌
舞
伎
界
へ
送
り
こ
ま
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

＊

＊

＊

 

歌
舞
伎
俳
優
研
修
生
ー
1
'
こ
の
制
度
が
で
き
た
の
は
昭
和
四
十
五
年
か
ら
で

あ
る
。
国
立
劇
場
は
、
そ
の
創
設
当
時
か
ら
、
事
業
の
―
つ
の
柱
に
歌
蹂
伎
俳

優
の
養
成
を
あ
け
て
い
た
。
し
か
し
、
関
楊
当
初
は
、
養
成
に
ま
で
手
が
届
か

ず
、
そ
の
た
め
の
予
算
措
置
も
な
く
、
発
足
が
遅
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
養
成
事
業
の
目
的
は
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
明
日
の
歌
舞
伎
俳
優
を
育

て
る
こ
と
で
あ
る
。
目
的
は
は
っ
き
り
し
て
い
る
が
、
そ
れ
な
ら
ど
う
す
れ
ば

い
い
の
か
、
と
な
る
と
簡
単
で
は
な
い
。
―
つ
は
、
国
立
劇
場
が
専
属
劇
団
を

は
、
そ
う
し
た
浬
由
に
も
よ
る
。
し
か
し
、

国立劇湯

持
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と

だ
。
こ
れ
が
あ
れ
ば
、
養
成
し

た
俳
優
を
所
属
劇
団
に
祖
み
こ

め
ば
い
い
。
が
、
そ
れ
が
な
い

と
養
成
し
た
俳
優
の
行
き
ど
こ

ろ
が
な
い
。
も
う
一
つ
は
、
歌

舞
伎
の
世
界
が
閉
ざ
さ
れ
た
社

会
だ
と
い
う
こ
と
だ
。

歌
舞
伎
俳
優
と
一
般
の
入
と

見
分
け
が
つ
か
な
く
な
っ
て
き

た
と
い
う
も
の
の
、
そ
九
は
俳

優
が
一
般
人
化
し
た
と
い
う
こ

と
で
、
素
入
の
人
間
が
、
数
年

間
の
研
修
を
受
け
た
だ
け
で
、

歌
舞
伎
俳
優
と
し
て
認
め
ら
れ

る
か
ど
う
か
は
保
証
の
限
り
で

は
な
い
。
養
成
事
業
が
、
劇
場

開
設
時
よ
り
大
幅
に
遅
れ
た
の

一
方
で
は
、
歌
舞
伎
界
は
そ
の
後

綿
者
を
飲
し
て
い
る
。
素
入
が
す
ぐ
に
歌
舞
伎
俳
優
に
な
れ
な
い
と
い
う
こ
と

は
歌
舞
伎
俳
優
の
養
成
に
は
時
間
が
か
か
る
と
い
う
こ
と
だ
。
さ
て
と
な
っ
て

か
ら
縄
を
な
っ
て
い
た
の
で
は
手
遅
れ
な
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
昭
甜
四
十

で
い
る
。
国
立
劇
揚
の
養
成
事
業
は
、
軌
道
に
の
っ
て
走
り
は
じ
め
た
こ
と
に

な
る
。

＊

＊

＊

 

外
国
で
は
国
家
が
芸
能
の
た
め
に
金
を
出
し
、
後
継
者
の
養
成
に
力
を
つ
く

し
て
い
る
例
は
珍
し
く
な
い
。
が
、
日
本
で
は
、
こ
の
国
立
劇
場
の
組
織
が
は

じ
め
て
で
、
唯
一
の
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
れ
は
厖
代
の
談
府
が
、
そ
ん

な
こ
と
に
関
心
を
持
た
な
か
っ
た
せ
い
も
あ
る
が
、
も
う
―
つ
は
、
日
本
の
芸

詣
炉
非
常
に
閉
鎖
的
な
社
会
だ
っ
た
こ
と
に
も
理
由
が
あ
る
。
歌
舞
伎
に
限
ら

す
、
鮨
楽
に
し
ろ
、
茶
道
華
這
に
至
る
ま
で
、
日
本
の
芸
能
（
広
い
意
味
で

ど
は
、
家
と
い
う
意
織
が
弛
く
、
家
伝
と
い
う
形
で
技
芸
が
伝
承
さ
れ
て
き

た
。
家
元
制
度
と
い
う
の
は
そ
の
象
徴
で
あ
る
。
従
っ
て
、
パ
プ
リ
ッ
ク
な
形

で
、
な
に
か
を
す
る
と
い
う
こ
と
は
ま
こ
と
に
困
船
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
例
え

は
、
女
形
の
演
技
術
―
つ
に
し
て
も
そ
の
技
術
を
分
祈
し
て
伝
承
す
る
と
い
う

こ
と
は
せ
す
、
後
継
者
は
内
弟
子
、
あ
る
い
は
子
弟
と
し
て
、
先
輩
や
鵜
と
起

居
を
共
に
し
、
そ
の
生
活
の
中
で
技
芸
を
倅
得
す
る
こ
と
を
」
日
と
し
た
。
今
日

で
も
、
そ
の
姿
勢
は
変
わ
っ
て
い
な
い
。

国
立
劇
場
の
養
成
事
業
に
も
う
―
つ
の
意
義
を
つ
け
加
え
る
と
す
れ
ば
、
そ

れ
は
、
そ
う
し
た
従
来
の
伝
承
の
型
式
を
釘
ち
破
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

歌
謳
仮
俳
俣
の
研
修
生
の
場
合
、
彼
ら
は
二
年
間
に
つ
ぎ
の
よ
う
な
授
業
を

う
け
る
。

歌
舞
伎
実
技
三
六
八
同
立
回
り
一
四

0
回
、
と
ん
ぼ
五
一
回
、
化
粧
法
三

二
回
、
衣
裳
一
三
回
、
か
つ
ら
三
回
、
下
座
音
楽
二
四
回
、
楽
竪
実
習
八
回
、
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義
太
夫
ニ
ニ
九
回
、
日
本
舞
暉
二
九
七
回
、
長
唄
。
三
味
線
二
八
一
回
、
鳴
物

―
一
三
回
、
第
曲
三
八
回
、
作
法
二
二
回
｛
」
発
声
三
九
回
、
罰
義
七
七
回
、
そ

の
他
五
二
回
、
計
一
七
九
五
回
（
第
二
期
生
の
実
績
）
と
な
る
。

そ
の
内
容
の
い
か
に
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
こ
と
か
。
し
か
も
、
そ
れ
ぞ
れ

の
謂
師
が
、
斯
昇
の
第
一
人
者
、
そ
れ
に
準
ず
る
人
た
ち
で
あ
る
。
歌
舞
伎
実

技
は
又
五
郎
の
ほ
か
羽
左
衛
門
p
梅
幸
な
ど
、
長
唄
は
杵
屋
六
左
衛
門
、
嗚
物

は
田
中
伝
左
衛
門
、
立
ま
わ
り
は
坂
東
八
霊
之
助
、
裟
太
夫
は
鶴
沢
重
造
と
い

っ
た
メ
ン
パ
ー
が
並
ぶ
。

従
来
の
伝
承
の
型
式
か
ら
い
う
な
ら
ば
、
研
修
生
は
そ
の
一
人
一
人
に
入
門

し
て
、
師
弟
関
係
の
中
で
技
術
を
修
得
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
こ
で

は
も
っ
と
オ
ー
プ
ン
で
、
あ
る
謡
味
で
は
ク
ー
，
ル
な
関
係
で
勉
強
を
続
け
る
こ

と
が
で
き
る
。

し
か
も
月
謝
は
月
に
千
円
。
そ
れ
も
財
団
法
人
清
栄
会
か
ら
、
研
修
生
に
対

い
な
が
ら
に
し
て
三
業
の

し
て
月
に
一
万
円
の
補
助
金
が
で
て
い
る
の
で
、
詞
修
生
は
逆
に
研
膠
を
受
け

も
ら

な
が
ら
毎
月
九
千
円
の
小
追
い
を
貨
っ
て
い
る
勘
宵
に
立
る
。
こ
れ
だ
け
恵
ま

れ
た

II
芸
能
学
校
II

は
、
例
を
み
な
い
。

文
楽
の
場
合
も
同
梱
だ
。
こ
れ
ま
で
文
楽
で
生
き
よ
う
と
思
っ
た
人
は
，
人

だ
ね

形
遣
い
、
太
夫
、
三
味
綜
の
う
ち
の
一
分
野
の
誰
か
に
入
門
し
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
。
つ
ま
り
内
弟
子
で
あ
る
。
そ
し
て
師
匠
の
私
用
を
果
た
し
な
炉
ら
技
芸
を

身
体
で
覚
え
て
い
く
。
人
形
追
い
に
な
る
に
し
て
も
当
然
、
太
夫
、
三
味
鯨
の

知
職
が
い
る
が
、
そ
の
た
め
に
は
、
個
人
的
な
J
V
l
卜
を
通
じ
て
勉
強
し
な
け

氾
は
な
~
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
研
修
生
の
楊
合
は
、

舞
伎
研
修
生
に
語
り
か
け
て
み
た
。

な
ぜ
研
修
生
に
な
っ
た
か
、
研
修
後
ど
う
す
る
つ
も
り
な
の
か
？

第
一
期
生
の
場
合
は
、
同
じ
質
閲
に
大
半
が
「
な
に
が
な
ん
で
も
歌
舞
伎
役

者
に
な
る
」
と
答
え
た
が
、
第
三
期
生
臣
な
る
と
ち
ょ
っ
と
―
―
＝
ア
ン
ス
が
違

っ
て
く
る
。
一
口
に
い
う
と
、
歌
鱗
伎
と
い
う
も
の
へ
の
執
着
心
が
薄
い
の
で

あ
る
。
あ
る
一
人
は
、

「
で
き
れ
ば
歌
舞
伎
俳
優
に
な
り
た
い
」
と
い
っ
た
。
も
う
一
人
は
、

「
俳
優
に
な
り
た
い
」
と
い
っ
た
。
も
う
一
人
は
、

「
わ
か
ら
な
い
」
と
答
え
た
。

こ
れ
は
彼
ら
の
年
齢
と
も
関
係
が
あ
る
。
第
一
＝
期
生
は
二
十
六
歳
が
三
人
、

二
十
四
歳
が
三
人
、
二
十
三
歳
が
一
人
、
二
十
歳
以
下
は
二
人
に
過
ぎ
な
い
。

職
脈
も
多
様
で
｝
｀
二
人
は
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
か
ら
の
転
向
組
、
つ
ま
り
脱
サ
ラ
で

あ
る
。
奸
き
で
転
向
し
た
と
は
い
う
も
の
の
、
好
き
た
か
ら
な
ん
で
も
や
る
と

い
う
ほ
ど
無
邪
気
に
も
な
り
き
汎
な
い
の
で
あ
る
。

文
楽
の
ぽ
う
は
八
入
採
用
し
た
が
、
す
で
に
二
人
が
や
め
て
し
ま
っ
た
Q
-

人
は
外
語
大
卒
で
、
文
楽
の
三
味
線
弾
き
に
な
り
た
か
っ
た
の
だ
が
、
結
局
、

諾
学
を
生
か
し
て
貿
易
会
社
に
勤
め
る
こ
と
に
し
た
の
だ
と
い
う
。

こ
れ
を
や
る
気
が
な
い
と
い
う
の
は
酷
で
あ
ろ
う
。

や
る
気
は
あ
っ
て
も
、
や
り
適
せ
る
か
ど
う
か
、
そ
の
不
安
感
が
二
期
生
、

―
―
―
期
生
と
数
を
重
ね
る
ご
と
に
大
き
く
な
っ
て
き
て
い
る
。
二
年
に
一
度
、
研

修
生
を
公
募
す
る
と
い
う
シ
ス
テ
ム
が
続
く
か
ぎ
り
、
こ
の
現
象
は
避
け
ら
れ

な
い
だ
ろ
う
。
そ
う
そ
う
文
楽
や
歌
舞
伎
に
一
生
を
賭
け
る
人
間
が
い
る
わ
け

は
な
い
。

数
は
響
っ
て
も
、
そ
の
質
や
意
欲
は
ど
う
か
、
と
い
う
こ
と
が
新
し
い
問
題

盆
演
劇
評
論
家
）

- 71 -

知
識
と
実
習
が
で
き
る
だ
け
だ
。
日
本
の
伝
継
の
濫
式
か
ら
い
う
と
、
型
破
り

な
制
度
で
あ
る

C

＊

＊

 

昭
和
四
十
五
年
に
こ
の
研
修
制
度
炉
発
足
し
た
時
、
J
一
体
誰
が
応
募
す
る
の

た
ろ
う
と
い
う
こ
と
が
話
題
に
な
っ
た
。
制
度
も
斬
新
、
内
容
も
一
浣
、
単
な

る
芸
能
学
校
と
考
え
る
な
ら
，
こ
れ
ほ
ど
充
実
し
た
場
所
は
な
い
。
た
だ
、
こ

の
研
修
制
度
に
泣
き
ど
こ
ろ
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
将
来
の
保
証
が
な
い

こ
と
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、

一
期
生
の
場
合
は
、
歌
舞
伎
、
文
染
と
も
か
な
り
の
応
募
者
が
あ

っ
た
。
歌
蝉
伎
が
大
好
ぎ
、
文
楽
で
生
き
た
い
ー
そ
う
い
う
若
者
が
十
人
や

そ
こ
い
ら
は
い
た
の
で
あ
る
。
年
齢
も
若
か
っ
た
。
応
募
貪
格
の
―
つ
に
、
原

則
と
し
て
満
二
十
歳
未
満
と
あ
~
っ
た
が
、
第
一
姻
生
で
い
う
な
ら
、
歌
舞
伎
は

二
十
国
汽
が
一
入
で
他
は
全
員
二
十
歳
以
下
だ
っ
た
。
文
楽
の
ほ
う
も
事
情
は

似
て
い
る
。

し
た
の
で
あ
っ
た
。

a

、

7{• 

歌
舞
伎
の
楊
合
、
十
人
が
研
修
を
修
丁
し
p
そ
れ
ぞ
れ
大
幹
部
の
も
と
に
入

門
し
た
が
、
今
日
そ
の
内
の
九
人
が
俳
優
生
活
を
続
け
て
い
る
。
文
楽
も
第
一

期
生
は
、
技
芸
員
見
習
と
し
て
文
楽
陪
会
に
所
属
し
て
い
る
が
、
全
員
元
気
で

勉
強
し
て
い
る
。

た
が
、
二
朔
、
三
期
生
と
な
る
に
つ
訊
、
事
情
が
変
わ
っ
て
き
た
。

わ
た
し
は
、
朝
の
研
修
を
終
え
、
昼
休
み
の
休
憩
を
し
て
い
る
何
人
か
の
歌

に
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
歌
舞
伎
、
文
楽
の
伝
承
が
必
要
で
r

後
継
者
の
養
成
茄
急
搭
で
あ

る
限
り
、
斯
界
が
こ
の
研
修
生
制
度
に
か
け
る
姻
待
は
大
き
い
。
俳
優
だ
け
で

な
く
、
歌
舞
伎
で
い
え
ば
チ
ョ
ギ
文
疇
子
方
の
養
成
も
さ
け
ば
れ
て
い
る
。

古
呉
芸
詣
は
身
体
で
一
っ
―
つ
技
術
を
修
得
し
て
い
っ
て
、
は
じ
め
て
一
人

前
に
な
る
。
結
果
が
で
る
の
に
は
畏
い
年
月
が
い
る
。

こ
の
研
修
制
度
が
満
点
で
は
な
い
に
し
て
も
、
ま
た
彼
ら
を
受
け
入
れ
る
世

界
が
万
全
で
な
い
に
し
て
も
、
こ
う
し
た
試
み
は
続
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

、。＞
 

「
目
の
前
の
生
活
を
問
題
に
す
る
な
ら
、
研
修
生
は
不
安
で
い
っ
ぱ
い
だ
ろ
う

と
忌
い
ま
す
。
し
か
し
、
長
い
目
で
み
れ
ば
希
望
の
持
て
る
世
界
だ
と
思
い
ま

す
。
ま
た
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
よ
」
と
又
五
郎
は
い

ぶ
ノ

最
初
は
一
一
一
味
線
の
持
ち
方
も
知
ら
な
か
っ
た
文
楽
の
研
修
生
た
ち
が
、
二
年

ざ
お

間
の
研
修
修
了
時
に
は
、
太
樟
の
音
色
を
出
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
現
に
、
ま

た
研
修
一
年
の
歌
鍔
伎
三
期
生
に
し
て
、
道
で
す
れ
違
う
若
者
た
ち
と
は
一
味

ふ
ん
い

ち
が
っ
た
雰
囲
気
を
身
に
つ
け
て
い
る
。

こ
の
研
修
制
度
の
問
題
点
を
あ
げ
つ
ら
う
こ
と
は
易
し
い

C

ま
た
、
改
善
さ

れ
ね
ば
な
ら
ぬ
点
も
多
か
ろ
う
。
が
、
早
急
に
結
論
め
い
た
こ
と
を
出
す
の
は

つ
つ
し
み
た
い
。

研
修
制
度
は
ま
だ
緒
に
つ
い
た
ば
か
り
な
の
で
あ
る
。

文
楽
が
好
き
で
、
そ
の
た
め
に
こ
の
研
修
生
に
応
募
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〔
紹 〔資

介
〕

料
〕

文
教
私
害
箱

！
1
|ー
そ
の
新
し
い
役
割

〔
特
集
・
教
育
と
広
報
〕

〔
座
談
会
〕

教
育
と
広
戟

（
出
席
者
）

政
府
広
報
の
現
状
と
若
干
の
閲
題

教
育
と
広
碧

石
川
県
の
広
報
広
聰
活
動
に
つ
い
て

〔
解
説
〕

教
育
改
革
連
絡
院
議
会
の
概
要

〔
現
地
ル
ボ
〕

町
づ
く
り
入
づ
く
り
を
進
め
る
広
蔀
活
動

国
際
婦
入
年
世
界
会
闊
の
概
要

畳
修
而

修
二守

画
室

三

好

昭

弘

志

熊

毅

子

~
 

こ
れ
か
ら
の
教
育

峯辻
島村 次

号

・

目

次

ー

1

梱
垣

寺
口

大
石

橋
本

明

。

橋

本

晃

和

。

若

山

金

実

。

（

司

会

）

鈴

木

勲

永

井

道

雄

◇
本
誌
で
は
、
芸
術
。
文
化
闘
係
の
特
集

記
事
を
、
文
化
の
日
に
ち
な
み
十
一
月
号

で
阻
む
こ
と
を
恒
例
と
し
て
き
た
。
今
年

は
、
文
化
財
保
護
法
が
昭
和
二
十
五
年
に

制
定
さ
れ
て
か
ら
ち
ょ
う
ど
二
十
五
年
目

に
あ
た
る
。
あ
わ
せ
て
、
第
七
十
五
回
通

常
国
会
で
は
文
化
財
保
護
法
の
一
部
改
正

を
見
た
。
そ
こ
で
十
一
月
号
と
は
別
に
本

号
で
「
文
化
財
の
保
護
」
と
い
う
問
題
に

焦
点
を
絞
り
、
こ
れ
を
考
え
る
こ
と
に
し

こ
0

.

キー◇
先
の
国
会
で
は
、
雖
行
す
る
他
法
案
を

よ
そ
に
文
化
財
保
護
法
の
改
正
案
は
超
党

派
に
よ
る
恙
塁
成
を
得
て
成
立
し
た
。
祖
先

の
残
し
て
く
れ
た
文
化
財
を
保
護
す
る
こ

と
は
国
民
ひ
と
り
ひ
と
り
の
「
心
の
糧
」

を
保
護
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
民
族

共
有
の
財
産
を
後
世
に
伝
え
る
と
い
う
こ

と
は
、
現
代
人
の
義
務
で
あ
る
と
言
っ
て

も
よ
い
だ
ろ
う
。
＇

◇
奸
評
遮
載
の
「
国
立
青
年
の
家
」
紹
介

も
、
い
よ
い
よ
来
月
号
が
最
終
回
。
最
後

を
飾
る
の
は
飛
騨
高
山
か
ら
、
関
設
進
備

に
忙
し
い
「
国
立
乗
鞍
青
年
の
家
」
を
紹

介
す
る
。
そ
し
て
「
人
物
を
中
心
と
し
た

文
化
郷
土
史
」
は
山
梨
県
を
訪
れ
る
。

◇
涛
員
電
軍
か
ら
解
放
さ
れ
る
と
、
虎
ノ

門
駅
の
ホ
ー
ム
で
は
、
大
き
な
ク
9

ー
ラ
ー

が
出
迎
え
て
く
れ
る
。
涼
し
い
心
づ
か
い

の
う
れ
し
い
季
節
。
猛
暑
の
お
り
、
読
者

の
皆
様
に
は
御
自
愛
の
ぽ
ど
を
。

(

U

)
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