
舞
台
寸
法
６
間
半
で
計
画
さ
れ
た
と
の
こ
と
。

東
京
の
歌
舞
伎
座
（
柱
梁
間
12
間
、
舞
台
８
間
）

に
は
劣
る
も
の
の
西
日
本
で
は
堂
々
の
木
造
大

建
築
だ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
確
か
に
両
袖
の

付
け
棟
も
３
階
建
て
に
な
っ
て
お
り
、
内
子
座

よ
り
も
一
回
り
大
き
い
。

　

こ
こ
に
面
白
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
伝
わ
っ
て
い

る
。
郷
土
史
に
精
通
さ
れ
た
故
菊
池
住
幸
氏
の

書
き
遺
さ
れ
た
「
八
幡
浜
興
業
盛
衰
史
」
に
よ

れ
ば
、
あ
た
か
も
北
九
州
を
舞
台
に
書
か
れ
た

火
野
葦
平
（
ル
ー
ツ
は
松
山
市
）
の
自
伝
的
小
説

バックナンバー　http://www.ecpr.or.jp/products-my-town-backnumber/
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Vol.66
八幡浜版“花と竜”
八幡浜劇場の場合

かすり

しま

新宮村と土佐街道

　

さ
て
そ
う
し
た
中
で
、
こ
こ
に
取
り
上
げ
る

八
幡
浜
劇
場
は
、
不
運
に
も
火
災
焼
失
と
い
う

出
来
ご
と
で
姿
を
消
し
た
。
そ
れ
は
、
昭
和
46

（

１
９
７
１
）
年
２
月
15
日
の
こ
と
。
市
民
か
ら

八
劇
の
名
で
親
し
ま
れ
、
四
国
一
と
も
関
西
一

と
も
称
さ
れ
た
規
模
の
木
造
建
築
が
、
予
期
せ

ぬ
臨
終
を
迎
え
た
の
だ
っ
た
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
に
い
く
つ
か
の
貴
重

な
資
料
が
残
さ
れ
て
い
る
。
か
つ
て
八
劇
を
建

築
し
た
前
上
建
築
部
、
現
在
の
前
上
一
級
建
築

士
事
務
所
が
所
蔵
す
る
、
当
時
の
設
計
図
面
一

式
と
古
写
真
類
で
あ
る
。
そ
れ
は
い
わ
ゆ
る
昔

の
図
面
で
、
美
濃
紙
と
言
わ
れ
る
半
透
明
の
薄

い
独
得
の
も
の
。
そ
の
油
紙
と
も
呼
ぶ
卵
黄
色

の
柔
ら
か
い
紙
に
、
烏
口
と
い
う
製
図
用
筆
記

具
で
実
に
美
し
い
線
が
描
か
れ
て
い
る
。
余
程

神
経
を
集
中
さ
せ
て
な
い
と
引
け
な
い
図
面
だ

と
分
か
る
。

　

建
物
は
昭
和
９
年
１
月
に
着
工
し
、
同
11
年

７
月
に
完
成
す
る
。
請
け
負
い
は
前
上
圓
太
郎
、

そ
の
舎
弟
芳
松
が
棟
梁
。
圓
太
郎
の
ご
子
息
に

あ
た
る
恒
氏
に
よ
れ
ば
、
大
阪
に
あ
っ
た
角
座

の
様
式
を
模
し
て
、
本
柱
梁
間
８
間
を
10
間
に
、

　

芝
居
小
屋
に
つ
い
て
書
い
て
み
た
い
。
愛
媛

県
内
に
お
い
て
は
、
昨
今
は
特
に
内
子
座
が
重

要
文
化
財
に
指
定
（
昨
年
７
月
）
さ
れ
た
り
、
や

は
り
内
子
の
旭
館
が
国
登
録
有
形
文
化
財
に
選

定
（
一
昨
年
12
月
）
さ
れ
た
り
し
て
い
る
が
、
他

の
市
町
に
お
い
て
も
か
つ
て
は
多
く
の
芝
居
小

屋
が
存
在
し
た
。
伊
予
市
郡
中
に
あ
っ
た
寿
楽

座
、
西
予
市
宇
和
町
に
お
け
る
栄
座
、
八
幡
浜
市

保
内
町
に
あ
っ
た
大
黒
座
な
ど
な
ど
。
し
か
し

そ
れ
ら
に
共
通
し
て
い
る
の
は
、
や
が
て
社
会

変
化
に
適
応
出

来
な
く
な
り
、

他
の
各
地
が
そ

う
で
あ
っ
た
よ

う
に
、
映
画
館

や
駐
車
場
化
し

つ
つ
そ
の
殆
ど

が
解
体
消
滅
し

た
の
だ
っ
た
。

杮落興行時に製作されたスタンプ

青焼き図面、正面姿図

いつの頃か、美空ひばり公演の際に押
し掛けた群衆によって折れてしまっ
た、八劇近くにある民家の出格子
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と
い
う
土
地
柄
で
あ
る
。
勢
い
が
服
を
着
て
歩

い
て
い
る
よ
う
な
人
物
が
多
い
港
町
、
あ
ろ
う

こ
と
か
東
京
の
六
代
目
は
、
望
ま
な
い
ま
で
も

そ
う
し
た
町
の
空
気
に
巻
き
込
ま
れ
て
し
ま
っ

た
。
写
真
の
川
島
親
分
の
面
構
え
か
ら
、
何
と
な

く
当
時
の
八
幡
浜
の
そ
ん
な
空
気
も
伝
わ
っ
て

く
る
。

か
ず
、
ま
だ
大
屋
根
は
完
成
し
て
な
か
っ
た
と

い
う
か
ら
、
舞
台
裏
は
相
当
な
て
ん
や
わ
ん
や

だ
っ
た
ら
し
い
。
そ
れ
で
も
小
屋
は
連
日
大
盛

況
だ
っ
た
よ
う
で
、
一
世
一
代
の
興
行
は
大
成

功
。
た
だ
し
、
好
事
魔
多
し
、
町
中
に
は
不
穏
な

動
き
も
あ
り
、
対
立
す
る
兵
頭
組
（
平
和
館
）
が

殴
り
込
み
を
か
け
る
噂
。
大
切
な
金
看
板
菊
五

郎
に
何
か
あ
っ
て
は
一
大
事
、
川
島
側
で
は
新

港
に
船
を
用
意
し
舟
遊
び
と
称
し

て
、
芝
居
が
は
ね
た
菊
五
郎
を
乗

せ
て
太
鼓
に
三
味
線
、
芸
者
衆
を

引
き
連
れ
て
海
の
上
。

　

そ
の
後
日
談
と
し
て
、
当
の
菊

五
郎
が
宿
で
筆
を
執
り
、「
な
ま
ぐ

さ
き　

町
入
り
け
り　

夏
芝
居
」
の

句
を
詠
ん
だ
と
い
う
。
天
下
の
六

代
目
が
四
国
僻
遠
の
漁
師
町
八
幡

浜
で
何
を
ど
う
思
っ
た
か
、
こ
の

句
で
そ
の
ま
ま
伝
わ
る
が
、
盛
衰

史
で
は
歌
人
吉
井
勇
と
東
京
で
話

し
た
際
、
共
に「
い
や
な
町
だ
っ
た
」

と
語
っ
た
逸
話
を
伝
え
て
い
る
。

　

良
く
も
悪
く
も
、
当
時
の
八
幡

浜
に
は
鉄
火
肌
な
興
業
主
た
ち
の

エ
ネ
ル
ギ
ー
が
横
溢
し
、
川
島
の

場
合
、
西
日
本
一
の
芝
居
小
屋
を

建
て
、
何
と
か
そ
の
晴
れ
の
杮
落

と
し
と
い
う
大
イ
ベ
ン
ト
を
成
功

さ
せ
た
い
と
い
う
熱
気
が
先
行
し

て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
元
々

狭
小
な
土
地
に
飽
き
足
ら
ず
、
太

平
洋
を
打
瀬
船
で
横
断
し
よ
う
か

バックナンバー　http://www.ecpr.or.jp/products-my-town-backnumber/“MY TOWN”うぉっちんぐ

「
花
と
竜
」
バ
リ
の
当
時
の
八
幡
浜
が
浮
か
び
上

が
る
。
八
劇
の
興
業
主
は
川
島
一
晄
、
つ
ま
り
は

川
島
組
の
親
分
さ
ん
。
芝
居
小
屋
の
常
と
し
て
、

落
成
後
に
は
杮
こ
け
ら
落
と
し
と
呼
ば
れ
る
記
念
興
行

を
行
う
が
、
こ
の
時
は
梨
園
の
大
ス
タ
ー
尾
上

菊
五
郎
を
東
京
か
ら
招
い
て
い
る
。
容
れ
物
は

デ
カ
く
て
も
、
そ
う
そ
う
呼
べ
る
役
者
で
は
な

い
。
裏
が
あ
る
。
先
の
資
料
に
よ
れ
ば
、
東
京
に

吉
原
と
い
う
江
戸
か
ら
続
く
歓
楽
街
が
あ
り
、

当
時
は
春
日
五
郎
と
い
う
大
親
分
が
侠
名
を
響

か
せ
て
い
た
。
こ
の
人
物
、
実
は
八
幡
浜
の
栗
之

浦
、
居
村
家
の
出
身
で
、
関
東
に
出
た
後
そ
の
胆

力
を
見
込
ま
れ
、
侠
客
の
名
跡
を
継
い
だ
。
一
晄

（
後
の
勝
造
）
の
妻
は
五
郎
の
妹
。
可
愛
い
舎
弟

を
侠
お
と
こ
に
す
る
た
め
に
五
郎
が
一
肌
脱
ぐ
事
と
な

り
、
四
国
の
片
田
舎
に
六
代
目
菊
五
郎
一
座
が

や
っ
て
来
る
こ
と
に
な
る
。

　

当
時
は
ま
だ
国
鉄
が
大
洲
市
平
野
ま
で
し
か

延
び
て
な
か
っ
た
時
代
、
川
島
親
分
が
10
数
台

の
車
を
仕
立
て
、
夜
昼
峠
越
え
で
一
行
を
迎
え

に
行
き
、
華
々
し
く
八
幡
浜
入
り
。
い
よ
い
よ
７

月
17
日
か
ら
４
日
間
、
東
京
歌
舞
伎
に
よ
る
杮

落
と
し
興
行
が
幕
を
開
け
た
。
資
金
繰
り
が
つ 六代目尾上菊五郎

「落成記念の工事関係者」　前列左から２人目が川島勝造、その右が前上芳松、続いて圓太郎
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