
大
阪
ガ
ス
が
文
化
・
芸
術
に

関
わ
る
意
義
と
は

田
中　

大
阪
ガ
ス
が
行
っ
て
き
た
文
化
・
芸
術
活
動
を

振
り
返
る
と
、
そ
の
始
ま
り
は
1
9
3
3
年
に
竣
工

し
た
大
阪
ガ
ス
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
、
通
称
「
ガ
ス
ビ
ル
」

に
み
ら
れ
ま
す
。
館
内
に
設
け
ら
れ
た
６
０
０
人
収
容

の
吹
き
抜
け
講
演
場
で
は
、
エ
ン
タ
ツ
・
ア
チ
ャ
コ
の

漫
才
や
西
洋
映
画
の
上
映
な
ど
多
彩
な
催
し
が
開
か
れ
、

「
文
化
の
殿
堂
」
と
し
て
市
民
に
親
し
ま
れ
ま
し
た
。

な
ぜ
ガ
ス
会
社
が
講
演
場
を
持
つ
必
要
が
あ
っ
た
の
か

と
考
え
る
と
、
そ
も
そ
も
都
市
ガ
ス
は
新
し
い
文
化
の

提
案
で
あ
り
、
薪
や
カ
マ
ド
の
文
化
か
ら
、
利
便
性
の

高
い
都
市
ガ
ス
に
よ
り
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
を
変
え
る
と

い
う
提
案
に
付
随
し
て
、
大
阪
ガ
ス
は
新
た
な
文
化
・

芸
術
を
紹
介
す
る
役
割
を
担
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

栗
本　

都
市
ガ
ス
が
拓
く
モ
ダ
ン
で
ハ
イ
カ
ラ
な
生
活

文
化
を
ア
ピ
ー
ル
し
て
い
こ
う
と
い
う
な
か
で
、
そ
の

土
壌
で
あ
る
関
西
の
都
市
文
化
や
地
域
に
根
付
い
て
き

た
芸
術
や
芸
能
も
含
め
て
紹
介
・
提
案
す
る
企
業
風
土

が
創
業
時
か
ら
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

田
中　

そ
の
社
風
は
今
も
引
き
継
が
れ
、
社
員
は
み
な

「
私
た
ち
は
単
な
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
屋
で
は
な
い
」
と
い

う
意
識
を
持
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
１
９
８
６
年
４

月
に
は
、
創
業
80
周
年
を
機
に
わ
が
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
文

化
研
究
所
（
通
称
C
E
L
）
が
設
立
さ
れ
ま
し
た
が
、

社
会
が
目
ま
ぐ
る
し
く
変
化
す
る
バ
ブ
ル
期
の
な
か
、

長
期
的
視
点
と
広
い
視
野
に
立
っ
て
社
会
と
事
業
の
将

来
像
を
描
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
の
で
し
ょ
う
。
そ
の

活
動
の
な
か
で
1
9
8
7
年
に
情
報
誌
『
C
E
L
』
も

生
ま
れ
て
い
ま
す
。

今
回
は
文
化
・
芸
術
に
関
わ
る
事
業
に
当
事
者
と
し

て
携
わ
っ
て
き
た
二
人
に
話
を
伺
い
な
が
ら
、
そ
の
活

動
の
意
義
を
考
え
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

ム
ー
ブ
メ
ン
ト
を
つ
く
る 

O
M
S
と
い
う
文
化
装
置

田
中　

C
E
L
と
同
時
期
に
設
立
さ
れ
た
の
が
、「
扇

町
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
ス
ク
エ
ア
」（
以
下
、
O
M
S
）
で
す
。

小
劇
場
を
核
と
す
る
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
の
中
心
地
と
し

て
若
者
の
心
を
捉
え
ま
し
た
が
、
山
納
さ
ん
は
O
M
S

の
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
を
務
め
て
お
ら
れ
ま
し
た
ね
。

山
納　

私
は
設
立
当
時
を
知
っ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り

ま
せ
ん
が
、
大
阪
ガ
ス
北
支
社
の
移
転
に
伴
い
大
阪
駅

か
ら
８
０
０
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
場
所
に
遊
休
資
産
が
で

き
ま
し
た
。
そ
こ
を
劇
場
、
映
画
館
、
ギ
ャ
ラ
リ
ー
、

雑
貨
店
、
カ
フ
ェ
レ
ス
ト
ラ
ン
を
有
し
た
複
合
文
化
施

設
に
改
装
し
た
の
が
O
M
S
で
す
。
当
初
は
数
十
億

円
を
か
け
て
新
築
ビ
ル
を
建
て
る
プ
ラ
ン
も
あ
っ
た
よ

う
で
す
が
、
実
際
に
は
１
億
円
程
度
の
今
で
い
う
リ
ノ

ベ
ー
シ
ョ
ン
に
と
ど
め
、
雑
多
な
ア
マ
チ
ュ
ア
文
化
の

発
信
基
地
を
つ
く
り
ま
し
た
。
注
目
す
べ
き
は
、
大
手

代
理
店
な
ど
に
一
任
す
る
の
で
は
な
く
、
専
門
家
ら
を

企
画
委
員
と
し
て
集
め
、「
訳
の
わ
か
ら
な
い
、
で
も

可
能
性
が
詰
ま
っ
て
い
る
施
設
」
を
手
探
り
で
つ
く
り

上
げ
た
点
で
す
。
す
ぐ
に
リ
タ
ー
ン
が
あ
る
わ
け
で
は

な
い
、
み
ん
な
が
新
し
く
何
か
を
生
み
出
し
て
い
く
場

所
に
投
資
を
行
い
ま
し
た
。

田
中　

今
や
全
国
区
で
活
躍
す
る
劇
団
☆
新
感
線
な
ど

も
Ｏ
Ｍ
Ｓ
の
劇
場
で
活
躍
し
て
い
ま
し
た
。

山
納　

Ｏ
Ｍ
Ｓ
は
若
い
芸
術
家
た
ち
に
活
動
の
場
を
与

え
る
存
在
で
も
あ
り
ま
し
た
。
若
手
劇
団
の
才
能
に
早

く
か
ら
気
づ
き
、
稽
古
場
を
安
価
で
提
供
し
た
こ
と
が
、

彼
ら
が
躍
進
し
た
き
っ
か
け
の
ひ
と
つ
と
言
わ
れ
て
い

ま
す
。
ま
た
会
社
と
し
て
は
、
大
阪
ガ
ス
の
客
層
と
し

て
十
分
な
訴
求
が
で
き
て
い
な
か
っ
た
若
者
に
向
け
た

情
報
発
信
の
拠
点
と
い
う
意
味
合
い
も
あ
り
ま
し
た
。

田
中　

当
時
は
私
も
よ
く
O
M
S
に
通
い
ま
し
た
。

観
客
は
体
育
座
り
で
演
劇
を
楽
し
み
、
混
沌
と
し
て
い

る
け
れ
ど
ソ
フ
ィ
ス
テ
ィ
ケ
イ
テ
ッ
ド
さ
れ
た
空
間
が

と
て
も
お
も
し
ろ
い
。
こ
こ
が
大
阪
ガ
ス
の
運
営
で
あ

る
こ
と
が
誇
り
で
し
た
ね
。
結
果
論
で
す
が
、
O
M
S

第7回OMSプロデュース公演「深流波」（2002年5月18日～ 26日）。
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未
来
を
創
る
――
新
し
い
文
化
芸
術
の
か
た
ち

大
阪
ガ
ス
は
地
域
共
創
活
動
の
一
環
と
し
て
、
広
く
文
化
・

芸
術
活
動
に
関
わ
っ
て
き
た
。
そ
の
歩
み
を
間
近
に
見
続
け

て
き
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
文
化
研
究
所
の
ダ
イ
レ
ク
タ
ー
・
田

中
雅
人（
写
真
右
）、
関
西
の
街
の
文
化
や
歴
史
を
語
り
・
音
楽
・

映
像
で
伝
え
る
「
語
り
べ
シ
ア
タ
ー
」
を
手
掛
け
る
栗
本
智

代
（
写
真
中
央
）、
か
つ
て
「
扇
町
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
ス
ク
エ
ア
」

の
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
を
務
め
、
現
在
も
数
々
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

の
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
を
行
う
山
納
洋
（
写
真
左
）の
３
人
が
、
こ

れ
ま
で
の
歩
み
を
振
り
返
り
な
が
ら
、
文
化
・
芸
術
に
携
わ

る
意
義
や
影
響
に
つ
い
て
語
り
合
う
。

奥
山
晶
子
＝
構
成

宮
村
政
徳
＝
撮
影

Kurim
oto Tom

oyo

栗
本
智
代

［
大
阪
ガ
ス
㈱
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
文
化
研
究
所
研
究
員
］

山
納
洋

［
大
阪
ガ
ス
㈱
近
畿
圏
部	

都
市
魅
力
研
究
室
室
長
］

Yam
anou H

iroshi

田
中
雅
人

［
大
阪
ガ
ス
㈱
近
畿
圏
部
長	

兼	

エ
ネ
ル
ギ
ー
・
文
化
研
究
所
ダ
イ
レ
ク
タ
ー
］

Tanaka M
asato

鼎
談

大
阪
ガ
ス
の
文
化
・
芸
術
と
の
関
わ
り

――
そ
の
意
義
と
今
後
の
展
望

3839 C E L   M a r c h   2 0 2 1C E L   M a r c h   2 0 2 1



は
大
阪
ガ
ス
の
都
市
開
発
の
緒
に
就
い
た
案
件
。
こ
こ

か
ら
、
社
有
地
な
ど
遊
休
資
産
を
い
か
に
活
用
す
る
か

と
い
う
発
想
が
広
が
り
ま
し
た
。

山
納　

施
設
の
10
周
年
に
は
、
記
念
事
業
と
し
て
Ｏ
Ｍ

Ｓ
戯
曲
賞
が
創
設
さ
れ
ま
す
。
文
芸
的
価
値
が
高
い
作

品
に
賞
を
与
え
注
目
し
て
も
ら
う
こ
と
で
、
新
た
な
才

能
を
世
に
知
ら
し
め
次
の
ス
テ
ー
ジ
に
押
し
上
げ
る
取

り
組
み
で
す
。
混
沌
と
し
た
若
者
文
化
の
実
験
場
か
ら
、

芸
術
性
の
高
さ
を
よ
り
意
識
し
た
場
へ
と
近
づ
き
は
じ

め
た
印
象
が
あ
り
ま
す
。

田
中　

そ
ん
な
Ｏ
Ｍ
Ｓ
も
、
老
朽
化
や
経
費
面
で
の
課

題
か
ら
2
0
0
3
年
に
閉
館
を
余
儀
な
く
さ
れ
ま
す
。

山
納　

時
代
の
流
れ
も
あ
り
ま
し
た
。
80
年
代
は
企
業

に
よ
る
メ
セ
ナ
や
フ
ィ
ラ
ン
ソ
ロ
ピ
ー
が
盛
ん
で
、
Ｏ

Ｍ
Ｓ
も
若
者
の
文
化
活
動
を
後
押
し
す
る
パ
ト
ロ
ン
的

な
存
在
で
し
た
。
そ
の
後
、
90
年
代
は
公
共
の
ホ
ー
ル

が
建
設
さ
れ
、
行
政
側
が
文
化
支
援
を
行
う
よ
う
に
。

２
０
０
０
年
代
に
な
る
と
、
Ｏ
Ｍ
Ｓ
だ
け
で
は
な
く
箱

モ
ノ
か
ら
企
業
が
次
々
と
撤
退
し
て
い
き
ま
す
。
文
化

支
援
の
役
割
が
、
企
業
か
ら
行
政
へ
、
箱
モ
ノ
か
ら
ソ

フ
ト
へ
と
変
わ
っ
た
タ
イ
ミ
ン
グ
で
し
た
。

歴
史
発
掘
と
文
化
伝
承
を

地
域
活
性
に
つ
な
げ
る

田
中　

90
年
代
に
は
栗
本
さ
ん
が
語
り
手
、
台
本
、
演

出
を
務
め
る
「
語
り
べ
シ
ア
タ
ー
」
が
始
ま
り
ま
す
。

栗
本　
「
語
り
べ
シ
ア
タ
ー
」
は
、
関
西
の
街
の
歴
史

や
文
化
を
掘
り
起
こ
し
、
語
り
、
映
像
、
音
楽
を
交
え

て
、
楽
し
く
わ
か
り
や
す
く
紹
介
す
る
公
演
で
す
。
活

動
を
始
め
た
当
時
、
上
司
か
ら
は
「
講
談
風
に
語
り
、

ス
ラ
イ
ド
で
地
図
や
イ
ラ
ス
ト
を
紹
介
し
な
さ
い
」
と

言
わ
れ
た
の
で
す
が
、
20
代
だ
っ
た
私
は
「
そ
れ
で
は

若
い
人
が
楽
し
め
な
い
」
と
、
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
な
ど
か

ら
ヒ
ン
ト
を
得
て
、
音
楽
を
盛
り
込
み
ま
し
た
。
そ
れ

が
好
評
を
い
た
だ
き
、
新
聞
社
と
の
共
催
な
ど
で
注
目

を
浴
び
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。「
わ
が
街
の
歴
史
や

文
化
を
知
る
こ
と
は
、
こ
ん
な
に
お
も
し
ろ
い
こ
と
な

ん
だ
」
と
気
づ
い
て
い
た
だ
く
た
め
に
、
自
分
で
言
葉

を
選
ん
で
台
本
を
書
き
、
情
緒
を
伝
え
る
た
め
に
音
楽

的
な
演
出
・
効
果
を
取
り
入
れ
て
い
ま
す
。
私
自
身
が

舞
台
で
歌
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

田
中　

そ
ん
な
こ
と
が
、
い
き
な
り
で
き
た
ん
で
す
か
。

栗
本　

幼
い
頃
か
ら
ピ
ア
ノ
や
バ
レ
エ
を
習
い
、
思
春

期
に
は
宝
塚
歌
劇
に
夢
中
に
な
り
、
大
学
以
降
は
合
唱

団
に
入
っ
て
い
ま
し
た
。
ま
た
C
E
L
の
研
究
員
に

な
っ
て
か
ら
の
数
年
間
は
研
究
テ
ー
マ
が
定
ま
ら
ず
、

何
か
く
す
ぶ
っ
て
い
た
も
の
が
一
気
に
爆
発
し
た
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。

田
中　

な
る
ほ
ど
。
語
り
べ
シ
ア
タ
ー
を
始
め
る
、
何

か
き
っ
か
け
は
あ
っ
た
の
で
す
か
。

栗
本　
「
こ
れ
は
ど
こ
の
地
図
か
わ
か
る
か
」
と
大
坂

の
古
地
図
を
見
せ
ら
れ
た
こ
と
で
す
。
元
禄
期
の
地
図

だ
っ
た
の
で
す
が
、
見
方
が
ま
っ
た
く
わ
か
ら
な
い
。

当
時
、
船せ

ん

場ば

が
中
心
街
で
、
梅
田
は
郊
外
の
さ
み
し
い

田
ん
ぼ
と
畑
だ
っ
た
な
ど
、
知
ら
な
い
こ
と
ば
か
り
。

調
べ
る
う
ち
に
「
大
阪
は
文
化
不
毛
の
地
な
ど
と
言
わ

れ
て
い
る
け
れ
ど
、
こ
ん
な
に
豊
穣
な
誇
る
べ
き
歴
史

や
文
化
が
あ
る
。
問
題
は
、
そ
の
伝
承
力
が
あ
ま
り
に

弱
い
こ
と
だ
」
と
い
う
問
題
意
識
が
膨
ら
み
ま
し
た
。

初
め
は
御
堂
筋
や
中
之
島
な
ど
、
大
阪
人
に
と
っ
て

馴
染
み
が
あ
り
な
が
ら
、
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
物

語
や
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
る
場
所
に
フ
ォ
ー
カ
ス
し
て
作

品
を
つ
く
り
、
公
演
を
重
ね
て
い
き
ま
し
た
。
そ
の
う

ち
大
阪
を
飛
び
出
し
て
神
戸
や
西
宮
、
尼
崎
で
も
各
々

の
街
を
舞
台
に
し
た
作
品
を
発
表
す
る
機
会
に
恵
ま
れ
、

今
で
は
関
西
全
域
が
活
動
範
囲
に
な
っ
て
い
ま
す
。

田
中　

現
在
は
、
活
動
の
担
い
手
の
育
成
に
も
力
を
入

れ
て
お
ら
れ
ま
す
ね
。

栗
本　

そ
う
で
す
ね
。
２
０
１
３
年
か
ら
担
い
手
育
成

の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
始
め
、
地
域
の
小
さ
な
ホ
ー
ル

や
公
民
館
に
ま
で
裾
野
を
広
げ
る
た
め
の
取
り
組
み
を

行
っ
て
い
ま
す
。
参
加
者
は
、
地
域
の
魅
力
を
見
直
し

伝
え
る
視
点
や
手
法
を
学
ん
だ
後
、
チ
ー
ム
を
組
ん
で

自
発
的
に
作
品
を
つ
く
り
、
発
表
会
を
行
っ
て
い
ま
す
。

年
配
の
方
が
多
く
、
今
は
コ
ロ
ナ
禍
で
活
動
は
ス
ト
ッ

プ
し
て
い
ま
す
が
、
状
況
を
見
て
再
開
で
き
れ
ば
と
考

え
て
い
ま
す
。
課
題
は
、
若
い
世
代
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ

で
す
。
ぜ
ひ
若
い
学
生
の
方
々
に
も
自
分
た
ち
の
街
の

歴
史
を
知
り
、
自
分
な
り
の
視
点
で
物
語
を
紡
ぎ
、
伝

え
る
楽
し
さ
を
知
っ
て
い
た
だ
き
た
い
で
す
。

作
家
養
成
と
地
域
貢
献 

　

2
本
柱
の
ド
ラ
マ
制
作

山
納　

２
０
１
１
年
に
始
ま
っ
た
「
イ
ス
ト
ワ
ー
ル
」

も
、
地
域
の
文
化
や
歴
史
を
テ
ー
マ
に
作
品
化
し
、
ラ

ジ
オ
ド
ラ
マ
や
朗
読
劇
と
し
て
発
表
す
る
取
り
組
み
で

す
。
イ
ス
ト
ワ
ー
ル
は
、
故
・
大
竹
野
正
典
さ
ん
が
書

か
れ
た
第
16
回
Ｏ
Ｍ
Ｓ
戯
曲
賞
大
賞
受
賞
作
品
『
山
の

声
』
が
き
っ
か
け
で
、
誕
生
し
ま
し
た
。
大
竹
野
さ
ん

は
、
受
賞
の
前
に
事
故
で
亡
く
な
ら
れ
た
の
で
す
が
、

私
は
、
こ
の
作
品
を
何
と
か
世
に
広
め
た
い
と
い
う
想

い
で
奔
走
し
、
そ
の
結
果
、
Ｍ
Ｂ
Ｓ
ラ
ジ
オ
で
の
ド
ラ

マ
化
を
実
現
さ
せ
ま
し
た
。

『
山
の
声
』
は
加
藤
文
太
郎
と
い
う
、
実
在
し
た
登
山

家
を
題
材
に
し
た
芝
居
で
す
。
こ
の
作
品
の
ラ
ジ
オ
ド

ラ
マ
化
に
あ
た
り
、「
Ｏ
Ｍ
Ｓ
戯
曲
賞
を
受
賞
し
た
作

家
に
、
実
在
し
た
人
物
の
ド
ラ
マ
制
作
を
依
頼
す
る
」

と
い
う
イ
ス
ト
ワ
ー
ル
の
構
想
が
生
ま
れ
ま
し
た
。

加
藤
文
太
郎
は
、
出
身
の
兵
庫
県
美
方
郡
で
は
よ
く

知
ら
れ
た
登
山
家
で
、『
山
の
声
』
は
同
郡
新
温
泉
町

で
も
上
演
し
た
の
で
す
が
、
そ
の
時
に
は
町
中
の
人
が

見
に
来
ら
れ
、
翌
日
に
町
の
あ
ち
こ
ち
で
声
を
か
け
て

い
た
だ
く
、
と
い
う
経
験
を
し
ま
し
た
。
上
演
を
重
ね

る
間
に
、
イ
ス
ト
ワ
ー
ル
に
は
、
作
家
を
鍛
え
る
と
と

も
に
、
作
家
の
新
た
な
フ
ァ
ン
を
つ
く
る
サ
イ
ク
ル
が

で
き
る
と
い
う
こ
と
も
わ
か
っ
て
き
ま
し
た
。

栗
本　

語
り
べ
シ
ア
タ
ー
は
地
域
の
魅
力
を
再
発
見
し

て
伝
え
て
い
く
と
い
う
の
が
テ
ー
マ
で
す
が
、
イ
ス
ト

ワ
ー
ル
は
ど
う
で
し
ょ
う
。

山
納　

そ
の
地
域
で
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
人
物
を
作
品

化
し
、
魅
力
を
再
発
見
し
て
も
ら
う
の
が
狙
い
で
す
。

さ
ら
に
「
こ
の
土
地
で
再
演
し
続
け
て
い
き
た
い
」
と

地
域
の
方
々
に
思
っ
て
も
ら
え
れ
ば
、
そ
こ
に
わ
が
社

と
街
と
の
関
わ
り
が
生
ま
れ
ま
す
。

企
業
メ
セ
ナ
協
議
会
は
２
０
０
１
年
に
「
パ
ト
ロ
ン

か
ら
パ
ー
ト
ナ
ー
へ
」
と
題
し
た
提
言
を
出
し
、
企
業

と
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
が
手
を
携
え
社
会
問
題
を
解
決
し
て

い
く
方
向
に
舵
を
切
り
ま
し
た
。
ま
た
、
２
０
０
０
年

に
当
時
の
厚
生
省
が
提
唱
し
は
じ
め
た
ソ
ー
シ
ャ
ル
イ

ン
ク
ル
ー
ジ
ョ
ン
（
社
会
的
包
摂
）
も
ア
ー
ト
の
あ
り

方
に
影
響
を
与
え
、
地
域
の
た
め
、
お
年
寄
り
や
障
が

い
者
の
た
め
、
ア
ー
ト
に
何
が
で
き
る
か
を
意
識
す
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
イ
ス
ト
ワ
ー
ル
に
お
い
て
も
、

こ
う
し
た
ア
ー
ト
と
企
業
と
地
域
の
関
わ
り
の
変
化
を

意
識
し
て
い
ま
す
。
作
家
が
自
由
に
書
き
下
ろ
し
、
上

演
し
た
作
品
を
選
ぶ
戯
曲
賞
は
「
パ
ト
ロ
ン
的
」
で
す

が
、
地
域
が
望
む
作
品
を
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
と
大
阪
ガ
ス

が
地
域
の
方
々
と
つ
く
り
上
げ
て
い
く
イ
ス
ト
ワ
ー
ル

で
は
、
自
分
た
ち
は
地
域
に
対
し
て
何
が
で
き
る
か
と

い
う
視
点
を
大
事
に
し
て
い
ま
す
。

栗
本　

１
９
９
５
年
の
阪
神
・
淡
路
大
震
災
も
、
ア
ー

ト
と
社
会
の
関
わ
り
方
が
変
わ
る
大
き
な
節
目
に
な
っ

た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
２
０
０
０
年
以
前
か
ら
、
傷

を
負
っ
た
地
域
を
ア
ー
ト
の
力
で
元
気
づ
け
て
い
く
と

い
う
ム
ー
ブ
メ
ン
ト
は
、
少
し
ず
つ
芽
生
え
て
い
た
の

だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

田
中　

高
度
経
済
成
長
期
を
経
て
バ
ブ
ル
が
弾
け
、
大

震
災
が
あ
り
「
成
長
一
辺
倒
で
は
な
い
」
と
国
全
体
の

目
が
覚
め
た
こ
と
で
、
芸
術
も
、
芸
術
に
関
わ
る
企
業

も
、
そ
の
役
割
を
変
え
て
い
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

語
り
べ
シ
ア
タ
ー
と
イ
ス
ト
ワ
ー
ル

二
つ
の
活
動
の
相
違
点

栗
本　

二
つ
の
活
動
の
共
通
点
は
、
芸
術
が
地
域
を
元

気
に
す
る
た
め
の
手
段
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

両
者
と
も
、
自
治
体
と
の
連
携
で
作
品
づ
く
り
を
す
る

機
会
が
あ
り
ま
し
た
。

山
納　

ど
ち
ら
も
「
社
会
の
た
め
の
芸
術
」
を
探
る
方

向
に
向
か
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
た
だ
そ
れ
は
、
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「
芸
術
の
た
め
の
芸
術
」、
す
な
わ
ち
、
芸
術
そ
れ
自
体

の
価
値
を
追
求
す
る
人
た
ち
の
実
験
の
う
え
に
成
り
立

つ
も
の
で
あ
る
こ
と
は
忘
れ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

栗
本　

イ
ス
ト
ワ
ー
ル
と
の
違
い
と
し
て
、
語
り
べ
シ

ア
タ
ー
で
は
、
音
楽
家
や
役
者
、
イ
ラ
ス
ト
レ
ー
タ
ー

等
が
磨
き
あ
げ
た
芸
術
的
表
現
力
に
よ
り
、
よ
り
物
語

が
伝
わ
り
、
社
会
に
還
元
さ
れ
て
い
ま
す
。

山
納　

も
う
ひ
と
つ
の
違
い
は
、
イ
ス
ト
ワ
ー
ル
が
、

そ
も
そ
も
作
家
を
育
て
る
構
想
だ
と
い
う
こ
と
。
栗
本

さ
ん
は
演
者
で
あ
り
作
家
で
も
あ
り
ま
す
が
、
僕
は
プ

ロ
デ
ュ
ー
ス
に
徹
し
、「
オ
フ
ァ
ー
さ
れ
て
作
品
を
つ

く
っ
た
ら
、
自
分
の
腕
が
鍛
え
ら
れ
、
フ
ァ
ン
が
増
え

る
」
こ
と
を
作
家
本
人
が
知
る
手
助
け
を
し
ま
す
。

ア
ー
テ
ィ
ス
ト
と
し
て
の
一
面
だ
け
で
な
く
、
芸
術
で

食
べ
て
い
く
ク
リ
エ
イ
タ
ー
と
し
て
の
力
を
伸
ば
す
。

一
方
で
地
域
の
作
品
を
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
と
と
も
に
つ
く

る
こ
と
に
可
能
性
を
見
出
す
人
た
ち
を
増
や
し
、
ア
ー

テ
ィ
ス
ト
の
仕
事
自
体
を
増
や
す
。
そ
う
し
た
ビ
ジ
ョ

ン
を
示
す
の
が
目
的
だ
っ
た
の
で
、
自
ら
イ
ス
ト
ワ
ー

ル
を
企
画
運
営
す
る
の
は
、
10
作
品
で
ひ
と
つ
の
区
切

り
と
し
ま
し
た
。

進
取
の
気
性
を
継
承
し 

　

あ
ら
ゆ
る
豊
か
さ
を
地
域
と
市
民
へ

田
中　

今
は
コ
ロ
ナ
禍
で
文
化
・
芸
術
活
動
の
支
援
や

発
信
が
難
し
く
な
っ
て
い
ま
す
が
、
新
た
な
取
り
組
み

に
つ
い
て
今
後
の
課
題
を
含
め
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

山
納　

2
0
2
1
年
度
か
ら
Ｏ
Ｍ
Ｓ
戯
曲
賞
の
受
賞

作
家
と
地
域
を
リ
サ
ー
チ
し
て
作
品
を
書
き
お
ろ
し
、

市
民
と
演
劇
を
つ
く
る
取
り
組
み
を
兵
庫
県
豊
岡
市
で

始
め
ま
す
。
ま
た
今
は
コ
ロ
ナ
禍
で
舞
台
上
演
が
困
難

な
状
態
で
す
が
、
そ
こ
で
諦
め
る
の
で
は
な
く
「
街
歩

き
演
劇
」
を
つ
く
ろ
う
と
し
て
い
ま
す
。
観
光
者
が
ガ

イ
ド
と
街
を
歩
く
よ
う
に
、
役
者
が
街
歩
き
を
ガ
イ
ド

し
、
何
ら
か
の
劇
体
験
を
楽
し
ん
で
も
ら
う
も
の
で
す
。

栗
本　

語
り
べ
シ
ア
タ
ー
で
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
配
信
に

挑
戦
し
ま
し
た
。
そ
の
実
験
的
な
取
り
組
み
に
よ
り
、

私
が
淡
々
と
画
面
上
で
語
る
だ
け
で
な
く
、
音
楽
家
た

ち
と
一
緒
に
、
持
っ
て
い
る
技
術
や
材
料
を
最
大
限
に

活
か
す
情
熱
が
あ
っ
て
こ
そ
、
街
の
物
語
や
本
質
が

し
っ
か
り
と
視
聴
者
に
伝
わ
る
と
確
信
し
ま
し
た
。
芸

術
は
高
み
に
あ
る
も
の
で
は
な
く
、
何
か
を
伝
え
る
表

現
方
法
で
あ
る
と
実
感
し
ま
し
た
。

田
中　

こ
う
し
て
二
人
の
話
を
聞
い
て
い
る
と
、
大
阪

ガ
ス
は
昔
か
ら
進
取
の
気
性
を
持
ち
、
思
い
つ
い
た
ら

実
行
し
て
み
る
「
や
っ
て
み
な
は
れ
」
の
精
神
に
よ
り
、

文
化
・
芸
術
に
関
わ
る
事
業
も
花
開
い
た
よ
う
に
感
じ

ま
す
。
草
の
根
活
動
に
手
を
貸
し
、
と
も
に
楽
し
み
成

長
し
な
が
ら
社
会
に
「
豊
か
さ
」
と
い
う
変
化
を
起
こ

し
て
い
く
。
我
々
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
社
会
に
貢
献
す
る

と
い
う
こ
と
を
本
業
と
し
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
だ
け
で

は
未
来
は
創
れ
ま
せ
ん
。
我
々
の
活
動
の
最
終
的
な
目

的
は
、
市
民
に
豊
か
な
生
活
を
提
供
す
る
こ
と
。
そ
の

ひ
と
つ
の
要
素
が
文
化
・
芸
術
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で

培
っ
て
き
た
ノ
ウ
ハ
ウ
や
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
維
持
・
発

展
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
地
域
と
市
民
が
よ
り
豊
か
に

な
る
こ
と
に
少
し
で
も
お
役
に
立
て
れ
ば
本
望
で
す
ね
。

語りべシアター ONLINE「天神祭」。
コロナ禍で会場での公演が難しくなったが、

「天神祭」が疫病退散を祈る夏祭りであることから
コロナ対策の意味を込めてオンライン配信を実施。
YouTube「語りべシアターチャンネル」

田
中
雅
人
（
た
な
か
・
ま
さ
と
）

大
阪
ガ
ス
㈱
近
畿
圏
部
長 

兼 

エ
ネ
ル
ギ
ー
・
文
化
研
究
所
ダ
イ
レ
ク
タ
ー
。

１
９
９
２
年
、
大
阪
ガ
ス
入
社
後
、
業
務
用
エ
ネ
ル
ギ
ー
部
門
で
空
調
や
コ
ー

ジ
ェ
ネ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
営
業
に
従
事
。
１
９
９
９
年
に
近
畿
圏
部
に
異
動
し
、
グ

ラ
ン
フ
ロ
ン
ト
大
阪
開
発
な
ど
に
ま
ち
づ
く
り
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
視
点
で
関
与
。

２
０
１
０
年
に
エ
ネ
ル
ギ
ー
事
業
部
に
異
動
し
、
東
京
担
当
や
、
総
合
ソ
リ
ュ
ー

シ
ョ
ン
事
業
（
E
S
P
）に
従
事
す
る
。
２
０
１
９
年
よ
り
現
職
。

栗
本
智
代
（
く
り
も
と
・
と
も
よ
）

大
阪
ガ
ス
㈱
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
文
化
研
究
所
研
究
員
。
１
９
８
８
年
、
大
阪
ガ
ス
に

入
社
。
商
品
開
発
部
を
経
て
、
１
９
９
１
年
よ
り
現
職
。
ま
ち
の
個
性
や
本
質
を

歴
史
・
文
化
的
側
面
か
ら
探
究
し
、〝
ス
ト
ー
リ
ー
”
に
よ
る
都
市
魅
力
の
発
掘
・

創
造
に
取
り
組
む
。「
語
り
べ
シ
ア
タ
ー
」
公
演
活
動
を
展
開
す
る
一
方
で
、

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
や
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
中
心
と
し
た
執
筆
も
行
う
。

山
納
洋
（
や
ま
の
う
・
ひ
ろ
し
）

大
阪
ガ
ス
㈱
近
畿
圏
部 

都
市
魅
力
研
究
室
室
長
。
1
9
9
3
年
、
大
阪
ガ
ス
に
入

社
。
神
戸
ア
ー
ト
ビ
レ
ッ
ジ
セ
ン
タ
ー
、
扇
町
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
ス
ク
エ
ア
、
メ
ビ
ッ

ク
扇
町
、
㈶
大
阪
21
世
紀
協
会
で
の
企
画
・
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
業
務
を
歴
任
。

2
0
1
0
年
よ
り
近
畿
圏
部
に
お
い
て
都
市
開
発
、
地
域
活
性
化
、
社
会
貢
献
事

業
に
関
わ
る
。
ト
ー
ク
サ
ロ
ン
企
画
「Talkin’About

」、ま
ち
観
察
企
画
「W

alkin’ 
About

」も
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
し
て
い
る
。

1985 年、大阪ガス北支社をリノベーションしてつくられた
複合文化施設。かつてガス器具の倉庫だった場所を 200 人
収容の劇場に、事務所スペースを映画館や雑貨店に、ショー
ルームをカフェレストランへと改装した。劇団事務所や稽古
場、「ぴあ」関西支社も施設内にあり、さまざまなジャンルが
クロスオーバーする賑やかな空間は、やがて関西演劇の中心
地として語られるようになっていく。ブレイク前夜の「劇団☆
新感線」や、八嶋智人が所属する「カムカムミニキーナ」の
作品が上演されるなど、今や押しも押されもせぬ存在となっ
たアーティストたちの若き時代を支えた。

1994 年、10 周年記念事業として「OMS 戯曲賞」を創設。
大賞作品は OMS プロデュースのもとで再演も行われた。戯
曲賞活動は「メセナアワード」で関西の演劇支援を評価され、

「演劇ともしび賞」を獲得している。2003 年の閉館後も戯
曲賞は継続し、関西の次代を担う新しい劇作家の登竜門とし
て現在も注目を集めている。

大阪の真ん中からあらゆる文化を発信した
日本における複合文化施設のパイオニア

劇団☆新感線
南河内万歳一座
リリパット・アーミー
劇団３〇〇
維新派
ブリキの自発団
劇団青い鳥
燐光群
劇団黒テント
劇団 M.O.P.

劇団 21 世紀 FOX
劇団扉座
劇団大阪太陽族
桃園会
劇団ジャブジャブサーキット
ヨーロッパ企画
WAHAHA 本舗
カムカムミニキーナ
HIGHLEG JESUS
阿佐ヶ谷スパイダース

OMSで活躍した主な劇団

扇町ミュージアムスクエア（OMS）とは

イストワール 語りべシアター

関西に実在した人物
や実際に起こった事件
などを題材に、OMS
戯曲賞受賞作家がドラ
マを書き下ろすプロ

ジェクト。地域資源を掘り起こしたシナリオを開発し、地
域活性化コンテンツを発信することと、作家育成を目的と
して、2011 年から 19 年まで、10作品を企 画・制 作。
MBS ラジオでの放送（第７話まで）のほか、朗読劇として
各地で公演を行ってきた。

関西の豊饒な歴史
や文化、まちのエピ
ソードや将来の可能
性などを、クリエイター
と協働し、語りと音楽、

映像を交えた独自の手法で伝える公演活動。1994 年の誕
生当初は大阪を活動範囲とし「なにわの語りべ」と名乗っ
ていたが、関西全域へ活動を広げ、2016 年に「語りべシア
ター」へ名称変更した。語り手・作り手の養成も進めている。

第1話 「山の声」　原作：大竹野正典　
 脚本・演出：加藤芳樹
第2 話 「LOOP」　脚本・演出：横山拓也
第3 話 「ちひさきもののうた」　
 脚本・演出：小栗一紅
第4 話 「秋茄子のススメ」　脚本・演出：岡部尚子（空晴）
第5 話 「芽吹きの雨」　脚本･演出：高橋恵(虚空旅団)
第6 話 「蘆州のひと」　脚本･演出：高橋恵(虚空旅団)
第7 話 「みつめればそこに」　脚本･演出：小栗一紅
第8 話 「Port ――見えない町の話をしよう――」
 脚本・演出：久野那美（匣の階）
第9 話 「雪間の草」　脚本・演出：高橋恵（虚空旅団）　
第10 話 「港でカモメがやすんでる日はね、千帆ちゃん」　
 脚本・演出：蟷螂襲（ＰＭ／飛ぶ教室）

	作品一覧
「曽根崎心中考」
「大阪モダニズム物語」
「御堂筋ものがたり」
「わがまち中之島ものがたり」
「夫婦善哉考 ―――織田作之助の世界」
「嗚呼、道頓堀・心斎橋――街は劇場、ミュージアム」
「淀川ものがたり ――治水翁　大橋房太郎」
「梅田は西からやってきた――ターミナル開発ものがたり」
「上方芸能の舞台としての大阪 ――上町台地時空散歩」
「通天閣ものがたり」
「谷崎潤一郎 ―――愛と創作のジャンクション」
「神戸、居留地ものがたり ――多文化共生の街」
「甲子園ものがたり」
「わがまち尼崎ものがたり――アマにしかない歴史と技術と都市文化」

	主な上演作品

写真／井上信治
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