
文
楽
座
初
め
て
橡
竹
に
移
る

そ
の
前
後
の
事
情
と
今
後

代
々
植
村
家
の
経
費
に
繁
る
わ
が
停
続
の
人
形
浄
瑠
璃
文
楽
座
は
､
遂
に
明
治
四
十
二
年
三
月
を
も
っ
て
白

井
大
谷
両
社
長
の
経
費
に
成
る
捻
竹
合
名
食
社
の
手
に
移
る
こ
と
～
在
っ
た
｡

欧
に
前
項
に
述
べ
て
置
い
た
通
-
､
文
集
座
の
第

1
世
文
柴
軒
が
淡
路
か
ら
起
-
､
大
阪
に
移
っ
て
､
三
世

大
蔵

)̂
と
､
即
ち
有
名
を
る
文
楽
翁
に
及
ん
で
､
人
形
浄
瑠
璃
の
代
名
詞
か
の
如
-
文
楽
の
為
を
高
め
､
四
世

大
助
に
及
ん
だ
｡
大
助
は
温
良
人
だ
が
骨
董
癖
が
あ
っ
て
､
書
斎
骨
董
の
賓
男
を
為
し
支
那
の
方
面
へ
ま
で
手

を
延
ば
し
た
-
し
て
､
随
分
大
損
を
し
た
ら
し
-
､
明
治
十
四
年
頃
に
は
可
夜
-
窮
境
に
陥
っ
て
ゐ
た
｡
そ
の

頃
同
じ
骨
董
仲
間
の
知
人
に
京
都
寺
町
の
渡
遵
幸
次
郎
と
い
ふ
の
.が
あ
っ
て
､
此
人
が
相
常
に
理
財
に
長
じ
て

ゐ
る
と
1し
ろ
か
ら
､
登
理
を
依
頼
し
た
の
が
練
と
在
っ
て
､
爾
来
こ
の
波
速
が
植
村
家
の
財
政
を
妾
理
し
て
良

好
の
結
果
を
見
､
顧
問
の
ヤ
う
夜
位
置
に
在
っ
た
の
で
､
従
っ
て
文
楽
座
の
経
費
に
も
参
劃
し
て
ゐ
た
の
で
あ

285



･
る
｡
さ
う
し
て
明
治
二
十

一
年
か
ら
三
年
の
頃
に
至
っ
た
が
'
三
世
の
名
文
栄
泰
も
四
世
の
骨
董
の
大
助
も
死

ん
で
し
ま
っ
て
､
の
こ
る
は
大
助
の
未
亡
人
肇

遠

望

ゑ
い
を

と
筆

泰
警

打

っ
た
｡
泰
藤

は

腐

･
と
り
も
起
さ
ず
五
世
文
楽
座
々
主
で
あ
る
が
､
こ
の
泰
戒
は
常
に
満
身
で
あ
-
､
素
行
も
よ
ろ
し
-
夜
-
と

て

も
文
繋
塵
を
経
督
す
る
ほ
ど
の
オ
幹
で
も
夜
-
､
後
に
は
遊
蕩
の
結
果
狂
死
し
た
と
い
ふ
ほ
ど
の
人
で
あ
っ
た

か
ら
､
さ
す
が
に
代
々
頗
い
て
文
襲
座
を
経
営
し
た
植
村
家
も
､
何
分
三
十
年
束
の
凝
横
し
た
財
政
難
の
た
め

に
､
い
よ
い
よ
最
後
の
ど
た
ん
場
ま
で
逼
迫
し
､
大
手
術
を
加

へ
ね
ば
在
ら
ぬ
窮
地
に
陥
っ
た
｡

そ
の
泰
戒
を
補
佐
す
る
未
亡
人
春
子
､
顧
問
格
に
在
る
渡
凄
､
文
楽
座
の
櫓
下
と
し
て
大
著
任
あ
る
掻
醇
大

株
'
此
人
々
の
心
配
は
並
大
抵
で
は
を
か
つ
た
｡
日
々
否
運
に
傾
-
植
村
家
の
敢
稜
も
去
る
こ
と
を
が
ら
､
日

本
倖
束
の
固
有
車
術
と
し
て
厳
存
す
る
人
形
浄
瑠
璃
が
共
に
そ
の
厄
難
に
逢
ふ
こ
と
は
到
底
忽
ぶ
可
か
ら
ざ
る

)̂
と
で
あ
っ
た
｡
而
か
も
泰
戚
は
か

～
る
難
局
に
立
つ
器
で
覆
い
､
春
子
､
渡
適
､
大
接
､
も
と
よ
-
其
経
常

の
任
に
あ
ら
ず
､
此
上
は
然
る
可
き
後
継
者
を
選
ん
で
譲
渡
し
､
文
楽
座
を
完
う
す
る
と
共
に
植
村
家
を
救
ふ

こ
そ
民
賓
に
蟹
を
る
道
と
知
っ
て
､
探
-
も
決
心
を
し
て
そ
の
後
堰
者
を
物
色
す
る
こ
と
四
年
五
年
と
経
過
す

る
う
ち
､･
歯
時
京
都
か
ら
出
身
し
て
､
日
の
出
の
勢
ひ
で
興
行
界
を
風
離
し
て
ゐ
る
､
白
井
大
谷
の
松
竹
合
名

骨
敢
こ
そ
頼
む
に
足
る
も
の
と
し
て
､
譲
渡
し
の
相
談
を
持
ち
出
す
こ
と
に
在
っ
た
｡



さ
て
そ
の
相
談
を
胸
に
抱
い
て
最
初
に
稔
竹
の
白
井
敢
長
に
ぶ
つ
か
っ
て
見
た
の
は
､
誰
れ
で
あ
ら
う
｡
文

楽
座
の
興
廃
を
全
-
自
分
の
貸
任
で
あ
る
と
ば
か
-
痛
感
し
て
ゐ
た
撮
浄
太
夫
で
あ
る
｡
丈
紫
座
の
い
よ
S
上

窮
迫
し
た
賓
状
を
見
て
は
､
座
主
植
村
家
の
衰
亡
も
さ
る

)̂
と
を
が
ら
､
そ
れ
よ
-
も
何
よ
-
も
侍
耗
久
し

い

浄
瑠
璃
蕃
術
を
､
自
分
の
代
で
亡
ぼ
す
ヤ
う
を
こ
と
が
あ
っ
て
は
在
ら
ぬ
と
心
を
痛
め
た
布
津
は
､
老
躯
を
ひ

っ
さ
t
rて
直
接
白
井
社
長
に
面
談
を
申
込
む

Ĵ
と
に
決
意
し
た
｡
そ

)̂
で
播
醇
は
腰
巾
着
の
妻
女
か
た
か
と
共

に
､
敢
高
の
1
室
に
白
井
敢
長
と
食
う
て
､
し
み
じ
み
と
舞
-
合
す
た
.
そ
れ
は
人
形
浄
瑠
璃
の
生
命
擁
護
､

引
い
て
は
文
柴
座
輝
線
興
行
の
問
題
で
､
植
村
家
経
済
の
事
情
も
含
ま
れ
て
ゐ
た
0

)̂
の
老
掻
醇
の
誠
心
誠
意
､
泣
か
ん
ば
か
-
の
文
薬
愛
著
の
衷
情
に
動
か
さ
れ
た
白
井
敢
長
は
､
文
楽
引
受

け
の
快
諾
を
直
に
輿

へ
た
か
ら
､
靖
鮭
の
喜
び
は
皆
へ
る
に
も
の
も
無
か
っ
た
｡

『
白
井
さ
ん
､
ち
ょ
っ
と
お

手
を
拝
借
』
と
､

Ĵ
の
道
で
の
誓
ひ
の
し
る
⊥

『
手
打
』
を
す
っ
て
感
激
の
極
に
遷
し
た
｡
も
し
も
,J
O
.申
込

の
野
手
が
春
子
夫
人
在
れ
ば
､
或
は
ど
ん
を
結
果
に
を
つ
た
か
知
れ
ぬ
が
､
最
賓
､
邪
念
の
覆
い
祢
津
覆
れ
ば

A)
そ
､
白
井
社
長
を
感
敢
TtJせ
､
ー
ン
ト
ン
拍
子
に

7鴻
千
里
の
解
決
が
見
ら
れ
た
の
だ
と
息
ふ
｡

そ
れ
で
､
座
名
は
青
ふ
ま
で
も
を
-
其
ま
～
に
尊
重
し
て
椎
東
し
､
更
に
時
代
に
鷹
じ
て
､
よ
-
よ
-
推
移

す
る
こ
と
を
育
っ
て
､
静
は
頗
る
順
調
に
進
み
､
卸
浦
譲
渡
の
約
束
成
立
｡
こ
の
引
渡
し
に
於
て
も
､
現
に
自

.顎折



井
社
長
は
只

一
同
文
楽
座
を
見
物
し
た
tJ
け
で
あ
っ
た
と
い
ふ
,)
と
に
よ
っ
て
も
､
如
何
に
両
者
の
間
に
意
気
.

要

し
た
情
景
が
展
開
し
ら
れ
た
か
晶

れ
る
で
あ
ら
う
｡

Ĵ
れ
郎
ち
明
治
四
十
二
年

右

の
こ
と
｡

謝

い
よ
い
主

二
月
に
は
御
重
紳
敢
境
内
の
文
楽
座
は
現
事
の
ま
＼

二
棟
の
土
薮
の
人
形
或
ひ
は
衣
裳
､
給
看

板
､
基
本
､
そ
の
他

一
々
取
調
べ
る
と
い
ふ

)̂
と
を
-
､
有
り
姿
の
ま
～
と
い
ふ
風
に
棲
め
て
喝
痛
覚
裕
夜
取

引
の
う
ち
に
譲
渡
し
が
出
凍
､
登
記
を
終
っ
て
､
完
全
に
植
村
家
の
手
か
ら
離
れ
て
拾
竹
合
名
曾
融
の
所
鹿
に

移
っ
た
｡

引
椎
ぎ
の
座
員
.
太
夫
三
十
八
人
｡
三
味
線
五
十

山
人
｡
人
形
遭
ひ
二
十
四
人
｡

)̂
の
引
植
ぎ
第

l
回
の
興
行
が

(四
月
八
日
初
日
)
､

『
先
代
御
殿
』
掻
浄
大
操
､
『

お
俊
侍
兵
衛
堀
川
』

越
路
太
夫
､

『
廓
文
章
青
田
屋
』
南
部
太
夫
其
他
掛
合
で
､
麗

々
敷
開
場
さ
れ
て
､
夏
季
休
業
中
に
大
修
繕
が

行
は
れ
､
舞
嘉
内
外
の
面
目
を

一
新
し
た
｡

そ
の
年
の
暮
れ
､
拾
竹
で
は
､
凍
春
興
行
か
ら
更
に
左
記
の
大
改
革
を
賓
行
す
tP
Ĵ
と
を
尊
表
し
た
o

ーれH一
t
従
来
技
禰
あ
る
者
で
も
､
国
訴
の
顔
ぶ
れ
に
於
で
位
置
低
き
者
は
､
役
付
き
患
し
く
､
唯
々
古
参
の
者
の

′′■_I
み
を
引
上
げ
た
膏
債
を
廃
し
て
､
技
傭
優
秀
の
者
は
､
太
夫
三
味
線
人
形
遁
ひ
を
間
は
ず
こ
れ
を
扶
推
し

て
大
役
を
授
け
､
充
分
に
働
か
せ
る
の
み
在
ら
ず
給
金
も
そ
の
成
績
に
よ
っ
て
埼
滅
す
る
.



⊇

二
昧
線
の
表
附
面
に
は
従
束
出
演
し
覆
い
も
の
を
記
し
て
其
位
置
を
保
た
し
め
て
ゐ
る
が
､
今
後
こ
れ
を

′一l
廃
し
､
古
参
者
で
も
技
佃
劣
れ
ば
下
軸
に
下
し
以
て
後
進
の
薦
め
に
道
を
拓
-
0

ヨ
引
幕
､

一
文
字
､
膝
隠
し
等
の
う
ち
に
は
如
何
は
し
い
不
健
裁
の
も
の
が
あ
る
O
鹿
骨
に
類
す
る
も
の
も

i‖はH-あ
る
.
こ
れ
等
は

一
切
寄
贈
を
断
り
､
健
栽
よ
き
鍛
帳
だ
け
受
け
る
.
引
幕

山
女
字
は
座
名
を
記
し
た
も

の
を
用
ひ
る
｡
尤
も
御
簾
ぶ
ち
､
木
戸
前
の
千
軒
臓
､
積
物
等
は
､
従
前
通
-
受
け
る
｡

p
h川一

凶
徒
爽
場
i
:の
天
井
に
吊
っ
た
フ
ラ
フ
等
の
装
飾
物
は
第

一
太
夫
の
馨
に
障
-
､
看
客
の
自
陣
-
に
怒
る
か

iu
HHら

蕨
止
す
る
｡

以
上
あ
る
も
の
は
賛
行
さ
れ
た
が
有
名
無
害
の
も
の
も
少
-
は
を
い
｡
ま
た
舞
董
方
面
で
の
改
革
と
し
て
は
､

こ
の
初
春
興
行
か
ら
､
技
萎
監
督
と
い
ふ
役
員
を
新
設
し
て
､
太
夫
､
三
味
線
､
人
形
遣
ひ
､
の
三
派
か
ら
､

一
派

一
人
づ
つ
を
毎
日
交
代
さ
せ
て
早
朝
序
幕
か
ら
出
動
さ
せ
､
後
進
の
精
進
ぶ
-
を
監
督
せ
し
め
た
｡
そ
の

役
員
に
は
､
太
夫
か
ら
､
染
､
越
路
､
七
五
三
､
南
部
､
津
｡
三
味
線
か
ら
は
､
鹿
助
､
猿
糸
､
壁

ハ
､
青
兵

衛
､
庚
作
｡
人
形
か
ら
は
紋
十
郎
､
玉
治
､
玉
治
郎
､
桑
三
､
玉
五
郎
､
玉
七
､
三
左
衛
門
を
ど
が
選
ま
れ
て

此
任
に
常
つ
た
｡
併
し
こ
の
碇
は
や
は
-
永
-
は
唐
か
を
か
っ
た
｡

明
治
も
三
年
を
膚
て
改
元
､
大
正
と
を
り
昭
和
と
覆
っ
て
､
文
楽
座
が
払
竹
荘
費
と
襲
っ
て
か
ら

)̂
～
に
三

題辞



十
余
年
｡
大
正
昭
和
の
史
銀
は
絶
て
本
篇
に
は
省
い
た
が
､
今

1
度
振
返
っ
て
､
明
治
維
新
以
束
の
植
村
文
楽

時
代
を
概
掌

㌢

､
大
慧

長
門
太
夫
が
書

そ
学

年
間
､
文
楽
の
頂

に
讐

て
至
警

翼

す
る
と

却

同
時
に
､
車
道
猛
訓
練
を
奨
励
､
門
戸
を
開
放
し
て
蛮
能
の
人
材
を
扶
擢
し
て
新
味
を
出
す
こ
と
に
努
め
､
文

楽
座
主
植
村
文
楽
禽

(三
世
大
蔵
)
も
こ
れ
に
鷹
じ
て
名
企
割
を
案
出
､.
長
門
後
後
の
文
柴
座
に
尊
慮
し
た
か

ら
､
座
連
は
隆
々
と
昇
っ
た
｡
そ
の
一
例
を
上
げ
る
と
､
宿
荷
祭
に

一
座
を
拳
げ
て
の
大
歌
舞
伎
を
上
演
､
師

匠
に
は
多
見
赦
延
若
翫
雀
を
煩
は
し
衣
裳
背
景
も
本
格
で
大
が
か
り
の
賓
浮
き
､
莫
大
の
費
用
を
か
け
な
が
ら
､

無
料
で
､
平
素
の
ヒ
イ
キ
筋
文
楽
7
ワ
ン
の
全
招
待
と
し
て
開
放
し
た
｡
こ
れ
は
ヒ
イ
キ
客
と
出
方
と
興
行
主

と
の
相
互
親
和
を
ね
ら
っ
た
文
楽
素
の
秘
柴
で
､
や
が
て
そ
れ
が
文
楽
繁
昌
の
基
因
と
も
覆
っ
た
｡
網
は

額
1

石
幾
鳥
か
の
名
案
で
､
損
し
て
得
を
取
る
文
楽
教
の
賢
明
y
uを
見
せ
て
ゐ
る
｡
A)
ん
夜
風
に
絶
じ
て
順
調
に
進

ん
で
爽
た
.
し
か
し
そ
の
間
､
二
三
の
波
潤
も
な
い
で
は
夜
か
っ
た
.
或
は
春
太
夫
と
越
路
太
夫
の
師
弟
戦
と

か
､
越
路
の
櫓
下
問
題
の
紛
擾
と
か
｡
そ
れ
等
に
関
し
て
盲
人
任
太
夫
､
梶
太
夫

(後
に
八
代
染
太
夫
)
､湊
太

夫
等
が
､
所
謂
文
楽
倦
束
の
塾
の
正
道
と
し
て
誇
る

『
文
楽
精
神
』
の
低
下
を
嘆
い
て
文
楽
易
へ
の
建
言
事
件
｡

ま
た
三
人
櫓
下
の
現
出
､
国
中
と
玉
造
の
争
ひ
､
輿
平
退
座
夜
ど
､
粕
皆
の
事
件
も
あ
る
が
､

Ĵ
れ
は
又
別
に

『
文
柴
側
面
史
』
の
資
料
に
属
す
べ
き
性
質
の
も
の
で
あ
ら
う
｡



文
楽
象
の
投
書
後
､
後
堰
座
主
が
そ
の
人
を
碍
夜
か
っ
た

Ĵ
と
は
前
述
の
通
り
で
座
蓮
は
だ
ん
だ
ん
と
傾

い

て
禿
た
｡
始
観
文
楽
軒
が
大
阪
出
現
以
東
久
し
く
斯
界
に
君
臨
し
て
､
大
き
夜
功
績
を
過
し
て
-
れ
た
植
村
の

文
集
座
も
､
そ
の
五
世
の
代
に
怒
っ
て
惜
し
い
か
を
遂
に
没
落
､
か
-
て
明
治
四
十
二
年
､
松
竹
の
手
に
移
る

こ
と
と
覆
っ
た
｡

松
竹
の
文
楽
座
と
し
て
の
そ
の
後
の
興
行
態
勢
は
､
ど
ん
乳
風
に
動
い
て
行
っ
た
か
と
云
ふ
と
､
時
に
滑
長

は
あ
つ
た
が
､
概
し
て
小
康
を
保
ち
夜
が
ら
､
ヤ
ツ
と
痩
け
ら
れ
た
と
い
ふ
賓
情

で
､

)̂
れ
と
云
ふ
ホ
ツ
コ
-

と
し
た
成
績
も
上
ら
を
か
っ
た
｡
そ
こ
へ
突
如
と
し
て
降
っ
て
湧
い
た
災
厄
は
昭
和
元
年
十

一
月
廿
九
日
の
失

火
､
文
襲
座
の
全
焼
で
あ
る
.
さ
ら
ぬ
だ
に
面
白
-
覆
い
従
束
の
興
行
成
績
の
上
に
､

)̂
の
大
痛
手
を
受
け
た

の
で
あ
る
か
ら
､
世
間
で
は
'
こ
れ
を
鹿
骨
に
或
は
粉
骨
が
手
放
す
の
で
は
あ
る
ま
い
か
と
疑
催
し
た
も
の
だ

が
､
事
賓
は
そ
れ
に
反
し
て
､
引
績
い
て
道
頓
堀
で
の
借
家
興
行
や
､
困
難
夜
旗
興
行
に
樽
じ
を
が
ら
も
､
尚

ほ
よ
-
興
行
を
持
横
す
る

)̂
と
に
努
め
て
ゐ
た
O
そ
し
て
昭
和
四
年
の
各
､
g
I
つ
橋
の
亘

の
地
に
立
派
に
新
築
､

更
生
の
雄
々
し
い
姿
を
見
せ
て
-
れ
た
｡
こ
れ
は
か
と
-
文
楽
ビ
イ
車
の
悦
び
ば
か
り
で
覆
い
､
郷
土
大
阪
の

悦
び
で
あ
-
､
ま
た
俸
統
垂
術
を
尊
び
日
本
精
細
を
誇
る
全
日
本
圃
民
の
悦
び
で
も
あ
っ
た
｡
こ
の
長
い
間
の

文
楽
不
振
時
代
を
持
ち

)̂
た
へ
､
火
難
の
襲
来
に
も
屈
し
な
い
で
､

主
賓
あ
掛
っ
て
新
劇
場
を
建
設
し
た
事
普

89Z



廃棄文溝ツ四 に見て､さすがに栓竹怒らではの感が深

い｡この鮎､営利を離れて郷土重荷を愛護した座主白井松永鵜舟の熱情は､大に多とすべき

ものがある｡か-して新築成った文楽座は､最初の

程こそ新劇場葬兄の客も混って脹うたが､年を経るにつれて､又々薯態に返って行った9は是非もない｡それに近年には鋭､駒の駿婿を失ひ､殊に津､土佐の両

首牌

まで亡-/した寂美は大きいorJて之等を補填する婦兵の備へが果して出凍てゐるかどうか､先人名匠の血の出るヤう夜難行苦行は､罫に明治時代の昔話として肴過してよいのであらうか､今日の大韓換期を前にして文楽重荷の今後に虚する封儀が特に営局者たちに考慮されてゐるかどうか｡目前に斯-した重大を問題が樺山に横たはってゐる｡浄瑠璃節生れて五百年､革

新
の
五
人



夫
が
現
れ
て
二
百
五
十
年
､
昭
和
の
今
は
浄
瑠
璃
史
上
､
ち
ヤ
-
ど
大
き
夜

1
つ
の

『
フ
シ
』
に
督
つ
て
ゐ
る
､

ま
さ
に
千
載

遠

の
好
機
か
-

危
磯
か
､
余
-
に
も
言
ひ
盲
し
た
言
葉
だ
が
､
我
が
文
繋
関
心
者
の
慣
忍
者

庭
す
べ

き
秋
で
あ
ら
-
0




