
小
田
原
の
“
失
わ
れ
た
劇
場
”
「
桐
座
」
と
は

第五号

小
田
原
の
文
化
資
源
を
発
掘
す
る
◆
小
田
原
市
民
会
館
の
ス
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ー
リ
ー
を
紡
ぐ
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お
だ
わ
ら
ラ
イ
ブ
リ
ー
通
信

桐
座
に
つ
い
て
調
べ
て
い
く
と
「
幸
若
舞
」
が
面
白

く
な
り
ま
し
て
、
小
田
原
桐
座
に
つ
い
て
、
幸
若
舞

の
話
を
中
心
に
進
め
て
参
り
ま
す
。
幸
若
舞
と
は
何

か
、
劇
場
で
行
わ
れ
る
「
舞
」
や
「
踊
り
」
の
原
点

は
何
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
簡
単
に
言
え
ば
、
室

町
時
代
に
流
行
し
た
語
り
を
伴
う
「
曲
舞
」
の
一
種

で
、
能
や
歌
舞
伎
の
原
型
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
お

よ
そ
７
０
０
年
程
の
伝
統
を
持
ち
、
中
世
か
ら
近
世

に
か
け
て
、
能
と
並
ん
で
武
家
、
武
将
に
愛
好
さ
れ

た
芸
能
で
す
。

幸
若
舞
は
、
「
語
り
」
、
物
語
性
が
非
常
に
強
い
芸

能
で
す
。
武
士
の
華
や
か
に
し
て
、
か
つ
悲
し
い
物

語
を
主
題
に
し
た
も
の
が
多
い

で
す
。
た
ぶ
ん
皆
さ
ん
も
知
っ

て
い
る
と
思
い
ま
す
が
、
『
敦

盛
』
。
織
田
信
長
が
桶
狭
間
で

今
川
氏
を
奇
襲
す
る
際
、
『
敦

盛
』
を
舞
い
踊
っ
て
攻
撃
に
出

た
と
い
う
有
名
な
場
面
が
あ
り
ま
す
。
『
敦
盛
』
の

主
役
は
、
源
平
合
戦
の
一
の
谷
の
戦
い
で
敗
れ
た
平

敦
盛
。
こ
の
と
き
に
源
氏
方
の
熊
谷
次
郎
直
実
が
首

を
掻
き
落
と
し
て
、
人
生
の
無
常
を
感
じ
、
世
を
捨

て
て
儚
む
、
と
い
う
物
語
で
す
。
武
家
の
人
た
ち
の

心
に
突
き
刺
さ
る
よ
う
な
物
語
性
を
持
っ
て
い
ま

す
。
こ
の
辺
で
い
う
と
曽
我
物
語
な
ど
が
、
非
常
に

近
い
話
に
な
り
ま
す
。

幸
若
舞
の
古
典
的
な
流
派
と
し
て
、
福
岡
県
み
や
ま

市
瀬
高
町
の
大
江
に
伝
わ
る
「
大
頭
流
」
の
幸
若
舞

が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
二
人
舞
か
ら
三
人
舞
に
な
っ

た
と
い
う
、
革
新
的
な
幸
若
舞
の
一
派
で
す
。
是
に

対
し
て
幸
若
流
と
い
う
の
が
あ
る
の
で
す
が
、
こ
れ

が
桐
座
、
小
田
原
桐
座
に
関
係
し
て
く
る
こ
と
に
な

る
の
で
す
。

幸
若
舞
の
ル
ー
ツ
で
す
が
、
元
々
は
「
曲
舞
」
も
し

く
は
「
舞
舞
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
が
、
曲
舞
の

有
力
流
派
で
あ
る
と
こ
ろ
の
幸
若
家
が
台
頭
し
て
き

ま
す
と
、
幸
若
舞
、
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
ま

す
。

当
時
の
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
キ
リ
ス
ト
教
伝
道
師
が
使
用

し
た
「
日
葡
辞
書
」
に
よ
り
ま
す
と
、
「
ク
セ
マ

イ
」
と
ち
ゃ
ん
と
書
い
て
あ
り
、
当
時
の
解
説
で
は

「あ
る
物
語
を
謡
っ
た
り
舞
っ
た
り
し
て
生
計
を
立
て
る

者
／
音
曲
を
つ
け
て
作
ら
れ
た
あ
る
種
の
物
語
」と
あ

り
ま
す
。
ま
た
「
日
本
の
演
劇
。
普
通
に
演
じ
ら
れ
る
よ

り
も
節
を
つ
け
て
長
く
引
き
伸
ば
す
場
面
・
く
だ
り
」と

あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
当
時
の
ポ
ル
ト
ガ
ル
人

は
理
解
し
て
い
ま
し
た
。

曲
舞
の
記
録
で
一
番
古
い
も
の
は
、
『
看
聞
御
記
』

応
永
２
３
年
（
１
４
１
６
）
３
月
２
５
日
の
日
記
の

記
述
に
「抑
手
ク
ヽ
ツ
参
、
猿
楽
仕
。
小
童
一
人
天
骨
者

也
。
リ
ウ
ゴ
ヲ
舞
ス
。
又
獅
子
ヲ
舞
、
又
ク
セ
舞
ヲ
舞
。
」

と
あ
り
ま
す
。
傀
儡
（
く
ぐ
つ
、
人
形
芝
居
の
こ

と
）
や
猿
楽
な
ど
の
な
か
に
童
子
が
ひ
と
り
「
天
骨

者
也
」
、
こ
れ
は
天
才
的
な
才
能
の
子
ど
も
が
い

た
。
彼
ら
の
様
々
な
芸
の
中
に
曲
舞
も
あ
っ
た
、
と

い
う
こ
と
で
す
。
『
風
姿
花
伝
』
に
も
、
「舞
、
白
拍

子
、
又
は
物
狂
な
ど
の
女
が
か
り
」
と
あ
り
ま
し
て
、

憑
き
物
の
依
り
代
と
な
る
巫
女
を
含
め
る
女
性
の
職

業
と
し
て
認
知
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

「
白
拍
子
」
と
「
曲
舞
」
は
同
じ
様
な
も
の
な
の
で

す
が
、
な
ぜ
「
曲
舞
」
「
幸
若
舞
」
と
い
う
も
の
が

出
て
き
た
か
。
「
舞
」
は
武
家
社
会
に
入
っ
て
い
き

「
白
拍
子
」
は
入
っ
て
こ
ら
れ
な
か
っ
た
。
元
々
は

ど
ち
ら
も
同
じ
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
た
の
で
す
。
そ

れ
が
、
い
つ
ご
ろ
か
ら
栄
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の

か
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

『
峯
相
記
』
文
保
２
年
（
１
３
１
８
）
の
記
述
に

「
蓑
寺
大
堂
建
立
縁
起
の
法
会
」
と
い
う
も
の
が
あ

り
ま
し
て
、
「
白
拍
子
」
が
抜
け
て
「
曲
舞
」
が
出

て
く
る
。
一
方
、
永
仁
５
年
（
１
２
９
７
）
『
普
通

唱
導
集
』
に
は
「
白
拍
子
」
が
ま
だ
記
さ
れ
て
い

る
。
ま
だ
完
璧
に
は
分
か
れ
て
い
な
い
ん
で
す
。
曲

舞
と
白
拍
子
が
分
か
れ
た
の
が
こ
の
間
で
あ
る
と
す

れ
ば
、
１
３
世
紀
の
半
ば
ま
で
は
「
白
拍
子
」
が
全

盛
で
、
そ
の
あ
と
、
「
曲
舞
」
が
隆
盛
を
迎
え
る
、

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
武
家
の
社
会
も
、
だ
ん

だ
ん
力
強
く
な
っ
て
き
た
、
と
い
う
こ
と
も
あ
る
と

思
い
ま
す
。

幸
若
舞
の
二
大
流
派
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
あ
り
ま

す
。
ひ
と
つ
は
「
幸
若
流
」
。
江
戸
時
代
に
書
か
れ

た
由
緒
書
き
で
は
、
南
北
朝
時
代
に
活
躍
し
た
武
将

の
桃
井
氏
の
末
裔
を
称
す
る
、
桃
井
幸
若
丸
が
延
暦

寺
の
稚
児
と
し
て
舞
を
舞
っ
た
と
こ
ろ
、
時
の
天
皇

の
寵
愛
を
得
た
、
と
し
て
い
ま
す
。
も
う
ひ
と
つ
が

「
大
頭
流
」
。
『
御
湯
殿
上
日
記
』
永
正
１
３
年

（
１
５
１
６
）
の
記
事
か
ら
見
ら
れ
る
流
派
で
、

『
言
継
卿
記
』
で
は
京
の
者
と
し
て
い
ま
す
。
二
人

が
基
本
で
あ
っ
た
舞
を
、
三
人
舞
に
し
た
と
い
う
新

し
い
形
を
作
っ
た
流
派
で
す
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、

だ
ん
だ
ん
幸
若
舞
が
成
立
し
て
き
た
経
緯
が
分
か
り

ま
す
。

幸
若
舞
と
武
家
の
関
係
に
つ
い
て
、
曲
舞
を
生
業
と

す
る
人
た
ち
が
だ
ん
だ
ん
武
家
社
会
の
中
で
重
宝
さ

れ
て
い
っ
た
。
ひ
と
つ
は
、
北
条
氏
と
の
結
び
つ
き

が
あ
り
ま
す
。
古
い
文
献
の
中
に
は
、
足
柄
下
郡
古

新
宿
町
の
天
十
郎
太
夫
と
い
う
人
が
出
て
き
ま
し

て
、
北
条
氏
二
代
目
氏
綱
か
ら
謁
見
を
与
え
ら
れ

た
、
と
あ
り
ま
す
。
北
条
家
に
何
か
が
あ
る
と
、
舞

を
舞
う
と
い
う
役
目
を
持
た
さ
れ
ま
す
。
た
だ
単
に

舞
う
だ
け
で
な
く
、
北
条
氏
の
家
の
組
織
の
中
に
取

り
込
ま
れ
て
き
た
、
と
い
う
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

お
だ
わ
ら
ラ
イ
ブ
リ
ー
通
信
第
五
号
で
は
、
古
く
は
北
条
氏
の
時
代
か
ら
、
大
正
１
２
年
（
１
９
２
３
）
の

関
東
大
震
災
で
倒
壊
す
る
ま
で
小
田
原
に
存
在
し
た
芝
居
小
屋
「
桐
座
」
に
つ
い
て
、
小
田
原
ガ
イ
ド
協
会

副
会
長
の
湯
山
尊
明
さ
ん
に
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。
桐
座
で
舞
わ
れ
て
い
た
「
幸
若
舞
」
の
成
り
立
ち
か

ら
、
土
地
の
権
力
者
と
の
結
び
付
き
、
そ
こ
で
働
い
て
い
た
方
た
ち
の
奮
闘
ま
で
、
時
代
を
一
気
に
駆
け
抜

け
る
お
話
に
な
り
ま
し
た
。

■
市
民
会
館
の
記
憶
～
市
民
の
投
稿
か
ら
～

今
も
そ
の
技
が
伝
承
さ
れ
る
こ
と
に
、
感
激
を
し
て
い
ま
す

湯
山
尊
明
さ
ん
（
小
田
原
ガ
イ
ド
協
会
副
会
長
）

自
分
に
と
っ
て
市
民
会
館
の
思
い
出
と
い
う

と
、
城
内
小
学
校
６
年
の
時
、
市
川
昆
監
督
の
映

画
「
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
」
を
市
民
会
館
で
見
た

記
憶
が
な
ぜ
か
鮮
明
に
残
っ
て
い
ま
す
が
、
な
ん

と
い
っ
て
も
、
私
が
２
０
代
の
時
、
劇
団
風
の
子

に
所
属
し
て
い
ま
し
て
、
学
校
公
演
や
子
供
劇
場

を
回
っ
て
い
ま
し
た
が
、
市
民
会
館
で
や
っ
た

「
ぼ
く
ら
の
ロ
ン
グ
マ
ー
チ
」
と
い
う
作
品
は
、

小
田
原
に
住
ん
で
い
る
自
分
が
、
地
元
で
親
戚
、

知
人
に
御
披
露
目
で
き
た
と
い
う
、
う
れ
し
さ
を

思
い
出
さ
せ
て
く
れ
ま
す
。

ま
た
こ
の
作
品
は
、
昭
和
５
２
年
（
１
９
７
７
）

の
文
化
庁
主
催
芸
術
祭
参
加
作
品
で
あ
り
ま
し

て
、
演
出
の
関
矢
幸
雄
氏
が
芸
術
祭
優
秀
賞
を
受

賞
し
た
作
品
で
も
あ
り
、
児
童
演
劇
の
底
力
を
見

せ
つ
け
た
作
品
で
も
あ
り
、
二
重
の
意
味
で
も
印

象
に
残
っ
て
い
る
作
品
で
も
あ
り
ま
し
た
。

市
民
会
館
は
、
た
だ
の
建
物
で
は
な
く
、
市
民
そ

れ
ぞ
れ
に
と
っ
て
、
思
い
出
の
詰
ま
っ
て
い
る
玉

手
箱
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

(

北
村
敏
弘
さ
ん)



そ
し
て
、
足
柄
下
郡
荻
窪
村
の
大
橋
治
部
左
衛
門
嘉

義
が
、
だ
ん
だ
ん
北
条
氏
の
組
織
の
中
に
入
っ
て
、

い
ろ
い
ろ
な
舞
を
し
な
が
ら
、
家
格
を
高
め
て
い
く

こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。

同
時
代
に
は
、
信
長
・
秀
吉
・
家
康
も
「
幸
若
」
を

寵
愛
し
て
い
ま
し
た
。
信
長
の
今
川
氏
奇
襲
の
シ
ー

ン
の
よ
う
に
、
『
敦
盛
』
と
い
う
も
の
が
当
時
の
戦

国
武
将
の
琴
線
に
触
れ
る
よ
う
な
、
詩
想
や
物
語
性

を
持
っ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

『
毛
利
家
本
』
で
は
、
毛
利
輝
元
が
、
家
臣
を
越
前

の
幸
若
家
に
、
幸
若
流
の
舞
を
習
得
し
て
こ
い
、
と

二
人
の
家
臣
を
わ
ざ
わ
ざ
派
遣
し
て
い
ま
す
。
越
前

の
幸
若
流
が
、
毛
利
家
の
領
地
で
も
流
行
っ
て
い

る
。
戦
国
武
将
の
毛
利
家
も
、
こ
の
よ
う
に
舞
を
習

得
さ
せ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
面
白
い
で
す
ね
。

こ
の
辺
か
ら
、
小
田
原
、
そ
し
て
桐
座
の
ほ
う
に

入
っ
て
行
き
ま
す
。
小
田
原
桐
座
の
「
引
き
札
」
が

あ
り
ま
す
。
引
き
札
と
い
う
の
は
、
い
ま
で
い
う
宣

伝
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
で
す
。
桐
尾
上
と
書
い
て
あ
り
、

こ
れ
が
座
主
、
興
行
主
と
い
う
こ
と
で
す
。

『
新
編
相
模
国
風
土
記
稿
』
に
は
、
「音
曲
舞
太
夫
大

橋
四
郎
次
并
（な
ら
び
に
）桐
尾
上
」と
、
か
な
り
詳
し

く
書
い
て
あ
り
ま
す
。
『
新
編
相
模
国
風
土
記
稿
』

は
、
小
田
原
の
歴
史
の
話
を
す
る
方
々
が
参
考
に
さ

れ
る
本
で
す
が
、
間
違
え
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
り
ま

す
。
他
の
資
料
を
つ
き
合
わ
せ
て
調
べ
て
い
か
な
い

と
正
し
い
答
え
が
出
て
こ
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

こ
こ
に
は
『越
前
国
舞
々
幸
若
小
八
郎
門
弟
な
り
』と

あ
り
ま
す
。
家
伝
に
よ
れ
ば
『其
祖
は
筑
前
国
大
宰
府

の
住
人
桑
原
式
部
嘉
光
と
称
す
』
。
筑
前
国
、
い
ま
の

福
岡
県
で
す
ね
。
こ
こ
に
先
ほ
ど
の
、
福
岡
県
瀬
高

町
の
大
江
に
舞
わ
れ
る
大
頭
流
が
繋
が
っ
て
き
ま

す
。
連
綿
と
続
い
て
き
た
も
の
が
、
今
で
も
大
江
に

伝
承
さ
れ
る
芸
能
と
し
て
続
い
て
い
る
と
い
う
こ
と

に
、
私
は
感
激
し
ま
す
。

『嘉
光
の
弟
十
郎
光
政
、
其
の
子
五
郎
左
衛
門
嘉
高
、
大

永
三
年(

１
５
２
３)

関
東
に
下
向
し
始
て
相
州
に
住

す
』と
あ
り
、
北
条
氏
の
領
内
に
移
り
住
み
ま
し
た
。

『嘉
高
兼
て
幸
若
に
所
縁
あ
り
て
其
技
を
相
傳
す
』と
あ

り
ま
す
の
で
、
こ
の
人
は
明
ら
か
に
幸
若
の
技
を

も
っ
て
い
る
。
『
依
て
北
條
氏
の
舞
太
夫
と
な
れ
り
』と

あ
り
ま
す
の
は
、
先
ほ
ど
も
お
話
し
た
通
り
舞
を

も
っ
て
北
条
氏
に
仕
え
た
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
『天

文
九
年(
１
５
４
０)

左
京
太
夫
氏
綱
、
鶴
岡
八
幡
宮
造

営
の
時
、
社
頭
に
て
法
楽
舞
を
勤
む
。
』二
代
目
氏
綱
の

治
世
、
鶴
岡
八
幡
宮
の
造
営
の
際
に
法
楽
舞
を
舞
っ

た
、
と
い
う
記
録
で
す
。
法
楽
舞
と
は
、
神
仏
に
喜

び
を
持
っ
て
も
ら
う
た
め
に
舞
う
、
奉
納
の
舞
で

す
。
こ
の
記
録
の
中
で
は
、
北
条
氏
の
「
虎
朱
印
」

を
貰
っ
て
、
か
な
り
家
格
の
高
い
扱
い
を
受
け
て
い

た
と
い
う
こ
と
が
伺
え
ま
す
。
た
び
た
び
北
条
氏
の

要
請
を
受
け
て
は
法
楽
舞
な
ど
を
奉
納
し
、
褒
美
を

受
け
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

嘉
高
の
子
、
嘉
政
の
時
代
に
、
大
橋
氏
に
改
姓
し
て

い
ま
す
。
後
述
し
ま
す
が
、
由
緒
書
を
書
い
た
大
橋

林
当
（
り
ん
と
う
）
ま
で
、
ず
っ
と
名
前
が
受
け
継

が
れ
て
い
ま
す
。
小
田
原
の
松
原
明
神
で
も
奉
納
の

舞
を
舞
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。
嘉
政
の
子
、
嘉
義

は
、
北
条
氏
政
か
ら
名
前
の
一
字
を
も
ら
っ
て
「
政

義
」
と
名
前
を
改
め
る
な
ど
、
ず
い
ぶ
ん
高
い
位
を

も
ら
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
戦
国
大
大
名
か
ら
名
前
の

一
字
を
も
ら
う
な
ん
て
、
普
通
で
は
考
え
ら
れ
な
い

こ
と
で
す
。
家
格
が
高
く
、
芸
が
特
出
し
て
い
た
、

と
い
う
こ
と
が
伺
わ
れ
ま
す
。

政
義
は
、
鎌
倉
の
玉
縄
城
主
の
北
条
氏
勝
の
被
官
と

な
る
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
北
条
氏
勝
は
、
天
正
１

８
年
（
１
５
９
０
）
の
小
田
原
北
条
攻
め
の
際
に
は

箱
根
の
山
中
城
に
援
軍
と
し
て
詰
め
て
い
ま
し
た
。

ま
た
、
北
条
氏
の
武
州
鉢
形
城
（
現
在
の
埼
玉
県
寄

居
町
）
で
も
舞
を
奉
納
し
て
い
ま
す
。
城
主
は
北
条

氏
邦
、
非
常
に
文
武
に
優
れ
た
人
で
あ
っ
た
と
さ
れ

て
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
大
橋
家
の
当
主
が
、
様
々
な

場
所
で
舞
を
舞
っ
た
、
と
い
う
こ
と
が
記
さ
れ
て
い

ま
す
。

小
田
原
桐
座
は
、
女
舞
太
夫
と
し
て
有
名
に
な
り
ま

す
。
『嘉
明(

大
橋
政
義
の
子)

多
病
な
る
を
以
て
、
族

子
銀
太
夫
政
氏
を
養
て
家
業
を
襲
し
め
、
娘
く
ら
を
妻

せ
、
亦
家
職
を
相
傳
し
、
女
舞
太
夫
と
な
す
』と
あ
り
ま

す
。
つ
ま
り
養
子
を
と
っ
て
娘
の
く
ら
を
妻
に
娶
ら

せ
幸
若
舞
を
伝
え
て
い
く
、
こ
こ
か
ら
桐
座
の
女
舞

太
夫
が
始
ま
り
ま
す
。
『夫
婦
其
技
を
相
続
し
て
、
夫

は
音
曲
舞
太
夫
、
妻
は
音
曲
女
舞
太
夫
』と
い
う
ふ
う

に
、
夫
婦
で
舞
を
伝
え
て
い
く
、
と
い
う
こ
と
に
な

り
ま
す
。
こ
の
あ
た
り
か
ら
江
戸
桐
座
の
話
も
入
っ

て
い
き
ま
す
。
『
正
徳
六
年
以
後
は
、
大
橋
四
郎
次
・桐

尾
上
を
通
称
と
し
て
今
に
至
る
』と
あ
り
ま
す
。
こ
れ

以
降
小
田
原
桐
座
に
つ
い
て
は
、
「
桐
尾
上
」
と
い

う
名
前
が
よ
く
出
て
き
ま
す
。
こ
の
時
代
か
ら
通
称

と
し
て
名
乗
る
よ
う
に
な
り
今
に
至
る
。
冷
泉
家
か

ら
職
業
の
こ
と
を
尋
ね
ら
れ
た
と
き
に
、
『曰
相
州
足

柄
下
郡
小
田
原
領
荻
窪
村
寺
町
之
住
』、
小
田
原
桐
座

と
い
う
の
は
正
に
寺
町
で
す
。
こ
の
土
地
に
住
ん

で
、
こ
の
技
を
伝
え
て
い
る
、
と
答
え
て
い
ま
す
。

『女
舞
太
夫
桐
尾
上
、
年
十
六
歳
、
髪
す
べ
か
ら
じ
冠
も

の
瓔
珞
（よ
う
ら
く
）、
小
太
刀
鍔
木
瓜
、
鞘
黒
塗
、
木
瓜

散
し
金
蒔
絵
、･･

･

』と
、
綺
麗
な
姿
が
想
像
で
き
ま

す
。
水
干
を
着
て
、
単
な
る
官
能
的
な
踊
り
で
は
な

く
、
武
家
の
装
束
し
て
い
ま
す
。
『小
田
原
城
主
の
嘉

儀
あ
る
毎
に
』と
あ
る
の
で
、
お
祝
い
事
が
あ
る
た
び

に
音
曲
舞
を
興
行
し
て
い
ま
し
た
。

小
田
原
桐
座
が
ど
の
く
ら
い
の
規
模
で
あ
っ
た
か
。

『宅
地
の
後
に
八
間
半
二
十
五
間
の
舞
台
楽
屋
桟
敷
等

あ
り
、
興
行
の
日
は
、
桐
尾
上
烏
帽
子
水
干
に
て
舞
台

に
出
床
机
に
踞
し
、
相
傳
の
謡
歌
を
謡
ふ
』と
あ
り
ま

す
。
烏
帽
子
水
干
の
姿
で
床
机
に
座
り
、
相
伝
の
歌

を
謡
っ
た
わ
け
で
す
。
『傍
に
頒
白
の
老
叟
素
襖
侍
烏

帽
子
に
て
太
鼓
を
打
是
に
和
す
』
、
と
あ
り
ま
す
。
舞

は
水
干
、
鼓
は
素
襖
と
服
装
に
も
違
い
が
あ
り
ま
し

た
。
舞
台
で
歌
舞
伎
狂
言
を
興
行
す
る
こ
と
も
あ

り
、
そ
の
と
き
に
は
監
使
が
来
て
、
必
ず
尾
上
の
舞

を
や
っ
た
あ
と
に
狂
言
を
す
る
、
と
書
か
れ
て
い
ま

す
。
『歌
舞
伎
興
行
の
時
は
、
櫓
上
に
紺
地
に
桐
の
紋
及

御
城
附
女
舞
太
夫
桐
尾
上
と
、
染
出
せ
し
幕
を
引
け

り
』と
も
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
『江
戸
浅
草
田
原
町
田
村
八
太
夫
配
下
』
と
し

て
神
事
舞
太
夫
大
橋
六
太
夫
と
い
う
人
物
の
名
前
が

見
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
は
『祖
銀
太
夫
政
氏
は
音
曲
舞
太

夫
な
り
し
が
、
元
禄
七
年
家
職
を
婿
及
女
に
譲
り
て
別

家
と
な
り
』と
あ
り
ま
し
て
、
小
田
原
桐
座
と
は
別
の

系
統
で
活
動
し
て
い
ま
し
た
。

●
２
月
１
９
日

読
売
日
本
交
響
楽
団<

指
揮
・
大
友
直
人>

●
３
月
１
９
日

Ｎ
Ｈ
Ｋ
交
響
楽
団<

指
揮
・
ス
ウ
ィ
ト
ナ
ー>

●
４
月
１
９
日

新
日
本
フ
ィ
ル
ハ
ー
モ
ニ
ー
交
響
楽
団

<

指
揮
・
井
上
道
義>

昭
和
６
３
年
（
１
９
８
８
）
に
小
田
原
市
民
会
館

大
ホ
ー
ル
に
て
行
わ
れ
た
、
実
現
不
可
能
と
言
わ

れ
た
ク
ラ
シ
ッ
ク
交
響
楽
団
に
よ
る
３
ヶ
月
連
続

コ
ン
サ
ー
ト
で
す
。
当
時
の
「
小
田
原
市
民
ホ
ー

ル
“
早
期
建
設
”
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
」
を
含
め
て
行

わ
れ
ま
し
た
。

(

杉
崎
宗
雲
さ
ん)

■
市
民
会
館
の
記
憶
～
市
民
の
投
稿
か
ら
～

桐家興行の引き札(荒河純さん提供)



次
に
、
私
も
非
常
に
参
考
に
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
、

石
井
富
之
助
先
生
の
論
文
で
、
小
田
原
史
談
会
の
報

告
書
の
記
載
で
す
。
面
白
い
の
は
、
「声
色
は

小
田

原
ま
で
は

通
用
し
」
と
い
う
古
い
川
柳
が
引
用
さ
れ

て
い
ま
す
。
小
田
原
桐
座
は
「
出
世
舞
台
」
と
い
わ

れ
、
上
方
に
上
る
と
き
も
歌
舞
伎
を
や
っ
て
、
上
方

か
ら
江
戸
に
下
る
と
き
も
興
行
し
ま
し
た
。
こ
の
舞

台
に
立
つ
の
は
名
優
だ
け
で
は
な
く
、
修
行
を
す
る

若
手
た
ち
も
小
田
原
桐
座
に
出
て
い
ま
し
た
。
役
者

の
成
長
を
促
す
た
め
、
舞
台
を
踏
む
、
と
い
う
経
験

に
な
っ
た
わ
け
で
す
。
石
井
先
生
の
川
柳
を
挙
げ
た

の
も
、
そ
こ
な
ん
で
す
。
「
小
田
原
ま
で
は
通
用

し
」
と
い
う
の
は
、
江
戸
か
ら
小
田
原
ま
で
は
社
会

的
な
通
念
が
共
有
の
も
の
と
し
て
通
用
し
て
い
た
ん

で
す
ね
。
寛
文
６
年
に
は
す
で
に
劇
場
と
し
て
存
在

し
て
い
た
こ
と
、
こ
れ
は
関
東
の
劇
場
の
中
で
も
最

も
古
い
部
類
に
入
る
、
と
い
う
こ
と
を
先
生
は
お
っ

し
ゃ
っ
て
い
ま
す
。

座
主
は
桐
尾
上
と
い
う
女
舞
太
夫
。
寛
文
６
年
（
１

６
６
６
）
に
江
戸
木
挽
町
で
桐
座
の
櫓
を
上
げ
て
興

行
し
た
こ
と
、
こ
れ
が
関
東
の
女
歌
舞
伎
の
始
と
い

う
べ
き
も
の
と
し
て
注
目
に
値
す
る
、
と
書
い
て
い

ま
す
。

「
劇
場
桐
座
由
緒
書
」
、
大
橋
林
当
（
り
ん
と
う
）

の
著
で
す
。
幕
末
の
頃
に
は
、
小
田
原
桐
座
が
上
手

く
い
か
な
く
な
っ
て
、
横
浜
に
行
く
の
で
す
。
そ
の

当
時
、
横
浜
に
は
外
国
人
の
居
留
地
が
で
き
て
、
人

が
ど
ん
ど
ん
集
ま
っ
て
い
ま
し
た
。
小
田
原
で
は
な

く
横
浜
に
、
芸
術
文
化
を
見
せ
る
場
と
し
て
桐
座
を

建
て
ま
す
。
一
回
目
は
失
敗
す
る
ん
で
す
ね
。
そ
の

よ
う
な
話
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
辺
は
、
小
田
原
史
談

会
の
荒
河
純
さ
ん
の
論
文
を
読
ん
で
い
た
だ
け
れ
ば

と
思
い
ま
す
。

こ
こ
も
面
白
い
の
で
す
が
、
桐
座
は
明
治
１
８
年

（
１
８
８
５
）

に
再
興
の
こ
け
ら
落
と
し
を
す
る
ん

で
す
が
、
そ
の
と
き
に
桐
座
の
大
道
具
さ
ん
で
、
中

川
金
太
郎
さ
ん
、
二
代
目
初
太
郎
さ
ん
と
い
う
方
が

『
桐
座
記
録
』
と
い
う
も
の
を
書
い
て
い
ま
す
。
こ

の
記
録
に
は
、
小
田
原
桐
座
の
こ
け
ら
落
と
し
の
演

目
、
「
だ
ん
ま
り
市
原
野
」
な
ど
も
書
か
れ
て
い
ま

す
。
桐
座
、
午
前
９
時
開
場
だ
そ
う
で
す
。
朝
早
く

行
っ
た
ん
で
す
ね
。
そ
ん
な
暇
人
が
い
た
の
か
、
と

ち
ょ
っ
と
び
っ
く
り
し
ま
す
。
こ
こ
に
「
大
道
具
・

中
川
金
太
郎
」
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
確
か
に
こ
こ

に
い
た
ん
で
す
ね
。
こ
の
時
代
の
興
行
は
、
小
田
原

だ
け
で
な
く
伊
豆
か
ら
駿
東
郡
、
御
厨
、
い
ま
の
御

殿
場
の
ほ
う
で
す
ね
。
そ
ち
ら
の
ほ
う
も
芝
居
が
あ

れ
ば
呼
ば
れ
て
、
大
道
具
・
小
道
具
の
助
っ
人
で
行

く
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
経
済
圏
が
で
き
て
い
た
ん

で
す
ね
。
大
仰
に
大
出
発
を
し
て
、
散
々
な
目
に

あ
っ
て
帰
っ
て
き
た
、
な
ん
て
書
い
て
あ
り
ま
す
。

よ
く
帰
っ
て
き
た
な
、
と
思
う
の
で
す
が
、
だ
い
た

い
３
日
く
ら
い
で
帰
れ
る
の
で
、
お
金
が
な
く
て
も

な
ん
と
か
帰
れ
る
ん
で
す
ね
。
そ
れ
を
調
べ
た
人
の

記
事
を
読
む
と
、
熱
海
く
ら
い
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い

た
ら
、
も
っ
と
先
ま
で
行
っ
て
い
た
の
で
驚
い
た
、

と
。
そ
れ
く
ら
い
の
行
動
圏
、
興
行
権
が
あ
っ
た
ん

で
す
ね
。
そ
れ
で
大
失
敗
し
て
、
持
ち
逃
げ
さ
れ
た

り
、
払
っ
て
く
れ
な
か
っ
た
り
、
そ
う
い
う
こ
と
も

あ
っ
た
よ
う
で
す

面
白
い
の
は
明
治
２
４
年
（
１
８
９
１
）
３
月
、

「
川
上
音
二
郎
一
座
」
が
来
て
い
る
ん
で
す
ね
。

「
オ
ッ
ペ
ケ
ペ
ー
節
」
で
有
名
な
川
上
音
二
郎
。
彼

が
小
田
原
に
来
て
オ
ッ
ペ
ケ
ペ
ー
を
や
る
ん
で
す

が
、
威
勢
の
い
い
お
兄
ち
ゃ
ん
た
ち
と
大
喧
嘩
す
る

ん
で
す
ね
。
音
二
郎
は
無
罪
放
免
で
横
浜
に
帰
り
ま

す
が
、
小
田
原
の
お
兄
ち
ゃ
ん
た
ち
は
警
官
か
ら
き

つ
い
お
灸
を
据
え
ら
れ
た
、
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
が

あ
り
ま
す
。

最
終
的
に
は
、
小
田
原
桐
座
は
、
大
正
１
２
年
の
関

東
大
震
災
で
倒
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
れ
以
降
は
、

私
た
ち
の
街
に
は
桐
座
は
存
在
し
ま
せ
ん
。
そ
れ
に

と
も
な
っ
て
小
田
原
の
桐
尾
上
と
い
う
女
舞
は
、
一

時
途
絶
え
ま
す
。
ど
う
い
う
も
の
か
、
私
も
見
た
こ

と
が
あ
り
ま
せ
ん
。
見
て
い
る
方
は
、
昔
日
の
想
い

が
あ
る
と
思
う
の
で
す
が
、
い
ま
で
は
見
た
こ
と
が

あ
る
方
で
ご
存
命
の
方
は
い
ら
っ
し
ゃ
ら
な
い
と
思

い
ま
す
。

最
後
に
謝
辞
と
し
て
、
桐
座
を
研
究
さ
れ
て
い
る
小

田
原
史
談
会
の
荒
河
純
さ
ん
に
お
話
を
い
ろ
い
ろ
と

伺
い
ま
し
た
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

小
田
原
市
民
会
館
と
歌
舞
伎

小
田
原
市
民
会
館
と
歌
舞
伎
の
繋
が
り
を
聞
い
た

時
、
「
え
！
市
民
会
館
と
歌
舞
伎
が
」
と
思
い
ま
し

た
。

小
田
原
市
民
会
館
は
、
音
楽
、
演
劇
、
美
術
、
映

画
、
写
真
、
古
典
芸
能
、
文
芸
と
い
っ
た
市
民
の
文

化
活
動
を
大
き
く
支
え
貢
献
し
て
き
て
い
ま
す
、
な

か
で
も
「
劇
団
こ
ゆ
る
ぎ
座
」
が
小
田
原
の
文
化
活

動
に
深
く
か
か
わ
っ
て
い
た
こ
と
は
知
っ
て
お
り
ま

し
た
が
、
歌
舞
伎
と
の
か
か
わ
り
は
五
十
嵐
写
真
館

の
五
十
嵐
史
郎
さ
ん
、
そ
し
て
小
田
原
ガ
イ
ド
協
会

の
湯
山
尊
明
さ
ん
の
小
田
原
桐
座
の
話
か
ら
歌
舞
伎

と
の
か
か
わ
り
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
り
ま
し
た
。

江
戸
時
代
に
小
田
原
に
は
桐
座
と
い
う
芝
居
小
屋
が

あ
っ
た
よ
う
で
す
、
こ
の
こ
と
か
ら
考
え
ま
す
と
、

市
民
会
館
は
、
昭
和
３
７
年
（
１
９
６
２
）
当
時
と

し
て
は
画
期
的
と
い
わ
れ
る
回
り
舞
台
の
装
置
を

持
っ
た
市
民
会
館
と
し
て
開
館
し
評
判
に
な
っ
た
、

こ
れ
は
明
ら
か
に
歌
舞
伎
の
上
演
を
意
識
し
た
舞
台

装
置
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。

さ
ら
に
、
市
川
団
十
郎
が
咳
と
痰
の
病
い
の
た
め
に

せ
り
ふ
が
言
え
ず
困
っ
て
い
た
時
に
小
田
原
の
外
郎

（
う
い
ろ
う
）
を
服
用
し
て
病
が
な
お
り
舞
台
に
復

帰
で
き
た
、
と
い
う
話
も
聞
き
ま
し
た
、
市
川
団
十

郎
の
歌
舞
伎
十
八
番
の
一
つ
に
「
外
郎
売
」
が
あ
り

ま
す
、
歌
舞
伎
と
の
つ
な
が
り
が
う
か
が
え
ま
す
。

桐
座
に
つ
い
て
み
て
み
ま
す
と
、
も
と
を
た
ど
る
と

小
田
原
北
条
氏
の
時
代
、
大
永
３
年
（
１
５
２
３
）

に
さ
か
の
ぼ
り
ま
す
。

桐
座
は
、
舞
太
夫
職
に
任
じ
ら
れ
た
大
橋
家
の
家
系

を
継
ぐ
女
舞
太
夫
の
桐
尾
上
が
江
戸
時
代
前
期
に
創

設
し
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
、
小
田
原
の
桐
尾
上
は

小
田
原
北
条
氏
時
代
か
ら
舞
太
夫
職
を
務
め
た
古
流

舞
の
大
橋
家
か
ら
江
戸
時
代
に
分
家
し
た
と
い
わ
れ

て
い
ま
す
。

一
方
、
女
舞
太
夫
の
桐
大
内
蔵
、
桐
長
桐
が
江
戸
の

舞
台
で
興
行
し
て
大
当
た
り
と
な
っ
た
、
こ
の
一
座

の
名
が
「
桐
座
」
と
い
う
看
板
や
ぐ
ら
で
あ
っ
た
と

こ
ろ
か
ら
そ
の
名
が
全
国
に
知
れ
わ
た
っ
た
よ
う
で

す
。
以
来
、
小
田
原
に
と
っ
て
由
緒
の
あ
る
桐
座

は
、
明
治
の
初
め
ま
で
、
狂
言
、
音
曲
舞
、
歌
舞
伎

な
ど
の
興
行
が
続
け
ら
れ
ま
し
た
。

他
方
、
歌
舞
伎
座
と
の
関
係
が
深
か
っ
た
小
田
原
市

長
の
鈴
木
十
郎
氏
が
小
田
原
市
民
会
館
の
開
館
記
念

事
業
に
松
竹
大
歌
舞
伎
特
別
公
演
を
企
画
実
施
し
た

こ
と
も
小
田
原
市
民
会
館
と
歌
舞
伎
と
の
深
い
絆
を

感
ぜ
ず
に
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
。

さ
ら
に
平
成
２
６
年
（
２
０
１
５
）
に
は
、
１
６
年

ぶ
り
に
松
竹
大
歌
舞
伎
が
小
田
原
市
民
会
館
で
上
演

さ
れ
た
、
こ
の
公
演
は
中
村
翫
雀
改
め
四
代
目
中
村

鴈
治
郎
襲
名
披
露
「
双
蝶
々
曲
輪
日
記
玩
辞
楼
十
二

曲
内
引
窓
」
。

小
田
原
市
民
会
館
は
江
戸
時
代
か
ら
歌
舞
伎
と
の
深

い
関
係
を
築
い
て
い
た
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。

（
ラ
イ
ブ
リ
ー
隊
員
・
高
塩
英
芳
）

湯山尊明さん 参考文献
「小田原桐座について 幸若舞の話を中心に」

・「劇場桐座由緒書」 大橋林当

・『桐座記録』 中川金太郎・中川初太郎

・小田原桐座資料 石井富之助

・『小田原桐座の発見』 木村錦花

・「小田原桐座の開港地横浜進出について」 荒河純

・「筑後大江幸若舞について：系図・名称をめぐって」
松田修

・『おだわらの歴史』 小田原図書館編

・『樹陰読書』(ネットサイト) 水沢優雅

『歌舞伎年代記』より、桐家興行の引き札



『特
別
展

小
田
原
と
歌
舞
伎
展
―
元
小
田
原
市
長

鈴

木
十
郎
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
中
心
に
―
』パ
ン
フ
レ
ッ
ト
よ
り

昭
和
三
十
一
年
四
月
、
鈴
木
氏
ら
は
由
緒
あ
る
桐
家

の
名
跡
再
興
を
は
か
り
、
か
っ
て
帝
劇
女
優
と
し
て

名
声
の
あ
っ
た
森
律
子
、
村
田
嘉
久
子
及
び
小
田
原

の
加
藤
澄
代
の
三
人
に
桐
大
内
蔵
、
桐
長
桐
、
桐
尾

上
の
名
称
を
お
く
っ
て
四
月
一
日
松
原
神
社
に
お
い

て
襲
名
式
を
行
い
、
同
十
八
日
箱
根
観
光
会
館
で
披

露
公
演
を
開
催
し
た
。

昭
和
三
十
一
年
四
月
十
八
日
、
記
念
公
演
の
当
日
、

箱
根
観
光
会
館
の
正
面
に
は
、
桐
大
内
蔵
、
桐
長

桐
、
桐
尾
上
の
三
人
の
や
ぐ
ら
が
掲
げ
ら
れ
、
両
側

に
は
東
京
の
各
劇
場
、
劇
団
、
新
聞
社
、
放
送
局
か

ら
贈
ら
れ
た
花
輪
が
飾
ら
れ
て
市
民
の
目
を
見
張
ら

せ
た
。
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
主
催
者
、
神
奈
川
県
文
化

財
協
会
会
長
古
宇
田
実
、
桐
家
名
跡
保
存
会
会
長
鈴

木
十
郎
、
祝
辞
は
文
学
博
士
河
竹
繁
敏
、
松
竹
株
式

会
社
大
谷
竹
次
郎
の
諸
氏
で
あ
っ
た
。

あ
い
さ
つ
が
終
わ
っ
て
、
木
村
錦
花
作
詞
、
杵
屋
六

左
衛
門
作
曲
、
藤
間
勘
十
郎
振
付
の
長
唄
「
那
須
の

与
一
扇
の
的
」
が
披
露
さ
れ
、
続
い
て
「
北
州
千
歳

図
」
「
梅
の
栄
」
「
傀
儡
師
」
が
演
ぜ
ら
れ
た
。
何

か
ら
何
ま
で
一
流
の
顔
ぞ
ろ
い
、
ま
こ
と
に
華
々
し

い
記
念
公
演
で
あ
っ
た
。

■
昭
和
３
７
年
１
月
１
９
日
市
議
会
議
事
録(

抜
粋)

協
議
事
項
：
市
民
会
館
の
施
設
及
び
備
品
に
つ
い
て

議
員

（
前
略
）
小
田
原
で
の
舞
台
芸
術
で
は
、
長
い

間
の
伝
統
が
あ
る
と
こ
ろ
の
桐
座
と
い
う
も
の
、
そ

れ
を
こ
こ
に
表
わ
す
こ
と
が
で
き
た
ら
と

思
う

が
、
桐
座
の
こ
と
に
つ
い
て
は
お
考
え
な
っ

て
い

る
。

市
長

そ
の
点
は
私
も
非
常
に
広
く
要
望
さ
れ
て
い
る

こ
と
で
あ
る
か
ら
、
市
民
会
館
と
い
う
か
、
公
会
堂

と
い
う
か
、
市
民
会
館
で
い
く
方
が
い
い
思
っ
て
い

る
が
、
小
田
原
の
市
民
会
館
と
い
う
も
の
を
古
い
も

の
を
や
る
場
合
に
別
名
桐
座
と
い
う
こ
と
で
、
歌
舞

伎
を
や
る
と
き
は
桐
座
な
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
、
桐

座
の
名
前
を
復
興
し
た
ら
ど
う
か
と
い
う
考
え
を

持
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
皆
さ
ん
の
考
え
て
お
ら
れ
る

こ
と
が
、
あ
る
程
度
実
現
す
る
の
で
は
な
い
か
と

思
っ
て
い
る
。

議
員

つ
い
で
に
そ
の
と
き
に
、
桐
座
の
連
中
が
い
る

の
だ
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
も
考
え
た
ら
ど
う
か
と
思

う
。

■
昭
和
４
１
年
・松
竹
大
歌
舞
伎
小
田
原
公
演

パ
ン
フ
レ
ッ
ト
「桐
座
座
名
復
興
に
つ
い
て
」よ
り

(

昭
和
４
１
年
６
月
９
日
・１
０
日
公
演)

此
度
、
尾
上
梅
幸
丈
、
市
村
羽
左
衛
門
丈
を
主
軸

と
す
る
松
竹
大
歌
舞
伎
を
小
田
原
市
民
会
館
に
迎

え
、
九
日
・
十
日
の
両
日
公
演
す
る
こ
と
が
で
き
ま

し
た
こ
と
は
ま
こ
と
に
喜
ば
し
い
こ
と
で
あ
り
ま

す
。今

回
の
公
演
を
桐
座
座
名
再
興
記
念
公
演
と
銘
打

ち
ま
し
た
に
つ
い
て
申
し
あ
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。

そ
も
そ
も
桐
座
と
い
う
座
名
は
、
小
田
原
に
は
極

め
て
由
緒
あ
る
櫓
で
あ
り
ま
し
て
、
遠
く
江
戸
時
代

の
初
期
か
ら
小
田
原
の
寺
町
に
あ
っ
て
、
当
初
か
ら

多
く
の
名
優
を
迎
え
特
別
な
格
式
を
も
つ
劇
場
と
し

て
知
ら
れ
て
お
り
ま
し
た
。

こ
の
桐
座
の
も
と
を
尋
ね
て
参
り
ま
す
と
、
北
条

氏
の
時
代
、
大
永
三
年(

一
五
二
三)

小
田
原
に
移
住

し
、
舞
太
夫
職
に
任
ぜ
ら
れ
た
大
橋
家
を
祖
と
し
、

以
来
桐
家
と
称
し
代
々
女
舞
太
夫
を
つ
と
め
て
き
た

伝
統
の
あ
る
家
柄
で
あ
り
ま
し
た
。

そ
の
桐
家
が
江
戸
時
代
の
初
期
に
桐
座
を
作
っ
た

の
で
あ
り
ま
し
た
。
関
東
十
八
座
の
一
つ
と
し
て
挙

げ
ら
れ
、
江
戸
歌
舞
伎
と
の
関
連
に
お
い
て
は
、
市

村
座
の
控
え
櫓
と
な
っ
た
こ
と
も
あ
る
と
い
う
よ
う

な
、
江
戸
歌
舞
伎
史
上
に
も
い
ろ
い
ろ
つ
な
が
り
の

深
い
も
の
が
あ
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

先
年
、
そ
の
桐
家
の
名
跡
を
再
興
す
る
た
め
、
近

代
女
優
の
第
一
人
者
と
い
わ
れ
た
森
律
子
さ
ん
ら
に

桐
大
内
蔵
そ
の
他
桐
家
に
由
緒
あ
る
名
跡
を
継
承
し

て
貰
っ
た
の
で
あ
り
ま
し
た
。
と
こ
ろ
で
劇
場
と
し

て
の
桐
座
は
、
大
正
の
頃
ま
で
辛
じ
て
存
続
し
て
お

り
ま
し
た
が
そ
の
後
廃
座
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
お
り

ま
す
の
で
、
小
田
原
に
と
り
由
緒
あ
る
こ
の
座
名
を

永
く
保
存
し
、
後
世
に
伝
え
る
意
味
に
於
い
て
、
今

回
の
松
竹
大
歌
舞
伎
の
公
演
を
機
と
し
て
座
名
を
再

興
し
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。

今
後
、
古
典
芸
術
等
を
上
演
す
る
場
合
は
、
桐
座

の
座
名
を
以
て
公
演
い
た
し
た
い
と
考
え
た
次
第
で

あ
り
ま
す
。
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