
の
舞
台
開
き
に
あ
た
っ
て
招
か
れ
た
七
代

目
松
本
幸
四
郎
が
、
盛
岡
芸
妓
と
共
に
披

露
し
た
祝
儀
唄
で
す
。
振
付
は
松
本
幸
四

郎
、
歌
詞
は
橘
不
染
、
曲
は
二
代
目
常
磐

津
文
字
兵
衛
に
よ
る
貴
重
な
も
の
。
し
か

し
、
当
時
は
口
承
で
受
け
継
が
れ
る
の
が

一
般
的
で
あ
り
、
曲
や
振
付
け
を
正
式
に

記
録
し
た
も
の
は
残
っ
て
い
ま
せ
ん
。
初

代
盛
岡
劇
場
が
解
体
さ
れ
る
前
に
、
二
代

目
若
柳
力
代
さ
ん
が
覚
え
て
い
た
三
味
線

で
踊
っ
た
記
憶
が
あ
る
お
姐
さ
ん
も
い
る

よ
う
で
す
が
、
そ
れ
は
ほ
ん
の
一
部
分
だ

け
。
曲
や
踊
り
の
全
体
を
知
る
術
が
な
い

た
め
、
百
年
前
の
祝
儀
唄
を
復
活
さ
せ
る

に
あ
た
っ
て
、
新
た
に
作
曲
と
振
付
を
す

る
必
要
が
あ
り
ま
し
た
。

新
し
い
振
付
と
踊
り

　
「
平
成
版
花
舞
台
千
代
顔
見
」
は
、
人
間

国
宝
・
常
磐
津
英
寿
師
が
作
曲
、
日
本
舞

踊
若
柳
流
四
代
目
家
元
・
若
柳
壽
延
師
が

振
付
。
百
年
の
時
を
重
ね
た
現
在
を
歌
詞

や
振
付
に
も
加
え
て
新
た
な
も
の
に
仕
上

が
っ
て
い
ま
す
。
７
月
23
日
に
行
わ
れ
た

公
開
稽
古
に
は
両
師
匠
が
同
席
。
そ
れ
ぞ

れ
多
忙
な
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
の
中
で
来
盛
し

て
い
る
た
め
、
同
じ
日
に
稽
古
が
で
き
る

の
は
め
っ
た
に
な
い
こ
と
だ
と
か
。
今
年

に
な
っ
て
本
が
見
つ
か
っ
た
こ
と
も
奇
跡

的
。
師
匠
が
揃
っ
た
形
で
お
稽
古
で
き
た

の
も
奇
跡
的
。
諸
先
輩
を
は
じ
め
開
館
当

時
の
盛
岡
芸
妓
を
盛
り
立
て
た
皆
さ
ん
が
、

空
の
上
か
ら
取
り
は
か
ら
っ
て
く
れ
た
よ

う
だ
と
お
姐
さ
ん
方
は
話
し
ま
す
。

　
「
す
ば
ら
し
い
こ
と
で
な
っ
す
。
ち
ょ
う

冊
子
発
見
が
き
っ
か
け

　

今
年
で
開
場
百
周
年
を
迎
え
る
盛
岡
劇

場
。
９
月
23
日
に
行
わ
れ
る
記
念
式
典
で

は
、
盛
岡
芸
妓
７
人
が
百
年
前
の
開
場
時

に
演
じ
た
「
花
舞
台
千
代
顔
見
（
は
な
ぶ
た

い
ち
よ
の
か
お
み
せ
）」
を
平
成
版
と
し
て
お

披
露
目
す
る
の
で
す
。
そ
の
き
っ
か
け
と

な
っ
た
の
は
、
今
年
３
月
に
市
内
の
民
家

で
偶
然
発
見
さ
れ
た「
花
舞
台
千
代
顔
見
」

の
歌
詞
を
記
し
た
冊
子
で
し
た
。「
何
か

記
念
に
な
る
演
目
を
と
思
っ
て
い
た
と
こ

ろ
、『
花
舞
台
千
代
顔
見
』の
冊
子
が
見
つ

か
っ
た
話
を
聞
い
て
、
こ
れ
は
や
る
し
か

な
い
と
思
い
ま
し
た
」
と
て
る
子
姐
さ
ん
。

　
「
花
舞
台
千
代
顔
見
」
は
、
盛
岡
劇
場 初代盛岡劇場のデザインを踏襲して造られた現在の盛岡劇場

初代盛岡劇場の思い出を語ってくれた
盛岡芸妓のお姐さん方。左からよう子
姐さん、治子姐さん、てる子姐さん

盛
岡
劇
場
開
場
百
年
。

特集

―
芸
術
文
化
の
拠
点
と
し
て
こ
れ
か
ら
も
―

盛岡の芸術文化を育てた盛岡劇場は大正２年９月に開館し、
今年で100周年を迎えます。９月23日の記念式典では、
盛岡劇場のこけら落としで松本幸四郎と盛岡芸妓が披露した
「花舞台千代顔見」を上演予定。記念すべき舞台に向けた思いを、
盛岡芸妓のお姐さん方に伺いました。
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ど
盛
岡
劇
場
開
場
百
周
年
の
年
に
こ
け
ら

落
と
し
の
曲
を
復
活
で
き
る
の
は
本
当
に

あ
り
が
た
が
ん
す
ね
。
私
た
ち
も
幸
せ
で

す
」。

　

お
姐
さ
ん
方
は
、
そ
う
口
を
揃
え
ま
し

た
。

盛
岡
劇
場
の
変
遷

　

大
正
２
年
に
造
ら
れ
た
初
代
盛
岡
劇
場

は
、
帝
国
劇
場
を
手
本
に
し
た
も
の
で
３

階
建
て
の
西
洋
風
近
代
建
築
。
外
観
が
洋

風
建
築
な
が
ら
も
劇
場
内
は
廻
り
舞
台
や

本
花
道
、
仮
花
道
、
大
臣
囲
い
な
ど
を
持

つ
典
型
的
な
歌
舞
伎
劇
場
で
し
た
。
２
階

桟
敷
席
の
最
前
部
を
の
ぞ
き
マ
ス
席
と
な

っ
て
お
り
、
舞
台
と
客
席
が
一
体
感
を
感

じ
る
７
５
０
席
と
い
う
ス
ケ
ー
ル
が
特
徴
。

東
京
駅
や
旧
岩
手
銀
行
中
ノ
橋
支
店
の
設

計
で
知
ら
れ
る
葛
西
萬
司
の
設
計
で
す
。

　

初
代
盛
岡
劇
場
は
、
盛
岡
芸
妓
の
お
姐

さ
ん
方
に
と
っ
て
も
初
舞
台
を
踏
ん
だ
思

い
出
深
い
場
所
。
ま
だ
幼
い
頃
だ
っ
た
に

も
関
わ
ら
ず
、
そ
の
印
象
は
今
も
脳
裏
に

焼
き
つ
い
て
い
る
と
い
い
ま
す
。

　
「
３
階
建
て
の
劇
場
な
ん
て
当
時
は
大

し
た
も
の
。今
で
も
時
々
夢
に
見
る
の
よ
」

「
大
き
な
柱
、
り
っ
ぱ
な
花
道
も
あ
っ
て

い
い
劇
場
だ
っ
た
」
と
、
お
姐
さ
ん
方
は

話
し
ま
す
。

　
『
盛
岡
劇
場
も
の
が
た
り
』（
岩
手
日
報

社
発
行
）
に
よ
れ
ば
、
劇
場
設
立
の
発
起

人
や
主
要
株
主
の
多
く
は
、
河
南
地
区
の

老
舗
主
人
や
実
業
家
た
ち
。
古
く
か
ら
幡

町
振
興
に
理
解
が
あ
り
、
日
本
の
古
典
芸

能
や
演
劇
等
に
深
い
関
心
を
寄
せ
る
人
々

の
意
欲
的
な
姿
勢
に
よ
っ
て
誕
生
し
た
の

が
盛
岡
劇
場
で
し
た
。

　

昭
和
32
年
に
は
谷
村
文
化
セ
ン
タ
ー
と

し
て
再
建
。
歌
舞
伎
、
演
劇
、
映
画
、
音

楽
な
ど
幅
広
い
芸
術
活
動
が
行
わ
れ
ま
し

た
が
、
老
朽
化
に
伴
っ
て
昭
和
58
年
に
や

む
な
く
解
体
さ
れ
ま
す
。
し
か
し
、
市
民

の
あ
い
だ
で
盛
岡
劇
場
復
活
の
気
運
が
高

ま
り
、
盛
岡
市
は
市
制
百
周
年
記
念
事
業

の
一
つ
と
し
て
劇
場
再
建
を
決
定
。
平
成

２
年
６
月
に
「
盛
岡
市
河
南
公
民
館
・
盛

岡
劇
場
」
と
し
て
新
た
な
一
歩
を
踏
み
出

し
た
の
で
す
。
平
成
７
年
に
復
活
し
た

「
盛
岡
文
士
劇
」
は
今
や
盛
岡
を
代
表
す

る
演
劇
と
し
て
定
着
。
時
代
の
変
遷
に
伴

っ
て
建
物
や
運
営
形
式
が
変
わ
っ
て
も
、

盛
岡
に
生
ま
れ
育
っ
た
芸
術
文
化
は
し
っ

か
り
と
今
に
受
け
継
が
れ
て
い
ま
す
。

百
年
先
に
残
す
も
の

　

記
念
式
典
に
先
駆
け
て
、
盛
岡
劇
場
館

内
で
は
初
代
盛
岡
劇
場
ゆ
か
り
の
も
の
を

展
示
す
る
予
定
で
す
。

　
「
か
つ
て
上
映
し
た
映

画
の
チ
ラ
シ
や
、
初
代
劇

場
で
使
わ
れ
た
煙
草
盆
な

ど
市
内
を
巡
っ
て
集
め
ま

し
た
。
こ
れ
か
ら
の
盛
岡

劇
場
を
運
営
し
て
い
く
立

場
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
の

歴
史
を
知
っ
て
出
来
る
限

り
の
知
識
を
持
っ
て
百
周

年
に
臨
み
た
い
と
思
い
ま

す
」
と
盛
岡
劇
場
館
長
の

千
葉
芳
幸
さ
ん
。
モ
ノ
を
集
め
る
だ
け
で

な
く
、
地
域
の
人
々
を
訪
ね
て
昔
の
話
を

聞
く
う
ち
に
、
盛
岡
の
経
済
を
支
え
た
人
、

本
街
芸
妓
と
幡
街
芸
妓
の
成
り
立
ち
の
違

い
な
ど
、
盛
岡
と
い
う
街
の
根
底
に
息
づ

く
文
化
思
想
の
手
が
か
り
が
見
え
て
く
る

と
話
し
ま
す
。

　

盛
岡
劇
場
百
年
の
節
目
と
な
る
今
年
、

新
た
に
「
平
成
版
花
舞
台
千
代
顔
見
」
が

で
き
あ
が
り
ま
し
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
後

の
百
年
に
伝
え
て
い
く
盛
岡
の
文
化
が
一

つ
増
え
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。取材

／「
Ｓ
Ａ
Ｎ
Ｓ
Ａ
」企
画
編
集
委
員
会 盛岡劇場館長・千葉芳幸さん

完成した当時の初代盛岡劇場正面

８月27日から、旧盛岡劇場で使われたものを盛岡劇場館内
に展示しています。写真㊤は暖を取る手あぶり。写真㊦は
下足札。裏側に芸妓さんや料亭名が記されています

7月に行われた公開稽古の様子。常磐津師匠、若柳師匠直々の
稽古に芸妓の皆さんも気合い十分で取り組みます

観覧についての詳細は16pをご覧ください。　■取材協力／盛岡劇場・河南公民館  TEL.019-622-2258

7月に行われた公開稽古の様子。常磐津師匠、若柳師匠直々の
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