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■
娯
楽
の
中
心
に
永
楽
館

　

永
楽
館
は
、
今
か
ら
１
０
０
年
以
上
も
前
に

建
て
ら
れ
た
近
畿
に
現
存
す
る
最
古
の
芝
居
小

屋
で
し
た
。
前
身
の
永
楽
館
は
、 
小  
幡 
久
次
郎

お 

ば
た

氏
が
、
明
治　

年（
１
９
０
０
年
）に
起
工
式
を

３３

行
い
、
翌
年
に
常
設
劇
場
の
新
設
許
可
を
得
て
、

竣
工
式
を
行
い
ま
し
た
。

　

明
治
期
に
は
、
京
阪
神
か
ら
歌
舞
伎
一
座
が

や
っ
て
来
て
興
行
を
行
い
、
ま
た
、
大
正
期
に

入
る
と
活
動
写
真（
映
画
）の
上
映
に
も
使
用
さ

れ
る
こ
と
が
多
く
な
り
、
弁
士
が
動
く
写
真
を

名
調
子
で
解
説
す
る
な
ど
、
出
石
の
娯
楽
の
中

心
と
し
て
盛
況
な
に
ぎ
わ
い
で
し
た
。

■
時
代
の
流
れ
に
の
ま
れ
て
閉
館

　

昭
和
期
に
入
り
、
娯
楽
の
中
心
が
映
画
に
移

り
変
わ
っ
て
い
く
と
、
治
安
維
持
の
た
め
、
警

官
の
臨
監
席
が
設
け
ら
れ
、
思
想
娯
楽
の
検

閲
・
統
制
が
厳
し
く
な
り
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
テ
レ
ビ
が
普
及
す
る
き
っ
か
け
に

も
な
っ
た
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
行
わ
れ
た
昭

和　

年
、
永
楽
館
は
閉
館
し
ま
し
た
。

３９
■
復
活
の
兆
し

　

昭
和　

年
、「
第
１
回
兵
庫
町
並
み
ゼ
ミ
」
が

６２

出
石
で
開
催
さ
れ
、
そ
の
中
で
、
永
楽
館
を
復

原
し
よ
う
と
い
う
声
が
上
が
り
ま
し
た
。
ま
ち

づ
く
り
の
専
門
家
や
建
築
家
な
ど
と
議
論
が
進

み
、
同
ゼ
ミ
の
参
加
者
は
「
出
石
の
ま
ち
並
み

の
活
性
化
に
と
っ
て
永
楽
館
は
貴
重
な
資
源
の

一
つ
」
と
い
う
こ
と
を
確
認
し
ま
し
た
。

　

翌
年
、
参
加
者
た
ち
は
、
出
石
の
ま
ち
並
み

の
保
存
活
動
を
主
に
す
る
「
出
石
城
下
町
を
活

か
す
会
」
を
結
成
し
、
建
築
関
係
を
含
む
各
方

面
の
専
門
家
な
ど
約
１
５
０
人
が
活
動
を
始
め

ま
し
た
。

■
復
原
へ
の
課
題

　

永
楽
館
は
、
個
人
に
よ
っ
て
建
て
ら
れ
、
館

内
に
は
廻
り
舞
台
や
花
道
、
奈
落
な
ど
、
芝
居

小
屋
に
必
要
な
装
置
が
数
多
く
あ
り
ま
す
。
閉

館
後
も
、
小
幡
家
の
懸
命
な
管
理
が
あ
っ
た
た

め
、
ほ
ぼ
原
型
を
と
ど
め
て
き
ま
し
た
。

　

復
原
に
向
け
て
の
大
き
な
課
題
は
、
永
楽
館

が
個
人
の
所
有
物
で
あ
り
、
修
復
費
用
も
多
額

に
な
る
こ
と
で
し
た
。

　

復
原
計
画
の
検
討
を
重
ね
る
「
出
石
城
下
町

を
活
か
す
会
」
は
、
行
政
の
力
を
借
り
る
こ
と

に
意
見
が
ま
と
ま
り
、
行
政
に
計
画
を
説
明
し
、

支
援
を
要
請
し
ま
し
た
。
こ
の
か
い
が
あ
り
、

復
原
に
向
け
た
取
組
み
が
動
き
出
す
こ
と
に
。

小
幡
家
は
永
楽
館
を
市
へ
寄
贈
し
、
建
物
は
、

市
指
定
文
化
財
と
な
り
ま
し
た
。

■
復
原
へ
動
き
出
す

　

平
成　

年
、
復
原
へ
向
け
た
建
物
調
査
が
始

１０

ま
り
ま
し
た
。
史
実
に
基
づ
い
て
元
の
姿
に
戻

す
た
め
、
創
建
当
時
の
材
料
や
工
法
、
痛
ん
で

い
る
部
分
な
ど
を
入
念
に
調
べ
、
記
録
し
て
い

き
ま
し
た
。

　

永
楽
館
が
芝
居
小
屋
と
し
て
最
も
華
や
か

だ
っ
た
大
正　

年
ご
ろ
の
姿
を
想
定
し
、
当
時

１１

の
写
真
や
資
料
、
実
際
の
構
造
を
確
認
し
な
が

ら
復
原
作
業
が
進
め
ら
れ
ま
し
た
。

特集　出石永楽館復原

■
永
楽
館
「
復
原
」
年
表

復原までの 

軌跡 

【
明
治
】

　

年　

・
第　

代
小
幡
久
次
郎

３４

１０
氏
に
よ
り
永
楽
館
建

築

※
歌
舞
伎
の
興
行
が
盛
ん
に
行

わ
れ
る

【
大
正
】

初
期　

・
映
画
が
上
映
さ
れ
始

め
、
活
気
づ
く

【
昭
和
】

初
期　

・
娯
楽
の
中
心
が
映
画

へ

　

年　

・
閉
館

３９
　

年　

・
復
原
へ
向
け
た
建
物

６２

調
査
開
始

【
平
成
】

　

年　

・
小
幡
家
か
ら
出
石
町

１０

へ
建
物
が
寄
贈
さ
れ

る

　
　
　

・
永
楽
館
が
出
石
町

（
現
豊
岡
市
）の
指
定

文
化
財
と
な
る

　

年　

・
復
原
工
事
（
建
築
・

１８

電
気
・
機
械
設
備
）

始
ま
る

　

年　

・
舞
台
吊
物
・
音
響
照

１９

明
設
備
工
事
に
着
手

　

年　

・
復
原
竣
工
式

２０
　
　
　

・
永
楽
館
柿
落
大
歌
舞

伎

永
楽
館
「
復
原
」
年
表
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私
は
生
ま
れ
育
っ
た
ま

ち
出
石
に
愛
着
を
持
っ
て

い
ま
す
。
そ
ん
な
ま
ち
に

は
全
国
に
誇
れ
る
永
楽
館

が
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
永
楽
館
を
利
用
す

る
お
客
さ
ん
に
気
持
ち
良

く
楽
し
い
時
間
を
過
ご
し

て
も
た
ら
う
た
め
、
私
が

所
属
す
る
グ
ル
ー
プ「
夢
ぱ
れ
っ

と
」
の
メ
ン
バ
ー
で
、
４
０
０
枚

の
座
布
団
に
カ
バ
ー
を
縫
い
付
け

ま
し
た
。

　

ま
た
、
呼
び
か
け
に
応
え
て
い

た
だ
い
た
方
々
な
ど
合
わ
せ
て　
２２

人
で
、
開
催
期
間
中
、
館
内
な
ど

　

永
楽
館
は
と
て
も
素
晴
し
い
芝

居
小
屋
で
す
。
こ
こ
で
芝
居
を
演

じ
ら
れ
る
の
は
役
者
み
ょ
う
り
に

つ
き
ま
す
。

　

豊
岡
は
よ
い
ま
ち
で
す
。
緑
豊

か
で
、
こ
こ
に
住
む
人
々
も
温
か

い
。
お
練
の
時
も
沿
道

に
た
く
さ
ん
の
人
に
集

ま
っ
て
い
た
だ
き
、
た

く
さ
ん
の
パ
ワ
ー
を
も

ら
い
ま
し
た
。

　

�
落
と
し
と
い
う
こ

と
で
緊
張
し
ま
し
た
が
、

お
客
様
と
の
距
離
が
近

い
の
で
う
れ
し
い
で
す

し
、
や
り
が
い
も
あ
り

　

「
�
落
と
し
を
上
方
歌
舞
伎
で

飾
り
た
い
」。
８
月
１
日
、
そ
ん

な
夢
が
叶
い
ま
し
た
。

　

こ
れ
ま
で
、
何
度
と
な
く
永
楽

館
復
原
の
動
き
が
止
ま
り
そ
う
に

な
り
ま
し
た
が
、
地
域
の

人
々
や
関
係
者
な
ど
多
く

の
人
の
協
力
が
あ
っ
た
か

ら
こ
そ
実
現
さ
せ
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。

　

ま
ち
を
永
楽
館
の 
幟 
で

の
ぼ
り

華
や
か
に
し
よ
う
と
い
う

呼
び
か
け
に
、
快
く
立
ち

上
が
っ
て
く
れ
た
出
石
町

民
の
素
晴
し
い
心
意
気
に

も
感
謝
し
ま
す
。

ま
し
た
。
こ
の
作
業
に
約

１
カ
月
半
。
途
方
も
な
い

作
業
で
し
た
が
仕
上
が
っ

た
時
は
感
無
量
で
し
た
。

　

子
ど
も
の
こ
ろ
に
よ
く

芝
居
を
観
に
行
っ
た
永
楽

館
の
工
事
に
携
わ
れ
、
と

て
も
幸
せ
で
す
。
ま
ち
の

宝
が
、
ま
た
一
つ
増
え
ま

し
た
。

（永楽館復原工事棟梁）
田中　定さん

「仕上がった時は感無量」

　

古
い
建
物
の
建
替
え
や
復
原
は
、

こ
れ
ま
で
に
何
度
も
手
が
け
て
き

ま
し
た
が
、
文
化
財
を
担
当
し
た

の
は
初
め
て
で
し
た
。

　

復
原
工
事
で
一
番
苦
労
し
た
こ

と
は
、
あ
る
も
の
を
そ
の
ま
ま
使

う
と
い
う
こ
と
。
最
初
に
調
査
を

始
め
、
１
本
ず
つ
の
柱
が
ど
の
方

向
に
ど
れ
だ
け
傾
き
、
ど
れ
だ
け

上
下
し
て
い
る
の
か
を
計
測
し
、

使
わ
れ
て
い
る
木
材
す
べ
て
に
番

号
を
付
け
な
が
ら
記
録
し
て
い
き

（出石永楽館実行委員会会長）
上坂卓雄さん

「出石町民の心意気に感謝」
　

永
楽
館
の
新
し
い
歴
史
は
、
始

ま
っ
た
ば
か
り
で
す
。
こ
れ
か
ら

も
こ
の
永
楽
館
が
一
人
で
も
多
く

の
人
に
愛
着
を
持
っ
て
も
ら
え
る

よ
う
願
っ
て
い
ま
す
。

（夢ぱれっとのメンバー）
川見祐枝さん

「永楽館の雰囲気はぴったり」

の
掃
除
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。

　

永
楽
館
の
雰
囲
気
は
出
石
に

ぴ
っ
た
り
。
出
石
の
新
し
い
観
光

ス
ポ
ッ
ト
と
し
て
、
地
域
の
人
々

や
観
光
客
に
可
愛
が
っ
て
も
ら
え

る
と
い
い
で
す
ね
。

（永楽館柿落大歌舞伎座頭）
片岡愛之助さん

「お客様と一体になれました」

ま
し
た
。

　

永
楽
館
の
歴
史
は
始
ま
っ
た 

ば
か
り
で
す
。
ま
た
、
こ
の
永 

楽
館
で
芝
居
を
演
じ
ら
れ
る
日 

が
来
る
こ
と
を
楽
し
み
に
し
て 

い
ま
す
。


