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日
常
の
世
界
か
ら
離
れ
た
夢
の
世
界
へ
、

お
客
様
を
ひ
と
と
き
お
連
れ
す
る
た
め
に
、

今
も
昔
も
、古
町
芸
妓
は
芸
を
磨
き
ま
す
。

今
日
の
特
別
な
一
日
を
、

お
客
様
に
存
分
に
楽
し
ん
で
い
た
だ
く
た
め
に
、

今
も
昔
も
、古
町
芸
妓
は
お
も
て
な
し
を
学
び
ま
す
。
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14 - 15 花街を更新する　柳都振興会長・中野進インタビュー

16 - 19 みなとまちの迎賓館・古町花街の料亭

20 - 21 花街の舞台を楽しむ 　

22   花街を気軽に楽しむ

23   古町花街MAP

1982 年　市山流六代目宗家 市山七十郎 稽古風景 （提供： 新潟日報社）

舞
踊
・
音
楽
・
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
・
食
・
建
築
・
造
園
…
…
。

古
町
花
街
は
、北
前
船
の
寄
港
地
と
し
て
栄
え
た
日
本

海
随
一
の
港
湾
都
市
・
新
潟
の
文
化
に
、五
感
を
通
し
て

触
れ
る
こ
と
の
で
き
る
街
で
す
。
戦
前
か
ら
の
歴
史
的
建

造
物
が
多
く
残
る
こ
の
街
で
は
、格
式
あ
る
料
亭
が
今
も

営
業
を
続
け
、お
師
匠
さ
ん
や
先
輩
の
お
姐
さ
ん
方
の

指
導
の
も
と
、多
く
の
芸
妓
さ
ん
た
ち
が
日
々
芸
を
磨
い

て
い
ま
す
。こ
の
街
で
暮
ら
し
、働
き
、楽
し
ん
で
き
た
多

く
の
人
々
の
手
に
よ
っ
て
、長
い
時
間
を
か
け
て
大
切
に

育
て
ら
れ
、時
代
の
変
化
に
合
せ
な
が
ら
守
り
継
が
れ
て

き
た
文
化
が
、今
も
こ
こ
に
は
活
き
て
い
ま
す
。

訪
れ
る
人
を
華
や
か
な
非
日
常
の
世
界
に
誘
う
花
街

は
、魅
力
的
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、足
を
踏
み
入
れ
る
の

に
少
し
ば
か
り
勇
気
の
い
る
場
所
に
見
え
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。し
か
し
古
町
の
楽
し
み
は
、贅
を
尽
く
し
た
お
座

敷
遊
び
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。か
つ
て
の
新
潟
で
は
、

内
々
で
の
小
さ
な
お
祝
い
事
や
、さ
さ
や
か
な
酒
席
に
も

芸
妓
さ
ん
が
活
躍
す
る
な
ど
、花
街
は
今
よ
り
ず
っ
と
身

近
な
存
在
と
し
て
、人
々
の
生
活
を
彩
っ
て
い
ま
し
た
。

そ
し
て
今
の
新
潟
に
も
、仕
事
帰
り
に
ふ
ら
り
と
立
ち
寄

れ
る
す
た
ん
ど
割
烹
や
、「
ふ
る
ま
ち
新
潟
を
ど
り
」を

は
じ
め
と
す
る
様
々
な
イ
ベ
ン
ト
な
ど
、花
街
文
化
を
気

軽
に
楽
し
む
方
法
は
、実
は
沢
山
用
意
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
小
さ
な
冊
子
で
は
、古
町
花
街
の
「
今
」を
担
う

人
々
の
言
葉
を
中
心
に
、活
き
た
文
化
の
総
合
博
物
館
と

も
い
え
る
新
潟
・
古
町
花
街
を
ご
案
内
し
ま
す
。
長
い
時

間
が
育
て
た
豊
か
な
文
化
を
持
つ
街
を
知
り
、自
分
の

五
感
で
体
験
し
て
み
れ
ば
、き
っ
と
私
達
の
世
界
は
楽
し

く
広
が
っ
て
ゆ
く
は
ず
で
す
。
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差
し
出
す
手
や
視
線
ひ
と
つ
が
、

あ
る
は
ず
の
な
い
花
や
月
を
見
せ
る
。

短
い
一
曲
の
唄
が
、

一
時
間
の
お
芝
居
に
も
匹
敵
す
る

男
女
の
恋
物
語
を
描
き
出
す
。

お
座
敷
が
、限
り
な
く

想
像
力
を
遊
ば
せ
る
場
へ
と
広
が
る
。

芸
は
古
町
花
街
に
力
を
与
え
、

古
町
花
街
は
芸
を
育
て
る
土
壌
と
な
っ
て
、

互
い
に
支
え
合
っ
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
古
町
花
街
と
芸
の
支
え
合
い
の
要
と
な
る
一

人
が
、新
潟
を
拠
点
と
す
る
日
本
舞
踊
市
山
流
の
七
代
目

宗
家
に
し
て
、新
潟
市
初
の
無
形
文
化
財
保
持
者
で
あ
る
、

市
山
七
十
郎
さ
ん
で
す
。
多
く
の
古
町
芸
妓
が
学
び
、新
潟

の
文
化
を
牽
引
し
て
き
た
市
山
流
の
芸
の
今
と
こ
れ
か
ら

に
つ
い
て
、七
十
郎
さ
ん
に
お
伺
い
し
ま
し
た
。

　役
柄
の
心
を
大
事
に
す
る

市
山
流
の〈
肚
か
ら
出
る
芸
〉

「
役
柄
の
心
意
気
や
心
根
と
い
う
も
の
を
理
解
し
て
演

じ
踊
る
こ
と
。そ
れ
は
、四
代
目
（
一
八
四
六
〜
一
九
一
八
）

が
大
切
に
し
て
い
た
と
い
う
〈
肚は
ら
か
ら
出
る
芸
〉な
の

だ
と
思
い
ま
す
。
古
町
の
お
座
敷
で
芸
妓
た
ち
が
踊
る
小

唄
振
り
は
、一
分
半
ほ
ど
の
ご
く
短
い
演
目
で
す
。け
れ
ど

も
、曲
中
に
は
一
時
間
の
お
芝
居
と
変
わ
る
こ
と
の
な
い
、

男
女
の
出
会
い
と
別
れ
の
物
語
が
唄
わ
れ
て
い
ま
す
。

実
際
に
は
屏
風
を
背
に
し
て
、た
だ
一
人
で
踊
っ
て
い
て

も
、川
や
海
や
月
な
ど
様
々
な
情
景
や
男
女
二
人
の
や
り

と
り
が
見
え
る
よ
う
、役
柄
の
心
を
大
切
に
踊
る
こ
と
が

理
想
で
す
。」

歌
舞
伎
役
者
か
ら
出
発
し
た
市
山
流
が
大
切
に
し
て

き
た
芸
。
七
十
郎
さ
ん
は
、そ
の
高
い
理
想
を
古
町
芸
妓

に
伝
え
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。

「
た
だ
振
り
を
ま
ね
る
だ
け
で
な
く
、役
の
心
を
写
し
、

物
語
の
世
界
を
作
り
出
す
。そ
の
た
め
に
は
、唄
と
振
り
の

意
味
を
考
え
る
こ
と
が
欠
か
せ
ま
せ
ん
。
例
え
ば
踊
り
の

な
か
で
、山
を
指
し
示
す
と
し
ま
す
。そ
の
と
き
の
僅
か
な

手
の
角
度
の
違
い
が
、は
る
か
遠
い
山
を
指
し
て
い
る
の

か
、近
く
の
山
を
指
し
て
い
る
の
か
を
変
え
、そ
こ
か
ら
想

像
さ
れ
る
物
語
の
世
界
を
変
え
ま
す
。ま
た
、好
き
な
人

の
手
を
取
る
と
き
と
、嫌
い
な
人
の
手
を
取
る
と
き
に
は
、

同
じ
動
作
で
も
、手
の
出
し
方
、視
線
の
あ
り
方
が
違
う
で

し
ょ
う
？ 

歌
詞
の
内
容
を
ひ
と
つ
ひ
と
つ
解
説
し
な
が

ら
、振
り
の
意
味
を
考
え
、役
柄
の
心
を
大
切
に
踊
れ
る
よ

う
お
稽
古
し
て
い
ま
す
。ど
う
す
れ
ば
若
い
お
弟
子
さ
ん

た
ち
に
も
分
か
る
だ
ろ
う
か
と
考
え
な
が
ら
お
稽
古
を
つ

け
る
こ
と
は
、私
に
と
っ
て
も
勉
強
に
な
っ
て
い
ま
す
。」

代
表
的
演
目
『
う
し
ろ
面
』の
心
と

市
山
流
の
芸

お
座
敷
で
芸
妓
と
し
て
踊
る
お
弟
子
さ
ん
と
、お
師
匠

さ
ん
が
目
指
す
も
の
は
、と
も
に
役
柄
の
心
。
七
十
郎
さ
ん

は
、市
山
流
を
代
表
す
る
演
目
『
う
し
ろ
面
』を
例
に
、市

日
本
舞
踊
市
山
流
七
代
目
宗
家
・
新
潟
市
無
形
文
化
財
保
持
者  

▲  古町９番町　市山流稽古場にて

花
街
を
支
え
る
芸
・
花
街
が
育
て
る
芸市山七十郎『うしろ面』りゅーとぴあ能楽堂（2016 年12月18日）

市い
ち

山や
ま

七な

そ

ろ

う

十
郎
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の
は
、こ
う
し
た
市
山
流
の
芸
に
お
弟
子
さ
ん
た
ち
が
惚

れ
、付
い
て
き
て
く
れ
た
か
ら
な
の
で
す
。」

芸
が
結
ぶ
「
家
族
」に
も
似
た
絆

「
私
が
小
さ
い
頃
に
は
、何
百
人
も
の
芸
者
衆
（
芸
妓
）

が
、朝
か
ら
晩
ま
で
毎
日
こ
こ
へ
お
稽
古
に
来
て
い
ま
し

た
。そ
れ
も
、五
代
目
と
六
代
目
が
同
じ
お
稽
古
場
に
二

人
隣
り
合
っ
て
、そ
れ
ぞ
れ
に
三
味
線
を
弾
き
な
が
ら
違

う
も
の
を
教
え
る
と
い
う
状
態
で
す
。す
ぐ
隣
で
別
の
曲

を
演
奏
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
よ
く
踊
れ
た
と
思
い
ま
す

が
、集
中
し
て
い
る
と
自
分
の
受
け
て
い
る
お
稽
古
の
音

し
か
聞
こ
え
な
い
の
で
す
ね
。」

芸
へ
の
思
い
を
共
に
し
、日
々
お
稽
古
に
励
む
。
芸
に

結
ば
れ
た
濃
密
な
関
係
の
な
か
で
、市
山
流
と
古
町
花
街

は
支
え
合
っ
て
き
ま
し
た
。

「
例
え
ば
、芸
者
衆
が
仕
事
を
す
る
な
か
で
、面
白
く
な

い
こ
と
が
あ
っ
た
と
し
ま
す
。そ
う
す
る
と
彼
女
た
ち
は
、

夜
中
で
も
お
酒
や
ビ
ー
ル
を
持
っ
て
う
ち
へ
や
っ
て
き
て
、

勝
手
に
飲
み
な
が
ら
話
を
始
め
ま
す
。お
酒
を
飲
ま
な
い

五
代
目
や
六
代
目
は
、お
茶
を
飲
み
な
が
ら
彼
女
た
ち
の

愚
痴
を
う
ん
う
ん
と
聞
い
て
い
ま
し
た
。お
稽
古
を
続
け

て
い
る
と
、お
弟
子
さ
ん
た
ち
の
性
格
や
、身
体
や
心
の

調
子
が
よ
く
見
え
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
今
日
は
ど
こ
か

具
合
が
悪
い
な
と
い
う
こ
と
か
ら
、今
こ
の
子
は
恋
を
し
て

い
る
な
と
い
う
よ
う
な
こ
と
ま
で
。
芸
の
追
求
を
通
じ
て

深
い
と
こ
ろ
で
分
か
り
合
う
、家
族
に
も
似
た
強
い
絆
が
、

市
山
流
と
古
町
花
街
の
間
に
は
あ
る
の
で
す
。」

「
芸
者
衆
も
市
山
流
を
大
切
に
し
て
く
れ
ま
し
た
。あ
る

時
、お
稽
古
場
の
近
く
で
火
事
が
あ
り
ま
し
た
。そ
の
と
き

山
流
が
大
切
に
す
る
「
役
柄
の
心
」に
つ
い
て
、さ
ら
に
聞

か
せ
て
く
れ
ま
し
た
。

「
尼
と
狐
の
二
つ
の
姿
を
一
人
の
演
者
が
身
体
の
正
面

と
背
面
で
踊
り
分
け
る
『
う
し
ろ
面
』は
、市
山
流
に
し

か
な
い
変
化
舞
踊
で
す
。こ
の
踊
り
で
は
、正
面
の
尼
の

姿
と
背
面
の
狐
の
姿
を
、一
つ
の
も
の
と
し
て
踊
ら
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
狐
が
、人
に
な
り
た
い
と
い
う
欲
望
を

抱
え
て
尼
に
化
け
る
。け
れ
ど
も
、哀
し
い
か
な
ど
こ
か
に

狐
の
姿
が
現
れ
て
し
ま
う
。『
う
し
ろ
面
』の
物
語
で
は
、

こ
の
よ
う
に
葛
藤
す
る
役
柄
の
心
が
大
切
で
す
。で
す
か

ら
、正
面
の
尼
の
姿
で
踊
っ
て
い
る
と
き
に
は
、ど
こ
か

に
絶
え
ず
背
面
の
狐
の
本
性
を
見
せ
る
よ
う
心
掛
け
ま
す

し
、背
面
の
狐
の
姿
で
踊
っ
て
い
る
と
き
に
は
、ど
れ
ほ
ど

人
間
に
な
り
た
い
と
切
望
し
て
い
る
か
を
見
せ
る
よ
う
に

し
ま
す
。そ
の
時
見
せ
て
い
る
姿
の
背
後
に
あ
る
も
の
を

常
に
感
じ
さ
せ
る
こ
と
が
重
要
な
の
で
す
。」

こ
う
し
た
細
や
か
な
「
役
柄
の
心
」の
追
求
を
通
じ
て
、

市
山
流
の
踊
り
手
は
代
々
、年
齢
や
性
別
、そ
し
て
人
を

さ
え
越
え
る
よ
う
な
芸
の
挑
戦
を
し
て
き
ま
し
た
。

「
四
代
目
は
か
な
り
の
歳
に
な
っ
て
か
ら
、怪
童
丸
、つ

ま
り
金
太
郎
の
子
供
の
こ
ろ
を
演
じ
ま
し
た
。
年
齢
も

性
別
も
全
く
違
う
は
ず
な
の
に
、
観
客
に
は
子
ど
も
が

見
え
た
と
言
い
ま
す
。
五
代
目
（
一
八
八
九
〜
一
九
六
八
）

は
若
い
時
か
ら
老
人
役
を
得
手
と
し
て
き
ま
し
た
が
、

芸
歴
六
十
年
記
念
公
演
の『
笠
地
蔵
』で
は
、人
を
越
え

て
お
地
蔵
様
を
演
じ
ま
し
た
。
六
代
目
（
一
九
二
二
〜

二
〇
〇
六
）も
ま
た
、五
十
代
の
と
き
に
、何
百
年
も
生
き

て
い
る
少
年
と
い
う
『
菊
慈
童
』の
難
し
い
役
ど
こ
ろ
に

挑
戦
し
ま
し
た
。
市
山
流
が
新
潟
で
長
く
続
い
て
き
た

に
は
、お
座
敷
に
出
て
い
る
芸
者
衆
が
全
員
、お
客
さ
ん
を

放
り
出
し
て
こ
ち
ら
へ
駆
け
つ
け
た
も
の
で
す
。そ
し
て
、

私
た
ち
が
何
も
し
な
い
う
ち
に
、箪
笥
を
開
け
て
着
物
を

全
部
出
し
て
、大
切
な
も
の
を
避
難
さ
せ
て
く
れ
ま
し
た
。

自
分
た
ち
が
市
山
流
を
守
る
の
だ
と
い
う
感
じ
で
し
た
。お

座
敷
か
ら
駆
け
つ
け
る
の
で
す
か
ら
、皆
、裾
の
長
い
引
き

着
の
裾
を
ま
く
り
上
げ
て
荷
物
を
担
い
だ
の
で
す
よ
。」

花
街
と
と
も
に
新
潟
の
文
化
を
守
る
意
地

「
新
潟
に
拠
点
を
据
え
た
三
代
目
か
ら
二
百
年
近
く

続
く
古
町
花
街
と
市
山
流
の
関
係
は
、切
っ
て
も
切
れ
な

い
も
の
で
す
。
市
山
流
の
発
展
は
、古
町
花
街
の
花
柳
界

の
発
展
と
一
体
だ
と
思
い
ま
す
し
、市
山
流
と
花
街
が
発

展
す
る
こ
と
が
、新
潟
の
発
展
に
も
繋
が
る
の
だ
と
私
は

考
え
て
い
ま
す
。」

四
代
目
中
村
芝
翫
、
五
代
目
中
村
歌
右
衛
門
、
初
代

市
川
左
團
次
な
ど
錚
々
た
る
歌
舞
伎
界
の
面
々
、新
派

劇
の
川
上
音
二
郎
と
親
交
を
結
ん
だ
四
代
目
、藤
間
流

や
花
柳
流
な
ど
他
流
派
の
門
を
た
た
い
て
芸
を
磨
き
、

女
優
と
し
て
も
活
躍
し
て
舞
台
経
験
を
積
ん
だ
五
代

目
、十
三
代
目
片
岡
仁
左
衛
門
や
二
代
目
中
村
鴈
治
郎

ら
と
共
演
し
た
六
代
目
、国
立
劇
場
や
海
外
で
の
公
演

会
を
開
催
し
「
う
し
ろ
面
」で
文
化
庁
芸
術
祭
賞
を
受

賞
し
た
七
代
目
…
…
市
山
流
の
歴
代
家
元
は
、広
い
視
野

に
立
っ
て
芸
を
磨
い
て
き
ま
し
た
。そ
し
て
そ
の
芸
の
力

を
支
え
と
し
て
、「
ふ
る
ま
ち
新
潟
を
ど
り
」の
企
画
・
振

付
・
構
成
・
指
導
を
務
め
る
な
ど
、地
元
新
潟
市
の
文
化

の
発
展
に
力
を
尽
く
し
て
き
ま
し
た
。

「
市
山
流
の
よ
う
に
地
方
に
宗
家
が
あ
り
、し
か
も
そ
の

地
で
長
く
歴
史
を
刻
ん
で
き
た
流
派
は
他
に
あ
り
ま
せ

ん
。
新
潟
に
拠
点
を
置
い
て
き
た
か
ら
こ
そ
、市
山
流
は

他
の
流
派
に
は
な
い
独
自
の
古
い
芸
や
演
目
を
残
せ
ま

し
た
。け
れ
ど
も
一
方
で
、地
方
都
市
を
拠
点
に
伝
統
文

化
を
守
る
こ
と
は
、と
て
も
難
し
い
こ
と
で
す
。
身
近
な

地
元
に
あ
る
も
の
こ
そ
、そ
の
良
さ
に
は
な
か
な
か
気
付

き
に
く
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
古
町
花
街
と
の
繋
が
り

と
、こ
こ
新
潟
で
や
っ
て
ゆ
く
の
だ
と
い
う
意
地
が
な
け

れ
ば
や
っ
て
ゆ
け
ま
せ
ん
。し
か
し
、市
山
流
や
古
町
花

街
の
文
化
は
失
く
し
て
は
な
ら
な
い
貴
重
な
財
産
で
す
。

変
わ
っ
て
ゆ
く
時
代
を
越
え
て
、そ
の
伝
統
を
伝
え
て
ゆ

き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。」

尼姿の後頭部に狐の面を着け、二つの姿を演じる『うしろ面』

江戸末期に岩井かほ世が新潟に伝えたと言われる『うしろ面』の狐の面



市
山
流
を
継
ぐ
・
伝
え
る
舞
台

花
街
と
手
を
携
え
、新
潟
の
文
化
を
守
る
と
い
う
七
十

郎
さ
ん
た
ち
の
決
意
は
、先
代
の
六
世
市
山
七
十
郎
の

十
三
回
忌
追
善
供
養
と
、長
く
七
十
世
と
し
て
活
躍
し
て

き
た
七
代
目
の
七
十
郎
襲
名
披
露
の
場
で
あ
る
「
市
山
会
」

舞
台
公
演
（
二
〇
一
八
年
二
月
十
七
日
）に
ひ
と
つ
の
実

を
結
び
ま
す
。
古
町
芸
妓
と
し
て
市
山
流
の
門
を
叩
い
た

ば
か
り
の
一
年
生
の
初
々
し
い
踊
り
か
ら
、新
名
取
と
し

て
舞
台
に
上
が
っ
た
お
弟
子
さ
ん
、七
十
郎
さ
ん
と
と
も

に
長
く
芸
の
道
を
歩
ま
れ
て
き
た
方
々
の
円
熟
の
芸
ま

で
、「
市
山
会
」は
そ
れ
ぞ
れ
の
踊
り
手
の
魅
力
と
、市
山

流
の
幅
広
い
世
界
を
堪
能
で
き
る
舞
台
と
な
り
ま
し
た
。

花
街
と
と
も
に
芸
を
継
ぐ
・
創
造
す
る

こ
の
舞
台
で
市
山
流
に
代
々
引
き
継
が
れ
て
き
た

七
十
郎
の
名
の
襲
名
を
披
露
し
た
七
代
目
は
、六
代
目
の

振
付
に
よ
る『
島
の
千
歳
』『
三
十
石
の
夜
舟
』を
踊
り
ま

し
た
。
特
に『
三
十
石
の
夜
舟
』は
先
代
の
振
付
と
芸
の

魅
力
を
伝
え
る
と
と
も
に
、実
の
母
で
も
あ
る
六
代
目
と

七
代
目
の
親
子
の
縁
を
繋
ぐ
曲
な
の
だ
と
七
十
郎
さ
ん

は
語
り
ま
す
。

「『
三
十
石
』は
母
が
自
分
自
身
で
踊
る
た
め
に
振
付

し
、好
ん
で
い
た
演
目
で
す
。
短
く
は
あ
り
ま
す
が
、洒

落
た
面
白
い
曲
で
す
。
京
か
ら
大
阪
ま
で
の
淀
川
の
情
景

や
、船
頭
を
は
じ
め
と
す
る
人
々
の
姿
を
描
き
分
け
る
と

こ
ろ
に
、役
柄
を
し
っ
か
り
把
握
し
、変
化
に
富
ん
だ
振

付
を
得
意
と
し
て
い
た
六
代
目
の
特
色
が
よ
く
出
て
い

ま
す
。
六
代
目
は
若
い
頃
に
大
阪
の
吉
村
流
で
修
行
し
た

た
ま
き
さ
ん
と
ふ
た
り
で
悩
み
な
が
ら
歌
詞
を
読
み
、

振
付
を
決
め
て
ゆ
き
ま
し
た
。

本
番
で
は
、最
低
限
の
舞
台
装
置
で
微
妙
な
心
情
を

描
く
こ
の
曲
と
、舞
台
装
置
を
一
切
使
わ
ず
に
情
景
と

人
々
を
描
き
わ
け
る
『
三
十
石
』を
、暗
転
だ
け
で
繋
い

で
、一
連
の
も
の
と
し
て
見
せ
ま
し
た
。
踊
り
ひ
と
つ
で

世
界
を
描
く
こ
の
二
曲
を
繋
ぐ
こ
と
で
、あ
る
雰
囲
気
を

出
そ
う
と
い
う
試
み
で
す
。」　

先
代
か
ら
引
き
継
い
だ
も
の
を
、古
町
花
街
の
仲
間
た

ち
と
と
も
に
自
ら
の
も
の
と
し
て
磨
き
、さ
ら
に
新
た

な
創
造
を
試
み
る
こ
と
。
七
十
郎
さ
ん
た
ち
の
営
み
は
、

文
化
を
受
け
継
ぐ
こ
と
と
創
造
が
ひ
と
つ
の
連
続
し
た

も
の
で
あ
る
こ
と
、そ
し
て
花
街
が
文
化
の
継
承
と
創

造
に
果
た
し
て
き
た
大
き
な
役
割
を
改
め
て
考
え
さ
せ

て
く
れ
ま
す
。

次
世
代
の
担
い
手
・

古
町
芸
妓
た
ち
の
挑
戦

「
さ
ら
に
今
回
の
舞
台
で
は
、あ
や
め
こ
と
市
山
七
十
奈

緒
が『
う
し
ろ
面
』、あ
お
い
こ
と
市
山
七
十
凌
香
が
『
鷺

娘
』と
、若
い
弟
子
た
ち
が
大
曲
に
挑
ん
だ
こ
と
が
大
き

か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
二
〇
一
六
年
に
私
自
身
が
新
潟
・

東
京
・
沖
縄
で
『
う
し
ろ
面
』を
踊
る
機
会
が
あ
り
ま
し

た
が
、こ
れ
が
若
い
弟
子
た
ち
に
は
大
き
な
刺
激
と
な
っ

た
よ
う
で
す
。そ
の
時
に
公
演
に
付
き
添
っ
て
着
付
け
な

ど
を
手
伝
っ
て
く
れ
た
弟
子
た
ち
が
、『
う
し
ろ
面
』を
は

じ
め
と
す
る
市
山
流
に
し
か
な
い
も
の
を『
自
分
た
ち
が

継
い
で
い
か
な
け
れ
ば
』と
発
奮
し
、自
ら
挑
戦
を
申
し

出
た
の
で
す
。」

こ
の
挑
戦
は
、大
曲
を
踊
っ
た
お
弟
子
さ
ん
は
も
ち
ろ

ん
、市
山
流
と
古
町
芸
妓
全
体
の
将
来
に
意
味
あ
る
こ
と

だ
と
七
十
郎
さ
ん
は
続
け
ま
す
。

「
今
回
の
挑
戦
は
大
変
大
き
な
も
の
で
し
た
の
で
、一
回

で
う
ま
く
い
く
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
私
と
同
じ
よ
う

に
は
踊
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、彼
女
た
ち
も
知
っ
て
い

ま
す
。そ
こ
で
弟
子
た
ち
に
は
、あ
な
た
は
あ
な
た
の
踊
り

を
踊
れ
ば
い
い
の
だ
と
伝
え
ま
し
た
。も
ち
ろ
ん
、練
習
は

厳
し
く
し
て
い
ま
す
の
で
、周
囲
か
ら
は
あ
ん
な
に
怒
ら
れ

て
な
ぜ
辞
め
な
い
の
か
と
言
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
よ
う
で

す
が
…
…
。け
れ
ど
も
、た
と
え
ば
『
う
し
ろ
面
』が『
あ
れ

は
お
師
匠
さ
ん
し
か
踊
れ
な
い
』と
い
う
こ
と
で
終
わ
っ
て

ほ
し
く
な
い
の
で
す
。
弟
子
ひ
と
り
ひ
と
り
が
、自
身
の
引

き
継
い
だ
も
の
、自
身
の
持
っ
て
い
る
も
の
を
次
の
世
代

に
伝
え
て
く
れ
る
こ
と
。
今
回
の
挑
戦
が
さ
ら
に
他
の
弟

子
た
ち
の
挑
戦
へ
と
続
い
て
く
れ
る
こ
と
。こ
の
二
つ
を

期
待
し
て
い
ま
す
。そ
の
思
い
は
、あ
や
め
や
あ
お
い
た
ち

も
同
じ
で
す
。
彼
女
た
ち
も
ま
た
、後
輩
た
ち
を
育
て
た

い
と
い
う
責
任
感
を
感
じ
る
か
ら
こ
そ
、一
生
懸
命
に
頑

張
っ
て
い
る
の
で
す
。」

そ
し
て
七
十
郎
さ
ん
は
、市
山
流
の
お
弟
子
さ
ん
た
ち

の
力
と
可
能
性
を
信
じ
、厳
し
く
も
弟
子
へ
の
期
待
に
満

ち
た
優
し
い
言
葉
を
続
け
ま
す
。

「
舞
台
が
終
わ
っ
て
か
ら
の
ほ
う
が
実
は
大
変
な
の
だ

と
思
っ
て
い
ま
す
。
今
回
舞
台
に
立
っ
た
弟
子
た
ち
は
皆
、

普
段
の
自
分
の
力
か
ら
三
段
階
位
上
が
っ
た
こ
と
を
し
た

の
だ
と
思
い
ま
す
。そ
こ
ま
で
に
は
大
変
な
努
力
が
あ
り

ま
し
た
が
、そ
こ
で
終
わ
っ
て
は
だ
め
な
の
で
す
。『
あ
の

舞
台
は
良
か
っ
た
け
れ
ど
、普
段
の
お
座
敷
は
ち
ょ
っ
と

…
…
』と
い
う
こ
と
で
は
仕
方
あ
り
ま
せ
ん
。
古
町
芸
妓
と

こ
と
も
あ
り
、大
阪
の
雰
囲
気
も

う
ま
く
捉
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
こ
の
曲
は
、約
十
五
年

前
に
六
代
目
が
急
な
病
に
倒
れ

た
際
に
、私
が
代
役
と
し
て
踊
っ

た
の
が
最
初
と
い
う
、
思
い
出

深
い
曲
で
も
あ
り
ま
す
。と
は
い

え
、な
か
な
か
母
の
境
地
ま
で
は

辿
り
着
け
ま
せ
ん
。
母
は
重
心

の
落
と
し
方
や
キ
レ
が
す
ば
ら
し

い
踊
り
手
で
し
た
。
私
も
最
初

の
頃
よ
り
は
役
柄
を
掴
め
る
よ

う
に
な
っ
た
と
自
負
し
て
い
ま
す

し
、舞
台
に
情
景
を
思
い
浮
か
べ

09

て
ゆ
く
力
に
は
自
信
を
持
っ
て
い
ま
す
。そ
れ
で
も
、ま
だ

ま
だ
き
れ
い
に
踊
ろ
う
、見
せ
よ
う
と
い
う
余
計
な
意
識

が
ど
こ
か
に
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
自
分
を
戒
め
つ
つ
、

母
と
は
異
な
る
自
分
の〈
味
〉を
出
そ
う
と
思
い
な
が
ら

踊
っ
て
い
ま
す
。」

ま
た
、こ
の
『
三
十
石
』に
は
、七
十
郎
さ
ん
と
も
同
世

代
で
、芸
の
道
を
長
年
共
に
歩
ま
れ
て
き
た
古
町
芸
妓
の

た
ま
き
さ
ん
こ
と
市
山
七
十
純
さ
ん
の
演
目
と
連
続
で

見
せ
る
演
出
が
施
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

「
た
ま
き
さ
ん
が
踊
ら
れ
た『
お
ぼ
ろ
月
』は
今
回
の
た

め
に
私
が
振
付
け
た
新
作
で
、も
ど
ら
ぬ
想
い
人
に
文
を

書
く
女
性
の
心
情
描
写
を
主
と
し
た
難
し
い
曲
で
し
た
。

長
く
芸
妓
を
続
け
て
き
て
、男
女
の
機
微
に
は
私
よ
り
通

じ
て
い
る
は
ず
の
た
ま
き
さ
ん
に
も
、こ
の
曲
の
女
性
の

心
情
は
簡
単
に
は
分
か
ら
な
い
と
い
う
の
で
す
。そ
こ
で
、

し
て
活
躍
し
て
い
る
弟

子
た
ち
に
は
、お
座
敷
で

も『
さ
す
が
あ
の
舞
台

で
踊
っ
た
子
だ
ね
』
と

言
っ
て
も
ら
え
る
よ
う
、

今
後
も
努
力
を
続
け
て

ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。」

古
町
花
街
を
支
え
、

古
町
花
街
が
育
て
る
芸

は
、七
十
郎
さ
ん
と
お
弟

子
た
ち
が
二
人
三
脚
で

た
ゆ
ま
ぬ
努
力
を
続
け

る
こ
と
で
受
け
継
が
れ
、

磨
か
れ
て
ゆ
き
ま
す
。

「市山会」舞台挨拶　
（写真提供：市山七十郎）

『三十石の夜舟』　（写真提供：市山七十郎）



取
り
息
子
ら
古
町
花
街
関
係
者
の
子
弟
が
多
く
通
っ
た

新
潟
市
立
二
葉
中
学
校
の
同
窓
生
。
気
心
が
知
れ
た
幼

馴
染
な
の
で
す
。ふ
た
り
に
と
っ
て
、古
町
花
街
は
思
い

出
深
い
故
郷
で
あ
り
、そ
こ
で
働
く
人
々
は
こ
ど
も
時

代
か
ら
親
し
ん
だ
仲
間
で
も
あ
り
ま
す
。

「
中
学
を
卒
業
し
て
十
五
歳
そ
こ
そ
こ
で
芸
妓
に
な
っ

て
、お
座
敷
で
大
人
の
相
手
を
す
る
の
だ
か
ら
大
変
よ
。

で
も
、自
分
の
仕
事
が
認
め
ら
れ
れ

ば
楽
し
く
て
、早
く
夜
の
お
座
敷
に
も

出
て
み
た
い
と
願
っ
て
い
た
の
。」と

扇
弥
さ
ん
。「
当
時
の
芸
妓
た
ち
は
、

親
の
た
め
、兄
弟
の
た
め
、家
の
た
め
、

と
考
え
て
頑
張
っ
た
の
。
た
と
え
ば

私
の
親
は
、私
を
置
屋
に
預
け
る
こ
と

で
、お
金
を
前
借
り
し
て
い
た
の
ね
。

そ
の
お
金
を
働
い
て
返
し
終
わ
る
前

に
私
が
逃
げ
て
し
ま
っ
た
ら
、
親
が

困
っ
て
し
ま
う
の
よ
。」
延
子
さ
ん
は
、

厳
し
い
当
時
の
状
況
を
振
り
返
り
つ

つ
、次
の
よ
う
に
続
け
ま
す
。「
で
も
、

今
に
な
っ
て
思
え
ば
、七
十
歳
過
ぎ

て
も
現
役
で
い
ら
れ
る
な
ん
て
、こ
ん

な
仕
事
は
な
か
な
か
な
い
。こ
の
仕
事
に
就
い
て
、本
当

に
幸
せ
だ
と
思
っ
て
い
る
の
よ
。」

お
座
敷
な
ら
で
は
の
芸
を
磨
く

「
昼
間
は
地
味
に
事
務
仕
事
を
し
て
い
る
人
が
、夜
に

な
る
と
人
間
が
変
わ
っ
た
よ
う
に
色
ん
な
お
座
敷
芸
を

披
露
す
る
。
私
が
お
稽
古
に
行
く
と
、ど
こ
か
の
会
社
の

古
町
花
街
の
こ
ど
も
た
ち

古
町
芸
妓
の
家
に
生
ま
れ
、昭
和
三
二
年
に
デ
ビ
ュ
ー

し
た
扇
弥
さ
ん
、巻
の
芸
妓
の
家
に
生
ま
れ
、新
潟
の
置

屋
か
ら
昭
和
三
三
年
に
デ
ビ
ュ
ー
し
た
延
子
さ
ん
。ふ
た

り
の
お
座
敷
デ
ビ
ュ
ー
当
時
を
、延
子
さ
ん
は
次
の
よ
う

に
振
り
返
り
ま
す
。「
当
時
古
町
に
は
二
百
人
以
上
の
芸

妓
が
い
た
の
よ
。
そ
し
て
今
の
A
K
B
48
や
N
G
T
48

の
少
女
た
ち
と
同
じ
よ
う
に
、芸
妓
同
士
で
人
気
を
競
っ

て
い
た
の
。」
扇
弥
さ
ん
も
続
け
て
「
ト
ッ
プ
に
な
る
の

は
本
当
に
難
し
く
っ
て
ね
。
芸
の
な
い
子
は
お
座
敷
に
呼

ん
で
も
ら
え
な
い
の
よ
。」と
語
り
ま
す
。

軽
や
か
に
息
の
合
っ
た
ふ
た
り
の
や
り
と
り
。そ
れ
も

そ
の
は
ず
で
す
。
二
人
は
、
未
来
の
芸
妓
や
料
亭
の
跡

古
町
芸
妓　

扇せ

ん

や弥
・
延の

ぶ

こ子

花
街
に
生
き
る

11
中
学
校
の
同
窓
生
だ
っ
た
ふ
た
り
の
少
女
。

ふ
た
り
は
と
も
に
芸
を
磨
き
、

古
町
芸
妓
と
な
り
ま
し
た
。

そ
し
て
七
十
歳
を
越
え
た
今
も
、

と
も
に
お
座
敷
に
立
ち
、

若
い
芸
妓
を
育
て
て
い
ま
す
。

六
十
年
の
歳
月
を
と
も
に

古
町
花
街
で
生
き
て
き
た
素
敵
な
ふ
た
り
に
、

芸
妓
と
い
う
職
業
、

後
輩
芸
妓
へ
の
思
い
に
つ
い
て
伺
い
ま
し
た
。

photo 上： 「二人道成寺」 新潟県民会館、1968 年　左： 延子　右： 扇弥  旧齋藤家別邸にて   左： 扇弥　右： 延子  

▲
 



身近な特別・古町花街
古町芸妓の魅力は、しっかりと芸を身に
着けたお座敷のプロでありながら、まるで
お母さんやお姉さんのように、家族的な
親しみを感じられるところにあると言わ
れます。そのような古町芸妓の親しみや
すさは、地元商店街との関係にも現れて
います。写真は、昭和35 ～36 年頃の古
町6 番町から８番町で開催された商店街
の七夕まつり。延子さんと、同期の小千代
さんが撮影会のモデルを務め、まつりを
盛り上げました。古町芸妓は、地域に溶け
込み、地元に愛されてきたのです。

photo 左上から：　 ふぐのランプが目印のかき正は、2 階部分までが昭和 4 年築、3 階部分は昭和 20 年代の増築。（東堀通 9 番町）
  旧有明周辺の風情ある佇まい。東新道に面した建物は明治 38 年築。周辺は石畳の舗装とされるなど、
  街並み保全の取組みも行われています。（古町通９番町）
  昭和初期の建築と思われる金辰の落ち着いた小路。玄関のガラス戸には、粋な意匠が施されています。（西堀前通 9 番町）
  風格ある鍋茶屋の門構え。行形亭と並び、全国有数の規模と歴史、格式を誇る料亭です。（東堀通８番町）

西堀の古町芸妓（撮影：中俣正義）
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支
店
長
さ
ん
が
先
に
お
稽
古
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
も

し
ょ
っ
ち
ゅ
う
。
古
町
芸
妓
は
そ
う
い
う
お
客
様
の
お
相

手
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ん
で
す
も
の
。
お
稽
古
を

怠
け
る
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
よ
ね
。」か
つ
て
の
古
町
の

お
客
様
の
芸
達
者
ぶ
り
を
、地じ

方か
た
と
し
て
自
慢
の
咽
を
磨

き
続
け
て
き
た
延
子
さ
ん
は
こ
の
よ
う
に
話
し
ま
す
。

男
踊
り
を
得
意
と
す
る
扇
弥
さ
ん
も
ま
た
、高
い
水

準
の
芸
が
求
め
ら
れ
た
古
町
芸
妓
な
ら
で
は
の
努
力
を

振
り
返
り
つ
つ
、今
の
時
代
に
そ
の
芸
を
伝
え
る
難
し
さ

を
語
り
ま
す
。「
延
子
さ
ん
は
清
元
に
、私
は
藤
間
流
の

舞
踊
に
と
、ふ
た
り
と
も
よ
く
東
京
ま
で
お
稽
古
に
行
っ

た
の
よ
。
人
間
国
宝
だ
っ
た
藤
間
藤
子
先
生
に
教
わ
っ

て
、歌
舞
伎
役
者
の
坂
東
玉
三
郎
が
着
て
い
た
衣
裳
で

踊
っ
た
こ
と
も
あ
る
の
。
昔
は
芸
を
磨
く
機
会
が
頻
繁

に
あ
っ
た
の
ね
。
私
た
ち
は
あ
ら
た
め
て
お
稽
古
と
い
う

の
で
な
く
と
も
、親
や
先
輩
た
ち
が
実
際
に
唄
っ
た
り

踊
っ
た
り
、そ
の
様
子
を
幼
い
頃
か
ら
い
つ
も
身
近
に

見
聞
き
し
て
き
た
の
。
今
思
え
ば
贅
沢
よ
ね
。
今
の
若
い

芸
妓
た
ち
は
、芸
の
土
台
を
作
る
そ
う
し
た
機
会
が
な

か
な
か
持
て
な
い
。そ
の
な
か
で
芸
を
磨
か
な
く
ち
ゃ
な

ら
な
い
の
だ
か
ら
、大
変
よ
。」

お
座
敷
の
芸
を
伝
え
る

ふ
た
り
は
口
を
揃
え
て
、若
い
芸
妓
た
ち
に
「
本
物
の

芸
」「
芸
妓
さ
ん
に
し
か
で
き
な
い
お
座
敷
芸
」を
身
に

付
け
て
ほ
し
い
と
話
し
ま
す
。
踊
り
や
唄
の
基
本
は
も

ち
ろ
ん
押
さ
え
た
上
で
、多
様
な
お
客
様
の
リ
ク
エ
ス
ト

に
も
応
じ
ら
れ
る
柔
軟
さ
と
、気
品
を
失
わ
ず
に
く
つ
ろ

い
だ
冗
談
や
遊
び
を
取
り
入
れ
ら
れ
る
余
裕
を
持
つ
こ

と
。「
上
品
な
が
ら
地
方
色
あ
ふ
れ
る
お
座
敷
」を
古
町

芸
妓
の
理
想
と
す
る
ふ
た
り
は
、後
輩
た
ち
と
と
も
に
高

い
目
標
を
目
指
す
こ
と
を
喜
び
と
し
て
い
ま
す
。け
れ
ど

も
、昔
の
や
り
方
を
た
だ
後
輩
に
押
し
付
け
て
も
上
手

く
ゆ
き
ま
せ
ん
。
今
と
昔
の
違
い
を
そ
っ
と
見
せ
る
こ
と

で
、後
輩
た
ち
自
身
に
考
え
て
も
ら
お
う
と
ふ
た
り
は

心
が
け
て
い
ま
す
。

「
十
八
歳
か
ら
二
十
歳
で
柳
都
振
興
に
入
社
す
る
今
の

芸
妓
た
ち
が
芸
妓
ら
し
く
な
る
の
は
、六
、七
年
経
っ
て

新
人
の
振
袖
さ
ん
か
ら
独
り
立
ち
の
留
袖
さ
ん
に
な
る

頃
。こ
の
時
は
悩
み
も
あ
る
け
れ
ど
、仕
事
の
面
白
さ
が

よ
う
や
く
わ
か
っ
て
く
る
時
で
も
あ
る
。
誰
で
も
一
度
は
、

や
め
よ
う
か
続
け
よ
う
か
と
迷
う
も
の
。
今
は
芸
妓
に
な

る
こ
と
を
自
分
自
身
の
意
思
で
決
め
る
時
代
だ
か
ら
、

か
え
っ
て
難
し
い
か
も
し
れ
な
い
わ
ね
。
芸
妓
の
道
し
か

選
べ
な
か
っ
た
私
た
ち
と
は
違
っ
て
、他
の
生
き
方
も
選

べ
る
の
だ
も
の
。で
も
、そ
こ
を
乗
り
越
え
て
続
け
て
ほ

し
い
。
私
た
ち
の
お
座
敷
で
な
け
れ
ば
と
、遠
く
か
ら
何

十
年
も
古
町
に
通
っ
て
く
だ
さ
る
お
客
様
も
い
ら
っ
し
ゃ

い
ま
す
。
芸
妓
は
続
け
る
価
値
の
あ
る
仕
事
な
の
よ
。」

と
延
子
さ
ん
。
扇
弥
さ
ん
は
隣
で
、「
お
た
が
い
こ
の
道

六
十
年
よ
、
び
っ
く
り
し
ち
ゃ
う
わ
よ
ね
。」
と
微
笑
み

ま
す
。
芸
の
道
を
と
も
に
歩
ん
で
き
た
ふ
た
り
は
今
、

天
職
で
あ
る
芸
妓
の
仕
事
を
存
分
に
楽
し
み
な
が
ら
、

未
来
の
芸
妓
を
育
て
て
い
ま
す
。

お
堀
の
あ
っ
た
花
街
・
古
町

扇
弥
さ
ん
、延
子
さ
ん
に
古
町
の
街
並
み
の
魅
力
を
お

聞
き
す
る
と
、お
ふ
た
り
は
揃
っ
て
、昭
和
三
九
年
に
埋
め

立
て
ら
れ
た
お
堀
を
惜
し
ま
れ
ま
す
。「
一
番
堀
か
ら
堀
端

に
は
柳
と
桜
が
交
互
に
植
え
ら
れ
て
い
て
、季
節
ご
と
に

芸
妓
が
モ
デ
ル
に
な
っ
て
撮
影
会
を
し
た
の
…
…
。」「
雪

が
降
る
お
堀
の
あ
る
街
並
み
を
、お
客
様
と
相
合
傘
で
歩

く
と
本
当
に
絵
に
な
っ
た
の
…
…
。」ふ
た
り
の
話
は
尽
き

ま
せ
ん
。
大
規
模
な
都
市
計
画
が
作
り
出
し
た
の
で
は
な

い
、一
軒
ご
と
の
主
人
の
個
性
が
見
え
る
古
町
の
街
並
み

に
、お
堀
は
う
る
お
い
と
統
一
感
を
与
え
て
い
ま
し
た
。

残
念
な
が
ら
お
堀
は
も
う
あ
り
ま
せ
ん
が
、か
つ
て
の

古
町
の
面
影
を
う
か
が
え
る
場
所
は
、現
在
も
８
番
町
・

９
番
町
を
中
心
に
点
在
し
て
い
ま
す
。
古
町
花
街
は
こ

う
し
た
風
情
あ
る
街
並
み
を
味
わ
え
る
、散
歩
の
楽
し

い
街
で
も
あ
り
ま
す
。
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味
を
持
つ
、サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
『
ダ
ー
ナ
』を
語
源

と
し
て
い
ま
す
。
物
流
の
拠
点
・
交
易
地
で
あ
る
み
な
と

ま
ち
新
潟
に
と
っ
て
、大
切
な
お
客
様
を
お
迎
え
す
る

場
と
し
て
、あ
ら
た
ま
っ
た
商
談
の
場
と
し
て
、古
町
花

街
は
必
要
不
可
欠
な
街
で
し
た
。か
つ
て
の
旦
那
衆
は
、

個
人
的
な
道
楽
か
ら
花
街
に
お
金
を
使
っ
た
の
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
自
ら
の
家
業
の
発
展
、さ
ら
に
は
新
潟
全
体

の
発
展
の
た
め
に
、商
業
活
動
に
必
要
な
古
町
花
街
を

守
っ
て
き
た
の
で
す
。
柳
都
振
興
の
設
立
は
、古
町
を

精
神
的
・
経
済
的
に
支
え
て
き
た
大
地
主
や
豪
商
が
い

な
く
な
る
な
か
で
、新
し
い
『
旦
那
』を
作
る
試
み
で
も

あ
り
ま
し
た
。
古
町
は
特
定
の
個
人
や
企
業
の
も
の
で
は

な
く
、新
潟
に
暮
ら
す
人
々
が
育
て
た
共
有
財
産
で
す
。

今
も
物
流
の
盛
ん
な
新
潟
が
、そ
う
し
て
生
ま
れ
た
貴

花
街
の
危
機
を
救
う
新
し
い
「
旦
那
」

か
つ
て
の
花
街
で
は
、芸
妓
は
「
置
屋
」に
所
属
し
て

働
く
も
の
で
し
た
。
各
置
屋
は
、幼
少
時
か
ら
芸
妓
候
補

の
こ
ど
も
た
ち
を
住
み
込
み
で
抱
え
て
芸
を
仕
込
み
、

芸
妓
へ
と
育
て
あ
げ
ま
す
。
芸
妓
育
成
に
必
要
な
多
額
の

稽
古
代
や
衣
装
代
の
多
く
は
、地
主
や
豪
商
を
は
じ
め
と

し
た
地
元
新
潟
の
「
旦
那
」た
ち
が
負
担
し
て
い
ま
し
た
。

し
か
し
な
が
ら
、戦
後
大
き
く
社
会
が
変
化
す
る
な

か
で
、こ
の
よ
う
な
花
街
の
あ
り
方
は
、次
第
に
困
難
と

な
っ
て
ゆ
き
ま
す
。
柳
都
振
興
は
社
会
の
変
化
に
合
せ

て
、古
町
花
街
を
未
来
へ
と
引
き
継
ぐ
使
命
を
も
っ
た

会
社
で
す
。

「『
旦
那
』と
い
う
言
葉
は
、お
布
施
や
施
し
と
い
う
意

花
街
を
更
新
す
る

今
か
ら
三
十
年
前
、古
町
花
街
は
存
続
の
危
機
を
迎
え
て
い
ま
し
た
。

約
二
十
年
も
の
間
、古
町
は
新
人
芸
妓
を
迎
え
る
こ
と
が
で
き
ず
に
い
た
の
で
す
。

こ
の
ま
ま
で
は
、新
潟
が
誇
る
古
町
花
街
が
消
え
て
し
ま
う
。

そ
の
危
機
を
打
開
す
る
た
め
、一
九
八
七
年
に
生
ま
れ
た
の
が
、

株
式
会
社
の
社
員
と
し
て
芸
妓
「
柳
都
さ
ん
」を

お
座
敷
へ
と
送
り
出
す
、柳
都
振
興
で
す
。

全
国
的
に
見
て
も
先
進
的
な
取
組
を
続
け
て
い
る
柳
都
振
興
の
挑
戦
を
、

中
野
会
長
に
お
伺
い
し
ま
し
た
。

 

柳
都
振
興
株
式
会
社 

取
締
役
会
長
　

中
野 

進

そ
う
考
え
た
の
で
す
。」

新
し
い「
置
屋
」の
奮
闘

「
難
し
か
っ
た
の
は
、芸
妓
の
担
い
手
を
探
す
こ
と
で

す
。な
に
し
ろ
二
十
年
間
一
人
の
な
り
手
も
現
れ
ず
、日

常
で
着
物
を
着
る
こ
と
も
な
く
な
っ
た
な
か
で
人
を
探
さ

ね
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。ま
ず
は
、芸
妓
た
ち
が
安
心
し

て
働
け
る
職
場
環
境
を
整
え
ま
し
た
。
当
時
の
高
卒
初

任
給
平
均
の
約
二
倍
の
給
料
を
用
意
し
、社
会
保
険
制

度
を
整
備
し
、マ
ン
シ
ョ
ン
の
寮
を
準
備
し
ま
し
た
。し

か
し
そ
れ
で
も
人
は
な
か
な
か
集
ま
ら
ず
、私
自
身
も
町

内
で
地
道
な
呼
び
か
け
を
繰
り
返
し
ま
し
た
。」こ
う
し
た

人
材
確
保
の
努
力
は
、芸
妓
が
新
潟
市
の
顔
と
し
て
認
め

成
に
協
力
し
て
く
れ
た
こ
と
で
、柳
都
振
興
は
こ
こ
ま

で
や
っ
て
こ
れ
ま
し
た
。し
か
し
、元
気
な
彼
女
た
ち
も

今
や
六
十
代
か
ら
七
十
代
。い
つ
ま
で
も
頼
る
こ
と
は
で

き
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
近
年
、
音
大
の
教
授
を
は
じ
め
邦

楽
の
専
門
家
を
東
京
か
ら
呼
び
、鳴
り
物
や
長
唄
の
稽
古

を
す
る
機
会
を
月
に
何
度
か
設
け
て
い
ま
す
。
世
代
を

越
え
た
芸
の
継
承
を
目
指
し
て
始
め
た
こ
の
取
組
み
で

す
が
、芸
妓
た
ち
の
芸
も
格
段
に
向
上
し
、い
い
効
果
が

あ
り
ま
し
た
。ま
た
、芸
妓
た
ち
が
自
分
の
芸
を
見
つ
め
直

し
競
い
合
う
場
と
し
て
、『
ふ
る
ま
ち
新
潟
を
ど
り
』を

は
じ
め
と
し
た
お
座
敷
以
外
の
機
会
も
大
切
に
し
て
い

ま
す
。」

柳
都
振
興
で
は
、芸
妓
た
ち
一
人
ひ
と
り
が
長
期
的
な

立
ち
し
、よ
り
充
実
し
た
仕
事
が
で
き
る
の
だ
と
な
れ

ば
、若
い
芸
妓
に
と
っ
て
こ
の
上
な
い
目
標
と
な
る
で

し
ょ
う
。
新
入
社
員
・
新
人
芸
妓
の
振
袖
さ
ん
か
ら
、一

人
前
の
留
袖
さ
ん
、各
年
代
の
お
姐
さ
ん
、ど
の
年
代
も

バ
ラ
ン
ス
よ
く
揃
い
、そ
れ
ぞ
れ
が
役
割
分
担
を
し
な
が

ら
古
町
花
街
を
盛
り
上
げ
、伝
統
を
繋
い
で
ゆ
く
こ
と

が
私
た
ち
の
思
い
描
く
理
想
で
す
。
そ
の
理
想
の
実
現

の
た
め
に
も
、あ
お
い
さ
ん
の
事
例
は
重
要
で
す
。」

中
野
会
長
が
教
え
る
、

お
座
敷
遊
び
入
門

最
後
に
中
野
会
長
は
、若
い
世
代
に
向
け
て
、無
理
な

く
お
座
敷
で
遊
ぶ
方
法
を
教
え
て
く
れ
ま
し
た
。「
夜
六

時
ご
ろ
か
ら
、ラ
ー
メ
ン
で
も
カ
レ
ー
ラ
イ
ス
で
も
い
い
。

ま
ず
は
お
腹
を
満
た
し
て
お
く
ん
で
す
。そ
し
て
八
時
を

過
ぎ
た
ら
、予
約
し
て
お
い
た
料
亭
へ
行
く
。お
つ
ま
み

程
度
の
食
べ
物
と
お
酒
を
お
供
に
、
芸
妓
と
の
時
間
を

楽
し
む
。こ
う
し
た
方
法
な
ら
、居
酒
屋
で
飲
ん
で
二
次

会
で
カ
ラ
オ
ケ
へ
と
い
っ
た
、現
代
の
典
型
的
な
飲
み
会

と
も
さ
ほ
ど
変
わ
ら
な
い
、若
い
人
の
ポ
ケ
ッ
ト
マ
ネ
ー

で
も
支
払
い
可
能
な
金
額
で
お
座
敷
を
楽
し
む
こ
と
が

で
き
る
は
ず
で
す
。
私
た
ち
も
若
い
こ
ろ
に
は
そ
ん
な

風
に
遊
ん
だ
も
の
で
し
た
。
安
価
で
は
あ
る
け
れ
ど
、料

亭
も
芸
妓
も
本
物
で
す
か
ら
ね
。
料
金
以
上
に
気
持
ち

は
充
実
す
る
と
思
い
ま
す
。
料
亭
や
芸
妓
に
と
っ
て
も
、

夜
遅
く
の
お
客
様
は
有
り
難
い
も
の
で
す
し
ね
。」古
町

花
街
を
こ
よ
な
く
愛
す
る
現
代
の
「
旦
那
」
中
野
会
長

は
、未
来
の
古
町
を
支
え
て
く
れ
る
後
輩
「
旦
那
」た
ち

が
お
座
敷
へ
や
っ
て
く
る
の
を
、心
待
ち
に
し
て
い
ま
す
。

ら
れ
る
こ
と
が
増
え
て
き
た
現
在

も
な
お
続
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
産

休
・
育
休
、
賞
与
…
…
企
業
と
し

て
整
え
ら
れ
る
福
利
厚
生
制
度

は
、こ
の
三
十
年
間
で
さ
ら
に
充

実
し
ま
し
た
。
職
業
と
し
て
の
芸

妓
の
魅
力
を
若
い
世
代
に
も
っ
と

知
っ
て
も
ら
う
た
め
に
、高
校
生

向
け
の
就
職
ガ
イ
ダ
ン
ス
な
ど
に

も
積
極
的
に
参
加
し
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
、近
年
の
柳
都
振
興
で

は
、戦
後
二
十
年
間
続
い
た
芸
妓

不
在
の
時
代
を
乗
り
越
え
る
た

め
の
取
組
み
に
も
力
を
入
れ
て
い

ま
す
。「
多
数
の
ベ
テ
ラ
ン
芸
妓
の

お
姐
さ
ん
方
が
若
い
芸
妓
の
育

キ
ャ
リ
ア
プ
ラ
ン
を
描
け
る
よ

う
に
、様
々
な
支
援
も
行
っ
て

い
ま
す
。「
二
〇
一
五
年
四
月
、

津
乃
あ
お
い
さ
ん
が
柳
都
振

興
か
ら
独
立
し
ま
し
た
。
柳
都

振
興
の
設
立
以
来
は
じ
め
て

の
こ
と
で
す
。
私
た
ち
は
こ
れ

を
、芸
妓
育
成
の
成
功
事
例
と

捉
え
て
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
て
い

ま
す
。か
つ
て
置
屋
で
育
っ
た

芸
妓
た
ち
は
、芸
妓
と
し
て
成

功
す
る
と
、新
た
な
置
屋
を
開

く
な
ど
芸
を
支
え
に
独
立
し

て
仕
事
を
す
る
の
が
常
で
し

た
。
柳
都
振
興
が
育
て
た
芸
妓

た
ち
も
、努
力
次
第
で
は
独
り

重
な
お
も
て
な
し
の
場
を
失
っ
て
良
い
の
か
。こ
の
問
題

意
識
は
す
ぐ
に
理
解
さ
れ
て
、地
元
有
力
企
業
約
八
十

社
か
ら
資
本
金
七
◯
◯
◯
万
円
が
集
ま
り
ま
し
た
。」

中
野
会
長
の
頭
に
は
、阪
急
電
鉄
の
小
林
一
三
に
よ
る

宝
塚
歌
劇
団
の
設
立
も
思
い
浮
か
べ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

「
小
林
氏
は
、宝
塚
歌
劇
団
の
設
立
に
よ
っ
て
平
凡
な
温

泉
地
・
宝
塚
を
、全
国
に
知
ら
れ
た
一
大
観
光
地
へ
と
変

え
ま
し
た
。
古
町
花
街
に
は
、歴
史
あ
る
料
亭
と
い
う
素

晴
ら
し
い
劇
場
が
あ
り
、市
山
流
の
芸
能
が
あ
る
。
新

潟
の
豊
か
な
農
業
・
漁
業
・
酒
造
業
を
背
景
と
し
た
食

事
と
と
も
に
、新
潟
の
芸
能
と
人
情
を
最
高
の
形
で
体
験

で
き
る
。
途
絶
え
か
け
た
芸
妓
を
育
て
、古
町
を
宝
塚

以
上
の
観
光
拠
点
と
し
よ
う
。
当
時
、ち
ょ
う
ど
新
潟

交
通
社
長
と
し
て
公
共
交
通
に
関
わ
っ
て
い
た
私
は
、

金辰にて　1958 年（撮影：中俣正義）
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み
な
と
ま
ち
の
迎
賓
館
・
古
町
花
街
の
料
亭

古
町
花
街
の
魅
力
を
知
る
に
は
、

実
際
に
お
座
敷
を
体
験
す
る
の
が
一
番
。

北
前
船
の
昔
か
ら
、古
町
の
料
亭
は
み
な
と
ま
ち
新
潟
の
迎
賓
館
と
し
て
、

全
国
各
地
か
ら
お
客
様
を
お
迎
え
し
、新
潟
の
魅
力
を
伝
え
て
き
ま
し
た
。

今
も
古
町
の
料
亭
は
、新
た
な
お
客
様
の
お
越
し
を
心
待
ち
に
し
て
い
ま
す
。

初
め
て
古
町
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
方
へ
の

メ
ッ
セ
ー
ジ
と
と
も
に
、料
亭
を
紹
介
し
ま
す
。

鍋
茶
屋

「 

料
亭
は
、日
本
料
理
を
中
心
と
し
た

  

文
化
の
継
承
者
で
す
」

弘
化
三
（
一
八
四
六
）年
創
業
。明
治
か
ら
昭
和
初
頭
に
か

け
て
建
て
ら
れ
た
木
造
三
階
建
の
空
間
に
は
、ふ
ん
わ
り
と

良
い
香
り
が
満
ち
て
い
ま
す
。
出
汁
に
こ
だ
わ
っ
た
お
料

理
が
鍋
茶
屋
の
自
慢
で
す
。

「
新
潟
の
食
材
を
活
か
し
た
和
食
で
、農
業
や
漁
業
に
取

り
組
む
生
産
者
と
消
費
者
を
つ
な
ぎ
、良
い
も
の
を
持
続

的
に
生
み
出
す
ス
パ
イ
ラ
ル
を
作
る
こ
と
が
こ
の
料
亭
の

使
命
で
す
。

ぜ
ひ
鍋
茶
屋
に
、季
節
を
感
じ
に
お
い
で
く
だ
さ
い
。」

行
形
亭

「 

時
間
を
か
け
て
磨
か
れ
て
き
た

 

お
も
て
な
し
の
場
を
楽
し
ん
で
く
だ
さ
い
」

江
戸
時
代
中
期
、元
禄
年
間
の
創
業
。
二
千
坪
の
庭
を
囲
ん

で
、趣
向
を
凝
ら
し
た
「
は
な
れ
」の
座
敷
が
並
ぶ
、贅
沢

な
空
間
が
魅
力
の
料
亭
で
す
。

気
軽
に
立
ち
寄
れ
る
喫
茶
室
を
オ
ー
プ
ン
す
る
な
ど
、老
舗

の
誇
り
を
持
ち
な
が
ら
、花
街
の
遺
産
を
今
に
活
か
す
た
め
、

新
し
い
料
亭
の
あ
り
方
へ
と
果
敢
に
挑
戦
し
て
い
ま
す
。

「
ま
ず
は
お
昼
の
お
座
敷
や
、喫
茶
室
を
入
り
口
に
、料
亭
の

味
・
庭
・
建
築
・
お
も
て
な
し
を
楽
し
み
に
き
て
く
だ
さ
い
。」

行
い き な り や

形 亭

昼（11：30 ～ 14：00）　13,000 円 から
夜（17：00 ～ 21：30） 　22,000 円 から
喫茶室（14：00 ～ 16：00） 月曜定休（シーズン営業）
新潟市中央区西大畑町 573　TEL： 025 -223-118 8
定休日：日曜・祝日（10 名以 上の予約で昼のみ営業）

鍋
な べ ぢ ゃ や

茶 屋

昼（11：30 ～ 14：00）　11,000 円 から
夜（入店時間17：00 ～19：00）　19,000 円 から

新潟市中央区東堀通 8-1420　TEL： 025 -222- 6131
定休日：不定休

（写真提供 鍋茶屋）



小
こ さ ん

三

昼（11：30 ～ 14：00） 8,000 円  から
夜（17：30 ～ 21：30） 13,000 円  から
新潟市中央区西堀前通 8-1509
TEL： 025 -223-56 0 6
定休日：日曜・祝日（相談に応じます）

金
かねたつ

辰

昼（11：30 ～ 15：00） 3,500 円 から
夜（17：00 ～ 22：00） 5,000 円 から
新潟市中央区西堀前通 9 -1535
TEL： 025 -222- 4 8 0 8
定休日：日曜・祝日（相談に応じます）

金
辰

「 

古
町
花
街
は
、品
の
よ
い
遊
び
が
で
き
る
街
で
す
」

小
三

「
日
本
文
化
が
育
て
た

 

美
意
識
の
生
き
る
場
で
す
」

明
治
二
十
三
年
創
業
。静
か
で
落
ち
着
い
た
店
内
に
は
、

店
主
自
ら
飾
り
付
け
た
美
し
い
し
つ
ら
い
。い
つ
で
も
飽

き
な
い
発
見
が
あ
っ
て
ほ
し
い
と
の
心
遣
い
か
ら
、ひ
と

月
に
何
度
も
手
を
入
れ
る
こ
と
も
あ
る
そ
う
で
す
。

和
食
の
伝
統
を
守
り
な
が
ら
、肉

料
理
を
取
り
入
れ
た
り
、オ
リ
ー
ブ

オ
イ
ル
な
ど
の
新
し
い
食
材
を
用

い
た
り
、常
に
新
た
な
献
立
の
工

夫
を
重
ね
て
い
ま
す
。

「
料
亭
は
特
殊
な
と
こ
ろ
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
本
来
の
日
本
の
良
さ

を
感
じ
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。」

粋
な
デ
ザ
イ
ン
の
玄
関
を
入
る
と
、永
年
知
る
人
の
家
に

来
た
よ
う
な
、く
つ
ろ
げ
る
雰
囲
気
。

茶
懐
石
に
力
を
入
れ
た
先
代
の
遺
産
を
受
け
継
い
だ
、

本
格
的
な
お
料
理
と
器
が
自
慢
で
す
。
大
勢
で
芸
者
さ
ん

を
呼
び
、賑
や
か
に
お
財
布
に
も
優
し
く
遊
ぶ
常
連
さ
ん

も
多
い
と
か
。

「
し
っ
か
り
と
し
た
芸
の
あ
る
芸
妓
と
、文
化
を
と
り
い
れ

た
遊
び
が
で
き
る
と
こ
ろ
が
古
町
の
魅
力
で
す
。」

やひこ

夜（17：00 ～ 22：30）　
晩酌セット2,000 円 から
新潟市中央区東堀通 9 -1396
TEL： 025 -222- 620 8
定休日：日曜・祝日

（お座 敷の営業は相談に応じます）

お
座
敷
遊
び
の
ス
ス
メ

古
町
に
は
た
く
さ
ん
の
料
亭
が
軒
を
連
ね
て
い
ま
す
。

通
り
か
ら
見
る
佇
ま
い
も
良
い
け
れ
ど
、も
ち
ろ
ん
一
番
素
敵
な
の
は
、

お
客
様
だ
け
が
知
っ
て
い
る
お
座
敷
の
空
間
で
す
。

は
じ
め
て
で
も
緊
張
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

開
か
れ
た
み
な
と
ま
ち
に
生
ま
れ
た
料
亭
は
い
つ
だ
っ
て
、

「
い
ち
げ
ん
さ
ん
大
歓
迎
」で
す
。

お目当ての料亭が決まったら、まずは直接予約の電話を。希望の日時や人数、

お座敷の目的や予算とともに、要望を伝えます。おもてなしのプロが心を込めて、

特別なひとときを用意してくれるでしょう。

芸妓さんへのお礼である花代も、古町では事前に明示されていますのでご心配

なく。新潟三業協同組合加盟店の場合、1時間9,720円が芸妓1人の花代

です（平成28年4月1日現在。詳細は各料亭へご相談ください）。

一〆　（いちしめ）

新潟市中央区東堀通 9 -1395　TEL： 025-229-1551
昼（11：00 ～ 14：00） 4,000 円  から　夜（17：00 ～ 21：00） 7,000 円 から
定休日：毎月曜日

かき正　（かきまさ）

新潟市中央区東堀通 9 -1407　TEL： 025-222-8291
昼・夜（11：00 ～ 22：00）5,000 円 から　定休日：日曜・祝日（相談に応じます）

割 烹 萬代　（かっぽうばんだい）

新潟市中央区万代 5-11-20 ANAクラウンプラザホテル新潟 1F　TEL： 025-245-3340
昼（11：30 ～） 5,000 円  から　夜（～ 21：00）8,800 円 から　※ 2 日前までのご予約制

きらく
新潟市中央区西堀前通 8 -1513　TEL： 025-222- 6036
夜（17：00 ～ 23：30）3,000 円 から　定休日：日曜・祝日（相談に応じます）

寿ゞむら　（すずむら）

新潟市中央区古町 9-1484　TEL：025-229-4020 
夜（17：00 ～ 23：00） 一次会16,500 円から、二次会 6,000 円から
定休日：土曜・日曜・祝日（相談に応じます）

大 善　（だいぜん）

新潟市中央区東堀前通 9 -1386　TEL： 025-228-1916
昼（予約に応じて）3,000 円 から　夜（予約に応じて）5,000 円 から
定休日：日曜・祝日（相談に応じます）

大 丸　（だいまる）

新潟市中央区古町 9-1482　TEL：025-222-8153 
夜（17：00 ～ 22：00） 8,000 円から　定休日：土曜・日曜・祝日（土曜は予約により営業）

ホテルイタリア 軒 螢　（ホテル イタリアけん ほたる）

新潟市中央区西堀通 7-1574　TEL： 025-224-5128
昼（11：30 ～ 14：00） 1,500 円 から　夜（平日17：30、土日祝 17：00 ～ 21：00） 7,500 円 から
定休日：年末

※  この冊子で紹介した料金は目安です。表記料金のほかに、税・席料等が必要です。
 詳しくは各料亭にお問い合わせください。

 
す
た
ん
ど
割
烹  

や
ひ
こ

「 

花
街
な
ら
で
は
の
通
り
の
風
情
を
楽
し
み
な
が
ら

 

気
兼
ね
な
く
お
立
ち
寄
り
下
さ
い
」

よ
り
身
近
に
料
亭
の
味
を
楽
し
み
た
い
な
ら
、古
町

に
は
「
す
た
ん
ど
割
烹
」が
あ
り
ま
す
。

街
歩
き
の
合
間
や
仕
事
帰
り
に
、思
い
立
っ
た
時
に
予

約
な
し
で
ふ
ら
り
と
立
ち
寄
り
、カ
ウ
ン
タ
ー
や
小
上

が
り
で
、そ
の
日
の
お
す
す
め
を
ア
ラ
カ
ル
ト
で
召
し

上
が
れ
。
女
性
の
一
人
客
も
大
歓
迎
で
す
。

運
が
良
け
れ
ば
、２
階
の
お
座
敷
で
働
く
芸
妓
さ
ん
の

姿
を
垣
間
見
ら
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
よ
。
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あ
ち
ら
の
廊
下
で
は
、若
い
芸
妓
さ
ん
が
、本
番
直
前

ま
で
一
心
に
練
習
を
繰
り
返
し
て
い
ま
す
。こ
ち
ら
の
部

屋
で
は
数
人
が
か
り
で
舞
台
衣
装
の
着
付
け
中
。
廊
下

に
出
さ
れ
た
机
の
上
に
は
、各
演
目
に
使
用
す
る
小
道
具

が
所
狭
し
と
並
べ
ら
れ
、出
番
を
待
っ
て
い
ま
す
。
若
い

芸
妓
さ
ん
は
お
姐
さ
ん
方
の
ア
ド
バ
イ
ス
に
熱
心
に
耳

を
傾
け
、お
姐
さ
ん
方
は
緊
張
す
る
後
輩
た
ち
を
あ
た
た

か
く
見
守
っ
て
い
ま
す
。
第
二
十
八
回
「
ふ
る
ま
ち
新

潟
を
ど
り
」の
舞
台
裏
の
ひ
と
こ
ま
で
す
。

古
町
花
街
の
常
連
さ
ん
に
と
っ
て
、「
ふ
る
ま
ち
新
潟

を
ど
り
」を
は
じ
め
と
し
た
舞
台
は
、お
座
敷
で
は
見
る

「第 29 回ふるまち新潟をどり」（2017 年）（写真提供 りゅーとぴあ）

こ
と
の
で
き
な
い
芸
妓
た
ち
の
晴
れ
姿
を
楽
し
む
こ
と

が
で
き
る
特
別
な
場
で
す
。
お
座
敷
は
こ
れ
か
ら
…
…

と
い
う
方
々
に
と
っ
て
舞
台
は
、未
知
の
花
街
を
手
軽
に

垣
間
見
ら
れ
る
、絶
好
の
機
会
で
す
。

振
付
・
構
成
を
担
当
す
る
市
山
七
十
郎
さ
ん
は
、芸
妓

た
ち
自
身
に
と
っ
て
も
、舞
台
公
演
は
大
切
な
も
の
だ
と

語
り
ま
す
。「
お
座
敷
だ
け
で
な
く
舞
台
で
の
発
表
の
機

会
が
あ
る
こ
と
が
、古
町
芸
妓
た
ち
の
芸
を

磨
き
、幅
を
広
げ
て
き
ま
し
た
。
例
え
ば
、普

段
の
芸
妓
の
装
い
で
は
、男
踊
り
に
挑
戦
す

る
こ
と
は
な
か
な
か
で
き
ま
せ
ん
。け
れ
ど

も
、舞
台
を
き
っ
か
け
と
し
て
男
踊
り
の
稽

古
を
し
っ
か
り
と
積
ん
で
ゆ
く
と
、日
頃
の

女
踊
り
で
も
、腰
が
落
ち
た
良
い
踊
り
が
踊

れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
す
。
そ
も
そ
も
、歌

舞
伎
は
出
雲
阿
国
に
よ
る
男
装
の
踊
り
か
ら

始
ま
っ
た
も
の
で
し
た
。
芸
妓
た
ち
が
舞
台

で
の
定
番
演
目
の
ひ
と
つ
と
し
て
い
る
『
相

川
音
頭
』も
、そ
う
し
た
歌
舞
伎
の
伝
統
を

踏
ま
え
つ
つ
、新
潟
な
ら
で
は
の
地
方
色
が

取
り
入
れ
ら
れ
た
一
曲
で
す
。」

お
座
敷
で
も
特
別
な
機
会
に
し
か
踊
ら

れ
な
い『
相
川
音
頭
』は
、芸
妓
た
ち
に
と
っ

て
も
憧
れ
の
的
。
最
近
で
は
、舞
台
で
の
公

演
に
あ
た
っ
て
、
三
名
の
踊
り
手
の
座
を

オ
ー
デ
ィ
シ
ョ
ン
形
式
で
競
い
合
っ
て
決
め

て
い
る
そ
う
で
す
。
古
町
芸
妓
た
ち
の
舞
台

は
、お
座
敷
で
の
芸
を
支
え
る
、最
良
の
切

磋
琢
磨
の
場
で
あ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

「第 28 回ふるまち新潟をどり」楽屋風景（2016 年、PHOTO: 榎本千賀子）

佐渡金銀山と奉行所の存在を背景に、古い民謡から生まれた『相川音頭』　りゅーとぴあ 能楽堂（2016 年12 月18日）

ふるまち新潟をどり
出演： 古町芸妓　振付・構成： 市山七十郎

年に一度、りゅーとぴあ新潟市民芸術文化会館・劇場で開催。市山流家元に

よる鑑賞講座、行形亭での前夜祭、呈茶、花街弁当の会など、芸妓との時間

や花街の雰囲気を楽しめる多彩な関連イベントも毎回開催しています。

第 30 回は、2018 年 9 月 23 日を予定しています。

花
街
の
舞
台
を
楽
し
む

古
町
花
街
の
文
化
を
楽
し
め
る
場
は
、

お
座
敷
以
外
に
も
広
が
っ
て
い
ま
す
。

な
か
で
も
「
ふ
る
ま
ち
新
潟
を
ど
り
」は
、

年
に
一
度
の
晴
れ
舞
台
。

古
町
芸
妓
総
出
演
で
、

日
々
の
お
稽
古
で
磨
い
た
芸
を
ご
披
露
し
ま
す
。

き
り
り
と
し
た
男
装
で
の
相
川
音
頭
や
、

柳
都
振
興
所
属
の
若
手
芸
妓
が
挑
戦
す
る
お
芝
居
な
ど
、

普
段
の
お
座
敷
で
は
な
か
な
か
見
る
こ
と
の
で
き
な
い

演
目
も
目
白
押
し
。

毎
年
関
連
イ
ベ
ン
ト
も
多
く
開
催
さ
れ
る
、

古
町
花
街
あ
げ
て
の
一
大
イ
ベ
ン
ト
で
す
。
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（中央区役所）

旧齋藤家別邸

新潟市美術館

西大畑
公園

古町
８番町８番町

　　

古町
９番町

割烹万代

ラブラ万代

ANA クラウン
プラザホテル新潟

＊掲載している料亭情報などは変更されている場合があります。
詳しくは各料亭にお問い合わせください。

アクセス JR 新潟駅万代口バスターミナルより新潟交通バスに乗車し
  「古町」にて下車。所要時間は約 10 分です。古町を経由する
  路線は、多数出ています。
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にいがた夏 /冬・食の陣 
（夏：７～９月、冬：1・2 月）

お得なセット料金で、古町芸妓の舞と地元の銘酒・旬の味覚を楽しめます。
「芸妓の舞コース」（夕食・飲み物付き）15,000 円から

新潟三業協同組合  TEL： 025-222-2237

料亭の味と芸妓の舞 
（5 ～7月、10 ～ 12 月、2 ～ 3 月）

お得なセット料金で、芸妓の舞と老舗料亭の伝統の味を楽しめます。
「料亭の味と芸妓の舞」( 昼食付き) 5,000 円 から

新潟三業協同組合  TEL： 025-222-2237

古町花街ぶらり酒 
（5・10 月開催）

チケット１～ 2 枚で古町花街界隈飲食店の「ぶらり酒セット」が楽しめ
ます。割烹などのお店にも気軽に足を運べます。
古町花街ぶらり酒事務局  TEL： 070 -5367- 0358

新潟花街茶屋
～新潟古町芸妓の舞鑑賞～
新潟のかつての商家のお屋敷「旧齋藤家別邸」を舞台に、
芸妓の舞とお座敷遊びが体験できます。

（公財）新潟観光コンベンション協会  
TEL： 025-223- 8181

花
街
を
気
軽
に
楽
し
む

古
町
花
街
で
は
「
ふ
る
ま
ち
新
潟
を
ど
り
」の
他
に
も
、

花
街
を
気
軽
に
楽
し
む
こ
と
の
で
き
る
イ
ベ
ン
ト
を
多
数

用
意
し
て
い
ま
す
。
古
町
花
街
の
魅
力
を
、ぜ
ひ
一
度
ご

自
分
の
五
感
で
体
験
し
て
み
て
下
さ
い
。

制作
新潟大学  地域映像アーカイブ研究センター

新潟地域の生活のなかにある映像を発掘し、整理・デジタ
ル化・分析することを通して、映像メディアの社会的なあり
方を考え直している。また、新たな文化遺産として映像を社
会のなかに蘇らせるべく活動を行っている。

写真
坂口綱男・日本写真家協会会員（表紙・p.3-8, 20, 裏表紙）

写真家。コマーシャルフォト、ポートレート等の分野で活躍。
新潟市出身の小説家坂口安吾の長男であり、安吾を顕彰する
文化施設「安吾 風の館」館長。

村井 勇（16, 17［下］,18-19）

写真家。記録映画『阿賀に生きる』で撮影スタッフを務める。
担当はスチール写真。97年新潟市万代リターナにて初個展

「ぼちぼちいこか」。その他個展多数。

中央区 みなとまち文化推進事業  
増補改訂版  新潟古町花街の「今」
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料亭の味と芸妓の舞

新潟花街茶屋（写真提供 新潟観光コンベンション協会）

古町花街は、新潟市中央区古町通
り8 番町、9 番町を中心としたエリ
アです。ここには多くの料亭が軒を
連ね、古町芸妓が活動する、活き
た花柳界が存在しています。戦前
の歴史的建造物が数多く残る街並
み は、平成 27 年には 新 潟 市民 文
化遺産に認定されました。

この冊子に登場した料亭
下記に記した各店では、古町芸妓
とともにお座敷を楽しめます。

行形亭  ..........................  025-223 - 1188

一〆  ..............................  025-229 - 1551

かき正  ..........................  025-222 - 8291

割烹 萬代（ANAクラウンホテルプラザ新潟内） 

  ......................................  025-245-3340

金辰  ..............................  025-222 - 4808

きらく  ..........................  025-222 - 6036

小三  ..............................  025-223 - 5606

寿ゞむら  .......................  025-229-4020

大善  ..............................  025-228 - 1916

大丸 ..............................  025-222-8153

鍋茶屋  ..........................  025-222 - 6131

ホテルイタリア軒 螢  .....  025-224 - 5128

やひこ  ..........................  025-222 - 6208




