
徳
島
県
の
古
い
映
画
館
と
言
え
ば
、
脇
町

の
オ
デ
オ
ン座
、貞
光
町
の
貞
光
劇
場
、神
山

町
の
寄
居
座
を
取
り
上
げ
る
の
が
相
場
だ
。

し
か
し
県
内
に
は
他
に
も
古
い
映
画
館
が

残
って
いる
。

J
R
板
東
駅
の
駅
前
に
「KIRAKUZA

」

と
い
う
オ
ー
ナ
メ
ン
ト
を
掲
げ
た
建
物
が
あ

る
。
喜
楽
座
と
い
う
芝
居
小
屋
で
、
後
に
映

画
館
と
し
て
も
使
わ
れ
た
。
ク
リ
ー
ム
色
の

モ
ル
タ
ル
や
ア
ー
ル
デ
コ
風
デ
ザ
イ
ン
は
大
正

時
代
の
流
行
だ
。
調
べ
て
み
る
と
実
に
大
正

1
5
年
に
建
て
ら
れ
た
も
の
だ
と
い
う
。
オ

デ
オ
ン
座
が
昭
和
9
年
、
貞
光
劇
場
が
昭
和

7
年
だ
か
ら
、
喜
楽
座
は
県
内
最
古
の
劇
場

建
築
な
の
で
あ
る
。
も
し
内
部
の
保
存
状
況

が
良
い
な
ら
、
将
来
は
市
指
定
文
化
財
に

な
って
も
お
か
し
く
な
い
建
物
だ
。
も
っと
も

昨
今
の
地
方
交
付
税
削
減
下
で
は
、
自
治
体

が
大
物
の
有
形
文
化
財
を
新
規
に
選
定
す
る

こ
と
に
期
待
は
で
き
な
い。
こ
の
よ
う
な
未

来
に
残
し
て
ゆ
け
な
い
風
景
は
、
文
化
財
よ

り
も
貴
重
だ
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。※

残
念
な
が
ら
2
0
1
0
年
現
在
、こ
の
建
物
は
も
う
取
り
壊
さ

れ
て
見
る
こ
と
は
で
き
な
い。

阿
波
市
役
所
前
か
ら
鳴
門
池
田
線
を
東
へ

少
し
行
った
と
こ
ろ
に
あ
る
の
が
加
茂
座
だ
。

建
った
の
は
戦
前
。
開
業
当
時
は
芝
居
小
屋

を
兼
ね
て
い
て
座
布
団
を
敷
い
て
映
画
を
観

た
そ
う
だ
。
こ
の
加
茂
座
、
岩
津
の
映
画
館
、

阿
波
本
町
に
あ
っ
た
川
人
酒
造
の
映
画
館
の

3
館
は
同
じ
映
画
を
共
有
し
て
上
映
し
て
い

た
ら
し
い。
映
画
フ
ィ
ル
ム
は
2
0
分
程
度

の
リ
ー
ル
に
分
か
れ
て
いる
の
で
、
上
映
時
間

を
少
し
ず
つ
ず
ら
し
、
一
つ
の
リ
ー
ル
が
終
わ

る
と
オ
ー
ト
バ
イ
で
次
の
劇
場
に
リ
レ
ー
し
て

い
た
と
う
。
ト
ラ
ブ
ル
が
あ
って
リ
ー
ル
が
届

か
な
いこ
と
も
度
々
あ
った
と
か
。
実
に
お
お

ら
か
な
時
代
だ
った
の
だ
。

市
場
町
に
は
か
つ
て
二
ヶ
所
の
映
画
館
が

あ
っ
た
。
一
つ
は
箸
供
養
に
あ
っ
た
市
場
座

で
、
も
う
一
つ
が
中
心
街
に
あ
る
阿
波
劇
場

だ
。
現
在
は
縫
製
工
場
に
な
って
いる
が
、建

物
の
ガ
ワ
は
当
時
の
ま
ま
だ
と
思
わ
れ
る
。

市
場
で
は
生
き
字
引
が
中
々
見
つ
か
ら
な

か
っ
た
が
、
市
場
座
は
芝
居
小
屋
兼
用
、
阿

波
劇
場
は
映
画
中
心
だ
っ
た
と
い
う
証
言
が

多
い。立

江
寺
の
門
前
の
路
地
を
入
っ
た
と
こ
ろ

に
、
古
い
映
画
館
が
あ
る
。
名
前
は
立
江
座

で
も
立
江
劇
場
で
も
な
い。
名
前
は
な
か
っ

た
と
い
う
証
言
も
多
い
の
で
、「
立
江
の
映
画

館
」と
し
て
お
く
。
こ
の
映
画
館
を
建
て
た
の

は
外
地
か
ら
引
揚
げ
て
き
て
か
ら
し
ば
ら
く

移
動
映
画
を
営
ん
で
い
た
人
だ
と
い
う
。
営

業
期
間
は
短
か
っ
た
よ
う
だ
。
そ
の
後
は
倉

庫
に
使
わ
れ
て
いた
と
いう
こ
と
だ
か
ら
内
部

の
設
備
は
ほ
と
ん
ど
残
って
いな
いだ
ろ
う
。

徳
島
県
に
は
芝
居
小
屋
を
兼
ね
た
映
画
館

が
相
当
数
あ
っ
た
よ
う
だ
。
特
に
、
吉
野
川

の
北
岸
に
は
多
く
の
小
屋
が
分
布
し
て
い
た
。

旅
芸
人
や
地
芝
居
な
ど
を
受
け
入
れ
て
楽
し

む
素
地
は
、
か
つ
て
県
内
で
人
形
浄
瑠
璃
が

盛
ん
だ
っ
た
こ
と
と
深
く
関
係
し
て
い
る
。

映
画
に
よ
っ
て
浄
瑠
璃
や
芝
居
が
衰
退
し
、

テ
レ
ビ
に
よ
って
映
画
が
衰
退
し
た
と
い
う
の

が
県
内
の
娯
楽
の
歴
史
だ
が
、
今
回
紹
介
し

た
物
件
は
ど
れ
も
そ
の
歴
史
を
実
感
で
き
る

証
人
な
の
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
に
私
は
5
0
ヶ
所
ほ
ど
の
芝
居

小
屋
跡
を
訪
ね
て
き
た
が
、
残
念
な
が
ら
建

物
が
残
って
い
る
の
は
こ
こ
で
紹
介
し
た
だ
け

で
は
な
い
か
と
思
う
。
い
つ
か
建
物
の
残
って

いな
い劇
場
跡
も
紹
介
で
き
れ
ば
と
思
う
。

VOL.3 映画館
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徳
島
県
の
古
い
映
画
館

喜
楽
座 (

鳴
門
市)

▲ 喜楽座･外観
二階の左右にある窓には拡声器が
あって、夕方の上映が始まる前には
音楽を流した。芝居小屋の触れ太
鼓のようなものだったのだろう。大
麻比古神社のあたりまでその音楽
は聞こえたという。

▲ 喜楽座･楽屋跡
裏側にはかつて楽屋があって、高窓
から役者や顔を見せることもあった
とか。
屋根は手仕事で圧延した鋼板が使
われているそうで、初期のトタン屋
根の例としても貴重だ。

加
茂
座 (

阿
波
市)

▲ 加茂坂
映画館の前は「加茂坂」という名前
の坂で、以前は呉服屋などが並ぶに
ぎやかな商店街だったという。建物
の屋根には拡声器の櫓があり、開演
前に音楽を流したという。

▲ 加茂座･外観
映画館の裏手には、旅役者が泊ま
れる楽屋が残っている。かつて人気
が高かった春子太夫も泊まったのだ
という。閉館後は縫製や電気部品
の組立工場になったため、内部は改
装されてしまっている。

阿
波
劇
場 (

阿
波
市)

▲阿波劇場･正面
ここで無声映画を観たというおばあ
ちゃんは、日開谷川の上流のほうか
ら歩いて観に来たと語ってくれた。

▲ 阿波劇場･背後
いまは縫製工場になっているが、裏
から見ると映画館の面影がある。

▲立江の映画館･正面
少し引っ込んだところにあるので、
この映画館に気付く人は少ないだろ
う。

▲立江の映画館･側面
映画館の横は昔は広い空き地で、
立江寺の大祭にはサーカスの小屋
が掛かったという。

立
江
の
映
画
館(

小
松
島
市)


