
明
治
三
十
五
年
（
一
九
〇
二
）
八
月
二
十

九
日
、
巡
業
中
の
広
島
尾
道
で
亡
く
な
っ
た

三
遊
亭
小
圓
遊
に
つ
い
て
、
そ
の
報
を
伝
え

る
新
聞
記
事
で
は
「
圓
遊
門
弟
中
に
て
も
最

も
人
気
あ
る
も
の
な
り
し
に
、
惜
し
い
哉
」

（『
山
陽
新
報
』
明
治
三
十
五
年
九
月
二
日
）
と
、

そ
の
死
を
惜
し
ん
だ
。
今
回
は
生
前
の
小
圓

遊
に
つ
い
て
、
当
時
の
新
聞
記
事
と
後
年
書

か
れ
た
『
明
治
の
寄
席
芸
人
』（
六
代
目
三
遊

亭
圓
生
著
）
を
も
と
に
た
ど
っ
て
み
た
い
。

●
「
お
能
の
面
」

小
圓
遊
に
は
「
お
能
の
面
」
と
い
う
あ
だ

名
が
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
の
高
座
の
様
子
は
、

…
さ
て
色
男
の
小
圓
遊
は
相
も
変
わ
ら
ず

色
気
た
っ
ぷ
り
。
ニ
ヤ
リ
と
笑
っ
て
扇
子

の
尖
で
指
折
り
数
え
る
具
合
、
ヤ
ヤ
横
座

り
の
物
々
し
く
手
を
上
下
し
て
酔
え
る
が

如
く
、
軽
さ
に
は
満
場
動
揺
め
き
渡
り
て
、

長
襦
袢
む
き
だ
し
の
ス
テ
テ
コ
は
此
男
に

な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
…

（『
中
国
新
聞
』
明
治
三
十
五
年
五
月
十
六
日
）

と
い
わ
れ
る
よ
う
な
、
色
気
の
あ
る
い
い
男

で
あ
っ
た
と
い
う
。

明
治
の
落
語
家
「
三
遊
亭
小
圓
遊
」

（
そ
の
２
）
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『明治の寄席芸人』（1971年 青蛙房）より転載

常圓寺 季報

明治30年5月 名古屋「御園座」の開場を伝える広

告（「上方落語史料集成」より転載）。当時の東京の

寄席の木戸銭は十銭くらいで（一銭はおよそ200円）、

銀座木村屋のあんぱん一個が一銭で買えたという。

●
地
方
興
行
で
人
気
を
博
す

普
段
、
東
京
の
寄
席
に
出
演
し
て
い
る
落

語
家
は
、
時
に
地
方
に
巡
業
す
る
。
そ
の
世

界
で
は
「
ド
サ
」
と
い
っ
て
、
地
方
の
町
を

廻
っ
て
興
行
す
る
。
ふ
つ
う
は
、
そ
う
い
っ

た
「
ド
サ
廻
り
」
で
は
、
芸
人
た
ち
は
い
い

か
げ
ん
な
も
の
を
着
て
廻
っ
て
い
た
と
い
う
。

そ
れ
を
小
圓
遊
は
、「
い
や
、
そ
れ
で
は
い
け

な
い
。
ま
ず
前
座
か
ら
残
ら
ず
、
お
そ
ろ
い

の
も
の
で
、
き
ら
び
や
か
に
見
せ
な
く
ち
ゃ

い
け
な
い
」
と
言
い
、
一
座
に
落
語
に
加
え

音
曲
な
ど
の
芸
人
を
多
数
入
れ
、
さ
ら
に
特

に
宣
伝
い
う
も
の
に
も
力
を
入
れ
た
と
い
う
。

従
来
の
興
行
と
は
違
っ
て
き
ら
び
や
か
で
陽

気
な
小
圓
遊
一
座
の
興
行
は
、

東
京
に
て
売
出
し
中
の
落
語
家
三

遊
亭
小
圓
遊
一
座
が
本
月
一
日
よ

り
興
行
中
な
る
が
、
初
日
は
木
戸

締
切
の
上
景
気
引
続
き
毎
夜
の
好

人
気
な
る
が
、
何
れ
も
車
輪
に
勤

め
居
る
ゆ
ゑ
音
曲
滑
稽
噺
し
は
勿

論
手
品
等
も
頗
る
面
白
く
大
陽
気

で
結
構
と
の
評
判
。
…

（『
新
愛
知
』
明
治
三
十
三
年
九
月
五

日
）開

演
以
来
非
常
に
人
気
好
く
、
初

日
に
は
札
止
め
を
打
ち
し
程
な
る

が
、
一
昨
夜
（
二
日
目
）
は
雨
天

に
も
か
か
わ
ら
ず
爪
も
立
た
ぬ
大

入
に
て
…

（『
中
国
新
聞
』
明
治
三
十
五
年
五
月
十
六
日
）

と
い
わ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
明
冶

年
９
月

日
の
『
北
国
新
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聞
』（
石
川
県
）
に
は
、
近
日
初
め
て
当
地
で

興
行
を
行
う
の
に
先
立
ち
、
小
圓
遊
が
「
何

分
宜
し
く
御
贔
屓
を
乞
う
」
旨
を
記
し
た
挨

拶
状
を
当
社
に
送
っ
て
き
た
と
あ
る
。
こ
う

し
た
細
や
か
な
配
慮
も
、
地
方
で
の
興
業
の

盛
況
に
つ
な
が
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

●
芸
の
継
承

あ
る
時
、
師
匠
の
圓
遊
が
高
座
に
出
て
噺

を
演
っ
て
い
る
と
、
前
で
聞
い
て
い
た
子
ど

も
が
、「
や
ァ
、
な
ん
だ
、
小
圓
遊
の
ま
ね
を

し
て
え
ら
ァ
」
と
言
っ
た
と
い
う
。
師
匠
で

あ
る
圓
遊
が
小
圓
遊
の
ま
ね
を
す
る
わ
け
が

な
い
が
、
そ
れ
ほ
ど
小
圓
遊
は
師
匠
の
芸
を

正
確
に
受
け
継
い
で
い
た
と
い
う
現
れ
で
あ

ろ
う
。

師
匠
の
圓
遊
に
よ
っ
て
建
立
さ
れ
た
小
圓

遊
の
墓
碑
は
、
自
ら
の
芸
を
正
統
に
継
承
し

た
弟
子
に
対
す
る
師
の
思
い
が
込
め
ら
れ
て

い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。


