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歌
笑
の
よ
う
な
男
、
落
語
の
伝
統
の
型
を
破
っ
た
人
物
は
、
私
の
短
い
半

生
で
も
、
さ
き
に
金
語
楼
、
ま
た
同
じ
こ
ろ
、
小
三
治
（
今
、
別
の
名
で
あ

る
が
忘
れ
た
）
な
ど
と
い
う
の
が
い
た
。
金
語
楼
は
兵
隊
落
語
、
小
三
治
は

源
平
盛
衰
記
な
ど
新
し
く
よ
ん
だ
の
で
あ
る
。
私
が
は
じ
め
て
彼
ら
を
き
い

た
の
は
中
学
生
の
こ
ろ
で
、
彼
ら
は
私
と
ほ
ぼ
同
年
配
、
い
く
ら
か
年
長
の

程
度
で
は
な
い
か
と
思
う
が
、
今
の
歌
笑
に
く
ら
べ
る
と
、
こ
れ
ほ
ど
の
時

代
的
な
関
心
は
よ
ば
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
彼
ら
の
話
術
を
比
較
し
て
み
て
も
、

金
語
楼
よ
り
は
、
歌
笑
の
方
に
、
あ
く
ど
さ
が
い
く
ら
か
少
い
し
、
時
代
へ

の
関
心
も
い
く
ら
か
深
い
。
金
語
楼
は
若
い
時
か
ら
ハ
ゲ
頭
の
自
嘲
を
売
り
、

歌
笑
は
醜
男
を
売
る
。
金
語
楼
の
ハ
ゲ
頭
は
ウ
ワ
ッ
面
な
も
の
だ
が
、
醜
男
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は
歌
笑
の
落
語
の
骨
格
を
な
し
て
お
り
、
そ
れ
が
な
い
と
、
歌
笑
の
落
語
が

生
れ
な
か
っ
た
ぐ
ら
い
本
質
的
な
と
こ
ろ
に
つ
な
が
っ
て
い
た
よ
う
だ
。

　
金
語
楼
と
歌
笑
を
く
ら
べ
る
と
、
私
は
躊
躇
な
く
歌
笑
の
方
に
軍
扇
を
あ

げ
る
が
、
歌
笑
は
金
語
楼
程
度
に
未
来
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
疑
わ
し
い
。

歌
笑
は
映
画
に
転
向
し
て
成
功
す
る
こ
と
が
、
ち
ょ
ッ
と
考
え
ら
れ
な
い
か

ら
で
あ
る
し
、
二
人
な
が
ら
、
落
語
の
世
界
で
は
新
型
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ

ほ
ど
の
時
代
感
覚
が
あ
る
わ
け
で
も
な
く
、
芸
自
体
と
し
て
、
一
流
品
で
は

決
し
て
な
い
。
二
流
品
で
も
な
い
。
も
っ
と
、
下
だ
。

　
金
語
楼
が
落
語
界
の
新
型
で
あ
っ
た
こ
ろ
、
芸
界
で
は
、
も
っ
と
ケ
タ
違

い
に
花
々
し
い
流
行
児
が
あ
り
、
そ
れ
が
無
声
映
画
で
あ
り
、
活
弁
で
あ
っ

た
。
今
の
徳
川
夢
声
と
生
駒
雷
遊
が
人
気
の
両
横
綱
で
、
群
を
ぬ
い
て
お
り
、

4“歌笑”文化



西
洋
物
で
夢
声
、
日
本
物
で
雷
遊
、
中
学
生
の
私
は
夢
声
の
出
演
す
る
小
屋

を
追
っ
か
け
ま
わ
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
当
時
の
民
心
に
く
い
こ
み
、
時
代

の
流
行
芸
術
と
し
て
は
、
落
語
の
金
語
楼
な
ど
の
比
で
は
な
い
。
芸
の
格
も

ち
が
う
。
夢
声
は
ト
ー
キ
ー
以
来
漫
談
か
ら
芝
居
、
映
画
に
転
じ
、
現
在
で

は
ラ
ジ
オ
の
第
一
人
者
で
も
あ
り
、
文
章
に
お
い
て
も
、
出
色
の
存
在
だ
。

あ
ら
ゆ
る
点
で
日
本
の
芸
人
の
第
一
流
の
存
在
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
く
ら
べ

る
と
、
金
語
楼
や
歌
笑
は
ケ
タ
違
い
に
小
さ
な
三
級
品
程
度
に
す
ぎ
な
い
の

で
あ
る
。

　
又
、
漫
才
界
で
は
新
風
を
劃
し
た
エ
ン
タ
ツ
、
ア
チ
ャ
コ
が
あ
り
、
こ
の

う
ち
、
エ
ン
タ
ツ
は
夢
声
に
比
す
べ
き
第
一
級
の
存
在
で
、
喜
劇
俳
優
と
し

て
は
、
一
流
中
の
第
一
流
の
天
才
だ
と
思
う
の
だ
が
、
そ
の
す
ば
ら
し
い
演
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技
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
風
采
や
、
又
、
喜
劇
と
い
う
も
の
の
日
本
に
お

け
る
位
置
な
ど
か
ら
、
芸
に
相
応
し
て
甚
だ
し
く
低
い
待
遇
を
う
け
て
い
る

の
は
気
の
毒
で
あ
る
。
エ
ン
タ
ツ
の
天
才
や
、
時
代
感
覚
に
く
ら
べ
れ
ば
、

歌
笑
な
ど
は
、
金
魚
と
ミ
ミ
ズ
ぐ
ら
い
の
差
が
あ
っ
て
、
戦
後
に
え
た
人
気

は
、
身
に
余
る
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。

　
し
か
し
、
落
語
家
が
、
歌
笑
を
さ
し
て
漫
談
屋
だ
と
か
、
邪
道
だ
と
い
う

の
は
滑
稽
千
万
で
、
落
語
の
邪
道
な
ん
て
も
の
が
あ
る
も
の
か
。
落
語
そ
の

も
の
が
邪
道
な
の
だ
。

　
落
語
が
、
そ
の
発
生
の
当
初
に
お
い
て
は
、
今
日
の
歌
笑
や
、
ス
ト
リ
ッ

プ
や
、
ジ
ャ
ズ
と
同
じ
よ
う
な
時
代
的
な
も
の
で
、
一
向
に
通
で
も
粋
で
も

な
く
、
恐
ら
く
当
時
の
粋
や
通
の
老
人
連
か
ら
イ
ヤ
が
ら
れ
た
存
在
で
あ
っ
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た
ろ
う
と
思
う
。
つ
ま
り
、
最
も
世
俗
的
な
も
の
で
あ
り
、
風
流
人
の
顔
を

し
か
め
さ
せ
た
湯ゆ
女な
的
な
、
今
日
の
パ
ン
パ
ン
的
現
実
の
線
で
大
衆
に
ア
ッ

ピ
ー
ル
し
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
に
相
違
な
い
。

　
そ
れ
が
次
第
に
単
に
型
と
し
て
伝
承
す
る
う
ち
に
、
時
代
的
な
関
心
や
感

覚
を
全
部
的
に
失
っ
て
、
そ
の
失
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
時
代
的
で
な
い
人

間
か
ら
通
だ
と
か
粋
だ
と
か
ア
ベ
コ
ベ
に
い
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
畸
型
児

な
の
で
あ
る
。

　
明
治
、
そ
れ
か
ら
、
大
正
、
昭
和
と
い
う
途
方
も
な
く
飛
躍
的
な
時
代
を

経
過
し
て
、
昔
の
型
か
ら
一
歩
も
で
る
こ
と
が
で
き
ず
に
、
大
衆
の
中
に
生

き
残
ろ
う
な
ど
と
ム
リ
の
ム
リ
で
、
粋
と
か
通
と
か
い
わ
れ
る
こ
と
が
、
す

で
に
大
衆
の
中
に
生
き
て
い
な
い
こ
と
の
ハ
ッ
キ
リ
し
た
刻
印
な
の
だ
。
大
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衆
の
中
に
生
き
て
い
る
芸
術
は
、
常
に
時
代
的
で
、
世
俗
的
で
、
俗
悪
で
あ

り
、
粋
や
通
と
い
う
時
代
か
ら
取
り
残
さ
れ
た
半
可
通
か
ら
は
イ
ヤ
が
ら
れ

る
存
在
に
き
ま
っ
た
も
の
だ
。

　
落
語
と
い
う
も
の
が
、
昔
の
ま
ま
、
庶
民
芸
術
の
様
相
だ
け
も
ち
な
が
ら
、

全
然
庶
民
性
や
、
時
代
性
を
失
っ
て
い
る
か
ら
、
い
つ
の
時
代
に
も
、
金
語

楼
や
歌
笑
に
類
す
る
も
の
、
つ
ま
り
、
時
代
感
覚
を
と
り
入
れ
よ
う
と
す
る

反
逆
児
が
、
今
後
も
常
に
生
れ
て
く
る
に
き
ま
っ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
金
語
楼
に
し
ろ
、
歌
笑
に
し
ろ
、
そ
の
時
代
感
覚
と
い
う
も
の

は
幼
稚
千
万
な
も
の
だ
。
落
語
と
い
う
窓
の
中
か
ら
外
を
眺
め
て
採
り
い
れ

た
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
、
決
し
て
時
代
を
創
造
す
る
よ
う
な
一
級
的
な
も
の

で
は
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
、
今
後
の
落
語
界
に
、
歌
笑
以
上
の
新
人
が
現
れ
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る
だ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
か
た
く
な
い
。

　
し
か
し
、
歌
笑
に
一
つ
の
独
自
性
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
彼
の
芸
の
背
景

に
し
っ
か
り
と
骨
格
を
な
し
て
い
た
醜
男
の
悲
哀
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
れ
は

菊
池
寛
の
骨
格
を
な
し
て
い
た
そ
れ
よ
り
も
、
も
っ
と
め
ざ
ま
し
く
生
ま
生

ま
し
い
も
の
で
あ
っ
た
し
、
彼
は
そ
れ
を
、
と
も
か
く
生
ま
生
ま
し
く
な
い

笑
い
に
転
置
す
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
が
歌
笑
の
強
味
で
あ
っ
た
が
、
彼
の
未
来
に
と
っ
て
は
、
こ
れ
が
又
、

決
定
的
な
悲
観
的
因
子
を
な
し
て
い
た
ろ
う
と
思
う
。
金
語
楼
の
ハ
ゲ
頭
は
、

愛
く
る
し
く
て
、
映
画
の
笑
い
に
も
適
し
、
三
流
の
ア
チ
ャ
ラ
カ
・
ボ
ー
イ

と
し
て
通
用
す
る
で
あ
ろ
う
が
、
歌
笑
の
顔
は
映
画
に
は
適
さ
な
い
。
笑
い

を
誘
う
と
同
時
に
妖
怪
味
を
た
だ
よ
わ
し
て
い
る
の
だ
。
こ
れ
を
映
画
に
生
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か
す
に
は
一
流
の
天
才
が
い
る
が
、
歌
笑
に
は
、
そ
の
よ
う
な
天
才
は
め
ぐ

ま
れ
て
い
な
い
の
だ
。
こ
の
顔
を
映
画
で
生
か
す
天
分
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
は

も
う
、
一
流
中
の
一
流
の
芸
術
家
な
の
だ
か
ら
。
そ
れ
を
歌
笑
に
の
ぞ
む
こ

と
は
で
き
な
い
。
彼
は
惜
し
ま
れ
て
死
ぬ
に
適
し
た
時
に
死
ん
だ
と
い
え
る
。

　
だ
い
た
い
庶
民
性
を
ま
っ
た
く
離
れ
て
、
骸
骨
だ
け
の
畸
形
児
と
な
っ
た

落
語
の
よ
う
な
も
の
か
ら
、
け
っ
し
て
一
流
の
芸
術
家
は
現
れ
な
い
。

　
一
流
た
る
べ
き
人
間
は
、
は
じ
め
か
ら
、
時
代
の
中
へ
と
び
こ
む
に
き
ま

っ
て
お
り
、
ジ
ャ
ズ
や
、
ス
ト
リ
ッ
プ
や
、
そ
う
い
う
最
も
世
俗
的
な
、
俗

悪
な
も
の
の
中
か
ら
育
っ
て
く
る
に
き
ま
っ
た
も
の
だ
。
法
隆
寺
や
東
照
宮

が
そ
う
い
う
時
代
的
な
俗
悪
な
産
物
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
落
語
と
て
も
、
も

と
は
、
そ
の
よ
う
に
し
て
生
れ
た
も
の
だ
が
、
落
語
が
一
流
で
あ
り
え
た
と
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す
れ
ば
、
そ
れ
が
時
代
と
共
に
育
っ
て
い
た
時
だ
け
の
話
だ
。

　
現
代
の
代
表
的
な
建
築
は
、
法
隆
寺
や
東
照
宮
を
摸
し
、
幽
玄
や
、
風
流

や
、
粋
を
さ
ぐ
っ
た
も
の
か
ら
は
生
れ
て
こ
な
い
に
き
ま
っ
て
い
る
。
も
っ

と
時
代
的
な
俗
悪
な
も
の
、
実
用
的
な
も
の
が
、
後
日
に
お
い
て
、
法
隆
寺

と
同
じ
位
置
に
到
達
す
る
も
の
な
の
だ
。

　
だ
か
ら
、
夢
声
の
よ
う
な
一
流
の
芸
人
が
、
映
画
説
明
と
い
う
俗
悪
で
は

あ
る
が
、
最
も
切
実
に
時
代
的
で
あ
っ
た
不
粋
な
も
の
か
ら
生
れ
て
育
っ
て

き
た
の
は
理
に
か
な
っ
て
い
る
が
、
落
語
の
よ
う
に
、
す
で
に
時
代
と
か
け

離
れ
た
も
の
か
ら
、
一
流
の
も
の
が
現
れ
て
く
る
見
込
み
は
な
い
。
歌
笑
以

上
の
新
人
は
現
れ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
せ
い
ぜ
い
二
流
ど
ま
り
で
、
そ
れ

以
上
で
は
あ
り
え
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
以
上
で
あ
り
う
る
素
質
の
持
主
は
、
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か
な
ら
ず
、
も
っ
と
俗
悪
な
、
時
代
的
な
も
の
へ
飛
び
こ
ん
で
生
き
よ
う
と

す
る
に
き
ま
っ
て
い
る
か
ら
。

　
現
代
に
お
い
て
は
俗
悪
な
、
そ
し
て
煽
情
的
な
実
用
品
に
す
ぎ
な
い
ジ
ャ

ズ
や
ブ
ギ
ウ
ギ
が
、
や
が
て
古
典
と
な
っ
て
、
モ
オ
ツ
ァ
ル
ト
や
シ
ョ
パ
ン

の
メ
ニ
ュ
エ
ッ
ト
や
ワ
ル
ツ
と
同
じ
位
置
を
占
め
る
よ
う
に
な
る
も
の
な
の

だ
。
い
か
な
る
典
雅
な
古
典
も
、
そ
れ
が
過
去
に
お
い
て
真
に
生
き
て
い
た

時
に
は
、
俗
悪
な
実
用
品
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
落
語
の
新
人
に
一
流
の
芸
術
を
の
ぞ
む
の
は
ム
リ
で
あ
る
し
、
又
、
落
語

の
古
典
的
な
伝
承
者
に
一
流
の
芸
術
を
の
ぞ
む
の
は
な
お
さ
ら
ム
リ
だ
。
時

代
に
生
き
て
い
た
こ
と
の
な
い
一
流
の
芸
術
な
ど
は
あ
る
は
ず
が
な
い
の
だ

か
ら
。
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人
形
や
歌
舞
伎
や
能
楽
と
て
も
同
断
で
あ
る
。
粋
や
通
な
る
も
の
か
ら
血

の
通
わ
ぬ
名
人
芸
は
生
れ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
本
当
に
民
衆
の
血
と
と
も

に
育
つ
一
流
の
芸
術
は
生
れ
な
い
。
わ
れ
わ
れ
が
そ
れ
を
期
待
し
て
よ
ろ
し

い
の
は
、
ジ
ャ
ズ
や
、
ス
ト
リ
ッ
プ
の
よ
う
な
、
時
代
的
に
最
も
俗
悪
な
も

の
の
な
か
か
ら
だ
。
最
も
多
く
の
志
望
者
と
切
実
な
生
活
の
中
か
ら
現
れ
て

く
る
の
だ
か
ら
。
そ
れ
が
生
き
て
い
る
時
は
俗
悪
な
実
用
品
に
す
ぎ
な
い
も

の
が
、
古
典
と
な
る
時
に
、
芸
術
の
名
で
生
き
残
る
。
生
き
な
が
ら
、
反
時

代
的
な
粋
や
通
に
愛
さ
れ
、
名
人
の
名
を
う
け
る
も
の
は
、
生
き
て
い
る
幽

霊
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
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