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「
お
笑
い
を
申
し
上
げ
ま
す
」。
人
前
で
話
す
こ
と
が
苦
手
な
落
語
好
き

の
小
学
生
が
、
座
布
団
を
教
壇
に
敷
い
た
だ
け
の
即
興
の
高
座
で
勇
気

を
振
り
絞
っ
た
一
席
。
同
級
生
か
ら
の
拍
手
喝
采
を
浴
び
た
瞬
間
、
一

人
の
噺
家
が
誕
生
し
た
。
の
ち
の
三
遊
亭
鳳
楽
さ
ん
で
あ
る
。

　

昭
和
22
年
（
１
９
４
７
）、
埼
玉
県
川
越
市
生
ま
れ
。
小
学
一
年
生
の

頃
、
浪
曲
好
き
の
父
親
に
連
れ
ら
れ
て
行
っ
た
寄
席
で
落
語
と
出
会
っ

た
。
笑
い
と
と
も
に
知
識
を
与
え
て
く
れ
る
落
語
が
好
き
で
、
中
学
生

の
頃
に
は
落
語
家
に
な
る
こ
と
を
心
に
決
め
て
い
た
。

　

18
歳
で
故
五
代
目
三
遊
亭
円
楽
さ
ん
に
入
門
。
内
弟
子
を
と
ら
な
い

師
匠
の
も
と
、
月
７
０
０
０
円
の
長
屋
四
畳
半
一
間
か
ら
の
ス
タ
ー
ト

だ
っ
た
が
、「
い
ろ
ん
な
人
の
噺
を
毎
日
聞
け
る
。
こ
ん
な
い
い
こ
と
は

な
い
だ
ろ
う
」
と
嬉
し
く
て
た
ま
ら
な
か
っ
た
。「
師
匠
に
似
す
ぎ
る
の

は
よ
く
な
い
」
と
い
う
円
楽
さ
ん
の
意
向
で
、
故
七
代
目
立
川
談
志
さ

ん
な
ど
多
く
の
先
輩
に
稽
古
を
つ
け
て
も
ら
っ
た
こ
と
は
、
落
語
家
と

し
て
の
基
盤
に
な
っ
て
い
る
。「
い
い
と
こ
ろ
を
と
っ
て
、
自
分
の
考
え

を
入
れ
て
、
か
き
混
ぜ
て
、
組
み
立
て
て
い
く
ん
で
す
。
そ
う
す
る
と

誰
に
も
な
い
個
性
が
生
ま
れ
て
く
る
」。

　

昭
和
53
年
（
１
９
７
８
）、鳳
楽
さ
ん
の
大
師
匠
で
あ
り
昭
和
の
名
人
、

六
代
目
三
遊
亭
圓
生
さ
ん
と
そ
の
一
門
は
落
語
協
会
を
抜
け
、
三
遊
協

会
を
設
立
し
た
。
寄
席
に
出
ら
れ
な
く
な
っ
た
こ
と
を
契
機
に
、「
日
本

全
国
を
寄
席
に
し
て
し
ま
お
う
」
と
、
圓
生
さ
ん
の
本
当
の
名
人
芸
を

見
せ
る
一
年
間
の
全
国
行
脚
を
は
じ
め
た
。
翌
年
９
月
の
あ
る
日
、
鳳

楽
さ
ん
は
「
今
ま
で
に
な
い
く
ら
い
の
、
吸
い
込
ま
れ
て
い
き
そ
う
な

高
座
だ
っ
た
」
と
大
師
匠
の
か
つ
て
な
い
ほ

ど
の
気
迫
に
気
付
い
て
い
た
。
そ
の
会
終
了

後
、
楽
屋
で
倒
れ
た
。
享
年
79
歳
。
そ
の
日

は
奇
し
く
も
圓
生
さ
ん
の
誕
生
日
、
鳳
楽
さ

ん
（
当
時
楽
松
）
の
真
打
披
露
・「
鳳
楽
」
襲

名
の
６
日
前
だ
っ
た
。

　

落
語
協
会
脱
会
後
圓
生
さ
ん
が
認
め
た
最

初
で
最
後
の
真
打
と
な
っ
た
鳳
楽
さ
ん
の
襲

名
披
露
に
は
、
圓
生
さ
ん
の
逝
去
直
後
と
い

昭
和
の
遺
志
を
継
ぐ
落
語
家
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取
材
・
福
田
温
子

う
こ
と
も
あ
っ
て
、
他
団
体
か
ら
も
多
く
出
席
。
10
日
間
の
真
打
披
露

で
は
名
だ
た
る
名
人
が
口
上
を
述
べ
た
。
嬉
し
さ
と
同
時
に
、「
お
ま

え
し
っ
か
り
し
ろ
よ
、
お
れ
が
推
挙
し
た
真
打
だ
ぞ
。
そ
ん
な
圓
生
の

声
が
聞
こ
え
て
く
る
よ
う
で
辛
く
て
辛
く
て
」。

　

そ
の
後
多
く
の
輝
か
し
い
賞
を
受
賞
し
、
今
年
、
五
代
目
円
楽
一
門

会
・
最
高
顧
問
と
な
っ
た
。
そ
れ
で
も
、「
圓
生
の
足
下
に
で
も
近
づ

き
た
い
」
と
い
う
思
い
は
変
わ
ら
な
い
。「
噺
家
は
、
砂
山
を
上
が
る

が
ご
と
く
修
業
す
る
」。
忘
れ
ら
れ
な
い
圓
生
さ
ん
の
言
葉
だ
。「
怠
け

て
り
ゃ
ず
る
ず
る
ず
る
っ
と
下
ま
で
落
ち
ち
ゃ
う
。
一
生
懸
命
上
が
ろ

う
と
思
っ
た
っ
て
、
現
状
維
持
も
で
き
ま
せ
ん
」。
さ
ら
に
、「
ま
だ
ま

だ
や
ら
な
き
ゃ
い
け
な
い
落
語
は
い
っ
ぱ
い
あ
り
ま
す
。
あ
た
し
が
圓

生
か
ら
受
け
継
い
だ
も
の
を
や
ら
な
い
と
。
遺
産
と
し
て
葬
ら
れ
て
し

ま
う
こ
と
は
も
っ
た
い
な
い
」
と
、
古
典
の
言
葉
を
現
代
で
も
理
解
し

や
す
い
よ
う
に
工
夫
す
る
な
ど
、
後
世
に
残
し
て
い
く
た
め
日
々
思
案

す
る
。「
先
人
た
ち
が
や
っ
て
く
れ
た
こ
と
で
す
か
ら
、
あ
た
し
た
ち

も
恩
返
し
で
や
っ
て
い
か
な
く
ち
ゃ
い
け
な
い
こ
と
で
す
か
ら
ね
」。

　

３
月
11
日
に
は
お
江
戸
日
本
橋
亭
に
て
「
鳳
楽
一
門
会
」
を
行
う
。

弟
子
が
師
匠
と
同
じ
高
座
に
上
が
る
こ
と
が
で
き
る
貴
重
な
機
会
だ
。

か
つ
て
師
匠
や
大
師
匠
の
背
中
を
見
て
、
技
を
盗
み
、
血
肉
に
し
て
き

た
自
分
の
よ
う
に
、
弟
子
た
ち
が
大
き
く
飛
躍
し
て
く
れ
る
こ
と
を

願
っ
て
、
今
日
も
高
座
へ

―
。


