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「
お
家
芸
」
に
期
待
し
ま
す

（
落
語
家

）

は
、
大
阪
人
の
人
懐
っ
こ
さ
が
と

て
も
好
き
で
す
。
以
前
、
大
阪
市

内
の
路
上
で
、
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス

書
道
の
お
仕
事
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
こ
と
が

あ
り
ま
し
た
。
大
き
な
書
を
完
成
さ
せ
た
後
す

ぐ
に
、
年
配
の
女
性
が
「
え
え
字
書
く
わ
ぁ
」

と
声
を
か
け
て
く
れ
、
お
も
む
ろ
に
お
に
ぎ
り

を
く
れ
た
ん
で
す
。
心
の
あ
た
た
ま
る
街
だ
な

ぁ
と
、
し
み
じ
み
思
い
ま
し
た
。
僕
は
熊
本
県

の
出
身
で
す
が
、
そ
の
時
大
阪
に
親
し
み
を
感

じ
、
心
が
触
れ
合
っ
た
よ
う
な
気
が
し
た
の
を

覚
え
て
い
ま
す
。

大
阪
の
街
で
、
も
う
ひ
と
つ
気
に
入
っ
て
い

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
飲
食
街
の
楽

し
さ
。
そ
の
ご
み
ご
み
と
し
た
雰
囲
気
も
好
き

で
す
。
初
め
て
地
下
の
飲
食
街
に
行
っ
た
時
、

立
っ
た
ま
ま
食
べ
る
串
カ
ツ
の
店
（
ス
タ
ン
ド
）

に
入
り
ま
し
た
。
何
と
も
言
え
な
い
活
気
と
大

胆
さ
が
あ
っ
て
、
あ
の
お
い
し
さ
と
驚
き
は
、

一
生
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
し
ょ
う
。
大

阪
の
飲
食
店
は
、
ど
こ
へ
行
っ
て
も
、
何
を
食

べ
て
も
美
味
い
気
が
し
ま
す
。
今
も
、
大
阪
へ

行
く
機
会
が
あ
る
と
必
ず
、
ぶ
ら
ぶ
ら
と
地
下

の
飲
食
街
を
見
て
ま
わ
り
ま
す
ね
。

最
近
、
地
元
の
人
か
ら
「
大
阪
に
活
気
が
な

い
」
と
い
う
言
葉
を
耳
に
す
る
こ
と
が
多
く
な

り
ま
し
た
。
大
阪
独
自
の
文
化
は
す
ば
ら
し
い

の
に
、
近
代
化
に
伴
っ
て
、
だ
ん
だ
ん
独
自
性

が
減
っ
て
き
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
僕

は
、
大
阪
は
「
世
界
に
誇
る
オ
ン
リ
ー
・
ワ
ン
の

街
」
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
誇
り
と
自
信
を
持

っ
て
、
も
っ
と
も
っ
と
大
阪
ら
し
さ
を
爆
発
さ

せ
て
い
っ
て
欲
し
い
で
す
。
大
阪
の
人
懐
っ
こ

さ
や
、
大
き
な
声
、
元
気
の
よ
さ
が
あ
れ
ば
、
こ

の
殺
伐
と
し
た
世
の
中
が
、
少
し
ず
つ
明
る
い

方
向
へ
向
か
っ
て
行
く
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

今
年
の
3
月
に
、「
淀
屋
橋
地
区
第
一
種
市

街
地
再
開
発
事
業
」
の
竣
工
式
に
参
加
さ
せ
て

い
た
だ
き
、
ジ
ャ
ズ
ピ
ア
ニ
ス
ト
の
小
川
理ま

さ

子こ

さ
ん
と
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
で
、「
賑
」
と
い

う
字
を
書
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
僕
の
大

好
き
な
大
阪
の
街
は
、
活
気
や
賑
わ
い
に
あ
ふ

れ
た
街
。
今
の
大
阪
に
、
再
び
賑
わ
い
が
戻
っ

て
く
る
よ
う
に
、
い
や
戻
る
だ
け
で
な
く
、
以

前
よ
り
ま
す
ま
す
活
気
づ
い
て
い
く
よ
う
に
、

と
い
う
願
い
を
込
め
て
、
こ
の
字
を
選
び
ま
し

た
。
そ
し
て
、
パ
ワ
ー
ア
ッ
プ
し
て
い
く
姿
を

想
像
し
な
が
ら
、
書
き
上
げ
ま
し
た
。

活
気
や
賑
わ
い
が
あ
っ
て
こ
そ
の
大
阪
。
大

阪
が
以
前
の
よ
う
な
賑
わ
い
を
取
り
戻
し
、
本

気
を
出
し
た
ら
、
世
界
中
を
元
気
に
し
て
く
れ

る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
期
待
し
て
い
ま
す
。
（
談
）
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機
構
の
地
域
懇
談
会
の
委
員
に
な

っ
て
い
た
だ
け
ま
せ
ん
か
」。
電

話
で
そ
う
聞
い
た
時
、
耳
を
疑
い

ま
し
た
。
落
語
家
に
委
員
を
任
せ
る
？
　
ど

う
い
う
こ
っ
ち
ゃ
？
　

上
方
落
語
界
は
空
前
の
活
況
に
沸
い
て
い
ま

す
。
関
西
で
は
戦
後
初
の
落
語
専
門
演
芸
場

「
天
満
天
神
繁
昌
亭
」（
大
阪
市
北
区
）
が
一
昨
年

9
月
に
開
業
。
さ
ら
に
上
方
落
語
を
題
材
に
し

た
N
H
K
連
続
テ
レ
ビ
小
説「
ち
り
と
て
ち
ん
」

が
、
今
年
3
月
ま
で
半
年
間
、
お
茶
の
間
に
流

れ
ま
し
た
。「
地
域
懇
談
会
に
落
語
家
を
」
と

な
っ
た
の
も
、
落
語
の
存
在
感
が
高
ま
っ
た
お

か
げ
で
し
ょ
う
。
こ
こ
は
楽
屋
代
表
と
し
て
、

謹
ん
で
委
員
就
任
を
お
受
け
し
ま
し
た
。

地
域
懇
談
会
の
委
員
は
、
U
R
西
日
本
支
社

が
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
す
る
再
開
発
事
業
等
の
現
場

を
視
察
し
、意
見
を
述
べ
ま
す
。
今
年
、二
回
の

懇
談
会
で
大
阪
駅
北
地
区
等
計
4
カ
所
を
訪
れ

ま
し
た
。
こ
の
機
会
を
得
て
、私
は
三
つ
の
点

で
す
ご
く
勉
強
に
な
っ
て
い
ま
す
。

一
つ
目
は
、
明
確
な
コ
ン
セ
プ
ト
に
基
づ
い

た
ま
ち
づ
く
り
を
、
こ
の
目
で
初
め
て
見
た
こ

と
で
す
。
大
阪
・
天
王
寺
区
の
「
桃
坂
コ
ン
フ

ォ
ガ
ー
デ
ン
」
は
、
大
阪
赤
十
字
病
院
に
隣
接

す
る
区
域
に
診
療
所
、
有
料
老
人
ホ
ー
ム
、
保

育
所
が
設
け
ら
れ
、
賃
貸
マ
ン
シ
ョ
ン
、
分
譲

マ
ン
シ
ョ
ン
も
。
幅
広
い
世
代
の
住
民
が
「
医

住
直
結
」
を
実
現
で
き
る
空
間
で
す
。
体
調
が

悪
く
な
っ
た
ら
、
住
居
の
側
の
診
療
所
で
ま
ず

診
て
も
ら
い
、
必
要
に
応
じ
て
紹
介
状
を
持
っ

て
隣
の
赤
十
字
病
院
へ
直
行
。
心
強
い
こ
と
で

す
。私
の
母
は
実
家
で
寝
た
き
り
な
の
で
す
が
、

こ
ん
な
街
に
住
ん
で
く
れ
た
ら
安
心
や
な
ぁ
。

敷
地
内
に
は
ス
ー
パ
ー
、
飲
食
店
も
あ
り
、
こ

の
地
区
だ
け
で
生
活
が
完
結
で
き
ま
す（
あ
と
寄

席
小
屋
と
映
画
館
が
あ
っ
た
ら
カ
ン
ペ
キ
で
す
）。

駅
か
ら
徒
歩
数
分
と
い
う
便
利
な
場
所
で
、

病
院
を
核
と
し
た
ま
ち
づ
く
り
が
で
き
た
の

は
、高
い
公
共
性
を
掲
げ
る
U
R
な
ら
で
は
、で

す
。パ
チ
ン
コ
店
も
ゲ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
も
な
い
。

民
間
業
者
が
採
算
だ
け
を
考
え
て
開
発
し
た
の

で
は
、
こ
う
は
い
か
な
い
で
し
ょ
う
。

二
つ
目
は
、
独
立
行
政
法
人
の
あ
り
方
に
つ

い
て
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
。
事
業
推
進

の
た
め
に
国
費
等
も
使
わ
れ
て
い
る
以
上
、U
R

の
行
方
に
無
関
心
で
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
。
随
意

契
約
に
、
天
下
り
。
マ
ス
コ
ミ
の
標
的
に
な
っ

て
い
ま
す
が
、一
納
税
者
と
し
て
、報
道
の
見
出

し
だ
け
で
誘
導
さ
れ
な
い
眼
力
も
必
要
で
す
。

三
つ
目
は
、
私
自
身
の
P
R
下
手
を
自
戒
し

た
こ
と
で
す
。
懇
談
会
の
席
上
、
あ
る
委
員
が

「
U
R
は
P
R
が
下
手
」
と
指
摘
し
、
U
R
幹
部

が
答
え
ま
し
た
。「
以
前
は
い
い
仕
事
を
し
て

い
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
で
世
間
は
わ
か
っ
て
く
れ

る
と
思
っ
て
い
た
」。

そ
う
な
ん
で
す
。
私
も
「
舞
台
で
い
い
落
語

さ
え
や
っ
て
い
れ
ば
、
自
然
に
客
が
つ
い
て
く

る
」
と
信
じ
て
い
ま
し
た
。
で
も
、
時
代
は
変

わ
り
ま
し
た
。
セ
ー
ル
ス
ポ
イ
ン
ト
は
自
分
か

ら
ど
ん
ど
ん
売
り
こ
む
べ
き
で
す
。
商
品
で
あ

る
芸
を
お
ろ
そ
か
に
し
て
は
論
外
で
す
。
そ
の

点
、
U
R
は
大
丈
夫
。
ま
ち
づ
く
り
の
プ
ロ
デ

ュ
ー
ス
、
借
り
や
す
い
賃
貸
住
宅
と
い
っ
た

「
お
家
芸
」
が
あ
り
ま
す
か
ら
。
自
信
と
誇
り

を
持
っ
て
「
お
家
芸
」
を
売
り
こ
ん
で
い
た
だ

き
た
い
。
期
待
し
て
い
ま
す
！
　

ま
す
ま
す
の
賑
わ
い
と
活
気
を
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✣

✣

✣✣

（
書
道
家

）

✣

✣


