
　

馴
染
み
の
方
も
多
い
か
と
思
い
ま
す
が
、

落
語
と
は
、
一
人
の
人
物
が
、
座
布
団
の
上

で
身
振
り
と
手
振
り
を
交
え
一
人
何
役
も
演

じ
な
が
ら
噺は

な
し

を
進
め
る
芸
で
あ
り
、
最
後
の

「
落
ち
（
下
げ
）」
が
魅
力
で
す
。

　

落
語
家
の
原
型
と
な
っ
た
の
は
、
室
町
時

代
末
期
か
ら
安
土
桃
山
時
代
に
か
け
て
、
戦

国
大
名
の
そ
ば
に
仕
え
、
話
の
相
手
を
し
た

り
、
世
情
を
伝
え
た
り
す
る
「
御お

と
ぎ
し
ゅ
う

伽
衆
」

「
御お

は
な
し
し
ゅ
う

咄
衆
」と
呼
ば
れ
る
人
た
ち
だ
と
い
わ
れ

て
い
ま
す
。

　

そ
の
後
、
江
戸
時
代
に
入
る
と
、
有
料
で

噺
を
聞
か
せ
る
人
た
ち
が
登
場
し
ま
し
た
。

大
坂
難
波
で
は
大
坂
落
語
の
祖
「
米
沢
彦

八
」、
京
都
で
は
上
方
落
語
の
祖
「
露
の
五

郎
兵
衛
」、
江
戸
で
は
江
戸
落
語
の
祖
「
鹿

野
武
左
衛
門
」
な
ど
が
ほ
ぼ
同
時
期
に
登

場
、
職
業
と
し
て
の
落
語
が
始
ま
っ
た
と
さ

れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
落
語
の
ス
タ
イ
ル
も
江
戸
と
上
方
で

は
、
少
し
違
い
ま
す
。
江
戸
落
語
で
は
道
具

は
手
拭
い
と
扇
子
し
か
使
い
ま
せ
ん
が
、
上

方
落
語
で
は
見け
ん
だ
い台
と
呼
ば
れ
る
机
の
上
に
小

拍
子
と
い
う
小
さ
な
拍
子
木
、
そ
の
前
に
は

膝
隠
し
と
い
う
衝
立
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と

が
多
い
の
で
す
。
話
す
演
目
も
、
江
戸
で
は

武
士
と
町
人
が
登
場
す
る
噺
が
多
い
の
に
対

し
て
、上
方
で
は
商あ

き
ん
ど人

が
よ
く
登
場
し
ま
す
。

　

で
は
ど
ん
な
噺
が
演
じ
ら
れ
て
い
る
の
で

し
ょ
う
か
。
時
代
の
流
れ
の
中
で
、
そ
の
噺

に
出
て
く
る
題
材
や
職
種
、
用
語
や
道
具
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が
使
わ
れ
な
く
な
り
、
高
座
に
か
か
ら
な
く

な
っ
て
し
ま
っ
た
噺
も
少
な
く
あ
り
ま
せ

ん
。
現
代
で
も
頻
繁
に
演
じ
ら
れ
て
い
る
古

典
落
語
の
中
か
ら
、
お
金
に
関
係
す
る
噺
を

い
く
つ
か
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。

　

寒
い
冬
の
夜
、
夜
鳴
き
そ
ば
を
頼
ん
だ

客
が
、
代
金
の
十
六
文
を
一
文
ず
つ
支
払
う

と
き
に
、
ふ
い
に
「
今
な
ん
ど
き
だ
い
？
」

と
時
間
を
聞
い
て
、
店
主
が
答
え
た
時
間
を

勘
定
に
入
れ
て
一
文
ご
ま
か
す
様
子
を
見
て

い
た
男
。
今
度
は
自
分
が
別
の
店
で
そ
れ
を

真
似
し
て
み
る
が
、
時
間
が
違
う
の
で
逆
に

一
文
多
く
払
っ
て
し
ま
う
と
い
う
『
時
そ

ば
』。
こ
っ
け
い
話
と
し
て
代
表
的
な
演
目

で
す
が
、
上
方
で
は
『
時
う
ど
ん
』
と
し
て

演
じ
ら
れ
ま
す
。

　

ま
た
落
語
は
笑
う
噺
ば
か
り
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
例
え
ば
人
間
の
喜
怒
哀
楽
を
表

現
し
な
が
ら
涙
を
誘
う
「
人
情
噺
」。
中
で

も
代
表
的
な
噺
に
『
芝
浜
』
と
い
う
演
目

が
あ
り
ま
す
。
こ
の
噺
は
最
後
の
場
面
が
大

晦
日
で
あ
る
た
め
、
12
月
に
演
じ
ら
れ
る
こ

と
が
多
い
、
い
わ
ゆ
る
“
大
ネ
タ
”（
落
語

家
の
力
量
が
必
要
な
大
作
）
の
一
つ
で
す
。

　

酒
が
好
き
で
借
金
ま
み
れ
の
魚
屋
の
勝
五

郎
が
、
あ
る
朝
、
芝
の
浜
で
財
布
を
拾
う
。

帰
っ
て
財
布
を
見
る
と
五
十
両
入
っ
て
い

る
。
勝
五
郎
は
祝
い
酒
だ
と
友
だ
ち
を
呼

び
、
ど
ん
ち
ゃ
ん
騒
ぎ
の
後
、
酔
っ
ぱ
ら
っ

て
寝
て
し
ま
う
。
翌
朝
、
女
房
は
い
つ
も
ど

お
り
勝
五
郎
を
た
た
き
起
こ
し
、「
財
布
？

な
ん
の
こ
と
？
」
と
嘘
を
つ
き
通
し
す
べ
て

夢
だ
っ
た
と
思
わ
せ
る
。
勝
五
郎
は
大
い
に

反
省
し
、
酒
を
断
ち
朝
か
ら
晩
ま
で
ま
じ
め

に
働
き
始
め
た
。
そ
の
甲
斐
も
あ
り
、
借
金

を
返
し
今
で
は
蓄
え
も
で
き
る
よ
う
に
な
っ

た
三
年
後
の
大
晦
日
の
夜
、
女
房
は
勝
五
郎

に
す
べ
て
を
打
ち
明
け
る
。
勝
五
郎
は
怒
る

ど
こ
ろ
か
女
房
に
よ
く
騙
し
て
く
れ
た
と
礼

を
言
う
。
そ
し
て
女
房
に
断
っ
て
い
た
酒
を

勧
め
ら
れ
る
が
、
杯
を
口
ま
で
持
っ
て
い
き

か
け
た
と
こ
ろ
で
「
よ
そ
う
、
ま
た
夢
に
な

る
と
い
け
ね
え
」
と
「
下
げ
」
の
一
言
で
終

わ
り
ま
す
。
喜
怒
哀
楽
が
豊
か
に
語
ら
れ

る
『
芝
浜
』
は
、
一
生
懸
命
に
生
き
る
人
々

の
健
気
さ
が
、
時
代
を
超
え
私
た
ち
を
落

語
の
魅
力
に
引
き
込
ん
で
い
き
ま
す
。

　

落
語
に
興
味
を
持
っ
た
ら
、
ま
ず
は
寄
席

に
出
か
け
て
み
ま
し
ょ
う
。
寄
席
と
は
、
落

語
を
中
心
に
漫
才
や
マ
ジ
ッ
ク
な
ど
の
さ
ま

ざ
ま
な
演
芸
を
楽
し
む
こ
と
の
で
き
る
会
場

（
ま
た
は
公
演
）
の
こ
と
で
す
（
ち
な
み
に

漫
才
や
マ
ジ
ッ
ク
な
ど
は
、
出
演
者
の
名
前

参考資料：「落語の歴史」河出書房新社、「落語ハンドブック」三省堂、「落語協会」 http://rakugo-kyokai.or.jp/、「落語芸術協会」 http://www.geikyo.com/、
「上方落語協会」 http://www.kamigatarakugo.jp/ など

が
赤
色
で
描
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら“
色
物
”

と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
）。
基
本
的
に
一
年

３
６
５
日
年
中
無
休
で
興
行
し
て
い
る
定
席

の
寄
席
は
、
東
京
で
は
上
野
鈴
本
演
芸
場
、

浅
草
演
芸
ホ
ー
ル
、
新
宿
末
廣
亭
、
池
袋

演
芸
場
の
４
カ
所
、
大
阪
の
天
満
天
神
繁

昌
亭
、
名
古
屋
の
大
須
演
芸
場
が
あ
り
ま

す
。
定
席
の
寄
席
で
は
、
一
カ
月
を
10
日
ず

つ
上
席
、
中
席
、
下
席
と
区
切
り
、
一
日
を

昼
の
部
、
夜
の
部
と
出
演
者
を
分
け
て
興

行
を
行
っ
て
い
ま
す
。
多
く
の
落
語
家
が
登

場
す
る
の
で
、
い
ろ
い
ろ
な
噺
に
出
合
う
こ

と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。
ま
た
、
毎
日
で
は

あ
り
ま
せ
ん
が
、
国
立
演
芸
場
や
お
江
戸
日

本
橋
亭
を
は
じ
め
さ
ま
ざ
ま
な
演
芸
場
で

落
語
の
公
演
が
あ
り
ま
す
。

　

演
芸
場
以
外
で
鑑
賞
す
る
に
は
ホ
ー
ル
落

語
が
あ
り
ま
す
。
普
段
は
、
コ
ン
サ
ー
ト
や

芝
居
を
上
演
す
る
劇
場
な
ど
で
開
催
す
る

ホ
ー
ル
落
語
で
は
、
落
語
家
一
人
当
た
り
の

上
演
時
間
が
長
く
、
お
目
当
て
の
落
語
家
を

十
分
に
堪
能
す
る
こ
と
が
可
能
で
す
。

　　

古
典
か
ら
新
作
ま
で
、
言
葉
の
芸
を
ラ
イ

ブ
で
楽
し
む
落
語
。
ぜ
ひ
お
気
に
入
り
の
落
語

家
や
演
目
を
見
つ
け
て
楽
し
ん
で
く
だ
さ
い
。
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