
″再
生
の
心
ク
託
し

笑
い
上
手
の
民
族

>①

■

『
が

ば

い
…

』

の
魔

力

「
こ
れ
、
面
白
い
ぞ
」

関
西
大
社
会
学
部
の
本
村
洋
二
教
授

が
友
人
か
ら
、
あ
る
本
を
薦
め
ら
れ
た

の
は
２
年
前
の
こ
と
だ
。

『
が
ば
い
ば

あ
ち
ゃ
ん
の
笑
顔
で
生
き
ん
じ
ゃ
い

―
』

（
徳
問
文
庫
）
。
元
漫
才
師
の
島

田
洋
七
氏
が
、
育
て
の
親
だ
っ
た
祖
母

の
思
い
出
を
経
っ
た
２
‐――‐
目
の
本
で
あ

る
。「

セ
ピ
ア
色
の
世
界
が
広
が
っ
て
い

て
、
そ
の
中
で
失
敗
し
て
も
あ
っ
け
ら

か
ん
と
し
て
い
ら
れ
る
人
が
描
か
れ
て

い
る
。
こ
れ
は
哲
学
だ
と
思
い
ま
し
た

ね
」と

り
わ
け
脳
裏
に
残
っ
た
の
は
以
下

の
エ
ピ
ソ
ー
ド
だ
。

〈
中
学
生
に
な
っ
た
鳥
田
少
年
が
、

通
知
表
を
見
せ
な
が
ら
小
さ
な
声
で
言

「
１
と
か
２
ば
か
り
で
ご
め
ん
ね
」

ば
あ
ち
ゃ
ん
が
顔
を
見
返
し
て
言

う
。

「
何
、
言
う
と
る
。
大
文
夫
、
大

文
人
。
足
し
た
ら
、
５
に
な
る
」

「
え
？
　
通
知
表
っ
て
、
足
し
て
も

い
い
の
，
ｔニ

「人
生
は
、
総
合
力
」
Ｖ

「
視
点
を
変
え
て
み
る
」
と
い
う
の

は
、
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
得
意
技
だ
っ
た

‥

で
始
ま
る
く
だ
り
も
、
が
ば
い
ば
あ
ち

ゃ
ん
の
本
領
発
揮
で
あ
る
。
古
く
な
っ

て
止
ま
り
、
永
遠
に
２
時
を
指
し
続
け

る
イ
ギ
リ
ス
製
時
計
を
捨
て
ず
に
う
そ

ぶ
く
。

「
２
時
に
は
ビ
タ
ッ
と
合
っ
て

い
る
。
毎
日
、
２
回
は
合
っ
て
い
る
か

ら
、
２
回
見
れ
ば
大
文
夫
」
。

本
村
教
授
は
早
速
、

『
が
ば
い
‥
』

を
笑
い
の
総
合
科
学
ゼ
ミ
の
教
材
に
し

た
。
学
生
た
ち
の
寄
せ
た
感
想
文
が
ま

た
、
興
味
深
か
っ
た
。

〈
初
め
て
１
冊
の
本
を
読
み
切

っ

た
。
夢
中
に
な
っ
て
電
車
を
乗
り
過
ご

し
た
〉

〈
私
の
本
棚
に
生
涯
置
い
て
お
こ
う

と
思
う
本
で
す
〉

予
想
以
上
の
反
応
の
理
由
を
木
村
教

授
は
こ
う
分
析
す
る
。

「
ユ
ー
モ
ア
や
笑
い
は
価
値
観
の
転

倒
か
ら
始
ま
る
。
朝
ご
飯
が
な
い
朝
に

催
促
さ
れ
て
泣
き
言
を
言
う
の
で
は
な

く
、

『
昨
日
、
食

べ
た
だ
ろ
う
』
と

切
り
返
す
視
点
。

何
も
な
い
こ
と
が

面
白
み
に
変
わ

り
、
笑

い
に
な

る
。
し
か
し
、
苦

境
を
笑
っ
て
命
の

波
動
に
変
え
る
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
知

恵
、
日
本
人

の
知
恵

が
な

い
が
し
ろ
に

さ

れ

、
若

者

た
ち

に
伝

わ

っ
て

い
な

い
。
学
生
た
ち
は
そ
れ

に
気
が
付
い
た

の
だ
と
思
い
ま
す
」

■

「感
謝
の
笑
い
」
奉
納

日
本
に
は
、
笑

い
を
神
に
睾
納
す
る

儀
式
が
８
０
０
年
以
上
前
か
ら
存
在
す

る
。
山
口
県
防
府
市
の
小
俣
八
幡
宮
の

「
笑

い
講
」
だ
。
現
在
は

１２
月
の
第
１

日
曜
日
、
氏
子
の
講
員
２‐
戸
の
代
表
が

集
ま
り
、
観
い
合
う
よ
う
に
３
度
ず
つ

大
笑
い
す
る
。
最
初
は
今
年
の
豊
作
ヘ

の
感
謝
、
２
度
目
は
来
年
の
豊
作
の
祈

願
、
最
後
は
今
年
の
苦
難
を
忘
れ
る
た

め
の
笑
い
で
あ
る
。
最
後
は
そ
の
場
に

い
る
全
員
が
大
笑
を
三
唱
す
る
。

「笑
い
そ
の
も
の
を
華
納
す
る
儀
式

は
世
界
で
も
静
有，だ
と
思
う
」
と
、
金

城
学
院
大
人
間
科
学
部
の
森
下
伸
也
教

三
井
寺
金
堂
に
安
〓
さ
れ
て
い
る
円
空

一

の
書
女
籠
王
像
。
い
ず
れ
も
笑
ん
て
な

一

ご
や
か
な
表
情
だ
　
　
　
　
＝
大
津
市

一

授
は
話
す
。

さ
ら
に
古
い
、
神
へ
の
感
謝
の
笑
い

は
日
本
最
古
の
神
牡
つ
川
つ
、
熟
田
神

宮

（名
古
屋
）
の
笑
酔
人
神
事
で
、
６

８
６
年
起
源
と
伝
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は

神
官
全
員
が
暗
闇
の
神
前
で
円
陣
に
な

り
、
各
自
が
隠
し
持
っ
た
神
面
を
中
啓

で
軽
く
た
た
き
、
そ
の
度
に

「
オ
ホ

ッ
」
と
い
う
声
を
発
し
た
後
、
下
手
に

笛
を
吹
い
て
全
員
が
高
笑
い
す
る
と
い

う
も
の
だ
。
熱
田
大
神
の
ご
神
体
、
草

薙
の
神
剣
が
朝
廷
か
ら
返
還
さ
れ
た
時

の
喜
び
を
今
日
に
伝
え
る
も
の
と
さ
れ

る
。「２

つ
の
神
事
は
い
ず
れ
も
、
笑
い

が
神
に
対
す
る
感
謝
の
表
現
に
な
っ
て

い
る
。
凶
事
を
進
断
し
、
幸
運
を
招
来

す
る
力
を
実
い
そ
の
も
の
に
見
る
笑
門

来
福
思
想
と
い
う
共
通
点
が
あ
り
ま
す

ね
」日

本
最
古
の
書
物
、
古
事
記
に
は
す

で
に
笑
い
の
効
用
が
書
か
れ
て
い
る
、

と
森
下
教
授
は
指
摘
す
る
。
岩
穴
に
隠

れ
て
し
ま
っ
た
太
陽
神
・
天
照
大
神
を

引
き
戻
す
た
め
に
１
人
の
女
神
が
裸
踊

り
を
す
る
と
い
う

「天
の
岩
戸
開
き
」

神
話
で
あ
る
。
神
が
か
り
の
裸
踊
り
を

見
た
神
々
が
大
笑
い
し
、
そ
れ
が
天
照

ん
と
し
た
、
陽
気
な
笑
い
上
手
の
民
族

だ
と
思
い
ま
す
ね
。
笑
う
こ
と
は
よ
い

こ
と
、
福
を
招
く
と
い
う
こ
と
が
信
仰

に
な
っ
て
い
た
と
言
っ
て
い
い
」

そ
の
日
本
人
が
次
第
に
笑
わ
な
く
な

る
。
兆
候
が
読
み
取
れ
る
の
が
仏
像

だ
、
と
森
下
教
授
は
考
え
る
。

「
飛
鳥
仏
は
基
本
が
笑
顔
、
微
笑
み

で
す
。
世
界
で

一
番
笑
っ
て
い
る
像
だ

と
思
う
。
と
こ
ろ
が
天
平
時
代
あ
た
り

か
ら
笑
わ
な
く
な
る
ん
で
す
。
仏
像
が

再
び
笑
う
よ
う
に
な
る
の
は
、
江
戸
時

代
の
円
空
の
も
の
あ
た
り
か
ら
で
す
」

面
白
い
の
は
そ
の
江
戸
時
代
で
あ

る
。
笑
話
集
、
落
語
、
春
画
と
、
庶
民

文
化
に
は
笑
い
が
欠
か
せ
な
い
要
素
に

な
っ
て
い
た
。

「浮
世
絵
も
春
画
の

一

面
が
強
か
っ
た
。
性
の
笑
い
は
天
の
岩

戸
神
話
以
来
、
日
本
人
に
は
な
じ
み
の

深
い
も
の
で
す
か
ら
」
。　
一
方
で
、
笑

い
を
忌
む
人
々
が
現
れ
た
と
森
下
教
授

は
言
う
。
武
十
道
を
掲
げ
始
め
た
武
家

階
級
で
あ
る
。

「武
士
は
３
年
に
―
度

片
ほ
お
を
崩
す
と
い
う
ぐ
ら
い
、
自
い

山
を
見
せ
る
こ
と
を
嫌
い
ま
し
た
。
相

織
と
か
道
と
か
や
か
ま
し
く
言
い
出
し

た
か
ら
で
し
ょ
う
ね
」

や
が
て
江
戸
時
代
が
終
わ
り
、
富
国

強
兵
、
殖
産
興
業
を
国
足
に
掲
げ
た
明

治
政
府
が
、
精
神
的
文
書
に
し
た
の
が

武
士
道
だ
っ
た
。

「
義
務
教
育
、
徴
兵

制
、
Ｔ
場
勤
務
。
み
ん
な
欧
米
列
強
に

追
い
つ
け
追
い
越
せ
で
、
生
真
面
月
さ

や
効
率
を
求
め
る
も
の
ば
か
り
。
そ
の

た
め
に
は
武
十
を
モ
デ
ル
に
す
る
の
が

一
番
よ
か
っ
た
ん
で
し
ょ
う
」

か
く
て
日
本
人
は
笑
い
に
低
評
価
し

か
し
な
く
な
り
、
再
生
の
効
用
ま
で
忘

れ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
の
が
森

下
説
で
あ
る
。

に
着
目
し
、
専
用
ソ
フ
ト
を

入
れ
た
パ
ソ
コ
ン
と
筋
電
計

な
ど
を
つ
な
い
だ
も
の
で
、

ｈ
禅
』
一
検
出
し
た
笑
い
の
度
合
い
を

「
ａ
Ｈ

（
ア
ッ
ハ
）
」
と
い
・・つ独
自
単

一　
ド
ン
　
キ
ホ
ー
テ
の
像
と
記
念
撮
影
す
る

一　
本
村
教
授
。

「
ビ
ン
・
ラ
ー
デ
ィ
ン
」
と

一　
自
己
紹
介
し
な
が
ら
笑
い
の
検
証
を
行
う

一　
と
い
う
　
　
　
　
＝
旅
行
先
の
ス
ペ
イ
ン

笑
い
測
定
器
の
実
験
風
景
。
横
腐
膜
の
振
動
か
ら
笑
い
の
数
値
を
測
定
■
７
人
■
年
２
月
却
日
、
関
西
人

l:|́ |
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大
神
の
興
味
を
そ

そ
っ
て
岩
穴
か
ら

呼
び
戻
せ
た
と
い

う
内
容
だ
。

「こ
ん
な
神
話

を
持
つ
ぐ
ら
い
だ

か
ら
、
日
本
人
は

′
　

実
に
あ
っ
け
ら
か

7  ` コヽED

現代を代表す る笑い芸 、漫 才 、

落語 はいずれ も宗教を起 読tとして

い る 。

漫才のルー ツは尾張万歳 、三 河

万歳な どと して今も伝わ る万歳。

基本形 は太夫 と才蔵とい う 2人 の

演者が 「めでた い尽 しJの 決 ま り

文句を節をつ けて掛け合 う言 祝ぎ

芸であ る。めてた いことを言 い続

けていればその通りになるという

言雲 信仰に基づ く予祝芸 とされ

る。

落 語 の ル ー ツは 仏 教 と 言 わ れ

る。外来宗教である仏教を説 教す

るために 、節をつ けて語 った節談

説教 か ら講談や浪花節が生 まれ 、

落語 も生 まれた。

落語の祖 とされ るのは京都 ・醤

願寺の 僧 、安楽庵策伝で 、最 後に

オチが くる笑話の ス タイルを確立

し 、笑 話 集 『醒 睡 笑 』 に ま と め

た。街 中で大衆相 手に話を して金

をも ら うプ ロの落語察 ス タイルを

京都 で始 め 、落語蓼の祖 にな った

の も元 日蓮宗の僧侶 、露の五 郎兵

衛 だ った o<『 笑 い の 花 咲 く国

へ』 (森下伸 也著 )か ら>

「天の岩戸」の神々も陽気だ った

■

「
笑
い
の
文
化
」
復
権
を

日
本
人
が
歴
史
的
に
笑
い
を
重
視
し

た
理
由
を
、
木
村
教
授
は
「リ
ス
タ
ー

ト
（再
起
動
）す
る
力
を
与
え
る
か
ら
」

と
考
え
る
。
そ
の
根
拠
の
１
つ
が
、
指

導
学
生
が
阪
神
大
■
災
の
被
災
者
か
ら

集
め
た
シ
ョ
ー
ク
集
『
名
言
葉
』
だ
。

そ
の
中
に
こ
ん
な
話
が
あ
る
。

被
災
者
が
集
ま
っ
た
場
で
―
人
が
尋

ね
る
。
「お
宅
は
ど
う
や
っ
た
ん
？
」。

被
災
状
況
の
質
問
だ
。
―
人
が
「う
ち

は
貴
乃
花
や
」
と
答
え
た
。
そ
の
時
の

大
相
接
で
、
横
綱
は
好
調
に
自
星
を
運

ね
て
い
た
。
つ
ま
り
「全
焼

（全
勝
）

だ
」
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
居
合
わ
せ

た
全
員
が
笑
っ
た
。

「笑
う
と
シ
ェ
ッ
ト
噴
射
の
よ
う
に

心
が
後
ろ
か
高
く
に
飛
び
、
自
分
の
姿

も
含
め
て
全
体
の
状
況
が
客
観
的
に
見

え
る
よ
う
に
な
る
ん
だ
と
思
う
。　
一
時

で
は
あ
っ
て
も
重
荷
を
降
ろ
す
こ
と
が

で
き
る
。
そ
し
て
原
点
か
ら
生
き
よ
う

と
い
う
気
に
な
る
。
人
生
を
初
期
化
す

る
力
が
笑
い
に
は
あ
る
ん
だ
と
思
い
ま

こ
木
村
教
授
が
唱
え
る
「笑
い
の
統
一

理
論
」
に
よ
る
と
、
笑
い
に
は

「ズ
レ

て
」
「
ハ
ズ
レ
て
」

「ヌ
ケ
て
」

「ア

フ
レ
る
」
４
段
階
が
あ
る
と
い
う
。

「私
は
関
大
の
ビ
ン
　
ラ
ー
デ
ィ
ン

で
す
」

「日
本
史
ほ
ど
笑
い
を
ポ
ジ
テ
ィ
プ

に
と
ら
え
た
文
化
は
世
界
に
な
い
と
思

位
で
表
示
す
る
。

日本を代表する書劇 狂言。室町時代から笑いを紡いている
(茂山千五郎夕の 「附子J)

木
村
教
授
が
多
用
す
る
自
己
紹
介
で

ぅ
。
今
流
行
の
生
き
る
力
を
養
う
た
め

あ
る
。
言
っ
た
後
、
相
手
の
反
応
を
確

か
め
る
。
大
学
教
授
と
テ
ロ
リ
ス
ト
‥

と
い
う
ミ
ス
マ
ッ
チ
に
「ズ
レ
」
が
来

ず
、
相
手
の
脳
に
生
じ
る
。
常
識
や
固

定
観
念
が

「
ハ
ズ
レ
て
」
笑
っ
て
い
い

か
ど
う
か
の
混
乱
が
生
ま
れ
る
。

「日
に
も
笑
い
の
再
評
価
を
訴
え
て
い
き
た

い
と
思
い
ま
す
」

教
授
た
ち
が
訴
え
る
の
は
、

「先
祖

返
り
の
す
す
め
」
で
も
あ
る
。

（
安
本
寿
久
）

〈
毎
月
第
４
日
曜
日
に
掲
載
し
ま
す
〉


