


「
落
語
家
」の

 
は
じ
ま
り
は

 
江
戸
時
代

ハ
ロ
ー
、
落
語
！

そ
の
ま
え
に
…

入
門

入
門の

そのまえに

演者はただ一人。高座（寄
よ

席
せ

の舞
台）の真ん中で正座をして噺

はなし

を語
るという、とてもシンプルな話芸
です。歌舞伎などのほかの伝統
芸能と異なり、身振り手振りのみ
で話を進め、一人で何役も演じま
す。落語のネタのことを「噺」と
いい、噺の最後に「オチ」がつく
のが特徴です。

「
落
語
は
お
年
寄
り
が
聴
く
も
の
」

「
な
ん
だ
か
言
葉
が
難
し
そ
う
」

…
…
そ
ん
な
ふ
う
に
思
っ
て
い
ま

せ
ん
か
？

落
語
の
ル
ー
ツ
は
、
３
０
０
年

ほ
ど
前
の
江
戸
時
代
ま
で

り
ま

す
。「
古
典
芸
能
」「
伝
統
芸
能
」
と

呼
ば
れ
る
芸
能
の
一
つ
で
す
が
、

大
衆
芸
能
と
し
て
市し

井せ
い

の
人
び
と

に
親
し
ま
れ
て
き
た
も
の
で
、
決

し
て
難
し
い
芸
能
で
は
な
い
の
で

す
。こ

の
「
落
語
入
門
の
入
門
」
は
、

す
こ
～
し
興
味
が
あ
る
、
で
も
よ

く
わ
か
ら
な
い
し
…
…
と
い
う
人

に
向
け
た
、
入
口
の
さ
ら
に
入
口

に
な
る
た
め
の
冊
子
で
す
。

江
戸
時
代
の
１
６
８
０
年
頃
、

当
時
す
で
に
大
き
な
都
市
で
あ
っ

た
京
都
、
大
坂
、
江
戸
で
そ
れ
ぞ

れ
に
「
落
語
家
の
祖
」
と
言
わ
れ

る
人
物
が
現
れ
ま
す
。
京
の
四
条

河
原
や
北
野
天
満
宮
の
境け
い

内だ
い

で
活

躍
し
た
の
が
露つ
ゆ

の
五ご

郎ろ

兵べ

衛え

。
大

坂
の
生い
く

國く
に

魂た
ま

神
社
の
境
内
で
は
じ

め
た
の
が
米よ
ね

沢ざ
わ

彦ひ
こ

八は
ち

。
江
戸
の
お

座
敷
で
評
判
を
得
た
の
が
鹿し
か

野の

武ぶ

左ざ

衛え

門も
ん

で
す
。
い
ず
れ
も
聴
衆
か

ら
料
金
を
取
っ
て
お
り
、
噺
を
す

る
こ
と
を
職
業
と
し
て
い
ま
し
た
。

そ
れ
か
ら
寄
席（
演
芸
が
専
門
に
行
わ

れ
て
い
る
劇
場
）が
生
ま
れ
、
落
語
ブ

ー
ム
が
巻
き
起
こ
っ
た
り
し
な
が

ら
、
3
0
0
年
以
上
続
い
て
い
ま

す
。

落語の一番最後を締めくく
る重要な部分のことで、落
語の大きな特徴です。シャ
レで終わるものや、噺の中
に伏線が張られているもの
などさまざま。

噺に入るまでのウォーミン
グアップ。日常の出来事な
どの話題をマクラで振りな
がら、その日の観客の話題
の好みを探ります。

落語の場合、「話」ではな
く「噺」といいます。10分
程度のものから、1時間を
超えるものまでその長さは
さまざま。現在口演される
演目は300以上あるのだそ
う。
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大
阪
を
拠
点
に
活
動
し
、
若
手
噺
家
グ
ラ
ン
プ

リ
な
ど
の
賞
を
受
賞
す
る
な
ど
実
力
派
と
し
て
人

気
が
高
い
落
語
家
・
笑
福
亭
た
ま
さ
ん
（
43
）。

京
都
大
学
在
学
中
に
落
語
に
魅
了
さ
れ
た
と
い
う

た
ま
さ
ん
に
、
そ
の
魅
力
を
伺
い
ま
し
た
。

落
語
は
就
活
直
前
に

初
め
て
聴
い
た

落
語
を
初
め
て
聴
い
た
の
は
大
学
生
の
と
き

で
す
。
た
し
か
４
回
生
に
な
る
直
前
や
っ
た
か

な
。
就
職
活
動
が
迫
っ
て
い
る
時
期
で
、
テ
レ

ビ
が
好
き
だ
っ
た
の
で
、
表
に
立
つ
側
に
な
る

か
、
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
の
よ
う
な
裏
方
仕
事
を
や

る
か
と
考
え
て
ま
し
た
。「
笑
う
」
と
い
う
こ
と

が
好
き
や
っ
た
ん
で
す
け
ど
、当
時
は
ま
だ
「
ピ

ン
芸
人
」
と
い
う
の
が
今
の
よ
う
に
世
に
い
な

か
っ
た
。
落
語
は
知
っ
て
い
た
け
れ
ど
全
然
聴

い
た
こ
と
が
な
く
て
、「
年
寄
り
が
聴
く
も
ん

や
」
と
思
っ
て
ま
し
た
。
そ
や
か
ら
、「
こ
っ
ち

を
や
っ
て
る
人
は
少
な
い
ん
ち
ゃ
う
か
な
」
と

思
っ
た
ん
で
す
よ
。
ま
っ
た
く
そ
ん
な
こ
と
は

な
く
て
、
落
語
家
が
ご
っ
つ
ぃ
数
お
る
と
い
う

の
を
後
で
知
る
ん
で
す
け
ど
（
笑
）。

ほ
ん
で
聴
い
て
み
た
落
語
が
、
も
の
す
ご
い

新
鮮
で
面
白
か
っ
た
。
落
語
に
は
、
テ
レ
ビ

に
な
い
笑
い
が
あ
る
ん
で
す
。
ラ
イ
ブ
や
か
ら
。

ラ
イ
ブ
で
し
か
味
わ
え
な
い
笑
い
が
あ
る
。
テ

レ
ビ
に
出
て
る
落
語
家
さ
ん
で
も
、
ラ
イ
ブ
で

も
面
白
い
人
と
、
ラ
イ
ブ
で
は
面
白
く
な
い
人

が
い
ま
す
。
ほ
ん
で
、
ラ
イ
ブ
で
こ
ん
な
に
面

白
い
ね
ん
け
ど
テ
レ
ビ
に
は
出
て
い
な
い
人
が

い
て
る
…
…
と
い
う
こ
と
に
気
が
つ
い
た
り
ね

（
笑
）。そ

れ
か
ら
1
年
間
は
い
ろ
ん
な
落
語
を
聴
き

ま
し
た
。
今
の
師
匠
の
笑
福
亭
福ふ
く

笑し
よ
うの

下
で
学

び
た
い
と
思
っ
た
の
は
、
そ
ら
も
う
、
一
番
面

白
か
っ
た
か
ら
で
す
。
う
ち
の
師
匠
に
初
め
て

「
弟
子
に
し
て
ほ
し
い
」
と
言
い
に
行
っ
た
と
き

は
、「
う
ち
に
来
た
と
こ
ろ
で
売
れ
へ
ん
か
ら
、

（
桂
）
三さ
ん

枝し

兄
さ
ん
（
現
・
文ぶ
ん
枝し

）の
と
こ
行
っ
た
ら

ど
な
い
や
」
て
言
わ
れ
ま
し
た
け
ど
（
笑
）。

な
ぜ
芸
人
か
ら
落
語
家
に

な
る
人
が
い
る
の
か
？

月つ
き

亭て
い

方ほ
う

正せ
い（

元
・
山
崎
邦
正
）さ
ん
や
桂
三さ
ん

度ど

（
元
・
世
界
の
ナ
ベ
ア
ツ
）さ
ん
な
ど
、
芸
人
と
し

て
活
躍
さ
れ
て
い
た
方
が
落
語
家
に
転
身
さ
れ

た
り
も
し
て
い
ま
す
。
千
原
ジ
ュ
ニ
ア
さ
ん
な

ど
、
落
語
好
き
の
芸
能
人
も
多
い
で
す
ね
。
こ

れ
は
な
ん
で
か
と
い
う
と
、「
俺
の
方
が
も
っ
と

面
白
く
で
き
る
！
」
と
思
っ
て
は
る
ん
や
な
い

で
す
か
ね
（
笑
）。
落
語
は
同
じ
ネ
タ
で
も
数
種

類
の
台
本
が
あ
っ
て
、
な
お
か
つ
同
じ
台
本
で

も
笑
わ
せ
る
技
術
で
ナ
ン
ボ
で
も
変
え
ら
れ
る
。

あ
る
意
味
、
映
画
と
一
緒
で
す
ね
。
同
じ
脚
本

で
も
、
監
督
に
よ
っ
て
作
品
の
持
ち
味
っ
て
変

わ
る
で
し
ょ
う
。
原
作
が
あ
っ
て
、
脚
本
、
監

督
、
俳
優
と
全
部
で
き
る
の
が
古
典
落
語
な
ん

で
す
。
方
正
さ
ん
や
っ
た
ら
方
正
さ
ん
の
演
出

方
法
、
と
い
う
ふ
う
に
で
き
る
か
ら
、
芸
能
人

の
人
も
や
り
た
が
る
ん
で
し
ょ
う
ね
…
…
ま
あ

本
人
や
な
い
か
ら
知
ら
ん
け
ど
（
笑
）。

落
語
が
使
っ
て
る
の
は

「
古
い
時
代
の
言
葉
」
や

な
い
ん
で
す

「
落
語
っ
て
今
は
使
っ
て
い
な
い
古
い
時
代
の

言
葉
を
使
っ
て
て
、
よ
く
わ
か
ら
へ
ん
の
と
ち

ゃ
う
か
」
と
思
っ
て
る
人
が
い
る
と
思
い
ま
す
。

で
も
そ
う
や
な
く
て
、
実
は
古
い
言
葉
に
聞
こ

え
る
よ
う
な
言
葉
を
し
ゃ
べ
っ
て
る
だ
け
な
ん

で
す
。

時
代
劇
も
、
江
戸
時
代
に
実
際
に
使
わ
れ
て

い
た
言
葉
を
し
ゃ
べ
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い

で
す
よ
ね
？
　
落
語
は
師
匠
か
ら
習
い
ま
す
が
、

師
匠
は
大
師
匠
に
習な
ろ

て
る
か
ら
、
よ
う
す
る
に

弟
子
は
自
分
の
師
匠
の
師
匠
の
言
葉
を
伝
承
さ

れ
る
。
師
匠
は
必
ず
、「
こ
れ
は
わ
か
ら
ん
よ
な

ぁ
」
と
い
う
も
の
は
変
換
し
て
伝
え
る
の

で
、
弟
子
は
大
師
匠
の
台
本
を
師
匠

が
翻
訳
し
た
も
の
を
教
わ
り

ま
す
。
せ
や
か
ら
演
者
が

使
っ
て
る
言
葉
は
、
ち
ょ

っ
と
古
く
て
も
理
解
で
き

る
言
葉
な
ん
で
す
。
そ
れ

や
っ
た
ら
、
そ
ん
な
わ
か

ら
へ
ん
こ
と
な
い
で
し
ょ
。

落
語
は
30
歳
超
え
た
ら
絶
対
に
楽
し

め
る
、
と
い
う
の
が
僕
の
持
論
で
す
。「
笑
う
っ

て
な
ん
や
」
を
逆
算
し
た
ら
、
人
は
人
が
困
っ

て
い
る
の
を
笑
う
ん
で
す
よ
。
ほ
な
ら
、
何
に

困
っ
て
る
か
を
想
像
す
る
に
は
、
人
生
経
験
が

い
る
ん
で
す
わ
。
人
間
関
係
の
ト
ラ
ブ
ル
を
一

定
量
理
解
し
な
い
と
笑
え
な
い
ん
で
す
。「
大
人

の
ツ
ラ
さ
」
の
基
本
形
を
知
っ
て
い
る
の
が
30

く
ら
い
や
な
い
か
な
と
思
い
ま
す
ね
。
人
は
悲

し
み
が
多
い
ほ
ど
深
く
笑
え
る
の
か
も
し
れ
ま

せ
ん
（
笑
）。
た
だ
、
落
語
は
10
代
や
20
代
の
人

に
も
面
白
い
台
本
は
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
計

算
ド
リ
ル
と
一
緒
で
、
小
学
１
年
生
用
や
中
学

１
年
生
用
と
い
う
の
も
あ
る
ん
で
す
よ
。

と
に
か
く
ま
ず
は
、
生
で
３
回
見
て
ほ
し
い

で
す
ね
。
繁は
ん

昌じ
よ
う

亭て
い

の
昼
席
に
３
回
行
っ
て
面
白

く
な
か
っ
た
ら
、
も
う
そ
れ
は
縁
が
な
か
っ
た

と
い
う
こ
と
で
す
（
笑
）。

笑福亭たま
197 5年生まれ。大阪府貝塚
市出身。京都大学経済学部卒
業後、笑福亭福笑に入門。関
西のみならず、全国で独演会
を行っている。

その

1

入
門

入
門の

写真：浜田智則
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は
じ
め
ま
し
て

京
都
在
住
の
漫
画
家

ボ
ク
は

今
、

定
席　
の

寄
席
に

来
て
い
ま
す

こ
れ
ま
で

落
語
は

何
度
か

観
た
こ
と

あ
る
け
ど

チ
ケ
ッ
ト
の

買
い
方
も

ぜ
ん
ぜ
ん

わ
か
ら

な
か
っ
た

け
れ
ど

し
か
し

1
時
か
ら

4
時
ま
で

っ
て

長
く
な
い
？

途
中
で

ダ
レ
た
り

せ
え
へ
ん

か
？

プ
レ
イ
ガ
イ
ド
、

寄
席
窓
口
、

コ
ン
ビ
ニ
等
で
買
え
ま
す

こ
れ
で
前
売
り

2
5
0
0
円
！

1
組
あ
た
り

2
5
0
円
也
！

そ
し
て
開
演
…

ペ
ー
ジ
の
都
合
も

あ
る
の
で

こ
ん
な
感
じ
で

タ
ッ
タ
カ
い
き
ま
す
！

ち
ゃ
ん
と

し
た

寄
席
で

観
る
の
は

初
め
て
で
す

ふ
ら
ー
っ
と

寄
れ
る
な

聞
い
て
へ
ん
っ

ち
ゅ
ー
の
！

誰
？

名
前
が

ヤ
バ
い
な

ち
ょ
う
ど

い
い
広
さ
で

観
や
す
い

や
ん

こ
の

番
組
表

よ
う
見
て

み
な
は
れ

若
手
か
ら
ベ
テ
ラ
ン
、

色い
ろ

物も
の　

ま
で

バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
豊
か
な

演
者
が
出
て
き
て

飽
き
さ
せ
ま
へ
ん
で
！　

そ
れ
に
同
じ
演
目
で
も

何
回
聴
い
て
も
楽
し
め
る

の
が
落
語
の
魅
力
や
！

わ
て
、
寄
席
マ
ニ
ア
の

羽は

梨な
し

泰た
い

三ぞ
う

い
い
ま
ん
ね
ん
、

な
ん
で
も

聞
い
と
く
な
は
れ

よ
お
こ
け
る

相
撲
取
り
や
な
、

あ
ん
た
そ
れ
で
は

負
け
た
り
負
け
た
り
や

な
あ
〜
に
、

向
こ
う
が
勝
っ
た
り
、

こ
っ
ち
が
負
け
た
り

誰
に
で
も

負
け
る

相
撲
取
り
の

ネ
タ
や

と
う
と
う

檻お
り

の
中
に

ラ
イ
オ
ン
が

放
た
れ
た

心
配
す
な
、

ワ
シ
も

1
万
円
で

雇
わ
れ
た
ん
や

今
日
の

お
か
ず
は

何
じ
ゃ
？

2
人
目

で早
く
も

こ
の

安
定
感

た
け
の
こ
で

ご
ざ
い
ま
す

3
人
目

に
し
て

こ
の
貫か

ん

禄ろ
く

か
つ
お
の

ダ
シ
も
持
っ

て
参
っ
た

か
！

米
平
は
ん
は

米
朝
師
匠
の

お
弟
子
さ
ん

で
す
な
ー

幼
稚
園
児

に
も
ウ
ケ
る

小こ

咄ば
な
し

と
い
う
の
が

あ
り
ま
し
て

ハ
ト
が
な
に
か

落
と
し
て
い
き

よ
っ
た
でフ

ー
ン

そ
う
な
ん
ス
ね

そ
り
ゃ

ど
ー
も

は
あ

な
ん
や

コ
ン
ビ
ニ
で

簡
単
に

買
え
る

や
ん

ち
ょ
っ
と

心
配
に

な
っ
て

き
た
な

…

し
か
も

痔じ

持
ち

や
し
…

心
配
い
り

ま
へ
ん
で
!!

い
ち
に
ー

さ
ん
し
ー

ご
ー
ろ
く

し
ち
は
ち

…全
部
で
10
組
も

出
る
や
ん
！　

漫
才
も

南
京
玉
す
だ
れ
も

あ
る
！

寄
席
の

チ
ケ
ッ
ト

っ
て

ど
こ
で

売
っ
て
ま
す
？

さ
あ
ー

辻
井
タ
カ
ヒ
ロ
と
申
し
ま
す

その

2

入
門

入
門の

※1  P19参照

※1

※2

※2  P19参照
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お
！

色
物

登
場
！

今
日
は

絶
対

ウ
ケ
る
ネ
タ

持
っ
て

き
ま
し
た

い
つ
ま
で
も
し
ゃ
べ
っ
て
ん
と
、

早
よ
玉
す
だ
れ
せ
え
っ
て

思
っ
て
る
で
し
ょ

こ
れ
、
始
め
た
ら

3
分
く
ら
い
で

終
わ
っ
て
し
ま
う
ん
で
す

自
虐
玉
す
だ
れ

オ
モ
ロ
〜
い
！

勢
朝
は
ん
は

落
語
と
色
物
の

二
刀
流
で
ん
な

は
は
ー
ん
、

こ
の
お
多
福
の
面
を

オ
カ
ン
や
と

思
っ
と
る
ん
や
な

不
幸
が
あ
っ
た
と
き
は

薄う
す

墨ず
み

で
書
い
て
あ
る

昔
か
ら

よ
う

仕
掛
け
が

あ
る
ん

で
す
よ
、

マ
ジ
ッ
ク
！

び
っ
く
り
し
す
ぎ
て

オ
チ
を
言
い
た
い

発
作
が
治
ま
っ
た

い
や
ー
、

マ
ジ
ッ
ク
が

出
る
と
は

予
想
外

や
っ
た
わ

さ
っ
き
言
う
て

ま
し
た
や
ん
、

落
語
家
さ
ん
は

そ
の
都
度
色
々

ネ
タ
変
え
た
り

す
る
っ
て

次
は

市
民
寄
席

一
緒
に

行
こ
か

一
人
で

行
き
ま
す

な
ん
や
そ
れ

無
く
て

七
癖
っ
て
な

こ
と
を
言
う
た

も
ん
で
す
が

ず
っ
と
、

ガ
マ
ン
し
て

た
け
ど
、

オ
、
オ
チ
を

ハ
ナ
シ

タ
イ
ゾ
〜
…

こ
の
期
に

及
ん
で

名
は
体
を

表
さ
な
い
で

く
だ
さ
い
！

こ
り
ゃ

詰
ま
ら
ん

ぬ
か
し

た
な
ー
！

そ
れ
裏
返
し
と

ち
ゃ
い

ま
っ
か
？

い
や
ー

仲
入
り
後
は

さ
す
が
の

盛
り
上
が
り

で
す
ね
ー

あ
れ
!?

ど
う
し
た
ん

ス
か
？　

羽
梨
さ
ん
！

う
う
…

テ
ッ
テ
ケ

テ
ー

パ
ク
リ

や
な
い

か
!!

ど
う
で
っ
か
？

こ
の
熟
成

さ
れ
た

く
す
ぶ
り
芸

あ
ー
！

そ
や
そ
や

妙み
よ
う

齢れ
い

の

「
妙
」っ
て
字

わ
！

ブ
ロ
デ
ィ
ー

や
!!　
っ
て

言
わ
れ

た
ん
や

ブ
ロ

デ
ィ
ー

っ
て

落
語
家
さ
ん
っ
て

前
の
人
の
ネ
タ
を

聴
い
て
、
そ
れ
と

被
ら
な
い
よ
う
に

自
分
の
ネ
タ

変
え
た
り
し
て
る

ん
や
で

う
わ
〜
、
じ
ゃ
あ
後
に
出
る
人

ほ
ど
ネ
タ
持
っ
て
な
あ
き
ま
せ
ん
ね

花
束
よ
り

札
束

拍
手
よ
り

キ
ャ
ッ
シ
ュ

ご
声
援
よ
り

5
0
0
0
円

女
が

少
な
い
っ
て

書
く
や
ろ

桂
あ
や
め
は
ん

は
知
っ
て

ま
っ
し
ゃ
ろ
？

女
性
落
語
家
さ
ん

で
は
も
う

ベ
テ
ラ
ン
で
す
ね
ー

こ
の
前
な

若
い
子
の
マ
ネ
し
て

フ
ァ
ー
の
ベ
ス
ト
着
て

レ
ッ
グ
ウ
ォ
ー
マ
ー

は
い
て

府
立
体
育
館
の
前
、

歩
い
と
っ
た
ら
な

め
ち
ゃ
め
ち
ゃ

ツ
ボ
に

ハ
マ
る
〜
〜

人
力
車
の

ス
ピ
ー
ド

感
が

伝
わ
っ
て

く
る
な
ー

さ
あ
ー
、

次
は
中
ト
リ
の

登
場
や

こ
こ
ま
で

退
屈

す
る
ど
こ
ろ
か

あ
っ
と
い
う
間

や
っ
た
な
ー

ほ
う
、

ど
ん
な

ネ
タ
や

※
オ
チ
を
先
に

言
う
の
は
寄
席

最
大
の
タ
ブ
ー
で
す
！

67



下
世
話
な
ネ
タ
な
ん
で
す
け
ど
ね
。
高
尚
さ
の

カ
ケ
ラ
も
な
く
て
笑
え
る
ん
で
す
。
庶
民
的
と

い
う
か
。
こ
う
い
う
落
語
は
高
座
で
聴
く
よ
り

は
、
寝
る
と
き
の
枕
元
の
カ
セ
ッ
ト
デ
ッ
キ
で
、

イ
ヤ
ホ
ン
を
し
て
ニ
ヤ
ニ
ヤ
聴
く
の
が
大
好
き

で
し
た
。
中
学
生
に
な
っ
て
か
ら
は
、
ち
ょ
っ

と
大
人
な
内
容
の
「
艶え
ん

笑し
よ
う

落
語
」
の
カ
セ
ッ
ト

な
ん
か
も
買
っ
て
ね
。
そ
れ
が
今
、「
週
刊
文
春
」

で
連
載
し
て
い
る
『
人
生
エ
ロ
エ
ロ
』
の
原
点

で
す
。

枕
元
の
米
朝

と
は
い
え
僕
、
そ
う
い
う
コ
テ
コ
テ
の
関
西

が
少
し
苦
手
で
東
京
へ
き
た
と
こ
ろ
も
あ
る
し
、

で
も
江
戸
落
語
の
「
粋
」
と
い
う
意
識
は
今
で

も
馴
染
め
な
く
て
。
そ
の
中
間
を
や
っ
て
お
ら

れ
た
の
が
桂
米べ
い

朝ち
よ
うさ
ん
な
ん
で
す
。

米
朝
さ
ん
の
落
語
全
集
に
ハ
マ
っ
て
、
旅
先

の
パ
リ
で
も
聴
い
て
い
た
ん
で
す
よ
（
笑
）。
目

を
瞑つ
む

り
な
が
ら
聴
い
て
い
る
と
、
本
当
に
映
画

を
観
て
い
る
み
た
い
に
、
江
戸
時
代
の
ビ
ジ
ョ

ン
が
見
え
る
ん
で
す
よ
ね
。
あ
と
、
米
朝
さ
ん

の
声
っ
て
、
と
て
も
気
持
ち
よ
く
な
る
周
波
が

出
て
い
る
気
が
す
る
ん
で
す
。
一
度
米
朝
さ
ん

に
お
会
い
し
た
と
き
に
、「
大
変
恐
縮
な
ん
で

す
け
ど
、
米
朝
さ
ん
の
落
語
、
本
当
に
寝
や
す

い
ん
で
す
」
と
言
っ
た
ら
、「
も
う
1
人
、
前
に

そ
れ
を
言
う
た
人
が
い
て
た
な
」
と
言
わ
れ
て
。

そ
れ
が
司
馬
遼
太
郎
さ
ん
だ
っ
た
ん
で
す
（
笑
）。

で
も
寝
る
た
め
に
聴
く
わ
け
で
は
な
く
て
、

米
朝
さ
ん
の
落
語
は
、
う
ま
く
て
面
白
い
。
だ

か
ら
何
度
も
聴
け
る
し
、
枕
も
ブ
ッ
飛
ん
で
い

る
ん
で
す
。
マ
イ
ケ
ル
ジ
ャ
ク
ソ
ン
の
話
を
さ

れ
る
カ
セ
ッ
ト
も
あ
っ
た
ん
で
す
け
ど
、
そ
こ

か
ら
本
ネ
タ
の
長
屋
の
話
に
持
っ
て
い
く
ま
で

が
絶
妙
に
う
ま
い
ん
で
す
。
他
に
も
「
夏
の
昼

下
が
り
に
、
ど
っ
か
ら
と
も
な
く
気
持
ち
い
い

風
が
吹
く
の
を
極
楽
の
余
り
風
と
、
昔
の
人
は

言
う
た
も
ん
で
す
」
と
お
っ
し
ゃ
る
枕
が
あ
っ

て
、
も
う
そ
の
「
極
楽
の
余
り
風
」
と
い
う
フ

レ
ー
ズ
に
グ
ッ
と
き
て
、
同
名
の
エ
ッ
セ
イ
を

書
い
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

お
勉
強
で
聴
き
始
め
る
と

も
っ
た
い
な
い

落
語
は
入
り
口
が
肝
心
で
す
よ
ね
。「
名
人
だ

か
ら
」
で
お
す
す
め
さ
れ
て
、
お
勉
強
み
た
い

な
感
じ

で
聴
き
始

め
る
と
も

っ
た
い
な
い
。

「
名
人
」
と
言
わ
れ
て

聴
い
て
面
白
く
な
か

っ
た
ら
、
も
う
二
度
と

聴
か
な
く
な
る
で
し

ょ（
笑
）。
あ
く
ま
で
娯

楽
と
し
て
楽
し
め
ば

い
い
と
思
う
ん
で
す
。

僕
、
仏
像
も
小
学
生
の
頃
か
ら
好
き
な
ん
で

す
け
ど
、
な
ん
の
予
備
知
識
も
な
し
に
東
寺
の

密
教
仏
を
観
て
グ
ッ
と
き
た
ん
で
す
よ
。
国
宝

だ
か
ら
と
か
と
関
係
な
く
、「
か
っ
こ
い
い
！
」

と
思
っ
て
観
て
い
た
ん
で
す
。

な
ん
な
ら
、「
寝
ら
れ
へ
ん
の
や
っ
た
ら
、
こ

れ
聴
い
た
ら
？
」
と
、
米
朝
さ
ん
の
カ
セ
ッ
ト

を
み
ん
な
に
渡
し
て
い
く
っ
て
い
う
役
を
し
た

い
も
ん
で
す
。
何
回
も
何
回
も
聴
い
て
い
れ
ば
、

不
眠
症
も
治
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
（
笑
）。

落
語
家
は
ア
イ
ド
ル
だ
っ
た

落
語
を
好
き
に
な
っ
た
の
は
、
小
学
5
年
生

の
と
き
に
深
夜
ラ
ジ
オ
で
聴
い
た
、
笑
福
亭
仁に

鶴か
く

さ
ん
の
Ｄ
Ｊ
が
き
っ
か
け
な
ん
で
す
。
夜
の

11
時
頃
か
ら
始
ま
る
の
で
、
そ
の
ラ
ジ
オ
を

聴
い
た
翌
日
は
、
授
業
中
ず
っ
と
寝
て
ま
し
た

（
笑
）。
当
時
、
仁
鶴
さ
ん
は
歌
も
歌
っ
て
お
ら

れ
て
、「
お
ば
ち
ゃ
ん
の
ブ
ル
ー
ス
」
や
「
大
発

見
や
ァ
！
」
な
ん
て
歌
が
大
好
き
で
し
た
。
そ

こ
か
ら
『
仁
鶴
古
典
大
独
演
会
』
と
い
う
カ
セ

ッ
ト
を
買
っ
て
本
格
的
に
落
語
に
ハ
マ
り
ま
し

た
。「
初
天
神
」
が
め
っ
ち
ゃ
面
白
く
て
ね
。
で

も
、
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
は
聞
き
取
れ
な
い
ん
で
す
。

な
ぜ
か
っ
て
い
う
と
、
仁
鶴
さ
ん
は
ア
イ
ド
ル

だ
っ
た
か
ら
、「
き
ゃ
〜
〜
〜
! !
　
仁
鶴
〜
〜
！
　

仁
鶴
〜
〜
！
」
と
い
う
黄
色
い
歓
声
し
か
入
っ

て
な
い
わ
け
な
ん
で
す
。
そ
う
い
う
ジ
ャ
ニ
ー

ズ
状
態
に
な
る
落
語
家
さ
ん
は
、
仁
鶴
さ
ん
が

ハ
シ
リ
だ
っ
た
ん
で
す
ね
。

関
西
の
落
語
は 

脱
・
芸
術
! ?

上
京
し
て
か
ら
、
東
京
の
人
に
落
語
の
話
を

す
る
と
、「
こ
っ
ち
に
は
志し

ん
生し
よ
うが

い
る
か
ら
」

っ
て
必
ず
言
う
ん
で
す
よ
ね
。
お
笑
い
は
関
西

が
本
場
だ
け
ど
、
落
語
は
譲
れ
な
い
、
み
た
い

な
と
こ
ろ
が
あ
る
ん
で
し
ょ
う
。
お
笑
い
に
貴き

賎せ
ん

は
な
い
と
思
う
ん
で
す
が
、
ど
う
も
東
京
の

落
語
に
は
、「
芸
術
」
だ
と
い
う

意
識
が
強
い
よ
う
な
気
が

し
ま
す
。

た
と
え
ば
、

六
代
目
笑
福

亭
松し
よ

鶴か
く

さ
ん

が
得
意
と
し

て
い
た
「
有あ
り

馬ま

小し
よ
ん

便べ
ん

」
と

い
う
上
方
落
語
の
演
目
。
簡
単
に
あ
ら
す
じ
を

話
す
と
、
江
戸
時
代
、
便
所
が
２
階
に
は
な
い

の
で
わ
ざ
わ
ざ
１
階
ま
で
降
り
な
く
ち
ゃ
い
け

な
か
っ
た
よ
う
で
。
そ
れ
が
面
倒
く
さ
か
っ
た
。

そ
れ
で
、
う
ま
い
こ
と
考
え
た
や
つ
が
、
物
売

り
み
た
い
に
「
し
ょ
ん
べ
ん
屋
」
を
名
乗
っ
て

長
い
竹
筒
を
持
っ
て
く
る
ん
で
す
よ
。
そ
れ
で

２
階
の
窓
か
ら
竹
筒
に
、「
じ
ょ
じ
ょ
〜
ん
じ
ょ

じ
ょ
〜
ん
じ
ょ
ん
じ
ょ
ろ
り
〜
ん
」っ
て

お
し
っ
こ
し
て
も
ら
う
っ
て
い
う
、

その

3入
門

入
門の

みうらじゅん
さんに聞く

京
都
市
出
身
で
、
落
語

に
も
造ぞ

う

詣け
い

の
深
い
み
う
ら

じ
ゅ
ん
さ
ん
。
仏
像
を
は
じ

め
、
世
の
中
の
あ
ら
ゆ
る
こ

と
を
独
自
に
楽
し
む
、
み

う
ら
さ
ん
流
の
落
語
の
楽

し
み
方
を
伺
い
ま
し
た
。

みうらじゅん
19 58年生まれ。京都市出身。武
蔵野美術大学在学中に漫画家デ
ビュー。以来、漫画家、イラスト
レーター、エッセイスト、ミュージ
シャンなどとして活躍。著書に『ア
イデン＆ティティ』『色即ぜねれ
いしょん』『マイ仏教』など多数。

落
語
は
こ
こ
が
面
白
い
！

落
語
は
こ
こ
が
面
白
い
！

落
語
は
こ
こ
が
面
白
い
！

落
語
は
こ
こ
が
面
白
い
！ 89



上
方
・
江
戸
と
共
通

上方落語だけ！

めくり
現在の出演者名を書いた
紙製の札のこと。寄席で
は「寄席文字」と呼ばれる
独特の太い筆

ひつ

致
ち

の文字で、
専門の職人によって出演
者名が書かれています。

座布団
舞台の真ん中に座布団を敷くとい
うのが高座のしつらいです。定席
の舞台裏には、色違いの座布団が
用意されています。お茶子さんに
「今日はこの色の座布団を使って」
とリクエストする噺家もいるそう。

膝
ひざ

隠
かく

し、見
けん

台
だい

、小
こ

拍
びよう

子
し

辻噺から始まった上方落語は、当初から
見台を小拍子で叩いて往来する人の足を
止めたと言われています。見台を小拍子
でひと打ちすることで、場面転換や時間
の経過を表すことができます。噺によっ
ては、見台は小机やまな板、小拍子は格
子として使われたりすることも。また膝隠
しは、動きの多い噺で、乱れた着物から
脚が見えてしまう……なんて見苦しいこと
にならないためにあるもの。小道具を隠
しておくこともできます。
膝隠し、見台、小拍子は３点セットとして
使用され、噺によって使わない場合も多
いです。

お茶
ちや

子
こ

寄席では一席終わると、噺家が
入れ替わる合間に、座っていた座
布団をひっくり返し、着物の羽織
などを片付け、「めくり」をかえす
という流れがあります。上方落語
でこの一連の流れを担っているの
が、お茶子と呼ばれる女性。江戸
落語では前座の噺家が受け持って
います。噺家の着物の色や、その
あとかかる噺にあわせて座布団の
色を変えたりすることも。

寄
よ

席
せ

囃
ばや

子
し

噺家が高座に上がるときに鳴る出
囃子や、落語の途中に演奏して効
果を出す「ハメモノ」と呼ばれる
お囃子などを総じて寄席囃子と呼
びます。江戸時代、芸能の花形だっ
た歌舞伎の影響を受けて発展した
ものと言われており、三味線、笛、
太鼓、当り鉦

がね

などの楽器が使用さ
れます。

上
方
落
語

京
阪
神
の
落
語
の
こ
と
を
総
称
し
て「
上

方
落
語
」と
呼
ん
で
い
ま
す
。

神
社
の
境
内
で
滑こ

つ

稽け
い

噺ば
な
しを

し
、
銭
を
得
る

と
い
う「
辻つ

じ

噺ば
な
し」を

お
こ
な
っ
て
い
た
こ
と
が

始
ま
り
で
す
。
神
社
に
参
拝
に
来
た
、
道
行

く
人
の
足
を
止
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た

た
め
、「
小こ

拍び
よ
う

子し

」
の
よ
う
な
音
の
出
る
小
道

具
を
使
っ
て
い
ま
し
た
。
今
も
そ
の
名
残
で
、

上
方
落
語
で
し
か
使
わ
れ
て
い
な
い
小
道
具

が
あ
り
ま
す（
左
ペ
ー
ジ
参
照
）。

登
場
人
物
に
よ
っ
て
大
阪
こ
と
ば
や
京
こ

と
ば
を
使
い
分
け
て
演
じ
、
標
準
語
は
あ
ま

り
使
用
し
ま
せ
ん
。

戦
後
、「
上
方
落
語
は
滅
ん
だ
」
と
言
わ
れ

る
ほ
ど
人
気
が
落
ち
込
み
ま
し
た
が
、「
上
方

落
語
四
天
王
」（
＊
）と
呼
ば
れ
る
４
人
の
落
語

家
の
出
現
や
落
語
ブ
ー
ム
な
ど
で
持
ち
直
し
、

今
で
は
上
方
だ
け
で
2
0
0
人
を
超
え
る
落

語
家
が
活
動
し
て
い
ま
す
。
定
席
と
し
て
、

天
満
天
神
繁
昌
亭（
大
阪
）、
喜き

楽ら
く

館か
ん（

神
戸

新
開
地
）が
あ
り
ま
す
。

（
＊
）
上
方
落
語
の
復
興
に
尽
力
し
た
、
六
代
目 

笑
福
亭
松
鶴
、
桂
米
朝
、
三
代
目
桂か

つ
ら

春は
る

團だ
ん

治じ

、 

五
代
目
桂
文
枝
の
４
人
の
落
語
家
の
こ
と
。

桂
文
枝（
元
三
枝
）、桂
ざ
こ
ば
、

桂か
つ
ら

南な
ん

光こ
う

、笑し
よ
う

福ふ
く

亭て
い

鶴つ
る

瓶べ

、月つ
き

亭て
い

八は
つ

方ぽ
う 

な
ど

たとえばこんな
落語家さんが

います

大
き
く
２
つ
に

分
か
れ
て
い
ま
す

落
語
は
、
江
戸
時
代
ほ
ぼ
同

時
期
に
京
都
・
大
坂
・
江
戸
の

三
都
市
で
始
祖
が
現
れ
、
始
ま

り
ま
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
で
発
展

し
て
ゆ
き
、
今
で
は
大
き
く

「
上
方
落
語
」「
江
戸
落
語
」
と

２
つ
に
分
か
れ
て
い
ま
す
。

上
方
落
語
の
は
じ
ま
り
は
、

言
わ
ば
「
大
道
芸
」。
道
行
く
人
の

足
を
止
め
る
た
め
に
さ
ま
ざ
ま
な

工
夫
が
な
さ
れ
て
お
り
、

そ
の
な
か
で
上
方
落
語
だ
け
で

使
わ
れ
る
小
道
具
も

生
ま
れ
ま
し
た
。

扇子
落語に必須の小道具。扇子を閉じ
て舟を漕ぐ棹

さお

や煙管（キセル）、少
し開いてそろばん、大きく開いて
盃
さかずき

など、さまざまなものに見立て
て使います。扇子を閉じたまま箸の
ように見立てているのを見たことが
ある人も多いのでは。

手ぬぐい
落語に必須の小道具。手ぬぐいをまるめ、
めくっていくことで焼き芋に見立てたり、
財布や手紙、本、タバコ入れなどに見立
てて使われます。手ぬぐい
は噺家にとって名刺がわ
りでもあり、個性豊かな
オリジナルの手ぬぐいを
作成しています。

落
語

ズ
ー
ム

ア
ッ
プ
！

江
戸
落
語

江
戸
・
東
京
の
落
語
の
こ
と
を「
江
戸
落

語
」と
呼
ん
で
い
ま
す
。

さ
ま
ざ
ま
な
屋
敷
に
招
か
れ
て
、
お
座
敷

芸
と
し
て
噺
を
披
露
し
て
い
た
こ
と
が
始
ま

り
で
す
。
障
子
や
襖ふ

す
ま

で
区
切
ら
れ
た
空
間
で
、

は
じ
め
か
ら
話
を
聴
き
に
来
た
と
い
う
人
が

対
象
の
た
め
、
鳴
り
物
は
使
用
せ
ず
に
じ
っ

く
り
と
聴
か
せ
る
噺
が
主
流
。

上
方
と
江
戸
で
は
演
じ
ら
れ
る
噺
も
異
な

り
、
大
坂
で
で
き
た
噺
が
江
戸
に
移
っ
て
い
っ

た
も
の
が
多
い
。
た
と
え
ば
上
方
落
語
で
の

「
時
う
ど
ん
」
と
い
う
有
名
な
噺
は
、
明
治
時

代
に
三
代
目
柳や

な
ぎ

家や

小こ

さ
ん
が
東
京
に
移
し
、

「
時
そ
ば
」
と
い
う
噺
に
な
っ
た
と
言
わ
れ
て

い
ま
す
。
東
京
で
は
あ
ま
り
う
ど
ん
は
食
べ

な
か
っ
た
た
め
、
う
ど
ん
を
そ
ば
に
変
え
た

の
だ
そ
う
。

東
京
に
は
４
つ
の
定
席
が
あ
り
、
8
0
0
人

ほ
ど
の
落
語
家
が
活
動
し
て
い
ま
す
。

立た
て

川か
わ

志し

の
輔す

け

、春し
ゆ
ん

風ぷ
う

亭て
い

昇し
よ
う

太た

、

三さ
ん

遊ゆ
う

亭て
い

小こ

遊ゆ
う

三ざ

、立た
て

川か
わ

志し

ら
く  

な
ど

たとえばこんな
落語家さんが

います

その

4
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落
語
に
興
味
を
も
っ
た
き
っ
か
け
は
、
高
校
生
の
と

き
に
テ
レ
ビ
で
見
た
笑
福
亭
鶴
瓶
さ
ん
で
し
た
。
そ
れ

か
ら
鶴
瓶
さ
ん
の
追
っ
か
け
を
す
る
よ
う
に
な
っ
て
、

そ
こ
か
ら
落
語
も
聴
き
は
じ
め
ま
し
た
。
初
め
て
聴

い
た
落
語
は
、
露つ

ゆ

の
都み

や
こさ

ん
が
主
宰
し
て
い
た
「
ス
ー

パ
ー
落
語
」（
＊
）で
の
鶴
瓶
さ
ん
の
「
死
神
」
や
っ
た
と

思
い
ま
す
。
露
の
都
さ
ん
は
女
性
初
の
落
語
家
さ
ん
で
、

そ
の
と
き
に
初
め
て
、
落
語
の
世
界
に
も
女
の
人
が
い

る
こ
と
を
知
り
ま
し
た
。

私
、
中
学
生
の
こ
ろ
は
す
ご
い
地
味
で
、
廊
下
を
走

れ
る
人
に
憧
れ
て
い
た
ん
で
す
。
楽
し
そ
う
に
は
し
ゃ

い
で
て
、
え
え
な
あ
っ
て
。
人
前
で
ア
ホ
な
こ
と
を

や
っ
て
い
る
人
へ
の
憧
れ
も
あ
っ
て
、
若
い
こ
ろ
は
髪

型
を
よ
く
変
え
た
り
、
髪
の
色
を
緑
に
し
た
り
ピ
ン
ク

に
し
た
り
も
し
て
い
ま
し
た
。
そ
ん
な
憧
れ
は
あ
り
つ

つ
も
、大
学
を
卒
業
後
は
一
般
企
業
に
就
職
。で
も
や
っ

ぱ
り
噺
家
に
な
り
た
い
と
思
っ
て
会
社
を
辞
め
て
、
桂

米よ
ね

二じ

師
匠
の
と
こ
ろ
へ
弟
子
入
り
の
お
願
い
に
行
っ
た

ん
で
す
。
す
る
と
師
匠
は
私
の
顔
見
ん
と
、
頭
ば
っ
か

り
見
て
て
…
…
全
然
目
を
合
わ
せ
て
く
れ
へ
ん
と
思
っ

て
た
ら
、
当
時
の
私
の
髪
型
、
ア
フ
ロ
や
っ
た
ん
で
す

ね
（
笑
）。
は
じ
め
は
、「
女
性
の
弟
子
は
と
ら
ん
」
と
断

ら
れ
ま
し
た
が
、
何
度
か
通
っ
て
な
ん
と
か
弟
子
に
し

て
も
ら
え
ま
し
た
。

落
語
は
何
百
年
も
の
間
、
男
の
人
が
や
っ
て
き
て
、

男
の
人
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
て
き
た
の
で
、
女
の
人
が

や
る
と
不
自
然
な
と
こ
ろ
も
多
い
で
す
。
違
和
感
だ
ら

け
で
、
そ
う
す
る
と
お
客
さ
ん
は
笑
い
に
く
い
。
宝
塚

の
歌
劇
を
男
が
や
る
、
み
た
い
な
難
し
さ
が
あ
り
ま
す

ね
。
あ
と
、
女
の
人
は
ア
ホ
に
な
り
に
く
い
な
、
と
感

じ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
過
去
に
、
好
き
な
人
が
寄
席

を
見
に
来
て
く
れ
た
と
き
、「
私
、
何
し
て
ん
の
や
ろ
」

み
た
い
に
思
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
本

当
に
入
門
し
た
て
の
頃
で
す
け
ど
ね
。
め
ち
ゃ
め
ち
ゃ

緊
張
し
て
早
口
に
な
っ
て
、
20
分
の
演
目
が
13
分
で
終

わ
っ
ち
ゃ
っ
た
（
笑
）。

た
だ
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
、
子
ど
も
の
役
は
、
男
の
人

よ
り
や
り
や
す
い
と
こ
ろ
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。
で
も

そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
難
し
い
落
語
に
も
挑
戦
し
て
、

何
で
も
で
き
る
よ
う
な
腕
が
な
い
と
あ
か
ん
な
と
思
っ

て
い
て
。
だ
か
ら
こ
そ
、
上
手
く
な
り
た
い
ん
で
す
。

ぶ
っ
ち
ぎ
り
の
ア
ホ
に
な
り
た
い
。
も
っ
と
技
術
を
磨

い
て
い
き
た
い
で
す
ね
。
そ
し
て
1
0
0

年
後
に
は
、
女
の
人
が
落
語
を
し
て
い
る
の

が
普
通
に
な
っ
て
い
る
よ
う
な
流
れ
を
、
今

か
ら
ち
ょ
っ
と
ず
つ
で
も
作
っ
て
い
き
た
い

で
す
。

（＊）初めての人でも楽しめるように、映像や演出なども用いて、ライブハウスなどでも行う落語

桂二葉  かつら・によう
1986年生まれ。大阪市出
身。京都橘大学文学部卒
業。一般企業に就職の後、
2011年に桂米二に入門。

落
語
家
は
、
圧
倒
的
に
男
性
が
多

い
世
界
で
す
。
で
も
「
落
語
は
男
が
や

る
も
の
」
と
い
う
時
代
は
過
ぎ
去
り
、

最
近
は
女
性
の
落
語
家
さ
ん
も
増
え

て
き
て
い
ま
す
。
若
手
女
性
落
語
家
・

桂
二
葉
さ
ん
に
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

その
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京都の町では、用事をすませて帰
ろうとする客人に「ちょっとお茶
漬けでも」とよくお愛想を言って
いたそう。それを知ったある大阪の
男が、いっぺんあの茶漬けを食うて

みたれと京都の知人宅に
やってくる。応対に出
た女房に、あの手こ
の手で食事を出すよ
うに要求するが……。
大阪人から見た京都が
垣間見える。

京都一の目利きと名高い茶道具屋・金
兵衛（通称・茶金）が、清水寺音羽の滝
の茶店で茶を飲んでいたところ、茶碗
のひとつをこねくり回し、しきりに「は
てな？」と首をかしげていた。それを
見ていた油屋は、「あの茶金が注目す
るからには値打ちものにちがいない」
と、しぶる茶店の主人からすったもん
だの末奪うように手に入れるのだが
……。塩鯛さんもよくやる噺だそう。

は
じ
ま
り
は
「
市
民
寄
席
」

初
め
て
落
語
を
聴
い
た
の
は
高

校
３
年
生
の
と
き
。
友
だ
ち
に
誘

わ
れ
て
、
当
時
京
都
会
館
で
や
っ

て
い
た
「
市
民
寄
席
」
に
行
き
ま
し

た
。
ち
ょ
う
ど
落
語
ブ
ー
ム
の
と

き
で
、
超
満
員
で
ね
。
桂
米
朝
師

匠
が
出
て
い
て
、「
す
ご
い
な
ぁ
」

と
惹
き
つ
け
ら
れ
た
の
が
落
語

を
好
き
に
な
っ
た
き
っ
か
け
で
す
。

そ
れ
か
ら
大
学
へ
入
っ
た
ん
で
す

が
、
ほ
ぼ
落
語
研
究
会
の
た
め
に

大
学
に
行
っ
て
ま
し
た
（
笑
）。「
落

語
家
に
な
り
た
い
な
」
と
い
う
の

は
ぼ
ん
や
り
と
思
っ
て
い
た
け
れ

ど
、
父
親
が
明
治
生
ま
れ
の
カ
タ

い
人
で
ね
。
落
語
家
や
芸
人
に
な

る
な
ん
て
言
う
と
絶
対
に
反
対
さ

れ
る
。
で
も
、
い
ざ
就
職
を
考
え

は
じ
め
る
と
き
、
父
親
が
亡
く
な
っ

た
ん
で
す
。
毎
日
決
ま
っ
た
時
間

に
同
じ
場
所
に
行
っ
て
働
く
と
い

う
の
が
想
像
で
き
な
く
て
、
や
っ

ぱ
り
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
に
な
る
の
は

嫌
や
っ
た
。
そ
れ
で
も
う
、
３
回

生
の
と
き
に
大
学
を
辞
め
て
、
落

語
の
世
界
に
入
り
ま
し
た
。

生
ま
れ
も
育
ち
も
京
都
で
、
大

学
ま
で
京
都
で
過
ご
し
ま
し
た
。

今
は
京
都
に
は
住
ん
で
へ
ん
け
ど
、

毎
月
、
京
都
の
ど
こ
か
で
落
語
会

を
や
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
仁

和
寺
や
、
宝
ヶ
池
、
北
山
あ
た
り

の
雰
囲
気
が
落
ち
着
い
て
い
て
好

き
で
す
ね
。

京
都
が
出
て
く
る
落
語
の
噺
は

け
っ
こ
う
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
。

「
〜
ど
す
」
と
い
う
語
尾
や
京
こ

と
ば
、
お
公く

家げ

こ
と
ば
も
出
て
き

て
面
白
い
で
す
よ
。
少
し
丁
寧
で
、

上
品
な
感
じ
に
描
か
れ
て
い
る
こ

と
が
多
い
で
す
ね
。

落
語

京都が出てくる
落語の噺

いろいろあります！

京
都と

その
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伊勢参りの帰路、京都見物を終
えた喜六と清八。伏見街道を下
り、寺田屋の浜から夜船に乗っ
て大坂へ帰るまでを描く大作。
「京都の街をスケッチしていく
噺なんですわ」と塩鯛さん。

桂塩鯛  かつら・しおだい
京都市生まれ。立命館大学
経営学部を中退し、1977年、
桂朝
ちよう

丸
まる

（現ざこば）に入門。
2 0 1 8年京都府文化功労賞
受賞。芸歴41年のベテラン
で、3人の弟子を持つ。

桂塩鯛さんに聞く



京
都
に

「
落
語
の
祖
」
が
い
た
！

落
語
は
「
笑
い
」
だ
け
で
は
な
く
「
語
り
」
を

楽
し
む
も
の
な
の
で
、
泣
か
せ
る
も
の
も
あ
れ

ば
関
心
さ
せ
る
よ
う
な
も
の
も
あ
り
ま
す
。
一

番
大
き
な
特
徴
は
、
最
後
に
「
サ
ゲ
」
と
言
わ

れ
る
オ
チ
が
つ
く
「
落
と
し
噺ば
な
し」
で
あ
る
と
こ

ろ
で
す
ね
。
こ
れ
は
実
は
、
お
説
教
で
長
く
使

わ
れ
て
き
た
技
法
で
す
。
仏
教
の
話
ば
か
り
を

し
て
い
る
と
な
か
な
か
聞
い
て
も
ら
え
な
い
の

で
、
少

し
落
と
し

噺
を
入
れ
て
、
笑

わ
せ
た
り
泣
か
せ
た
り
す

る
「
初
め
し
ん
み
り
、
中
お
か
し
く
、

し
ま
い
尊
く
」
と
い
う
極
意
が
あ
り
ま
し
て
。

こ
の
「
中
お
か
し
く
」
を
膨
大
に
知
っ
て
い
た

安あ
ん

楽ら
く

庵あ
ん

策さ
く

伝で
ん

さ
ん
と
い
う
お
坊
さ
ん
が
、
話
を

ま
と
め
て
『
醒せ
い

睡す
い

笑し
よ
う』（

全
8
巻
）と
い
う
本
に
し

て
い
ま
す
。
策
伝
さ
ん
は
京
都
の
新
京
極
通
に

あ
る
誓せ
い

願が
ん

寺じ

の
法
主
を
し
て
い
た
人
で
、「
落
語

の
祖
」
と
呼

ば
れ
て
い
る

ん
で
す
よ
。

お
説
教
の
中

の
「
中
お
か
し

く
」
だ
け
が
飛
び

出
し
て
、
落
と
し

噺
の
原
型
に
な
っ

た
と
い
う
こ
と
で

す
ね
。

落
語
の
も
う
ひ

と
つ
の
大
き
な
特
徴

は
、
お
芝
居
風
に
語
り
が
進

ん
で
い
く
と
い
う
こ
と
。
落
語
と
似
た
芸
能
に

「
講
談
」
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
講
談
だ
と

「
山
の
稜
り
よ
う

線せ
ん

が
黒
々
と
見
え
て
、
そ
こ
に
真
っ

赤
な
夕
日
が
沈
み
…
…
」
と
描
写
を
す
る
ん
で

す
が
、
落
語
は
「
見
な
よ
、
お
日
さ
ん
が
沈
む

よ
！
」
と
い
う
ふ
う
に
、
会
話
で
進
め
て
い
く

ん
で
す
よ
ね
。
こ
れ
は
、
歌
舞
伎
な
ど
の
影
響

が
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

伝
統
芸
能
は

つ
な
が
っ
て
い
く
も
の

落
語
を
聴
い
て
い
た
ら
、
浄
じ
よ
う

瑠る

璃り

が
出
て
き

た
り
、
歌
舞
伎
を
知
ら
な
い
と
楽
し
め
な
い
噺

が
あ
っ
た
り
し
ま
す
（
＊
）。
お
能
・
狂
言
に
つ

な
が
る
部
分
も
あ
り
、
講
談
の
ネ
タ
も
多
い
で

す
。
落
語
に
限
ら
ず
、
伝
統
的
な
も
の
は
「
す

べ
て
が
つ
な
が
っ
て
い
る
」
の
で
す
よ
ね
。
お

茶
を
一
所
懸
命
や
っ
て
い
た
ら
、
お
華
が
気
に

な
っ
て
く
る
。
掛
け
軸
に
か
け
て
あ
る
禅
の
言

葉
が
気
に
な
っ
て
き
た
り
も
し
ま
す
。
落
語
に

も
「
茶
の
湯
」
な
ど
お
茶
が
出
て
く
る
噺
も
あ

り
ま
す
ね
。
楽
し
め
ば
、
次
の
扉
が
待
っ
て
い

る
わ
け
で
す
。

次
々
と
つ
な
が
っ
て
い
く
の
が
伝
統
的
な
も

の
の
良
さ
で
、
こ
れ
は
新
し
い
も
の
に
は
な
い

ん
で
す
。
つ
な
が
り
が
根
を
張
っ
て
い
く
た
め

に
は
、
ど
う
し
て
も
時
間
が
必
要
な
も
の
で
す

か
ら
。
だ
か
ら
長
い
間
か
か
っ
て
築
き
上
げ
て

き
た
も
の
は
、
次
々
と
つ
な
が
っ
て
い
く
喜
び

が
あ
り
ま
す
。
我
々
の
知
性
や
心
は
、
何
か
と

何
か
が
つ
な
が
る
こ
と
自
体
が
喜
び
な
ん
で
す
。

身
体
も
そ
う
で
す
よ
ね
。
手
と
手
を
つ
な
い
だ

ら
、
つ
な
い
だ
温
か
さ
に
救
わ
れ
る
こ
と
っ
て

あ
る
で
し
ょ
う
？
　
知
性
も
そ
う
で
、
つ
な
が

る
喜
び
が
あ
る
ん
で
す
よ
。
扉
は
ど
こ
か
ら
開

い
て
も
い
い
。
落
語
か
ら
入
っ
て
、
歌
舞
伎
や

浄
瑠
璃
と
広
が
っ
て
い
く
の
は
楽
し
い
で
す
よ
。

（
＊
）浄
瑠
璃
や
歌
舞
伎
な
ど
芝
居
が
題
材
に
な
っ
て
い
る
落
語

を「
芝し

ば

居い

噺ば
な
し」

と
い
い
、「
蛸た

こ

芝し
ば

居い

」「
蔵く

ら

丁で
つ

稚ち

」
な
ど
の
演
目
が

あ
り
ま
す
。

伝
統
芸
能
は

「
自
分
で
チ
ュ
ー
ニ
ン
グ
を

合
わ
せ
る
」
も
の

人
間
は
強
い
刺
激
だ
と
す
ぐ
に
飽
き
ち
ゃ
う

の
で
す
が
、
伝
統
的
な
も
の
は
発
す
る
刺
激
が

そ
も
そ
も
弱
い
の
で
飽
き
な
い
ん
で
す
。
た
だ
、

弱
い
刺
激
を
キ
ャ
ッ
チ
す
る
に
は
、
こ
ち
ら

の
心
と
身
体
を
鋭
敏
に
し
な
き
ゃ
い
け
ま
せ
ん
。

普
段
は
私
た
ち
は
「
自
分
」
と
い
う
も
の
を
守

る
た
め
に
バ
リ
ア
を
張
っ
て
い
る
ん
で
す
が
、

バ
リ
ア
を
張
っ
た
ま
ま
だ
と
弱
い
刺
激
を
キ
ャ

ッ
チ
で
き
な
い
の
で
、
バ
リ
ア
を
外
す
。
細
か

な
刺
激
に
こ
ち
ら
側
か
ら
チ
ュ
ー
ニ
ン
グ
し
て

い
っ
て
、
う
ま
く
波
長
が
合
う
と
喜
び
が
あ
る
。

そ
ん
な
楽
し
み
が
伝
統
的
な
も
の
に
は
あ
り
ま

す
。こ

の
チ
ュ
ー
ニ
ン
グ
能
力
は
、
芸
能
だ
け
じ

ゃ
な
く
て
生
き
て
い
く
あ
ら
ゆ
る
場
面
で
重
要

で
す
。
他
者
の
痛
み
に
チ
ュ
ー
ニ
ン
グ
す
る
能

力
や
共
感
す
る
能
力
も
大
切
で
す
が
、
都
市
で

暮
ら
し
て
い
る
と
共
感
能
力
を
下
げ
ざ
る
を
得

ま
せ
ん
。
都
市
で
そ
ん
な
に
鋭
敏
に
暮
ら
し
て

い
た
ら
生
き
て
い
け
な
い
で
し
ょ
う
。
気
が
つ

か
な
い
う
ち
に
チ
ュ
ー
ニ
ン
グ
能
力
を
落
と
し

て
暮
ら
し
て
い
る
ん
で
す
よ
ね
。
伝
統
芸
能
の

場
に
身
を
置
い
て
、
バ
リ
ア
を
外
し
て
能
力
を

あ
げ
る
と
い
う
の
は
と
て
も
大
切
な
時
間
な
ん

で
す
。

落
語
は
、
普
段
か
ら
人
を
あ
た
た
か
い
目

で
見
て
い
る
人
の
ほ
う
が
楽
し
め
ま
す
よ
（
笑
）。

落
語
に
は
基
本
的
に
、
立
派
な
人
は
出
て
き
ま

せ
ん
。
そ
れ
を
非
難
や
排
除
を
せ
ず
に
、「
そ

ん
な
人
お
る
よ
ね
え
」「
自
分
も
そ
ん
な
と
こ
あ

る
な
ぁ
」
と
あ
た
た
か
く
笑
う
と
い
う
か
、
そ

れ
が
良
さ
で
も
あ
り
ま
す
ね
。
な
の
で
、
人
間

観
察
や
自
己
分
析
、
他
者
観
察
の
よ
う
な
こ
と

が
、
落
語
を
楽
し
む
コ
ツ
に
な
っ
て
く
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
は
じ
め
は
う
ま
く
い
か
な
く
て

も
、
何
度
か
聴
い
て
い
る
う
ち
に
、
だ
ん
だ
ん

心
と
身
体
の
チ
ュ
ー
ニ
ン
グ
も
あ
っ
て
く
る
も

の
で
す
よ
。

その

7

入
門

入
門の

釈  徹宗  しゃく・てっしゅう
1961年生まれ。宗教学者、如
来寺住職。相愛大学人文学部
教授。『落語に花咲く仏教』な
ど著作多数。テレビ番組「落
語でブッダ」（NHK Eテレ）な
ども担当。
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おわりに

入
門

入
門の

rakugo  book  guide

落語ブックガイド

これで「落語入門の入門」もおわり。
最後に、より落語を楽しむために、
おすすめの本たちをご紹介します！

『上方落語史観』
髙島幸次（140B）

古典落語が創作された当時の食べもの、娯楽、
住まいなどの生活の様子から、遊郭での遊び
やトイレ事情など下世話な話まで。上方落語
のネタから、大阪、そして日本の歴史を学べ
る一冊です。 

『昭和元禄落語心中』
雲田はるこ（講談社）

昭和最後の大名人・有楽亭八雲に、元チンピ
ラ・与太郎が押しかけ弟子入り志願をするとこ
ろから始まる物語。江戸落語の粋を感じます。
全10巻。

『世界は広くてせまくて、
やっぱり広い！』

笑福亭鶴笑（ヨシモトブックス）

『しゃべれどもしゃべれども』 
佐藤多佳子（新潮文庫）

24歳で6代目笑福亭松鶴に弟子入りし、も
がきながら生み出した「パペット落語」で世
界中を笑わせる！ 40代で海外移住し、「国
境なき芸能団」としてイラクまで訪れる姿は
かっこいいの一言。

気が短い若手落語家・今昔亭三つ葉は、ひょ
んなことから訳ありでうまく話せなくなった
人たちに落語を教えることになって……。じ
んわり心が温まる小説。

いざ

入
門

こ
れ
ま
で
落
語
を
楽
し
む
た

め
の
あ
れ
こ
れ
を
お
伝
え
し

て
き
ま
し
た
。
こ
れ
で
入
門

の
た
め
の
準
備
は
バ
ッ
チ
リ
。

で
は
、
い
ざ
入
門
！　

と
い

う
こ
と
で
、
実
際
に
関
西
で

落
語
を
観
ら
れ
る
場
所
を
紹

介
し
て
い
き
ま
す
。

落
語
を

観
る
な
ら

京
都
で
落
語

京
都
に
は
定
席（
常
設
の
寄
席
）は
あ

り
ま
せ
ん
が
、
寺
院
神
社
や
食
事
処
な

ど
、
実
は
さ
ま
ざ
ま
な
と
こ
ろ
で
落
語

会
が
開
催
さ
れ
て
い
ま
す
。
行
き
や
す

い
価
格
帯
の
会
も
多
い
の
で
、
小
ま
め

に
チ
ェ
ッ
ク
し
て
み
て
く
だ
さ
い
ね
。

市民寄席
昭和32年（1957年）から続く、
京都市主催の伝統ある落語会。
現在はロームシアター京都を
主会場に、定期的に開催して
います（年5回）。毎回、若手か
らベテランまで多彩な顔ぶれ
の落語家が出演。チケット代
も2000円前後と行きやすいの
で、初めて落語を聴くという人
にもおすすめです。
主催：京都市、ロームシアター京都
☎075-771-6051
京都市左京区岡崎最勝寺町13

◎市民寄席　豆知識　
これまで市民寄席で 
演じられた噺ランキング 
（第1回～第343回）

1位 「崇
す

徳
とく

院
いん

」 19回

2位 「植
うえ

木
き

屋
や

娘
むすめ

」 
 「野

の

崎
ざき

詣
まい

り」 
 「親

おや

子
こ

茶
ぢや

屋
や

」 18回

5位 「子ほめ」 17回

※第1回には、後に上方落語四天王と
呼ばれる、四代目笑福亭枝鶴（襲名後：
六代目笑福亭松鶴）、三代目桂米朝、
三代目桂小文枝（襲名後：五代目桂文
枝）、二代目桂福團治（襲名後：三代
目桂春團治）が、全員出演！

第339回市民寄席
～三喬改メ七代目笑福亭松喬襲名披露公演～
撮影：佐々木卓男

上方落語の落語会の情報は、
「上方落語協会」ホームページまで！ 
https://kamigatarakugo.jp
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京
きよう

都
と

鉄
てつ

道
どう

博
はく

物
ぶつ

館
かん

2016年春に「鉄道の総合博物館」として開館。実物車両
の展示など迫力満点の博物館では季節によってさまざま
なイベントが催されています。2019年1月12日（土）に
は、「旅 Tabi（たびたび）寄席」と題して、世界でも活躍
する落語家・笑福亭鶴笑さんを出演者に迎えた、子ども
から大人まで楽しめる落語会が開催されます。
京都市下京区観喜寺町
電話：0570-080-462

神
こう

戸
べ

新
しん

開
かい

地
ち

 喜
き

楽
らく

館
かん

繁昌亭につづいて、上方落語の第２
の定席が神戸新開地に2018年7月に
オープン。昼は落語の寄席、夜は落語
家による落語会のほか、市民への貸し
館としても利用されています。昼席の
出演者は、繁昌亭と同じく週替わり。
若手からベテランまで、存分に寄席を
楽しめます。
神戸市兵庫区新開地2丁目4-13
電話：078-335-7088

天
てん

満
ま

天
てん

神
じん

 繁
はん

昌
じよう

亭
てい

戦後、落語専門の定席がなかった関西
に、2006年9月に60年ぶりに誕生し
た定席。大阪天満宮の敷地内にありま
す。落語を中心に、漫才、俗曲などの
色物芸の興行が連日執り行われていま
す。
大阪市北区天神橋2-1-34
電話：06-6352-4874

●昼席　毎日13時～16時ごろ　
メインの定席寄席公演。落語８～9席、
色物（マジックや漫才など、落語以外
の芸）1～2席の寄席公演です。出演者
は週替わりで、若手からベテランまで
が入れ替わり立ち替わり登場します。
寄席に初めて行くなら、まず昼席に行っ
てみるのがおすすめ。

●夜席
独演会や一門会など各落語家が主催す
る会を中心に、独自企画の番組も。開
演時間や料金、内容は日替わりです。

恵
けい

文
ぶん

社
しや

一
いち

乗
じよう

寺
じ

店
てん

京都のカルチャー発信地である名物書店のイベントス
ペースでは、落語会が開催されることもしばしば。中で
も「桂ちょうばらくご会」は月に1回ほど開催されている
人気の落語会。左京区出身の落語家・桂ちょうばさんが、
若い人にもっと落語を聞いてもらいたいという思いで
2017年4月から始まったのだそう。開催日はホームペー
ジを要チェック。
京都市左京区一乗寺払殿町10
電話：075-711-5919

京
きよう

極
ごく

かねよ
大正末期創業、渋い店構えの老舗うなぎ屋で月に1回ほ
ど2階の座敷で行われている「かねよ寄席」。20年ほど
前、故二代目桂

かつら

歌
うた

之
の

助
すけ

の発案で始まった寄席は毎回大
人気。当日券（当日16時から受付）を求める行列ができ
る。木

き

戸
ど

銭
せん

（入場券）は特製うなぎ丼がついて2500円と
お得です。
京都市中京区六角通新京極東入松ヶ枝町456
電話：075-221-0669

錦
にしき

湯
ゆ

錦市場のすぐ近くにある銭湯・錦湯では、銭湯の定休日
（毎週月曜日）に若手落語家を中心とした落語会を開催。
月
つき

亭
てい

太
たい

遊
ゆう

さんが、銭湯へ行く感覚で「ふらっ」と落語に
来てほしいと、番頭に相談したのがきっかけで2014年
にスタートしたそう。
京都市中京区堺町通錦小路下ル八百屋町535
電話：075-221-6479

い
つ
で
も
観
ら
れ
る
！

定じ
よ
う

席せ
き

落
語
の
公
演
を
毎
日
や
っ
て
い
る

演
芸
場
の
こ
と
を
「
定
席
」
と
言
い

ま
す
。
一
般
的
に
は
、
昼
席
と
夜
席

で
2
回
の
公
演
が
あ
り
、
1
回
の
公

演
に
10
人
ほ
ど
の
噺
家
さ
ん
が
出
演
。

そ
れ
ぞ
れ
持
ち
時
間
は
15
分
～
30
分

ほ
ど
で
、
落
語
だ
け
で
な
く
、
色
物

と
呼
ば
れ
る
漫
才
、
漫
談
、
奇
術
、

紙
切
り
な
ど
様
々
な
ジ
ャ
ン
ル
の
芸

も
一
緒
に
観
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
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京
都
・
和
の
文
化
体
験
の
日

落
語
入
門
の
入
門

2
0
1
8
年
12
月
発
行

京
都
市
文
化
市
民
局

文
化
芸
術
都
市
推
進
室

文
化
芸
術
企
画
課

編　
集 

ミ
シ
マ
社

監　
修 

髙
島
幸
次

表
紙
イ
ラ
ス
ト 

木
下
晋
也

デ
ザ
イ
ン 

い
わ
な
が
さ
と
こ

伝
統
工
芸
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

手
ぬ
ぐ
い
摺す

り

型が
た

友
禅
染
体
験 

落
語
の
し
ぐ
さ
で
も
使
用
さ
れ
る
手
ぬ
ぐ
い
摺
型
友
禅
染

体
験
が
で
き
る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
。
当
日
は
、実
際
に
落
語

の
し
ぐ
さ
も
体
験
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。京
都
伝
統
産
業
ふ

れ
あ
い
館
鑑
賞
ツ
ア
ー
に
も
参
加
い
た
だ
け
ま
す
。

日　
時 

◎ 

2
0
1
9
年
2
月
16
日（
土
）

 

午
後
1
時
〜
／
午
後
3
時
〜

 

（
計
2
回
、
同
様
の
内
容
）

場　
所 

◎ 

京
都
伝
統
産
業
ふ
れ
あ
い
館

 

京
都
市
左
京
区
岡
崎
成
勝
寺
町
9
番
地
の
1

参
加
費 

◎ 

1
2
0
0
円（
実
費
の
み
）

定　
員 

◎ 

20
名（
各
回
） ※
要
事
前
申
込

協　
力 

◎ 

公
益
財
団
法
人
京
都
伝
統
産
業
交
流
セ
ン
タ
ー

は
じ
め
ま
し
て
落
語

落
語
を
実
際
に
見
て
、楽
し
も
う
!

日　
時 

◎ 

2
0
1
9
年
2
月
11
日（
月
・
祝
）

 

午
後
1
時
30
分
〜
午
後
3
時
30
分

場　
所 

◎ 

先
斗
町
歌
舞
練
場

 

京
都
市
中
京
区
先
斗
町
通
三
条
下
る

参
加
費 

◎ 

無
料

定　
員 

◎ 

3
8
0
名 

※
要
事
前
申
込

落
語
の
実
演

「
笑
福
亭
福
笑
」、「
笑
福
亭
た
ま
」の
師
弟
コ
ン
ビ
が
登
場
し

ま
す
。
お
囃
子
の
説
明
な
ど
も
あ
り
、
は
じ
め
て
の
方
に
も

楽
し
ん
で
い
た
だ
け
ま
す
。

出　
演 

◎ 

笑
福
亭
福
笑
、
笑
福
亭
た
ま
、
桂
二
葉

 

お
囃
子　

下
座 

三
味
線
／
入い

り

谷た
に

和か
ず

女め

 

下
座 

鳴
り
物
／
桂

か
つ
ら

白は
く

鹿し
か

ト
ー
ク「
落
語
と
狂
言 

そ
れ
ぞ
れ
の
笑
い
」

今
回
は
、
第
一
線
で
活
躍
す
る
落
語
家
の「
笑
福
亭
た
ま
」

と
狂
言
師
の「
茂し

げ

山や
ま

逸い
っ

平ぺ
い

」の
ト
ー
ク
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

出　
演 

◎ 

笑
福
亭
た
ま（
落
語
家
）、
茂
山
逸
平（
狂
言
師
）

「
ら
く
ご
謎
解
き
あ
そ
び
」

館
内
に
掲
示
し
た
落
語
に
関
連
し
た
ク
イ
ズ
を
読
み
解
い

て
、
プ
レ
ゼ
ン
ト
を
手
に
入
れ
よ
う（
全
問
正
解
者
、
先
着

1
0
0
名
様
の
み
）。

日　
時 

◎ 

2
0
1
9
年
2
月
11
日（
月
・
祝
）

 

午
後
0
時
30
分
〜
午
後
1
時
20
分

場　
所 

◎ 

先
斗
町
歌
舞
練
場

 

1
階
ロ
ビ
ー
、
2
階
ロ
ビ
ー　

他

第一部第二部同時開催

京
都和の

文
化

体
験
の
日

2
0
1
9
年
度
市
民
寄
席

年
間
席
札
の
ご
案
内

市
民
寄
席
に
は
、「
年
間
席
札
」
と
い
う
年
5
回
の

2
0
1
9
年
度
市
民
寄
席
の
公
演
全
て
を
お
楽
し
み
い

た
だ
け
る
通
し
券
が
あ
り
ま
す
。（
毎
回
公
演
券
を
購
入
す

る
よ
り
も
２
割
ほ
ど
お
得
！
）

料　
金 

◎ 

8
0
0
0
円

販
売
開
始
日 

◎ 

2
0
1
9
年
1
月
27
日（
日
）

 

午
前
10
時
〜

購
入
枚
数 

◎ 

1
人
2
枚
ま
で
購
入
可
能

販
売
場
所 

◎ 

ロ
ー
ム
シ
ア
タ
ー
京
都
チ
ケ
ッ
ト
カ
ウ
ン
タ
ー
、

京
都
コ
ン
サ
ー
ト
ホ
ー
ル
チ
ケ
ッ
ト
カ
ウ
ン

タ
ー
な
ど

そ
の
他 

◎ 

全
席
指
定
と
な
り
、
ご
購
入
の
際
に
、
全
て
の
回

の
座
席
を
ご
指
定
い
た
だ
き
ま
す
。（
5
回
共
通
）

○ 

25
歳
以
下
公
演
券
は
、
当
日
、
年
齢
の
分
か
る
も
の
を
ご

提
示
い
た
だ
き
ま
す
。

○ 

各
公
演
の
チ
ケ
ッ
ト
発
売
情
報
詳
細
に
つ
い
て
は
、
決
ま

り
次
第
、
ロ
ー
ム
シ
ア
タ
ー
京
都
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
お
知

ら
せ
い
た
し
ま
す
。

○ 

未
就
学
児
童
の
入
場
不
可

【
主
催
】

京
都
市
、
ロ
ー
ム
シ
ア
タ
ー
京
都

（
公
益
財
団
法
人
京
都
市
音
楽
芸
術
文
化
振
興
財
団
）

【
お
問
い
合
わ
せ
】

ロ
ー
ム
シ
ア
タ
ー
京
都
チ
ケ
ッ
ト
カ
ウ
ン
タ
ー

☎
0
7
5

−

7
4
6

−

3
2
0
1

2018年度

3
4
4
回  

2
0
1
9
年
1
月
27
日（
日
）

開　
演 

◎ 

午
後
1
時
30
分

料　
金 

◎ 

前
売 

2
3
0
0
円
、
当
日 

2
5
0
0
円

 

25
歳
以
下 

1
5
0
0
円

番
組
・
出
演 

◎ 

「
つ
る
」 

桂
三
度

 

「
お
ご
ろ
も
ち
盗
」桂
ち
ょ
う
ば

 

「
二
番
煎
じ
」桂
雀
三
郎

 

「
狼
講
釈
」露
の
新
治

 

「
E
B
I
」笑
福
亭
仁
智

2019年度

3
4
5
回  

5
月
21
日（
火
）

開　
演 

◎ 

午
後
7
時

料　
金 

◎ 

前
売 

1
8
0
0
円
、
当
日 

2
0
0
0
円

 

25
歳
以
下 

1
5
0
0
円

3
4
6
回  

7
月
23
日（
火
）

開　
演 

◎ 

午
後
7
時

料　
金 

◎ 

前
売 

1
8
0
0
円
、
当
日 

2
0
0
0
円

 

25
歳
以
下 

1
5
0
0
円

3
4
7
回  

9
月
8
日（
日
）

開　
演 

◎ 

午
後
1
時
30
分

料　
金 

◎ 

前
売 

2
3
0
0
円
、
当
日 

2
5
0
0
円

 

25
歳
以
下 

1
5
0
0
円

3
4
8
回  

11
月
26
日（
火
）

開　
演 

◎ 

午
後
7
時

料　
金 

◎ 

前
売 

1
8
0
0
円
、
当
日 

2
0
0
0
円

 

25
歳
以
下 

1
5
0
0
円

3
4
9
回  

2
0
2
0
年
1
月
26
日（
日
）

開　
演 

◎ 

午
後
1
時
30
分

料　
金 

◎ 

前
売 

2
3
0
0
円
、
当
日 

2
5
0
0
円

 

25
歳
以
下 

1
5
0
0
円

 市民寄席のご案内
P17でもご紹介した、京都市主催「市民寄席」の

開催スケジュールはこちらです。（会場は全てロームシアター京都 サウスホール）

◎申込方法
京都いつでもコール
TEL 075 -661 -3755（午前８時～午後９時）
※おかけ間違いにご注意ください
FAX 075 -661 -5855
上記URL・QRコードからもお申し込みいただけます。
【お申込み事項】
1 催し名（「はじめまして落語」又は「伝統工芸ワーク
ショップ」）／2 氏名（ふりがな）／3 郵便番号・住所／
4 電話番号／5 同伴者の氏名（2名まで、「はじめまして
落語」は人数のみお伝え下さい。）／6参加希望者全員
の年齢（申込者、同伴者とも）／7 参加希望時間（伝統
工芸ワークショップのみ）

◎申込受付期間
2018年11月22日（木）～2019年1月16日（水）

「はじめまして落語」申込みURL
http://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/
page/0000244139.html

「伝統工芸ワークショップ」申込みURL
http://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/ 
0000244144.html

※本冊子の公演情報は、すべて11月末時点のものです。
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●
こ
の
印
刷
物
が
不
要
に
な
れ
ば「
雑
が
み
」と
し
て
古
紙
回
収
等
へ

2018年12月発行 京都市文化市民局 文化芸術都市推進室 文化芸術企画課　京都市印刷物第303165号

京都・和の文化体験の日
イベントやお申込の詳細は、TwitterやFacebook、Kyoto Art Boxもぜひご覧ください
Twitter：@Kyoto_wanobunka
Facebook：facebook.com/KyotoWanobunka
Kyoto Art Box  https://kyoto-artbox.jp

京都文化芸術オフィシャルサイト


