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江
戸
噺
家

―
落
語
家
に
な
ら
れ
た
き
っ
か
け
は
？

　

高
校
で
進
路
を
考
え
て
い
た
時
、「
サ
ラ

リ
ー
マン
は
嫌
だ
な
」と
思
っ
て
い
ま
し
た
。門

戸
の
広
い
演
劇
の
世
界
に
入
れ
ば
、新
し
い
道

が
開
け
る
ん
じ
ゃ
な
い
かって
、大
学
に
進
み
劇

団
に
入
っ
た
ん
で
す
。で
も
、や
り
た
い
こ
と
は

分
か
ら
な
かっ
た
。そ
ん
な
時
、高
校
時
代
に

テ
レ
ビ
で
た
ま
た
ま
見
た
落
語
番
組
を
思
い

出
し
ま
し
た
。お
じ
い
さ
ん
が
喋
って
い
る
だ
け

な
の
に
、頭
の
中
に
そ
の
情
景
が
映
像
と
し
て

パ
ー
ッ
と
浮
か
ん
で
き
た
ん
で
す
よ
。衝
撃
で

し
た
。そ
の
お
じ
い
さ
ん
が
、圓
菊
師
匠
。落
語

と
い
う
も
の
を
全
然
理
解
し
て
い
な
かっ
た
の

で
す
が
、「
落
語
で
ダ
メ
な
ら
、普
通
に
お
勤
め

し
よ
う
」と
決
意
し
て
、『
東
京
か
わ
ら
版
』を

頼
り
に
圓
菊
師
匠
を
探
し
ま
し
た
。

春日井市図書館で読める

江戸風俗を知れば、
文菊落語が
もっと面白い！

司書＝田邊涼太（春日井市図書館）
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―
そ
し
て
圓
菊
師
匠
の
門
を
叩
い
た
ん
で

す
ね
。

　

入
門
は
で
き
た
ん
で
す
が
、そ
の
後
が
大

変
で
し
た
。今
ま
で
の
生
き
方
を
全
部
リ
セッ

ト
さ
せ
ら
れ
る
ん
で
す
。「
前
座
の
く
せ
に
意

見
を
述
べ
る
な
ん
て
、ふ
て
ぇ
野
郎
だ
」っ
て
。

20
年
も
生
き
て
る
わ
け
だ
か
ら
自
分
な
り
の

考
え
が
あ
る
ん
だ
け
ど
、「
落
語
家
は
そ
れ
を

一
旦
崩
さ
な
き
ゃ
い
け
な
い
。地
を
這
う
よ
う

な
苦
労
が
必
要
な
ん
だ
」と
、教
え
ら
れ
た
ん

だ
と
思
い
ま
す
。お
か
げ
で
自
分
を
丸
裸
に
で

き
ま
し
た
。落
語
は
生
身
の
人
間
を
見
て
も

ら
う
芸
で
す
。自
分
を
装
う
と
か
、面
白
い
噺

を
並
べ
れ
ば
良
い
な
ん
て
も
の
で
は
な
い
。

―
そ
の
圓
菊
師
匠
が
、文
菊
師
匠
の
真
打

昇
進
1
か
月
後
に
亡
く
な
ら
れ
ま
し
た
。

　

そ
れ
ま
で
は
毎
日
の
よ
う
に
、師
匠
の
小

言
に
追
い
込
ま
れ
て
い
ま
し
た
。し
か
し
そ
れ

は
、落
語
家
に
必
要
な〝
自
分
の
内
面
と
向

き
合
う
〞と
い
う
試
練
を
与
え
ら
れ
て
い
た
ん

だ
と
思
い
ま
す
。自
分
と
本
気
で
対
峙
し
て

く
れ
る
人
を
失
い
、途
方
に
く
れ
ま
し
た
。そ

ん
な
時
、不
安
な
気
持
ち
を
補
って
く
れ
た
の

が
、意
外
に
も
結
婚
だ
っ
た
ん
で
す
。

　

結
婚
し
て
相
手
と
深
く
関
わ
る
よ
う
に
な

る
と
、自
分
の
中
の
解
決
し
て
い
な
い
問
題
に

気
付
か
さ
れ
る
ん
で
す
。例
え
ば
奥
さ
ん
と
喧

嘩
し
て
、「
お
め
ぇ
が
そ
う
し
ね
ぇ
か
ら
、ダ
メ

な
ん
だ
」と
言
って
し
ま
う
こ
と
も
あ
る
。で
も

そ
れ
っ
て
、自
分
の
責
任
で
物
事
を
発
信
し

て
な
い
ん
で
す
よ
ね
。人
の
せ
い
に
し
て
い
る
。

落
語
で「
今
日
は
客
が
良
く
な
かっ
た
か
ら
ウ

ケ
な
かっ
た
」って
言
う
の
も
、た
だ
の
責
任
転

嫁
で
す
。自
分
に
自
信
が
あ
れ
ば
、人
が
ど
う

感
じ
よ
う
と
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。落

語
家
に
必
要
な
の
は「
私
は
こ
う
な
ん
だ
」と

い
う
芯
を
持
つ
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。そ
れ
に

気
付
け
た
の
は
、奥
さ
ん
の
お
か
げ
で
し
た
。

結
婚
は〝
魂
の
修
行
〞で
す
よ
ね（
笑
）。

―
古
典
に
真
摯
に
取
り
組
ま
れ
て
い
ま
す

が
、師
匠
に
と
っ
て
の
落
語
と
は
？

　

古
典
と
いって
も
、昔
か
ら
あ
る
噺
って
い
う

だ
け
で
す
。た
だ
、古
典
を
や
る
か
ら
に
は
、お

客
さ
ん
を
江
戸
の
世
界
に
連
れ
て
行
け
る
空

気
感
を
作
り
出
せ
な
く
て
は
い
け
な
い
。そ
の

た
め
に
も
、普
段
か
ら
落
語
の
世
界
に
出
て

く
る
も
の
に
触
れ
て
お
く
こ
と
は
、大
切
か
も

知
れ
ま
せ
ん
。歌
舞
伎
と
か
お
座
敷
遊
び
と

か
。で
も
一
番
大
事
な
の
は
、師
匠
の
お
家
に

通
う
こ
と
な
ん
で
す
。入
門
し
て
か
ら
４
年
ほ

ど
、毎
日
朝
か
ら
ず
っ
と
い
て
、掃
除
し
て
お
ま

ん
ま
こ
し
ら
え
て
、師
匠
と
一
緒
に
食
べ
ま
し

た
。そ
れ
は一
見
意
味
が
な
さ
そ
う
で
、実
は

〝
噺
家
の
匂
い
〞を
身
体
に
付
け
る
た
め
に
必

要
な
こ
と
。圓
菊
師
匠
は
志
ん
生
師
匠
の
元

で
、昔
な
が
ら
の
修
行
を
し
ま
し
た
。現
代
人

か
ら
見
た
ら
遺
物
み
た
い
な
人
で
し
た
よ

（
笑
）。し
か
し
、匂
い
を
伝
え
て
い
か
な
い
と
、

落
語
と
い
う
伝
統
文
化
が
無
く
な
っ
ち
ゃ
う

ん
で
す
。そ
う
い
う
土
台
を
作
っ
て
、自
分
の

好
き
な
も
の
を
足
し
て
い
く
と
、一
人
の
落
語

家
が
出
来
上
が
る
ん
だ
と
思
い
ま
す
。

よくお坊さんに間違えられるという
文菊師匠。飄 と々した印象ですが、
お会いすると、真摯に落語と向き
合う真面目なお人柄。そんな師匠
が高座に上がると、ドキっとするほ
ど華があるんです。底知れない魅
力に、目が離せません。

素敵な着物の
着こなしにも
注目です！
スタッフ＝鈴木史子
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“

“

噺
家
の
匂
い 

が
伝
統
を
守
る

落
語
家
は

生
身
の
人
間
を
見
て
も
ら
う
職
業

頭
の
中
に
映
像
と
し
て

パー
ッ
と
浮
か
ん
だ
衝
撃

自
分
に
自
信
が
あ
れ
ば
、

ど
ん
な
状
況
も
受
け
入
れ
ら
れ
る

「江戸の庶民信仰」
山路興造／青幻舎

神
様
、仏
様
、妖
怪
に
お
化
け

…
。昔
の
人
は
そ
の
存
在
を
信

じ
て
い
ま
し
た
。だ
か
ら
信
仰

は
生
活
の
一
部
。こ
れ
を
知
ら

な
き
ゃ
江
戸
っ
子
じ
ゃ
な
い
!?
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「江戸に学ぶ粋のこころ」
小山觀翁／グラフ社

江
戸
っ
子
は
粋
を
大
事
に
し

て
い
る
っ
て
言
い
ま
す
よ
ね
。で

も〝
粋
〞っ
て
何
で
し
ょ
う
？
こ

の
本
を
読
ん
で
、粋
で
鯔
背
な

人
に
な
っ
て
み
ま
せ
ん
か
？

い
な
せ

3

「図解 江戸の暮らし事典」
監修＝河合敦／学研

長
屋
っ
て
ア
パ
ー
ト
？
金
一

両
っ
て
大
金
な
の
？
よ
く
聞

く
け
ど
知
ら
な
い
江
戸
の
暮

ら
し
を
イ
ラ
ス
ト
を
使
っ
て
わ

か
り
や
す
く
解
説
し
て
い
ま
す
。
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