
巻
頭
特
集

立
川
志
の
輔

放
送
15
年
目
を
迎
え
た
人
気
番
組「
た
め
し
て
ガ
ッ
テ
ン
」の

機
知
に
富
ん
だ
司
会
で
知
ら
れ
る
立
川
志
の
輔
さ
ん
。

古
典
や
創
作
落
語
を
独
特
の
噺
ぶ
り
で
観
客
を
グ
ッ
と
引
き
つ
け
、

高
座
の
チ
ケ
ッ
ト
を
取
る
の
が
最
も
困
難
と
ま
で
言
わ
し
め
る
落
語
家
。

昨
年
は
自
身
が
創
作
し
た
落
語「
歓
喜
の
歌
」が
映
画
化
さ
れ
る
な
ど
、

多
方
面
で
活
躍
中
の
志
の
輔
さ
ん
に
、学
生
時
代
の
思
い
出
か
ら

近
況
に
至
る
ま
で
の
お
話
を
、じ
っ
く
り
と
お
伺
い
し
ま
し
た
。



も
”ダ
ン
デ
ィ
な
人
“で
し
た
。「
先
生
っ
て

か
っ
こ
い
い
な
ぁ
」と
思
っ
た
、最
初
で
最
後
の

教
師
で
し
た
ね
。二
枚
目
で
ス
ポ
ー
ツ
万
能
。

生
徒
に
対
す
る
接
し
方
も
す
て
き
で
。他
の

先
生
と
比
べ
る
と
、生
徒
に
よ
り
近
く
踏
み

込
ん
で
話
を
し
て
く
れ
た
先
生
で
し
た
。合

宿
で
は
テ
ニ
ス
の
指
導
の
話
だ
け
で
な
く
、一

緒
に
な
っ
て
様
々
な
も
の
の
考
え
方
に
つ
い
て

話
し
て
く
れ
た
り
し
て
、い
ろ
い
ろ
と
思
い
出

に
残
る
先
生
で
し
た
ね
。

プ
ロ
を
自
覚
さ
せ
ら
れ
た

師
匠
・
談
志
の
ひ
と
こ
と

̶
̶

現
在
の
志
の
輔
さ
ん
の
こ
と
を
お
伺
い
し

ま
す
。
お
弟
子
さ
ん
に
教
え
る
と
い
う
こ
と
に

つ
い
て
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

　
今
、自
分
が
師
匠
と
言
わ
れ
る
立
場
に

な
って
、「
教
え
る
こ
と
」の
大
変
さ
を
実
感
し

て
い
ま
す
。

　
弟
子
の
中
に
は
、「
話

す
」こ
と
が
得
意
で
は
な

く
、「
素
人
以
下
の
話
術

し
か
な
い
」と
い
う
弟
子

だ
って
い
る
わ
け
で
す
よ
。

そ
の
弟
子
が
一
生
懸
命

努
力
し
て
も
技
術
的
に

は
限
界
が
あ
り
ま
す
。で

す
か
ら
、愛
嬌
、発
想
、気
づ
か
い
、人
に
可
愛

が
ら
れ
る
部
分
な
ど
で
、何
か
人
と
違
う
部

分
を
磨
い
て
く
れ
れ
ば
い
い
と
思
っ
て
い
ま

す
。8 

0 

0
人
ほ
ど
い
る
落
語
界
で
、み
ん
な

と
は
「
こ
こ
が
違
う
、や
っ
ぱ
り
プ
ロ
だ
ね
」と

言
わ
れ
る
部
分
を
、ひ
と
つ
は
持
た
な
い
と
食

べ
て
い
け
ま
せ
ん
。「
何
が
違
う
の
か
。何
を
違

え
る
の
か
」そ
の
こ
と
を
追
求
し
て
欲
し
い
と

願
って
い
ま
す
。

　
落
語
は
誰
に
で
も
で
き
る
も
の
だ
と
思
い

ま
す
。で
も
そ
こ
で
、自
分
に
し
か
で
き
な
い

何
か
を
ひ
と
つ
見
つ
け
て
、「
や
っ
ぱ
り
違
う
よ

ね
」と
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。そ
れ
を
で
き

た
人
が
、本
当
の
プ
ロ
な
ん
で
す
。8 

0 

0
通

り
の
落
語
の
形
が
あ
って
も
、そ
れ
は
そ
れ
で

い
い
ん
で
す
。け
れ
ど
も
「
ア
マ
チ
ュ
ア
と
は

違
う
よ
ね
」と
い
う
そ
の
一
点
を
、何
を
も
っ

て
観
客
に
言
わ
し
め
る
か
で
す
。そ
れ
が
プ
ロ

と
し
て
の
自
分
の
存
在
理
由
で
す
か
ら
。

　
わ
た
し
が
師
匠
・談
志
に
教
え
て
い
た
だ
い

た
中
に
、ビ
ー
ン
と
響
い
て
い
ま
だ
に
消
え
ず
に

自
分
の
根
幹
に
な
っ
て
い
る
言
葉
が
あ
り
ま

す
。「
お
ま
え
、落
語
で
何
が
言
い
た
い
ん
だ

よ
！
」こ
れ
は
、入
門
し
て
ま
だ
1
年
目
く
ら

い
の
こ
ろ
に
言
わ
れ
ま
し
た
。最
初
は一生
懸
命

に
作
品
の
話
し
方
を
覚
え
ま
す
。だ
け
ど
次

の
段
階
で
言
わ
れ
た
言
葉
が
こ
れ
。「
作
品
を

語
って
も
、何
も
言
い
た
く
な
い
や
つ
の
噺
な
ん

か
聴
き
に
く
る
や
つ
が
い
る
わ
け
ね
ぇ
じ
ゃ
ん

か
」と
。こ
の
ひ
と
こ
と
で
、素
人
か
ら
玄
人
に

意
識
が
転
換
し
ま
し
た
。そ
の
こ
と
を
今
、同

じ
よ
う
に
わ
た
し
が
弟
子
に
伝
え
て
い
ま
す
。

富
山
が
自
分
の
原
点

故
郷
に
も
活
躍
の
場
が

̶
̶

昨
年
、富
山
市
に
演
芸
ホ
ー
ル
「
て
る
て

る
亭
」が
オ
ー
プ
ン
し
ま
し
た
。志
の
輔
さ
ん
に

と
っ
て
の
富
山
と
は
？

　
わ
た
し
の
原
点
は
富
山
な
ん
で
す
。現
在

は
東
京
に
住
ん
で
い
ま
す
が
、何
年
経
って
も

私
は
富
山
県
民
。生
ま
れ
て
18
年
間
慣
れ
親

し
ん
だ
土
地
で
す
。流
れ
て
い
る
富
山
の
血
は

変
え
ら
れ
ま
せ
ん
か
ら
ね
。今
で
も
富
山
の

空
港
や
駅
に
着
く
と
ホ
ッ
と
し
ま
す
。あ
り

の
ま
ま
の
自
分
は
、や
っ
ぱ
り
富
山
に
あ
り
、

富
山
弁
で
し
ゃ
べって
い
る
と
き
が
、い
ち
ば
ん

本
当
の
自
分
に
近
い
と
思
って
い
ま
す
。

自分にしかできない何かを
 ひとつでもいいから見つけて
落語家として「何を伝えたいのか」ということを意識することで
プロとしての自覚が芽生えました

入門して２年目の志の輔さん

み
ん
な
を
笑
わ
す
こ
と
が

喜
び
だ
っ
た
少
年
時
代

̶
̶
 

志
の
輔
さ
ん
が
小
学
生
の
こ
ろ
は
、ど
ん

な
子
ど
も
で
し
た
か
？

と
に
か
く
、よ
く
し
ゃ
べ
る
子
ど
も
で
し
た

ね
。わ
た
し
の
実
家
は
小
さ
い
商
店
街
の
ど

真
ん
中
に
あ
り
ま
し
た
。小
学
校
か
ら
帰
っ

て
く
る
と
ラ
ン
ド
セ
ル
を
家
に
ほ
う
り
だ
し

て
、そ
の
ま
ま
近
所
の
肉
屋
へ
。店
の
対
面

シ
ョ
ー
ケ
ー
ス
の
内
側
に
入
っ
て
、店
の
人
が

包
装
し
た
商
品
を
わ
た
し
が
受
け
取
って
お

客
さ
ん
に
渡
す
、釣
り
銭
を
店
の
人
か
ら
預

か
って
お
客
さ
ん
に
渡
す
と
い
う
よ
う
な
、店

と
お
客
さ
ん
の
間
に
入
る
と
い
う
こ
と
を

や
っ
て
遊
ん
で
い
ま
し
た
。50
円
の
釣
り
を

「
は
いっ
！ 

50
万
円
」と
言
っ
て
渡
す
と
大
人

が
笑
う
。そ
れ
を
楽
し
い
と
思
っ
て
い
ま
し

た
。町
内
の
人
は
、わ
た
し
が
こ
の
仕
事
に
つ

い
た
こ
と
に
何
の
不
思
議
も
感
じ
て
い
ま
せ

ん
ね
ぇ
。「
口
か
ら
生
ま
れ
た
よ
う
な
子
ど

も
だ
っ
た
か
ら
な
ぁ
」と
み
ん
な
に
よ
く
言
わ

れ
ま
し
た
よ（
笑
）。

̶
̶
 

学
生
時
代
、印
象
に
残
っ
て
い
る
出
来
事

は
ど
ん
な
こ
と
で
す
か
？

　
小
学
校
の
5
年
生
の
こ
ろ
、夏
休
み
の
宿

題
に
書
い
た
作
文
で
、初
め
て
褒
め
ら
れ
た
こ

と
が
あ
り
ま
し
た
。

　「
朝
顔
に
は
目
が
あ
る
の
か
な
」と
い
う
作

文
で
、朝
顔
の
ツ
ル
が
伸
び
て
植
木
鉢
に
差
し

て
あ
る
竹
の
先
端
ま
で
い
く
と
、次
の
日
に
は

い
ち
ば
ん
近
く
に
あ
る
も
の
に
か
ら
む
。そ
の

様
子
を
「
ツ
ル
の
先
に
目
が
あ
る
」と
い
う
表

現
を
し
た
ら
、先
生
に
「
詩
」だ
と
言
わ
れ

ま
し
て
。た
いへ
ん
褒
め
て
も
ら
い
賞
も
い
た

だ
き
ま
し
た
。特
徴
も
な
い
生
徒
で
、バ
カ
な

ほ
う
の
グ
ル
ー
プ
に
入
って
い
ま
し
た
か
ら
、と

て
も
印
象
深
い
で
す
ね（
笑
）。

　
中
学
3
年
生
の
と
き
に
は
、学
校
の
代
表

と
し
て
ピ
ン
チ
ヒ
ッ
タ
ー
で
出
場
し
た
弁
論
大

会
で
、優
勝
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。先
生
に
急

に
呼
ば
れ
て
「
作
文
を
書
い
て
発
表
し
て
こ

い
」と
言
わ
れ
、合
唱
コ
ン
ク
ー
ル
に
出
る
た
め

に
、い
や
が
る
み
ん
な
を
ま
と
め
る
の
に
苦
労

し
た
、と
い
う
よ
う
な
話
を
書
い
て
発
表
し

ま
し
た
。冗
談
も
交
え
て
話
し
、会
場
を
沸

か
せ
ま
し
た
。当
時
わ
た
し
の
生
ま
れ
育
っ

た
富
山
の
片
田
舎
で
は
、昭
和
40
年
ご
ろ
に

弁
論
大
会
で
笑
わ
す
、あ
る
い
は
笑
う
と
い

う
こ
と
は
な
か
っ
た
。好
き
放
題
し
ゃ
べって
い

た
ら
会
場
か
ら
笑
い
が
出
ま
し
て
…
…
。

大
勢
の
前
で
自
分
の
話
で
笑
い
が
生
ま
れ
た

の
は
こ
の
と
き
が
初
め
て
の
経
験
で
し
た
ね
。

̶
̶

学
生
時
代
に
一
番
影
響
を
受
け
た
先
生
は
？

　
高
校
時
代
の
体
育
の
先
生
で
、テ
ニ
ス
部
の

顧
問
も
さ
れ
て
い
た
新
保
先
生
で
す
ね
。当

時
、高
校
生
の
わ
た
し
の
目
か
ら
見
て
、と
て

初めて大勢の人を笑わせた
 あの快感は忘れられない
子どものころから、みんなの前でモノマネをしたりして
人を笑わせることが大好きでした

幼稚園のころの志の輔さん（左）と従兄弟

小学校３年生のときの学芸会
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払
って
聴
き
に
来
る
と
い
う
の
は
同
調
し
て
い

る
と
い
う
こ
と
で
す
。噺
を
聴
い
て
幸
せ
で
あ

る
と
い
う
こ
と
で
す
。自
分
が
好
き
な
こ
と

を
し
ゃ
べって
い
て
、ど
こ
か
で
幸
せ
に
な
る
人

が
い
る
の
な
ら
ば
、そ
の
数
が
増
え
れ
ば
嬉
し

い
こ
と
で
す
。

「
親
の
顔
」
に
込
め
ら
れ
た

温
か
い
メ
ッ
セ
ー
ジ

̶
̶

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、今
の
小
学
校
の

先
生
に
向
け
て
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
わ
た
し
が
自
分
の
子
ど
も
の
た
め
に
つ
く
っ

た「
親
の
顔
」と
い
う
落
語
が
あ
り
ま
す
。テ
ー

マ
は
「
世
の
中
に
正
解
は
あ
る
け
れ
ど
、正
解

だ
け
が
世
の
中
じ
ゃ
な
い
。い
ち
ば
ん
大
事
な

の
は
正
解
を
考
え
よ
う
と
し
た
と
き
に
、い
ろ

い
ろ
と
思
いつ
く
幅
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、と

て
も
す
て
き
な
こ
と
な
ん
だ
」と
い
う
も
の
で

す
。考
え
た
ら
す
ぐ
に
正
解
が
導
き
だ
せ
る

頭
の
い
い
人
、そ
れ
は
必
要
な
人
で
す
。で
も
、

正
解
っ
て
何
だ
ろ
う
と
考
え
た
と
き
に
、「
こ

う
じ
ゃ
な
い
か
、あ
あ
じ
ゃ
な
い
か
」と
言
え
る

の
が
豊
か
な
人
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　
わ
た
し
た
ち
の
世
代
は
、そ
の
芽
を
育
て
て

も
ら
え
た
、と
は
あ
ま
り
言
え
ま
せ
ん
。つ
ま

り
変
な
答
え
を
し
た
と
き
に
、先
生
が
「
あ

は
は
」と
笑
って
「
そ
う
い
う
こ
と
も
あ
る
か

も
ね
」と
は
言
っ
て
も
ら
え
ま
せ
ん
で
し
た
。

「
そ
れ
は
間
違
い
だ
」と
言
わ
れ
て
お
し
ま
い
、

と
い
う
時
代
だ
っ
た
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

　
落
語
の
話
の
中
に
は
い
ろ
ん
な
考
え
方
が

出
て
き
て
、悪
い
こ
と
す
る
ヤ
ツ
も
いっ
ぱ
い
出

て
き
ま
す
。で
も
、す
べ
て
”笑
え
る
悪
い
こ

と
“な
ん
で
す
。そ
こ
が
い
ち
ば
ん
大
事
な
と

こ
ろ
。正
解
じ
ゃ
な
い
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
、

そ
れ
を
考
え
る
子
ど
も
の
ぶ
れ
と
か
幅
を
、

笑
って
受
け
入
れ
ら
れ
る
ゆ
と
り
が
、授
業
や

学
校
の
中
に
あ
れ
ば
す
て
き
だ
な
と
思
い
ま

す
。で
き
れ
ば
、（
先
生
方
に
は
）落
語
家
を

支
え
て
く
れ
る
よ
う
な
子
ど
も
た
ち
を
育
て

て
い
た
だ
き
た
い
で
す
ね（
笑
）。

　
平
成
14
年
か
ら
、富
山
県
出
身
の
芸
能
人

を
集
め
て
「
越
中
座
」と
い
う
寄
席
形
式
の

公
演
を
富
山
県
で
開
催
し
て
い
ま
す
。そ
の

中
で
、富
山
弁
で
落
語
を
や
って
み
た
ら
、た
い

へ
ん
喜
ば
れ
ま
し
た
。ま
た
自
分
の
故
郷
に
落

語
を
聴
い
て
く
れ
る
人
が
増
え
れ
ば
嬉
し
い

と
思
い
、27
年
間
で 

1 

0 

0 

0
回
近
く
、毎
月

の
よ
う
に
地
元
で
落
語
会
を
や
っ
て
き
ま
し

た
。そ
の
結
果
、地
元
の
銀
行
さ
ん
が
、閉
館

し
た
映
画
館
を
改
装
し
て
「
て
る
て
る
亭
」

を
つ
く
っ
て
く
れ
ま
し
た
。わ
た
し
の
本
名
・

竹
内
照
雄
に
ち
な
ん
で
命
名
し
ま
し
た
。「
て

る
て
る
亭
」は 

2 

5 

6
席
の
小
さ
な
ホ
ー
ル
で
、

お
客
さ
ん
の
顔
が
間
近
に
見
え
ま
す
。富
山

で
の
公
演
で
や
っ
か
い
な
の
は
、自
分
の
小
さ
い

こ
ろ
を
知
っ
て
い
た
り
、調
べ
た
ら
遠
い
親
戚

だ
っ
た
と
い
う
人
た
ち
が
いつ
ど
こ
に
い
る
か
わ

か
ら
な
い
こ
と
。い
や
で
す
ね
（
笑
）。現
在
は
、

月
に
1
回
私
が
落
語
を
や
る
だ
け
で
す
が
、

将
来
的
に
は
い
ろ
ん
な
芸
人
さ
ん
が
舞
台
に

上
が
って
く
れ
る
こ
と
を
望
ん
で
い
ま
す
。

̶
̶

今
後
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
に
取
り
組
ん
で

い
き
た
い
と
お
考
え
で
す
か
？

　
英
語
で
落
語
を
演
じ
て
み
た
い
で
す
ね
。

丸
覚
え
で
3
席
ぐ
ら
い
は
演
じ
た
こ
と
が
あ

り
ま
す
が
、英
語
を
自
由
に
操
って
、英
語
圏

で
外
国
人
を
相
手
に
し
な
が
ら
公
演
す
る
と

い
う
の
が
夢
で
す
か
ね
。

　
海
外
で
は
「
日
本
人
の
文
化
は
曖
昧
で
よ

く
わ
か
ら
な
い
」と
言
わ
れ
て
い
る
中
で
、「
い

や
、そ
う
じ
ゃ
な
い
ん
だ
」と
。日
本
人
の
文
化

は
曖
昧
で
は
な
く
、欧
米
の
よ
う
に
人
種
の
る

つ
ぼ
で
急
い
で
作
ら
れ
た
国
と
は
違
う
、そ
の

部
分
を
落
語
で
伝
え
ら
れ
た
ら
嬉
し
い
で
す

ね
。世
界
中
で
実
現
で
き
た
ら
い
い
な
と
思

う
反
面
、物
理
的
に
こ
れ
か
ら
英
語
を
覚
え

な
き
ゃ
い
け
な
い
。か
な
り
厳
し
い
か
な
と
は

思
い
ま
す
が
（
笑
）。

　
芸
人
と
し
て
は
、「
高
座
に
座
る
姿
そ
の
も

の
が
一
枚
の
絵
で
あ
り
、落
語
で
あ
る
」と
ま

で
言
わ
れ
た
5
代
目
古
今
亭
志
ん
生
を
目

指
し
た
い
で
す
ね
。こ
れ
か
ら
年
齢
を
重
ね
て

い
く
に
つ
れ
、少
な
く
と
も
技
術
や
声
量
、脳

の
回
転
な
ど
、肉
体
的
に
は
衰
え
て
い
き
ま

す
。元
気
と
か
調
子
と
か
テ
ン
ポ
と
か
バ
イ
タ

リ
テ
ィ
ー
と
か
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
か
、そ
ん
な
も
の

で
は
も
う
お
客
さ
ん
を
笑
わ
せ
ら
れ
な
い
。

終
着
点
は
、極
端
な
こ
と
を
言
え
ば
、歩
い
て

高
座
ま
で
も
行
け
な
い
。で
も
弟
子
に
背
負

わ
れ
て
、座
布
団
に
ち
ょ
こ
ん
と
座
る
。「
そ
れ

で
も
い
い
よ
。お
前
が
来
て
く
れ
た
だ
け
で
」

と
い
う
感
じ
で
す
か
ね
。そ
う
な
れ
れ
ば
最

高
。究
極
で
し
ょ
う
ね
。

　
落
語
は
、噺
家
に
同
調
し
な
い
と
笑
え
ま

せ
ん
。い
わ
ば
宗
教
み
た
い
な
も
の
で
、反
感

す
る
人
に
は
笑
え
な
い
。憎
た
ら
し
い
人
に
は

金
を
払
って
来
ま
せ
ん
か
ら
（
笑
）。お
金
を

噺を聴いて
  幸せになる人が増えれば嬉しい
お客さんは、噺家に同調しないと笑ってくれない。
これからも、もっとたくさんの人に笑ってもらえるように年を重ねていきたい

正解を見い出す
  過程が素晴らしい
正解をすぐに導き出すことも重要だけど
「何だろう」といろいろ考え悩むことも大切

1996年から毎年1月定例公演
「志の輔らくごinパルコ」を渋谷PARCO劇場にて開催

立川志の輔（たてかわ しのすけ）プロフィール
　落語家。1954 年、富山県生まれ。明治大学落語研究会
に所属。卒業後、劇団員に。退団後広告代理店勤務を経
て、83 年に5 代目立川談
志に入門。90 年、立川流
真打ち昇進。08 年、第57
回芸術選奨文部科学大臣
賞受賞。
　現在は、古典と新作の両
方を手がける落語家として、
全国で公演を行うほか、テレ
ビ、ラジオでも活躍中。

落 語 豆 知 識

　落語家がその仕草の表現
において、欠かせないものと
いえば、小道具として使う
「扇子」と「手ぬぐい」です。
扇子は噺の中で時に、箸や
筆、手紙、煙

き せ る

管になります。
片や手ぬぐいは、本や財布
になります。落語家は高座
で、この二つの小道具を巧
みに使い、あらゆる世界を表現していきます。
　志の輔さんにとっても、これらの道具は高座では必須。では、ど
のような思いで日ごろから使っていらっしゃるのか、伺ってみました。

扇子と手ぬぐいの
はなし

コ ラ ム

　本当は何もないほうが、いいんです。でも何もない

と、これが本だ、これが煙管だとわかってもらうのが大

変なので……。何も持たないと、噺家も力が入らない

し、お客さんもイメージするのが大変だから、持ってい

る、というところでしょうか。言い換えれば必需品ではあ

るけれども、突き詰めればいらないものでもある、と私は

思っています。でも正直なところ、かつて扇子と手ぬぐ

いを持たず、舞台に上がってしまった経験があります

が、その不安たるもの、恐ろしかったです（笑）。まくら

（落語の前につける短い話）の最中、「扇子と手ぬぐい

を使わなくてもいい落語はないか……」と、そのことで

頭がいっぱいでした（笑）。

　落語家によっては、小道具の使い方に命をかけてい

らっしゃる方もいるかもしれません。この小道具ひとつ

とっても、いろんな考え方が許されている。伝統芸能では

ありますが、落語はそれだけ懐が深いとも言えましょう。こ

れから落語界が発展していく中で、

この扇子と手ぬぐいの意味や重要

性も変化していくかもしれません。

その自由さも落語なのです。

していきます

04＊特集　立川志の輔＊05 特集　立川志の輔




