
落
語
家
の
三
遊
亭
楽
生
師
匠
は
岩

槻
区
出
身
で
、
19
歳
で
落
語
界
に
飛

び
込
み
ま
し
た
。
地
元
か
ら
今
に
つ

な
が
る
「
種
」
を
も
ら
っ
た
と
い
う

楽
生
師
匠
と
清
水
市
長
が
、
岩
槻
人

形
博
物
館
で
市
の
文
化
や
芸
術
の
魅

力
と
、
今
後
へ
の
期
待
を
語
り
合
い

ま
し
た
。

―
―
楽
生
師
匠
は
、
岩
槻
区
の
ご
出

身
で
す
ね
。

楽
生　

小･

中
学
校
と
岩
槻
区
の
学

校
に
通
い
ま
し
た
。
中
学
校
で
生
徒

会
の
役
員
に
な
っ
て
、
人
前
で
話
す

こ
と
を
学
ん
だ
ん
で
す
。
今
の
生
き

方
の
「
種
」
は
、
間
違
い
な
く
地
元

に
あ
り
ま
し
た
ね
。

　

伝
統
芸
能
で
あ
る
落
語
の
世
界
に

入
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
市
内
だ
と

氷
川
神
社
や
岩
槻
城
址
公
園
、
久
伊

豆
神
社
な
ど
の
歴
史
的
空
間
が
好
き

で
す
ね
。
季
節
ご
と
に
表
情
を
変
え

て
く
れ
ま
す
し
、
先
人
が
大
事
に
し

て
後
世
に
残
し
て
く
れ
た
も
の
な
の

で
、
ぜ
ひ
多
く
の
人
に
見
て
い
た
だ

き
た
い
で
す
。
ま
た
、
市
内
に
は
地

酒
や
料
亭
も
多
く
、
昔
か
ら
の
風
土

を
受
け
継
い
で
い
る
と
感
じ
ま
す
。

市
長　

伝
統
文
化
の
盆
栽
や
人
形
に

し
て
も
、
鉄
道
、
う
な
ぎ
に
し
て
も
、

コ
ア
な
フ
ァ
ン
が
し
っ
か
り
い
ま
す

ね
。コ
ア
な
層
に
加
え
て
、ど
う
や
っ

て
よ
り
多
く
の
人
に
知
っ
て
も
ら
う

か
。
そ
れ
が
、
大
宮
盆
栽
美
術
館
や

岩
槻
人
形
博
物
館
を
作
っ
て
き
た
目

的
の
一
つ
で
も
あ
り
ま
す
。

　

さ
い
た
ま
市
の
良
さ
の
一
つ
は
都

市
と
自
然
が
共
生
し
て
い
る
こ
と
で

す
。
盆
栽
は
、
ま
さ
に
都
市
の
中
の

自
然
と
い
う
面
が
あ
り
ま
す
ね
。
ま

た
、
岩
槻
の
人
形
は
、
子
ど
も
の
健

や
か
な
成
長
を
願
っ
て
人
形
を
贈
る

こ
と
で
、
家
族
の
絆
を
温
め
て
い
く

文
化
で
す
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
各

文
化
に
は
こ
れ
か
ら
の
都
市
に
必
要

な
エ
ッ
セ
ン
ス
が
詰
ま
っ
て
い
る
と

感
じ
ま
す
。

―
―
楽
生
師
匠
は
な
ぜ
落
語
と
い
う

伝
統
の
世
界
に
飛
び
込
ん
だ
の
で
す

か
。

楽
生　

大
学
受
験
に
落
ち
な
け
れ

ば
、
落
語
家
に
は
な
ら
な
か
っ
た
で

し
ょ
う
ね（
笑
）。
浪
人
し
て
、
パ
ッ
と

思
い
つ
い
た
の
が
う
ち
の
師
匠
の
円

楽（
当
時
は
楽
太
郎
）で
し
た
。
ス

伝
統
の
中
に

未
来
の
都
市
像

伝
統
芸
能
を

受
け
入
れ
や
す
い
風
土

表紙写真：伊藤隆将 特集インタビュー写真：増渕友美
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三遊亭 楽
らく
生
しょう

師匠 (44)

岩槻区出身。「笑点」に出演中の6代目三遊
亭円楽の総領弟子。1997年に入門し、「楽花
生」の名をもらう。2006年から中国へ1年間
留学し、2008年 に「楽生」と名を改め真打昇
進。2020年3月、さいたま観光大使に就任。



　(公財)市文化振興事業団の公式YouTubeチャンネルで
は、自宅で過ごす時間を少しでも楽しんでいただくため、
「動画 De Culture」として動画配信中。三遊亭楽生師匠
の落語のほか、コンサート動画などを楽しめます。
　大宮盆栽美術館では、Web会議サービス「Z

ズ ー ム

oom」を活
用したオンラインワークショップなどを開催中。詳しく
は20ページをご覧ください。

で
す
。

―
―
コ
ロ
ナ
禍
で
仕
事
に
大
き
な
影

響
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
で
す
か
。

楽
生　

大
変
で
す
よ
。
仕
事
が
コ
ロ

ナ
で
一
度
な
く
な
っ
た
と
き
に「
あ
、

こ
ん
な
に
も
無
力
な
ん
だ
」
と
思
い

ま
し
た
。
落
語
は
、
屋
外
に
向
か
な

い
し
、
お
客
さ
ん
に
は
な
る
べ
く
集

ま
っ
て
ほ
し
い
し
、
年
配
の
方
が
多

い
。
コ
ロ
ナ
と
相
性
が
悪
い
も
の
で
、

一
時
は
ど
う
な
る
か
と
心
配
し
ま
し

た
。

市
長　

芸
術
は
間
近
に
見
て
、
言
葉

だ
け
で
は
な
い
そ
の
場
の
雰
囲
気
ま

タ
イ
リ
ッ
シ
ュ
で
カ
ッ
コ
よ
く
て
、

落
語
は
も
ち
ろ
ん
、
テ
レ
ビ
番
組
へ

の
出
演
、
講
演
活
動
、
当
時
は
時
代

劇
や
CM
に
も
出
て
い
て
。
楽
太
郎
の

弟
子
に
な
り
た
い
、
そ
ば
で
た
く
さ

ん
学
び
た
い
と
い
う
思
い
で
飛
び
込

み
ま
し
た
。

　

市
内
に
は
落
語
の
興
行
を
す
る
寄

席
が
多
い
で
す
ね
。
落
語
は
、
見
る

人
が
着
物
に
違
和
感
を
覚
え
る
と
、

非
常
に
や
り
に
く
い
ん
で
す
。
市
外

の
小･

中
学
校
や
高
校
を
訪
れ
る

「
学
校
寄
席
」で「
う
わ
、
着
物
だ
」

と
距
離
を
感
じ
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と

も
あ
り
ま
す
。
そ
の
点
、
市
内
だ
と

着
物
を
着
る
祭
り
な
ど
の
機
会
が
あ

る
の
で
、
伝
統
芸
能
を
や
り
や
す
い

文
化
が
持
つ
癒
や
し
の
力

新春対談

伝統と現代が織りなすさいたまの豊かさ

清水勇人
さいたま市長

伝
統
と
現
代
が

織
り
な
す

さ
い
た
ま
の
豊
か
さ

織
り
な
す

織
り
な
す

さ
い
た

さ
い
た
まま
の
豊豊
か
さ
か
さ

伝
統
と
現
代
が

織
り
な
す

さ
い
た
ま
の
豊
か
さ

3 市報さいたま



4月1日に、「市民会館おおみや」が移転し、市民投票で
決定した愛称「RaiBoC Hall」としてオープンします。大
ホール（1,400席）、小ホール（最大340席）に加え、展示
室、集会室、スタジオなども整備し、大宮のまちの個性
を活

い

かした新たな文化芸術の発信の場となります。
所在:大宮駅東口・大宮門街(4～9階)

に
か
か
わ
る
と
同
時
に
、
心
へ
の
ダ

メ
ー
ジ
が
大
き
い
感
染
症
だ
と
捉
え

て
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
感
じ
た
こ
と

の
な
い
ス
ト
レ
ス
の
下
で
生
活
し
て

い
る
人
も
い
る
で
し
ょ
う
。
不
要
不

急
と
言
わ
れ
が
ち
な
文
化
活
動
で
す

が
、
コ
ロ
ナ
禍
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
の

役
割
っ
て
す
ご
く
大
き
い
ん
で
す

ね
。
機
会
を
作
っ
て
、
皆
さ
ん
に
心

を
癒
や
し
て
い
た
だ
こ
う
と
、
オ
ン

ラ
イ
ン
で
配
信
し
て
き
ま
し
た
。

―
―
２
０
２
２
年
に
文
化
面
で
新
た

で
五
感
で
感
じ
る
こ
と
も
大
切
で

す
。
し
か
し
、
コ
ロ
ナ
禍
で
そ
れ
が

難
し
く
な
っ
た
た
め
、
１
０
０
点
満

点
の
形
で
な
く
て
も
、
何
ら
か
の
形

で
発
信
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と

考
え
ま
し
た
。
そ
こ
で
２
０
２
０
年

か
ら
、（
公
財
）市
文
化
振
興
事
業
団

の
公
式
Y
o
u
T
u
b
e
チ
ャ
ン
ネ

ル
で
文
化
芸
術
を
動
画
配
信
す
る

「
動
画
D
e
C
u
l
t
u
r
e
」
を
始

め
た
ん
で
す
。
楽
生
さ
ん
の
落
語
も

収
録
し
ま
し
た
。

楽
生　

発
信
の
方
法
を
模
索
し
て
も

ら
っ
て
い
る
の
が
、
ひ
し
ひ
し
と
伝

わ
っ
て
き
て
、
あ
り
が
た
か
っ
た
で

す
ね
。

市
長　

新
型
コ
ロ
ナ
は
、
健
康
と
命

な
動
き
は
あ
り
ま
す
か
。

市
長

4
月
に
市
民
会
館
お
お
み
や
が

大
宮
駅
前
に
移
転
し「
R
a
i
B
o
C

H
a
l
l
（
レ
イ
ボ
ッ
ク
ホ
ー
ル
）」

と
し
て
オ
ー
プ
ン
し
ま
す
。
ア
ク
セ

ス
抜
群
な
の
で
、
新
し
い
文
化
を
生

む
場
、
そ
し
て
伝
統
を
継
承
す
る
場

に
し
た
い
で
す
ね
。
練
習
や
発
表
、

展
示
の
場
と
し
て
大
い
に
活
用
し
て

ほ
し
い
で
す
。

楽
生　

大
小
の
ホ
ー
ル
に
展
示
室
や

ス
タ
ジ
オ
ま
で
完
備
し
た
、
あ
れ
だ

け
の
施
設
が
駅
前
に
で
き
る
か
ら
に

は
、
皆
さ
ん
使
い
た
い
と
思
う
は
ず

で
す
。「
レ
イ
ボ
ッ
ク
ホ
ー
ル
に
呼

ば
れ
る
芸
人
に
な
れ
た
」
と
誇
れ
る

よ
う
な
価
値
に
つ
な
が
る
施
設
に
な

る
で
し
ょ
う
ね
。

市
長　

さ
い
た
ま
市
は
、
政
令
指
定

都
市
の
中
で
も
芸
術
や
文
化
を
職
業

に
し
て
い
る
人
が
多
い
ん
で
す
。
そ

こ
で
、
地
域
で
育
ま
れ
て
き
た
芸
術

や
文
化
な
ど
文
化
芸
術
都
市
と
し
て

の
発
展
の
た
め
、
さ
い
た
ま
国
際
芸

術
祭
を
開
い
た
り
、
大
宮
盆
栽
美
術

館
や
岩
槻
人
形
博
物
館
と
い
っ
た
シ

ン
ボ
リ
ッ
ク
な
施
設
を
作
っ
た
り
と

文
化
の
発
信
を
強
化
し
て
き
ま
し

た
。
今
ま
で
バ
ラ
バ
ラ
に
活
動
し
て

い
た
人
が
出
会
う
き
っ
か
け
が
生
ま

れ
た
り
、
芸
術
を
盛
り
上
げ
よ
う
と

考
え
る
人
が
増
え
た
り
し
て
い
ま
す
。

市内には、地域に根付く文化にふれることができる施設
があります。盆栽文化振興の核となる施設「大宮盆栽美術
館」、人形文化の拠点「岩槻人形博物館」、貴重な漫画の
文化を受け継ぐ施設「漫画会館」、地域ゆかりの作家を収
集の柱の一つとする施設「うらわ美術館」など。さまざま
な企画展やイベントを開催しています。詳しくは20・21
ページをご覧ください。

人形や盆栽、芸術などの文化が根付くさいたま市。県東部
では、桐細工の産地でもあったため桐粉を使った人形作り
が盛んになり、岩槻区は大正時代以降に本格的な産地とし
て人形のまちに発展。また、1923年の関東大震災後には、
被害が少なかったことなどから多くの盆栽業者や文化人
などが移り住み、北区盆栽町では盆栽、うらわ美術館のあ
る浦和区近辺では絵画などの芸術が花開きました。

▲コミュニティプラザ・コルソ（浦和区高砂）

伝
統
と
現
代
の
融
合
を

生
み
た
い

42022.1



　

市
民
の
中
に
は
、
才
能
を
東
京
で

発
揮
す
る
人
も
少
な
く
あ
り
ま
せ

ん
。
こ
う
し
た
人
が
活
動
が
で
き
る

場
を
市
内
に
作
る
こ
と
で
、
さ
い
た

ま
も
面
白
い
と
い
う
評
価
が
生
ま
れ

る
と
期
待
し
て
い
ま
す
。
伝
統
も
大

切
に
し
つ
つ
、
他
地
域
か
ら
の
転
入

者
と
共
に
新
し
い
文
化
も
作
る
。
伝

統
を
現
代
的
な
も
の
と
融
合
さ
せ
る

そ
ん
な
試
み
が
、
市
内
各
地
で
生
ま

れ
て
い
ま
す
。

―
―
楽
生
師
匠
は
２
０
２
０
年
3
月

に
さ
い
た
ま
観
光
大
使
に
就
任
し
ま

し
た
。
コ
ロ
ナ
も
あ
っ
て
、

本
格
的
な
活
動
は
こ
れ
か
ら

か
と
思
う
の
で
、
改
め
て
意

気
込
み
を
聞
か
せ
て
下
さ

い
。

楽
生　

僕
は
地
元
で
今
に
つ

な
が
る
種
を
も
ら
い
ま
し

た
。
で
す
か
ら
、
さ
い
た
ま

市
で
生
ま
れ
育
っ
た
子
が
大

人
に
な
っ
て
「
あ
れ
、
そ
ん

な
こ
と
も
で
き
る
ん
だ
」
と

周
囲
に
感
心
さ
れ
る
よ
う
な

種
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
た

ら
と
思
い
ま
す
。
着
物
を
着

ら
れ
た
り
、
た
た
め
た
り
、

和
楽
器
を
奏
で
た
り
で
き
る

子
が
増
え
る
と
い
い
で
す

ね
。
伝
統
芸
能
で
貢
献
で
き

る
こ
と
が
あ
れ
ば
、
何
で
も

し
て
い
き
た
い
で
す
。

市
長　

伝
統
は
誰
か
が
継
承

し
な
い
と
、
な
く
な
っ
て
し

ま
い
ま
す
。
市
内
に
は
さ
ま

ざ
ま
な
伝
統
文
化
が
残
っ
て

い
ま
す
が
、
危
機
的
な
状
況

に
あ
る
も
の
も
少
な
く
あ
り

ま
せ
ん
。
ど
う
守
っ
て
、
次

の
時
代
に
引
き
継
ぐ
か
が
問

わ
れ
て
い
ま
す
。

　

地
域
の
文
化
を
大
切
に
し

よ
う
と
呼
び
か
け
る
だ
け
で

は
、
魅
力
が
伝
わ
り
に
く
い

今月
の表紙

組紐
ひも

のように
さまざまな活動が
織りなす「さいたま」
あなたのおすすめ
スポットは何？

市内での文化の楽しみ方や文化を感じる場所をテーマに、あなたのお気に入りスポットの
写真を募集します。応募者の中から抽選で10人に大宮盆栽美術館・岩槻人形博物館いずれ
かのペア入場券をプレゼントします。写真は、市報や市ホームページでも紹介します。

詳しくは、広報課へ。Ｔ829・1039　Ｆ829・1018

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
実
は
面
白
い
ん

だ
よ
と
い
う
の
を
、
楽
生
さ
ん
を
は

じ
め
と
す
る
文
化
人
の
皆
さ
ん
に
、

直
接
伝
え
て
も
ら
う
こ
と
で
、
魅
力

が
伝
わ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
そ
う
い
う
機
会
や
場
所
を
、
提

供
し
た
い
で
す
ね
。

楽
生　

文
化
は
先
人
か
ら
い
た
だ
い

た
バ
ト
ン
で
、
継
承
者
が
一
度
で
も

絶
え
る
と
、
復
活
さ
せ
る
の
は
す
ご

く
大
変
で
す
。
地
域
だ
け
で
バ
ト
ン

を
つ
な
ぐ
の
が
難
し
い
と
き
は
、
公

的
機
関
や
周
り
の
事
業
者
の
方
々
に

も
関
わ
っ
て
、
体
験
し
て
み
て
ほ
し

い
で
す
ね
。
文
化
の
体
験
っ
て
、
本

当
に
楽
し
い
で
す
か
ら
。

文
化
の
体
験
は
楽
し
い

詳しくは、広報課へ。　Ｔ829・1039　Ｆ829・1018 公式Instagram応募詳細はこちら

インスタグラム：さいたま市公式アカウント（@saitamacity_official）
をフォローし、「#市報さいたま」をつけて投稿してください。
郵送：写真データ(JPG形式) を保存したCD-Rなどの記録メディア、
又はプリントした写真、住所、氏名(ふりがな)、電話番号、希望する入
場券を〒330-9588浦和区常盤6-4-4広報課へ。
※1人につき、データ3点(記録メディア1つ)、又は写真3枚までです。
また返却はしません。　

応募方法

応募期限 1月31日(月)
※注意事項などについて詳しくは、市ホームページへ。

かのペア入場券をプレゼントします。写真は、市報や市ホームページでも紹介します。

新春対談

伝統と現代が織りなすさいたまの豊かさ

5 市報さいたま
市報さいたまの感想を「#市報さいたま」をつけてTwitter で投稿してください！ 

市ホームページやはがき（〒 330-9588 浦和区常盤 6-4-4 広報課）でもお待ちしています。

撮影協力：中川組紐工芸
（伝統産業事業所）
所在：岩槻区本町


