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池田と落語の絆を深めた2つの大名跡

至る所で目にする「落語のまち池田」という言葉。商店街には落語にちなんだ特別メニューが並び、
春には祭り、そして落語会まである。さらには、今年の「第16回 いけだ春団治まつり」の一環として
開催される「いけだ落語うぃーく」の千秋楽で「三代目花団治襲名披露公演」が開かれるという。な
ぜこんなにも池田が落語一色なのか。襲名披露公演の地として池田を選んだ落語家、桂 蝶六さん
に池田と落語の縁、そして落語の魅力について語ってもらった。

巻頭
特集

蝶六 改メ、

三代目 桂 花團治さんに聞く
　　

池
田
が
登
場
す
る
話
と
し
て
知
ら
れ

る「
池
田
の
猪
買
い
」、「
池
田
の
牛
ほ

め
」。タ
イ
ト
ル
に
具
体
的
な
地
名
が
、し

か
も
２
つ
も
の
話
に
入
っ
て
い
る
の
は
珍

し
い
こ
と
だ
と
い
う
。い
ず
れ
も
主
人
公

が
池
田
へ
向
か
う
話
だ
。「
交
通
の
要
衝

と
し
て
栄
え
て
い
た
池
田
に
は
、昔
か
ら

馴
染
み
が
あ
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
。大
阪

市
内
を
舞
台
に
し
た
と
き
に
、ち
ょ
っ
と

遠
出
で
一
番
に
池
田
が
思
い
つ
く
。落
語

が
栄
え
た
時
代
に
、池
田
が
存
在
感
の
あ

る
街
で
、一
つ
の
ブ
ラ
ン
ド
だ
っ
た
ん
じ
ゃ

な
い
か
な
」と
桂 

蝶
六
さ
ん
。大
阪
の
中

心
部
か
ら
少
し
離
れ
た
山
手
の
地
と
し

て
、池
田
の
風
景
・
距
離
感
は
、話
を
聴

く
人
々
の
頭
に
イ
メ
ー
ジ
し
や
す
か
っ
た

の
だ
ろ
う
。そ
れ
ほ
ど
上
方
の
中
で
有
名

な
ま
ち
だ
っ
た
の
だ
。

　

そ
ん
な
池
田
と
落
語
と
の
縁
を
更
に

濃
く
し
た
の
が
、「
春
團
治
之
碑
」建
立

だ
。先
代
の
二
代
目
春
團
治
と
交
流
の

あ
っ
た
受
楽
寺
に
碑
が
建
っ
た
の
を
機

に
、開
催
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た「
い
け
だ

春
団
治
ま
つ
り
」は
今
年
で
１６
年
目
を
迎

え
る
。春
團
治
一
門
が
落
語
を
披
露
し
た

り
、大
喜
利
を
し
た
り
と
イ
ベ
ン
ト
を
盛

り
上
げ
、地
元
住
民
と
の
交
流
に
も
な
っ

て
い
る
。そ
し
て
、市
立
と
し
て
は
日
本

で
初
め
て
上
方
落
語
の
資
料
を
常
設
展

示
す
る『
落
語
み
ゅ
ー
じ
あ
む
』は
平
成

と
、桂 

蝶
六
さ
ん
は
語
る
。

　

落
語
が
こ
ん
な
に
も
街
に
受
け
入
れ

ら
れ
た
の
も
、池
田
の
気
風
が
あ
っ
て
の

こ
と
だ
ろ
う
。「
落
語
の
笑
い
っ
て
優
し
い

ん
で
す
。怒
ん
な
い
で
す
よ
ね
、ア
ホ
に
対

し
て
。し
ゃ
ー
な
い
な
っ
て
。そ
れ
が
池
田

の
の
ん
び
り
し
た
雰
囲
気
と
合
う
ん
じ
ゃ

な
い
か
な
」。イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
当
日
、商
店

街
を
歩
い
て
い
た
時
に
偶
然
目
に
し
た
、

落
し
物
を
拾
い
店
に
届
け
る
お
ば
あ
さ
ん

と
そ
の
お
店
の
人
の
や
り
と
り
が
何
と
も

微
笑
ま
し
か
っ
た
の
だ
と
い
う
。人
と
人

と
の
関
わ
り
方
も
、落
語
の
魅
力
の
一
つ

で
、そ
の〝
優
し
さ
〞が
池
田
に
住
む
人
々

の
気
風
と
重
な
っ
た
の
だ
。重
な
る
の
は

人
柄
だ
け
で
は
な
い
。「
風
景
も
、ち
ょ
っ

と
街
を
歩
い
た
ら
古
い
家
屋
も
見
か
け
ま

す
し
ね
。落
語
の
イ
メ
ー
ジ
が
し
や
す
い

ん
ち
ゃ
う
か
な
と
思
う
ん
で
す
よ
。家
の

作
り
に
し
て
も
ね
、〝
上
が
り
框（
が
ま

ち
）〞言
う
た
っ
て
何
か
分
か
ら
ん
け
ど
、

池
田
に
住
ん
で
い
た
ら
馴
染
み
の
な
い
も

ん
で
も
な
い
の
か
な
」。池
田
に
は
、落
語

に
親
し
む
土
壌
が
あ
る
。

　

落
語
は
大
衆
芸
能
で
、難
し
い
も
の
で

は
な
く
、あ
く
ま
で
普
通
の
人
の
普
通

の
暮
ら
し
を
描
い
た
話
だ
と
い
う
。た

だ
、普
通
の
話
と
違
う
の
は
オ
チ
が
あ
る

こ
と
だ
。ど
ん
な
オ
チ
が
来
る
の
か
、ど

ん
な
結
末
が
待
っ
て
い
る
の
か
、そ
れ
も
一

つ
の
楽
し
み
方
だ
。さ
ら
に
、桂 
蝶
六
さ

ん
は「
落
語
に
登
場
す
る
人
物
を
見
て
い

る
と
、お
手
本
に
で
き
る
」と
話
す
。完

璧
で
は
な
い
人
間
、人
と
の
関
わ
り
方
、

色
々
な
角
度
か
ら
落
語
は
楽
し
め
、学
べ

る
。実
際
に
教
壇
で
も
、教
師
や
保
育
士

を
目
指
す
生
徒
に
、落
語
か
ら
学
ぶ
子

ど
も
と
の
接
し
方
に
つ
い
て
講
じ
て
い

る
。

　

高
校
の
落
研
時
代
か
ら
池
田
の
老
人

ホ
ー
ム
で
落
語
を
披
露
し
た
り
、池
田
に

友
人
も
多
い
と
い
う
桂 

蝶
六
さ
ん
。70

年
ぶ
り
の
襲
名
と
い
う
一
世
一
代
の
大
舞

台
、応
援
に
行
き
た
い
。

１９
年（
２
０
０
７
年
）に
開
館
し
た
。開
館

を
き
っ
か
け
に
周
辺
は「
お
た
な
Ｋ
Ａ
Ｉ

Ｗ
Ａ
Ｉ
」と
い
っ
た
落
語
に
ち
な
ん
だ
楽

し
い
街
づ
く
り
に
よ
り
、落
語
に
触
れ
る

機
会
を
提
供
し
て
い
る
。

　

全
国
の
大
学
の
落
語
研
究
会
を
集
め

て
の
発
表
会
を
、毎
年『
ア
ゼ
リ
ア
ホ
ー

ル
』で
開
催
し
て
お
り
、社
会
人
落
語
の

全
国
大
会
も
池
田
で
開
催
さ
れ
て
い
る
。

「
大
阪
府
下
で
落
語
を
演
じ
る
社
会
人

の
人
口
、池
田
が
一
番
多
い
ん
じ
ゃ
な
い
か

な
。池
田
が
落
語
の
ま
ち
と
い
う
の
は
、

大
阪
府
下
だ
け
じ
ゃ
な
く
全
国
の
中
で

も
ブ
ラ
ン
ド
に
な
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
」

懐に忍ばせたカンニング
ペーパーを覗きこむシーン

■ 「第3回 いけだ落語うぃーく」

1日目　4月20日（月）

2日目　4月21日（火）

3日目　4月22日（水）

4日目　4月23日（木）

5日目　4月24日（金）

6日目　4月25日（土）

7日目　4月26日（日）

「今宵は映像ばなしで」

「今宵はお茶屋ばなしで」

「今宵はやるまいぞやるまいぞ」

「今宵は先…代さんと」

「今宵はお酒ばなしで」

「蝶六フィーナーレ」

「蝶六改メ 三代目 桂花団治襲名披露」

i n f o r m a t i o n

「いけだ春団治まつり」の一環として２年前からスタートし
た、7日連続の落語会「落語うぃーく」。初日からの5日間は
落語作家の小佐田定雄氏、芸能史研究家の前田憲司氏
によるプロデュース。千秋楽には桂 文枝、桂 ざこばも登場

■ 「第16回 いけだ春団治まつり」
下記落語会のほか、豊島野公園では4月25日・26日の2日
間、特設舞台でのイベントや、石橋商店街サンロードでは26
日のみ、地元商店街の屋台や一門のステージが楽しめる

　平成10年（1998年）、三代目春團治が紫
綬褒章受章を機に、初代・二代目への御恩報
謝の心を形に表したいとのことから「春團治之
碑」の建立を発意。この話を聞いた後援会と門
弟は、かねてより三代目春團治と親交のあった
受楽寺（池田市豊島南）住職に相談。住職は
境内地を提供すると快く応じ、「春團治之碑」建
立に至った。

人気落語家であった曾祖父、初代花團治の存在を知ったひ孫さんが「残したい」と望んだ名前。襲名からわずか一
年で空襲に遭った二代目の早世により断たれていた名跡は、70年眠ったままだった。縁があって桂 春團治一門に
襲名の申し出があり、白羽の矢が立ったのが桂 蝶六さん。その後、繁昌亭の高座を見たひ孫さんは直感で桂 蝶六
さんに名前を継いでもらうことを決めた。70年の時を経て、名跡がここ池田で復活する。

受楽寺「春團治之碑」

「
春
團
治
之
碑
」建
立
を
機
に

深
ま
る
池
田
と
落
語

「
北
へ
行
く
と
い
え
ば
池
田
」

題
名
に
残
る
、親
し
ま
れ
た
地

池
田
の
景
色
と
穏
や
か
な
気
風
は
、

落
語
が
親
し
ま
れ
る
土
壌

楽
し
み
方
の
多
い
落
語
を

聴
き
に
行
く
き
っ
か
け
に

昭和３７年（1962年）豊中市生まれ。
大阪府立桜塚高校の落語研究部に入り、大
阪芸術大学を経て、1982年に二代目故桂 春
蝶の高座に一目惚れして入門。現在は落語家
としての公演の傍ら、大阪青山大学客員教授、
放送芸術学院専門学校、府立桃谷高等学校
夜間部非常勤講師、講演会などでも活躍

三代目 花團治桂 蝶六 改メ

ちょう ろく

　

冬
の
あ
る
日
、喜
六
は
、町
内
の
ご
隠
居
の
甚
兵
衛
さ
ん

の
家
を
訪
れ
る
。体
が
冷
え
て
困
る
と
訴
え
る
喜
六
に
、甚

兵
衛
さ
ん
は
冷
え
に
効
く
猪
の
肉
を
勧
め
る
。大
阪
の
街

中
で
売
っ
て
い
る
古
い
肉
で
は
効
き
目
が
な
い
と
、池
田
へ
行

き
、山
猟
師
の
六
太
夫
さ
ん
と
い
う
名
人
の
撃
っ
た
新
鮮

な
肉
を
分
け
て
も
ら
う
よ
う
教
え
た
。翌
日
、大
阪
を
発
っ

た
喜
六
は
あ
ち
こ
ち

で
道
を
尋
ね
な
が
ら

池
田
へ
辿
り
着
き
、

六
太
夫
を
訪
ね
る
。

〝
新
鮮
な
〞
猪
の
肉

を
求
め
て
。

　

毎
日
遊
び
歩
い
て
い
る
男
に
、甚
兵
衛
さ
ん
が
小
遣
い
稼

ぎ
の
ア
イ
デ
ア
を
伝
授
す
る
。池
田
の
伯
父
さ
ん
が
家
を
改

装
し
た
の
で
、そ
れ
を
褒
め
に
行
っ
た
ら
い
い
と
い
う
の
だ
。

甚
兵
衛
さ
ん
は
、褒
め
言
葉
と
と
も
に
、小
遣
い
を
も
ら
う

た
め
の
知
恵
も
授
け
た
。そ
の
翌
日
、教
え
て
も
ら
っ
た
褒
め

言
葉
を
し
た
た
め
た
カ
ン
ニ
ン
グ
ペ
ー
パ
ー
を
懐
に
忍
ば
せ
、

池
田
の
伯
父
さ
ん
の

屋
敷
に
や
っ
て
く
る
。

ト
ン
チ
ン
カ
ン
な
褒
め

言
葉
を
並
べ
立
て
、

目
論
み
通
り
小
遣
い

を
せ
し
め
る
が…

山猟師の六太夫が猪を
しとめようとするシーン

池
田
の
猪
買
い

池
田
の
牛
ほ
め

池田と落語

【料金】 １～6日目：各3,500円、7日目：4,000円
【問い合せ】 072-761-8811（池田市民文化会館）

詳細はP20へ

昭和17年（1942年）没

初代春團治の弟弟子にあたる。
「三枚起請」、「立ち切れ」等のお
茶屋噺を得意とし、吉本の大看
板として大変な人気を集めた

初代 花團治
昭和20年（1945年）没

吉本興行部のバラエティー座「喜
劇民謡座」の俳優としても活躍。
襲名後わずか1年で亡くなり、詳し
い資料も残っていない

二代目 花團治
平成5年（1993年）没

人柄と良識を映す話術、虎ファン
ぶりでテレビ・ラジオの人気者にな
る一方、人間味あふれる実力派と
して落語ファンの心をつかんだ

二代目  桂 春蝶

滅亡に瀕していた上方落語を継承
し、復活させた四天王の一人。華
麗で緻密な高座は、いまや上方落
語だけでなく、落語界全体の至宝

昭和9年（1934年）没

大正から昭和初期にかけて関西
の演芸会に君臨した爆笑王。破
天荒な私生活は後世、歌や芝居
にもなる

初代 春團治
昭和28年（1953年）没

初代の芸風を受け継ぎ、戦後上
方落語復興の時代に一人気を
吐いた本格派落語家。三代目桂
春團治の実父

二代目 春團治 三代目 春團治
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