
清原慶子市長　Keiko Kiyohara

　昭和26（1951）年、東京都生まれ。慶應
義塾大学、同大学大学院で学んだ後、杏林
大学・国際基督教大学非常勤講師、常磐大
学人間科学部専任講師、ルーテル学院大学
文学部教授、東京工科大学メディア学部教
授・学部長を経て、平成15（2003）年4月
に第6代三鷹市長に就任（現在4期目）。「参
加と協働」「危機管理」「行財政改革」を政策
の基礎に置き、「都市再生」「コミュニティ
創生」を最重点とした「高環境・高福祉のま
ちづくり」を推進している。

　多彩に活躍する林家木久扇さんの作品。左手前
から時計回りに、著書『林家木久扇 バカの天才ま
くら集』、雑誌『詩とファンタジー まるごと林家木
久扇』、落語CD『林家木久扇ザ・スーパースター』、
親子三代ユニット「木久ちゃんロケッツ」による音
楽CD『空とぶプリンプリン』。

林家木久蔵さん
Kikuzo Hayashiya

　昭和50(1975)年、東京都三鷹市生ま
れ。平成7(1995)年、初代林家木久蔵（現・
木久扇）に入門。芸名は林家きくお。平成
19(2007)年、真打ち昇進に伴い、落語会
史上初「ダブル親子襲名」を行い、二代目
林家木久蔵を襲名。平成27(2015)年、「林
家木久蔵　噺家生活20周年落語会」にて親
子三代口上に並ぶ。同年より東京新聞で

「笑いを楽しむ 大学対抗大喜利選手権」
を連載中。平成30(2018)年、「笑顔でつ
なぐ木久蔵流・地域コミュニケーション」
のテーマで笑いと健康について講演。

空
の
広
い
大
沢
で
過
ご
し
た

三
鷹
の
思
い
出

清
原　
木
久
扇
師
匠
は
、
約
45
年
前
に
三
鷹
市
大

沢
の
国
立
天
文
台
の
近
く
に
お
住
ま
い
だ
っ
た

そ
う
で
す
ね
。
当
時
の
懐
か
し
い
思
い
出
を
お

聞
か
せ
願
え
ま
す
か
。

木
久
扇　
家
の
前
が
雑
木
林
で
ど
ん
ぐ
り
が
い
っ

ぱ
い
落
ち
て
い
ま
し
た
。
豊
か
な
自
然
に
囲
ま

れ
て
い
て
、
植
木
畑
が
広
が
っ
て
い
ま
し
た
ね
。

清
原　
移
り
ゆ
く
四
季
の
変
化
を
、
自
然
豊
か
な

大
沢
で
印
象
深
く
感
じ
ら
れ
た
こ
と
で
し
ょ

う
。

木
久
扇　
野
鳥
も
多
か
っ
た
で
す
。
鳥
が
雨
戸
の

戸
袋
に
巣
を
作
っ
て
し
ま
っ
て
、
ひ
な
が
巣
立

つ
ま
で
雨
戸
の
開
け
閉
め
が
で
き
な
か
っ
た
こ

と
も
あ
り
ま
す
。

清
原　
自
然
や
生
き
物
を
愛
す
る
気
持
ち
が
、
三

鷹
生
ま
れ
の
木
久
蔵
師
匠
に
受
け
継
が
れ
て
い

る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

木
久
蔵　
三
鷹
で
動
物
が
好
き
に
な
っ
た
の
か
も

し
れ
ま
せ
ん
ね
。
2
歳
に
な
る
前
に
引
っ
越
し

て
し
ま
っ
た
け
れ
ど
、
祖
母
が
住
ん
で
い
た
か

ら
、
小
学
生
の
頃
は
よ
く
通
い
ま
し
た
。
お
隣

さ
ん
と
も
仲
が
良
く
て
、
祖
母
が
留
守
の
と
き

は
お
隣
の
家
で
待
た
せ
て
も
ら
っ
た
り
も
し
ま

し
た
。
当
時
は
平
屋
が
ほ
と
ん
ど
で
、
ま
ち
並

み
が
平
ら
で
見
渡
す
限
り
空
だ
っ
た
記
憶
が
あ

り
ま
す
。
久
し
ぶ
り
に
来
て
み
る
と
、
あ
の
頃

よ
り
高
い
建
物
で
ま
ち
が
立
体
的
に
な
っ
て
い

て
、
そ
の
変
化
に
驚
き
ま
し
た
ね
。

清
原　
三
鷹
市
で
は
こ
の
と
こ
ろ
、
毎
年
約
千
人

ず
つ
人
口
が
増
え
て
い
る
ん
で
す
。

木
久
扇　
え
っ
、
そ
ん
な
に
増
え
て
い
る
ん
で
す

か
。
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
！

親
か
ら
子
へ
と
伝
わ
る

木
久
扇
流
子
育
て

清
原　

今
、
少
子
化
が
進
み
、
地
域
で
子
ど
も

が
育
つ
の
を
見
守
り
、
支
え
る
こ
と
が
大
切
に

な
っ
て
い
ま
す
。
木
久
扇
師
匠
は
子
育
て
に
関

す
る
ご
著
書
も
あ
り
ま
す
が
、
子
育
て
世
代
に

何
か
ヒ
ン
ト
を
い
た
だ
け
ま
す
か
。

木
久
扇　
木
久
蔵
は
幼
い
頃
本
を
読
ま
な
く
て
、

外
食
へ
行
く
と
帰
り
に
必
ず
本
屋
に
寄
り
ま
し

た
。「
好
き
な
本
を
買
っ
て
い
い
よ
」と
言
っ
て

も
、
選
ぶ
の
は
１
冊
だ
け
。
そ
こ
で
僕
は「
お

父
さ
ん
が
読
む
か
ら
」と
子
ど
も
向
け
の
本
を

20
冊
く
ら
い
買
っ
て
、
家
の
あ
ち
こ
ち
に
置
い

て
お
く
ん
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
自
然
と
本
を

開
く
で
し
ょ
。
本
で
織
田
信
長
や
豊
臣
秀
吉
を

知
っ
て
、
歴
史
が
好
き
に
な
っ
た
よ
う
で
す
。

清
原　
木
久
蔵
さ
ん
、覚
え
て
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
か
。

木
久
蔵　
覚
え
て
い
ま
す
。
芸
人
の「
お
か
み
さ

ん
」で
も
あ
り
、
主
婦
で
も
あ
っ
た
母
は
堅
実

で
、
本
を
買
っ
て
く
れ
て
も
１
〜
２
冊
で
す
。

で
も
父
は
、
家
に
い
れ
ば
外
食
に
連
れ
て
い
っ

て
く
れ
て
、
好
き
な
だ
け
本
を
買
っ
て
く
れ
る
。

一
方
で
、
母
は
父
を
立
て
て
い
ま
し
た
ね
。
父

が
い
る
と
き
は
ぜ
い
た
く
な
ご
飯
。
最
初
に
箸

を
付
け
る
の
も
父
。
一
番
風
呂
も
父
。
だ
か
ら

家
庭
が
う
ま
く
い
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
夫
婦
の
共
同
作
業
で
す
ね
。

清
原　
お
弟
子
さ
ん
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
ら
、
二

人
で
の
外
出
は
お
父
さ
ん
を
独
占
で
き
る
貴
重

な
ひ
と
時
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
ね
。
落
語
家
の

家
庭
に
生
ま
れ
、
経
験
さ
れ
た
こ
と
で
今
、
役

立
っ
て
い
る
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
。

木
久
蔵　
父
は
子
ど
も
が
行
け
な
い
よ
う
な
飲
食

店
に
よ
く
連
れ
て
い
っ
て
く
れ
ま
し
た
。
大
人

に
な
っ
て
か
ら
理
由
を
聞
く
と
、「
噺
家
は
し
ゃ

べ
る
の
が
商
売
だ
か
ら
、
口
が
お
ご
っ
て
い
な

く
ち
ゃ
い
け
な
い
」と
、
父
の
師
匠
か
ら
教
わ
っ

た
そ
う
で
す
。
確
か
に
、
落
語
が
面
白
い
方
、

う
ま
い
方
は
食
べ
る
の
が
好
き
だ
し
、
好
奇
心

旺
盛
で
す
。

清
原　

木
久
蔵
師
匠
も
、
お
子
さ
ん
が
い
ら
っ

し
ゃ
い
ま
す
ね
。

木
久
蔵　
は
い
。
娘
が
小
学
6
年
生
、
息
子
が
5

年
生
で
す
。

清
原　
そ
の
息
子
さ
ん
が
林
家
コ
タ
さ
ん
で
す

ね
。
初
代
木
久
扇
師
匠
、二
代
目
木
久
蔵
師
匠
、

コ
タ
さ
ん
の
3
人
で
一
緒
に
落
語
会
を
や
っ
て

い
る
と
お
聞
き
し
ま
し
た
。

木
久
蔵　
父
の
傘
寿
の
お
祝
い
を
兼
ね
て
、
親
子

三
代
の
公
演
を
1
月
に
も
や
り
ま
す
。

木
久
扇　
コ
タ
は
自
分
か
ら「
落
語
を
や
り
た
い
」

と
言
い
出
し
た
ん
で
す
よ
。

木
久
蔵　
落
語
は
、
歌
舞
伎
の
よ
う
に
息
子
が
受

け
継
ぐ
世
界
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
息
子
が
将
来
、

落
語
家
に
な
る
か
ど
う
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
今
、

面
白
が
っ
て
く
れ
れ
ば
い
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

清
原　
木
久
蔵
師
匠
は
ご
自
分
が
お
父
様
か
ら
そ

う
し
て
い
た
だ
い
た
よ
う
に
、
お
子
さ
ん
の
気

共
に
支
え
合
い
、
助
け
合
っ
て
生
き
る

＂ふ
る
さ
と
三
鷹
＂の
創
生
を

木
久
扇　
少
し
大
げ
さ
で
す
が
、「
闘
う
心
」で
す
。

僕
は
、
喉
頭
が
ん
が
完
治
し
て
1
年
後
に
、
自

分
で
作
詞
を
し
た『
空
と
ぶ
プ
リ
ン
プ
リ
ン
』と

い
う
歌
を
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の『
み
ん
な
の
う
た
』で
発
表

し
ま
し
た
。
病
気
に
負
け
な
い
で
、
歌
だ
っ
て

歌
え
る
ぞ
と
い
う
気
持
ち
の
表
れ
で
す
。

清
原　
木
久
蔵
師
匠
も
健
康
に
つ
い
て
人
々
に
伝

え
る
活
動
を
さ
れ
て
い
ま
す
ね
。

木
久
蔵　
リ
ウ
マ
チ
や
脳
科
学
の
専
門
医
の
先
生

方
と
一
緒
に
仕
事
を
し
て
知
っ
た
の
は
、
感
情

豊
か
に
過
ご
す
こ
と
で
免
疫
力
が
高
ま
り
、
元

気
に
つ
な
が
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
リ
ウ
マ
チ

の
患
者
さ
ん
に
は
、
薬
で
は
緩
和
で
き
な
い
痛

み
が
笑
う
こ
と
で
和
ら
い
だ
、
と
い
う
方
も
い

る
そ
う
で
す
。
感
動
し
た
り
、
泣
い
た
り
す
る

の
も
同
じ
く
ら
い
効
果
が
あ
り
ま
す
。

清
原　
心
が
動
く
と
い
う
こ
と
の
大
切
さ
で
す

ね
。
お
父
様
は
い
か
が
で
す
か
。

木
久
蔵　
父
は
と
て
も
感
情
が
豊
か
で
す
ね
。
い

く
つ
に
な
っ
て
も
探
究
心
が
あ
っ
て
、
興
味
の

あ
る
こ
と
に
突
き
進
み
ま
す
。
喉
頭
が
ん
で
入

院
し
た
と
き
も
、
絵
は
描
い
て
い
ま
し
た
し
、

「『
木
久
扇
ナ
ポ
リ
タ
ン
』を
作
る
！
」と
言
い
出

し
て
、
放
射
線
治
療
で
味
が
分
か
ら
な
い
と
き

で
も
試
食
ま
で
し
て
い
ま
し
た
。
た
く
ま
し
い

な
と
思
い
ま
し
た
ね
。

清
原　
木
久
扇
師
匠
は
新
作
落
語
を
つ
く
り
、
絵

を
描
き
、
著
書
も
執
筆
さ
れ
る
な
ど
、
見
事
に

切
り
替
え
な
が
ら
、
自
然
体
で
幅
広
い
才
能
を

発
揮
な
さ
っ
て
い
ま
す
。
市
長
も
時
間
を
有
効

に
使
う
こ
と
が
大
切
で
す
か
ら
、
師
匠
は
私
の

お
手
本
で
す
。
そ
の
姿
勢
は
、
若
い
頃
の
体
験

か
ら
育
ま
れ
た
の
で
す
か
。

木
久
扇　
僕
は
日
本
橋
の
雑
貨
問
屋
に
生
ま
れ

て
、
小
学
1
年
生
の
と
き
東
京
大
空
襲
で
家
が

焼
け
ま
し
た
。
猛
火
の
中
を
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の

手
を
引
い
て
、
防
空
壕
に
逃
げ
た
。
生
き
る
こ

と
は
死
ぬ
こ
と
と
隣
り
合
わ
せ
だ
と
、
子
ど
も

の
頃
に
思
い
知
っ
た
ん
で
す
。
だ
か
ら
、
病
気

に
な
る
た
び「
あ
の
空
襲
に
比
べ
れ
ば
大
し
た

こ
と
は
な
い
」と
思
っ
て
い
ま
し
た
。

　人気テレビ番組『笑点』のレギュラーとして50年間にわたりお茶の間に笑いを届けている落語家の林家木久扇
さん。その活動は落語にとどまらず、絵画や俳句、執筆など幅広い分野にわたっています。また、三鷹市生ま
れの長男、林家木久蔵さんも落語とともに、子育ての著書の出版や健康に関する講演の活動をされています。
　お二人のファンである清原慶子市長が、定期的に落語会が開催されている「みたか井心亭」で、市とのゆか
りや健康の秘訣、子育てや地域との関わりについてお聞きしました。

　
　

切
り
替
え
に
つ
い
て
は
、
学
校
が
お
手
本
で

す
。
1
時
間
ず
つ
い
ろ
い
ろ
な
科
目
を
勉
強
す
る

の
を
、
今
で
も
続
け
て
い
る
ん
で
す
よ
。
大
人
に

な
っ
て
仕
事
を
し
始
め
る
と
、
み
ん
な
一
つ
の
こ

と
し
か
し
な
い
け
れ
ど
、
僕
は
1
日
の
活
動
を
時

間
割
で
区
分
け
し
て
い
ま
す
。
落
語
、ラ
ー
メ
ン
、

絵
画
、
俳
句
、
そ
し
て
最
後
は
宇
宙
人
と
交
信
し

て
、
金
星
人
と
友
達
に
な
る
…
と
か
ね
。

清
原　
素
晴
ら
し
い
！（
笑
）

助
け
合
い
の
心
で
創
る

「
ふ
る
さ
と
三
鷹
」

清
原　
木
久
蔵
師
匠
の
時
間
割
は
い
か
が
で
す
か
。

木
久
蔵　
落
語
以
外
で
今
楽
し
ん
で
い
る
の
は
、

フ
ク
ロ
ウ
を
飼
う
こ
と
。
あ
と
は
、
家
事
で
す

ね
。
父
を
見
て
い
る
と
、
興
味
を
持
て
ば
何
で

も
仕
事
に
つ
な
が
る
し
、
遊
び
に
も
人
生
に
も

つ
な
が
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

清
原　
家
事
や
子
育
て
を
さ
れ
て
い
る
時
間
は
、

と
て
も
大
切
で
す
ね
。

木
久
蔵　
家
庭
を
持
つ
と
自
分
の
こ
と
だ
け
考
え

て
い
て
は
だ
め
だ
と
思
い
ま
す
。
父
の
時
代
は

「
男
は
外
で
仕
事
」「
女
は
家
事
・
育
児
」と
い
う

区
分
け
が
あ
っ
た
け
ど
、
今
は
違
い
ま
す
。

清
原　
こ
れ
は
大
事
な
変
化
で
す
。
家
庭
に
お
け

る
男
女
共
同
参
画
で
す
。

木
久
蔵　
今
は
夫
婦
と
も
に
家
庭
の
こ
と
を
し
な

落語家

林家木久扇さん

林家木久蔵さん

持
ち
を
大
事
に
子
育
て
を
さ
れ
て
い
る

の
で
す
ね
。
親
子
三
代
が
気
持
ち
を
一
つ

に
し
て
何
か
を
す
る
と
い
う
の
は
、
な
か
な

か
実
現
し
な
い
こ
と
で
す
。
落
語
を
通
じ
た
深

い
信
頼
関
係
を
感
じ
ま
す
。

感
情
豊
か
に
過
ご
す
こ
と
が

健
康
長
寿
の
秘
訣

清
原　
木
久
扇
師
匠
は
、『
笑
点
』で「
レ
ギ
ュ
ラ
ー

出
演
50
年
」を
達
成
さ
れ
た
と
の
こ
と
、
お
め

で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
今
、
ど
ん
な
こ
と
を
お

感
じ
に
な
っ
て
い
ま
す
か
。

木
久
扇　
あ
り
が
た
い
こ
と
で
す
。
僕
は
2
回
が

ん
に
な
っ
て
い
て
、
喉
頭
が
ん
で
9
週
間
休
ん

だ
と
き
は
、
僕
の
場
所
に
誰
か
が
来
て
し
ま
う

の
で
は
と
不
安
で
し
た
。
で
も
、
テ
レ
ビ
を
つ

け
る
と
僕
の
座
布
団
だ
け
が
映
っ
て
い
る
。
帰

り
を
待
っ
て
い
て
く
れ
た
ん
で
す
ね
。

清
原　
木
久
扇
師
匠
が
大
喜
利
に
戻
っ
て
き
た
と

き
は
、
同
じ
病
気
で
苦
し
ん
で
い
る
方
々
は
も
ち

ろ
ん
、
師
匠
と
同
世
代
の
方
々
も
勇
気
を
い
た
だ

い
た
と
思
い
ま
す
。
長
寿
番
組
に
ご
長
寿
で
出
演

す
る
。
そ
の
秘
訣
を
教
え
て
い
た
だ
け
ま
す
か
。

林家木久扇さん
Kikuo Hayashiya

　昭和12(1937)年、東京都日本橋生ま
れ。昭和31(1956)年、漫画家・清水崑氏
門下へ入門。昭和35(1960)年崑氏の紹介
により三代目桂三木助門下へ入門。昭和
36(1961)年、林家正蔵門下へ移り、芸名
が林家木久蔵となる。昭和44(1969)年、
日本テレビ『笑点』のレギュラーメンバー
となり、昭和48(1973)年、真打ち昇進。
絵画にも優れ、個展開催や画文集出版を
行う。平成28(2016)年、浅草公会堂前「ス
ターの手形」に手形が設置される。現在、

（一社）落語協会相談役・（公社）日本漫画家協
会参与など精力的に活躍中。

く
ち
ゃ
い
け
ま
せ
ん
。
で
も
、
少
し
頑
張
り
す

ぎ
の
感
じ
も
し
ま
す
ね
。
昔
は
子
ど
も
を
近
所

に
預
け
た
り
、
互
い
に
面
倒
を
見
た
り
し
て
い

ま
し
た
が
、
今
は
難
し
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

清
原　

三
鷹
市
で
は
、
地
域
の
支
え
合
い
や
助

け
合
い
を
推
進
し
て
い
て
、
子
育
て
で
は
市
民

の
自
主
グ
ル
ー
プ
を
支
援
し
、
市
内
七
つ
の
住

区
で
は
地
域
ケ
ア
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
作
ら
れ
て

い
ま
す
。
市
民
の
み
な
さ
ん
が
自
然
な
形
で
集

ま
っ
て
、
お
互
い
に
支
え
合
え
る
よ
う
な「
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
創
生
」を
、
さ
ら
に
充
実
さ
せ
て
い

き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

木
久
蔵　
僕
は
、
三
鷹
市
が
住
ん
で
い
る
人
た
ち

の「
ふ
る
さ
と
」に
な
る
と
良
い
と
思
い
ま
す
。

地
方
出
身
の
方
が
、
ふ
る
さ
と
と
し
て
三
鷹
と

付
き
合
っ
て
く
れ
れ
ば
、
子
育
て
も
も
っ
と
う

ま
く
い
く
と
思
い
ま
す
。

清
原　
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
実
際
に
三
鷹

市
で
は
、
北
海
道
の
方
と
九
州
の
方
が
結
婚
し

て
、子
育
て
で
実
家
を
頼
れ
な
い
と
き
に
、フ
ァ

ミ
リ
ー
サ
ポ
ー
ト
な
ど
の
制
度
で
地
域
の
人
が

支
え
て
く
れ
た
と
い
う
お
声
も
頂
い
て
ま
す
。

そ
う
い
う
相
互
支
援
の
事
例
を
増
や
し
て
い
き

た
い
と
思
い
ま
す
。

木
久
扇　
助
け
合
い
と
い
う
の
は
、
人
間
の
本
能

的
な
も
の
で
す
か
ら
。

木
久
蔵　
人
は
一
人
で
は
生
き
て
い
け
ま
せ
ん
か

ら
ね
。

清
原　
何
よ
り
も「
支
え
合
い
助
け
合
う
」心
が
大

切
で
す
ね
。
今
日
は
、
貴
重
な
お
話
を
た
く
さ

ん
伺
う
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
ど
う
も
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

× 清原慶子市長
2019年
新春対談

みたか井
せいしんてい

心亭 昭和58年、当時この地にお住まいだった井上良則ご夫妻から土地の提供を受け、市が建設した本格的な茶室を備えた和風文化施設。市民公募により「井心亭」と命名された。茶道、
華道などの文化活動の場として貸し出されているほか、毎月1回程度、落語会「寄席井心亭」を開催。庭内には太宰治ゆかりの百日紅（さるすべり）が移植されている。昭和63年開館。
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