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日 時 ： ８ 月 １ ２ 日 （ 金 ）

　 　 　 　 　 １ ３ 日 （ 土 ）

  ：午前８時頃～午後１時頃

せ
い
が
ん
じ

　
京
都
新
京
極
　
誓
願
寺

　
京
都
随
一
の
盛
り
場
・
新
京
極
の
土

産
物
店
が
並
ぶ
繁
華
街
の
一
角
に
、
誓

願
寺
が
あ
る
。
繁
華
街
に
遊
び
に
来
た

若
者
が
、
そ
の
誓
願
寺
の
山
門
の
前
の

石
段
に
座
り
こ
ん
で
い
る
風
景
は
現
代

の
世
相
を
現
し
て
い
る
よ
う
だ
。

せ

い

が

ん

じ

　
こ
の
誓
願
寺
の
歴
史
は
古
く
、
飛
鳥

時
代
の
天
智
天
皇
の
こ
ろ
奈
良
に
創
建

か

ん

む

さ
れ
、
桓
武
天
皇
の
平
安
遷
都
の
折
り

に
、
山
城
相
楽
郡
に
う
つ
り
、
深
草
に

移
さ
れ
、
さ
ら
に
上
京
の
元
誓
願
寺
町

に
転
じ
た
と
い
う
。
そ
の
後
、
秀
吉
の

時
代
に
、
今
の
地
に
移
り
秀
吉
の
側
室

の
松
丸
殿
の
発
願
で
、
諸
堂
宇
が
整
備

さ
れ
、
そ
の
当
時
は
京
都
有
数
の
巨
刹

の
規
模
を
有
し
、
、
境
内
六
〇
〇
〇
坪

よ
う

に
は
、
多
く
の
山
内
寺
院
を
擁
し
て
い

た
。
幾
多
の
火
災
に
あ
い
、
明
治
二

せ

ん

と

年
、
東
京
遷
都
が
行
わ
れ
る
と
、
そ
れ

ま
で
一
〇
〇
〇
年
以
上
も
『
都
』
と
し

て
栄
え
て
き
た
京
都
は
、
政
治
的
・
商

業
的
に
衰
え
を
、
当
時
吹
き
荒
れ
た
廃

仏
毀
釈
の
嵐
が
、
寺
院
経
済
を
崩
壊
さ

せ
、
明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
京
都
府

主
導
の
も
と
、
荒
廃
し
て
い
た
寺
町
を

切
り
開
き
、
新
た
に
新
京
極
と
言
わ
れ

る
繁
華
街
を
作
り
出
し
た
。
誓
願
寺
も

僅
か
に
本
堂
跡
だ
け
に
、
寺
領
が
縮
小

さ
れ
て
し
ま
つ
た
。
現
在
の
新
京
極
の

店
舗
の
大
部
分
は
、
誓
願
寺
の
境
内
地

で
あ
っ
た
。
今
で
は
、
こ
の
名
刹
の
往

お
も
か
げ

時
の
面
影
を
知
る
事
は
出
来
な
い
。

現
在
は
法
然
上
人
の
お
弟
子
さ
ん
の

せ
い
ざ
ん
ぜ
ん
ね
ぼ
う
し
ょ
う
く
う
し
ょ
う
に
ん

西
山
善
恵
房
證
空
上
人
の
流
れ
を
く

む
、
東
海
地
方
を
中
心
に
約
二
八
〇
の

本堂の傍らには芸道上達の願いを

込めた扇子が多数奉納されている

高
座
の
上
で
説
教
す
る
、
策
伝
和
尚

落

語

と

仏

教

・
・

落

語

の

原

点

は

お

説

教

？

・
・

■当寺ホームぺージ ■http://www.jiin.or.jp/
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せ
い
ざ
ん
ふ
か
く
さ
は

末
寺
を
抱
え
る
浄
土
宗
西
山
深
草
派
の

総
本
山
に
な
っ
て
い
る
。

あ
ん
ら
く
あ
ん
さ
く
で
ん

　
　
落
語
の
祖
　
安
楽
庵
策
伝

　

ほ

っ

す

　
こ
の
誓
願
寺
の
第
五
十
五
世
法
主
に

あ
ん
ら
く
あ
ん
さ
く
で
ん
お
し
ょ
う

就
任
し
た
の
が
、
安
楽
庵
策
伝
和
尚
で

あ
る
。
安
楽
庵
策
伝
は
、
一
五
五
四
年

か
な
も
り
な
が
ち
か

と

き
あ
り
よ
り

に
、
金
森
定
近
（
土
岐
可
頼
）
の
子
と

し
て
、
（
兄
は
、
飛
騨
高
山
城
主
・
金

森
長
近
）
現
在
の
岐
阜
市
山
県
で
生
ま

れ
る
。
美
濃
国
淨
音
寺
（
岐
阜
市
三

輪
）
に
て
出
家
し
、
全
国
を
修
業
し

て
、
特
に
西
国
に
て
精
力
的
な
布
教
活

動
で
多
く
の
寺
院
を
建
立
・
復
興
し

た
。
そ
の
後
、
再
び
岐
阜
に
戻
り
岐
阜

の
浄
音
寺
の
二
十
五
世
住
職
と
し
て
過

ご
し
た
後
、
誓
願
寺
の
第
五
十
五
世
を

た
っ
ち
ゅ
う

継
い
だ
。
晩
年
は
、
誓
願
寺
の
塔
頭
竹

林
院
の
茶
室
「
安
楽
庵
」
に
て
余
生
を

お
く
り
、
慶
長
十
八
年(

一
六
一
三)

に

八
十
九
歳
の
命
を
終
え
た
。
安
楽
庵
策

お

り

べ

伝
は
岐
阜
出
身
の
古
田
織
部
と
同
世
代

を
生
き
た
人
で
、
織
部
と
も
交
流
が
あ

り
、
安
楽
庵
流
茶
道
を
生
み
出
し
た
人

と
し
て
も
知
ら
れ
て
い
る
。

　
浄
土
宗
は
、
親
鸞
聖
人
の
師
、
法
然

（
一
一
三
三
～
一
二
一
二
）
に
よ
っ
て

開
か
れ
た
宗
派
で
あ
り
、
真
宗
と
同
様

ひ
た
す
ら
仏
の
救
い
を
信
じ
「
南
無
阿

弥
陀
仏
」
を
称
え
る
事
で
、
極
楽
浄
土

に
生
ま
れ
る
事
が
出
来
る
。
貴
族
等
の

一
部
特
権
階
級
に
独
占
さ
れ
て
い
た
仏

教
を
、
お
よ
そ
本
来
仏
教
と
は
、
縁
の

無
い
存
在
で
あ
っ
た
、
民
衆
に
広
め
た

と
こ
ろ
に
法
然
の
意
義
が
あ
り
、
【
鎌

ゆ

え

ん

倉
新
仏
教
】
と
、
称
さ
れ
る
所
以
で
も

あ
る
。

　
文
字
の
読
め
な
い
民
衆
に
、
い
か
に

極
楽
浄
土
の
お
教
え
を
説
く
の
か
、
そ

の
手
法
に
、
安
楽
庵
策
伝
和
尚
は
、
庶

こ
っ
け
い

民
の
暮
ら
し
に
見
い
だ
し
た
滑
稽
話
を

多
く
説
教
に
取
り
入
れ
た
ス
ト
ー
リ
ー

を
考
案
し
て
、
庶
民
か
ら
大
名
ま
で
誰

に
で
も
わ
か
る
よ
う
に
仏
の
教
え
を
や

さ
し
く
、
お
も
し
ろ
く
、
巧
み
な
話
術

お
と

ば
な
し

こ

う

ざ

で
、
い
わ
ゆ
る
【
落
し
噺
】
を
、
高
座

で
演
じ
て
布
教
し
た
。
う
ち
続
く
戦
乱

の
世
に
、
荒
廃
し
た
民
衆
の
心
に
、
ど

れ
ほ
ど
の
勇
気
と
、
生
き
る
活
力
を
与

え
た
か
は
、
論
を
待
つ
ま
で
も
な
い
。

し

ょ

し

だ

い
い
た
く
ら
し
げ
む
ね

　
そ
の
評
判
が
京
都
所
司
代
板
倉
重
宗

に
伝
わ
り
、
「
ぜ
ひ
記
録
を
」
と
の
願

い
を
受
け
て
、
策
伝
自
ら
、
元
和
元
年

(

一
六
一
五)

つ
ま
り
豊
臣
家
が
、
大
阪

夏

の

陣

で

滅

ん

だ

頃

か

ら

、

せ
い
す
い
し
ょ
う

「
醒
睡
笑
」
の
執
筆
を
は
じ
め
八
年
後

の
、
徳
川
の
世
、
家
光
が
三
代
将
軍
に

な
っ
た
年
に
、
八
巻
の
本
に
ま
と
め
、

京
都
所
司
代
板
倉
重
宗
に
献
上
し
た
。

　
こ
の
「
醒
睡
笑
」
に
は
、
全
一
〇
三

九
話
の
滑
稽
話
が
収
め
ら
れ
て
お
り
、

そ
の
中
に
は
、
今
日
で
も
演
じ
ら
れ
る

む

ひ

つ

「
子
ほ
め
」
「
無
筆
の
犬
」
「
か
ぼ

ひ
ら
ば
や
し

ち
ゃ
屋
」
「
平
林
」
「
星
と
り
竿
」
な

ど
、
現
在
に
語
り
伝
え
ら
れ
て
い
る
落

語
の
元
ネ
タ
が
納
め
ら
れ
い
る
。
戦
国

は
な
し
ほ
ん

笑
話
の
集
大
成
の
咄
本
と
し
て
も
高
く

評
価
さ
れ
て
い
る
。
表
題
の
「
醒
睡

ね
む

さ

笑
」
は
、
「
睡
り
を
醒
ま
し
て
笑
う
」

の
意
味
で
あ
る
。
こ
の
本
の
序
文
に

「
小
僧
の
時
よ
り
耳
に
ふ
れ
て
お
も
し

ろ
を
か
し
か
り
つ
る
事
を
反
古
の
端
に

と
め
置
い
た
り
」
（
修
行
僧
の
と
き
か

お

か

ら
、
聞
い
て
い
て
面
白
か
っ
た
可
笑
し

か
っ
た
り
す
る
事
を
書
き
損
じ
の
紙
の

端
に
メ
モ
し
て
お
い
た
）
と
あ
る
よ
う

さ
く
で
ん

に
、
策
伝
の
生
涯
の
布
教
活
動
の
中
か

ら
得
た
も
の
を
ま
と
め
た
も
の
で
す
。

そ
の
策
伝
の
残
し
た
、
噺
に
は
、
全
て

【
お
ち
】
が
つ
い
て
お
り
、
例
え
ば
、

　
あ
る
人
が
童
を
風
の
子
だ
と
言
う
の

　
は
な
ぜ
だ
と
聞
く
と
、
小
賢
し
い
者

　
が
答
え
る
に
は
、
ふ
う
ふ
の
間
の
子

　
だ
か
ら
風
の
子
と
い
う

　
一
説
で
は
、
策
伝
は
、
太
閤
秀
吉
の

お
と
ぎ
し
ゅ
う

御
伽
衆
の
一
人
と
も
言
わ
れ
て
お
り
、

秀
吉
の
前
で
も
こ
の
よ
う
な
話
の
最
後

に
【
落
ち
（
さ
げ
）
】
を
付
け
た
説
話

を
し
た
と
言
わ
れ
て
お
り
、
自
ら
民
衆

の
中
に
入
り
説
教
僧
と
し
て
実
践
し
、

記
録
を
残
し
た
と
こ
ろ
に
、
特
に
、
最

後
に
話
の
落
ち
を
使
う
と
い
う
そ
の
手

法
か
ら
【
落
語
の
祖
】
と
し
て
、
江
戸

時
代
か
ら
、
多
く
の
落
語
家
が
、
策
伝

和
尚
の
事
を
書
き
と
ど
め
て
い
る
。

　
策
伝
が
没
し
て
間
も
な
く
、
時
代
は

元
禄
期
に
入
り
、
ま
る
で
申
し
合
わ
せ

た
よ
う
に
江
戸
、
京
都
、
大
坂
に
三
人

お
と

ば
な
し

の
「
落
し
噺
」
を
す
る
芸
人
が
現
れ

し

か

の

ぶ

ん

ざ

え

も

ん

る
、
江
戸
の
鹿
野
武
左
衛
門
、
京
都
の

つ
ゆ

ご

ろ

べ

え

よ
ね
ざ
わ
ひ
こ
は
ち

露
の
五
郎
兵
衛
、
大
阪
の
米
沢
彦
八
で

あ
る
。
こ
れ
ら
の
人
達
が
今
日
の
落
語

家
の
先
駆
的
な
人
物
と
さ
れ
て
い
る
。

　
誓
願
寺
の
山
門
を
入
っ
て
直
ぐ
右
手

に
扇
を
彫
り
込
ん
だ
、
奇
妙
な
形
の

「
扇
塚
」
が
建
て
ら
れ
て
い
る
。
芸
道

に
励
む
人
は
日
常
使
っ
て
い
た
自
分
の

扇
を
こ
の
塚
に
納
め
芸
道
精
進
を
祈
願

し
た
と
伝
承
さ
れ
て
い
る
。

　
今
も
、
本
堂
の
傍
ら
に
は
芸
道
上
達

の
願
い
を
込
め
た
扇
子
が
多
数
奉
納
さ

も
ち
ろ
ん

れ
て
お
り
、
落
語
家
は
勿
論
、
各
種
芸
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人
、
芸
妓
な
ど
が
関
西
は
言
う
に
及
ば

ず
関
東
か
ら
も
扇
子
を
奉
納
し
芸
の
上

達
を
祈
る
人
達
の
参
詣
が
絶
え
る
事
は

な
い
。
こ
れ
も
四
五
〇
年
前
に
生
き
た

『
落
語
の
祖
』
策
伝
上
人
に
あ
や
か
っ

て
の
事
で
あ
る
。

ふ
し
だ
ん
せ
っ
き
ょ
う

　
　
話
芸
の
原
点
『
節
談
説
教
』

　
最
近
、
各
地
で
寄
席
を
開
く
寺
は

年
々
、
増
え
て
い
る
と
聞
い
て
い
る
。

テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
に
、
落
語
家
が
取
り
上

げ
ら
れ
た
り
、
教
育
番
組
に
も
、
落
語

の
『
じ
ゅ
げ
む
』
が
放
映
さ
れ
た
り
し

て
、
落
語
が
ブ
ー
ム
と
い
う
。
落
語
を

収
め
た
全
集
や
ビ
デ
オ
、
Ｃ
Ｄ
も
結
構

売
れ
て
い
る
と
聞
い
て
い
る
。
こ
の
落

語
の
源
流
が
、
浄
土
真
宗
な
ど
で
、
語

ら
れ
、
話
芸
の
頂
点
を
極
め
た
、

ふ
し
だ
ん
せ
っ
き
ょ
う

『
節
談
説
教
』
に
あ
る
事
は
意
外
に
も

だ

じ

ゃ

れ

知
ら
れ
て
い
な
い
。
近
頃
は
、
駄
洒
落

だ
け
を
繰
り
返
す
落
語
家
や
、
拍
手
を

強
制
す
る
変
な
落
語
家
も
い
る
が
、
真

宗
の
『
節
談
説
教
』
が
、
日
本
独
特
の

話
芸
と
し
て
、
日
本
の
伝
統
文
化
の

い
ち
よ
く

一
翼
を
担
っ
て
来
た
歴
史
的
事
実
を
、

改
め
て
思
う
の
で
あ
る
。

　
日
本
の
話
芸
の
研
究
者
の
関
山
和
夫

氏
は
、
「
現
在
で
も
、
落
語
の
世
界
で

の
「
高
座
」
「
前
座
」
「
マ
ン
ダ
ラ

（
手
ぬ
ぐ
い
）
」
「
師
匠
と
弟
子
」

「
一
席
・
二
席
」
な
ど
の
用
語
や
、
講

し

ゅ

ら

ば

談
で
い
う
「
中
座
読
み
」
「
修
羅
場
」

な
ど
の
用
語
は
、
全
て
こ
う
し
た
、
高

座
で
演
じ
た
、
仏
教
の
説
教
か
ら
出
た

も
の
で
あ
る
」
と
言
わ
れ
て
い
る
。
そ

し
て
、
日
本
の
独
特
な
話
芸
の
源
流
にふし

は
、
仏
教
伝
来
当
初
か
ら
、
言
葉
に
節

し
ょ
う
ど
う

を
つ
け
て
、
説
教
（
唱
導
）
が
、
行
わ

れ
て
い
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
う
し

た
節
付
説
教
は
、
平
安
末
期
か
ら
鎌
倉

時
代
に
か
け
て
出
現
し
た
天
台
宗
の

ち
ょ
う
け
ん

澄
憲(

一
二
一
二
六
～
一
二
〇
三)

と
そ

せ
い
か
く

の
子
の
聖
覚(

一
一
六
七
～
一
二
三
五)

あ

ぐ

い

り

ゅ

う

が
樹
立
し
た
「
安
居
院
流
」
と
、
寛
元

じ
ょ
う
え
ん

年
間(

一
二
四
三
～
一
二
四
七)

に
定
円

が
創
始
し
た
「
三
井
寺
派
」
な
ど
を
中

心
に
し
て
行
わ
れ
て
い
た
が
、
こ
の

　　

■落語一口メモ（真打ち）

山門を入ってすぐ右にある『扇塚』

しんうち ししょう

ちなみに落語家は真打となって初めて一人前となり、「師匠」と呼

ばれる地位に進むが、この真打という言葉は電気のない時代、寄席
しん

の照明に使われた百目ローソクの「芯を打つ」から来ている。ロー

ソクの芯は燃え続けると、すすが付いて灯りがぼんやりとしてくる

が、この芯を切り落とすとまたパッと明るくなる。ローソク芯を切

るのは看板芸人だけに許されたものであり、縁起をかついで「切

る」を「打つ」に置き換えたことから、「芯を打てる芸人、つまり

芯打ち」と呼ばれるようになった。さらにその後「芯」の字が

「真」に変わって「真打」が出来上がったという。

おとぎしゅう

「御伽衆」たちは大名に「はなし」をしたりして仕えたのである
おはなし

が、実力のあるものは特に「御咄の衆」と呼ばれて優遇された。

「御伽衆」は各種の話題を持ち運ぶため、諸国の動静に精通してい

た。秀吉の「御伽衆」の中に千利休、織田有楽、古田織部などの著

名な茶人が多数含まれていた。茶と「はなし」は密接な関係をも

つ。「茶ばなし」「茶化す」などのことばは今も残る。桃山時代に

一流の茶人として、時の権力者に出入りするためには、茶道の奥義
はなしじょうず

を極めると同時に「咄上手」でなければならなかった。

　　　　　　　　　　　　　（桑田忠親著『大名と御伽衆』参照）

「
安
居
院
流
」
を
樹
立
し
た
聖
覚
が
、

法
然
上
人
に
帰
依
し
て
、
浄
土
宗
に
入

り
、
や
が
て
真
宗
に
伝
承
さ
れ
、
真
宗

に
お
い
て
、
独
特
の
型
を
生
み
出
し
、

『
節
談
説
教
』
と
し
て
、
江
戸
時
代
か

り
ゅ
う
せ
い

ら
、
昭
和
の
初
期
ま
で
、
隆
盛
を
極
め

た
の
で
あ
る
が
、
今
で
は
そ
の
『
節
談

説
教
』
を
語
る
人
は
、
全
国
で
は
も
う

数
人
し
か
残
っ
て
い
な
い
。
そ
う
し
た

説
教
者
も
、
高
齢
に
な
ら
れ
、
あ
と
数

な
ま

年
先
に
は
、
生
で
『
節
談
説
教
』
を
聴

く
機
会
も
無
く
な
っ
て
し
ま
う
の
は
、

な
ん
と
も
寂
し
い
気
が
す
る
。

■知っていますか？「茶ばなし」「茶化す」
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じ

ゅ

げ

む

じ

ゅ

げ

む

寿
限
無
、
寿
限
無

ご
こ
う

す

五
劫
の
擦
り
切
れ

か
い
じ
ゃ
り
す
い
ぎ
ょ

海
砂
利
水
魚
の

す
い
ぎ
ょ
う
ま
つ

う
ん
ら
い
ま
つ

ふ
う
ら
い
ま
つ

水
行
末
　
雲
来
末
　
風
来
末

食
う
寝
る
処
に

住
む
処

や
ぶ
ら
小
路
の

ぶ
ら
小
路

パ
イ
ポ
パ
イ
ポ
　

パ
イ
ポ
の
シ
ュ
ー
リ
ン
ガ
ン

シ
ュ
ー
リ
ン
ガ
ン
の
グ
ー
リ
ダ
イ

グ
ー
リ
ン
ダ
イ
の
ポ
ン
ポ
コ
ピ
ー

ち
ょ
う
き
ゅ
う
め
い

ち
ょ
う
す
け

の
ポ
ン
ポ
コ
ナ
の
長
久
命
の
長
助

平和公園浄信寺墓苑内　永代供養墓
核
家
族
化
、
少
子
化
。
跡
継
ぎ
に
恵
ま

れ
ず
ご
自
身
の
お
墓
を
お
守
り
す
る
事

が
、
将
来
期
待
出
来
な
い
方
々
の
た
め

に
、
当
寺
平
和
公
園
墓
地
に
、
当
寺
が

責
任
を
も
っ
て
ご
供
養
い
た
し
ま
す
永

代
供
養
墓
が
出
来
ま
し
た
。

じ

ゅ

げ

む

落
語
「
寿
限
無
」

「
寿
限
無
」
の
出
典
は
、
無
量
寿
経

■
寿
限
無

「
無
量
寿
経
」
と
い
う
経
典

　
の
中
に
「
無
量
寿
」
と
い
う
言
葉
が

　
あ
り
「
量
り
知
れ
な
い
寿
命
」
の
意

　
味
。
語
呂
を
合
わ
せ
て
「
寿
限
無
」

■
五
劫
の
す
り
き
れ

三
千
年
に
一
度
、

　
天
女
が
巨
大
な
岩
を
衣
で
撫
で
、
そ

　
れ
を
繰
り
返
し
た
結
果
、
岩
が
擦
り

　
切
れ
た
状
態
が
「
一
劫
」
。
こ
れ
が

　
五
回
繰
り
返
さ
れ
「
五
劫
」
。
と
て

　
つ
も
な
い
長
い
時
間
を
意
味
す
る
。

　
『
正
信
偈
』
の
中
に
も

　
　
　
五
劫
思
惟
之
攝
受
　
と
あ
る
。

■
海
砂
利
水
魚

海
砂
利
と
は
海
の
　
　

じ

ゃ

り

　
砂
利
、
水
魚
と
は
水
に
住
む
魚
。
ど

　
ち
ら
も
数
え
切
れ
な
い
し
、
捕
り
尽

　
く
せ
な
い
ほ
ど
多
い
と
い
う
こ
と
か

　
ら
「
無
限
」
を
表
す
。

■
水
行
末
　
雲
来
末
　
風
来
末

水
の
行

　
く
末
、
雲
の
来
る
末
、
風
の
来
る
末

　
で
「
果
て
し
な
い
こ
と
」
を
表
す
。

■
食
う
寝
る
と
こ
ろ
に
住
む
と
こ
ろ
　

　
衣
・
食
・
住
の
事
で
、
人
間
が
、
生

　
存
し
て
い
く
為
に
必
要
な
も
の
を
言

　
う
。
大
切
な
も
の

■
藪
柑
子
（
や
ぶ
こ
う
じ
）
で
縁
起
物

　
の
木
の
名
称
か
（
？
）

　
や
ぶ
ら
小
路
の
ぶ
ら
小
路

百
両
金
を

　
表
す
印
と
し
て
用
い
ら
れ
、
非
常
に

　
丈
夫
で
長
持
ち
す
る
木
。
春
に
若
葉

　
が
出
て
、
夏
に
花
が
咲
き
、
秋
に
実

　
を
結
び
、
冬
に
赤
く
な
り
霜
を
し
の

　
ぐ
、
め
で
た
い
木
。
「
長
持
ち
し
て

　
め
で
た
い
こ
と
」
を
表
す
。

■
パ
イ
ポ
パ
イ
ポ
　
パ
イ
ポ
の
シ
ュ
ー

リ
ン
ガ
ン

　
シ
ュ
ー
リ
ン
ガ
ン
の
グ
ー

リ
ン
ダ
イ

　
グ
ー
リ
ン
ダ
イ
の
ポ
ン
ポ

コ
ピ
ー
の
ポ
ン
ポ
コ
ナ

　

　
パ
イ
ポ
と
は
昔
の
唐
土
に
あ
っ
た
国

　
の
名
前
。

　
そ
の
国
の
、
長
生
き
し
た
こ
と
で
有

　
名
な
王
様
の
名
前
が
「
シ
ュ
ー
リ
ン

　
ガ
ン
」
お
ま
け
に
、
お
后
も
長
生
き

　
で
名
前
が
「
グ
ー
リ
ン
ダ
イ
」
二
人

　
の
間
に
は
二
人
の
お
姫
様
が
あ
り
、

　
彼
女
た
ち
も
長
生
き
を
し
た
。
名
前

　
は
「
ポ
ン
ポ
コ
ピ
ー
」
と
「
ポ
ン
ポ

　
コ
ナ
ー
」
。
長
寿
だ
っ
た
人
達
の
名

　
前
に
あ
や
か
ろ
う
と
い
う
こ
と
。

■
長
久
命

「
天
長
地
久
」
と
い
う
あ
り

　
が
た
い
文
字
か
ら
。
そ
れ
を
か
ら
　

　
と
っ
て
「
長
久
命
」
。

■
長
助

　
命
名
し
た
住
職
が
「
わ
し
に
男
の
子

　
が
で
き
れ
ば
、
長
く
親
を
助
け
る
と

　
い
う
意
味
で
長
助
と
い
う
名
前
が
い

　
い
」
と
言
っ
た
こ
と
か
ら
「
長
助
」

　
も
追
加
。

平成１６年１１月９日（水）

午前１０：００

勤行・説教・おとき

住職の『節談説教』実演

「忠臣蔵- - 寺岡平右衛門の段- - 」


