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り
ょ
う
か
い

理
解
と
諒
解
の
世
界

　
現
代
人
の
多
く
が
生
ま
れ
る
時
も
、
そ
し
て
又
「
い
の
ち
」
終
え
る
時
も
病
院
で
そ

の
生
死
を
む
か
え
る
の
が
普
通
に
な
っ
て
い
る
。
身
近
に
人
間
の
誕
生
・
臨
終
に
出
逢

え
な
い
、
命
と
い
う
も
の
が
、
身
近
に

感
じ
ら
れ
な
い
時
代
に
な
っ
て
い
る
。

特
に
病
院
で
、
脳
死
の
宣
告
を
受
け
て

も
、
家
族
に
と
っ
て
は
、
ま
だ
息
も
し

て
い
る
し
、
体
の
ぬ
く
も
り
も
感
じ
る

人
が
、
い
の
ち
終
え
た
と
は
、
な
か
な

か
納
得
で
き
な
い
の
が
現
実
で
は
な
か

ろ
う
か
。

　
医
師
が
、
心
停
止
・
呼
吸
停
止
等
に

つ
い
て
、
医
学
的
・
生
物
学
的
な
説
明

を
さ
れ
れ
ば
一
応
納
得
・
理
解
で
き
る
。

人
間
の
み
な
ら
ず
こ
の
地
球
上
に
生
き

る
全
て
の
生
物
の
個
体
を
か
た
ち
つ
く

る
細
胞
が
全
部
死
ん
で
し
ま
え
ば
、
そ

れ
が
死
で
あ
り
最
終
的
に
は
水
と
炭
素

に
分
解
さ
れ
る
と
生
物
学
で
は
説
く
。

 

し
か
し
、
多
く
の
日
本
人
が
、
そ
う
し

た
生
物
学
的
な
死
を
理
解
で
き
る
か
ら

と
言
っ
て
、
そ
れ
で
終
わ
り
と
は
な
ら

な
い
。
合
理
的
に
、
説
明
で
き
な
い
が
、

漠
然
と
し
た
感
情
で
、｢

亡
く
な
っ
た
人

の
魂
が
ど
こ
か
に
い
る
よ
う
な
気
が
す

る｣

そ
う
し
た
思
い
を
多
く
の
人
が
持
っ

て
い
る
の
も
又
事
実
な
の
で
あ
る
。

か
た
や
ま
き
ょ
う
い
ち

　
福
岡
市
在
住
の
作
家
の
片
山
恭
一
氏

は
、
こ
う
し
た
人
の｢

死｣

や｢

魂｣

「
霊

魂
」
の
問
題
に
つ
い
て
、
哲
学
者
の
内
山

つ
か
さ

り
ょ
う
か
い

節
さ
ん
の
「
理
解
」
と
「
諒
解
」
と
い
う

二
つ
の
言
葉
を
引
用
さ
れ
て
説
明
さ
れ

て
い
る
。｢

理
解
と
は
論
理
的
、
合
理
的

に
わ
か
る
こ
と
で
す
。
近
代
哲
学
で
い

う
と
こ
ろ
の
「
認
識
」
に
近
い
。
こ
れ
に

た
い
し
て
【
諒
解
】
と
は
、
な
ん
と
な
く

わ
か
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
筋
道
だ
っ

た
説
明
は
で
き
な
い
、
仕
組
み
や
操
作

方
法
は
わ
か
ら
な
い
け
れ
ど
、
な
ん
と

な
く
納
得
で
き
る
、
受
け
入
れ
る
こ
と

が
で
き
る｣

　
片
山
氏
は
、｢

医
学
的
・
生
物
学
的
な

死
は
、
内
山
さ
ん
の
言
う
【
理
解
】
で
き

る
事
柄
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
で
死
が
わ

か
っ
た
か
と
い
う
と
、
全
く
わ
か
っ
た

事
に
は
な
ら
な
い
。
何
か
充
た
さ
れ
な

「諒解」の「諒」は当

用漢字に含まれてい

ないので公用文書、

新聞、雑誌、放送な

どでは、音読みが同

じ「了」を使って、

「了解」と表記され

ているが、いずれも

意味は同じです。

米 日帰りバス研修旅行参加者募集

密林の巨木に覆われたアンコールワット遺跡群

日時　８月３０日（土）　集合７時５０分

　　　新幹線口（西口） ビックカメラ前

会費　１００００円

行先　奥浜名湖臨済宗方広寺派本山

　　　方広寺　竜ケ岩洞（鍾乳洞）等

　　　昼食は、舘山寺温泉で懐石料理

主催　中村区仏教会

締切　８月１８日（月）

お問い合わせ：　浄信寺　561-1736
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い
も
の
が
残
っ
て
し
ま
い
。
未
解
決
な

も
の
が
残
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。

そ
れ
が
、
各
種
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
な

ど
で
来
世
観
を
尋
ね
る
と
、「
あ
の
世
は

あ
る
」
と
答
え
る
人
の
方
が
、「
あ
の
世

は
な
い
」
と
答
え
る
人
よ
り
も
多
い
と

い
う
結
果
が
出
た
り
す
る
要
因
で
あ
る
」

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

り
ょ
う
か
い

　
こ
う
し
た
死
の
【
諒
解
】
が
起
こ
る
為

に
は
、｢

歴
史
や
文
化
や
伝
統
と
い
っ
た

文
脈
の
な
か
で
は
じ
め
て
、
死
に
つ
い

て
の
【
諒
解
】
は
な
さ
れ
る
の
だ
が
、
現

在
の
日
本
の
社
会
は
、
こ
う
し
た
文
脈

を
こ
と
ご
と
く
失
っ
て
い
る
。
人
の
死

に
つ
い
て
は
、
理
解
だ
け
で
は
不
十
分

で
あ
り
、
論
理
や
合
理
を
超
え
て
【
諒

解
】
で
き
る
も
の
が
な
い
と
、
自
分
の
死

も
、
他
人
の
死
も
受
け
入
れ
る
こ
と
が

で
き
な
い
。
現
今
の
社
会
に
は
、
死
に
つ

い
て
【
諒
解
】
す
る
た
め
の
文
脈
が
何
も

な
い｣

そ
し
て
追
い
打
ち
を
か
け
る
よ
う

に
、｢

今
日
、
宗
教
の
言
葉
は
ぼ
く
た
ち

に
何
も
訴
え
か
け
て
き
て
い
な
い｣

と
述

べ
ら
れ
て
い
る
。

　
次
い
で
こ
う
し
た
【
諒
解
】
の
文
脈
に

つ
い
て
、
近
代
以
前
の
日
本
の
社
会
の

事
例
を
例
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。
そ
の

キ
ー
ワ
ー
ド
は
、
民
俗
学
の
柳
田
國
男

の
説
く
祖
霊
信
仰
（
亡
く
な
っ
た
人
の

魂
は
近
く
の
山
の
峰
な
ど
に
と
ど
ま
り
、

先
祖
と
し
て
子
々
孫
々
の
暮
し
を
見

守
っ
て
い
く
。
そ
し
て
最
終
的
に
は
、
村

の
自
然
と
融
合
し
て
、
共
同
体
の
神
と

れ
い
こ
ん
し
ょ
う
か
せ
つ

な
る
。
＝
霊
魂
昇
華
説
）
と
、
自
然
崇
拝

が
二
つ
の
柱
で
あ
っ
た
。
祖
霊
信
仰
を

支
え
て
き
た
の
は
、
伝
統
的
な
「
家
」
で

あ
り
、
村
の
鎮
守
に
象
徴
さ
れ
る
豊
か

な
自
然
に
恵
ま
れ
た
村
落
共
同
体
を
通

じ
て
の
人
と
人
の
交
流
で
あ
り
、
人
間

と
自
然
と
の
頻
繁
な
関
わ
り
で
あ
っ
た

と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
片
山
氏
は
、
近
代
合
理
主
義

の
現
代
に
あ
っ
て
、
伝
統
的
な｢

家｣

や

村
落
共
同
体
・
自
然
崩
壊
を
、
昔
に
逆
戻

り
さ
せ
る
事
は
出
来
な
い
。
歴
史
的
必

然
性
か
も
知
れ
な
い
。
孤
独
な
個
人
の

死
に
対
し
て
、
ど
ん
な
意
味
を
与
え
る

事
が
で
き
る
の
か
、
謂
わ
ば
生
涯
を
通

し
て
、
自
分
自
身
の
死
を
【
諒
解
】
す
る

た
め
の
文
脈
を
つ
く
っ
て
生
き
て
い
く

必
要
性
を
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
片
山
氏
の
言
わ
れ
る
文
脈
つ
く
り
に
、

大
き
く
係
わ
っ
て
き
た
の
が
、
真
宗
の

徒
か
ら
は
、
目
く
じ
ら
を
立
て
て
、
迷

や

ゆ

は
い
せ
き

信
・
俗
信
な
ど
と
揶
揄
さ
れ
排
斥
さ
れ
て

い
る
、
日
本
人
が
伝
統
的
に
伝
承
し
て
き

た
各
種
の
民
俗
信
仰
・
儀
礼
で
あ
っ
た
事

は
間
違
い
な
い
の
で
あ
る
。

と

き 

ま

さ

か

ず

　
文
化
人
類
学
の
斗
鬼
正
一
氏
は
、
「
人

の
一
生
の
節
目
に
行
わ
れ
る
、
通
過
儀
礼

に
つ
い
て
、
人
が
生
ま
れ
て
か
ら
死
ぬ
ま

で
の
連
続
的
な
生
物
的
変
化
に
対
し
て
、

社
会
的
地
位
や
役
割
を
順
次
変
え
て
い
か

ね
ば
な
ら
な
い
生
き
方
の
境
界
を
、
明
確

化
し
、
そ
の
境
界
を
越
え
て
い
く
仕
掛
け

が
、
通
過
儀
礼
で
あ
る
」
と
述
べ
ら
れ
て

い
る
。
通
過
儀
礼
一
つ
を
と
っ
て
も
死
の

【
諒
解
】
の
為
の
舞
台
装
置
に
ほ
か
な
ら

な
い
の
で
あ
る
。

　
現
代
人
が
【
生
は
偶
然
、
死
は
必
然
】
と

い
う
言
葉
す
ら
タ
ン
ス
の
奥
に
仕
舞
い
込

み
、
縁
起
が
悪
い
と
言
う
事
で
、
な
る
べ

く
な
ら
ば
死
の
事
は
考
え
な
い
よ
う
に

い
ん
ぺ
い

生
き
て
い
る
。
そ
う
し
た
、
死
を
隠
蔽
す

る
行
為
を
、
十
七
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
の

思
想
家
パ
ス
カ
ル
は
著
書
「
パ
ン
セ
」
の

中
で
、
気
晴
ら
し
と
言
う
事
で
目
隠
し

を
し
て
生
き
て
い
る
と
言
い
切
っ
て
い

る
。

　
生
き
る
の
が
つ
ら
い
の
は
何
故
か
？

　
人
間
と
は
不
幸
に
運
命
づ
け
ら
れ
て

　
い
る
。

　
人
間
は
気
晴
ら
し
に
心
を
占
め
ら
れ

　
る
間
は
、
辛
さ
を
忘
れ
る
。

　
労
働
も
気
晴
ら
し
で
あ
る

　
何
か
ら
の
気
晴
ら
し
か
？

　
全
て
は
死
に
対
す
る
気
晴
ら
し
で
あ

　
る

　
人
間
は
生
ま
れ
た
瞬
間
か
ら
、
死
と捨聖　一遍上人　（一遍聖絵）　
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い
う
壁
に
向
か
っ
て
進
ん
で
い
る
。

　
そ
の
真
実
か
ら
目
を
そ
む
け
る
た
め
、

　
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
気
晴
ら
し
に
よ
っ

　
て
、
目
隠
し
を
す
る
の
だ
。
こ
う
い
っ

　
た
目
隠
し
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、　

　
人
間
は
安
心
し
て
壁
の
方
に
進
ん
で

　
い
け
る
。

　
目
隠
し
こ
そ
が
、
我
々
が
、「
希
望
」
と

　
呼
ん
で
い
る
も
の
で
、
死
と
い
う
絶

　
望
を
見
え
な
く
す
る
ま
や
し
で
あ
る
。

と
言
う
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　

す
て
ひ
じ
り

　
自
ら
を
「
捨
聖
」
と
称
し
生
涯
全
国
を

あ
ん
ぎ
ゃ

ひ
ろ

行
脚
し
て
、
踊
念
仏
を
弘
め
た
一
遍
上

人
は
、
死
に
及
ん
で
自
ら
の
著
作
も
焼

却
し
て
、
教
義
も
一
代
限
り
著
作
も

残
っ
て
い
な
い
の
だ
が
、「
一
遍
上
人
語

録
」
に
は

　
生
ぜ
し
も
ひ
と
り
な
り
。
死
す
る
も

　
独
り
な
り
　
さ
れ
ば
人
と
と
も
の
　

　
住
す
れ
ど
も
ひ
と
り
な
り
、
そ
い
は

　
つ
べ
き
人
な
き
ゆ
え
な
り

と
あ
る
。

　
つ
ま
り
パ
ス
カ
ル
は
、
人
間
の
自
己

ぎ

ま

ん

け
い
し
ょ
う

欺
瞞
的
な
生
き
方
に
警
鐘
を
な
ら
し
、

人
は
み
な
孤
独
な
存
在
で
あ
り
、
死
を

語
ら
な
い
生
き
方
に
は
又
生
も
な
い
と

一
遍
は
言
う
の
で
あ
る
。

　
日
本
の
仏
教
学
は
、
明
治
以
降
、
新
し

い
学
問
的
方
法
論
・
文
献
学
的
方
法
論

な
ど
に
よ
っ
て
著
し
い
発
展
を
遂
げ
た
。

　
即
ち
仏
教
は
原
始
仏
教
か
ら
上
座
部

仏
教
（
小
乗
仏
教
）
の
段
階
を
経
て
発
展

し
て
、
お
釈
迦
さ
ん
滅
後
五
〇
〇
年
頃
、

大
乗
仏
教
と
い
う
形
態
に
到
達
し
て
、

そ
れ
が
、
イ
ン
ド
か
ら
中
国
・
朝
鮮
を
経

て
日
本
に
伝
来
し
て
、
鎌
倉
新
仏
教
の

祖
師
達
に
よ
っ
て
、
仏
教
の
最
高
形
態

と
し
て
大
き
く
花
開
き
、
見
か
け
上
は

繁
栄
を
誇
っ
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
学
問
的
成
果
は
、
伝
統
教

団
の
学
者
・
僧
侶
に
と
っ
て
は
、
仏
教
の

発
展
と
言
う
キ
ー
ワ
ー
ド
を
隠
れ
蓑
に

し
て
の
大
乗
仏
教
至
上
主
義
。
あ
る
は

教
義
至
上
主
義
に
固
持
す
る
結
果
を
招

い
た
。

そ
の
結
果
、
現
代
の
教
化
と
言
え
ば
、
宗

祖
の
言
葉
・
経
典
の
解
釈
・
解
説
等
を
学

習
し
て
「
理
解
」
す
る
事
に
主
眼
を
置
く

教
化
活
動
を
継
承
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
に
は
、
儀
礼
と
か
、
人
間
の
死
の
命

題
や
課
題
に
対
す
る
問
い
や
答
え
を
用
意

し
て
こ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
片
山
氏
の

り
ょ
う
か
い

言
う
【
死
の
諒
解
】
に
何
ら
ヒ
ン
ト
を
与

え
て
こ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

既
存
の
価
値
観
や
葬
儀
・
儀
礼
。
寺
院
を

取
り
巻
く
環
境
等
が
激
変
し
つ
つ
あ
る
現

代
社
会
に
伝
統
宗
教
は
、
こ
う
し
た
問
い

に
ど
う
答
え
て
い
く
の
か
？
重
い
課
題
を

抱
え
た
よ
う
な
気
が
す
る
の
で
あ
る
。

　
我
が
国
は
、
明
治
以
降
近
代
化
と
い
う

旗
印
の
も
と
、
西
欧
の
価
値
観
を
グ
ロ
ー

バ
ル
と
言
う
美
名
の
も
と
に
、
普
遍
性
を

持
っ
て
い
る
と
、
無
意
識
に
植
え
付
け
ら

れ
て
し
ま
っ
た
日
本
人
が
、
「
あ
な
た
の

宗
教
は
何
か
？
」
と
設
問
さ
れ
れ
ば
、

「
無
宗
教
・
無
信
心
」
と
答
え
ざ
る
を
得
な

く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
な
ぜ
毎
年
驚
異
的

な
数
字
（
六
〇
〇
〇
万
人
か
ら
八
〇
〇
〇

万
人
）
の
日
本
人
が
、
社
寺
に
初
詣
に
行

く
の
か
全
く
説
明
が
つ
か
な
い
。

「
無
宗
教
・
無
信
心
」
と
言
わ
れ
る
宗
教

心
・
信
仰
心
を
持
っ
て
い
る
と
言
わ
ざ
る

得
な
い
。
言
葉
を
変
え
れ
ば
「
諒
解
」
の

信
心
か
も
知
れ
な
い
と
思
う
の
で
あ
る
。

　
「
三
つ
子
の
魂
百
ま
で
」
と
い
う
諺

（
こ
と
わ
ざ
）
が
あ
る
が
、
親
が
物
心
つ

い
た
子
ど
も
に
初
め
て
お
小
遣
い
を
与

え
る
時
に
は
、

「
百
円
硬
貨
の
模
様
は
何
が
刻
ま
れ
て
い

る
の
か
？
わ
か
る
？
」

「
桜
の
花
び
ら
が
彫
ら
れ
て
い
る
の
」

「
大
き
く
な
っ
て
色
々
な
事
を
勉
強
す
る

と
わ
か
る
と
思
う
の
だ
が
ネ
」

「
桜
の
木
に
は
、
毎
日
食
べ
る
お
米
の
た

ま
し
い
が
宿
る
木
と
言
わ
れ
て
い
る
の
」

「
死
ん
で
し
ま
っ
た
飼
い
犬
の
ポ
チ
の
た

ま
し
い
も
、
ど
こ
か
で
見
守
っ
て
く
れ

て
い
る
よ
！
」

「
ど
こ
に
い
る
の
か
な
？
？
？
」

　
こ
う
し
た
さ
り
げ
な
い
子
ど
も
と
の

り
ょ
う
か
い

会
話
の
中
か
ら
、【
諒
解
】
の
文
脈
が
出

来
て
い
く
可
能
性
が
あ
る
気
が
す
る
の

で
あ
る
。

■
参
考
文
献

片
山
恭
一
著

「
死
を
見
つ
め
、生
を
ひ
ら
く
」 (

Ｎ
Ｈ
Ｋ

出
版
新
書)

斗
鬼
正
一
著

「
頭
が
良
く
な
る
文
化
人
類
学 

「
人
・
社

会
・
自
分
」
―
―
人
類
最
大
の
謎
を
探
検

す
る 

」(

光
文
社
新
書)

現行１００円硬貨



４

淨　　信　　寺　　通　　信

　
昨
年
の
十
月
初
旬
新
聞
に
、
ベ
ト
ナ
ム

の
ボ
ー
・
グ
エ
ン
・
ザ
ッ
プ
将
軍
が
老
衰

の
た
め
に
一
〇
二
歳
で
死
去
し
た
記
事
が

目
に
と
ま
っ
た
。
故
ホ
ー
・
チ
・
ミ
ン
の

片
腕
と
し
て
対
仏
・
対
米
戦
争
を
勝
利
に

導
い
た
英
雄
。
物
量
や
兵
器
、
装
備
で
圧

倒
的
な
力
を
誇
る
超
大
国
ア
メ
リ
カ
と
の

戦
争
は
、
短
期
で
終
結
す
る
と
言
わ
れ
た

が
、
予
想
外
の
長
期
戦
に
な
り
地
の
利
を

生
か
し
た
ゲ
リ
ラ
戦
で
、
勝
利
し
た
の
で

あ
る
。
し
か
し
そ
の
代
償
は
ベ
ト
ナ
ム
側

に
は
一
一
〇
万
人
の
犠
牲
者
が
出
た
の
で

あ
る
。（
米
軍
の
死
者
は
五
万
八
千
人
）
そ

の
ベ
ト
ナ
ム
を
今
年
の
冬
訪
れ
る
機
会
に

恵
ま
れ
た
。

　
政
治
・
文
化
の
中
心
の
首
都
ハ
ノ
イ
。

旧
サ
イ
ゴ
ン
の
ホ
ー
チ
ミ
ン
は
、
近
年
経

済
発
展
い
ち
じ
る
し
い
日
本
か
ら
も
多
く

の
企
業
が
進
出
し
て
い
る
。

　
ベ
ト
ナ
ム
き
っ
て
の
景
勝
地
世
界
遺
産

に
も
登
録
さ
れ
て
い
る
「
海
の
桂
林
」
と

呼
ば
れ
る
ハ
ロ
ン
湾
。
穏
や
か
な
海
を
幻

想
的
な
風
景
を
味
わ
い
な
が
ら
天
候
に
も

恵
ま
れ
て
半
日
チ
ャ
ー
タ
ー
船
で
巡
っ

た
。

　
ベ
ト
ナ
ム
に
戦
渦
が
途
絶
え
て
三
九
年

戦
争
記
念
館
を
訪
れ
た
。
一
九
六
三
年
六

月
十
一
日
、
当
時
の
ゴ
・
デ
ィ
ン
・
ジ
エ

ム
政
権
の
仏
教
徒
に
対
す
弾
圧
に
抗
議
す

る
た
め
、
米
大
使
館
前
で
ベ
ト
ナ
ム
僧
侶

テ
ィ
ッ
ク
・
ク
ア
ン
・
ド
ッ
ク
師
が
焼
身

ぐ

れ

ん

自
殺
し
た
。
紅
蓮
の
炎
の
中
で
も
蓮
華
坐

を
続
け
、
絶
命
す
る
ま
で
そ
の
姿
を
崩
さ

な
か
っ
た
。
そ
の
衝
撃
的
な
映
像
が
、
脳

裏
を
過
ぎ
っ
た
。
ガ
イ
ド
さ
ん
が
、
ベ
ト

ナ
ム
の
平
均
年
齢
が
二
十
七
歳
と
聞
い
た

時
、
そ
こ
に
先
の
戦
争
の
負
の
遺
産
を
見

た
気
が
し
た
。
中
国
・
フ
ラ
ン
ス
等
の
大

国
に
翻
弄
さ
れ
た
国
だ
け
あ
っ
て
料
理

は
、
絶
品
で
し
た
。
又
訪
れ
た
い
国
で
す
。

平成２４年１１月９日（日）

午前１０：００～

勤行・説教・おとき

　特別ゲスト桂　蝶六（落語家）

報 恩 講 勤 修

 

桂
　
蝶
六

（
大
阪
府
豊
中
市
出
身
、
昭
和
三
十
七
年
生
　
落
語
家
）

　
府
立
桜
塚
高
等
学
校
卒
業
　 

大
阪
芸
術
大
学
芸
術
学
部
芸
術
計
画
学
科
中
退

昭
和
五
十
七
年
十
月
　
二
代
目
桂
春
蝶
（
平
成
五
年
年
一
月
四
日
没
）
に
入
門
後

昭
和
五
十
八
年
四
月
毎
日
ホ
ー
ル
に
て
「
桂
春
蝶
独
演
会
」
に
て
初
高
座
。

昭
和
六
十
三
年
　
毎
日
放
送
「
落
語
家
新
人
コ
ン
ク
ー
ル
」
優
勝
。

平
成
五
年
か
ら
二
十
年
間
ほ
ど
、
狂
言
師
安
東
伸
元
に
師
事
し
て
、
落
語
の
み
な
ら

ず
、
繁
昌
亭
で
は
、
狂
言
を
度
々
演
じ
ら
れ
い
る
。
（
狂
言
名
は
森
五
六
九
）

編
集
後
記

　
心
配
さ
れ
た
台
風
も
そ
れ
て
、
毎
日

猛
暑
日
で
す
。
お
体
ご
自
愛
下
さ
い
。
今

年
の
報
恩
講
は
蝶
六
師
匠
で
す
。
日
曜

日
で
す
。
是
非
身
近
で
落
語
を
聞
い
て

下
さ
い
多
数
ご
参
詣
下
さ
い
。
（
住
職
）

落
語
の
高
座
の
み
な
ら
ず
、『
大
阪
青
山

大
学
健
康
科
学
部
こ
ど
も
教
育
学
科
』

客
員
教
授
。『
放
送
大
学
』
講
師
『
放
送

芸
術
学
院
専
門
学
校
』
講
師
。『
大
阪
シ

ナ
リ
オ
学
校
』
講
師
等
を
歴
任
さ
れ
て
、

多
く
の
講
座
を
持
た
れ
て
い
る
。

　
又
ア
マ
チ
ュ
ア
を
対
象
に
、『
繁
昌
亭

落
語
家
入
門
講
座
』・『
さ
や
ま
落
語
会
』

等
の
講
師
で
、
落
語
の
実
演
指
導
を
な

さ
れ
て
い
る
。

　
自
宅
で
『
愚
か
塾
』
主
宰
さ
れ
て
お

り
、
愚
僧
も
、
生
徒
の
一
人
と
し
て
、
時

折
参
加
し
て
は
指
導
を
受
け
て
い
る
の

で
は
あ
る
の
だ
が
、
あ
ま
り
上
手
く
な

ら
な
い
の
が
現
実
で
す
。

「
海
の
桂
林
」
と
呼
ば
れ
る
ハ
ロ
ン
湾


