
九
月
二
十
二
日
（
日
曜
日
）

　
十
一
時
　
彼
岸
法
要

正
午
す
ぎ
終
了

〈
法
要
後
〉
お
寺
寄
席

　
柳
家
さ
ん
喬
師
匠

　
　「
井
戸
の
茶
碗
」
他
一
席

9 月 20 日 ( 金 ) から 23 日（月 =秋分の日）まで、

墓地ではお花とお線香を用意しています。

　
　

り

だ
よ

平
成
二
十
五
年
秋
彼
岸

発
行
　
花
岡
博
芳

　

境
内
の
北
、
一
番
街
通
り
に
面
し
た
と
こ
ろ
に
、
伝

道
掲
示
板
が
あ
り
ま
す
。
以
前
は
、
寺
の
正
面
に
も
あ

っ
た
の
で
す
が
、
山
門
が
で
き
、
場
所
が
な
く
な
っ
て

今
は
一
カ
所
で
す
。
墓
地
に
も
あ
っ
た
の
で
す
が
、
整

備
後
、
適
当
な
場
所
が
見
つ
か
ら
ず
、
今
は
あ
り
ま
せ
ん
。

近
い
う
ち
に
再
建
し
て
無
縁
化
し
て
い
る
墓
所
の
お
知

ら
せ
に
使
う
予
定
で
す
。

　

境
内
に
あ
る
掲
示
板
で
は
一
か
月
に
ひ
と
つ
の
言
葉

を
紹
介
し
て
い
ま
す
。
経
典
か
ら
の
引
用
で
あ
っ
た
り
、

詩
や
小
説
の
な
か
の
言
葉
で
あ
っ
た
り
し
ま
す
。
伝
道

掲
示
板
の
言
葉
の
解
説
は
、
松
岩
寺
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

読
む
こ
と
が
出
来
ま
す
。

　

九
月
の
こ
と
ば
は
、

「
仏
教
の
ご
利
益
は
、
思
い
が
け
な
い
幸
運
の
こ
と
で
は

な
く
、
逆
境
に
向
き
合
っ
た
と
き
に
そ
の
苦
難
を
受
け

止
め
る
力
を
持
て
る
こ
と
で
あ
る
」

　

淨
土
真
宗
の
藤
野
宗
城
師
の
こ
と
ば
で
す
。
藤
野
師

は
節
団
説
経
の
名
人
で
す
。
日
経
新
聞
の
今
夏
八
月
八

日
の
朝
刊
文
化
欄
か
ら
の
引
用
で
す
か
ら
、
お
読
み
に

な
っ
た
方
も
お
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。
記
事
の
タ
イ
ト
ル

は
、
「
節
談
説
経
で
聴
衆
沸
か
す
」
。

　

記
事
に
よ
れ
ば
「
淨
土
真
宗
に
は
節
談
説
経
と
い
う

も
の
が
あ
る
。
法
話
の
中
に
リ
ズ
ミ
カ
ル
に
節
回
し
を

織
り
込
ん
だ
も
の
で
、
（
途
中
略
）
落
語
の
ル
ー
ツ
と
も

い
わ
れ
、
語
り
の
部
分
は
講
談
に
、
節
の
部
分
は
浪
曲
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昼
食
に
粗
飯
を
ご
用
意
い
た
し
ま
す
。
ご
出
席
の

方
は
電
話
・
Ｆ
Ａ
Ｘ
等
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

【
仏
像
を
彫
る
会
】
日
程　

講
師　

高
野
竜
生

　
　
　
　
　
　

午
後
一
時
半
～
四
時
半
ま
で

原
則
と
し
て
第
二
・
四
日
曜
日
で
す
。

毎
週
日
曜
日
の
朝
六
時
か
ら
七
時
ま
で
、
松
岩
寺
本
堂
で

の
坐
禅
に
一
般
の
方
も
参
加
で
き
ま
す
。
朝
六
時
に
鐘
を

つ
き
ま
す
か
ら
、
そ
れ
ま
で
に
本
堂
に
入
っ
て
く
だ
さ
い
、

初
心
の
方
に
も
丁
寧
に
坐
り
方
を
ご
案
内
し
ま
す
。
三
十

分
ほ
ど
坐
っ
て
休
憩
、
残
り
の
十
五
分
ほ
ど
坐
っ
て
、
最

後
に
般
若
心
経
を
よ
ん
で
七
時
に
は
終
わ
り
で
す
。

※

日
曜
の
朝
の
坐
禅
会

【
声
を
出
し
て
元
気
に
な
る
】
不
定
期　

講
師　

加
藤
純
子

編
集
後
記

ち
ょ
っ
と
な
が
め
の

各
家
の
墓
所
を
大
き
く
改
修
す
る
時
は
、
施
工
す
る
石
材
店
に

工
事
を
す
る
上
で
の
注
意
事
項
な
ど
が
あ
り
ま
す
の
で
、
寺
に

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
な
お
、
墓
地
を
整
備
し
た
た
め
、
十
カ
所

ほ
ど
の
新
し
い
区
画
が
あ
り
ま
す
。
ご
親
戚
や
お
知
り
合
い
で

必
要
と
さ
れ
る
方
が
お
ら
れ
ま
し
た
ら
、
お
頒
け
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
詳
し
い
事
は
寺
へ
直
接
連
絡
く
だ
さ
い
。

※

各
家
墓
所
の
改
修
時
は

壇
信
徒
会
館
（
三
階
建
）
は
、
年
忌
法
要
後
の
お
食
事
に

お
使
い
い
た
だ
け
ま
す
。
壇
信
徒
会
館
の
二
階
は
椅
子
席

で
十
八
席
。
三
階
は
畳
に
座
布
団
で
四
十
名
く
ら
い
ま
で

会
食
で
き
ま
す
。
お
使
い
く
だ
さ
い
。

※

年
忌
法
要
後
の
食
事
は
寺
で
も
で
き
ま
す

※

教
養
講
座

　
　【
金
つ
ぎ
教
室
】
日
程　

講
師　

花
輪
滋
實

　
　
　
　
　
　

午
後
一
時
半
～
四
時
半
ま
で

第
三
土
曜
日

【柳家さん喬師匠自己ＰＲ】落語を演じる事

により、お客様と同様の場面・人物を創り

上げそれを、より楽しく面白く聴いていた

だけるように心がけております。落語のラ

イブの楽しさと落語美学の素晴らしさをお

客様と共有出来るような噺家でありたいと

思っております。

に
発
展
し
た
と
も
」
と
あ
り
ま
す
。
「
笑
い
話
や
涙
を
誘

う
物
語
な
ど
を
取
り
合
わ
せ
、
起
伏
に
富
ん
だ
語
り
を

す
る
の
が
節
談
」
と
も
記
事
は
説
明
し
て
い
ま
す
。
残

念
な
が
ら
、
私
は
実
際
に
聞
い
た
こ
と
は
な
い
の
で
す

が
、
だ
い
た
い
想
像
で
き
ま
す
、

　

昨
年
亡
く
な
っ
た
俳
優
の
小
沢
昭
一
氏
の
著
作
・
録

音
な
ど
の
労
作
が
、
忘
れ
て
い
た
説
経
と
芸
能
の
関
係

を
思
い
出
さ
せ
て
く
れ
た
最
初
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

昨
秋
の
彼
岸
に
、
松
岩
寺
の
本
堂
で
口
演
し
て
く
れ
た

片
山
秀
光
師
が
、「
節
語
り
説
法
」
と
称
し
て
い
る
の
も
、

伝
統
的
な
「
節
談
説
経
」
を
意
識
し
て
の
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

臨
済
宗
に
も
、
昭
和
二
十
年
代
ま
で
は
、
節
談
説
経

を
な
さ
る
方
も
お
ら
れ
た
よ
う
で
す
。
亡
く
な
っ
た
師

父
が
、
本
山
主
催
の
法
話
の
講
習
会
に
出
た
時
、
節
に

の
せ
て
説
経
を
し
た
方
が
い
て
、
講
習
会
の
監
督
を
さ

れ
て
い
た
松
原
泰
道
師
は
、

「
芸
能
で
は
な
い
、
現
代
的
な
法
話
を
し
よ
う
」

と
、
い
さ
め
た
と
い
う
話
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

さ
て
、
今
秋
の
彼
岸
法
要
後
は
お
寺
寄
席
と
称
し
て
、

柳
家
さ
ん
喬
師
匠
の
落
語
で
す
。
以
前
も
本
堂
で
落
語

を
し
た
事
が
あ
り
ま
す
が
、
今
回
は
落
語
界
の
大
ベ
テ

ラ
ン
。

　

寄
席
や
ホ
ー
ル
の
落
語
も
よ
い
け
れ
ど
、
落
語
の
ル

ー
ツ
は
仏
教
の
説
経
な
の
だ
か
ら
、
本
堂
で
き
く
落
語

は
格
別
で
す
。
広
辞
苑
で
寄
席
を
調
べ
る
と
「
人
寄
せ
席
」

と
あ
り
ま
し
た
。
ご
家
族
で
、
寄
っ
て
ら
っ
し
ゃ
い
、

見
て
ら
っ
し
ゃ
い
！　

博
芳
記


