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最
近
の
暗
い
世
相
を
反
映
し
て
か
、
困
難
に
直
面
し
た
と
き
悲
観
的
に
も
の
ご
と
を
見
た
り
、

何
か
気
に
入
ら
ぬ
こ
と
が
あ
る
と
、
す
ぐ
に
興
奮
し
た
り
、
ム
カ
つ
い
て
ト
ラ
ブ
ル
を
起
こ
し
た

り
と
、
心
に
ゆ
と
り
を
無
く
す
人
が
少
な
く
な
い
よ
う
で
す
。 

 

心
に
ゆ
と
り
を
持
た
せ
る
た
め
に
一
番
よ
い
の
が
、
笑
い
で
す
。
笑
う
と
気
持
ち
が
い
い
で
す

し
、
晴
れ
晴
れ
と
し
た
心
地
よ
さ
を
生
み
ま
す
。
さ
ら
に
、
大
い
に
笑
う
と
元
気
に
な
っ
た
よ
う

に
さ
え
思
え
る
は
ず
で
す
。
そ
れ
は
、
笑
う
こ
と
で
固
定
し
た
観
念
か
ら
開
放
さ
れ
、
笑
っ
て
い

る
間
は
余
計
な
こ
と
を
考
え
な
く
な
る
か
ら
で
す
。
笑
い
に
は
、
自
分
の
心
を
空
っ
ぽ
に
し
て
く

れ
る
作
用
が
あ
る
の
で
す
。 

 

須
田
医
院
主
催
で
二
ヶ
月
に
一
回
い
わ
き
寄
席
を
開
き
、
患
者
さ
ん
や
市
民
の
方
に
笑
い
を
提

供
し
て
い
ま
す
。
笑
い
に
ま
さ
る
良
薬
な
し
。
こ
こ
ろ
と
体
を
癒
す
笑
い
で
あ
る
と
評
価
さ
れ
て

い
ま
す
。
面
白
い
こ
と
に
笑
い
す
ぎ
て
も
、
悲
し
く
て
も
涙
が
あ
ふ
れ
る
も
の
で
す
。
そ
の
こ
と

か
ら
、
笑
う
こ
と
と
泣
く
こ
と
は
よ
く
似
て
い
る
、
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
涙
に
関
し
て
の
話
を

す
る
な
ら
、
大
笑
い
し
て
い
る
と
き
に
涙
が
流
れ
て
く
る
の
は
い
つ
も
の
こ
と
で
あ
り
、
悲
し
み

で
さ
ん
ざ
ん
泣
い
た
後
に
心
の
底
か
ら
笑
い
が
湧
き
上
が
る
こ
と
も
め
ず
ら
し
く
あ
り
ま
せ
ん
。

顔
の
表
情
ま
で
も
よ
く
似
て
い
ま
す
。
泣
い
て
い
る
の
か
笑
っ
て
い
る
の
か
見
分
け
の
つ
か
な
い

こ
と
も
あ
る
く
ら
い
で
す
。
さ
ん
ざ
ん
泣
い
た
後
は
、
疲
れ
き
っ
て
精
魂
尽
き
果
て
た
よ
う
に
感

じ
る
も
の
で
す
が
、
そ
の
一
方
で
、
さ
っ
ぱ
り
し
た
気
分
に
な
っ
て
な
ん
だ
か
元
気
が
出
て
き
た

よ
う
に
感
じ
る
も
の
で
す
。
お
そ
ら
く
笑
い
に
笑
っ
た
あ
と
の
気
分
も
お
な
じ
で
し
ょ
う
。
な
ぜ

そ
う
な
る
の
か
は
、
泣
く
こ
と
と
笑
う
こ
と
の
共
通
性
で
あ
る
強
力
な
浄
化
作
用
の
た
め
、
つ
ま

り
、
笑
う
こ
と
と
泣
く
こ
と
に
は
、
ど
ち
ら
も
ス
ト
レ
ス
と
緊
張
を
解
放
す
る
重
要
な
メ
カ
ニ
ズ

ム
が
存
在
す
る
の
で
し
ょ
う
。 

 

悲
し
く
て
流
す
涙
と
う
れ
し
涙
に
も
共
通
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、

ミ
ネ
ソ
タ
州
の
生
化
学
者
―
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
フ
レ
イ
―
に
よ
る
と
、
感
情
の
高
ま

り
に
よ
っ
て
流
れ
出
る
涙
は
、
ほ
か
の
理
由
で
（
た
と
え
ば
タ
マ
ネ
ギ
を
切
っ
て
）

流
れ
る
涙
に
比
べ
て
タ
ン
パ
ク
質
が
た
く
さ
ん
ふ
く
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か

ら
フ
レ
イ
博
士
は
、
悲
し
い
と
き
の
涙
が
ス
ト
レ
ス
か
ら
生
じ
た
有
害
物
質
を
排

出
す
る
の
に
重
要
な
役
目
を
持
っ
て
い
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
笑
っ
て
流
す
涙
に

も
そ
れ
と
同
じ
働
き
が
あ
る
、
と
博
士
は
推
測
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
笑
い
の
涙

も
ま
た
生
体
の
有
害
物
質
を
追
い
出
す
働
き
を
す
る
。
だ
か
ら
笑
い
の
涙
で
あ
れ
、

悲
し
み
の
涙
で
あ
れ
、
涙
を
流
す
こ
と
を
抑
制
さ
れ
る
と
ス
ト
レ
ス
関
連
の
病
気

に
か
か
る
可
能
性
が
高
く
な
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
、
と
述
べ
て
い
ま
す
。 

悲
し
み
の
涙
は
人
を
内
向
さ
せ
る
。
泣
け
ば
自
分
が
か
わ
い
そ
う
に
な
る
。
反

対
に
笑
い
は
私
た
ち
の
目
を
外
に
向
か
わ
せ
る
。
視
野
を
広
げ
、
現
状
を
新
し
い

目
で
な
が
め
さ
せ
る
の
で
す
。 

 

笑
い
は
、
心
の
潤
滑
油
の
働
き
を
し
て
く
れ
ま
す
。
晴
れ
晴
れ
と
し
た
心
が
相

手
に
も
波
及
し
、
人
間
関
係
を
円
滑
に
し
て
く
れ
ま
す
。
望
洋
荘
に
住
む
方
々
に

は
、
職
員
の
み
な
さ
ん
か
ら
涙
の
溢
れ
る
程
の
笑
い
と
ユ
ー
モ
ア
を
あ
げ
て
く
だ

さ
い
。 

 
 

引
用
文
献 

「
笑
い
の
治
癒
力
」
ア
レ
ン
・
ク
ラ
イ
ン
著 

創
元
社
刊 

                

第 ２ １ 号 

平成 1７年 

８ 月 発 行 

「
日
本
自
転
車
振
興
会
」
様
よ
り
補
助
頂
き
ま
し
た
。 

「日本自転車振興会」様より、車両購入にあた
り多額の補助を頂きました。車両台数が増え、
今までよりも数多くの入居者様の送迎・旅行・
行楽などに利用したいと思います。大切に使わ
せて頂きます。誠にありがとうございました。 
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八
月
二
十
八
日
（
日
）
午
後
一
時
三
十
分
よ
り
太
平
洋
に
面
し
た
地
下
ピ
ロ
テ
ィ
に
て
第
一

回｢

サ
マ
ー
フ
ェ
ス
タ｣

を
実
施
致
し
ま
し
た
。
前
日
よ
り
天
候
が
不
順
で
あ
り
、
野
外
で
の
開

催
が
危
ぶ
ま
れ
て
お
り
ま
し
た
が
、
み
ん
な
の
願
い
が
天
に
届
い
た
の
か
、
時
よ
り
小
雨
が
降

る
程
度
で
、
気
温
も
程
よ
く
絶
好
の
日
和
で
し
た
。 

夏
の
強
い
日
差
し
が
つ
づ
き
、
野
外
に
長
時
間
出
る
機
会
も
あ
ま
り
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

そ
こ
で
、
な
ん
と
か
入
居
者
様
に
外
の
空
気
に
ふ
れ
さ
せ
た
い
・
外
で
み
ん
な
を
楽
し
ま
せ
た

い
と
思
い
、
今
回
の
サ
マ
ー
フ
ェ
ス
タ
を
企
画
致
し
ま
し
た
。 

                  

         

余
興
の｢

じ
ゃ
ん
が
ら｣｢

マ
ツ
ケ
ン
サ
ン
バ｣

｢

フ
ラ
ダ
ン
ス｣｢

ギ
タ
ー
演
奏｣

は
職
員
の
日

頃
の
練
習
を
披
露
し
頑
張
り
ま
し
た
。た
の
し
い
雰
囲
気
に
入
居
者
様
も
飛
び
入
り
参
加
で
踊

ら
れ
て
お
り
ま
し
た
。
御
家
族
様
の
御
参
加
も
頂
き
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

   
 

八
月
二
十
一
日
（
日
）
午
後
よ
り
、
今
年
も
恒
例
の｢

ス
イ
カ
割
り｣

を
開
催
致
し
ま
し
た
。

お
盆
が
過
ぎ
ま
し
た
が
、
ま
だ
ま
だ
残
暑
つ
づ
く
中
で
、
大
き
な
ス
イ
カ
を
入
居
者
様
が
順
番

で
叩
き
、
ス
イ
カ
を
割
る
の
に
も
一
苦
労
で
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
の
後
は
、
み
ん
な
で
冷
え
た

ス
イ
カ
を
お
い
し
く
頂
き
ま
し
た
。 

         

第
一
回
『
サ
マ
ー
フ
ェ
ス
タ
』
開
催
致
し
ま
し
た
。 

第
二
回
『
ス
イ
カ
割
り
』 



２００5 年 望洋荘便り ３１頁 

  
ち
ょ
ん
ま
げ
医
者
と
解
体
新
書
異
聞 

（そ
の
二
） 

                                
 
 

須
田    

滉 
                       

頭
首
及
諸
器
今
所
秤 

頭
首
壱
貫
百
五
拾
銭 

脳
髄
三
百
六
拾
一
銭  

舌
弐
拾
銭 

心
七
拾
七
銭 

肺
百
四
拾
銭 

肝
胆
合
三
百
四
拾
八
銭 

胃
六
十
五
銭 

脾
二
十
四
銭 

膵
二
十
八
銭 

腎
左
右
共
参
拾
六
銭 

 

イ
斎
杉
田
先
生
日
解
剖
者
医
家
之
先 

務
治
術
之
要
法
不
可
以
不
審
也
宣
哉 

此
言
也
欲
極
疾
病
之
原
始
者
外
興
無 

可
以
知
牟
霊
枢
日
其
死
可
解
剖
而
視 

之
由
此
観
之
古
必
有
其
法
牟
至
後
世 

失
其
傳
徒
踏
襲
五
行
分
配
之
鑿
説
而 

己
謂
然
屍
体
ア
ニ
容
易
得
剥
離
哉
故
余 

輩
取
和
蘭
学
家
所
訳
之
解
剖
諸
書
読 

之
数
回
頗
寫
其
要
謂
然
未
微
諸
実
物 

常
以
為
撼
今
滋
適
有
愉
児
処
死
刑
者 

結
解
氏
欲
解
剖
之
謀
余
家
大
人
大
人 

日
時
哉
不
可
失
即
輿
同
志
之
士
倶
離 

剥
刑
余
之
屍
自
三
腔
四
肢
諸
臓
五
官 

以
至
血
液
筋
骨
皮
膜
悉
皆
閲
視
而
比 

校
諸
解
剖
諸
書
耗
無
差
感
鳴
呼
可
謂 

西
説
之
精
妙
至
牟
尽
牟
此
日
所
視
如 

聴
骨
及
速
脈
那
唾
管
等
最
繊
細
微
妙 

先
哲
称
容
易
唯
見
鳥
況
余
浅
学
呼
然 

而
一
覧
領
解
之
者
不
亦
前
日
研
究
西 

説
之
故
弥
因
益
信
西
説
系
巫
世
欺
人 

速
命
画
工
模
所
見
之
真
形
以
備
他
日 

之
遺
忘
實
天
保
八
年
丁
酉
春
二
月
二 

十
有
二
日
也 

椿
園  

長
谷
川  

温  

識 

 

臓
器
別
重
量
測
定 

（ 

一
貫
：
三
七
五
〇
㌘
・一
銭
：
三
．
七
五
㌘
） 

頭
首     

（約
四
三
一
二
㌘
） 

脳
髄     

（約
一
四
三
五
㌘
）  

舌
（約  

 

七
五
㌘
） 

心       

（約  

二
八
九
㌘
） 

肺       

（約  

五
二
五
㌘
） 

肝
胆     

（約
一
三
〇
五
㌘
） 

胃       

（約  

二
四
四
㌘
） 

脾       

（約    

九
〇
㌘
） 

膵       

（約  

一
〇
五
㌘
） 

腎
（左
右
） 

（約  

一
三
五
㌘
） 

 

イ
斎
杉
田
先
生
は
「解
剖
学
を
学
ぶ
事
は
医
師
の
基
本
で
あ
り
、
医
術
は
不
審
を
以
っ

て
為
す
べ
き
で
は
な
い
」と
、
素
晴
ら
し
い
事
を
、
述
べ
て
お
ら
れ
ま
す
。
疾
病
の
原
因
を
極

め
よ
う
と
す
る
な
ら
、
外
に
興
る
現
象
か
ら
は
知
る
事
が
出
来
な
い
。
中
国
の
古
来
の
医

書
で
あ
る
「霊
枢
」の
中
で
「死
体
を
解
剖
し
て
病
因
を
追
求
す
れ
ば
、
治
療
の
方
法
に
繋

が
る
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
後
世
に
至
り
、
世
間
に
お
い
て
は
そ
の
言
い
伝
え
も
忘

れ
、
無
益
に
も
、
仏
教
の
「五
行
」の
教
え
が
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
風
説
を
止
め
さ
せ
、

医
書
「霊
枢
」に
あ
る
解
剖
を
施
行
せ
ん
と
思
え
ど
も
、
現
状
で
は
死
体
を
容
易
に
解
剖

で
き
な
い
状
態
で
あ
る
。 

故
に
小
生
、
阿
蘭
陀
学
派
の
翻
訳
し
た
解
剖
学
諸
書
を
多
く
読
む
こ
と
で
、
か
な
り
の

要
諦
を
理
解
し
て
い
る
積
も
り
で
は
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
未
だ
そ
れ
ら
人
体
の
諸
臓

器
の
実
物
を
見
た
事
が
な
く
、
永
く
残
念
に
思
っ
て
い
た
。   

と
こ
ろ
が
、
こ
こ
に
今
ま
さ
に
処
刑
さ
れ
た
罪
人
の
死
体
が
あ
り
、
腑
分
け
す
る
事
の

許
可
が
得
ら
れ
た
。
こ
の
屍
体
の
解
剖
を
す
べ
く
、
私
や
他
の
医
師
達
と
素
早
く
対
応
を

図
り
、
同
志
の
方
々
と
一
緒
に
処
刑
さ
れ
た
遺
体
の
腑
分
け
を
し
た
。
三
腔
、
四
肢
、
諸

臓
器
、
五
官
よ
り
血
液
（脈
管
）、
筋
骨
、
皮
膜
に
至
る
ま
で
、
全
て
見
る
物
諸
々
の
解
剖

学
書
と
比
較
す
る
に
、
少
し
も
違
う
と
こ
ろ
が
な
い
。 

な
ん
と
、
西
洋
の
学
問
の
精
密
且
つ
詳
細
で
あ
る
こ
と
か
。 

こ
と
ご
と
く
、
こ
の
日
の
見
た
も
の
は
、
か
っ
て
聴
い
て
い
た
と
お
り
の
も
の
だ
。
骨
格
、
神

経
、
な
ん
と
、
唾
管
等
に
至
る
ま
で
最
も
繊
細
で
微
妙
な
も
の
ま
で
、
医
師
達
が
唯
見
て

簡
単
に
口
に
だ
し
て
名
称
を
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
偏
に
西
洋
の
諸
解
剖
書
の
お
陰
で
あ
ろ

う
。 況

や
、
私
の
よ
う
な
浅
学
な
者
が
、
一
覧
し
て
こ
れ
ら
の
も
の
を
理
解
出
来
た
の
は
、
以

前
か
ら
西
洋
の
学
説
を
研
究
し
て
い
た
事
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。
よ
っ
て
、
益
々
、
世
を
あ
ざ
む

か
ず
、
人
に
役
に
た
つ
西
洋
の
学
説
を
信
ず
る
に
意
を
強
く
し
た
。 

す
み
や
か
に
、
画
工
に
依
頼
し
て
、
見
た
と
こ
ろ
の
真
の
形
を
模
写
さ
せ
、
備
忘
の
た
め

に
、
こ
れ
を
遺
す
。 

天
保
八
年
（一
八
三
七
年
）丁
酉  

春
二
月
二
十
二
日 

椿
園  

長
谷
川  

温  

記 

「久
之
浜
通
信
」十
三
号 

二
〇
〇
一
年
七
月 

寄
稿
文
よ
り 

理
事
長
の
著
作
集
よ
り 

そ
の
⑲-

２ 
右
の
図
は
、
「
望
洋
荘
便
り
」
七
月
号
・
八
月
号
で
ご
紹
介
し

た
解
体
新
書
絵
図
の
一
部
で
す
。
向
か
っ
て
右
側
図
は
、
各
臓
器

の
質
量
を
測
り
記
録
し
た
文
書
で
す
。
左
側
図
は
、
臓
器
の
配

置
・
形
・
色
等
を
克
明
に
記
録
し
た
絵
図
の
一
部
で
す
。 



介
護
老
人
福
祉
施
設 

『
望
洋
荘
』 

 

職
員
紹
介

＆
コ
メ
ン
ト
集 

三遊亭 鳳楽 師匠 プロフィール 

昭和２２年 埼玉県川越市生まれ 

昭和４０年 三遊亭円楽師匠に入門 

大師匠三遊亭円生より“楽松”と命名 

昭和４７年 二つ目昇進 

昭和５２年 ＮＨＫ新人落語コンクール最優秀賞 

昭和５３年 日刊飛切り落語会若手落語家奨励 

賞受賞 

昭和５４年 真打昇進初代三遊亭鳳楽を襲名 

平成 ５年 文化庁芸術祭賞受賞 

 ｢鳳楽・上ちゃんの歌謡曲電リクでナイ ト｣出演 

  （SBS ラ ジオ毎月曜日 19：30～21：00） 
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お
陰
さ
ま
で
、
望
洋
荘
開
設
三
年
目
を
迎
え
る
事
に
な
り
ま

し
た
。
こ
れ
を
記
念
し
て
、
こ
の
度
「
望
洋
荘
三
周
年
記
念
寄
席
」

を
開
演
い
た
し
ま
す
。 

 

ご
多
忙
と
は
存
じ
ま
す
が
、
多
数
の
御
出
席
を
お
願
い
致
し
ま

す
。 

     

立
川 

ぜ
ん
馬 

師
匠 

三
遊
亭 

鳳
楽 

師
匠 

                 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

介
護
士 

橋
本 

圭 
   

望
洋
荘
に
入
社
し
て
四
ヵ
月
が
経
ち
ま
し
た
。
初
め
は
入

居
者
様
と
何
を
話
し
て
良
い
の
か
分
か
ら
な
く
て
、
と
て
も

不
安
で
し
た
。
し
か
し
先
輩
方
よ
り
優
し
く
ア
ド
バ
イ
ス
を

頂
き
、
今
で
は
、
入
居
者
様
と
楽
し
く
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
が
取
れ
る
様
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
も
毎
日
が
勉
強

す
る
事
ば
か
り
で
す
。
今
ま
で
以
上
に
し
っ
か
り
と
学
習
し

て
、
入
居
者
様
に
安
心
し
て
楽
し
く
生
活
を
送
っ
て
頂
け
る

よ
う
に
努
力
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
常
に
優
し
さ
と
笑
顔
を

忘
れ
ず
に
、
仕
事
を
頑
張
っ
て
行
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。 

                  

編
集
後
記 

『
望 

洋 

荘
』
便
り 

平
成
十
七
年
八
月
一
日
発
行 

発
行
所 

い
わ
き
市 平

豊
間
字
合
磯
三
十
九
番
地 
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会
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り
ん
さ
く
福
祉
会 

 
 
 
 
 

  

介
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人
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望
洋
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電 
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『
お
笑
い
演
芸
』
を
開
催 

八
月
九
日
（
火
）
午
後
一
時

よ
り
、
望
洋
荘
内
（
塩
屋
岬
広

場
）
に
て
、
落
語
家
の
「
桂 

竹

丸
師
匠
」・「
春
風
亭 

昇
輔
師

匠
」
と
太
神
楽
「
鏡
味 

正
二

郎
師
匠
」
の
三
名
が
来
荘
さ

れ
、
寄
席
・
太
神
楽
・
踊
り
を

披
露
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

太
神
楽
は
、
昔
な
が
ら
の
伝

統
芸
で
あ
り
、
入
居
者
様
は
大

喜
び
で
大
変
良
か
っ
た
と
思

い
ま
す
。 

「
い
つ
も
よ
り
多
く
回
っ

て
い
ま
す
」
と
い
う
よ
り
、「
い

つ
も
よ
り
多
く
笑
っ
て
い
ま

す
」
と
い
う
感
じ
で
し
た
。 

『
望
洋
荘
三
周
年
記
念
寄
席
』
の
案
内 

立川 ぜん馬 師匠 プロフィール 

昭和２３年 東京都世田谷区生まれ 

昭和４６年 明治大学文学部在学中立川談志 

入門孔子で前座修行 

昭和５１年 朝寝坊のらくで二つ目昇進 

昭和５６年 ＮＨＫ新人落語コンクール最優秀賞 

昭和５７年 真打昇進六代目立川ぜん馬を襲名 

 

趣味 読書 映画演劇鑑賞 全国競輪場巡り 

特技 獅子舞 競輪予想 

今
月
の
言
葉
そ
の
⑲
（
倫
理
研
究
所
編
標
語
集
か
ら
） 


