
なぜお坊さんは剃髪するのか知りません。

理由を知らないままジレットの剃刀で二十

数年剃髪しています。

道を歩いていると小さな子供から「ハゲ

頭」と言われ

ます。「ハゲ頭

と剃った頭は

違う！」と力

説したいのですがそこは大人的に我慢。そ

の矛先はまもなく違うハゲ頭に…

私はお坊さんでもないのに部分的に剥げ

たからという理由だけで全剃髪している人

が嫌いです。磯野波平のように残りの髪を

慈しみ堂々と生きて欲しいものです。

俊徳丸

文房具店の友

人が喫茶店をオ

ープンさせまし

た。喫茶ひしや

文具店です。岐

阜県多治見市小路町 38番地にあります。

落ち着いた店内で美味しい珈琲がいただ

けます。おすすめです。

征阿

11 月中旬に幼稚園で保護者会協賛のバザ

ーがあります。

これはピアニカ（鍵盤

ハーモニカ）のケース。

園で使う必須アイテムな

ので売れ筋。

この他、巾着袋なども

数点、縫って縫って縫いまくりました。値

段は¥100～¥300。安っ！！

ちなみに、売り上げ金は全て幼稚園へ寄

付。園児たちの観劇会の補助金になるのだ

そうです。

息子も来年 3 月で無事卒園。お世話にな

った幼稚園への感謝の気持ちを込めて、締

め切りまで縫い続けるつもりです。

訶梨帝母

睡眠時無呼吸

症候群のお泊ま

り検査の様子で

す。体中に 30

ほどのセンサーを付け、鼻から空気を送り

込んで眠ります。夜中に呼吸が止まる症状

を放置すると、日中に眠くなるだけでなく、

低酸素状態から心臓に負荷をかけ、高血

圧・糖尿病・心筋梗塞・脳卒中などの合併

症を起こしやすくなり、最悪の場合は突然

死につながるのです。 迷走坊

『友引町内会通信』はパソコンやタブレッ

トでもお読みいただけます。検索は

http://www.daigoji-temple.jp/ 「友引町内

会通信」をクリックしてください。寺務局
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お寺で「ミサ」をする  

 「隠れキリシタン(潜伏キリシタン)」と聞く

と世界遺産になった長崎や熊本地方をイメー

ジされる方々がほとんどでしょう。織田信長の

影響で尾張美濃の国に隠れキリシタンが多く

存在し、厳しい弾圧が約 180 年間続いた史実を

地元の人々もあまり知りません。私のお寺は、

江戸時代天領であった笠松を幕府に代わり監

督をしていた奉行の菩提寺です。笠松では幕府

の面目のため徹底的に隠れキリシタンを取り

締まったそうで、牢屋跡や処刑場跡が存在しま

す。当時、隠れキリシタンの数は九州地方より

も遥かに多く存在しましたが、その徹底した厳

しさにより禁止令発令から約180年で存在しな

くなりました(九州は明治維新まで存在)。その

後、毎年 2 月に行われた踏絵や、没収したマリ

ア観音像を当寺が預かったものと想像します。 

 

台風 19 号が通り過ぎた翌々日、愛知県内の

カトリック教会の神父さまと信者 40 名の方々

が来寺されました。上の写真の御三方は当寺に

伝わる「マリア観音」像です。秀吉がキリスト

教禁止令を出して約 180 年間、隠れキリシタン

となった方々が命がけで祈りを奉げたもので

す。その横には同じく当寺に伝わる「踏絵」が

置かれています。その後ろの十字架は当日神父

さんが持参されたものです。更にその後ろには

当寺の御本尊阿弥陀如来が鎮座されています。

そんなロケーションで、それもお寺の本堂内に

て神父さまによるキリシタン弾圧による殉教

者追悼のミサが厳かに挙行されました。その神

父さまのお言葉の一節です。 

 

 神父さま「救いの源である神よ、あなたの招

きに答えて信仰の道を歩んだ尾張美濃の地で

信仰に殉じた人々のために祈ります。キリスト

のうちにあふれる豊かな恵みによって生かさ

れた兄弟姉妹が復活のとき、あなたのいのちに

目ざめ、救いの日を喜び迎えることができます

ように。わたしたちの主イエス・キリストによ

って。」  一同「アーメン」 

 神父さまのなん

と優しいお声でし

ょう。私は感激して

号泣してしまいま

した。それはマリア観音さまにすれば数百年の

永き時を経て、まさに今日神父さまに祈られ信

者の方々から祝福の祈りを奉げられたのです。

私も神佛の「お導き」というものをこれほど強

く感じた日はありません。 

 

皆さんは素敵な笑顔で御堂を出られ、神父さ

まとは「この関係をこれからも深めてまいりま

しょう」と言葉をかわし別れました。俊徳丸 



よ
う
や
く
日
中
も
冷
涼
な
空
気
に
な
り
ま
し
た
。

今
夏
は
長
梅
雨
だ
っ
た
の
で
冷
夏
か
と
油
断
し
て

い
た
ら
昨
年
に
負
け
ず
劣
ら
ず
の
猛
暑
に
残
暑
。

彼
岸
花
は
彼
岸
に
咲
か
ず
、
十
月
に
入
っ
て
も
暑

く
、
幼
稚
園
の
運
動
会
は
皆
汗
だ
く
。
体
育
の
日

（
来
年
か
ら
は
ス
ポ
ー
ツ
の
日
と
名
称
が
変
わ
る

そ
う
で
す
）
前
後
は
、
以
前
な
ら
爽
や
か
な
運
動

会
日
和
で
し
た
が
、
今
は
「
熱
中
症
に
ご
注
意
」

と
水
分
補
給
を
促
す
ア
ナ
ウ
ン
ス
が
度
々
。
更
に

は
甚
大
な
被
害
が
出
て
し
ま
っ
た
台
風

号
。

「
被
災
地
」
と
い
う
言
葉
が
珍
し
く
な
い
状
況
に

な
っ
て
き
た
近
年
で
す
。
毎
年
毎
年
、
「
未
曾
有

の
」
だ
の
、
「
観
測
至
上
初
の
」
と
い
う
天
災
が

起
き
る
日
本
列
島
。
私
は
百
歳
（
あ
と
五
十
年
）

ま
で
生
き
る
つ
も
り
で
し
た
が
、
少
し
心
配
に
な

っ
て
き
ま
し
た
。

さ
て
霜
月
。
時
は
慶
応
三

年
十
一
月
十
八
日
。
幕
末
の

京
の
都
、

油

小
路
七
条
の

あ
ぶ
ら
こ
う

じ

辻
で
、
新
選
組
の
内
紛
と
も
言
え
る
「
油
小
路
の

変
」
が
起
き
ま
し
た
。

新
選
組
局
長
の
近
藤
勇
一
派
（
タ
カ
派
）
と
意

 見
が
合
わ
な
く
な
っ
た
伊
東
甲
子
太
郎
一
派

い

と
う

か

し

た

ろ
う

（
ハ
ト
派
）
が
、
「
我
々
は
よ
り
強
く
勤
皇
の
活

動
を
し
た
い
」
と
、
孝
明
天
皇
の
御
陵
を
守
る

「
御

陵

衛
士
」
と
い
う
分
派
を
作
っ
て
隊
を
出

ご

り
よ
う

え

じ

て
行
っ
た
こ
と
が
発
端
。
そ
の
結
果
、
タ
カ
派
が

ハ
ト
派
を
殲
滅
し
た
と
い
う
動
乱
の
幕
末
に
起
き

る
べ
く
し
て
起
き
た
事
変
。
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て

。

：
:

伊
東
甲
子
太
郎
や
藤
堂
平
助
等
、
御

陵
衛
士
の
墓
は
京
都
、
御
寺
泉

涌

寺

み

て
ら
せ
ん
に
ゆ
う

じ

内
の
戒
光
寺
に
あ
り
ま
す
。
以
前
は
ご

く
静
か
な
墓
所
で
自
由
に
お
参
り
が
で

き
ま
し
た
が
、
近
年
「
不
心
得
者
の
参

拝
者
」
の
お
か
げ
で
墓
所
立
ち
入
り
禁

止
に
。
そ
う
い
う
史
跡
や
墓
所
が
次
々

と
増
え
て
い
る
こ
と
を
大
変
憂
慮
し
て
い
ま
す
。

原
因
は
？

は
い
、
ご
想
像
通
り
。
若
い
お
嬢

さ
ん
方
が
徒
党
を
組
ん
で
参
拝
に
押
し
寄
せ
る
か

ら
で
し
ょ
う
。
ジ
ャ
ニ
ー
ズ
ア
イ
ド
ル
や
そ
の
時

代
を
キ
ラ
め
く
イ
ケ
メ
ン
俳
優
が
、
大
河
ド
ラ
マ

や
歴
史
時
代
劇
に
台
頭
す
る
よ
う
に
な
っ
た
頃
か

ら
問
題
勃
発
。
彼
ら
が
演
じ
た
実
在
人
物
の
お
墓

に
行
く
な
ど
勘
違
い
も
甚
だ
し
い
。
し
か
し
、
彼

ら
が
演
じ
る
こ
と
で
、
若
い
フ
ァ
ン
が
そ
れ
ら
の

番
組
を
見
て
、
そ
の
史
実
や
物
語
が
引
き
継
が
れ

て
い
く
の
も
世
の
常
。
大
河
内
伝
次
郎
や
阪
妻
の

白
黒
映
像
を
流
し
た
と
こ
ろ
で
、
若
者
は
興
味
を

持
ち
ま
せ
ん
か
ら
、
や
む
な
し
と
い
う
面
も
理
解

で
き
ま
す
。
え
〜
い
ま
ま
よ
！

ジ
ャ
ニ
ー
ズ
で

も
誰
で
も
演
じ
て
よ
し
！
勘
違
い
で
入
れ
込
ん
で

参
拝
に
行
く
も
許
す
！
お
願
い
だ
か
ら
お
行
儀
よ

く
お
参
り
し
て
欲
し
い
と
祈
る
ば
か
り
で
す
。

ち
な
み
に
、
戒
光
寺
至
近
の
即
成
院
に
は
那
須

与
一
（
屋
島
の
合
戦
で
扇
を
射
落
し
た
武
人
）
の

お
墓
が
あ
り
ま
す
。
こ
ち

ら
、
ア
イ
ド
ル
が
演
じ
た

こ
と
が
無
い
と
み
え
て
普

通
に
お
参
り
で
き
ま
す
。

時
々
、
入
場
が
「
有
料
」
に
な
る
ケ
ー
ス
も
あ

り
ま
す
が
、
立
ち
入
り
禁
止
よ
り
は
あ
り
が
た
い

で
す
。
今
と
な
っ
て
は
、
「
時
代
劇
へ
の
ジ
ャ
ニ

ー
ズ
台
頭
時
代
」
の
前
に
「
墓
マ
イ
ラ
ー
」
を
堪

能
し
て
お
い
て
本
当
に
よ
か
っ
た
と
思
っ
て
い
ま

す
。

訶
梨
帝
母
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『
私
説
法
然
伝
』(

５
８)

六
道
を
見
た
③

先
月
号
で
は
木
曽
義
仲
の
入
京
ま
で
に
つ
い
て

書
き
ま
し
た
。
今
月
号
は
そ
の
続
き
に
つ
い
て
書

き
ま
す
。

【
木
曽
義
仲
の
入
京
に
よ
っ
て
、
平
家
政
権
は
事

実
上
崩
壊
し
た
。
た
だ
し
安
徳
天
皇
と
三
種
神
器

を
擁
し
て
の
都
落
ち
で
あ
っ
た
の
で
、
京
の
都
は

事
実
上
「
空
白
」
で
あ
っ
た
。
後
白
河
帝
は
平
家

に
は
つ
か
ず
、
比
叡
山
延
暦
寺
に
逃
げ
隠
れ
て
い

た
の
で
、
義
仲
入
京
時
に
は
京
へ
戻
っ
て
い
た
。

義
仲
は
以
仁
王
（
後
白
河
帝
の
第
三
皇
子
）
の

第
一
皇
子
で
あ
る
北

陸

宮
を
「
空
位
」
と
な
っ

ほ
く
ろ
く
の
み
や

て
い
る
天
皇
に
す
べ
き
と
主
張
し
た
が
、
後
白
河

帝
は
安
徳
天
皇
の
異
母
弟
の
四
ノ
宮
を
後
鳥
羽
天

皇
と
し
て
擁
立
し
た
。
し
か
し
後
白
河
帝
は
既
に

院
政
を
行
う
だ
け
の
財
政
基
盤
が
な
か
っ
た
。
戦

乱
と
源
氏
の
勢
力
圏
拡
大
、
そ
し
て
都
落
ち
し
た

平
家
は
西
国
で
独
自
の
「
王
権
」
を
打
ち
立
て
よ

う
と
し
て
い
た
の
で
、
各
地
の
荘
園
か
ら
の
収
益

が
京
へ
入
ら
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。

後
白
河
帝
は
こ
の
事
態
を
打
破
す
る
た
め
に
、

義
仲
で
は
な
く
頼
朝
を
交
渉
相
手
に
選
ん
だ
。
頼

朝
も
ま
た
こ
の
交
渉
を
必
要
と
し
て
い
た
。
頼
朝

の
打
ち
立
て
た
東
国
の
「
王
権
」
は
、
中
央
の
朝

廷
と
は
別
個
の
独
立
し
た
勢
力
と
し
て
存
続
し
て

い
き
た
い
一
派
と
、
東
国
か
ら
中
央
の
政
治
的
主

導
権
を
握
り
た
い
頼
朝
派
が
潜
在
的
に
対
立
構
造

と
な
っ
て
い
た
。
頼
朝
と
し
て
は
、
後
白
河
帝
と

交
渉
す
る
事
で
政
治
的
主
導
権
を
握
る
事
を
目
指

し
た
の
で
あ
る
。
東
国
の
頼
朝
を
中
心
と
し
た

「
王
権
」
の
自
主
独
立
を
後
白
河
帝
＝
中
央
へ
の

恫
喝
の
材
料
と
し
て
、
寿
永
二
年
（
一
一
八
三

年
）
十
月
に
年
貢
を
中
央
に
送
り
届
け
る
代
わ
り

に
頼
朝
の
東
国
に
お
け
る
統
治
権
を
認
め
さ
せ
た
。

後
白
河
帝
に
よ
る
宣
旨
に
よ
り
こ
の
「
交
渉
」
は

成
っ
た
の
で
、
形
と
し
て
は
中
央
の
支
配
下
に
あ

る
東
国
で
あ
っ
た
が
、
統
治
権
そ
の
も
の
を
認
め

さ
せ
た
事
に
よ
り
中
央
に
認
め
ら
れ
た
「
鎌
倉
幕

府
」
政
権
の
正
式
な
成
立
と
も
言
え
る
も
の
で
あ

っ
た
。
東
国
の
「
王
権
」
は
あ
く
ま
で
中
央
の
傘

下
で
は
あ
る
も
の
の
、
現
実
的
に
は
独
立
し
た
勢

力
と
し
て
存
在
す
る
事
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

頼
朝
は
年
貢
の
輸
送
と
し
て
弟
の
義
経
を
京
の

都
へ
派
遣
す
る
。
こ
の
知
ら
せ
を
聞
い
た
義
仲
は

動
揺
す
る
。
平
家
と
の
戦
い
の
最
中
で
あ
っ
た
に

も
関
わ
ら
ず
京
へ
と
引
き
返
し
た
の
で
あ
る
。
そ

し
て
後
白
河
帝
を
幽
閉
し
、
翌
年
の
寿
永
三
年

（
一
一
八
四
年
）
自
ら
は
征
夷
大
将
軍
と
な
っ
た
。

し
か
し
頼
朝
は
義
経
並
び
に
弟
の
範
頼
に
大
軍
を

率
い
さ
せ
義
仲
を
打
ち
滅
ぼ
す
。
こ
う
し
て
頼
朝

は
京
の
都
と
後
白
河
帝
を
押
さ
え
る
事
に
成
功
し

た
の
だ
が
、
そ
れ
は
西
国
の
「
王
権
」
と
な
っ
て

い
た
平
家
一
門
と
の
戦
い
が
再
び
始
ま
る
事
で
も

あ
っ
た
。】

以
下
次
号
に
続
く
（
征
阿)
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僧
侶
に
成
り
立
て
の
頃
、
食
事
に
誘
わ
れ
た
人

か
ら
聞
か
れ
た
の
が
「
食
べ
て
は
い
け
な
い
物

は
？
」
。
精
進
料
理
し
か
許
さ
れ
て
い
な
い
と
思

っ
た
の
で
し
ょ
う
。
「
何
で
も
食
べ
ら
れ
る
」
と

答
え
る
と
、
ホ
ッ
と
し
た
顔
を
し
て
く
れ
ま
し
た
。

釈
尊
は
肉
で
も
何
で
も
召
し
上
が
り
ま
し
た
。

托
鉢
で
布
施
し
て
い
た
だ
い
た
食
べ
物
を
食
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
相
手
の
供
養
に
な
る
か
ら
で
す
。

従
っ
て
、
修
行
僧
は
料
理
や
農
耕
な
ど
の
労
働
を

一
切
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
但
し
、
自
分
に
供
す
る

た
め
に
生
き
物
が
殺
さ
れ
た
と
判
っ
た
時
は
食
べ

て
は
い
け
な
い
規
則
が
あ
り
ま
し
た
。

肉
食
は
身
体
を
穢
す
と
考
え
、
次
第
に
菜
食
が

広
が
っ
て
い
き
、
三
世
紀
頃
に
成
立
し
た
『
大だ
い

乗

涅
槃

経

』
で
、
肉
食
禁
止
が
説
か
れ
ま
す
。

じ
よ
う

ね

は
ん
ぎ
よ
う

佛
教
が
中
国
へ
伝
わ
り
ま
す
と
、
よ
り
厳
し
く

肉
食
を
避
け
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
中
国
に
は

托
鉢
の
習
慣
が
な
か
っ
た
か
ら
な
の
で
す
。
食
べ

物
の
供
養
が
な
け
れ
ば
、
僧
侶
は
自
給
自
足
し
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
禅
宗
寺
院
で
発

想
の
大
転
換
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
掃
除
・
洗
濯
、

料
理
や
畑
仕
事
な
ど
の
労
働
全
般
を
修
行
の
一
環

と
し
た
の
で
す
。
こ
れ
を
「
作
務
」
と
言
い
ま
す
。

さ

む

し
か
し
、
畑
を
耕
せ
ば
土
中
の
虫
を
殺
す
こ
と

に
な
り
ま
す
。
不
殺
生
戒
を
犯
す
罪
を
滅
す
る
た

め
に
、
肉
食
を
行
わ
ず
、
菜
食
の
み
の
「
精
進
」

と
い
う
考
え
方
へ
移
っ
て
い
く
の
で
す
。

尤
も
、
肉
食
を
避
け
た
の
は
僧
侶
だ
け
で
、
そ

れ
以
外
の
人
は
別
で
し
た
。
狩
猟
民
族
が
何
度
も

王
朝
を
起
こ
し
、
肉
食
の
習
慣
が
変
わ
る
こ
と
は

な
か
っ
た
の
で
す
。

日
本
へ
佛
教
が
伝
来
す
る

と
、
僧
侶
は
厳
格
に
肉
食
を

断
ち
ま
し
た
。
在
家
の
人
々

に
は
四
本
足
の
動
物
だ
け
が

禁
止
さ
れ
、
魚
や
鳥
は
食
べ
て
い
ま
し
た
。
元
々
、

野
生
動
物
を
狩
り
、
魚
を
釣
っ
て
食
べ
て
い
た
生

活
を
変
え
る
の
は
難
し
か
っ
た
の
で
す
。

さ
て
、
動
物
を
殺
し
て
食
べ
て
は
い
け
な
い
の

な
ら
ば
、
お
米
や
野
菜
を
採
っ
て
食
べ
る
こ
と
は

殺
生
に
は
な
ら
な
い
の
で
し
ょ
う
か
？

イ
ン
ド
や
中
国
の
佛
教
で
は
、
植
物
は
動
物
と

は
違
い
、
意
識
の
な
い
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
草

や
木
を
食
べ
て
も
殺
生
に
は
な
ら
な
い
と
考
え
ま

す
。
し
か
し
、
こ
の
説
明
は
日
本
人
に
は
ど
う
も

し
っ
く
り
来
な
い
も
の
で
し
た
。

肉
食
は
お
ろ
か
、
ご
飯
も
野
菜
も
食
べ
ら
れ
な

い
な
ら
生
き
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
そ
の
答
が

「
山
川
草
木
悉
有
佛

性

」
と
い
う
考
え
方
で

さ
ん
せ
ん
そ
う
も
く
し
つ

う

ぶ
つ
し
よ
う

す
。
山
も
川
も
草
も
木
も
、
命
あ
る
も
の
す
べ
て

に
私
た
ち
と
同
じ
よ
う
に
佛
性
（
佛
に
成
れ
る

因
）
が
あ
る
。
大
豆
や
大
根
も
私
た
ち
に
食
べ
ら

れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
佛
す
る
と
し
た
の
で
す
。

こ
の
考
え
方
は
、
厳
し
い
修
行
を
し
て
初
め
て

成
佛
で
き
る
と
い
う
伝
統
的
な
佛
教
の
考
え
方
か

ら
は
逸
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
自
然
と
共
に
生

き
、
命
を
感
じ
て
き
た
日
本
人
に
は
「
な
ん
か
判

る
気
が
す
る
」
も
の
だ
っ
た
の
で
す
。

台
風
被
災
地
の
方
々
を
思
え
ば
、
普
通
に
三
度

食
事
が
で
き
る
だ
け
で
有
り
難
い
。
「
い
た
だ
き

ま
す
」
は
、
「
全
て
の
命
を
い
た
だ
き
ま
す
」
の

省
略
形
な
の
で
す
。

迷
走
坊
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四
、
や
が
て
佛
陀
は
耆
山
よ
り

ぎ

じ
や

目
連
阿
難
を
召
し
つ
れ
て

来
た
り
給
へ
ば
王
宮
は

愁

雲

忽

ち

霽
れ
に
け
り

し
ゆ
う
う
ん
た
ち
ま

は

韋
提
希
夫
人
の
涙
な
が
ら
の
懇
願
が
通
じ
た
の
か
、

釈
尊
は
弟
子
の
目
連
尊
者
と
阿
難
尊
者
の
二
人
の
佛

弟
子
を
引
き
連
れ
て
、
耆
闍
崛
山
か
ら
王
舎
城
の

ぎ

じ
や

く

せ
ん

王
宮
に
来
臨
さ
れ
ま
し
た
。
釈
尊
は
ひ
か
り
輝
い
て

お
ら
れ
、
高
弟
の
目
連
を
左
に
侍
し
、
阿
難
は
右
に

控
え
て
お
り
ま
し
た
。
韋
提
希
は
は
じ
め
目
連
・
阿
難

の
佛
の
高
弟
を
勧
請
し
て
い
た
の
で
、
釈
尊
が
自
ら
来

臨
さ
れ
た
こ
と
を
喜
ん
で
、
さ
ら
に
は
三
尊
を
見
奉

り
て
、
そ
の
憂
愁
の
心
は
晴
々
と
し
ま
し
た
。
し
か
し
、

韋
提
希
は
釈
尊
が
自
ら
来
ら
れ
る
に
い
た
っ
た
動
機

を
知
る
由
も
あ
り
ま
せ
ん
。
釈
尊
に
は
重
大
な
目
論

み
が
あ
っ
た
の
で
す
が
、
い
ま
、
こ
の
時
点
で
は
明
ら
か

に
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
訳
も
解
ら
ぬ
ま
ま
韋
提
希
は
、

釈
尊
に
対
し
て
、
王
子
の
阿
闍
世
の
悪
道
と
自
分
の

不
幸
を
吐
露
し
た
う
え
で
、
こ
の
人
間
や
動
物
な
ど

生
き
と
し
生
け
る
者
が
住
む

濁

悪
処
に
は
、
地

じ
よ
く
あ
く
し
よ

獄
・
餓
鬼
・
畜
生
が
盈
満
し
不
善
の

聚

多
し
と
申
し

し
ゅ
う

上
げ
、
こ
の
世
は
悪
に
満
ち
み
ち
て
次
の
来
世
に
あ

る
は
ず
の
悪
世
が
現
出
し
て
い
る
か
ら
、
ど
こ
に
悩
み

や
憂
い
が
無
い
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
、
「
願
わ

く
ば
、
わ
れ
、
未
来
に
悪
声
を
聞
か
ず
、
悪
人
を
見

ざ
ら
ん
こ
と
を
」
と
、
こ
の
世
で
は
な
く
、
来
世
に
輪

廻
転
生
し
た
ら
悪
の
な
い
世
界
に
生
ま
れ
た
い
と
願

い
ま
し
た
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
「
わ
れ
を
し
て

清

浄

し
よ
う
じ
よ
う

業
処
を
観
ぜ
し
め
た
ま
え
」
と
、
悪
の
な
い
清
浄
な

ご
つ
し
よ

世
界
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
、
あ
る
の
で
し
た
ら
わ
た

く
し
に
観
さ
せ
て
く
だ
さ
い
と
、
お
願
い
す
る
の
で
す
。

こ
こ
で
韋
提
希
は
釈
尊
に
対
し
て
無
理
な
お
願
い

を
し
て
い
る
こ
と
を
本
人
は
気
づ
い
て
い
ま
せ
ん
。
第

一
に
、
韋
提
希
の
現
世
に
お
け
る
生
き
方
や
行
い
は

不
善
を
為
す
身
で
あ
る
の
に
、
次
に
生
ま
れ
る
処
が

清
浄
な
世
界
で
あ
る
こ
と
が
可
能
性
と
し
て
有
り
う

る
の
か
、
と
言
う
こ
と
。
第
二
に
、
生
き
方
や
行
い
が

不
善
・
不
浄
の
韋
提
希
が
、
そ
の
身
心
の
眼
で
『
清
浄

業
処
』
と
い
う
地
獄
・
餓
鬼
・
畜
生
の
三
悪
処
が
無
い

清
浄
な
世
界
を
、
そ
れ
は
佛
の
浄
土
の
こ
と
と
、
理

解
し
て
も
よ
い
と
思
い
で
す
が
、
そ
れ
を
観
る
こ
と
が

で
き
る
の
か
、
と
い
う
能
力
の
こ
と
で
す
。
こ
こ
ま
で
の

お
話
で
は
、
韋
提
希
夫
人
の
お
か
れ
た
状
況
や
言
動

な
ど
は
、
現
代
の
わ
た
し
た
ち
の
生
活
状
況
に
似
通
っ

た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
ま
す
。
物
事
を

深
く
本
質
的
に
考
え
る
こ
と
な
く
、
情
緒
的
で
、
懐

疑
的
で
あ
っ
た
り
、
合
理
的
か
と
お
も
え
ば
迷
信
的

で
あ
っ
た
り
、
す
こ
し
づ
つ
で
も
善
き
こ
と
を
身
を
捨

て
で
も
成
そ
う
と
努
力
す
る
こ
と
を
嫌
い
、
他
と
比

較
す
る
こ
と
を
恒
に
思
い
描
く
な
ど
、
そ
の
心
情
は

何
ら
変
わ
ら
な
い
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
何
だ
か
韋

提
希
が
現
代
人
で
あ
る
私
た
ち
に
成
り
代
わ
っ
て
釈

尊
に
生
き
る
道
を
訊
ね
て
い
る
シ
ー
ン
の
よ
う
に
見
え

て
き
ま
せ
ん
か
。
関
本
師
が
生
活
者
の
視
点
で
こ
の

観
経
を
読
ん
で
お
ら
れ
る
と
い
う
の
は
、
韋
提
希
を

現
代
人(

の
女
性)

と
重
ね
合
わ
せ
て
見
て
お
ら
れ
る

こ
と
か
ら
始
ま
る
の
で
し
ょ
う
。

《
妙
星
斎
》
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