
最近購入したバ

ッグ。底に IC カ

ードを入れるポケ

ットがあります。

無論、改札口など

でいちいち底に手

をつっこみカード

を出す為ではあり

ません。

ポケット？財布？どこに入れたかしら？

と IC カードを探し出し、このようにせず

とも、バッグごと底を

磁気に近づければ「ピ

ッ」と通過できるので

す。

なんて便利な発想だ

ろうと感動しました。

このバッグ、しばらく手放せません。

ついに岩瀬投手の引退ですね。今年は荒

木選手や浅

尾投手など

も 引 退 で

す。

寂しくな

りますね。 征阿

『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

秋の花粉症で、境内の掃き掃除をしてい

るとクシャミがでます。私は肺活量が多い

ので「となりのトトロ」級の大きさです。

以前商店街でしたら、前を歩いていたおば

ちゃんに本気で叱られました。今朝もあち

らこちらの御近所の犬が元気に一斉に鳴き

始めました。

写真は迷走

坊さんのお師

匠さんから譲

り賜った「法

螺貝」です。いつか華々しく法螺貝デビュ

ーを目指してもう何年も墓地で毎夕練習し

ています。以前は吹き始めると犬が鳴きま

したが現在は一匹も鳴きません。私の法螺

貝は下手過ぎて聞こえてくると人生に「や

る気」が全くなくなるそうです。ご近所の

木工所の職人さんも残業するのが嫌になっ

て早く帰宅したくなるそうです。「働き方改

革」に貢献しています。ご要望があれば伺

います。浮気性で御盛んな御主人にもきっ

と効くと思います。まだ試していませんけ

ど…。 俊徳丸

判りますかね、小

さなカボチャ。ハロ

ウィン前に花屋さん

で見つけました。花

に詳しい方に伺うと

茄子の一種だそうで

す。鉢植えにしまし

たが、墓地の方が相応しいか。 迷走坊
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旧いことでは並ぶものなき日本相撲協会で

すが、モンゴル出身の旭天鵬やブルガリア出

身の琴欧洲は、それ

ぞれ友綱部屋と鳴門

部屋の親方として今

どきの日本の若者を

立派な力士にすべく鍛え上げてくれています。

真面目に働いて実績を残した外国人には、

定住できる制度を設け、税金・健康保険料・

年金の掛け金などを払ってもらう。日本全体

がこういう方向を広げて悪いですか？

政府は、「移民政策はとらない」「単純労働

は受け入れない」という方針です。一方で、

「日本の技術の海外移転」という建て前で技

能実習生制度の分野を介護にまで広げていま

す。それでも足りなくて、外国人留学生を 30

万人にまで増やして、週 28時間のアルバイト

を 38時間まで認めようとしています。

ところが実態は、日本人の若者が敬遠する

「3K」キツイ、キケン、キタナイ仕事を外国

人に押しつけているという指摘があります。

単純労働を受け入れない理由は２つ。日本

人の雇用を奪う、外国人労働者の「質」が下

がる、というもの。

岐阜県の有効求人倍率は 2.03。日本人の雇

用を奪うことにはなりませんし、受け入れ制

度の不備を正すことで、現状のような不法滞

在や目的外就労を減らすことに繋がります。

国民の大多数は知りません。大きな社会問

題として噴出して、初めて気づくでしょう。

1960 ～ 1970 年代の高度経済成長期に、フ

ランスは 3Kの仕事の労働力不足を補うため、

北アフリカの旧植民地から移民を入れました。

ほとんどはイスラム教徒です。労働力と思っ

ていたのが、来たのは胃袋の他に頭脳と感情

を持った人間でした。二世・三世はフランス

語も母国語もろくに話せず、貧困ゆえに高等

教育を受けることも叶わず、恐怖と犯罪が多

発する地域が各地にできてしまいました。

1973 年に初めてパリへ留学した私は実態を

目にしました。今も鮮明に覚えています。

2015 年、パリ同時多発テロは、こうした移

民政策の欠陥が積り積もって、ホームグロウ

ン・テロリスト（自国で育ったテロリスト）

によって引き起こされたのです。

もし日本政府が従来の建て前に終始し、な

しくずし的に移民を入れてくれば、パリで起

きたことがいずれ日本各地で起きるでしょう。

私たちは便利な生活に慣れてしまって、も

う戦前の暮らしに戻れません。日本へ働きに

来る外国人を３年や５年で追い返している制

度は勿体ない。今の日本人の暮らしを維持向

上させることと、外国人を受け入れることを

イコールにする。その為には何が必要か？

識者の意見を集約すると、「移民庁」をつく

って一元管理するのが効果的で、来年の消費

税値上げの際に財源を確保しておくこと。

「 上 求菩提 下化衆 生 （自分は覚りを
じよう ぐ ぼ だい げ け しゆじよう

求め、同時に人々を導く。自利・利他二行円

満）」という教えがイコールにする智慧。子ど

もたちよ、今からでも遅くない、少しは佛教

を勉強すべし。（遺言その１） 迷走坊
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○旗 
 佛教にも国際的に認められている「国際佛

旗」があることを御存じでしょうか。私は佛旗

には特別な「思い」があります。 

青・黄・赤・白・

橙(だいだい)色で

配色された(文面

上)の旗がそうで

す。ちなみに(右)

写真の旗は、国際

佛旗以前に我国

独自で考案され

ていた佛旗で、緑・黄・赤・白・紫色で配色さ

れた「旧佛旗」と呼ばれるものです。京都市内

の寺院の門前町で撮影しました。そのお寺の大

きな法要の際に掲揚されていました。 

旧佛旗は、明治維新の際「廃佛毀釈」の風潮

が全国に広まり、佛像や寺院が破壊され佛教界

全体が衰退しつつあった時に、「負けないで立

ち上がろう！」という兆しを願いながら考案さ

れたものであると聞いたことがあります。ちょ

うど私の曾祖父が住職をしていたころです。こ

れらの風潮に加え、明治 24 年に岐阜県を襲っ

た「濃尾大震災」で町すべてが壊滅焼失。阪神

淡路大震災より大きかったと言われています。

曾祖父は当寺再建のために多大な困難に立ち

向かったと聞きました。 

 

旧佛旗のデザインに用いられた配色は、お釈

迦さまがお亡くなりになる際に眉間から発せ

られた「光」だと聞きました。曾祖父は倒壊し

た本堂の下敷きになりましたが、そこから這い

出し、先ず御本尊を必死で探したそうです。そ

んな絶望的な状況にあった時にお釈迦さまか

ら発せられた光明に導かれ最初の一歩を踏み

出せたのかも知れません。ご近所、全檀家さん

も大きく被災されました。曾祖父は住職を弟子

にまかせ、全国をお説教に回る旅に出、再建の

ために僧侶として一生を奉げました。 

 

「国際佛旗」と「旧佛旗」には多少の配色の

違いはありますが、その込められている意味合

いはほぼ同じものです。国際佛旗を使用しなけ

ればならない決まりもありません。それは「旗」

というものは、志をもつ者がそれに立ち向う際、

理屈ではなくただ「存在」すること自体が重い

意味をもつものだからと思います。現在、私の

お寺では檀家さん等が集まる行事が年間 16 回

あります。どの際にも先ずその朝に特大の「国

際佛旗」と「日本国国旗」を本堂正面に掲揚し

ます。「日章旗」は政治的な意味に捉えられが

ちですが、国を築き発展、困難に立ち向かい守

ってきてくださったすべての御先祖さまに感

謝の気持ちを込めて当寺では掲揚しています。

これら２旗が風になびけば、「よしゃ！」と口

では発せませんが，すがす

がしく「法要モード」に切

り替えられるのも「旗」の

なせる業です。 

「旗」は尊く、どんな理由があってもお互い

敬意をはらわなくてはならないし、それを政治

に利用してはいけません。     俊徳丸 



お

ん

し
ゆ
う

大
分
県
耶
馬
溪
の
青
の
洞
門
を
ご
存
じ
で
し
ょ

や

ば

け
い

う
か
。
禅
海
和
尚
が
中
心
と
な
っ
て
、
山
国
川
沿

や
ま
く
に
が
わ

い
の
岸
壁
に
ノ
ミ
と
鎚
だ
け
の
人
力
で
掘
削
し
た

つ
ち

と
い
う
ト
ン
ネ
ル
で
す
。
こ
の
実
話
を
題
材
に
し

て
、
菊
池
寛
が

年
、
小
説
『
恩

讐

の
彼
方

お
ん

し
ゆ
う

1919

に
』
を
発
表
し
ま
し
た
。

浅
草
に
住
む
旗
本
中
川
三
郎
兵
衛
の
家
人
市
九

け

に
ん

郎
は
、
主
人
の
寵

妾
と
非
道
な
恋
を
し
、
そ
れ

ち
よ
う
し
よ
う

を
責
め
る
主
人
の
刃
を
避
け
よ
う
と
し
て
い
る
う

ち
、
手
元
が
狂
っ
て
相
手
を
斬
り
殺
し
て
し
ま
い

ま
す
。
主
殺
し
の
大
罪
に
動
転
し
て
、
市
九
郎

し
ゆ
う
ご
ろ

は
こ
の
女
と
手
を
取
り
合
っ
て
逃
げ
ま
す
。

こ
う
い
う
不
始
末
を
し
た
男
と
女
が
生
き
る
道

は
限
ら
れ
て
い
ま
す
。
二
人
は
、
美
人
局
で
旅
人

つ

つ

も

た

せ

を
だ
ま
し
た
り
、
命
を
奪
っ
て
金
品
を
巻
き
上
げ

た
り
、
非
道
に
暮
ら
し
て
い
ま
し
た
。

あ
る
日
、
若
夫
婦
を
峠
で
殺
し
、
金
品
を
奪
っ

た
と
き
、
連
れ
の
女
の
あ
ざ
と
さ
に
今
更
な
が
ら

醜
さ
を
感
じ
、
一
人
そ
の
場
を
離
れ
、
中
山
道
を

一
散
に
駆
け
ま
す
。
す
で
に
、
主
殺
し
の
時
点
か

ら
、
悪
業
の
深
さ
を
自
覚
し
悔
い
の
あ
っ
た
市
九

郎
は
、
岐
阜
の
大
垣
に
歩
を
進
め
た
と
き
、
た
ま

た
ま
目
の
前
に
あ
っ
た
お
寺
を
こ
の
場
所
こ
そ
頼

る
と
こ
ろ
と
感
じ
、
和
尚
さ
ん
の
元
に
駆
け
込
み
、

お
の
れ
が
犯
し
た
罪
を
告
白
し
ま
す
。
和
尚
さ
ん

は
市
九
郎
を
責
め
ま
せ
ん
。
身
を
捨
て
て
世
の
人

を
救
う
こ
と
が
自
分
を
救
う
道
だ
と
教
え
ま
し
た
。

ひ
た
す
ら
佛
道
修
行
に
専
念
し
、
市
九
郎
は
立
派

に
道
心
を
得
、
や
が
て
了
海
と
い
う
法
名
を
与
え

ら
れ
、
罪
滅
ぼ
し
の
旅
に
出
ま
す
。

つ
み
ほ
ろ

諸
国
行
脚
の
旅
の
途
次
、
杖
を
頼
り
に
山
国
川

あ
ん
ぎ
や

を
臨
む
絶
壁
の
道
を
通
り
か
か
っ
た
た
了
海
は
、

こ
の
鎖
渡
し
で
命
を
落
と
す
人
が
い
る
こ
と
を
聞

き
、
自
分
は
何
を
す
べ
き
か
瞬
時
に
感
得
し
ま
す
。

旅
人
ら
の
難
儀
を
救
う
べ
く
発
願
し
、
ノ
ミ
と
鎚

ほ
つ
が
ん

を
手
に
岩
壁
を
掘
り
始
め
た
の
で
す
。
誰
も
が
彼

を
狂
人
扱
い
し
、
村
々
を
勧
化
し
て
ま
わ
っ
て
も
、

か
ん

げ

乞
食
坊
主
の
「
大
騙
り
じ
ゃ
」
と
寄
進
に
応
ず
る

か
た

も
の
は
な
く
、
了
海
は
一
人
で
鎚
を
振
る
い
続
け

ま
す
。
村
人
の
嗤
り
を
よ
そ
に
、
こ
の
無
謀
と
し

あ
ざ
け

か
思
え
な
い
企
て
は
来
る
年
も
、
来
る
年
も
休
む

こ
と
な
く
続
き
ま
す
。

そ
れ
で
も
、
一
人
の
力
で
は
掘
り
進
む
距
離
は

知
れ
て
い
ま
す
。
人
々
に
は
無
駄
と
思
え
る
時
が

過
ぎ
て
行
き
ま
す
。
掘
り
始
め
て
十
八
年
目
が
お

わ
る
頃
、
巡
視
に
や
っ
て
き
た
中
津
藩
の
郡
奉
行

か
ら
、
奇
特
な
行
い
で
あ
る
、
と
こ
と
ば
が
下
さ

れ
、
近
郷
か
ら
多
く
の
石
工
が
や
っ
て
来
ま
す
。

工
事
は
「
枯
れ
葉
を
焼
く
火
の
よ
う
に
」
進
捗

し
ん
ち
よ
く

し
、
あ
と
わ
ず
か
の
掘
削
で
刳
り
貫
き
が
完
成
す

く

ぬ

る
ま
で
に
な
り
ま
す
。
始
め
笑
っ
て
い
た
村
人
た

ち
も
痩
せ
衰
え
た
身
体
に
む
ち
打
っ
て
な
お
鎚
を

振
る
う
了
海
を
聖
と
敬
う
よ
う
に
な
り
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
こ
こ
に
至
っ
て
、
親
の
敵
を
探
し

求
め
て
旅
に
出
て
い
た
三
郎
兵
衛
の
子
の
実
之
助

が
、
八
年
に
わ
た
る
苦
難
の
探
索
の
末
、
よ
う
や

く
了
海
こ
と
市
九
郎
の
元
に
た
ど
り
着
き
ま
す
。

さ
あ
。
こ
こ
で
お
考
え
く
だ
さ
い
。

中
川
実
之
助
は
、
い
ま
こ
そ
正
義
の
刃
を
振
る

っ
て
、
「
極
悪
人
」
市
九
郎
を
斬
る
べ
き
で
し
ょ

う
か
。
そ
れ
と
も
、
た
だ
世
の
人
を
救
う
た
め
、

自
ら
を
捨
て
る
こ
と
に
徹
し
た
「
聖
」
了
海
を
、
掟

お
き
て

に
反
し
、
赦
す
べ
き
で
し
ょ
う
か
。

ゆ
る

『
恩
讐
の
彼
方
に
』
の
最
後
に
、
敵
同
士
の

か
た
き

心
の
ふ
れ
合
い
を
示
す
、
感
動
的
な
答
え
が
用
意

さ
れ
て
い
ま
す
。
ど
う
ぞ
、
時
間
を
見
つ
け
て
お

読
み
く
だ
さ
い
。

（
散
歩
道)

Vol.225 2018.11.01発行



『
私
説
法
然
伝
』(

４
６)

回
心
回
天
①

先
月
号
で
は
日
宋
貿
易
の
始
ま
り
と
影
響
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
。

【
新
し
い
時
代
へ
と
突
入
し
た
の
だ
、
と
。
そ

の
時
代
に
生
き
て
い
た
人
々
が
は
っ
き
り
認
識
し

て
生
き
て
い
た
か
ど
う
か
は
定
か
で
は
な
い
。
現

代
で
も
そ
う
で
あ
る
。
た
だ
し
、
ど
の
時
代
で
も

変
革
の
時
代
に
は
人
々
の
思
考
と
い
う
も
の
は
そ

の
影
響
を
受
け
る
事
が
多
い
の
は
事
実
で
あ
る
と

言
え
る
。
平
安
時
代
と
は
後
の
時
代
の
人
間
が
命

名
し
た
時
代
の
名
前
で
あ
る
。
そ
の
当
時
の
人
々

が
そ
う
認
識
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
平
安
時

代
か
ら
鎌
倉
時
代
へ
と
移
り
変
わ
っ
た
と
い
う
の

も
、
後
の
時
代
の
人
間
が
そ
う
認
識
し
て
い
る
だ

け
で
あ
る
。
当
時
の
人
々
が
そ
う
感
じ
た
か
ど
う

か
は
定
か
で
は
な
い
。
し
か
し
確
実
に
「
世
の
流

れ
」
が
変
化
し
た
事
は
当
時
の
人
々
で
も
感
じ
取

ら
ざ
る
負
え
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
？

か
つ
て
栄
華
を
誇
っ
た
藤
原
摂
関
家
の
権
勢
も

衰
え
、「
治
天
の
君
」
と
し
て
絶
大
な
権
力
を
振
る

っ
た
「
王
家
」
も
今
や
平
家
一
門
の
力
を
頼
ら
な

け
れ
ば
政
治
体
制
を
維
持
す
る
こ
と
が
困
難
と
な

っ
て
い
る
。
世
の
流
れ
は
留
ま
る
こ
と
を
知
ら
ず

し
て
、
い
つ
何
時
変
わ
る
か
も
し
れ
な
い
も
の
だ

と
、
人
々
は
実
感
し
て
い
た
に
違
い
な
い
。

そ
れ
は
法
然
上
人
が
身
を
置
い
て
い
る
比
叡
山

延
暦
寺
で
も
そ
う
で
あ
る
。
伝

教

大
師
最

澄

で
ん
ぎ
よ
う
だ
い

し

さ
い
ち
よ
う

開
山
以
来
、
時
代
の
中
で
、
数
多
の
僧
侶
が
流
れ

を
変
化
さ
せ
て
き
た
。
そ
の
中
に
恵
心
僧
都
源
信

え

し
ん
そ
う

ず

げ
ん
し
ん

の
確
立
し
た
浄
土
佛
教
が
あ
る
。
浄
土
佛
教
と
い

う
流
れ
に
出
会
っ
た
法
然
上
人
は
こ
れ
か
ら
一
つ

の
大
き
な
流
れ
を
生
み
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

承
安
二
年
（
一
一
七
二
年
）
平
清
盛
の
築
い
た

時
代
が
全
盛
を
迎
え
つ
つ
あ
る
頃
、
法
然
上
人
は

四
十
歳
と
な
っ
て
い
た
。「
念
佛
」
と
い
う
道
を
模

索
さ
れ
続
け
て
い
た
、
と
推
察
さ
れ
る
。
『
往

生

お
う
じ
よ
う

要

集

』
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
善
導
大
師
の
『
観

よ
う
し
ゆ
う

ぜ
ん
ど
う
だ
い

し

か
ん

経

疏
』
と
向
き
合
う
日
々
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ

ぎ
よ
う
し
よ

う
。
念
佛
に
出
会
わ
れ
て
か
ら
早
数
年
、
ひ
た
す

ら
思
索
と
実
践
を
繰
り
返
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ

る
。「
念
佛
」
こ
そ
が
法
然
上
人
が
求
め
ら
れ
て
い

た
道
で
あ
る
に
は
違
い
な
い
。
し
か
し
「
確
信
」

で
あ
っ
た
り
、「
納
得
」
で
あ
っ
た
り
、
法
然
上
人

の
思
索
の
中
で
何
か
合
点
が
い
か
な
い
点
が
あ
っ

た
の
は
間
違
い
な
い
。
そ
れ
は
「
誰
も
が
必
ず
救

わ
れ
る
道
」
で
は
な
か
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
か
。

た
だ
念
佛
、
と
い
う
の
は
法
然
上
人
な
ら
ば
可

能
で
あ
っ
て
も
、
誰
し
も
が
可
能
な
道
で
は
な
い
。

南
無
阿
弥
陀
佛
と
称
え
る
だ
け
の
称
名
念
佛
で
も
、

誰
も
が
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
こ
に
法
然
上

人
が
た
ど
り
着
く
べ
き
場
所
の
「
ヒ
ン
ト
」
が
あ

っ
た
。】

以
下
次
号
に
続
く
（
征
阿)
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北
陸
三
十
三
観
音
霊
場
を
五
回
（
約
二
年
半
）

に
分
け
て
巡
拝
し
、
先
月
め
で
た
く
満
願
し
ま
し

た
。
西
国
三
十
三
観
音
霊
場
に
比
べ
て
、
規
模
の

小
さ
な
寺
院
が
多
い
の
で
す
が
、
い
ず
れ
も
伽
藍

は
古
く
、
な
か
な
か
威
風
堂
々
、
古
色
蒼
然
？
い

や
、
瓦
解
寸
前
？
な
ど
な
ど
、
鄙
び
た
趣
の
あ
る

霊
場
で
し
た
。
寺
院
や
佛
像
は
、
古
い
方
が
あ
り

が
た
み
を
感
じ
て
し
ま
う
と
い
う
の
が
日
本
人
の

常
で
は
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
を
一
寺
院
の
力
で
維

持
し
て
い
く
こ
と
の
大
変
さ
な
ど
も
目
の
当
た
り

に
し
ま
し
た
。
今
後
、
過
疎
化
、
少
子
化
、
寺
院

離
れ
な
ど
ま
す
ま
す
進
ん
で
行
く
に
違
い
な
い
の

で
す
が
、
あ
の
佛
様
た
ち
は
ど
う
な
っ
て
し
ま
う

の
で
あ
ろ
う
か
と
、
他
人
事
で
な
く
心
配
に
な
り

ま
し
た
。
そ
う
遠
く
無
い
将
来
、
地
方
の
博
物
館

や
資
料
館
は
、
廃
寺
の
ご
本
尊
様
だ
ら
け
に
な
る

の
で
し
ょ
う
か
。

さ
て
、
帰
り
道
に
立
ち
寄
っ
た
富
山
県
の
道
の

駅
。
『
ケ
ロ
リ
ン
』
の
風
呂
桶
を
見
つ
け
ま
し
た
。

何
や
ら
哀
愁
漂
う
黄
色
の
桶
。
早
速
購
入
し
ま
し

た
。
そ
し
て
、
日
本
国
民
誰
も
が
知
っ
て
い
る
こ

の
桶
の
驚
異
的
な
知
名
度
の
理
由
を
調
べ
て
み
ま

し
た
。

遡
る
こ
と
六
十
年
前
、

多
く
の
銭
湯
で
は
木
桶
が

使
わ
れ
て
い
ま
し
た
が
、

耐
久
性
と
衛
生
的
に
問
題

が
あ
り
、
徐
々
に
普
及
し

始
め
て
い
た
プ
ラ
ス
チ
ッ

ク
製
桶
に
変
え
よ
う
と
い
う
流
れ
が
出

て
き
た
そ
う
で
す
。
そ
し
て
或
る
広
告

代
理
店
の
「
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
桶
に
広
告

を
載
せ
て
販
売
し
よ
う
」
と
い
う
目
論

見
と
、
富
山
県
は
「
内
外
薬
品
」
の

「
全
国
に
頭
痛
薬
ケ
ロ
リ
ン
を
宣
伝
、

販
売
し
た
い
」
と
い
う
企
て
が
合
致
し

て
広
が
っ
た
そ
う
で
す
。
最
初
に
置
か
れ
た
の
は

東
京
八
重
洲
口
の
東
京
温
泉
。
年
間
五
万
個
、
総

販
売
数
二
百
五
十
万
個
超
。
銭
湯
が
激
減
し
て
い

る
現
在
も
売
れ
続
け
て
い
る
と
い
う
不
思
議
。
現

在
は
ネ
ッ
ト
販
売
で
も
購
入
で
き
る
の
で
、
根
強

い
フ
ァ
ン
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
。
銭
湯
で
子
供
が

蹴
り
飛
ば
そ
う
が
、
大
人
が
腰
か
け
代
わ
り
に
座

ろ
う
が
壊
れ
な
い
と
い
う
「
永
久
桶
」
の
異
名
を

 

持
つ
耐
久
性
。
風
呂
場
で
使
う
も
の
な
の
で
肌
を

傷
つ
け
な
い
よ
う
に
と
、
一
つ
一
つ
手
作
業
で
研

磨
さ
れ
て
い
る
点
な
ど
、
質
実
剛
健
な
優
れ
モ
ノ

の
よ
う
で
す
。

私
は
桶
と
ボ
デ
ィ
タ
オ
ル
を
購
入
し
ま
し
た
。

愚
息
は
私
の
前
で
桶
を
蹴
る
ほ
ど
浅
は
か
で
は
あ

り
ま
せ
ん
の
で
毎
日
楽
し
く
行
儀
良
く
使
っ
て
い

ま
す
。
ボ
デ
ィ
タ
オ
ル
は
化
繊
な
の
で
石
鹸
の
泡

立
ち
が
す
こ
ぶ
る
良
く
て
ゴ
シ
ゴ
シ
す
る
と
「
痛

き
も
ち
い
い
」
タ
イ
プ
の
も
の
で
す
。
幼
稚
園
で

砂
ま
み
れ
に
な
っ
た
身
体
を
洗
う
の
に
最
適
で
す
。

余
談
で
す
が
、
初
代
ケ

ロ
リ
ン
桶
は
白
だ
っ
た
ら

し
く
、
今
や
激
レ
ア
商
品
。

ネ
ッ
ト
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
で

は
四
万
円
の
値
が
つ
い
た

と
か
…
。

私
、
黄
色
で
い
い
。

訶
梨
帝
母
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観
経
物
語(

１
２
３)

正
宗
分
（
し
ょ
う
じ
ゅ
う
ぶ
ん
）
そ
の
77

散
善
（
さ
ん
ぜ
ん
）
下
品
中
生
そ
の
３

《
本
文
》
そ
の
３

一
念
の
如
き
頃
に
、
即
ち
七
宝
の
池

中

の
蓮

し
つ
ぽ
う

ち

ち
ゆ
う

華
の
内
に
往
生
す
る
を
得
ん
。
六
劫
を
経
て
、

ろ
く
ご
う

蓮
華
、
即
ち
敷
く
。
華
の
敷
く
時
に
当
り
て
、
観

し

は
な

世
音
・
大
勢
至
は
、
梵
音

声

を
以
て
、
彼
の
人

ぼ
ん
お
ん
じ
よ
う

を
安
慰
し
、
為
に
第
上
の
甚
深
の
経
典
を
説
く
。

あ
ん

い

じ
ん
じ
ん

此
の
法
を
聞
き
巳
わ
り
、
時
に
応
じ
て
即
ち
無

お

む

上

道
の
心
を
発
す
。
是
を
下
品
中
生
の
者
と
名

じ
よ
う
ど
う

お
こ

づ
く
。

《
意
味
・
訳
文
》

一
瞬
の
あ
い
だ
に
、
た
ち
ま
ち
に
あ
の
極
楽
国

の
七
つ
の
宝
石
の
水
を
た
た
え
た
池
（
定
善
第
五

観
・
宝
池
観
を
参
照
）
の
な
か
に
往
生
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
そ
れ
か
ら
六
劫
の
年
月
を
経
て
、
蓮

華
の
華
が
初
め
て
開
く
。
そ
の
華
の
開
く
と
き
に

当
た
っ
て
観
世
音
菩
薩
と
大
勢
至
菩
薩
は
高
ら
か

に
澄
み
わ
た
っ
た
声
を
あ
げ
て
、
こ
の
人
を
慰
め

て
心
を
安
ら
か
に
さ
せ
た
う
え
で
、
大
乗
の
神
妙

に
し
て
奥
深
い
教
え
を
も
つ
経
典
に
つ
い
て
、
説

き
明
か
す
の
で
あ
る
。
こ
の
説
法
を
聞
き
終
え
る

と
、
た
ち
ま
ち
の
う
ち
に
こ
の
上
な
き
佛
道
を
求

め
よ
う
と
す
る
心
（
解
脱
し
よ
う
と
す
る
心
）
が

沸
き
起
こ
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
下
品
中

生
の
者
と
名
付
け
る
の
で
あ
る
。

《
私
訳
》

下
品
中
生
と
い
わ
れ
る
悪
人
が
、
極
楽
に
往
生

を
す
る
こ
と
が
で
き
て
、
こ
の
上
な
き
佛
道
を
求

め
る
心
を
起
こ
す
と
言
う
が
、
ど
の
よ
う
な
心
を

起
こ
す
の
か
。
こ
の
人
は
少
々
の
戒
律
す
ら
守
れ

な
か
っ
た
上
に
悪
事
を
重
ね
て
来
た
人
で
す
。
本

来
は
地
獄
に
落
ち
る
べ
き
人
で
す
か
ら
、
今
度
は

観
音
勢
至
の
説
法
を
聞
い
た
か
ら
に
は
反
対
に
、

心
を
入
れ
替
え
、
戒
律
を
厳
格
に
守
っ
て
、
身
と

口
の
汚
れ
を
取
り
の
除
き
、
禅
定
を
行
っ
て
意

（
こ
こ
ろ
や
精
神
）
を
整
え
て
、
こ
の
こ
と
に
よ

っ
て
、
空
・
無
相
・
無
願
の
境
地
に
達
し
て
、
正

し
く
完
全
な
智
慧
を
得
て
、
解
脱
に
至
ろ
う
と
す

る
で
し
ょ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
出
発
点
は
大
き
く

違
い
ま
す
が
、
佛
が
行
っ
た
修
行
そ
の
も
の
に
な

っ
て
い
く
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
す
。

《
妙
星
斎
》
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