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 最近のテレビ番組を観ていると、いくつか気づかされることがある。一つには、どこのチャンネル

を観ても芸人さんが出演し、番組を盛り立てていることである。また民放においてはやたらコマー

シャルが多く、本来の放送内容とほぼ半々で構成されていることである。いずれも資本主義社会に

おいては視聴率が上がらなければ、スポンサーにとっては意味のないことであろうからと、納得し

楽しんではいるが、少々イラつくこともないわけではない。 

 ただ、公共の電波を流しているわけだから、正してほしいと思うものもいくつかある。それは出演

者の言葉遣いである。「ぜんぜん～という時」の「ぜんぜん」に呼応する言葉の使い方が明らかにお

かしいと思われるのに「ぜんぜん、おいしい」。とか、肯定する言葉が文末におかれるのは、全く不可

解である。それが流行語のように頻繁に出現してくるのは一体どういうことなのか。何となく「強

調」したい言葉として使われているのかなとは思うのであるが、入試問題であれば当然間違いであ

ろう。また他には老いも若きも「かわいい」という言葉を多用するのが流行のようなのだが、「誉め

言葉」としてなんでもかんでもひっくるめて言い表すは分かりやすいようで、とても分かりにくい言

葉でもある。 

最後に、笑い話や、おかしい、では済まされないものもある。漫才や、コントでの頭たたきは、昔か

らあったものではあるが、それによって笑いを取っているのは、絶対にやめてほしい一つである。わ

ずかな時間に何度でも相手の頭をたたくのを見ていると気分が悪くなる。それを観ていて何が面

白いのか、大笑いする観客もどこかおかしく思えてくるのである。人間の奥底にある自覚されない

醜さが証明されているように思えてならないのである。 

情報化社会においては、常に冷静な眼をもって接しなければいけないと思われることだ。 
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４
月
十
日（
火
）  

午
前
の
み 

 
 

十
時
よ
り 

 

光
受
寺 

 

教
如
上
人
の
ご
遺
徳
を
し
の
び
、
毎
月
輪
番
で
１
９
ケ
寺
の
お
寺
で
お
勤
め
を
し
て
お
り

ま
す
。
現
在
は
コ
ロ
ナ
の
関
係
で
、住
職
・
十
日
講
役
員
の
み
で
の
お
勤
め
と
な
っ
て
お
り
ま

す
。（
一
般
参
詣
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
） 

 
 

光
受
寺
学
習
会 

 
 

３
月
１
８
日（
土
） 

午
後
２
時
よ
り 

 
 
 
 
 

「
歎
異
抄
」
に
学
ぶ 

 
 

第
一
条 

 

浄
土
真
宗
を
よ
り
深
く
ご
理
解
い
た
だ
く
た

め
に
分
か
り
や
す
く
説
明
し
ま
す
。 

 

去
る
二
月
二
十
三
日
（
木
・
祝
日
） 

十
三
時
三

十
分
よ
り
光
受
寺
本
堂
に
お
い
て
「
落
語
の
お
た

の
し
み
」
と
い
う
企
画
の
も
と
、い
き
粋
墨
俣
創

成
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
主
催
に
よ
っ
て
、
笑
福
亭
智

丸
さ
ん
を
お
招
き
し
て
、
落
語
を
楽
し
ん
で
い
た

だ
き
ま
し
た
。 

智
丸
さ
ん
は
も
う
十
年
以
上
も
前
の
事
と
な

る
と
思
い
ま
す
が
、
光
受
寺
の
永
代
経
に
来
て
い

た
だ
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
今
で
は
４
歳
に
な

る
お
子
さ
ん
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
か
、
芸
に
も
ま

す
ま
す
磨
き
が
か
か
り
、満
堂
の
聴
衆
の
皆
さ
ん

に
も
大
い
に
落
語
を
楽
し
ん
で
い
た
だ
け
た
よ

う
に
思
っ
て
い
ま
す
。 

ま
た
智
丸
さ
ん
は
詩
を
書
く
こ
と
が
お
好
き

な
よ
う
で
、
学
生
時
代
、
詩
集
「
歯
車

VS

丙
午
」

上
梓
。
中
原
中
也
賞
、
萩
原
朔
太
郎
と
を
る
も
う

賞
候
補
に
な
ら
れ
た
実
力
者
で
も
あ
り
ま
す
。 

（
上
方
落
語
協
会
に
所
属
す
る
落
語
家
、
笑
福
亭
仁
智

門
下
） 

光受寺観梅・各種催し 

つりびな展示中 
 

  2 月下旬～3 月中旬 

昨
年
の 

 

飛
龍
梅
で
す
。 

「
ど
う
し
た
家
康
」

に
因
ん
だ
雛
も
展

示
し
て
あ
り
ま
す
。 『

す
の
ま
た
さ
く
ら
座
』 

満
開
の
笑
い
。 

 

光
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「臨終りん 

 

「
念
仏
は
自
我
崩
壊
の 

 

音
で
あ
る
」 

  
 
 
 
 

金
子
大
栄 

今  月  の  掲  示  板  
 

南
余
間
に
お
飾
り
し
ま
し
た
。 

宗
祖
親
鸞
聖
人
御
誕
生
八
百
五
十
年
立
教
開
宗
協
賛
テ
ー
マ 

光
受
寺
御
遠
忌
法
要 

新
コ
ー
ナ
ー 
 
 
 

十
二
回
連
載 

 
 
 
 
 
 

樹 
 

林 

 

南
無
阿
弥
陀
仏 

 

人
と
生
ま
れ
た
こ
と
の
意
味
を
た
ず
ね
て
い
こ
う 

ー
問
い
続
け
る
歩
み
を
と
も
に
ー 

最終回 

こころの散歩 
 

親
鸞
聖
人
は
「
救
わ
れ
る
」
た
め
に
は
二
つ
に
条
件
が

必
要
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
一
つ
は
聞
法
す
る
こ
と
、

二
つ
に
は
自
分
を
疑
う
こ
と
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。 

聞
法
を
重
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
で
考
え
、自
分
を

信
じ
、
頑
張
っ
て
生
き
て
い
る
「
凡
夫
」
を
生
き
る
自
分
自

身
の
姿
が
は
っ
き
り
し
て
く
る
の
だ
と
い
い
ま
す
。
凡
夫

を
生
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
煩
悩
を
抱
え
て
生
き
て
い
る

の
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
煩
悩
が
不
安
や
悩
み
、
苦
し
み

を
生
み
出
し
て
い
る
の
で
す
。
そ
の
苦
し
み
か
ら
逃
れ
る

た
め
に
、
親
鸞
聖
人
は
「
た
だ
念
仏
し
て
弥
陀
に
助
け
ら

れ
ま
い
ら
す
べ
し
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
自
分
を
あ
て
に

生
き
る
こ
と
が
完
全
に
打
ち
砕
か
れ
た
時
、
仏
を
信
じ
る

ほ
か
に
道
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。 

  

親
鸞
聖
人
の
教
え
を
つ
づ
め
て
言
え
ば
「
平
生
業

成
」
に
な
る
と
言
わ
れ
ま
す
。
末
灯
抄
に
は
「
臨
終
待

つ
こ
と
な
し
、
来
迎
た
の
む
こ
と
な
し
、
信
心
定
ま
る

と
き
往
生
ま
た
さ
だ
ま
る
」
と
い
う
一
節
が
あ
り
ま

す
。 

 
 

私
ど
も
に
は
、
死
後
往
生
の
観
念
が
色
濃
く
あ
り

ま
す
が
、「
信
心
定
ま
る
と
き 

往
生
定
ま
る
」
の
こ

と
ば
に
は
、
一
皮
む
け
た
よ
う
な
新
鮮
さ
が
あ
り
ま

す
。
人
生
の
大
目
標
は
ま
さ
に
「
平
生
業
成
」
に
つ
き

る
感
が
あ
り
ま
す
。 

 
 

浄
土
真
宗
の
教
え
に
は
二
種
回
向
の
思
想
が
あ
り

ま
す
が
、
浄
土
に
生
ま
れ
た
者
は
、
引
き
続
い
て
釈
迦

の
救
済
の
働
き
に
参
加
す
る
と
い
う
も
の
で
す
。
平

生
業
成
の
考
え
に
立
て
ば
、
あ
の
世
で
は
な
く
、こ
の

世
で
二
種
回
向
が
実
現
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

 
 

こ
う
し
て
み
ま
す
と
、
信
心
の
深
め
の
重
要
さ
が

身
に
沁
み
ま
す
。
守
り
生
か
す
働
き
に
い
よ
い
よ
感

謝
の
念
を
深
め
、
報
恩
の
誠
を
捧
げ
た
い
と
思
う
ば

か
り
で
す
。 

 
第
３
回
お
寺
サ
ロ
ン
開
催
さ
れ
る 

 

２
月
１
６
日（
木
） 

２
時
～ 

 

於 

光
受
寺 

回
を
重
ね
る
ご
と
に
参
加
者
も
増
え
、
廣
專
寺
の
ご
門
徒
、
光
受
寺
の
ご
門
徒
の
１
７
名
の
方

に
ご
参
加
い
た
だ
き
ま
し
た
。「
こ
の
日
を
楽
し
み
に
し
て
い
ま
す
」
。
と
い
う
、
う
れ
し
い
お
言
葉

も
い
た
だ
き
、開
催
者
と
し
て
は
と
て
も
励
み
に
な
り
ま
し
た
。 

廣
專
寺
の
若
院
さ
ん
の
小
噺（
こ
ば
な
し
）を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
最
近
の
社
会
問
題
を
通
し
て

私
た
ち
が
抱
え
て
い
る
根
源
的
な
問
題
点
に
つ
い
て
、
お
話
し
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「
私
た
ち
は
、常
に
自
分
は
正
し
い
」
と
思
い
、生
き
て
い
る
こ
と
の 

危
う
さ
を
「
戦
争
は
正
義
と
正
義
の
戦
い
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
を
如 

実
に
伺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
と
、
知
ら
さ
れ
ま
し
た
。 

 

ま
た
後
半
は
、
約
３
０
分
「
浄
土
真
宗
」
に
つ
い
て
、
ど
ん
な
宗
派
？ 

な
ど
、
意
外
に
知
っ
て
い
る
よ
う
で
知
ら
な
い
基
本
的
な
こ
と
な
ど
を 

当
寺
の
若
院
が
話
し
て
く
れ
ま
し
た
。 

 

人
生
の
大
目
標 

「
平
生
業
成
」  

 

樹 

林 

長
ら
く
ご
愛
読
い
た
だ
き
ま
し
た
「
こ
こ
ろ
の
散
歩
」
は
今
月
号 

お
知
ら
せ 
を
も
っ
て
終
了
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い 

ま
し
た
。
金
曜
喫
茶
は
お
寺
サ
ロ
ン
へ
と
移
行
し
、閉
じ
ま
す
。 

次
回
開
催
は 

４
月
２
０
日（
木
） 

１
時
半
よ
り 

会
場 

廣
專
寺 

 
 
 

お
気
軽
に
お
出
か
け
く
だ
さ
い
。
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。 


