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仏
教
の
考
え
方
の
柱
に
な
っ

て
い
る
も
の
の
一
つ
に
、

こ
の
言
葉
が
あ
り
ま
す
。

「
諸
法
無
我
」

こ
の
世
の
あ
ら
ゆ
る
も
の
は
、

す
べ
て
関
係
性
の
な
か
で
存
在
し

て
い
て
、
単
独
で
成
り
立
っ
て
い

る
も
の
な
ど
何
一
つ
な
い
、
と
い

う
の
が
そ
の
意
味
で
す
。

先
ず
、
命
を
い
た
だ
い
て
い
る

自
分
と
い
う
存
在
は
、
当
然
、
親
、

も
っ
と
い
え
ば
ご
先
祖
様
と
の
関

係
性
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
わ

け
で
す
。
ま
た
、
自
分
が
生
き
て

い
る
と
い
う
こ
と
も
、
た
く
さ
ん

の
も
の
が
関
係
し
て
い
ま
す
。

た
と
え
ば
、
生
き
て
い
く
う
え

で
欠
か
せ
な
い
食
事
に
も
、
食
材

と
の
関
係
性
が
あ
り
ま
す
し
、
も

っ
と
細
か
く
い
え
ば
、
一
粒
の
お

米
を
考
え
て
も
、
そ
れ
を
口
に
す

る
ま
で
に
は
、
生
産
者
で
あ
っ
た

り
、
農
業
従
事
者
、
そ
れ
を
市
場

に
運
ぶ
流
通
業
者
、
販
売
す
る
小

売
業
者
、
さ
ら
に
は
、
ご
は
ん
を

炊
い
て
く
れ
る
人
…
…
と
い
っ
た

大
勢
の
人
の
手
が
か
か
っ
て
い
る

わ
け
で
す
。

禅
で
は
、
口
に
す
る
一
粒
の
お

米
に
も
「
一
〇
〇
人
の
お
蔭
様
」

が
関
係
し
て
い
る
、
と
い
う
い
い

方
を
し
た
り
し
ま
す
が
、
こ
れ
は

多
く
の
人
々
が
働
い
て
く
れ
て
い

る
お
陰
で
今
食
べ
る
こ
と
が
出
来

て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
い
っ
て

い
ま
す
。
そ
の
お
蔭
様
な
く
し
て

は
、
一
粒
の
お
米
さ
え
口
に
す
る

こ
と
が
出
来
な
い
の
で
す
。

こ
れ
も
真
理
で
す
。
で
す
か
ら
、

自
分
一
人
で
生
き
て
い
る
、
自
分

で
な
ん
で
も
で
き
る
、
と
考
え
る

の
は
真
理
か
ら
外
れ
て
い
ま
す
し
、

ど
だ
い
、
そ
ん
な
こ
と
な
ど
で
き

る
わ
け
が
な
い
の
で
す
。

例
え
ば
、
心
地
よ
く
な
る
と
い

う
こ
と
を
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

自
分
が
心
地
よ
く
な
ろ
う
と
し
た

と
し
て
、
さ
て
、
う
ま
く
い
く
で

し
ょ
う
か
。
た
っ
た
一
人
で
い
く

ら
力
ん
で
み
て
も
、
心
地
よ
さ
に

包
ま
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

「
自
分
が
」
は
無
力
な
の
で
す
。

一
方
、
関
係
性
の
な
か
に
心
地

よ
さ
を
求
め
た
ら
ど
う
で
し
ょ
う
。

例
え
ば
、
誰
か
に
笑
顔
を
向
け
て
、

明
る
く
挨
拶
を
す
る
。
笑
顔
で
挨

拶
を
さ
れ
て
気
分
を
害
す
る
人
は

い
ま
せ
ん
ね
。
相
手
は
心
地
よ
さ

を
感
じ
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の

心
地
よ
さ
い
っ
ぱ
い
の
笑
顔
で
、

こ
ち
ら
に
挨
拶
を
返
し
て
く
れ
る

で
し
ょ
う
。
そ
の
「
返
礼
」
で
こ

ち
ら
も
心
地
よ
く
な
る
の
で
は
あ

り
ま
せ
ん
か
。
い
か
が
で
す
か
。

関
係
性
の
な
か
で
な
ら
、
確
実
に

心
地
よ
く
な
れ
る
の
で
す
。

「
自
分
が
～
す
る
」
と
い
う
の
は
、

「
自
我
」
の
発
想
で
す
。
そ
れ
に

対
し
て
、「
み
ん
な
で
～
す
る
」

と
い
う
の
は
「
無
我
」
の
発
想
と

い
っ
て
い
い
で
し
ょ
う
。
真
理
に

沿
っ
て
い
る
の
は
、
い
う
ま
で
も

な
く
、
後
者
で
す
。

仕
事
も
「
自
分
だ
け
が
成
功
す

る
」
と
い
う
の
で
は
、
う
ま
く
い

き
ま
せ
ん
。「
み
ん
な
で
成
功
す

る
」
と
い
う
「
無
我
」
の
発
想
で

の
ぞ
む
か
ら
、
い
い
結
果
が
生
ま

れ
る
の
で
す
。
こ
の
よ
う
に
み
ん

な
が
幸
せ
に
な
り
、
も
の
ご
と
を

成
す
の
は
、
す
べ
て
「
無
我
」
の

発
想
で
す
。

ますの・しゅんみょう
1953 年、神奈川県生まれ。建功寺（横浜市鶴
見区）住職。多摩美術大学環境デザイン学科教
授。住職でありながら庭園デザイナーとしても
高い評価を得ている。祇園寺紫雲台庭園『龍門
庭』など国内外多数の庭園作品を手がける。『心
に美しい庭をつくりなさい。』など著作多数。

い
ま
こ
そ

禅
に
ふ
れ
る
と
き

枡
野
俊
明

す
べ
て
は
関
係
性
の
う
え
に

成
り
立
っ
て
い
る
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　コロナ禍に入ってはや2年がたとうとして
います。この間、私たちは様々な価値観を変
えざるを得ない日々を過ごしています。死生
観を揺り動かされ、いつかは訪れる自らの最
期をどのように迎えたいか、と自問した方も
いるかもしれません。
　地域によってはほんの二十数年前まで当た
り前だった土葬の葬儀は、近年急速に消滅し、
現在では火葬が99. 9％と圧倒的に主流にな
りました。〝土葬文化の消滅前夜〟とも言え
るいま、約30年間にわたる調査を記録した
のが、書籍『土葬の村』（講談社現代新書）です。
発売8ヶ月間で7刷されるほど反響があった
本書を書かれたのは、葬送に関する風土や
人々を研究してきたルポライターの高橋繁行
さん。2021年10月、下北沢の永正寺にて
高橋さんと哲学者・内山節

たかし
さんの講演会が開

催されました。本誌では主に高橋さんの講演
内容を抜粋してご紹介します。

取材　柳澤円

消えゆく
「土葬」に考える、

　命のつながりと
見送りの形

ルポライター

高橋繁行氏
インタビュー

たかはし・しげゆき
ルポライターとして葬式、笑い、科学、人
物を主要テーマに取材・執筆。高橋葬祭研
究所を主宰し、死と弔い関連の著書多数。
数多くの切り絵作品も手掛けている。近刊
は『土葬の村』（講談社現代新書）。
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で
す
が
、
実
際
に
は
か
つ
て
の
弔
い
方
法
を
知

ら
な
い
人
ば
か
り
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
が

大
き
い
と
思
い
ま
す
。
こ
こ
で
は
、
本
書
の
中

で
細
か
く
紹
介
し
て
い
る
各
地
の
お
弔
い
か
ら
、

特
徴
的
な
こ
と
を
簡
単
に
ご
紹
介
し
ま
す
。

湯ゆ

灌か
ん

や
野の

辺べ

送
り
の
時
間
が 

供
養
に
つ
な
が
る

本
の
中
で
は
奈
良
県
や
京
都
、
そ
れ
か
ら
こ

の
十
年
ほ
ど
は
滋
賀
県
で
も
調
査
を
し
て
き
ま

し
た
。
各
地
に
水
先
案
内
人
と
な
っ
て
く
だ
さ

る
協
力
者
が
い
て
、
土
葬
や
野
辺
送
り
を
経
験

し
た
方
々
に
細
か
く
話
を
聞
い
て
き
ま
し
た
。

多
く
の
地
域
に
共
通
し
て
い
る
こ
と
は
、
埋

葬
場
所
と
お
参
り
す
る
場
所
が
違
う
こ
と
で
す
。

人
が
亡
く
な
る
と
慣
習
に
沿
っ
た
方
法
で
弔
い

を
行
い
、
遺
族
や
村
人
た
ち
が
野
辺
送
り
と
い

う
行
列
で
お
棺
を
移
動
さ
せ
ま
す
。
墓
地
に
着

い
た
ら
、
棺
台
と
呼
ば
れ
る
台
に
お
棺
を
置
い

て
引
導
を
渡
し
た
後
、
あ
ら
か
じ
め
掘
ら
れ
た

場
所
に
埋
葬
さ
れ
ま
す
。
遺
族
が
お
墓
参
り
を

す
る
時
は
、
先
祖
代
々
の
石せ
き

塔と
う

墓ぼ

と
い
う
お
墓

で
行
う
ん
で
す
ね
。
石
塔
墓
は
カ
ロ
ー
ト
と
呼

ば
れ
る
地
中
の
納
骨
ス
ペ
ー
ス
が
な
く
、
た
だ

地
上
に
暮
石
が
置
か
れ
た
お
参
り
専
用
の
お
墓

で
す
。

ま
た
、
亡
く
な
っ
た
人
の
体
を
洗
い
清
め
る

湯ゆ

灌か
ん

は
遺
族
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

作
法
は
地
域
に
よ
っ
て
少
し
違
い
が
あ
り
ま
す

が
、
多
く
が
「
た
ら
い
」
を
使
っ
て
い
ま
し
た
。

琵
琶
湖
の
北
部
で
は
た
ら
い
の
上
に
十
文
字
に

縄
を
掛
け
て
、
そ
の
上
に
ご
遺
体
を
座
ら
せ
て

行
な
っ
て
い
た
そ
う
で
す
。
こ
の
村
で
お
話
を

し
て
く
れ
た
方
に
、
保
管
さ
れ
て
い
た
古
い
た

ら
い
の
実
物
も
見
せ
て
い
た
だ
い
た
の
で
す
が
、

と
て
も
小
さ
く
て
び
っ
く
り
し
ま
し
た
。
亡
く

な
っ
た
方
を
座
ら
せ
て
、
体
を
き
れ
い
に
し
た

後
に
死
装
束
の
袖
通
し
を
し
て
着
せ
る
こ
と
は

と
て
も
大
変
な
作
業
だ
っ
た
と
想
像
し
ま
す
が
、

当
時
の
方
は
心
構
え
が
違
っ
て
い
た
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。

ま
た
、
多
く
の
土
葬
の
村
で
は
「
座
棺
」
が

一
般
的
で
し
た
。
故
人
は
男
性
な
ら
あ
ぐ
ら
、

女
性
な
ら
正
座
の
姿
勢
で
収
め
ら
れ
る
、
縦
型

の
お
棺
で
す
。
そ
の
た
め
死
後
硬
直
が
始
ま
る

前
に
故
人
の
膝
を
曲
げ
て
お
く
こ
と
が
非
常
に

重
要
で
、
親
族
に
と
っ
て
は
「
最
後
の
親
孝
行
」

と
言
わ
れ
る
ほ
ど
に
大
切
な
こ
と
だ
っ
た
そ
う

で
す
。

弔
い
の
慣
習
は
地
域
ご
と
に
細
か
い
伝
承
が

あ
り
ま
し
た
が
、
共
通
す
る
特
徴
は
や
は
り
野

想
像
以
上
の
ス
ピ
ー
ド
で 

土
葬
が
減
少
し
た
こ
の
十
年

『
土
葬
の
村
』
は
、
こ
れ
ま
で
の
取
材
を
ま
と

め
た
も
の
で
す
。
火
葬
が
一
般
的
に
な
っ
た
現

代
で
は
、
野
蛮
な
こ
と
を
し
て
い
る
と
思
う
人

も
い
る
よ
う
で
す
が
、
土
に
還
る
と
い
う
意
味

で
、
私
に
は
と
て
も
自
然
な
こ
と
の
よ
う
に
思

え
る
ん
で
す
ね
。
実
際
に
土
葬
で
故
人
を
見
送

っ
て
き
た
人
た
ち
が
ど
ん
な
思
い
だ
っ
た
の
か
、

各
地
で
取
材
し
ま
し
た
。

私
が
最
初
に
土
葬
に
興
味
を
持
っ
た
の
は
三

十
年
近
く
前
、
あ
る
葬
儀
サ
ー
ビ
ス
の
取
材
を

し
た
こ
と
が
き
っ
か
け
で
す
。
土
葬
に
よ
る
葬

送
が
ま
だ
残
っ
て
い
る
地
域
を
知
っ
た
も
の
の
、

急
激
に
消
滅
に
向
か
っ
て
い
る
こ
と
も
感
じ
ま

し
た
。
あ
る
地
区
を
二
〇
一
三
年
に
訪
問
し
た

際
、
誇
ら
し
げ
に
「
こ
こ
で
は
今
も
九
割
以
上

が
土
葬
」
と
語
っ
て
く
れ
た
ご
住
職
が
、
二
〇

一
九
年
に
再
訪
し
た
時
に
は
落
胆
し
た
表
情
で

「
も
う
土
葬
は
残
っ
て
い
な
い
」
と
話
す
ほ
ど

で
す
。
生
活
様
式
の
変
化
や
人
手
不
足
な
ど
、

継
承
さ
れ
な
い
理
由
は
地
域
に
よ
っ
て
も
様
々

インタビュアープロフィール
柳澤 円（やなぎさわまどか）

ライター、編集、翻訳マネジメント。食と農と社会の課題を
テーマに執筆する。株式会社 Two Doors 代表。

ルポライター

高橋繁行氏
インタビュー
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高
橋
繁
行
氏
作

辺
送
り
で
し
ょ
う
。
野
辺

送
り
と
は
、
遺
族
、
親
族
、

僧
侶
、
一
般
の
方
々
な

ど
が
墓
場
ま
で
の
道
を

長
蛇
の
列
を
組
み
、
手

作
り
の
道
具
な
ど
を
掲

げ
な
が
ら
歩
く
も
の
で

す
。
滋
賀
や
奈
良
な
ど

各
地
で
取
材
調
査
し
た

内
容
か
ら
、
行
列
の
内
容

を
簡
単
に
ご
紹
介
し
ま
す
。

ま
ず
先
頭
は
、
弔
い
の

象
徴
の
火
、
松た
い

明ま
つ

を
持
っ
た

人
で
す
。
そ
の
次
は
遺
族
が

遺
影
を
持
っ
た
り
、
墓
標
を

持
っ
た
り
、
旗
の
よ
う
な
細
長

い
白
い
布
、
こ
れ
に
は
諸
行
無
常

な
ど
仏
教
の
言
葉
が
書
か
れ
て
い

る
こ
と
が
多
く
、
四
本
あ
り
ま
す
。

続
い
て
、
盛
り
物
、
燭
し
ょ
く

台だ
い

、
竹
な

ど
で
で
き
た
香
炉
、「
死
花
」
と
も

「
四
花
」
と
も
書
く
紙
で
作
ら
れ

た
花
、
そ
の
後
ろ
は
お
坊
さ

ん
た
ち
が
続
き
ま
す
。
あ
と

は
朱
傘
を
持
つ
人
、
提
灯

は
二
人
、
そ
の
後
に
は
白

装
束
の
女
性
た
ち
が
白

い
布
を
綱
状
に
し
て
後

方
の
座
棺
と
繋
げ
て
持
ち
、

そ
の
座
棺
を
持
つ
人
は
近

親
者
の
男
性
た
ち
、
そ
の

後
ろ
が
ま
た
提
灯
、
お
供

え
物
、
さ
ら
に
旗
が
あ
っ
て
、

そ
こ
か
ら
後
ろ
は
一
般
の
会

葬
者
が
野
良
着
の
ま
ま
続
き

ま
す
。
そ
し
て
一
番
末
尾
は
村

の
長
老
な
ど
、
お
弔
い
の
作
法

を
よ
く
知
っ
て
い
る
人
が
白
い
袴

に
三
角
の
額
紙
を
し
て
つ
い
て
い

き
ま
す
。

御
遺
体
と
向
き
合
う 

機
会
が
大
切
で
す

野
辺
送
り
や
土
葬
に
つ
い
て
、
二
〇
〇
七

年
の
映
画
『
殯
も
が
り
の
森
』
が
カ
ン
ヌ
国
際
映
画
祭

の
審
査
員
特
別
大
賞
（
グ
ラ
ン
プ
リ
）
を
受
賞
し
た

際
に
も
注
目
さ
れ
ま
し
た
。

映
画
の
モ
デ
ル
に
な
っ
た
奈
良
市
の
田
原
地
区
は
、

か
な
り
近
年
ま
で
土
葬
が
残
っ
て
い
た
村
で
あ
り
、
日

本
に
お
け
る
最
後
の
土
葬
の
村
の
ひ
と
つ
で
す
。
わ
た
し

自
身
も
取
材
調
査
中
、
映
画
に
も
出
て
い
た
森
崎
さ
ん
と
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い
け
な
い
と
こ
ろ
に
い
る
と
思
い
ま
す
。

い
う
和
尚
さ
ん
に
お
話
を
伺
っ
た
時
の
こ
と
が

忘
れ
ら
れ
ま
せ
ん
。
現
代
の
感
覚
で
い
え
ば
土

葬
の
お
弔
い
を
理
解
で
き
な
い
人
も
多
い
と
思

う
ん
で
す
が
、
和
尚
さ
ん
は
「
こ
の
村
に
ハ
タ

チ
で
嫁
入
り
し
た
方
が
九
十
歳
で
亡
く
な
っ
た

ら
、
七
十
年
間
も
こ
こ
で
田
畑
を
耕
し
な
が
ら

村
の
付
き
合
い
を
し
て
き
た
こ
と
に
な
る
。
そ

れ
を
一
瞬
で
見
送
っ
て
し
ま
う
葬
儀
会
館
の
お

葬
式
に
は
ど
う
し
て
も
私
は
馴
染
め
な
い
。
み

ん
な
で
無
駄
を
た
く
さ
ん
し
な
が
ら
見
送
る
こ

と
が
供
養
に
な
る
と
思
う
」
と
話
し
て
く
れ
ま

し
た
。見

守
り
の〝
心
〟が 

孤
独
死
を
少
な
く
す
る

『
土
葬
の
村
』
に
良
い
反
響
を
た
く
さ
ん
い
た

だ
き
、
出
せ
て
よ
か
っ
た
と
思
っ
て
い
ま
す
。

コ
ロ
ナ
禍
も
あ
っ
て
、
今
は
本
当
に
最
後
の
看

取
り
が
ま
ま
な
ら
な
い
こ
と
も
多
い
で
す
よ
ね
。

以
前
か
ら
、
特
に
二
〇
〇
〇
年
以
降
は
、
家
族

葬
な
ど
お
葬
式
の
コ
ン
パ
ク
ト
化
も
ど
ん
ど
ん

進
み
ま
し
た
。
コ
ン
パ
ク
ト
化
す
る
と
、
そ
れ

だ
け
遺
体
と
向
き
合
う
機
会
は
激
減
し
ま
す
。

今
は
死
装
束
や
湯
灌
も
全
て
葬
儀
屋
さ
ん
が
し

て
く
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
や

っ
た
こ
と
の
な
い
家
族
が
す
る
よ
り
も
プ
ロ
に

お
願
い
す
る
方
が
良
い
く
ら
い
難
し
い
こ
と
で

も
あ
る
の
で
、
葬
儀
屋
さ
ん
が
遺
族
に
声
を
掛

け
て
一
緒
に
手
伝
え
る
よ
う
な
の
が
良
い
と
思

い
ま
す
。

土
葬
の
村
で
は
日
々
の
付
き
合
い
や
人
間
関

係
な
ど
煩
わ
し
さ
も
あ
る
一
方
、
そ
の
風
習
の

お
か
げ
で
、
都
市
部
で
近
年
増
加
し
て
い
る
孤

独
死
な
ど
は
避
け
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
私
た
ち

は
今
、
見
守
り
の
形
を
本
当
に
考
え
な
く
て
は

編
集
後
記

講
演
会
で
は
本
書
の
中
か
ら
特
徴
的

な
儀
礼
を
中
心
に
お
話
し
い
た
だ
き

ま
し
た
が
、
本
書
は
、
日
本
各
地
の

弔
い
に
関
す
る
歴
史
的
な
記
録
が
ま

と
め
ら
れ
て
お
り
、
大
変
貴
重
な
証

言
と
圧
倒
的
な
調
査
力
に
感
銘
を
受

け
ま
し
た
。
私
た
ち
は
死
後
ど
こ
へ

還
り
、
そ
れ
ま
で
ど
ん
な
思
い
で
生

き
る
の
が
良
い
の
で
し
ょ
う
か
。
本

書
を
拝
読
し
て
以
降
ず
っ
と
頭
の
片

隅
で
考
え
続
け
て
い
ま
す
。

読
者
か
ら
の
お
便
り

お
便
り
募
集

読
者
プ
レ
ゼ
ン
ト

Eメールアドレス ……………………………
fujiki@water.ocn.ne.jp

送り先………………………………………
〒252-0116　
神奈川県相模原市緑区城山4-2-5
仏教企画編集部

身近な人との心温まるふれあいや本誌へ
の感想、仏教についての質問などを600
字以内でお寄せください。Eメールでも
受け付けております。

青森県/藤川俊彦様　　山形県/尾形良道様
神奈川県/西山航様　　鳥取県/岡崎すみ子様
鹿児島県/真子一夫様

曹洞禅グラフ158号(秋号)プレゼント、
『洞谷記』は次の方々が当選されました。

今回の特集にご登場頂い
た高橋繁行氏の著書『土
葬の村』（講談社現代新書）
を5名の方にプレゼント
いたします。仏教企画

（下記「お便り募集」送り先）
まで、お名前・郵便番号・
ご住所・電話番号・プレゼ
ント名を明記のうえハガキでご応募くだ
さい。
…… 2022年5月末締切（末日消印有効）

いつも楽しく拝読させて頂いております。
私も妻も菩提寺が曹洞宗であり、お寺に
行った際には貴冊子を持ち帰り、二人で
読んでおります。変化の速い世の中だか
らこそ、禅の教えは、これからもっと大
切になると思っています。
仕事場の机に（お釈迦さまの最期の教えで
ある『遺教経』の）「八大人覚」の教えを掲げ、
心身を引き締める日々です。

青森県 藤川俊彦 様

ルポライター

高橋繁行氏
インタビュー
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行
の
寒
や
侶
僧
き
し
美
に
列
一

 県
重
三

　

美
悦
上
池

と」
き
し
は
「く
な
は
で」
き
し
く
つ
う
「は
」
き
し
美
「

」
び
寂
・び
侘
「、
地
境
の
句
俳
た
し
指
目
の
蕉
芭
尾
松

い
省
を
美
華
や
駄
無
。
す
で
品
作
る
じ
通
に
識
意
美
の

接
直
は
で
句
俳
。
す
ま
い
て
し
求
追
を
美
る
あ
に
中
た

敢
が
す
ま
い
て
れ
さ
と
い
な
く
よ
は
の
る
べ
述
を
情
心

戦
挑
の
そ
。
す
ま
い
て
れ
さ
現
表
と」
き
し
美
「て
え

。
す
ま
い
て
め
収
を
功
成
が

閣
守
天
の
城
前
弘
雲
の
花

県
手
岩

　

子
圭
中
田

想
が
者
読
、
く
な
は
で
学
文
る
す
明
説
が
者
作
は
句
俳

く
な
は
で
の
く
書
を」
ち
持
気
「。
す
で
学
文
る
す
像

の
め
た
の
そ
。
す
で
的
効
有
が
と
こ
く
書
で」
の
も
「

ま
り
あ
が
法
方
る
れ
わ
言
と」
せ
わ
合
り
取
「に
法
手

配
を」
閣
守
天
の
城
前
弘
「と
」
雲
の
春
「、
句
掲
。
す

す
像
想
に
手
勝
が
者
読
は
と
あ
。
す
で
け
だ
た
せ
さ
置

な
か
湯
秘
ぬ
れ
ら
出
に
る
出
に
灯
る
み
凍

都
京
東

　

身
修
淵
岩

ど
ほ
る
え
見
に
う
よ
る
い
て
い
つ
て
凍
え
さ
り
灯
の
ず

。
感
放
開
と
さ
し
寂
の
は
で
ら
な
湯
秘
の
奥
山
。
さ
寒
の

。
く
乾
が
艪
の
し
渡
て
れ
揺
の
柳
芽

県
山
岡

　

外
雲
上
井

し
渡
た
び
鄙
。
す
ま
り
が
広
が
景
風
な
か
ど
の
で
読
一

で
ん
ら
膨
が
芽
の
木
の
柳
の
傍
。
舟
し
渡
な
さ
小
に
場

中
の
舟
る
れ
揺
で
波
ざ
さ
。
る
い
て
し
述
叙
み
の
実
事

。
ん
せ
ま
れ
し
も
か
る
い
て
し
を
り
眠
居
が
ん
さ
寅
で

。
す
で
句
る
せ
さ
に
ち
持
気
う
い
う
そ
を
人
む
読

詠
者
選

 

夷
辛
花
し
少
が
い
愁
に
嫁
花

　
詩
竹

俳
句

募
集

選
』
フ
ラ
グ
禅
洞
曹
『

・
選

詩
竹
崎
尾

おざき　たけし◉ 1947 年　徳島県阿南市生まれ。2016 年　現代俳句協会理事。2019 年より神奈川県現代俳句協会会長

みなさまのご応募をお待ちしておりま
す（お一人3作品まで）

作品、住所、氏名、電話番号を明記し
て下記のいずれかにてお寄せください。
1 はがき、封書で投稿
 送り先・〒252-0116
 相模原市緑区城山4-2-5　
 仏教企画
 『曹洞禅グラフ』俳句募集係宛
2 Eメールで投稿
 fujiki@water.ocn.ne.jp

　　　令和4年5月31日消印有効

●ご応募の中から優秀な作品を選び、
誌上にて発表します。

●更に年に1回冬号（新年号）にて年間
優秀作品を選出し、記念品を贈呈し
ます。

12

送り先 〒252-0116　神奈川県相模原市緑区城山4-2-5
 仏教企画　☎042-703-8641
締　切 2022年5月末

或く

わ

値ち

怨ん

お

賊く

ぞ

繞

各く

か

執
刀う

と

加か

害い

が

念ん

ね

彼ぴ

観ん

か

音ん

の

力き

り

咸ん

げ

即く

そ

起き

慈じ

心ん

し

毎
日
書
道

ご家族のみなさまの応募をお待ちしております

家
書

　

山
松

姸
流

作品
募集
お手本を参考にして、作品を半紙（横向、お名前は左側）に書いてご応募ください。（無料）
ご応募の中から優秀な作品を選び、年に1度誌上で発表し、記念品を贈呈します。
住所、氏名、電話番号を明記して作品をどしどしお寄せください。
157号（夏号）～160号（春号）の作品をご応募の方の審査発表は、163号（冬号）にて行います。 説

解

れ
ま
囲
に
賊

ん
え
加
を
害
り
執
を
刀

ば
れ
ず
念
を
力
の
音
観
の
彼

を
心
の
み
し
慈
な
み
に
ぐ
す

る
あ
で
の
る
れ
ら
せ
さ
こ
起

松山姸流先生は、埼玉県所沢市吉祥院住職丸山劫外師のお姉さんで書家（佐藤柯流に師事）です。
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3

今
ク
ー
ル
①
②
に
て
、
仏
法
の
と
ら

え
る
知
覚
作
用
の
流
れ
を
表
し
た
「
五

蘊
」
の
う
ち
、「
受
」「
想
」
を
説
い
て

い
き
ま
し
た
。

お
さ
ら
い
い
た
し
ま
す
と

 
❖

「
受
」と
は
、
自
覚
の
あ
る
な
し
に
関

わ
ら
ず
、
す
べ
て
の
刺
激
情
報
が
受

容
さ
れ
続
け
て
い
る
作
用
。

 
❖

「
想
」と
は
、
受
容
さ
れ
た
刺
激
情
報

の
一
部
が
、
各
人
固
有
の
イ
メ
ー
ジ

の
元
と
つ
な
が
る
こ
と
で
知
覚
の
源

泉
と
な
り
、
再
現
可
能
範
囲
内
に
て

表
れ
出
て
い
る
作
用
。

今
回
は
、「
想
」
か
ら
連
な
る
作
用

の
進
行
で
あ
る
「
行
」
を
説
い
て
い
き

ま
す
。

一
般
的
に
「
行
」
と
い
う
と
、
行
動

や
行
為
の
こ
と
を
思
い
浮
か
べ
る
方
が

多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
し
か

し
「
五
蘊
」
に
お
け
る
「
行
」
の
と
ら
え

方
は
少
々
異
な
り
ま
す
。

「
想
」
で
説
い
た
、
各
人
固
有
の
イ
メ

ー
ジ
の
元
と
つ
な
が
り
表
れ
出
て
い
る

知
覚
の
源
泉
と
は
、
例
え
ば
「
こ
れ
は

こ
う
形
作
ら
れ
て
い
る
」
と
い
う
客
観

知
覚
の
範
疇
内
に
あ
る
も
の
で
す
。
こ

の
知
覚
の
源
泉
は
、
志
向
や
欲
求
と
つ

な
が
る
こ
と
で
は
じ
め
て
客
観
か
ら
主

観
へ
と
進
み
ま
す
。

志
向
や
欲
求
と
は
、
次
の
２
種
要
因

に
よ
り
起
こ
る
主
観
的
概
念
で
す
。

①
内
側
か
ら
湧
き
出
る
も
の
:
誓
い
・

願
い
・
好
奇
心
な
ど
。

②
外
側
か
ら
動
機
づ
け
ら
れ
て
い
く
も

の
:
知
識
・
人
間
関
係
・
環
境
な
ど
。

「
行
」
と
は
、
内
外
か
ら
の
志
向
や
欲

求
が
、
客
観
知
覚
の
範
疇
内
に
て
表
れ

出
て
い
る
刺
激
情
報
と
絡
み
合
う
こ
と

で
、
主
観
知
覚
に
変
化
し
て
い
く
作
用

で
す
。

私
た
ち
は
産
ま
れ
て
か
ら
死
ぬ
ま
で
、

常
に
主
観
知
覚
に
て
生
き
て
お
り
ま
す
。

で
す
の
で
、
ど
の
よ
う
な
志
向
や
欲
求

を
持
つ
か
に
よ
っ
て
生
き
方
が
大
き
く

変
わ
っ
て
い
く
の
で
す
。

仏
法
を
修
め
て
い
く
と
い
う
こ
と
は
、

良
縁
と
慈
悲
心
に
沿
っ
て
生
き
て
い
く

こ
と
で
す
。
そ
の
実
践
は
、
ほ
と
け
の

心
を
伴
っ
た
志
向
や
欲
求
を
自
然
と
生

み
出
し
ま
す
。
そ
し
て
仏
法
的
実
践
に

よ
る
刺
激
情
報
と
、
ほ
と
け
の
心
と
し

て
養
わ
れ
た
主
観
的
概
念
が
絡
み
合
う

こ
と
で
生
ま
れ
る
、
新
た
な
主
観
知
覚

が
、
自
ら
を
本
質
的
な
安
ら
ぎ
を
有
し

た
幸
せ
な
存
在
と
し
て
認
知
す
る
力
を

育
て
て
い
く
の
で
す
。

今
回
は
、
想
い
を
受
け
止
め
慈
し
み

の
志
向
が
育
つ
「
慈
悲
の
作
法
」
を
お

伝
え
し
ま
す
。

ふ
じ
い
・
り
ゅ
う
え
い

豊
橋
市
一
月
院
副
住
職
。

横
浜
市 

徳
雄
山 

建
功
寺

勤
務
。
北
海
道
大
学
水
産

学
部
卒
業
。
同
大
学
院
中

退
。
整
体
師
。zafu

代
表
。

身
心
堂 

主
宰
。「zafu

ざ

ふ
」「
安
楽
坐
禅
法
」
開

発
者
。
禅
を
ベ
ー
ス
に
し

た
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
運
動
療

法
、
動
的
瞑
想
法
を
伝
え

る
活
動
を
展
開
。

背筋が伸びながらも上半身
にはあまり力が入っていな

い状態でイスに座ります。両手
の平を軽く握り胸の前に置きます。
ゆっくり息を吐きながら、息に合
わせ自分が今気になっている強
い想いを分かち合うよう、互い
の手を強く握り合います。息を
吐ききったら、しばらく握ったま
まで想いを深く受け止めます。
息が苦しくなる直前に自然に吸
い始め、徐々に手の力を抜きま
す。

手の平を軽く握りお腹の前
に置きます。肩や腕にはで

きるだけ力を入れないよう、握
ることに集中できる体勢を作り
ます。ゆっくり息を吐きながら、
息に合わせ右手は左手を、左手
は右手を慈しむよう互いの手を
丁寧に優しく握り合っていきます。
吐ききったら、握り合うことによ
り生まれた想いを深く受け止め
ます。自然に息を吸い始め、徐々
に手の力を抜きます。

腕をクロスさせ、互いの手の
平を逆側の肩から肘の間

に置きます。自分を優しく抱きし
めやすい体勢を探るべく手の平
を肩肘間にて動かし、決めたら
そこで止めます。ゆっくり息を吐
きながら、息に合わせ自分で自
分を労るよう腕全体の力を使っ
て安らかに抱きしめていきます。
吐ききったら、湧き上がる想い
を深く受け止めます。自然に息
を吸い始め、徐々に腕の力を抜
きます。

強
い
想
い
を
握
る

慈
し
み
を
握
り
合
う

わ
た
し
を
抱
き
し
め
る

行～何を思うか～

123

五
ご

	蘊
おん

	の 智 慧優 し さ が 培 わ れ る

藤
井
隆
英
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挿
絵  

長
谷
川
葉
月

こ
の
頃
、
街
中
で
み
か
け
る
方
が
た
の
椅
子
の

す
わ
り
か
た
が
、
ど
う
も
気
に
な
り
、
つ
い

視
界
に
入
っ
て
き
て
し
ま
い
ま
す
。
家
中
で
も
、
同

様
で
す
。
長
男
が
、
テ
ー
ブ
ル
に
対
し
て
、
斜
め
に

イ
ス
を
引
い
て
、
そ
の
イ
ス
が
曲
が
っ
て
い
る
こ
と

を
気
に
も
せ
ず
座
っ
て
字
を
書
い
た
り
、
絵
を
描
い

た
り
し
て
い
る
こ
と
が
増
え
た
た
め
、
指
摘
す
る
こ

と
が
多
く
な
り
が
ち
で
す
。
と
こ
ろ
が
年
下
の
長
女

は
、
長
男
と
は
う
っ
て
か
わ
っ
て
、
曲
が
っ
て
座
る

こ
と
が
大
嫌
い
な
性
分
ら
し
く
、
自
分
の
イ
ス
を
直

し
た
ら
兄
の
イ
ス
ま
で
真
っ
直
ぐ
に
直
す
こ
と
が
あ

り
ま
す
。
全
て
は
最
初
が
肝
心
な
の
だ
ろ
う
と
、
改

め
て
感
じ
ま
し
た
。

道
元
禅
師
は
「
正
し
い
坐
禅
で
修
行
す
る
こ
と
こ

そ
が
、
仏
法
の
正
門
で
あ
る
」
と
説
き
示
さ
れ
て
い

ま
す
。
身
と
口
（
言
葉
）
と
意
（
こ
こ
ろ
）
の
三
つ
が
、

仏
法
と
い
う
真
理
と
合
わ
さ
る
こ
と
で
、
正
し
い
人

間
と
し
て
の
あ
り
方
に
な
る
の
で
す
。
そ
れ
に
は
坐

禅
か
ら
始
ま
る
の
で
す
。

大
本
山
永
平
寺
で
禅
師
を
つ
と
め
ら
れ
た
宮み
や

崎ざ
き

奕え
き

保ほ

猊げ
い

下か

は
、「
一
日
の
う
ち
の
わ
ず
か
な
時
間
で
も

よ
い
、
仏
壇
に
線
香
を
ま
っ
す
ぐ
に
立
て
て
、
そ
の

前
で
体
を
ま
っ
す
ぐ
に
し
て
坐
っ
て
く
だ
さ
い
。
体

が
ま
っ
す
ぐ
に
な
る
と
心
が
ま
っ
す
ぐ
に
な
り
、
心

が
ま
っ
す
ぐ
に
な
る
と
、
思
う
こ
と
が
ま
っ
す
ぐ
に

な
る
。
思
う
こ
と
が
ま
っ
す
ぐ
に
な
れ
ば
、
言
う
こ

と
が
ま
っ
す
ぐ
に
な
り
、
行
う
こ
と
が
ま
っ
す
ぐ
に

な
る
」
と
、
か
つ
て
こ
の
よ
う
に
仰
っ
て
お
り
ま
し

た
。ま

た
『
宝ほ
う

慶き
ょ
う

記き

』
に
、
道
元
禅
師
の
師
で
あ
る
如に
ょ

浄じ
ょ
う

禅
師
の
お
言
葉
に
「
祇し

管か
ん

に
打た

坐ざ

す
る
の
み
」
と

示
さ
れ
て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
坐
禅
は
、
坐
禅
す
る

だ
け
で
充
分
で
あ
っ
て
、
そ
の
と
き
悟
り
を
求
め
る

こ
と
自
体
か
ら
も
、
意
識
の
束
縛
と
い
う
煩
悩
か
ら

脱
し
ま
す
。
脱
す
る
こ
と
自
体
か
ら
も
解
放
さ
れ
て

自
由
な
あ
り
方
（
身し
ん

心じ
ん

脱だ
つ

落ら
く

）
と
な
る
の
で
す
。
た
だ

坐
禅
を
す
る
、
た
だ
そ
れ
だ
け
に
打
ち
込
む
。
こ
の

「
た
だ
」
と
い
う
の
が
、
簡
単
そ
う
に
み
え
ま
す
が
、

非
常
に
難
し
い
一
面
で
も
あ
る
の
で
す
。
ま
さ
し
く
、

た
だ
に
な
れ
な
い
私
が
い
る
の
で
す
。

虎と
ら

嘯う
そ
ぶけ

ば
蕭
し
ょ
う

蕭し
ょ
うと

し
て
巌が
ん

吹す
い

作お
こ

り
、
龍
り
ゅ
う

吟ぎ
ん

ず
れ
ば

冉ぜ
ん

冉ぜ
ん

と
し
て
洞と
う

雲う
ん

昏く
ら

し
『
従
容
録
』
第
九
一
則
「
南

泉
牡
丹
」　

こ
の
意
味
は
、
虎
が
吼
え
る
と
清
ら
か

に
巌
に
風
が
吹
き
起
り
、
龍
が
う
め
く
と
、
も
く
も

く
と
洞
お
り
雲
が
湧
き
起
こ
る
。

新
年
は
寅
年
に
な
り
ま
す
。
初
心
を
甦
ら
せ
つ
つ
、

記
し
た
語
句
の
よ
う
に
、
虎
の
ご
と
く
、
龍
の
ご
と

く
、
坐
禅
を
と
も
に
行
な
い
た
い
も
の
で
す
。
仏
心

を
育
て
る
年
に
い
た
し
ま
し
ょ
う
。
皆
さ
ま
の
福
寿

無
量
を
祈
念
い
た
し
ま
す
。

生 活 の 中 の 仏 教

まっすぐにすわること
久保田永俊
くぼた・えいしゅん

1975年、東京都生まれ。駒澤大
学仏教学部卒業。中瀧寺（千葉県
いすみ市）住職。自死遺族に寄り
添う活動に取り組んでいる。
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未
曾
有
の
被
害
と
悲
し
み
を
も
た
ら
し
た
東
日

本
大
震
災
か
ら
も
う
す
ぐ
十
一
年
が
経
ち
ま

す
。
宮
城
県
名
取
市
の
閖ゆ
り

上あ
げ

に
建
つ
東
禅
寺
も
、
当

時
大
き
な
被
害
を
受
け
ま
し
た
。
新
た
に
復
興
し
た

街
の
真
ん
中
で
、
月
命
日
の
追
悼
の
鐘
を
撞つ

き
続
け

て
い
る
三
宅
俊
乗
ご
住
職
に
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

矢
田
　
東
日
本
大
震
災
の
当
時
の
こ
と
を
お
聞
か
せ
い

た
だ
け
ま
す
か
。

住
職　

実
は
当
日
、
県
外
に
出
か
け
て
い
ま
し
て
、
私

は
津
波
を
経
験
し
て
い
な
い
の
で
す
。
こ
こ
に
残
っ
て

い
た
の
は
先
住
夫
妻
だ
け
で
し
た
。
直
後
は
非
常
に
混

乱
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
戻
っ
て
き
た
の
は
二
日
後
で

し
た
。
車
で
は
街
の
二
キ
ロ
西
側
ま
で
し
か
入
れ
ず
、

車
を
降
り
て
瓦
礫
の
上
を
踏
み
越
え
て
こ
こ
ま
で
来
ま

し
た
。

こ
こ
に
来
る
前
に
先
住
夫
妻
の
安
否
確
認
と
い
う
こ

と
で
、
市
内
の
六
~
七
か
所
、
学
校
の
体
育
館
な
ど
が

避
難
所
に
な
っ
て
い
た
の
で
、
全
部
回
り
ま
し
た
。
み

ん
な
に
聞
い
て
回
っ
た
の
で
す
が
、
全
然
い
な
か
っ
た

と
い
う
こ
と
で
、
生
存
は
か
な
り
厳
し
い
と
い
う
こ
と

は
覚
悟
し
ま
し
た
。
お
堂
に
入
り
ま
し
て
、
も
し
か
し

て
い
る
の
か
な
と
思
っ
て
探
し
た
の
で
す
が
、
そ
れ
で

も
い
な
か
っ
た
で
す
ね
。

瓦
礫
に
混
ざ
っ
て
い
る
か
ら
わ
か
ら
な
い
で
す
よ
ね
。

た
だ
、
自
衛
隊
の
方
が
遺
体
の
収
容
に
当
た
っ
た
記
録

を
見
ま
す
と
、
父
も
母
も
こ
の
お
寺
の
中
で
見
つ
か
っ

た
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
で
す
か
ら
、
私
が
来
た
十
三

日
に
は
ど
こ
か
に
い
た
の
で
し
ょ
う
ね
。
十
六
日
に
な

っ
て
父
（
先
代
ご
住
職
、
俊
昭
さ
ん
）
が
見
つ
か
っ
て
、
十

八
日
に
母
が
見
つ
か
り
ま
し
た
。

後
に
な
っ
て
い
ろ
い
ろ
な
話
を
聞
く
と
ね
、
皆
さ
ん

す
ご
い
危
機
感
が
あ
っ
た
か
と
い
う
と
、
そ
う
で
は
な

か
っ
た
よ
う
な
の
で
す
。「
本
当
に
十
メ
ー
ト
ル
く
ら

い
の
津
波
が
来
る
の
か
」
と
。
こ
こ
閖
上
は
今
ま
で
幸

い
に
し
て
、
三
陸
と
違
っ
て
大
き
な
津
波
は
全
く
来
て

い
な
か
っ
た
の
で
。
ラ
ジ
オ
の
情
報
と
か
カ
ー
ナ
ビ
に

つ
い
て
い
る
テ
レ
ビ
の
情
報
な
ど
は
あ
っ
た
よ
う
な
の

で
す
が
、
多
く
の
人
が
信
じ
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
な
の

で
す
。

た
だ
一
番
の
不
幸
は
名
取
市
の
防
災
無
線
が
鳴
ら
な

か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
よ
ね
。
地
震
で
ね
じ
が
外
れ

て
、
不
具
合
が
生
じ
て
。
職
員
が
防
災
無
線
で
ア
ナ
ウ

ン
ス
し
て
い
る
の
だ
け
ど
、
実
際
に
こ
っ
ち
に
は
聞
こ

え
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
一
番
の
不
幸
な
の
で
し
ょ
う
ね
。

矢
田
　
震
災
で
先
住
が
な
く
な
ら
れ
て
、
ご
住
職
に
な

ら
れ
ま
し
た
。
非
常
に
難
し
い
立
場
か
ら
始
ま
っ
た
と

思
う
の
で
す
が
。

住
職
　
檀
家
さ
ん
が
大
勢
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
、
そ
の

た
め
に
何
と
か
復
興
し
な
く
ち
ゃ
、
と
い
う
思
い
で
し

東
日
本
大
震
災
か
ら
十
一
年

津
波
に
流
さ
れ
還
っ
て
き
た

梵
鐘
に
鎮
魂
の
想
い
を
こ
め
て

取
材
：
矢
田
海
里

宮
城
県
名
取
市
閖ゆ

り

上あ
げ

東
禅
寺

三
宅
俊
乗
さ
ん
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被災した東禅寺

再興なった東禅寺本堂

た
。
四
百
五
十
年
近
い
歴
史
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
東
禅

寺
を
絶
え
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
な
と
。
市
役
所
に

私
の
携
帯
番
号
を
大
き
く
書
い
て
貼
っ
て
お
い
た
ん
で

す
よ
。
そ
れ
を
お
檀
家
さ
ん
が
見

つ
け
て
、
み
ん
な
で
連
絡
取
り
合

っ
た
の
で
し
ょ
う
ね
。
や
っ
ぱ
り

お
葬
儀
を
し
た
い
と
い
う
方
が
大

半
で
し
た
。
あ
る
程
度
火
葬
が
終

わ
っ
た
の
は
五
月
の
初
旬
頃
で
し

た
。そ

れ
か
ら
お
弔
い
、
葬
儀
に
丸

一
年
で
し
ょ
う
か
。
檀
家
さ
ん
が

二
百
三
十
五
人
亡
く
な
っ
て
い
ま

す
か
ら
。
そ
れ
に
近
い
回
数
の
葬

儀
を
し
ま
し
た
。
檀
家
さ
ん
の
三

分
の
一
く
ら
い
の
方
は
、
家
の
ど

な
た
か
が
な
く
な
っ
て
い
ま
す
か

ら
ね
。
考
え
ら
れ
な
い
よ
う
な
状
況
で
す
ね
。

檀
家
さ
ん
に
は
、「
過
去
に
は
戻
れ
な
い
わ
け
で
す

か
ら
、
未
来
に
向
け
て
気
持
ち
を
変
え
て
進
ん
で
い
き

ま
し
ょ
う
」
と
い
う
こ
と
は
お
伝
え
し
て
き
ま
し
た
ね
。

で
も
ど
う
し
て
も
そ
こ
か
ら
抜
け
出
せ
な
い
と
い
う
方

は
い
ま
す
。
そ
の
と
き
は
そ
の
方
の
お
話
を
黙
っ
て
聞

い
て
き
ま
し
た
。
下
手
な
助
言
は

し
な
い
で
、
相
槌
を
打
っ
て
。
そ

う
い
う
方
も
や
っ
ぱ
り
時
間
と

と
も
に
気
持
ち
も
だ
ん
だ
ん
と

落
ち
着
い
て
き
ま
す
か
ら
。
悲
し

み
の
極
み
に
落
ち
込
ん
で
い
た

人
も
、
少
し
ず
つ
明
る
く
な
っ
て

き
て
い
ま
す
か
ら
ね
。

矢
田
　
数
年
前
か
ら
街
に
戻
っ

て
く
る
人
も
多
く
な
り
ま
し
た
ね
。

街
の
方
々
は
い
ま
、
ど
の
よ
う
な

思
い
で
暮
ら
し
て
い
る
の
で
し

ょ
う
か
？

住
職
　「
ご
先
祖
様
が
眠
る
場
所
だ
か
ら
、
そ
う
簡
単

に
他
の
場
所
へ
移
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
あ
る
い
は

「過去には戻れないわけですから、
　未来に向けて気持ちを変えて進んでいきましょう」
ということはお伝えしてきましたね。

　　でもどうしてもそこから抜け出せないという方はいます。
そのときはその方のお話を黙って聞いてきました。
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三宅俊乗住職鐘楼と副住職

声じ
ょ
うと
い
い
ま
し
て
、
仏
様

の
声
な
の
で
す
ね
。
撞
き

方
に
よ
っ
て
音
色
も
変
わ

る
の
で
す
。
そ
の
人
の
心

が
落
ち
着
い
て
い
る
の
か
、

穏
や
か
な
の
か
、
少
し
荒

れ
て
い
る
の
か
。
皆
同
じ

で
は
な
い
の
で
す
。
そ
の

人
の
心
を
映
す
音
で
す
よ
ね
。
私
ど
も
が
毎
回
撞
く
音

で
も
、
一
声
一
声
違
い
ま
す
か
ら
。
ぜ
ひ
撞
い
て
み
て

く
だ
さ
い
。

矢
田
　
震
災
十
年
の
展
望
な
ど
あ
り
ま
す
で
し
ょ
う
か
。

住
職
　
こ
れ
ま
で
は
復
興
の
十
年
で
し
た
が
、
そ
こ
か

ら
次
の
十
年
で
さ
ら
に
発
展
し
て
い
く
姿
を
見
届
け
ら

れ
る
か
ど
う
か
。

最
近
は
お
参
り
さ
れ
る
方
も
ち
ょ
っ
と
少
な
く
な
っ

て
き
た
な
と
思
い
ま
す
。
や
む
を
得
な
い
で
す
け
れ
ど

も
、
残
念
で
も
あ
り
ま
す
。
月
命
日
だ
け
は
も
う
一
度

震
災
の
時
を
思
い
出
し
て
、
追
悼
、
慰
霊
の
日
と
し
て

亡
く
な
っ
た
人
に
お
参
り
に
き
て
語
り
掛
け
て
ほ
し
い

で
す
ね
。
亡
く
な
っ
た
方
も
、
ま
さ
か
こ
の
よ
う
に
し

て
亡
く
な
る
と
は
思
っ
て
い
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
か
ら
、

無
念
だ
と
思
い
ま
す
。
子
孫
の
こ
と
を
心
配
な
さ
っ
て

い
る
方
も
多
い
で
し
ょ
う
か
ら
。
近
況
報
告
を
か
ね
て
、

墓
前
で
亡
く
な
っ
た
方
に
手
を
合
わ
せ
て
お
話
し
し
て

あ
げ
て
ほ
し
い
な
と
。
だ

か
ら
結
構
長
い
方
も
い
ま

す
よ
。
こ
れ
は
何
か
語
り

掛
け
て
い
る
な
と
。

矢
田
　
来
ら
れ
な
い
方
は
、

ご
自
宅
の
お
仏
壇
と
か
で

も
い
い
の
で
す
よ
ね
。

住
職
　
そ
う
で
す
、
そ
う
で
す
。
閖
上
の
方
を
向
い
て

で
も
構
わ
な
い
で
す
よ
。
そ
う
い
う
気
持
ち
を
せ
め
て

十
一
日
に
は
持
ち
続
け
て
も
ら
い
た
い
な
と
思
い
ま
す

ね
。
ど
こ
か
に
出
か
け
て
離
れ
て
い
て
も
、
思
う
こ
と

は
で
き
る
わ
け
で
す
か
ら
。

矢
田
　
街
で
約
千
人
の
方
が
亡
く
な
っ
た
の
だ
か
ら
と

言
っ
て
、
仮
設
住
宅
で
千
日
間
毎
朝
、
般
若
心
経
を
唱

え
て
い
た
方
も
お
ら
れ
ま
し
た
。

住
職
　
そ
う
し
た
尊
い
行
い
と
い
う
の
は
、
あ
と
で
巡

り
巡
っ
て
良
い
縁
と
し
て
戻
っ
て
く
る
の
で
す
ね
。
そ

の
方
は
立
派
な
ご
自
宅
を
建
て
て
、
再
建
も
果
た
さ
れ

ま
し
た
。「
回
向
」
と
い
い
ま
し
て
、
自
分
の
た
め
に

し
て
い
な
く
て
も
、
良
い
行
い
に
よ
っ
て
自
分
に
良
い

縁
が
巡
っ
て
く
る
の
で
す
ね
。
尊
い
教
え
の
一
つ
で
も

あ
り
ま
す
。

「
多
く
の
人
が
犠
牲
に
な
っ
た
場
所
で
も
、
戻
れ
る
な

ら
戻
り
た
い
。」
そ
う
い
っ
た
思
い
は
あ
る
と
思
い
ま

す
。た

だ
、
戻
っ
て
い
な
い
方
も
い
ま
す
。
実
際
は
震
災

前
の
三
分
の
一
く
ら
い
の
世
帯
数
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。

三
分
の
二
の
方
は
よ
そ
に
移
っ
て
い
る
の
で
す
。
閖ゆ
り

上あ
げ

に
行
き
た
く
な
い
と
い
う
方
も
い
ま
す
。
津
波
が
頭
に

焼
き
付
い
て
い
て
、
そ
の
光
景
が
繰
り
返
さ
れ
る
よ
う

で
足
を
運
べ
な
い
と
。
で
も
不
思
議
と
皆
さ
ん
移
転
し

て
も
こ
の
近
辺
に
住
ま
わ
れ
て
い
ま
す
。
気
持
ち
は
閖

上
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。

我
々
は
お
寺
で
す
か
ら
、

閖
上
の
街
全
部
が
慰
霊
の

場
と
考
え
て
い
ま
す
。
多

く
の
方
が
命
を
失
っ
た
場

所
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
こ
で

お
寺
を
も
う
一
度
再
建
し

よ
う
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

矢
田
　
津
波
で
流
さ
れ
た

鐘
が
戻
っ
て
き
た
と
聞
き

ま
し
た
。

住
職
　
震
災
直
後
に
、
永

平
寺
で
の
修
行
時
代
の
仲

間
が
何
度
も
来
て
く
れ
ま

し
て
ね
。
お
墓
の
中
で
埋

も
れ
て
い
た
鐘
を
見
つ
け
て
、
埼
玉
県
の
飯
能
市
の
法

光
寺
で
保
存
し
て
く
れ
ま
し
た
。
飯
能
で
も
被
災
し
た

お
寺
の
鐘
を
皆
さ
ん
に
も
撞
い
て
く
だ
さ
い
と
い
う
こ

と
で
。
最
近
に
な
っ
て
よ
う
や
く
こ
ち
ら
も
整
い
ま
し

た
の
で
、
平
成
三
十
年
の
六
月
に
こ
ち
ら
に
還
っ
て
き

た
の
で
す
。

多
少
傷
は
あ
り
ま
す
が
、
音
に
関
し
て
は
前
と
変
わ

り
ま
せ
ん
。
不
思
議
な
も
の
で
す
。
青
銅
製
で
柔
ら
か

い
材
質
だ
か
ら
、
も
っ
と
傷
つ
い
て
割
れ
て
も
お
か
し

く
な
い
の
で
す
が
、
い
い
音
色
で
す
。

あ
る
意
味
で
は
震
災
を
乗
り
越
え
た
鐘
な
ん
で
す
。

実
際
に
鐘
に
命
が
あ
れ
ば
、

ど
の
よ
う
に
流
さ
れ
て
い

っ
た
の
か
と
い
う
、
津
波

の
様
子
を
見
て
い
る
わ
け

で
す
。
震
災
前
か
ら
こ
の

地
に
あ
っ
て
、
震
災
に
遭

っ
た
け
れ
ど
も
何
と
か
残

っ
た
。
そ
こ
に
意
味
が
あ

る
と
思
う
の
で
す
。
希
望

の
鐘
と
い
う
言
葉
も
あ
り

ま
す
け
ど
、
私
は
こ
の
鐘

は
震
災
で
亡
く
な
っ
た
方

を
追
悼
す
る
鐘
だ
と
思
う

ん
で
す
。

そ
も
そ
も
お
寺
の
鐘
の

音
と
い
う
の
は
、
仏ぶ
つ

音お
ん
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