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Ｍ
さ
ん
は
、
二
年
前
に
最
愛
の
奥
さ
ん
に
先
立
た
れ
、
暇
を
見
付
け

て
は
墓
参
り
に
行
っ
て
い
た
。 

 

Ｍ
さ
ん
の
墓
地
は
共
同
墓
地
で
、
行
く
た
び
ご
と
に
気
に
な
る
こ
と

が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
墓
地
の
出
入
り
口
の
鉄
の
門
が
、
真
っ
赤
に
錆

び
て
い
た
こ
と
で
あ
っ
た
。 

 

〈
誰
か
が
ペ
ン
キ
を
塗
る
だ
ろ
う
〉
そ
う
思
っ
て
今
日
ま
で
き
た
。

と
こ
ろ
が
、
一
向
に
誰
も
す
る
様
子
が
な
い
。
そ
こ
で
Ｍ
さ
ん
は
、
思

い
き
っ
て
自
分
で
す
る
こ
と
に
決
め
た
。
誰
に
頼
ま
れ
た
訳
で
は
な
い

し
、
な
ん
の
得
に
も
な
ら
な
い
け
れ
ど
自
分
で
や
ろ
う
と
思
い
立
っ
た

の
で
し
た
。 

 

先
ず
、
ワ
イ
ヤ
ー
ブ
ラ
ッ
シ
で
丹
念
に
錆
を
落
と
し
、
自
前
で
ペ
ン

キ
を
買
っ
て
そ
れ
を
塗
っ
た
の
で
す
。
そ
の
日
は
汗
で
Ｍ
さ
ん
の
メ
ガ

ネ
が
く
も
り
、
時
に
は
し
ず
く
が
レ
ン
ズ
に
落
ち
、
あ
る
い
は
、
掛
け

て
い
る
メ
ガ
ネ
が
汗
で
ず
り
落
ち
て
く
る
ほ
ど
暑
い
日
だ
っ
た
そ
う
だ
。

そ
れ
で
も
な
ん
と
か
最
後
ま
で
や
り
遂
げ
よ
う
と
、
手
拭
き
で
し
た
た

る
汗
を
拭
い
な
が
ら
作
業
を
し
て
い
る
と
、
背
後
か
ら 

「
暑
い
の
に
ご
苦
労
様
で
す
。
ど
う
ぞ
一
杯
め
し
あ
が
っ
て
く
だ
さ
い
」 

と
い
う
声
が
し
て
、
見
る
と
差
し
出
さ
れ
た
お
ぼ
ん
に
上
に
は
、
麦
茶

が
入
っ
た
コ
ッ
プ
が
の
っ
て
い
た
。
コ
ッ
プ
か
ら
水
玉
が
し
た
た
り
落

ち
、
お
も
わ
ず
両
手
が
合
さ
っ
て
、
イ
ッ
キ
に
飲
み
干
し
た
。 

「
い
や
ー
。
そ
の
と
き
の
味
・
・
・
・
。
な
ん
と
も
い
え
な
い
味
で
し

た
ね
ぇ
ー
。
麦
茶
な
ん
て
も
の
は
味
気
な
い
も
の
と
思
っ
て
い
た
け
ど
、

実
に
旨
か
っ
た
。
そ
れ
に
し
て
も
、
見
ず
知
ら
ず
の
方
が
ご
馳
走
し
て

く
れ
る
な
ん
て
ね
ぇ
ー
。
塗
り
終
わ
っ
た
こ
と
も
そ
う
だ
け
ど
、
気
持

の
良
い
一
日
で
し
た
ね
ぇ
ー
。
」 

 

炎
天
下
汗
ま
み
れ
で
無
心
に
仕
事
を
し
て
い
る
人
が
い
て
、
そ
ん
な

人
の
姿
に
心
打
た
れ
て
、
わ
ざ
わ
ざ
自
宅
の
冷
蔵
庫
か
ら
冷
た
く
冷
え

た
麦
茶
を
運
ん
で
き
て
、
ご
馳
走
し
て
く
れ
た
人
が
い
た
。
ほ
と
け
さ

ま
の
心
で
仕
事
を
し
て
い
る
人
の
姿
は
、
周
り
の
人
の
心
を
そ
の
汗
で

浄
め
、
ほ
と
け
さ
ま
の
心
に
し
て
し
ま
う
力
を
持
っ
て
い
る
の
で
し
ょ

う
か
。 

 
『
花
の
香
り
は
風
に
逆
ら
っ
て
は
進
ん
で
い
か
な
い
。 

 

栴
檀
も
タ
ガ
ラ
の
花
も
ジ
ャ
ス
ミ
ン
も
み
な
そ
う
で
あ
る
。 

 

し
か
し
徳
の
あ
る
人
々
の
香
り
は
、
風
に
逆
ら
っ
て
も
進
ん
で
い
く
。 

徳
の
あ
る
人
は
す
べ
て
の
方
向
に
薫
る
。
』 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
法
句
経 

第
五
十
四
） 

2 



人
と
し
て

法
性
寺

酒

井

宏
典
上
人

私

は

生

き

て

い

る
。

私

は

生

か

さ

れ

て

い

る
、

今

こ

こ

に

存

在

す

る

私

は

変

わ

リ

は

な

い

が
、

「
生

き

て

い

る
」

と

意

識

す

る

の

と

「
生

か
さ

れ
て

い
る
」

と
意

識
す

る
の

と
で
は

生
き
方

に
犬

き

な
違

い
が

あ
る
。

喜
怒

哀

楽
が
変

わ
っ

て
く

る
。

前

者
は

哀
楽

が
多

く
、

後

塙

は

喜

怒

が

多

い
。

暮

ら

し

の

中

で

い

う

な

ら

ば
、

「
す

る
」

と

「
さ

せ

て

い

た

だ

く
」

で

あ

る
。

も

っ

と

極

端

に

い

え

ば
、

「
し

て

や

る
」

と

「
さ
せ

て
い

た
だ

く
」

と

な
る
。

こ
の
意
識

の
違

い

が
白
分

を
変

え

る
。

行

動

を

お

こ

す

と

き
、

た

と

え

ぱ
、

「
仕

事

を

し

よ

う
」

が

「
仕

事

を

さ

せ

て

い

た

だ

こ

う
」

か
。

行

動

を

終

え

た

と

き

「
趾

話

を

し

た
」

か

「
世

話

を

さ

せ

て

い

た

だ

い

た
」

か
。

違

い

は

行

動

中

に

も
あ

る
が
、

結

果
と
白

分
自
身

で

の
評
価

に
大
き

く

現
れ

る
。

結

果

が

良

か

っ

た

と

き

は

い

い

が
、

良

く

な

か

っ

た

と

き
、

ど

う

思

う

こ
と
に

な
る
だ

ろ
う
か
，

前
述

の
前

考
は

－
と
な

る
の

で
は

な
い

だ

ろ

う

か
。

考

え

て

み

る

と
、

「
す

る
」

は

我

が

強

く
、

欲

が

か

ら

み
、

怒
り

や
哀

し

み

の
誘

因

と
な

る
。

「
さ

せ

て

い
た

だ
く
」

に
は

感

謝

の
心

が
含
ま

札
て

い

る
。

自

分
が

い
て

周
り
に

人
が

い
る
の

か
、

間

り
に

人
が

い
て
自

分

が
い
る

の
か
。

白

分
の
存

在
は

人
間
と

し

て
の

命
を

自
分
で

創
造

し

た
の
で

は
な

い
。

両

親
か

ら

い
た

だ

い
た

の
で

あ

る
。

す

な

わ

ち
、

自

分

の

始

ま

り

は

「
い

た

だ

く
」

な

の

で

あ

る
。

人
間

が
地

球
上
に

出

現
し
て

以
来
、

先

梱
代

々
の

「
い
た
だ

く
」

が

く

り

か

え

さ

れ

て

こ

の

世

に

存

在

し

て

い

る
。

そ

し

て

「
い

た

だ

く
」

命
は
両

親

が
い
て

も
、

思

い
ど
お

リ
に

創
造

さ
れ
る

も
の
で

は

な

い
。

見
え

な
い

不
思
議

な

力
に
よ

っ
て
両

親

が
授

か
る
。

逆
に

人
固

と
し

て

の
命
が

終
わ
る

日

も
自
分

で
は

知
る

こ
と

は
で
き

ず
、

や
は

り
、

見
え

な
い

不
思
議

な

力
に
よ

っ
て

往
牛

す
る
。

こ

の
見
え
な

い
不

思

議
な

力
が

仏
の
カ

で

あ
る
。

周
り

の
人

々
も

仏
の
力

に
よ
っ

て
存
在

し
、

そ
の

人
々
と

の

出
会

い
を
い

た
だ

い
た

の
も

仏
の
力

で

あ
る
。

つ
ま
り
私

は
仏

の
力

の
お

か
げ
て

生
か

さ
れ

て

い
る
の
で

あ

る
。

こ

う

考

え

て

み

る

と
、

自

分

勝

手

な

わ

が

ま

ま

な

「
す

る
」
、

「
し

て

や

る
」

と

い
う
欲

の
見

え
隠

れ
す

る
生
活

は

恥
ず
か

し
い
由

い

た
だ

い

た

命

を

大

切

に

し

て
、

「
い

た

だ

く
」

と

い

う

感

謝

の

心

を

育

ん

で
、

人
と
し

て
の
ゆ

と
り

を
持

っ
た
、

和
や

か

な
生
活

を
、

仏
の

力
の

中

に

さ

せ

て

い

た

だ

き

た

い
。

震



木 魚 （もくぎょ）

木魚 は木 魚鼓、 魚 鼓、 魚板 とも 言 って おり ま す。 木 製 で 円形 （魚 形〕、 中空、 横 に

細 長 い 穴 を 通 し
、

表 面 に 魚 鱗 を 彫 妻一」し て あ る 打 ち 物 で、 仏 具 の 一 種 で す。 は じ め は、

衆人 を集 める 時に たた いて 鳴らす 道 具 の 「魚 板」 か ら変 化 した も ので す が、 後 には 読

経や 念仏 をお唱 え する とき の拍 ｆを 整 えるた めに 打つ よ う に なり ま した由

なぜ魚 の形 なのカ㌔ これ に はいろ いろ な 故事 があ リま す が、 一 説に は、 魚 は 昼夜 目

を 閉 じるこ と がな い こと か ら、
「つ ね に目 覚 めて 精 進 せコ：」 と怠 惰、 惰 眠 を戒 め る た

め に、 そ の形 を木 に亥１」ん でこの 形の 鼓 を打 った とも いわ 札てお り ます日

中国の 明の 時代 に頭 と尾 と が相 接 す る団１リの 形を とる よ う になり、 さ らに 後 世に は一

玉 鱗・一 身二 頭の 竜頭 の形 とな って き ま した。 竜頭 魚 身 は ｒ魚化 して 竜と な る」 と の

故 専か ら 「凡よ り 聖 に至る」 の意 味 で す。

日本 で用 いられ るよ うに なっ たの は、 卜七 世 紬 に隠 元 櫛師 が中 国 から伝 来 して から

で す。 浄上宗 の打 ち 方は、 お経 を読 む とき は前 に 二つ、 晶後 に三 つ、 中 間 は字 と 宇の

含 い固 に打ち ます。 間（あ い だ）打ち と 申 してお りま す。 こ 札を ある 医師 が、 精 神 安定

の 巧み な方 法で ある と説 いて いま した。

龍

常釜
琢

福護

寺

上 あ 今 間 本 ・ ▼ を と ▼

人 つ わ 人 喜 １ 申 ぐ 今
は て そ 札 の び 生 し っ 号
い 札 る 平 を き ト 魅 早
わ そ は 今 均 見 が げ 力
れ の 特 呉 寿 い い

埼 〒 て こ 別 命 出 Ｌ

玉 三 い と な 生 が し を

ｒ 県 三 る に 物 き 延 感 辞

み 戸 五 の 我 や が び じ 書
お 田
し 市

え 中
Ｌ 町

編 二
集 １
室 四

代 １
表 十

渡
辺

彦

か 々 所 い ’
ゑ で

も 白 に を 第 ひ

し 身 あ 持 二 心 く
れ が る つ の の と
な 気 の こ 人 張 ｒ
』： づ で と 生 リ 生

が は は を あ き

な な 何 い い て
い く

、
よ か Ｌ い

だ り に と く

け ご も 生 あ こ
だ く 犬 き つ と

く 身 切 る ち に
近 で か 意

両 に あ が 日 義

た 的 べ
し： な テ

組 ラ
み ン

わ 犬
せ 和
と 田

な 上
つ 人

牟 と
若

両 干
上 の
人 旗
に 頭

厚 酒
く 井
お 上

札 入

編
集
後
記


