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世
界
は
長
い
歴
史
の
中
で
創
造
さ
れ
、私
た
ち
は
そ
の
上
に
立
っ
て
今
を
生
き
て
い
ま
す
。
今
い
る
こ
の
場
所
は
、過
去
に
亡

く
な
っ
た
人
々
の
行
動
に
よ
っ
て
築
か
れ
て
い
る
、つ
ま
り
私
た
ち
は
故
人
の
意
思
の
中
に
存
在
し
て
い
る
と
も
言
え
ま
す
。

そ
し
て
私
た
ち
も
い
ず
れ
亡
く
な
り
、今
度
は
亡
く
な
っ
た
私
た
ち
の
思
い
や
言
葉
が
、未
来
を
築
い
て
ゆ
く
で
し
ょ
う
。

東
日
本
大
震
災
に
よ
っ
て
私
た
ち
は
多
く
の
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
ま
し
た
。ひ
と
つ
は
、故
人
が
残
し
た
智
恵
を
も
と
に
、新

た
な
時
代
を
つ
く
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
。
人
は
亡
く
な
っ
て
も
そ
の
歴
史
は
必
ず
こ
の
地
に
刻
ま
れ
、今
を

生
き
る
人
々
は
、故
人
を
通
し
て
未
来
を
考
え
、同
じ
く
故
人
も
今
を
生
き
る
人
々
を
通
し
て
生
き
づ
い
て
い
く
の
で
す
。

後
世
と
の﹁
か
か
わ
り
﹂
を
問
う
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後
生
と
の
か
か
わ
り

│
そ
の
問
い
に
ひ
と
つ
の
答
え
を
見
い
だ
し
ま
し
た
。
死
を
未
来
の
生
に
繋
げ
る
こ
と
で
す
。
死

を
人
為
の
終
焉
と
し
て
終
わ
ら
せ
ず
、そ
れ
が
未
来
世
界
の
種
と
し
て
生
き
る
こ
と
。
新
し
く
提
案
す
る
両
墓
制
は
、こ

の
理
念
を
現
実
の
も
の
に
し
よ
う
と
す
る
意
志
を
込
め
て
い
ま
す
。
寺
は
も
は
や
骨
を
預
か
り
墓
を
提
供
す
る
だ
け
の

機
関
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
寺
は
故
人
の
営
為
を
環
境
、地
域
、社
会
と
結
び
つ
け
て
未
来
を
築
く
、時
代
間
の
媒
体
で
あ

る
べ
き
で
す
。

新
し
い
東
長
寺
は
、さ
ま
ざ
ま
な
取
り
組
み
を
始
め
ま
す
。
そ
の
第
一
歩
が
、こ
の
両
墓
制
を
掲
げ
た﹁
結
の
会
﹂。

そ
し
て
そ
の
拠
点
で
あ
る﹁
文
由
閣
﹂の
築
造
。
今
、私
た
ち
の
大
き
な
回え
こ
う向
が
、始
動
し
ま
し
た
。東長寺の新しい取り組み─

まずはその拠点づくりが完了しました。
2015年6月8日、文由閣竣工。
皆さまのお越しをお待ちしています。
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一
〇
年
後
の
約
束
を
し
た
人
が
い
ま
す
。
明
日
や
明
後
日
、来
週
、来
月
の

約
束
な
ら
ば
、ど
な
た
も
さ
れ
て
い
る
か
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
一
〇

年
後
の
約
束
と
い
う
の
は
誰
と
で
も
出
来
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

八
年
前
、先
代
が
亡
く
な
っ
た
と
き
の
こ
と
で
す
。
最
期
は
家
族
で
見
送
ろ

う
と
リ
ビ
ン
グ
で
テ
レ
ビ
を
見
て
い
た
折
に
先
代
は
息
を
引
き
取
り
ま
し
た
。

山
内
に
い
た
岡
本
東
堂
と
と
も
に
先
代
を
自
家
用
車
に
乗
せ
、病
院
ま
で
運

ぶ
際
、大
人
二
人
掛
か
り
で
も
大
変
だ
っ
た
こ
と
を
覚
え
て
い
ま
す
。
病
院
で

亡
く
な
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
後
、先
代
の
母
を
呼
び
出
し
ま
し
た
。
膝
か

ら
崩
れ
落
ち
る
と
い
う
言
葉
は
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
が
、本
当
に
そ
う

な
る
人
を
見
た
の
は
そ
れ
が
初
め
て
で
し
た
。

　

当
時
、先
代
は
曹
洞
宗
の
教
化
部
長
と
い
う
重
責
を
担
っ
て
お
り
ま
し
た
の

で
、山
内
は
先
代
を
送
る
葬
儀
の
準
備
で
息
つ
く
間
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

そ
の
せ
い
か
、ま
た
あ
ま
り
に
突
然
の
死
だ
っ
た
せ
い
か
、関
係
者
一
同
、涙
を

流
す
余
裕
す
ら
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
私
は
そ
の
時
、何
の
役
に
も
立
て
ず
に

た
だ
呆
然
と
し
て
い
た
だ
け
で
し
た
。

　

先
代
が
亡
く
な
っ
た
の
は
五
十
五
歳
の
と
き
、私
は
二
十
四
歳
で
し
た
。
私

は
彼
の
人
生
の
う
ち
二
十
四
年
分
を
目
撃
し
て
き
ま
し
た
が
、私
よ
り
も
ず
っ

と
彼
の
こ
と
を
知
っ
て
い
る
人
た
ち
が
い
ま
し
た
。
私
の
母
は
そ
の
時
、す
で
に

三
十
五
年
ほ
ど
彼
に
連
れ
添
っ
て
い
ま
し
た
し
、東
長
寺
の
前
寺
務
長
は
中
学

の
同
級
生
で
す
か
ら
四
十
五
年
ほ
ど
、そ
し
て
先
代
の
母
で
あ
る
私
の
祖
母

は
五
十
五
年
分
の
彼
を
知
っ
て
い
た
わ
け
で
す
。

　

そ
の
彼
ら
が
涙
を
流
す
間
も
な
く
迎
え
た
葬
儀
で
、私
は
彼
ら
が
泣
か
な

い
の
に
先
に
泣
く
の
は
あ
ま
り
に
僭
越
だ
と
、ぐ
っ
と
涙
を
堪
え
た
の
を
覚
え

て
い
ま
す
。
私
が
当
時
も
っ
と
頼
り
が
い
の
あ
る
人
間
で
あ
れ
ば
、彼
ら
も
安

心
し
て
涙
す
る
こ
と
が
出
来
た
か
も
し
れ
な
い
。
彼
ら
に
大
き
な
借
り
を
つ

く
っ
て
し
ま
っ
た
と
私
は
感
じ
ま
し
た
。

　

葬
儀
が
終
わ
り
、収
骨
を
済
ま
す
と
長
男
で
あ
る
私
が
そ
れ
を
東
長
寺
に

持
ち
帰
り
ま
し
た
。
そ
の
時
、数
日
前
に
は
大
人
二
人
掛
り
で
も
重
た
か
っ
た

父
が
、片
手
で
持
て
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
骨
を
大
切
に
す
る
の
か
、

あ
る
い
は
彼
が
残
し
て
く
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
記
憶
を
大
切
に
す
る
の
か
、そ
こ

か
ら
文
由
閣
の
計
画
は
始
ま
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

そ
の
後
、私
は
祖
母
と
一
〇
年
後
の
約
束
を
し
ま
し
た
。

　

﹁
あ
と
一
〇
年
後
に
は
必
ず
東
長
寺
住
職
と
し
て
一
本
立
ち
し
ま
す
。
そ
し

て
そ
れ
が
出
来
た
際
に
は
、当
時
私
が
堪
え
た
涙
を
大
き
な
声
を
出
し
な
が

ら
流
し
た
い
。
そ
の
時
に
は
借
り
て
し
ま
っ
た
あ
な
た
の
涙
も
返
さ
せ
て
下
さ

い
。一
緒
に
涙
を
流
し
て
も
ら
え
ま
す
か
﹂

　

ま
さ
か
一
〇
年
を
待
た
ず
し
て
こ
の
よ
う
な
機
会
に
恵
ま
れ
る
と
は
思
い

ま
せ
ん
で
し
た
が
、こ
の
度
つ
い
に
文
由
閣
も
完
成
し
、私
も
住
職
の
任
を
授

か
り
一
年
と
い
う
月
日
が
経
ち
ま
し
た
。
先
般
お
つ
と
め
さ
せ
て
頂
き
ま
し

た
先
住
九
回
忌
法
要
が
そ
の
借
り
を
返
す
機
会
と
な
る
と
も
思
っ
た
の
で
す

が
、一
〇
年
の
約
束
に
は
ま
だ
時
間
が
あ
り
ま
す
。
ま
だ
ま
だ
多
く
の
方
の
力

を
お
借
り
し
な
け
れ
ば
、お
つ
と
め
で
き
な
い
身
分
、ま
た
少
し
で
も
祖
母
に

長
生
き
を
し
て
も
ら
う
た
め
に
、少
し
先
延
ば
し
に
し
て
し
ま
お
う
か
と
考
え

て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　

住
職
就
任
と
と
も
に
始
ま
り
ま
し
た
新
た
な
東
長
寺
の
門
出
に
際
し
、多

く
の
方
か
ら
心
強
い
ご
支
援
を
賜
り
ま
し
た
。
先
代
を
映
し
た
よ
う
な
ど
と
、

住
職
挨
拶 

骨
と
未
来
の
約
束



05

　

本
年
も
あ
と
半
年
ほ
ど
と
な
り
ま
し
た
が
、文
由
閣
が
完
成
し
、東
長
寺

で
は
今
後
さ
ま
ざ
ま
な
行
事
を
執
り
行
な
わ
せ
て
頂
く
予
定
で
ご
ざ
い
ま

す
。
万
障
お
繰
り
合
わ
せ
の
上
、東
長
寺
な
ら
び
に
、新
堂
・
文
由
閣
に
ぜ
ひ

一
度
ご
参
詣
頂
け
ま
す
よ
う
、山
内
一
同
、心
よ
り
お
待
ち
申
し
上
げ
ま
す
。

 

合
掌

東
長
寺
住
職    

瀧
澤
遥
風

も
っ
た
い
な
い
お
言
葉
を
頂
け
ま
し
た
こ
と
は
誠
に
あ
り
が
た
い
こ
と
で
ご
ざ

い
ま
す
。
し
か
し
、私
は
ど
ん
な
に
背
伸
び
を
し
て
も
ま
だ
ま
だ
若
輩
者
、先

代
を
映
し
た
の
で
は
な
く
、先
代
が
私
を
後
押
し
し
て
下
さ
っ
て
い
る
。
八
年

前
と
何
が
変
わ
っ
た
か
と
い
え
ば
、野
に
咲
く
花
の
よ
う
に
空
の
恵
み
の
も
と
、

皆
さ
ま
か
ら
力
を
頂
き
、た
だ
た
だ
そ
こ
に
佇
ん
で
い
た
だ
け
で
す
。

　

今
後
も
皆
さ
ま
か
ら
の
恵
み
を
頂
戴
し
な
が
ら
、日
々
邁
進
し
て
い
く
所
存

で
ご
ざ
い
ま
す
。
自
ら
の
行
な
い
や
生
き
た
証
が
、次
世
代
に
継
承
さ
れ
、今
を

生
き
る
力
と
な
っ
て
循
環
し
て
い
く
。
そ
ん
な
活
動
を
皆
さ
ま
と
と
も
に
つ
く

り
上
げ
た
い
と
、今
あ
ら
た
め
て
強
く
感
じ
て
い
る
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。
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葬
制
の
現
在
形

死
後
の
宗
教
儀
礼
や
墓
の
あ
り
方
を
含
め
た﹁
人
間
の
死
に
ま
つ
わ
る
習
慣
や

慣
習
﹂
│
葬
制
と
い
い
ま
す
が
、こ
れ
に
は
ふ
た
つ
の
側
面
が
あ
り
ま
す
。ひ
と

つ
は
遺
体
の
処
理
や
遺
骨
の
埋
葬
な
ど
、物
質
的
な
面
。
も
う
ひ
と
つ
は
看
取

り
や
葬
儀
、弔
い
や
供
養
な
ど
の
精
神
的
な
面
。こ
の
ふ
た
つ
の
大
き
な
取
り
組

み
を
、ご
遺
族
が
同
時
期
に
進
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
が
、葬
制
の
一
番

の
課
題
で
す
。

　

葬
制
の
内
容
は
端
的
に
い
う
と
、﹁
葬
儀
﹂と﹁
墓
﹂と﹁
供
養
﹂で
す
。﹁
葬

儀
﹂に
は
儀
式
と
火
葬
が
含
ま
れ
ま
す
が
、そ
れ
は
精
神
的
側
面
と
物
質
的
側

面
の
両
方
が
組
み
合
わ
さ
っ
た
も
の
で
す
。こ
の
葬
儀
の
儀
式
は
、そ
の
後
の
供

養︵
弔
い
方
︶に
、火
葬
は
墓︵
祀
り
方
︶に
繋
が
り
ま
す
。
今
の
時
代
、ご
遺
族
が

葬
儀
、墓
、供
養
を
ど
う
す
る
の
か
決
め
る
に
あ
た
っ
て
、家
の
慣
習
、故
人
や
自

身
の
宗
教
、親
族
他
さ
ま
ざ
ま
な
人
間
関
係
、社
会
環
境
な
ど
を
ご
く
短
期
間

に
判
断
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。一
昔
前
は
、故
人
に
は
近
く
に
家
族
や
親

結ゆ

い

の
会
：
祀
り
方
と
弔
い
方
の
新
た
な
提
案

文
由
閣
の
竣
工
と
同
時
に
、葬
制
を
会
員
制
度
で
支
え
て
ゆ
く﹁
結
の
会
﹂を
発
足
い
た
し
ま
し
た
。こ
の
会
で
は
ふ
た
つ
の
お
約
束
を
い

た
し
ま
す
。
遺
骨
を
埋
葬
す
る
こ
と
。
永
代
供
養
を
す
る
こ
と
。
遺
骨
は
参
り
墓
と
祀
り
墓
に
分
骨
い
た
し
ま
す
。
参
り
墓
は
文
由
閣

龍
樹
堂
の
納
骨
堂
、祀
り
墓
は
地
方
協
力
寺
院
の
樹
林
葬
墓
苑
も
し
く
は
、東
長
寺
合
葬
墓・
多
宝
塔
で
す
。
埋
葬
と
供
養
は
、今
に
生

き
る
私
た
ち
す
べ
て
が
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
で
あ
り
、同
時
に
社
会
の
課
題
で
も
あ
り
ま
す
。
東
長
寺
は﹁
結
の
会
﹂と
い
う

方
法
で
そ
こ
に
ひ
と
つ
の
答
え
を
見
い
だ
し
ま
し
た
。

族
が
い
て
、菩
提
寺
も
あ
り
、隣
近
所
が
葬
儀
を
取
り
仕
切
る
と
い
う
風
習
が

あ
り
ま
し
た
が
、現
在
の
都
市
で
は
、あ
る
い
は
地
方
で
も
そ
の
よ
う
な
状
況
は

少
な
く
な
り
、新
た
に
考
え
て
ゆ
か
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

多
死
社
会
に
お
け
る
課
題
│
こ
れ
か
ら
の
祀
り
方
、弔
い
方

社
会
の
変
化
を
受
け
て
、葬
制
つ
ま
り
祀
り
方
と
弔
い
方
が
昔
と
変
わ
っ
て
き

ま
し
た
。い
く
つ
か
例
を
挙
げ
ま
す
と
、

一 
家
族
形
態
の
変
容

 
 

大
家
族
か
ら
核
家
族
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、新
し
い
墓
が
必
要
に
な
っ
て
き
た
。

二 

人
口
移
動
の
問
題

 
 

地
方
か
ら
都
市
へ
人
口
が
流
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
都
市
人
口
が
急
増
し
、そ
れ
に
と

も
な
い
墓
地
も
増
加
し
た
。

三 

個
人
化
へ
の
対
応

［写真］淺川敏（p.07）



 
 

結
婚
し
な
い
、あ
る
い
は
少
子
化
に
と
も
な
う
個
人
化
に
よ
っ
て
従
来
の
墓
制
度
で
は

対
応
で
き
な
く
な
り
つ
つ
あ
る
。

四 

宗
教
へ
の
不
信

 
 

さ
ま
ざ
ま
な
宗
教
に
お
け
る
事
件
な
ど
が
相
次
ぎ
、宗
教
へ
の
不
信
が
増
し
た
こ
と

に
よ
っ
て
、寺
墓
地︵
入
檀
︶が
減
少
し
、一
方
、無
宗
教
墓
地
が
増
え
て
い
る
。

五 

祭
祀
の
継
承

 
 

祭
祀
を
継
承
す
る
行
為
、あ
る
い
は
祭
祀
自
体
に
意
味
を
見
い
だ
せ
な
く
な
っ
て
き

て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
社
会
の
変
化
に
対
し
て
、公

営
墓
地
や
寺
院
を
含
む
民
間
墓
地
は
、

祀
り
方
・
弔
い
方
に
多
様
性
を
も
た
せ
る

こ
と
で
対
応
し
て
き
ま
し
た
。
た
と
え

ば
、遺
骨
を
個
人
単
位
で
受
け
入
れ
可

能
に
し
た
り
、無
宗
教
で
も
寺
院
墓
地

に
受
け
入
れ
た
り
、屋
外
の
墓
地
か
ら

室
内
の
納
骨
堂
へ
場
所
を
変
え
た
り
、そ

し
て
樹
木
葬
を
行
な
っ
た
り
。
そ
の
と
き

問
題
な
の
は
、﹁
形
式
﹂
で
は
な
く
、﹁
思

想
﹂
で
す
。
亡
き
人
の
遺
骨
の
処
理
と
、

弔
い
の
本
質
的
な
意
味
を
深
く
考
え
、議

論
す
る
こ
と
が
重
要
で
す
。
そ
れ
は
、人

間
の
存
在
を
問
う
超
越
的
な
問
題
で
も

あ
れ
ば
、私
た
ち
が
い
ま
生
き
て
い
る
現

代
社
会
と
の
か
か
わ
り
を
問
う
問
題
で

も
あ
り
ま
す
。
遺
骨
を
埋
葬
す
る
墓
や

納
骨
堂
の
不
足
を
ど
う
す
る
か
。
少
子

東京都新宿区四谷・東長寺。
本院（左）と文由閣（右）。

文由閣の納骨堂─龍樹堂（4階）。
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化
が
進
む
日
本
で
遺
族
が
弔
う
こ
と
の
限
界
を
ど
う
す
る
か
。
遺
族
無
き
後

の
供
養
は
誰
が
す
る
の
か
。
現
代
日
本
の
葬
制
は
ど
う
あ
る
べ
き
で
し
ょ
う
か
。

　

都
心
で
は
墓
地
を
設
け
る
土
地
不
足
が
問
題
と
な
り
、墓
は
屋
外
の
墓

地
か
ら
室
内
の
納
骨
堂
へ
と
移
っ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、納
骨
堂
に
移
り
省

ス
ペ
ー
ス
化
す
る
こ
と
で
、限
ら
れ
た
数
の
遺
骨
し
か
受
け
ら
れ
な
く
な
り
ま

す
。一
方
必
要
な
墓
の
数
は
以
前
に
も
増
し
て
増
え
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
出
生

の
減
少
や
離
婚
の
増
加
に
よ
る
後
継
者
不
足
か
ら
個
人
墓
が
増
え
て
い
る
こ

と
。
ま
た
高
齢
化
に
お
け
る
多
死
な
ど
の
社
会
傾
向
に
よ
る
も
の
で
す
。
し
た

が
っ
て
納
骨
堂
す
ら
不
足
し
て
く
る
こ
と
も
想
定
さ
れ
ま
す
。
そ
ん
な
中
、残

念
な
が
ら
遺
骨
は
そ
の
場
で
破
棄
し
、墓
を
つ
く
ら
ず
葬
儀
も
つ
と
め
な
い
と

い
っ
た
直
葬
を
選
ぶ
方
が
増
え
は
じ
め
ま
し
た
。
都
心
は
場
所
が
な
い
か
ら
、

遺
骨
の
管
理
は
難
し
い
か
ら

│
そ
れ
で
良
い
の
で
し
ょ
う
か
。
東
長
寺
は
そ

の
ひ
と
つ
の
解
答
と
し
て
、﹁
結
の
会
﹂と
い
う
新
し
い
葬
制
を
提
案
し
ま
す
。

そ
れ
は
両
墓
制
を
設
け
、都
心
の
墓
地
不
足
問
題
と
供
養
の
あ
り
方
に
つ
い
て

提
案
し
た
新
し
い
葬
制
で
す
。

現
代
版
両
墓
制
へ
の
展
開

ひ
と
昔
前
の
日
本
で
は
、墓
の
も
つ
埋
葬
と
供
養
の
二
つ
の
役
割
を
、分
け
て
い

る
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
埋
葬
を
人
里
離
れ
た
場
所
で
行
な
い︵
埋
め
墓
︶、供

養
の
た
め
の
石
塔
墓
地
を
人
の
住
む
近
く
や
寺
院
境
内
に
つ
く
っ
て
い
た
の
で

す︵
参
り
墓
︶。こ
れ
は
両
墓
制
と
い
っ
て
、主
に
近
世
以
降
に
見
ら
れ
る
も
の
で

す
。
理
由
は
お
そ
ら
く
、死し

え穢
を
嫌
う
こ
と
、遺
体
へ
の
恐
怖
、遺
体
の
臭
気
を

避
け
る
た
め
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
埋
め
墓
を
設
け
る
昔
の
両
墓
制
は
、

忌
避
や
諦
め
な
ど
の
消
極
的
な
動
機
か
ら
始
ま
っ
た
も
の
の
よ
う
で
す
。

　

し
か
し
日
本
の
両
墓
制
を
再
考
し
て
、現
代
に
活
か
そ
う
と
し
た
人
た
ち
が

い
ま
す
。
本
誌
に
コ
ラ
ム
を
執
筆
さ
れ
て
い
る
井
上
治
代
氏
を
中
心
と
し
た
グ

ル
ー
プ
で
す
。一
九
九
一
年
頃
、両
墓
制
を
実
現
し
よ
う
と
活
動
し
て
い
ま
し

た
が
、こ
れ
は
古
来
の
両
墓
制
と
は
違
い
、地
方
に﹁
埋
め
墓
﹂、都
市
に﹁
参
り

墓
﹂を
つ
く
っ
て
、墓
が
都
市
へ
一
極
集
中
す
る
の
を
解
消
す
る
の
が
狙
い
で
あ
っ

た
と
井
上
氏
は
述
べ
て
お
ら
れ
ま
す
。
そ
し
て
今
、東
長
寺
結
の
会
も
、こ
の
両

墓
制
に
新
た
な
解
釈
を
加
え
、新
し
い
両
墓
制
の
あ
り
方
を
実
現
し
よ
う
と

し
て
い
ま
す
。
墓
の
都
市
へ
の
一
極
集
中
を
避
け
る
と
い
う
狙
い
も
ひ
と
つ
で
す

が
、弔
い
を
よ
り
身
近
な
も
の
に
す
る
こ
と
、さ
ら
に
は
環
境
、地
域
、社
会
と

の
か
か
わ
り
を
生
み
出
そ
う
と
い
う
大
き
な
理
念
が
あ
り
ま
す
。

　

本
来
、墓
参
り
や
供
養
と
い
う
も
の
は
年
に
一
度
地
方
に
戻
っ
て
す
る
よ
う

な
も
の
で
は
な
く
、も
っ
と
生
活
に
身
近
に
あ
る
べ
き
も
の
で
す
。い
つ
で
も
お

参
り
で
き
る
都
心
の
文
由
閣
に﹁
参
り
墓
﹂を
設
け
る
こ
と
で
、本
来
生
活
に

身
近
に
あ
る
べ
き
故
人
と
の
つ
な
が
り
を
強
め
ま
す
。

　

同
時
に
東
長
寺
と
縁
の
深
い
地
方
の
協
力
寺
院︵
現
在
の
予
定
と
し
て
は
千
葉

県
真
光
寺
、佐
賀
県
清
流
寺
、宮
城
県
清
凉
院
︶の
境
内
に
埋
葬
さ
れ︵
祀
り
墓
︶、そ

の
場
所
を
含
む
周
辺
環
境
を
保
全
し
て
ゆ
き
ま
す
。
入
会
者
の
入
会
金
の
一

部
が
、協
力
寺
院
、お
よ
び
東
長
寺
と
協
力
寺
院
が
進
め
る
さ
ま
ざ
ま
な
地

域
支
援
活
動
金
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。
都
市
の
寺
院
、住
民
、自
己
の
こ
と
だ
け

を
考
え
る
の
で
は
な
く
、地
方
の
寺
院
そ
し
て
そ
の
周
辺
地
域
、他
己
の
地
域

創
成
を
視
野
に
入
れ
た
新
し
い
葬
制
と
考
え
て
い
ま
す
。

新
し
い
墓
の
形
│
樹
林
葬（
祀
り
墓
）が
問
い
か
け
る
も
の

墓
に
は
遺
骨
を
埋
葬
す
る︵
祀
る
︶と
い
う
物
質
的
な
面
と
、亡
き
人
を
供
養
す

る︵
弔
う
︶と
い
う
精
神
的
な
面
の
両
面
が
あ
り
ま
す
が
、そ
れ
は
納
骨
堂
も
同

じ
で
す
。

　

し
か
し
樹
木
葬
は
、見
か
け
が
墓
や
納
骨
堂
と
は
違
う
だ
け
で
な
く
、そ
の

本
質
か
ら
違
っ
て
い
ま
す
。一
般
に
樹
木
葬
と
は
、火
葬
し
た
遺
骨
を
土
中
に

上左：千葉県袖ケ浦市川原井・真光寺
上中：佐賀県佐賀市三瀬村・清流寺
上右：宮城県気仙沼市本吉町・清凉院
下：真光寺の樹木葬 ［写真］清流寺（p.09上中）／田渕睦深（p.09上右）／山城大督（p.09上左および下）



埋
葬
し
、そ
の
周
辺
に
記
念︵
祈
念
︶と
な
る
樹
木
を
植
え
て
墓
標
に
す
る
も
の

で
す
。
し
か
し
日
本
各
地
の
樹
木
葬
が
そ
う
し
て
い
る
と
は
限
り
ま
せ
ん
。一

本
の
シ
ン
ボ
ル
ツ
リ
ー
の
周
り
に
埋
葬
す
る
方
法
、里
山
の
木
々
が
既
に
立
っ
て

い
る
と
こ
ろ
に
埋
葬
す
る
方
法
、ま
た
こ
れ
ま
で
同
様
墓
石
を
建
て
て
そ
の
周

り
に
花
を
植
え
る
方
法
な
ど
も
あ
り
、乱
立
状
態
に
な
っ
て
い
ま
す
。
ど
う
し

て
こ
の
よ
う
な
状
況
に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　

樹
木
葬
墓
苑
は
、﹁
樹
木
葬
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、そ
の
場
所
を
含
む
周
辺

環
境
を
保
全
し
て
ゆ
く
﹂と
い
う
理
念
を
も
っ
て
い
た
と
東
長
寺
は
評
価
し
ま

す
。
し
か
し
、マ
ス
コ
ミ
各
社
が
こ
の
樹
木
葬
を﹁
新
し
い
葬
送
の
形
﹂だ
と
喧
伝

し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、形
を
真
似
て
本
質
が
忘
れ
去
ら
れ
た
も
の
が
多
く
登
場

し
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
環
境
保
全
だ
け
が
樹
木
葬
の
目
的
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

墓
石
を
も
た
ず
自
然
に
還
る
と
い
う
考
え
や
、子
孫
を
頼
る
家
族
墓
か
ら
の

脱
却
と
い
う
個
人
の
生
き
方
に
根
ざ
し
た
理
念
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、都
心

の
洋
風
ガ
ー
デ
ン
を
樹
木
葬
と
呼
ぶ
よ
う
な
現
状
を
見
る
と
、樹
木
葬
墓
苑

と
い
う
言
葉
が
理
念
を
も
た
な
い﹁
消
費
﹂の
対
象
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
見
受

け
ら
れ
ま
す
。
東
長
寺
で
行
な
う
樹
木
葬
は
、単
な
る
自
然
志
向
か
ら
記
念

樹
を
植
え
る
だ
け
で
は
な
く
、そ
こ
か
ら
環
境
、地
域
、社
会
と
の
か
か
わ
り
が

生
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
に
期
待
し
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
東
長
寺
で
は
広
く
環
境

を
意
識
す
る﹁
樹
林
葬
﹂と
い
う
言
葉
を
使
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、結
の
会
は
両
墓
制
を
も
っ
て
、現
代
の
葬
制
の
課
題

│
物
質
的

な
課
題︵
墓・
骨
︶、精
神
的
な
課
題︵
供
養・
弔
い
︶を
解
決
す
る
こ
と
を
提
案
し
ま

す
。と
同
時
に
こ
の
新
た
な
葬
制
は
、故
人
は
死
し
て
す
べ
て
終
わ
り
で
は
な
く
、

生
前
の
営
為
を
現
代
社
会
で
受
け
止
め
、そ
れ
が
未
来
で
現
実
に
実
を
結
ぶ

種
と
し
て
生
か
す

│
そ
の
時
空
を
超
え
た
回
向
の
ひ
と
つ
と
考
え
て
い
ま
す
。

次
ペ
ー
ジ
か
ら
、こ
の
両
墓
制
の
ひ
と
つ
、地
方
寺
に
お
け
る
樹
林
葬
計
画
の
ご

紹
介
を
い
た
し
ま
す
。

現在、千葉県真光寺で募集を行なっている樹木葬墓苑。東長寺結の会会員の埋葬地は、この敷地の上部にあります。
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真光寺・樹林葬の敷地図。広い大地を計画上碁盤の目状に計測。垣根や境界線はなく、杭とお名前を記す表示碑の交点が埋葬地点。遺骨を埋葬した後、野
の花を植栽します。埋葬箇所が増える度に、土の大地が野原に変わってゆきます。

里
山
の
再
生
を
目
指
す

樹
林
葬

人
が
手
を
か
け
、暮
ら
し
を
立
て
る
こ
と

で
、生
物
多
様
性
が
生
ま
れ
、豊
か
な
生

態
系
が
育
ま
れ
る
の
が
里
山
で
す
。
近

代
化
の
後
、人
が
去
る
こ
と
で
、意
外
に

も
自
然
が
壊
れ
て
ゆ
き
ま
し
た
。し
か
し

大
昔
の
経
済
活
動
に
戻
る
わ
け
に
は
ゆ

き
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、墓
苑
と
し
て
手
を

か
け
る
こ
と
で
、里
山
も
再
生
し
よ
う
と

い
う
の
が
こ
の
真
光
寺
の
樹
林
葬
で
す
。

　

里
山
の
裾
野
に
広
が
っ
て
い
る
大
地

に
遺
骨
を
埋
葬
し
た
後
、そ
の
上
に
記

念
の
野
の
花
を
植
え
ま
す
。
多
年
草
で

す
か
ら
毎
年
花
が
咲
き
、繁
殖
し
て
じ

わ
じ
わ
と
広
が
っ
て
ゆ
き
ま
す
。
ひ
と
つ

樹
林
葬
が
増
え
る
ご
と
に
、大
地
は
野

原
に
な
っ
て
ゆ
き
ま
す
。
里
山
の
林り

ん
え
ん縁
と

は
、か
つ
て
そ
ん
な
野
原
の
広
が
る
生
態

瓦が
こ
く
さ
ん

谷
山 

真し
ん
こ
う
じ

光
寺

樹
林
葬

袖
ケ
浦
市
川か

わ

は

ら

い

原
井

［図版］霜田亮祐（p.10下およびp.11）

系
豊
か
な
と
こ
ろ
で
し
た
。
年
を
経
る

ご
と
に
、里
山
の
風
景
が
蘇
っ
て
く
る
こ

と
で
し
ょ
う
。
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樹林葬敷地拡大図。最初は四角く野の花が植栽されます。
種類はオミナエシ、キキョウ、カンゾウなど日本古来の多年
草。毎年花を咲かせて少しずつ繁殖し、やがては上図のように
じわじわ広がってゆきます。

樹林葬敷地拡大図。園路沿いに表示碑（図の赤部分）を打ち込む。1つの碑に18名まで刻印。このお名
前のある列に、故人が埋葬されます。

［計画イメージ］
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玄
界
灘
に
面
す
る
福
岡
と
有
明
海
に

面
す
る
佐
賀
。
二
つ
は
霊
山・
脊せ

ふ
り
さ
ん

振
山
を

背
中
合
わ
せ
に
隣
合
う
地
域
で
す
。こ

の
山
系
に
は
三
瀬
峠
が
あ
り
、閑
静
な

山
里
が
点
在
し
ま
す
。

　

修
験
道
の
聖
地
と
県
立
自
然
公
園

を
間
近
に
も
つ
こ
の
山
合
い
を
整
備

し
、
豊
か
な
山
里
を
次
世
代
に
繋
げ

よ
う
と
い
う
の
が
こ
の
清
流
寺
の
樹
林

葬
で
す
。

迦か
し
ょ
う
ざ
ん

葉
山 

清せ
い
り
ゅ
う
じ

流
寺

樹
林
葬

佐
賀
市
三み

つ

せ瀬
村

［計画イメージ］

　

清
流
寺
の
墓
苑
は
か
つ
て
山
を
切
り

開
き
、ひ
な
壇
状
に
開
発
し
ま
し
た
。

現
在
の
計
画
で
は
、こ
れ
を
な
だ
ら
か

に
馴
染
ま
せ
、樹
林
や
多
年
草
の
野
の

花
を
植
え
て
、
徐
々
に
本
来
の
山
里
の

姿
に
戻
し
て
ゆ
き
ま
す
。
緩
や
か
な
園

路
を
上
り
、
散
策
で
き
る
山
里
で
す
。

埋
葬
地
は
こ
の
園
路
に
沿
っ
て
設
置
。

埋
葬
地
の
上
に
は
、お
名
前
の
刻
印
さ

れ
た
表
示
碑
を
埋
め
込
む
予
定
で
す
。
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樹林葬敷地拡大図。緩やかに山を上る園路の山側に埋葬地を約80 cm間隔で点在して設けます（計画イメージ）。

樹林葬敷地断面図。現在のひな壇状の斜面を、徐 に々なだらかに戻してゆきます（計画イメージ）。

福
岡
と
佐
賀
に
通
じ
る

閑
静
な
山
里
の
樹
林
葬

［図版］霜田亮祐（p.12下およびp.13）



平へ
い
き
さ
ん

磯
山 

清せ
い
り
ょ
う
い
ん

凉
院

樹
林
葬

気
仙
沼
市
本も

と
よ
し吉
町

東
日
本
の
国
立
公
園
で
は
唯
一
と
も
い

え
る
本
格
海
岸
公
園
で
あ
る
、三
陸
復

興
国
立
公
園
。
そ
の
美
し
い
景
勝
地
間

近
の
丘
を
上
る
と
、清
凉
院
が
迎
え
て

く
れ
ま
す
。

　

こ
の
地
に
は
所
々
コ
ナ
ラ
や
ブ
ナ
な

ど
の
広
葉
樹
の
群
落
が
点
在
し
て
い
ま

す
が
、か
つ
て
は
そ
れ
が
も
っ
と
広
が
り

多
様
な
樹
種
の
混
交
す
る
里
山
で
し

た
。
し
か
し
他
の
地
域
同
様
、こ
こ
も
ス

ギ
、ヒ
ノ
キ
の
植
樹
が
な
さ
れ
た
も
の
の
、

そ
の
管
理
が
課
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。
丘

の
上
に
建
つ
清
凉
院
も
、
境
内
の
斜
面

に
立
派
な
ス
ギ
林
が
あ
り
ま
す
。
現
在

の
計
画
で
は
、そ
の
林
ご
と
樹
林
葬
と

し
て
整
備
。
水
平
に
広
が
る
海
岸
と
は

美
し
い
海
岸
の
景
勝
地
を

眼
下
に
ひ
か
え
る
丘
の
樹
林
葬

中右：清凉院周辺の植生調査。
濃い緑がコナラ群落。黄緑がス
ギ・ヒノキ植樹。
中左：清凉院の丘を下り、しばらく
歩くと辿り着く三陸復興国立公

園の海岸。
下：清凉院本堂前から見下ろす
参道。スギの木立が樹林葬の計
画敷地。

清凉院

［写真］清凉院（p.14上）
田渕睦深（p.14中段左および下）
［図版］霜田亮祐（p.14中段右）

一
変
し
て
、天
に
伸
び
る
ス
ギ
林
の
木
立

を
散
策
す
る
園
路
に
沿
っ
て
、樹
林
葬
の

埋
葬
地
が
設
置
さ
れ
る
予
定
で
す
。



清凉院境内スギ林の樹林葬計画敷地。樹林を整備し、園路を設けます。
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文
由
閣
を
つ
く
る

二
〇
一
五
年
六
月
八
日
。
檀
信
徒
会
館﹁
文
由
閣
﹂が
竣
工
し
ま
し
た
。
東
長
寺
は
こ
れ
か
ら
新
し
い
取
り
組
み
を
始
め
ま
す
が
、文
由
閣
の

完
成
が
ま
ず
第
一
歩
で
す
。こ
の
建
築
が
新
し
い
活
動
拠
点
と
し
て
、ま
た
そ
の
活
動
の
象
徴
と
し
て
広
く
知
ら
れ
る
場
所
に
し
て
ゆ
き
た
い

と
思
い
ま
す
。

　

文
由
閣
は
内
装
や
仏
具
を
含
め
、多
く
の
人
の
手
に
よ
っ
て
つ
く
り
上
げ
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
誰
も
が
第
一
線
の
も
の
づ
く
り
を
す
る
プ
ロ

フ
ェッ
シ
ョ
ナ
ル
で
す
。
今
回
の
つ
く
り
手
皆
に
共
通
す
る
の
は
、あ
る
型
を
極
め
な
が
ら
、そ
の
型
を
超
え
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
。
高
い
技
術

を
受
け
継
ぎ
な
が
ら
そ
こ
に
安
穏
と
せ
ず
、時
代
に
合
わ
せ
て
挑
戦
を
繰
り
返
す
人
た
ち
で
す
。

　

こ
こ
で
は
文
由
閣
が
ど
の
よ
う
に
つ
く
ら
れ
た
の
か
を
見
な
が
ら
、彼
ら
の
も
の
づ
く
り
の
一
端
を
ご
紹
介
し
ま
す
。
そ
し
て
こ
れ
こ
そ
、東

長
寺
の
新
し
い
取
り
組
み
の
ひ
と
つ
、も
の
づ
く
り
の
担
い
手
支
援
の
始
ま
り
で
す
。

p.26

五
ご ぐ そ く

具足
高岡銅器│折井宏司
［富山県高岡市］

化学を手技で極めるアート

p.27
け い す

子
高岡銅器│島谷好徳
［富山県高岡市］

銅器を楽器に進化させる

p.20

庭園
庭園│霜田亮祐

その土地の風土に
想いを寄せる庭

p.24

慈嶽堂障子
組子障子│建具の遠藤
［石川県七尾市］

日本の障子、
その究極の進化形

［写真］淺川敏（p.16上より3点、p.17上左以外すべて）



p.19

建築環境
パッシブハウス
森みわ

機械に頼りきらず、
躯体のデザイン力でも
省エネする

p.18

建築構造
免震構造・他

地震の揺れを
建物に伝えず
建物を地震から
守る技術

p.28

仏像厨
ず し

子・位
い は い だ ん

牌壇
輪島塗│輪島屋善仁［石川県輪島市］

輪島塗史上最大級。器の技術が次世代の空間を生み出す

p.22

慈
じ が く ど う

嶽堂天
て ん が い

蓋・ロビー天井
別府竹細工│大橋重臣［大分県別府市］

人の手技で生まれ変わる植物の美しさ

p.25

阿弥陀如来像
光背・台座
仏像光背・台座│吉田源之丞老舗
［京都府京都市］

百年鑑賞するための技術

p.30

什
じ ゅ う き

器前
ま え い た

板
和紙│前田崇治［佐賀県唐津市］

新しい紙の風合いをつくる

1階│ロビー

2階│承庵（斎場）

3階│講堂

4階
龍
りゅうじゅどう

樹堂（納骨堂）

5階
慈
じがくどう

嶽堂（法堂）
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文
由
閣
の
建
築
デ
ザ
イ
ン
に
は
斬
新
さ
が
あ
り
ま
す
。
窓
の
無
い
胴
体
、

そ
の
周
り
を
囲
む
X
字
柱
、そ
の
柱
が
支
え
る
帽
子
の
よ
う
な
屋
根
。
威

厳
が
あ
る
と
見
る
人
も
い
れ
ば
、可
愛
い
ら
し
く
見
え
る
人
も
い
る
で
し
ょ

う
。こ
の
独
特
な
意
匠
に
は
、理
由
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
現
代
の
課
題
に

挑
み
、新
し
い
時
代
を
つ
く
ろ
う
と
す
る
建
築
設
計
の
意
志
の
現
れ
で
す
。

漆
喰
で
塗
ら
れ
た
建
物
の
外
壁
を
囲
む

X
字
の
外
周
柱
は
地
上
か
ら
直
接
屋

根
を
支
え
る
た
め
に
天
空
へ
伸
び
て
い

ま
す
。
外
壁
と
内
壁
の
間
に
柱
を
納
め

る
こ
と
で
室
内
は
無
柱
と
し
ま
し
た
。

空
間
の
使
い
方
を
自
由
に
変
え
ら
れ
る

の
で
、結
果
と
し
て
建
物
を
長
く
使
っ
て

い
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

建
築
構
造
─
免
震
構
造
・
他

文
由
閣
の
構
造

地
震
の
揺
れ
を
建
物
に
伝
え
ず

建
物
を
地
震
か
ら
守
る
技
術

外周柱
屋根を支える、メインの鉄骨
柱。X字型の接合部には鋳鋼
品が使われている。

免震構造
柱の足下に積層ゴムを設置し、地震
の振動エネルギーをダンパーが吸収

しています。中小地震からエネルギー
を吸収するオイルダンパーと大地震

時のエネルギーを吸収するスティー

ルダンパーの2種類を設置。地震の
揺れを建物に伝えない構造です。

文由閣構造模型。鉄骨造のスタディ。 外周柱のX字接合部。

　

地
震
へ
の
備
え
は
、
長
く
信
頼
で
き

る
建
物
で
あ
る
た
め
の
必
須
条
件
で

す
。
こ
こ
で
は
地
震
の
揺
れ
を
建
物
に

伝
え
な
い
免
震
構
造
が
採
用
さ
れ
ま
し

た
。
外
か
ら
は
見
え
ま
せ
ん
が
、地
上
の

柱
の
足
下
に
は
そ
れ
ぞ
れ
免
震
装
置
が

設
置
さ
れ
て
い
ま
す
。

［写真］淺川敏（p.18右列上、p.19）
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現
代
建
築
の
最
大
の
課
題
の
ひ
と
つ
が
省
エ
ネ
で
す
。
室
内
を
空
調
す
る

た
め
多
く
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
浪
費
す
る
建
物
を
、
未
来
へ
向
け
て
建
て
る

わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
。
躯
体
を
う
ま
く
デ
ザ
イ
ン
す
る
こ
と
で
、
省
エ

ネ
す
る
技
術
を
パ
ッ
シ
ブ
ハ
ウ
ス
と
言
い
ま
す
。こ
こ
で
は

そ
の
ノ
ウ
ハ
ウ
が
活
か
さ
れ
ま
し
た
。

建
築
環
境
─
パ
ッ
シ
ブ
ハ
ウ
ス

キ
ー
ア
ー
キ
テ
ク
ツ
／
森
み
わ

文
由
閣
の
環
境

躯
体
を
ど
う
デ
ザ
イ
ン
す
る
の
か
。
ポ

イ
ン
ト
は
二
つ
だ
そ
う
で
す
。
そ
れ
は
太

陽
と
風
に
素
直
な
設
計
に
す
る
こ
と
。

そ
し
て
熱
の
出
入
り
が
少
な
い
構
造
に

す
る
こ
と
。

　

た
と
え
ば
夏
の
日
差
し
を
部
屋
に

入
れ
ず
、冬
の
日
差
し
を
部
屋
に
入
れ

る

│
そ
の
た
め
に
は
季
節
の
太
陽
高

度
を
計
算
し
、軒
の
出
を
決
め
る
と
良
い

の
で
す
。
ま
た
断
熱
が
重
要
で
す
。
壁

に
断
熱
材
を
入
れ
る
の
は
も
ち
ろ
ん
、ア

ル
ミ
サ
ッ
シ
が
熱
を
伝
え
る
の
を
防
ぐ

た
め
、室
内
で
は
木
製
部
材
で
こ
れ
を

覆
い
ま
す
。
空
気
の
温
度
だ
け
考
え
て
い

て
は
い
け
ま
せ
ん
。
建
物
の
躯
体
、壁
の

太陽に素直な設計をする
夏の高い日差しを遮り、冬の低い日差しを採り入れる
軒のデザイン。

機
械
に
頼
り
き
ら
ず
、

躯
体
の
デ
ザ
イ
ン
力
で
も

省
エ
ネ
す
る

地中熱利用
地中の温度は年間を通じて変化が少ない（夏は外気より低

く、冬は外気より高い）。この温度差を利用して、地下深く埋め
たチューブを循環させる冷媒の熱で、冷暖房を補助する
もの。夏はエアコンが室内から集めた熱をこのチューブで
冷やし、冬はチューブの熱でエアコンを暖めるという原理。

熱の出入りを少なくする
5階

断熱性能の高いペアガラスを使用。
アルミサッシは内側を木材で包む。

2–4階
熱が出入りしやすい窓を無くし、

躯体の外側をすべて断熱材で覆う（外断熱）。

1階
断熱性能の高いトリプルガラスを使用。
アルミサッシは内側を木材で包む。

夏 冬

熱
や
冷
た
さ
が
、輻
射
熱
と
な
っ
て
身
体

に
負
担
を
か
け
ま
す
。
宗
教
建
築
で
の

空
間
体
験
は
特
に
大
切
な
も
の
。
上
質

で
ス
ト
レ
ス
の
無
い
環
境
を
つ
く
る
こ
と

が
何
よ
り
重
要
で
、そ
れ
を
省
エ
ネ
で

実
現
し
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
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文
由
閣
の
庭
園

文
由
閣
が
面
し
て
い
る
大
き
な
外
苑
西

通
り
と
そ
こ
か
ら
脇
へ
入
る
小
道
。
そ

の
あ
た
り
か
ら
見
下
ろ
す
場
所
に
蓮

池
が
あ
り
ま
し
た
。か
つ
て
こ
の
土
地
は

紅も
み
じ
が
わ

葉
川
と
い
う
川
の
ほ
と
り
だ
っ
た
の
で

す
。そ
の
地
形
や
場
所
の
も
つ
性
格
を
少

し
で
も
意
識
で
き
る
よ
う
な
庭
園
が
計

画
さ
れ
ま
し
た
。
か
つ
て
岸
辺
で
あ
っ
た

ろ
う
小
さ
な
斜
面
が
、文
由
閣
の
庭
園

で
す
。
植
栽
す
る
の
は
野
の
草
花
と
紅

葉
。
都
会
で
も
雑
草
は
生
え
て
い
ま
す

が
そ
の
多
く
が
繁
殖
力
の
強
い
外
来
種
。

関
東
の
生
態
系
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。こ
こ

で
植
え
る
の
は
、武
蔵
野
の
大
地
で
見
ら

れ
る
典
型
的
な
草
花

│
オ
ミ
ナ
エ
シ
、

キ
キ
ョ
ウ
、カ
ン
ゾ
ウ
、⋮
⋮
。
そ
れ
ら
が

マ
ッ
ト
状
の
も
の
に
植
え
込
ま
れ
、地
面

に
置
く
だ
け
で
植
栽
で
き
る
（有）
仲
田
種

苗
園
の﹁
野
の
花
マ
ッ
ト
﹂と
い
う
シ
ス
テ
ム

を
活
用
し
ま
し
た
。
川
端
の
よ
う
に
湿

度
が
高
く
、少
し
陰
の
あ
る
土
地
に
は
楓

が
適
し
て
い
ま
す
。こ
こ
で
は
三
種
類
の

楓

│
イ
ロ
ハ
モ
ミ
ジ
、コ
ハ
ウ
チ
ワ
カ
エ
デ

︵
切
れ
込
み
の
少
な
い
小
さ
な
葉
︶、ノ
ム
ラ
モ

文
由
閣
は
か
つ
て
の
紅も
み
じ
が
わ

葉
川
、明
治
初
期
に
は
蓮
池
に
な
っ
て
い
た
水
辺
の

ほ
と
り
に
建
っ
て
い
ま
す
。
前
の
道
路
が
ち
ょ
う
ど
岸
辺
の
あ
た
り
で
し
ょ

う
。
そ
こ
か
ら
見
下
ろ
し
た
、文
由
閣
の
向
こ
う
に
広
が
る
一
五
〇
年
前

の
、の
ど
か
な
蓮
池
が
想
像
で
き
る
で
し
ょ
う
か
。
都
市
は
か
つ
て
の
地
形

を
忘
れ
て
き
ま
し
た
。
大
地
を
再
び
意
識
し
た
い
│
そ
う
願
っ
て
計
画
さ

れ
た
庭
園
で
す
。

し
も
だ・
り
ょ
う
す
け

［庭園計画図］
ミ
ジ︵
春
と
秋
に
紅
葉
︶が
植
え
ら
れ
ま
し

た
。
川
は
紅
葉
川
と
い
う
名
前
で
し
た
か

ら
、こ
こ
に
は
き
っ
と
紅
葉
が
色
づ
い
て
い

た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
水
の
流
れ
て
い

た
土
地
で
す
か
ら
、建
物
の
周
囲
に
は
水

盤
も
施
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、鉄
線
の
籠

に
砕
石
を
詰
め
た
も
の
が
設
置
さ
れ
て

い
ま
す
が
、そ
れ
は﹁
フ
ト
ン
カ
ゴ
﹂と
言
っ

て
、古
い
護
岸
工
法
の
ひ
と
つ
。
多
孔
質

で
生
物
の
寄
り
ど
こ
ろ
と
な
り
得
る
擁

壁
と
し
て
、斜
面
を
自
然
に
あ
つ
ら
え
る

の
に
近
年
た
び
た
び
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
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上：明治9 –19年の文由閣周辺。蓮と書かれたところが蓮池。
茶と書かれた茶畑も広がっている。出典：明治前期測量中央
官衙町2000分1彩色地図（財団法人日本地図センター）。これに
重ねて現在の道路位置を加工処理。
下：現在の文由閣周辺。

上：文由閣庭園。岸辺であったであろう斜面。フトンカゴと大きな石がしつらえられている。
下：文由閣庭園。入口周辺。手前の水盤は宮崎県の「鬼の洗濯岩」といわれる海岸地層からヒントを
得たもの。水量が減っても味のある景色になる。

「野の花マット」。田んぼの畦に生えているような畦の草花をマッ
トに植え込んだ製品。このマットを敷くことで、公園や庭などに
かつての植栽を再生し、生物多様性を目指した緑化ができる。
製作：（有）仲田種苗園

［写真］淺川敏（p.21下左）│［図版］霜田亮祐（p.20）

そ
の
土
地
の
風
土
に

想
い
を
寄
せ
る
庭

←新宿御苑前

曙橋→

四谷三丁目

靖国通り

新宿通り

東長寺

旧紅葉川

文由閣

新宿御苑

外苑西
通り
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竹
細
工
は
、
竹
を
細
く
割
っ
た
籖ひ

ご

を
編

ん
で
籠
や
笊
を
つ
く
る
伝
統
工
芸
。
そ

の
編
み
の
技
術
を
応
用
し
て
つ
く
ら
れ

た
の
は
、
大
き
な
天
井
で
す
。
天
井
を

覆
う
竹た

け
ひ
ご籤

の
編
み
模
様
が
圧
巻
。
模
様

は
波
紋
の
よ
う
に
も
、
花
の
よ
う
に
も

見
え
、ど
こ
か
既
視
感
が
あ
り
な
が
ら
、

初
め
て
遭
遇
す
る
造
形
で
す
。
複
雑
な

模
様
で
す
が
、編
み
方
を
尋
ね
る
と
シ

ン
プ
ル
で
し
た
。
花
や
雪
の
結
晶
が
、実

は
簡
単
な
法
則
で
生
ま
れ
て
い
る
自
然

界
の
理
を
彷
彿
と
さ
せ
ま
す
。

　

し
か
し
そ
の
製
作
工
程
は
一
筋
縄
で

は
い
き
ま
せ
ん
。
竹
細
工
は
、籖
材
を
綺

麗
に
綿
密
に
つ
く
る
下
ご
し
ら
え
が
六

割
を
占
め
る
と
い
い
ま
す
。
籖
づ
く
り

は
、幅
と
厚
み
を
均
一
に
す
る
工
程
で
す

が
、機
械
化
が
で
き
ま
せ
ん
。
節ふ

し

が
あ
る

私
た
ち
に
馴
染
み
の
深
い
、籠か
ご

や
笊ざ
る

な
ど
の
竹
細
工
が
、大
き
な
天
井
と
な
っ
て
生
ま
れ
て
き
ま
し
た
。
竹
の
し
な

や
か
な
美
し
さ
と
編
み
の
巧
妙
さ
に
目
が
奪
わ
れ
ま
す
。
決
し
て
合
成
樹
脂
で
は
で
き
ま
せ
ん
。
竹
の
命
の
躍
動

が
こ
の
素
材
に
結
実
し
、そ
こ
に
人
の
手
技
が
込
め
ら
れ
生
ま
れ
て
き
た
、工
芸
の
姿
が
こ
こ
に
あ
り
ま
す
。

慈じ
が
く
ど
う
て
ん
が
い

嶽
堂
天
蓋
・ロ
ビ
ー
天
井
─
別
府
竹
細
工

オ
オ
ハ
シ・バ
ン
ブ
ー・
ワ
ー
ク
ス
／
大お

お
は
し
・
し
げ
お
み

橋
重
臣
＠
大
分
県
別
府
市

文
由
閣
の
天
蓋・
天
井大きな作品なので、山寺の本堂を活用した広い工房で製作された。ここは製作協力者の中村さんの工房。

「荒割り」の工程。直径8cm、長さ3mほ
どのマダケを割り、幅6. 5×厚さ4 mm
の竹籤（たけひご）をつくる。節があっても同
じ幅に割り続けるのが難しい。ロビー天井。

か
ら
で
す
。
節
を
削
る
と
極
端
に
強
度

が
落
ち
る
た
め
、こ
れ
を
活
か
し
な
が
ら

う
ま
く
処
理
し
ま
す
。
そ
の
技
を
覚
え

る
ま
で
に
五
年
は
か
か
る
と
い
い
ま
す
。

　

慈
嶽
堂
天
蓋
の
中
央
部
分
は
天
に

上
昇
す
る
よ
う
に
盛
り
上
が
っ
て
い
ま

す
が
、こ
の
形
は
特
殊
な
方
法
で
つ
く
ら

れ
ま
し
た
。
ま
ず
中
央
部
分
の
パ
ー
ツ

を
山
型
の
治じ

ぐ具
に
釘
打
ち
固
定
。
そ
れ

を
温
泉
の
蒸
気
で
蒸
し
上
げ
ま
し
た
。

竹
は
熱
で
曲
げ
て
ク
セ
を
つ
け
ま
す
。

別
府
に
は﹁
地
獄
蒸
し
﹂と
い
う
、温
泉

蒸
気
で
食
品
を
蒸
す
伝
統
が
あ
り
ま

す
が
、そ
の
釜
を
利
用
し
た
の
で
す
。
天

蓋
中
央
部
分
の
他
は
籖
材
の
ま
ま
文
由

閣
に
搬
入
。
竹
を
編
む
作
業
は
、そ
れ
ぞ

れ
の
お
堂
で
行
な
わ
れ
ま
し
た
。
日
用

雑
貨
の
サ
イ
ズ
で
あ
っ
た
竹
細
工
が
、建

築
内
装
へ
と
分
野
を
広
げ
る
試
み
で
も

あ
り
ま
し
た
。

慈嶽堂天蓋。

［写真］淺川敏（p.22中段および下段左）
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「裏すき」の工程。「厚引き銑（せん）」で籖の厚みを削り
均一に整える。

ロビー天井の中心部分。工房で仮組みをする。

ロビー床で編んだ中央部分をまずは天井に設置。さら
に周囲を編み足してゆく。

慈嶽堂天蓋中央部分を山型に成形するため、治具に
取り付ける工程。

治具に取り付けた慈嶽堂天蓋中央部分を温泉蒸気の噴き出す「地獄蒸し」に入れて、形のクセをつける。

別府から近い山里の竹林。職人が使う材料が切り出されている。竹林はこれ
からさらに手がかけられてゆく。
左：大橋重臣さん、右：製作協力者の竹アーティスト中村さとみさん。

人
の
手
技
で
生
ま
れ
変
わ
る
植
物
の
美
し
さ



障
子
の
格
子
を
高
度
に
組
ん
で
、模
様
を
生
み
出
し
た
も
の
が
組く
み
こ子

で

す
。
杉
や
檜
の
棒
材
を
合あ
い
が欠
き
し
て
組
ん
で
ゆ
く
伝
統
の
技
は
繊
細
を

極
め
、格
子
で
絵
を
描
け
る
ほ
ど
。
幾
何
学
と
精
緻
な
手
技
が
、日
本
の

建
具
を
常
に
進
化
さ
せ
、新
し
い
空
間
を
生
み
出
し
て
い
ま
す
。

木
製
建
具
は
日
本
人
の
生
活
に
欠
か
せ

な
い
も
の
で
し
た
。
長
屋
の
引
っ
越
し
で

は
、家
財
と
と
も
に
持
ち
運
ば
れ
た
と

言
い
ま
す
。
建
具
職
人
は
身
近
な
存
在

で
、ど
の
地
域
で
も
そ
の
腕
を
競
い
合
っ

て
い
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
の
技
術
の
一

端
は
、
障
子
の
桟
の
意
匠
に
注
が
れ
ま

し
た
。
普
段
見
る
の
は
、シ
ン
プ
ル
な
格

子
に
紙
張
り
の
障
子
で
す
が
、そ
の
桟さ

ん

を
細
く
密
に
組
ん
だ
り
、
斜
め
に
組
ん

だ
り
し
な
が
ら
複
雑
、華
麗
に
進
化
し

て
ゆ
き
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な
障
子
を

組
子
障
子
と
言
い
ま
す
。
今
な
お
受
け

継
が
れ
る
こ
の
技
術
で
、
慈
嶽
堂
の
障

子
が
製
作
さ
れ
ま
し
た
。

　

組
子
は
、組く

で手
と
呼
ば
れ
る
合
欠
き

加
工
を
し
た
棒
材
を
組
み
ま
す
。一
般

的
に
は
直
角
に
組
み
ま
す
が
、斜
め
に
組

ん
で
菱
形
に
し
た
り
、さ
ら
に
も
う
一
本

加
え
て
三
角
形
に
す
る
三み

つ

く

で

組
手
も
あ
り

ま
す
。
慈
嶽
堂
障
子
で
は
、下
半
分
で

三
組
手
が
使
わ
れ
ま
し
た
。
そ
の
三
角

形
の
格
子
の
内
側
に
、﹁
葉
っ
ぱ
﹂と
呼
ば

れ
る
短
い
木
片
を
組
む
こ
と
で
、さ
ら
に

複
雑
な
模
様
に
し
て
ゆ
き
ま
す
。
組
子

は
誤
差
の
許
容
が
〇.

一
ミ
リ
以
下
と

い
う
、繊
細
な
技
術
。
省
力
化
の
た
め
に

機
械
を
使
う
も
の
の
、そ
の
機
械
の
微
調

整
に
も
匠
の
技
が
必
要
で
し
た
。
正
確

さ
と
意
匠
性
を
求
め
て
、進
化
を
続
け

て
い
る
工
芸
で
す
。

慈じ
が
く
ど
う

嶽
堂
障
子
─
組く

み

こ子
障
子

建
具
の
遠
藤
＠
石
川
県
七
尾
市

文
由
閣
の
建
具

桟の仮組み立て。慈嶽堂障子。

桟の仮組み立て。

桟の素材。杉材を1,800×15×4mm
の細長い棒材にしたもの。

棒材を正確な角度で細かく切断して部

品に仕上げる機械。

日
本
の
障
子
、そ
の
究
極
の
進
化
形
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ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
か
ら
戻
さ
れ
た
阿
弥
陀
如
来
像
に
は
、

光こ
う
は
い背

や
台
座
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
歴
史
を
く
ぐ
り

抜
け
て
き
た
仏
像
に
は
、往
々
に
し
て
あ
る
状
況
で
す
。

そ
こ
で
そ
れ
ら
を
復
元
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
し
か
し

資
料
が
無
い
の
で
、仏
像
の
彫
り
方
か
ら
年
代
を
推
定

し
、形
や
様
式
が
決
め
ら
れ
ま
し
た
。
仏
像
の
様
子
か
ら

こ
れ
は
平
安
時
代
後
期
の
も
の
。
そ
こ
で
当
時
の
文
様

で
あ
る﹁
雲
透
か
し
﹂が
、光
背
の
モ
チ
ー
フ
に
選
ば
れ
ま

し
た
。こ
の
模
様
は
宇
治
平
等
院
の
仏
像
に
も
使
わ
れ

て
い
ま
す
。
台
座
は
こ
れ
も
同
じ
時
代
の﹁
大
仏
座
﹂
様

式
。
框

か
ま
ちの

上
に
反

か
え
り
ば
な

花
、蓮
弁
が
重
な
っ
た
も
の
で
す
。

　

原
寸
で
下
絵
を
描
い
た
の
ち
に
、ま
ず
木き

じ

し

地
師
の
仕

事
が
始
ま
り
ま
す
。
三
つ
の
檜
材
を
寄
せ
木
し
、荒
彫
り

の
後
、最
後
に
透
か
し
を
入
れ
て
く
り
抜
き
仕
上
げ
ま

す
。
次
に
箔
漆
を
塗
る
漆
職
人
、そ
の
上
に
箔
を
張
る

箔
職
人
の
手
を
経
て
ゆ
き
ま
す
。
箔
は
空
気
の
コ
ン
デ
ィ

シ
ョ
ン
が
変
わ
る
と
仕
上
が
り
が
変
わ
る
た
め
、天
候
を

見
な
が
ら
毎
日
同
じ
時
間
帯
に
作
業
が
行
な
わ
れ
ま
し

た
。
す
べ
て
京
仏
師
に
よ
る
繊
細
な
技
術
の
連
続
で
す
。

　

京
の
箔
は
落
ち
着
き
の
あ
る
輝
き
が
特
徴
。
実
は
修

復
し
て
一
年
経
つ

頃
の
方
が
、さ
ら

に
落
ち
着
き
が

増
し
た
、い
い
色

に
な
る
の
だ
そ

う
で
す
。

木
彫
は
八
〇
│
一
五
〇
年
で
修
復
が
必
要
と
言
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
は
接
着

剤
で
あ
る
膠
に
か
わ
が
六
〇
│
八
〇
年
で
ボ
ケ
て
く
る
か
ら
。
現
在
修
復
さ
れ
て

い
る
も
の
の
多
く
は
、
江
戸
期
に
手
が
入
れ
ら
れ
て
い
る
そ
う
で
す
。
時

と
し
て
、ラ
イ
バ
ル
は
別
の
時
代
に
い
る
の
が
職
人
の
世
界
。
こ
こ
で
は
現

代
の
職
人
が
、江
戸
の
仕
事
を
確
認
し
な
が
ら
、そ
れ
に
劣
ら
ぬ
も
の
を

残
そ
う
と
し
て
い
ま
す
。

阿
弥
陀
如
来
像
光こ

う
は
い背・
台だ

い

ざ座

仏
像
光
背
・
台
座

吉よ
し
だ
げ
ん
の
じ
ょ
う
ろ
う
ほ

田
源
之
丞
老
舗
＠
京
都
府
京
都
市

文
由
閣
の
仏
像

台座の部分。 台座の箔押し。蓮弁部分。 台座の箔押し。反花（かえりばな）部分。

光背の原図。

光背の箔押し。

百年鑑賞するための技術
［写真］淺川敏（p.24左列2点、p.25下段左）／吉田源之丞老舗（p.25上および中段3点・下段右）
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銅
器
は
錆さ
び

を
鑑
賞
す
る
工
芸
と
言
わ
れ
ま
す
。こ
の
場
合
、錆
は
劣
化
で

は
な
く
逆
に
腐
食
さ
せ
な
い
た
め
の
表
面
加
工
。
銅
は
錆
の
種
類
が
豊
富

で
、最
も
発
色
の
変
化
に
富
ん
だ
素
材
な
の
で
す
。
化
学
変
化
で
発
生
す

る
金
属
の
表
情
が
、モ
ノ
へ
の
馴
染
み
や
す
さ
や
愛
し
み
の
情
を
生
む
、奥

深
い
工
芸
で
す
。

慈
嶽
堂
五
具
足
の
色
模
様
は
目
に
馴
染

み
、時
の
重
な
り
も
感
じ
さ
せ
る
味
わ
い

が
あ
り
ま
す
。そ
れ
で
い
て
初
め
て
見
る

よ
う
な
発
色
。
そ
れ
こ
そ
が
、高
岡
銅
器

の
着
色
の
技
で
す
。

　

古
来
よ
り
錫す

ず

と
の
合
金
で
あ
る
青

銅
が
使
わ
れ
、
自
然
に
発
生
す
る
錆
、

緑ろ
く
し
ょ
う

青
の
色
が
そ
の
典
型
で
し
た
。
あ
る

種
の
錆
は
、金
属
の
腐
食
を
防
ぐ
保
護

膜
の
役
目
を
果
た
し
ま
す
。
と
同
時

に
、金
属
器
の
表
情
を
生
み
出
す
手
法

に
も
な
り
ま
す
。
高
岡
銅
器
の
着
色
と

は
、さ
ま
ざ
ま
な
錆︵
酸
化
皮
膜
︶
を
化

学
反
応
で
発
生
さ
せ
る
操
作
の
こ
と

で
、そ
れ
が
伝
統
工
芸
と
し
て
受
け
継

が
れ
て
き
ま
し
た
。
伝
統
的
な
着
色
法

が
い
く
つ
か
あ
り
ま
す
。
製
品
に
大
根

お
ろ
し
を
塗
し
て
硫
酸
銅・
緑
青
の
溶

液
で
煮
る﹁
煮に

い
ろ色

﹂、米
糠
を
塗
っ
て
焼
く

﹁
焼や

き
し
ゅ
う
ど
う
い
ろ

朱
銅
色
﹂、
製
品
を
焼
き
な
が
ら

米
酢
に
鉄
屑
を
入
れ
数
年
寝
か
せ
た
溶

液
を
刷
り
こ
む﹁
鉄お

は
ぐ
ろ漿
﹂、数
種
類
の
薬

品
を
使
い
な
が
ら
、に
わ
か
に
緑
青
を

発
生
さ
せ
る﹁
青せ

い
ど
う
い
ろ

銅
色
﹂│
台
所
に
あ

る
よ
う
な
身
近
な
材
料
は
意
外
で
す

が
、経
験
で
培
わ
れ
た
化
学
で
あ
る
こ

と
を
忍
ば
せ
ま
す
。
家
庭
料
理
の
よ
う

に
各
工
房
や
職
人
に
よ
っ
て
調
合
や
発

色
が
違
い
、時
に
は
門
外
不
出
の
技
と
し

て
継
承
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

　

そ
し
て
今
も
、
折
井
さ
ん
に
よ
っ
て

新
た
な
レ
シ
ピ
が
生
み
出
さ
れ
、こ
れ

ま
で
に
な
い
金
属
の
表
情
が
誕
生
し
て

い
ま
す
。

五ご

ぐ

そ

く

具
足
─
高
岡
銅
器

モ
メ
ン
タ
ム
フ
ァ
ク
ト
リ
ー・O

rii

／
折お

り
い
・
こ
う
じ

井
宏
司

＠
富
山
県
高
岡
市

文
由
閣
の
仏
具

化学を手技で極めるアート

五具足のひとつ、香炉を鉄漿（おはぐろ）で着色する工程。バーナーで焼き加熱しな
がら、米酢に鉄屑を混ぜて寝かせた溶液を刷毛で塗ってゆく。茶褐色系の色を
出し、独特の模様が生じる。

焼朱銅色を出す工程。米糠に薬品を添加したものを
塗り、真っ赤になるまで焼く。表面の酸化皮膜を洗い落
とし、研磨すると、赤褐色系の色と模様が生じる。

上写真の鉄漿の工程。 慈嶽堂の五具足。

［写真］淺川敏（p.26下段右、p.27下段右）
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法
要
に
は
欠
か
せ
な
い
け
い
す子
は
、大
き
さ
が
一
尺
以
上
に
も
な
る
と
、さ
ぞ

か
し
重
厚
な
器
に
な
ろ
う
と
思
い
き
や
、意
外
に
も
そ
の
薄
さ
は
三
ミ
リ

の
繊
細
な
も
の
で
し
た
。
そ
れ
も
そ
の
は
ず
。
子
は
ひ
と
つ
の
楽
器
な
の

で
す
。
身
体
を
突
き
抜
け
る
よ
う
な
、澄
ん
で
深
い
音
色
を
出
す
た
め
の

伝
承
の
技
が
あ
り
ま
し
た
。

け

い

す子
─
高
岡
銅
器

シ
マ
タ
ニ
昇

し
ょ
う
り
ゅ
う

龍
工
房
／
島し

ま
た
に
・
よ
し
の
り

谷
好
徳
＠
富
山
県
高
岡
市

文
由
閣
の
仏
具

お
り
ん
の
大
き
な
も
の
を

子
と
言
い

ま
す
が
、そ
の
音
色
に
は
良
し
悪
し
が

あ
り
ま
す
。
子
の
音
は
職
人
の
間
で
、

甲カ
ン

、乙オ
ツ

、聞モ
ン

と
呼
ば
れ
る
三
つ
の
音
色
が

合
成
さ
れ
た
も
の
。
そ
れ
ら
の
波
長
が

ピ
ッ
タ
リ
と
同
調
し
た
と
き
、音
は
身
体

を
突
き
抜
け
、
心
地
良
い
も
の
に
な
り

ま
す
。こ
の
音
色
を
出
す
た
め
に
は
、調

律
が
必
要
と
の
こ
と
。
ピ
ア
ノ
と
同
じ

く
、
子
は
繊
細
な
楽
器
な
の
で
す
。

　

子
の
形
状
は
、叩
き
口
の
と
こ
ろ
だ

け
一
〇
ミ
リ
ほ
ど
に
ぶ
厚
く
、他
は
三
ミ

リ
程
に
薄
い
椀
形
を
し
て
い
ま
す
。
ご
く

単
純
な
形
で
す
が
、三
つ
の
パ
ー
ツ
に
分

け
、そ
れ
ら
を
合
体
し
て
成
形
さ
れ
ま

す
。
素
材
は
、銅
と
亜
鉛
の
合
金
で
あ
る

慈嶽堂の 子。口径1尺3寸のサイズ。

鳴り出し（音の調律工程）。混在する音色を整え、全体として正しく美しく
「鳴る」ように、音を聞いては金槌で叩きながら調整してゆく。

子の仕上げ工程。形を整えた後、さらに厚みを整え仕上げてゆく。

焼き鈍し（なまし）。金属は叩いていると堅くなって
くるが、焼くと柔らかくなり、金槌で叩いて再び
成形しやすくなる。小さいサイズは炉に入れる
が、1尺以上の大きなものはフタをした隙間か
らバーナーの炎を入れて回転させながら焼く。

真し
ん
ち
ゅ
う
鍮
。口
の
部
分
は
厚
い
延
棒
を
鍛た

ん
ぞ
う造
し

て
延
ば
し
、輪
に
し
ま
す
。
胴
は
長
方
形

の
薄
い
板
を
さ
ら
に
叩
き
延
ば
し
て
こ
れ

も
輪
に
し
ま
す
。
底
は
薄
い
金
属
円
盤

を
延
ば
し
て
皿
状
に
。
三
つ
を
本
体
と
同

じ
金
属
で
溶
接
し
て
、原
形
が
で
き
あ

が
り
。こ
れ
を
何
度
も
叩
き
厚
さ
と
形

を
整
え
ま
す
が
、金
属
は
叩
く
と
堅
く

な
っ
て
く
る
の
で
、そ
の
都
度
、焼
き
鈍な

ま

し

て
柔
ら
か
く
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

最
後
に
調
律
を
行
な
い
ま
す
が
正
し
い

音
色
を
覚
え
る
の
に
一
〇
年
は
か
か
る
と

言
わ
れ
て
い
ま
す
。
現
在
調
律
が
で
き
る

職
人
は
片
手
で
数
え
ら
れ
る
ほ
ど
と
の

こ
と
。こ
の
先
も
ず
っ
と
、技
術
が
伝
承
さ

れ
る
こ
と
を
願
う
工
芸
の
ひ
と
つ
で
す
。

銅
器
を

楽
器
に

進
化
さ
せ
る



下
地
が
し
っ
か
り
し
て
い
て
丈
夫
で
剥
げ
に
く
い
。
修
理
も
効
く
。
そ
う
し
て
広
く
知
ら
れ
て
き
た
輪

島
塗
は
日
本
の
代
表
的
な
漆
工
芸
で
す
。
お
椀
や
膳
な
ど
器
の
銘
品
が
店
先
を
彩
っ
て
い
ま
す
が
、

こ
こ
で
は
そ
の
ス
ケ
ー
ル
を
は
る
か
に
超
え
て
、仏
像
の
厨
子
や
、部
屋
を
包
ん
で
し
ま
う
ほ
ど
の
大

き
な
位
牌
壇
と
し
て
実
現
し
ま
し
た
。こ
れ
ほ
ど
の
ス
ケ
ー
ル
の
輪
島
塗
は
、か
つ
て
つ
く
ら
れ
た
こ
と

が
あ
り
ま
せ
ん
。
輪
島
塗
の
最
高
技
術
が
注
が
れ
た
漆
工
芸
の
挑
戦
と
い
え
る
作
品
で
す
。

仏
像
厨ず

し子
・
位い

は
い
だ
ん

牌
壇
─
輪
島
塗

輪わ

じ

ま

や

ぜ

ん

に

島
屋
善
仁
＠
石
川
県
輪
島
市

文
由
閣
の
厨
子
・
位
牌
壇

龍樹堂位牌壇。

慈嶽堂の厨子の基壇（部分）。

慈嶽堂の阿弥陀如来像と須弥壇、厨子。

龍樹堂全景。

龍樹堂前室と来場者を迎える地蔵菩薩。

位牌壇端部。

［写真］淺川敏（p.28上および右列2点・左列下2点）／山城大督（p.29左列下2点）
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文
由
閣
で
は
、位
牌
壇
と
仏
像
の
厨
子
に
漆
塗
り
が
施

さ
れ
ま
し
た
。
輪
島
塗
で
す
。
龍
樹
堂
は
こ
の
位
牌
壇

に
丸
く
囲
ま
れ
た
部
屋
。
普
段
は
手
の
ひ
ら
の
上
の
器

か
ら
感
じ
る
漆
の
存
在
感
が
、こ
こ
で
は
空
間
い
っ
ぱ
い

に
広
が
っ
て
い
ま
す
。
漆
の
麗
し
さ
、瑞
々
し
さ
に
身
体

ご
と
包
ま
れ
る
の
で
す
。

　

輪
島
塗
は
、
堅
牢
な
下
地
づ
く
り
で
有
名
で
す
。

木き

じ地
に
布
着
せ
し
て
補
強
し
形
を
整
え
て
後
、珪
藻
土

を
焼
成
し
た﹁
地じ

の
粉こ

﹂を
混
ぜ
た
生
漆
を
下
地
付
け

す
る
こ
と
三
度
。
塗
っ
て
、乾
燥
さ
せ
て
、砥
石
で
研
ぐ
。

こ
の
工
程
が
繰
り
返
さ
れ
ま
す
。
さ
ら
に
下
地
を
堅
く

固
め
る
た
め
の
中
塗
り
、上
塗
り
へ
進
み
ま
す
が
、再
び

塗
り
、乾
燥
、研
ぎ
が
繰
り
返
さ
れ
て
ゆ
き
ま
す
。
塗
り

の
回
数
は
二
〇
～
三
〇
数
回
。
工
程
の
多
さ
も
輪
島
塗

の
特
徴
で
す
。

　

器
の
ス
ケ
ー
ル
を
超
え
た
大
作
に
は
高
度
な
技
術
が

注
が
れ
ま
し
た
。
厨
子
の
製
作
で
は
、屋
根
、特
に
棟
の

柔
ら
か
な
曲
線︵
屋
根
面
ど
う
し
の
境
︶は
一
回
の
研
ぎ
で

ラ
イ
ン
が
変
わ
る
ほ
ど
微
妙
な
手
技
が
求
め
ら
れ
ま

す
。一
方
、位
牌
壇
の
木
地︵
木
製
本
体
︶は
、成
形
合
板
の

﹁
熟
練
技
術
﹂と
切
削
機
械
の﹁
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
技
術
﹂の

両
方
が
無
け
れ
ば
製
作
で
き
な
か
っ
た
と
の
こ
と
。
伝

統
工
芸
の
進
化
の
賜
物
で
す
。
円
形
の
位
牌
壇
は
六
〇

パ
ー
ツ
に
分
割
さ
れ
ま
し
た
が
、そ
の
連
結
と
納
ま
り
の

詳
細
設
計
は
何
度
も
繰
り
返
さ
れ
ま
し
た
。
広
く
し
か

も
カ
ー
ブ
し
た
面
を
均
一
に
下
地
付
け
す
る
に
は
熟
練

が
必
要
で
す
。
研
い
で
形
を
整
え
る
の
で
す
が
、各
段

の
高
さ
を
揃
え
、角
を
仕
上
げ
る
の
は
容
易
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
上
塗
り
に
至
っ
て
は
、こ
の
広
い
面
で
溜
ま
り

や
ム
ラ
を
つ
く
ら
ず
、漆
の
麗
し
い
質
感
を
残
す
刷
毛
さ

ば
き
が
で
き
る
職
人
は
限
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
輪
島

塗
は
、前
の
工
程
が
後
の
工
程
の
質
を
左
右
す
る
連
携

技
。
そ
の
流
れ
を
高
度
に
監
修
で
き
る
工
房
も
、今
や

数
え
る
ほ
ど
と
言
わ
れ
ま
す
。
日
本
の
伝
統
工
芸
の
最

先
端
の
姿
が
こ
こ
に
あ
り
ま
し
た
。

慈嶽堂経机パーツの上塗り工程。

ひな壇見付け部分の地研ぎの工程。

鳥の羽の軸でできた「フシ上げ棒」で微細なゴミ
を取る。

朱漆（ベンガラ系）による中塗りの工程。

輪
島
塗
史
上
最
大
級
。

器
の
技
術
が
次
世
代
の
空
間
を
生
み
出
す
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近
代
以
来
、そ
の
品
質
が
世
界
的
に
再
評
価
さ
れ
た
和
紙
の
技
術
が
活

か
さ
れ
ま
す
。
伝
統
工
芸
で
あ
り
な
が
ら
、進
化
を
続
け
る
紙
漉
き
が
、

今
回
新
し
い
紙
の
相
、質
感
や
模
様
を
見
い
だ
し
ま
し
た
。
そ
れ
は
、楮こ
う
ぞの

繊
維
が
現
あ
ら
わ

し
に
な
っ
て
い
る
、荒
々
し
い
風
合
い
。
天
然
素
材
の
生
命
力
、

活
き
活
き
と
し
た
力
を
感
じ
さ
せ
る
和
紙
で
す
。

紙漉き／2人がかりで漉く。

文由閣カウンター什器前板の和紙。新しい風合いが生まれた。

文由閣1階カウンター。

へぐり／外側の黒皮、甘皮（緑色の部分）を削ぐ。

晒し／一日流水に晒し、アクを取る。

ちり取り／異物や繊維のキズを取り除く。

打解・ほぐし／機械で打ち、ほぐす。

乾燥／天日干し。

文
由
閣
一
階
カ
ウ
ン
タ
ー
の
前
板
に
は

和
紙
が
張
ら
れ
ま
し
た
。
楮
の
繊
維
が

残
さ
れ
て
、独
特
な
模
様
が
浮
き
出
た

荒
々
し
い
風
合
い
。
今
回
の
た
め
に
つ
く

ら
れ
た
、オ
リ
ジ
ナ
ル
の
紙
の
景
色
で

す
。
白
い
紙
な
が
ら
、建
物
の
迫
力
に
負

け
な
い
存
在
感
を
放
ち
ま
す
。
耐
久
性

が
高
い
の
で
、長
く
使
っ
て
風
合
い
の
変

化
を
楽
し
む
も
の
で
も
あ
り
ま
す
。

　

和
紙
産
地
の
ひ
と
つ
高
知
で
修
行

し
、
地
元
唐
津
で
製
作
す
る
前
田
さ

ん
の
手
づ
く
り
和
紙
で
す
。
楮
の
若

木
を
刈
り
取
り
、そ
の
皮
を
使
い
ま
す

が
、簀す

で
漉す

く
ま
で
の
原
料
の
準
備
が

作
業
時
間
の
ほ
と
ん
ど
と
言
い
ま
す
。

皮
を
へ
ぐ
り︵
甘
皮
を
取
る
︶、
煮
て
、
流

水
に
晒
し
て
ア
ク
抜
き
。
乾
か
ぬ
う
ち

に
塵
や
異
物
を
取
る
の
で
す
が
、こ
こ

が
一
番
根
気
の
い
る
仕
事
。
綺
麗
に
な
っ

た
原
料
を
、
叩
い
て
繊
維
を
ほ
ぐ
し
ま

す
。
ほ
ぐ
し
の
程
度
で
繊
維
の
残
り
具

合
や
風
合
い
が
変
わ
る
の
で
す
。﹁
紙

漉
き
は
料
理
と
一
緒
。
ど
う
い
う
下
処

理
を
す
る
か
で
、
出
来
ば
え
が
違
っ
て

き
ま
す
。﹂

　

今
回
は
二
六
六
〇
×
一
二
七
〇
ミ
リ

の
巨
大
な
和
紙
が
つ
く
ら
れ
ま
し
た
。

紙
を
漉
く
簀す

げ
た桁

も
当
然
そ
の
大
き
さ
で

す
。こ
れ
を
い
か
に
ム
ラ
な
く
漉
き
上
げ

る
か
。
新
し
い
こ
と
に
挑
む
の
が
前
田
さ

ん
の
姿
勢
。﹁
紙
漉
思
考
室
﹂の
由
来
も

そ
こ
か
ら
来
た
と
言
い
ま
す
。

什じ
ゅ
う
き器

前ま
え
い
た板

─
和
紙

紙か
み
す
き
し
こ
う
し
つ

漉
思
考
室
／
前ま

え
だ
・
た
か
は
る

田
崇
治
＠
佐
賀
県
唐
津
市

文
由
閣
の
内
装

新
し
い
紙
の

風
合
い
を
つ
く
る

［写真］淺川敏（p.30右列2点）
紙漉思考室（p.30上および左列下4点）

前崎成一（p.30左列上）



曹
洞
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萬
亀
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東
長
寺﹁
結
の
会
﹂
発
足
並
び
に﹁
文
由
閣
﹂
建
立
記
念

［開催概要］
会期：2015年7月11日［土］─ 10月12日［月・祝］│開館日：毎週月・金・土・日│特別開館：7/14［火］─ 16［木］、9 /22［火・祝］─ 24［木］
休館日：毎週火・水・木、8/14［金］─ 17［月］│会場：東長寺文化局P3（ピースリー）│時間：11:00 –17:00 ＊金曜日および夜イベント開催時は19:00までオープン

料金：無料│主催：東長寺│企画制作・イベント予約・お問い合わせ：東長寺文化局P3（ピースリー）│TEL: 03 -3353 -6866│E-mail: joho@p3.org

 ﹃
回え

こ

う向

│
つ
な
が
る
縁
起
﹄
展

靖国通り
東長寺

檀信徒会館
「文由閣」

外苑西通り

東長寺文化局P3

　

文
由
閣
建
立
を
記
念
し
、東
長
寺
の
新
た
な
活
動
指
針
回え
こ
う向
を
テ
ー
マ
に
、東
長
寺
文
化
局
P
3︵
ピ
ー
ス
リ
ー
︶に
て
展

覧
会
を
開
催
致
し
ま
す
。
心
を
響
か
せ
る
表
現
を
介
し
て
、東
長
寺
の
思
想
と
諸
活
動
を
ご
体
感
い
た
だ
く
、文
化
活
動
の

新
た
な
試
み
で
す
。
三
カ
月
に
わ
た
り
、多
彩
な
表
現
者・
研
究
者
が
集
い
、作
品
展
示
、ト
ー
ク
、音
楽
コ
ン
サ
ー
ト
、ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
な
ど
の
五
感
で
楽
し
む
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
展
開
致
し
ま
す
。
お
誘
い
合
わ
せ
の
上
、ぜ
ひ
ご
参
加
下
さ
い
。

＊
内
容
の
詳
細
、各
イ
ベ
ン
ト︵
事
前
予
約
制
︶の
開
催
日
・
申
し
込
み
方
法
な
ど
は
、同
封
の
チ
ラ
シ
を
ご
覧
下
さ
い
。

東長寺より徒歩1分。
向かいのアネックスビル1F。
詳しくは左の地図を

ご参照下さい。

［開催記念レセプション］
日時：2015年7月11日［土］17:00 –19:00
会場：東長寺文化局P3（ピースリー）
御挨拶：瀧澤遥風（曹洞宗萬亀山東長寺住職）、
芹沢高志（P3統括ディレクター）、インゴ・ギュンターほか
ライブ：川村亘平斎・濱元智行 from 滞空時間
（バリガムラン・影絵）

﹇
作
品
展
示
﹈

イ
ン
ゴ・
ギ
ュ
ン
タ
ー
氏
に
よ
る
光
の
作
品﹁Seeing Beyond the Buddha

︵
佛
陀
の
向
こ
う
に
観
る
︶﹂を
は
じ
め
、映
像
表
現
や
竹
細
工
の
技
巧
を
活
か
し
た

模
型
な
ど
を
通
し
て
、東
長
寺
の
思
想
に
触
れ
て
頂
き
ま
す
。

イ
ン
ゴ・
ギ
ュ
ン
タ
ー︵
美
術
家
︶、山
城
大
督︵
美
術
家
・
映
像
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
︶、大
橋

重
臣︵
別
府
竹
細
工 

伝
統
工
芸
士
︶、松
野
勉︵
建
築
家
︶、オ
ノ・ヨ
ー
コ︵
美
術
家
︶ほ
か

﹇
コ
ン
サ
ー
ト
﹈

普
段
は
読
経
が
響
き
わ
た
る
本
堂
に
三
組
の
音
楽
家
が
音
を
響
か
せ
ま

す
。
バ
リ
ガ
ム
ラ
ン
と
能
の
共
演
、民
族
音
楽
か
ら
発
想
さ
れ
た
参
加
型
コ
ン

サ
ー
ト
、そ
し
て
先
端
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
に
よ
る
音
響
空
間
。
過
去・
現
在・
未
来

が
交
錯
す
る
濃
密
な
三
夜
を
ご
体
感
頂
き
ま
す
。

青
柳
拓
次︵
音
楽
家
︶、evala

︵
音
楽
家・
サ
ウ
ン
ド
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
︶、ウ
ロ
ツ
テ
ノ
ヤ
子

︵
バ
リ
ガ
ム
ラ
ン
︶＋
津
村
禮
次
郎︵
観
世
流
能
楽
師
︶

﹇
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
﹈

文
由
閣
の
仏
具
や
装
飾
に
刻
ま
れ
た
伝
統
工
芸
家
の﹁
手
仕
事
の
記
憶
﹂。

か
つ
て
あ
っ
た
紅
葉
川
や
畦
の
風
景
な
ど
、植
栽
計
画
の
も
と
に
な
っ
た﹁
土
地

の
記
憶
﹂。
文
由
閣
に
ち
な
ん
だ
二
つ
の
記
憶
に
、実
際
に
手
を
動
か
し
、身
体

を
動
か
し
て
触
れ
る
ワ
ー
ク
シ
ョッ
プ
で
す
。

大
橋
重
臣︵
別
府
竹
細
工 

伝
統
工
芸
士
︶、杉
浦
貴
美
子︵
ラ
イ
タ
ー・
写
真
家
︶

﹇
ト
ー
ク
﹈

古
来
よ
り
先
人
の
足
跡
、受
け
渡
さ
れ
て
き
た
知
恵
が
、私
た
ち
の
生
き
る
力

と
な
っ
て
き
ま
し
た
。
次
代
の
創
造
に
取
り
組
む
美
術
家
、研
究
者
、写
真
家

た
ち
を
迎
え
、彼
ら
の
編
ん
だ﹁
記
憶
の
物
語
﹂に
耳
を
傾
け
ま
す
。
蔡
國
強

︵
美
術
家
︶、蜂
谷
宗
苾︵
志
野
流
香
道 

二
十
一
世
家
元
継
承
者
︶、高
梨
直
紘︵
東
京
大

学
特
任
准
教
授
・
天
文
学
普
及
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト﹁
天
プ
ラ
﹂
代
表
︶、石
川
直
樹︵
写
真
家
︶

©
写
真
：
新
津
保
建
秀
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尊
厳
あ
る
死
と
両
墓
制
─
井
上
治
代
［
東
洋
大
学
教
授
］

　

戦
後
の
東
京
に
生
ま
れ
た
私
に
と
っ
て
、高
度
経
済
成
長
を
肌
で
感
じ
た

こ
と
と
い
え
ば
、小
学
校
へ
通
う
途
中
の
田
ん
ぼ
が
す
べ
て
団
地
に
代
わ
っ
た

こ
と
だ
。
す
ぐ
さ
ま
分
校
が
で
き
、そ
れ
も
ま
た
あ
っ
と
い
う
間
に
独
立
し
た

小
学
校
に
な
っ
た
。
若
者
の
人
口
移
動
は
す
さ
ま
じ
い
数
だ
っ
た
の
だ
な
あ
と
、

今
思
え
ば
感
慨
深
い
も
の
が
あ
る
。

　

戦
後
の
高
度
経
済
成
長
期
に
農
村
か
ら
都
会
へ
仕
事
を
求
め
て
移
動

し
、結
婚
し
て
核
家
族
を
つ
く
っ
た
人
た
ち
が
高
齢
期
に
さ
し
か
か
っ
た
の
が

一
九
九
〇
年
ご
ろ
。
そ
の
こ
ろ
浮
上
し
た
問
題
は
、
故
郷
の
墓
を
ど
う
す
る

か
、墓
を
継
ぐ
子
ど
も
が
い
な
い
、な
ど
で
あ
る
。
そ
こ
で
私
は
一
九
九
一
年
に

﹁
現
代
版
・
両
墓
制
﹂と
い
う
シ
ス
テ
ム
を
提
唱
し
た︵
一
九
九
一
年
七
月
二
六
日 

読
売
新
聞
掲
載
︶。
遺
体
を
埋
葬
す
る﹁
埋
め
墓
﹂と
、死
者
の
霊
を
祀
る﹁
参

り
墓
﹂の
二
つ
の
墓
を
も
つ
両
墓
制
が
、現
代
の
墓
問
題
を
救
う
と
考
え
た
か

ら
だ
。つ
ま
り
、親
の
遺
骨
は
慣
れ
親
し
ん
だ
故
郷
の
墓
に
埋
め
る
が
、一
方

で
、子
ど
も
や
孫
世
代
の
た
め
に
墓
参
が
容
易
に
で
き
る
よ
う
、都
会
に
参
り

墓
を
も
つ
と
い
う
形
態
で
あ
る
。

　

た
だ
し
そ
の
シ
ス
テ
ム
が
成
り
立
つ
た
め
に
は
、一
人
の
人
間
の
死
後
の
墓

で
あ
る
か
ら
、埋
め
墓
と
参
り
墓
の
運
営
者
間
に
連
携
が
取
れ
て
い
な
け
れ

ば
い
け
な
い
こ
と
や
、墓
の
使
用
料
が
安
価
で
あ
る
こ
と
、継
承
を
前
提
と
し

な
い
墓
で
あ
る
こ
と
が
条
件
と
な
る
。
跡
継
ぎ
が
必
要
だ
っ
た
り
、
檀
家
と

な
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
墓
で
は
、墓
を
二
つ
も
つ
こ
と
が
か
え
っ
て
負
担
と
な

り
、実
現
不
可
能
で
あ
る
か
ら
だ
。

　

こ
の
両
墓
制
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
日
本
人
の
死
生
観
に
つ
い
て
触
れ
て
お

き
た
い
。
私
た
ち
日
本
人
は
、死
者
に
対
し
て
死
後
何
年
に
も
わ
た
っ
て
祭
祀

を
行
な
っ
て
き
た
。
そ
れ
は
な
ぜ
か
。
文
明
国
家
の
も
と
で
生
活
し
て
い
る
私

た
ち
は
、人
間
の
遺
体
の
段
階
的
変
化
を
目
の
当
た
り
に
す
る
こ
と
は
ほ
と

ん
ど
な
い
。
と
こ
ろ
が
大
昔
は
、次
第
に
腐
敗
し
て
い
く
死
者
の
変
化
を
目
に

し
て
い
た
に
違
い
な
い
。
愛
お
し
い
人
が
亡
く
な
っ
て﹁
哀
惜
の
情
﹂を
感
じ
な

が
ら
も
、そ
の
身
体
に
は
す
ぐ
に
も
変
化
が
露
わ
れ
、そ
の
愛
お
し
い
は
ず
の

人
が
恐
ろ
し
く﹁
穢
れ
た
﹂も
の
に
変
化
し
て
い
く
。こ
の
相
容
れ
な
い
二
律
背

反
の
感
情
に
、古
代
の
人
は
ど
う
決
着
を
付
け
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

そ
れ
が﹁
霊
肉
分
離
﹂と
い
う
考
え
で
あ
る
。
肉
体
は
朽
ち
る
が
、人
の
霊

魂
は
遺
体
か
ら
遊
離
す
る
。
さ
ら
に
死
ん
で
間
も
な
い
霊
魂
は
、不
安
定
で

荒
ぶ
れ
て
い
る
が
、そ
れ
を
子
孫
が
長
期
に
わ
た
っ
て
祭
祀
す
る
こ
と︵
年
忌
が

こ
れ
に
あ
た
る
︶に
よ
っ
て
、死
霊
は
子
孫
を
加
護
す
る
よ
う
な
祖
霊
に
昇
華
す

る
と
考
え
、こ
れ
を
祖
霊
信
仰
と
い
う
。こ
の
祖
霊
信
仰
を
下
地
に
、仏
教
に

よ
る
意
味
づ
け
に
よ
っ
て
今
日
の
私
た
ち
が
行
な
っ
て
い
る
葬
祭
儀
礼
が
形
づ

く
ら
れ
て
い
っ
た
。
こ
の
霊
肉
分
離
の
考
え
を
裏
付
け
る
も
の
と
し
て﹁
両
墓

制
﹂が
あ
る
。
両
墓
制
は
近
畿
地
方
を
中
心
に
広
が
り
、今
で
も
残
っ
て
い
る

地
域
が
あ
る
。

　

近
年
、故
郷
に
あ
る
墓
を
た
た
ん
で
、子
世
代
の
居
住
地
近
く
に
墓
を
引
っ

越
し
て
く
る
改
葬
も
増
え
て
い
る
が
、生
ま
れ
育
っ
た
と
こ
ろ
に
死
後
も
眠
り

た
い
と
い
う
人
も
多
い
。
尊
厳
あ
る
死
と
葬
送
の
実
現
の
た
め
に
は
、現
代
版・

両
墓
制
は
、﹁
自
分
ら
し
い
葬
送
を
生
前
に
準
備
す
る
﹂
時
代
に
ふ
さ
わ
し
い

選
択
肢
の
一
つ
と
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。

いのうえ・はるよ
東洋大学教授・社会学博士。尊厳ある死と葬送の実現を目指して活動する認定NPO法人エンディングセンター理事長。エンディング
デザイン研究所代表。主な著書に『最期まで自分らしく』（毎日新聞社）､『墓をめぐる家族論』（平凡社）、『新・遺言ノート』（KKベストセラーズ）、『墓
と家族の変容』（岩波書店）､『子の世話にならずに死にたい』（講談社）、『より良く死ぬ日のために』（イースト・プレス）、『桜葬』（三省堂）ほか多数。



新
し
い
技
術
と
寺
院
建
築
─
五
十
嵐
太
郎
［
東
北
大
学
教
授
］

　

歴
史
を
振
り
返
る
と
、そ
も
そ
も
日
本
に
お
い
て
寺
院
建
築
は
、最
新
の
テ

ク
ノ
ロ
ジ
ー
と
と
も
に
導
入
さ
れ
た
。
六
世
紀
に
仏
教
が
伝
来
し
、七
世
紀
の

法
隆
寺
は
五
重
塔
を
出
現
さ
せ
た
が
、当
時
の
街
並
み
か
ら
す
れ
ば
、驚
く
べ

き
高
層
建
築
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
中
世
に
禅
宗
が
も
た
ら
さ
れ
る
と
、

設
計
手
法
と
と
も
に
禅
宗
様
の
建
築
が
広
が
っ
た
。
そ
し
て
奈
良
の
東
大
寺

は
、中
国
か
ら
新
し
い
建
築
の
構
法
と
し
て
大
仏
様
を
採
用
す
る
こ
と
で
、巨

大
な
空
間
を
実
現
し
、南
大
門
に
そ
の
威
容
が
残
る
。
神
社
建
築
が
変
わ
ら

な
い
こ
と
を
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
し
た
の
に
対
し
、近
代
以
降
も
寺
院
建
築

は
積
極
的
に
変
化
を
受
け
入
れ
た
。
伊い

と
う
・
ち
ゅ
う
た

東
忠
太［
1
］は
、た
と
え
燃
え
や
す

く
て
も
、神
社
は
木
造
で
あ
る
べ
き
だ
と
論
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
な
お
、彼
は

イ
ン
ド
様
式
の
築
地
本
願
寺︵
一
九
三
四
年
︶を
設
計
し
て
い
る
。
仏
教
の
起
源

を
さ
か
の
ぼ
っ
て
、イ
ン
ド
の
思
想
や
デ
ザ
イ
ン
を
精
密
に
研
究
す
る
と
い
う

姿
勢
自
体
、近
代
な
ら
で
は
の
発
想
と
言
え
る
。

　

神
社
と
は
対
照
的
に
、大
正
時
代
や
昭
和
の
初
期
、寺
院
は
耐
火
耐
震
の

建
築
に
進
化
す
べ
き
と
い
う
論
客
が
現
れ
た
。
た
と
え
ば
、幸
田
露
伴
は
社

会
が
変
わ
る
と
、畳
敷
き
が
減
り
、腰
掛
け
式
が
増
え
る
と
述
べ
て
い
る
。
ま

た
興
味
深
い
の
は
、当
時
、公
共
施
設
と
い
う
概
念
が
寺
院
建
築
に
重
ね
合
わ

せ
ら
れ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
現
代
日
本
の
寺
院
に
つ
い
て
は
、建
築
史
家
の
横
山

秀
哉﹃
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
寺
院
建
築
﹄︵
一
九
七
七
年
︶の
ほ
か
、石
田
陽あ
き
よ
し是
や

丸
井
堂た

か
つ
ぐ嗣
ら
の
研
究
が
あ
る
。こ
れ
ら
に
よ
れ
ば
、コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
場
合
、

二
〇
世
紀
の
半
ば
に
は
陸
屋
根
と
伝
統
型
の
事
例
が
拮
抗
し
て
い
た
。
ま
た

一
九
八
〇
年
代
の
後
半
か
ら
、コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
建
設
数
が
木
造
を
上
回
る

よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
不
燃
化
、建
設
の
現
代
化
と
合
理
化
、デ
ザ
イ
ン
の
多

様
性
が
進
ん
だ
か
ら
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、寺
院
建
築
は
、保
守
的
な
神

社
と
違
い
、新
し
い
素
材
を
用
い
な
が
ら
、伝
統
的
な
表
現
を
模
索
し
て
い
る
。

　

す
で
に
半
世
紀
以
上
の
歴
史
を
も
ち
、コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
寺
院
も
新
し
い

伝
統
と
し
て
国
指
定
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。
建
築
家
に
よ
る
前

衛
的
な
デ
ザ
イ
ン
も
少
な
く
な
い
。い
く
つ
か
紹
介
し
よ
う
。
愛
知
県
で
は
、

山や
ま
さ
き
・
や
す
た
か

崎
泰
孝
の
善
光
寺
別
院
願
王
寺︵
一
九
七
六
年
︶は
鉄
骨
造
の
大
屋
根
が

木
造
を
包
む
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
な
空
間
、吉よ

し
む
ら
・
ひ
で
た
か

村
英
孝
の
西
光
寺
本
堂︵
二
〇
〇
五

年
︶は
積
み
木
の
よ
う
な
外
観
と
明
る
い
内
部
空
間
が
特
徴
で
あ
り
、間
宮

晨し
ん
い
ち

一
千
に
よ
る
笠
寺
の
真
光
寺
は
、抽
象
化
さ
れ
た
R
C
造
の
山
門
か
ら
続

く
ガ
ラ
ス
の
ス
リ
ッ
ト
が
建
物
を
切
断
し
、上
か
ら
光
が
注
ぐ
。
竹
た
け
や
ま
・
せ
い

山
聖
の
新

宿
瑠
璃
光
院
白
蓮
華
堂︵
二
〇
一
四
年
︶は
丸
み
を
お
び
た
大
き
な
オ
ブ
ジ
ェ
の

よ
う
だ
。
玉

た
ま
き
・
じ
ゅ
ん

置
順
が
手
が
け
た
深
川
不
動
堂︵
二
〇
一
〇
年
︶は
、ダ
イ
ナ
ミ
ッ

ク
な
イ
ベ
ン
ト
の
舞
台
を
も
つ
。
宮

み
や
も
と
・
か
つ
ひ
ろ

本
佳
明
の
澄
心
寺
の
庫
裏︵
二
〇
〇
九
年
︶

は
、シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
大
屋
根
が
特
徴
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も

な
く
、東
長
寺
の
檀
信
徒
会
館・
文
由
閣
も
、環
境
、構
造
、デ
ザ
イ
ン
と
い
う

各
分
野
か
ら
現
代
の
叡
智
を
集
結
さ
せ
た
新
し
い
建
築
だ
。
寺
院
建
築
は
た

ん
に
過
去
を
見
せ
る
博
物
館
で
は
な
い
。
木
造
の
時
代
に
完
成
し
た
造
形
に

と
ど
ま
ら
ず
、今
な
お
建
築
の
可
能
性
を
追
求
し
て
い
る
の
は
、ま
さ
に
宗
教

が
現
代
に
生
き
て
い
る
か
ら
だ
ろ
う
。

1
│
建
築
家
・
建
築
史
家
。
平
安
神
宮
、
築
地
本
願
寺
、
湯
島
聖
堂
な
ど
神
宮
や
仏
教
関
係
の
設
計
を
数
多
く
手
掛
け

た
他
、
法
隆
寺
が
日
本
最
古
の
寺
院
建
築
で
あ
る
こ
と
を
学
問
的
に
示
し
、
日
本
建
築
史
を
創
始
し
た
理
論
家
と
し
て
も

知
ら
れ
る
。1
9
5
4
年
没
。

いがらし・たろう
建築史・建築批評家。1967年生まれ。1992年、東京大学大学院修士課程修了。博士（工学）。現在、東北大学教授。あいちトリエンナーレ
2013芸術監督、第11回ヴェネチア・ビエンナーレ建築展日本館コミッショナーを務める。第64回芸術選奨文部科学大臣新人賞を受賞。『現
代日本建築家列伝』（河出書房新社）、『被災地を歩きながら考えたこと』（みすず書房）ほか著書多数。



山
内
行
持
／
イ
ベ
ン
ト
お
よ
び
教
室
の
ご
案
内︵
平
成
二
十
七
年
七
月
│
九
月
︶

フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル

0
1
2
0
│
3
3
5
│
8
5
0
は

昨
年
末
に
て
停
止
致
し
ま
し
た
。

ご
了
承
く
だ
さ
い
。

縁
の
会
─
新
盆
回
向
の
ご
案
内

故
人
が
亡
く
な
ら
れ
て
、最
初
に
迎
え
る
お
盆
が
新
盆
で
す
。
亡
く
な
ら
れ
て
か
ら
初
め
て
、故

人
が
ご
家
族
の
も
と
へ
帰
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
期
間
で
す
の
で
、多
く
の
方
が
こ
の
新
盆
を
一
周
忌

と
同
じ
よ
う
に
大
切
に
さ
れ
て
い
ま
す
。
ご
自
宅
で
精
霊
棚
を
用
意
す
る
の
は
難
し
く
な
り
ま

し
た
の
で
、代
わ
っ
て
お
寺
で
お
迎
え
し
、故
人
を
ご
供
養
致
し
ま
す
。
当
山
で
の
回
向
の
後
、故

人
と
と
も
に
ご
自
宅
へ
お
帰
り
に
な
り
お
盆
を
お
過
ご
し
下
さ
い
。
本
年
度
の
新
盆
の
ご
回
向

は
、左
記
の
日
程
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
ご
希
望
の
方
は
、お
電
話
に
て
お
申
し
込
み
下
さ
い
。

● 

日
　
程
：
7
月
9
日﹇
木
﹈・
10
日﹇
金
﹈・
11
日﹇
土
﹈・
12
日﹇
日
﹈

● 

時
　
間
：
各
日
と
も
午
前
10
時
～
午
後
3
時
半  

※
30
分
単
位
で
お
受
け
致
し
ま
す
。

● 

お
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ︵
午
前
9
時
│

午
後
5
時
︶

 

縁
の
会
事
務
局
：
0
3
│

3
3
5
3
│

6
8
7
4

お
盆
・
棚
経
の
ご
案
内

│
ご
自
宅
で
お
盆
供
養
し
ま
せ
ん
か

7
月
13
日
は
、迎
え
火
を
焚
い
て
、先
に
逝
っ
た
方
や
、先
祖
を
自
宅
に
迎
え
る
日
で
す
。
盆
棚

に
は
マ
コ
モ
の
筵

む
し
ろ
を
敷
き
、お
位
牌
の
前
に
は
、新
鮮
な
季
節
の
野
菜
や
果
物
な
ど
や
、ナ
ス
や

キ
ュ
ウ
リ
で
牛
や
馬
を
つ
く
っ
て
お
供
え
し
ま
す
。
そ
し
て
、菩
提
寺
の
和
尚
さ
ん
に
来
て
頂
き
、

お
盆
の
お
経
を
お
願
い
し
ま
す
。
お
供
え
し
た
食
物
と
同
じ
も
の
を
食
べ
な
が
ら
、16
日
の
送

り
火
ま
で
の
間
、先
に
逝
っ
た
方
た
ち
と
時
間
を
過
ご
す
⋮
⋮
。
古
く
か
ら
伝
わ
る
お
盆
の

ご
供
養
で
す
。
僧
侶
を
招
い
て
、自
宅
で
の
お
盆
供
養
を
い
と
な
み
た
い
方
は
、お
電
話
で
お
申

し
込
み
下
さ
い
。
時
間
調
整
の
上
、お
伺
い
致
し
ま
す
。
な
お
、8
月
10
日［
月
］～
17
日［
月
］の

﹁
月
遅
れ
の
お
盆
﹂
期
間
は
お
伺
い
で
き
ま
せ
ん
。
詳
細
は
、寺
務
所
ま
で
お
願
い
致
し
ま
す
。

● 

お
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ︵
午
前
9
時
│

午
後
5
時
︶

 

東
長
寺
寺
務
局
：
0
3
│

3
3
4
1
│

9
7
4
6

仏
教
文
化
講
座

元
旦
を
除
く
毎
月
1
日
は
、羅
漢
堂
に
て
左
記
の
要
領
に
て
仏
教
文
化
講
座
を
開
設
し
て
い
ま
す
。

檀
信
徒
の
み
な
ら
ず
、広
く
一
般
の
方
に
も
参
加
し
て
い
た
だ
け
ま
す
の
で
、お
誘
い
合
わ
せ
の
上
ご
来
山
下
さ
い
。
な
お
、参
加
費
は
無
料
で
す
。

● 

毎
月
1
日   

開
場
：
午
後
4
時
半
／

開
講
：
午
後
5
時

● 

8
月
1
日﹇
土
﹈ 

﹁
高
岡
の
工
芸
に
つ
い
て
﹂ 

島
谷
好
徳［
シ
マ
タ
ニ
昇
龍
工
房
］・
林
口
砂
里［
エ
ピ
フ
ァ
ニ
ー
ワ
ー
ク
ス
代
表
］

● 

9
月
1
日﹇
火
﹈ 

﹁
能
登
の
工
芸
に
つ
い
て
﹂ 

遠
藤 

毅［
建
具
の
遠
藤 

代
表
］・
安
藤
五
十
治［
輪
島
屋
善
仁 

デ
ザ
イ
ン
室
長
］

﹇
山
内
行
持
の
ご
案
内
﹈

﹇
イ
ベ
ン
ト
の
ご
案
内
﹈



坐
禅
会

● 
 

毎
週
土
曜
日 

（
8
月
は
お
休
み
）

● 

時
　
間
：
午
後
6
時
│
午
後
7
時
半

● 

服　

装
：
坐
禅
を
行
な
い
や
す
い
服
装

写
経
会

● 
 

毎
月
第
2
・
第
4
木
曜
日 

（
8
月
は
お
休
み
）

● 

時
　
間
：
午
後
2
時
半
│
午
後
3
時
半

● 

持　

物
：
手
に
な
じ
ん
だ
小
筆
が
あ
れ
ば
ご
持

参
下
さ
い
。

お
経
の
唱
和
と
経
典
講
読
の
会

お
経
の
指
導
と
経
典
講
読
を
し
て
お
り
ま
す
。
今

期
は﹁
修
証
義
﹂を
学
び
ま
し
ょ
う
。
実
生
活
に
照

ら
し
合
わ
せ
な
が
ら
、仏
教
徒
と
し
て
の
生
き
方

を
摸
索
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

● 

毎
月
第
3
金
曜
日

● 

時
　
間
：
午
前
11
時
半
│
午
後
1
時

● 

参
加
費
：
一
、〇
〇
〇
円

● 

会　

場
：
東
長
寺
本
堂

折
り
紙
教
室

● 

講
師
：
湯
浅
信
江
先
生［
お
茶
の
水 

お
り
が
み
会
館
］

● 

7
月
16
日﹇
木
﹈ 

9
月
17
日﹇
木
﹈（
8
月
は
お
休
み
）

● 

時
　
間
：
午
後
2
時
よ
り

● 

受
講
料
：
三
、〇
〇
〇
円［
材
料
費
・
お
茶
代
込
み
］

● 

会　

場
：
カ
フ
ェ
﹁
き
あ
ん
﹂

水
彩
画
同
好
会

● 

7
月
9
日﹇
木
﹈・
27
日﹇
月
﹈

● 

8
月
24
日﹇
月
﹈

● 

9
月
10
日﹇
木
﹈・
28
日﹇
月
﹈

● 

時
　
間
：
午
後
2
時
よ
り

● 

参
加
費
：
一
、〇
〇
〇
円

● 

会　

場
：
カ
フ
ェ
﹁
き
あ
ん
﹂

碁
縁
の
会［
囲
碁
の
会
］

● 

7
月
9
日﹇
木
﹈・
23
日﹇
木
﹈

● 

8
月
13
日﹇
木
﹈・
27
日﹇
木
﹈

● 

9
月
10
日﹇
木
﹈・
24
日﹇
木
﹈

● 

時
　
間
：
午
後
1
時
よ
り

● 

会　

場
：
カ
フ
ェ
﹁
き
あ
ん
﹂

● 

連
絡
先
：

 

0
4
2
│

5
6
3
│

0
6
3
4［
担
当 

貝
］

 

0
4
2
│

4
6
7
│

3
0
8
1［
担
当 

三
橋
］

長
麺
会［
そ
ば
打
ち
同
好
会
］

● 

7
月
27
日﹇
月
﹈・
9
月
28
日﹇
月
﹈ 

 

8
月
は
お
休
み

● 

時
　
間
：
午
前
10
時
よ
り

● 

参
加
費
：
一
、五
〇
〇
円

● 

会　

場
：
東
長
寺
一
階　

食
堂

● 

連
絡
先
：

 

0
4
2
│

5
5
7
│

4
6
3
2［
担
当 

横
山
］

 

0
4
2
│

9
4
2
│

3
9
3
0［
担
当 

舟
木
］

観
世
流
謡
曲
教
室
の
ご
案
内

● 

講
師
：
中
島
志
津
夫
先
生［
観
世
流
能
楽
師
］

● 

7
月
2
日﹇
木
﹈・
9
日﹇
木
﹈

● 

8
月
20
日﹇
木
﹈・
27
日﹇
木
﹈

● 

9
月
10
日﹇
木
﹈・
17
日﹇
木
﹈

● 

時
　
間
：
午
後
1
時
半
よ
り

● 

受
講
料
：
六
、〇
〇
〇
円［
月
毎
］

● 

会　

場
：
書
院
二
の
間

う
た
ご
え
茶
房 ＂
ゆ
り
か
ご
＂

● 

8
月
3
日﹇
月
﹈・
9
月
7
日﹇
月
﹈

 

7
月
は
お
休
み

● 

時
　
間
：
午
後
2
時
よ
り

● 

参
加
費
：
五
〇
〇
円
［
ワ
ン
ド
リ
ン
ク
付
］

● 

会　

場
：
カ
フ
ェ
﹁
き
あ
ん
﹂

仏
教
讃
歌
を
歌
う
会

● 

指
導
：
高
部
さ
ち
先
生
［
藤
原
歌
劇
団
準
団
員・

ボ
イ
ス
ト
レ
ー
ナ
ー
］

● 

毎
月
第
3
金
曜
日

● 

時
　
間
：
午
後
2
時
│
午
後
4
時

● 

参
加
費
：
一
、〇
〇
〇
円

● 
会　

場
：
東
長
寺
本
堂

募
金
活
動
報
告

春
彼
岸
会
チ
ャ
リ
テ
ィ
ー
バ
ザ
ー
の
売
上
げ
は
、

23
万
8
7
5
円
と
な
り
ま
し
た
。
お
買
い
上
げ
い

た
だ
い
た
方
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ス

タ
ッ
フ
の
方
々
や
手
づ
く
り
の
作
品
を
ご
提
供
下

さ
っ
た
方
、寄
付
を
下
さ
っ
た
方
等
々
、多
く
の
皆

さ
ま
の
ご
協
力
に
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　

ま
た
、花
ま
つ
り
の
際
に
は
、ア
ン
サ
ン
ブ
ル・フ

ラ
ッ
シ
ュ
の
メ
ン
バ
ー
、蕎
麦
打
ち
の
会
、三
崎
由
記

子
さ
ん
の
ご
協
力
に
よ
り
、8
万
3
5
0
0
円
の

募
金
が
集
ま
り
ま
し
た
。
お
預
か
り
し
ま
し
た
募

金
の
使
途
に
つ
き
ま
し
て
は
、現
在
、慎
重
に
協
議

を
進
め
て
お
り
ま
す
。
次
号﹃
萬
亀
﹄に
て
ご
報
告

で
き
ま
す
よ
う
努
め
て
参
り
ま
す
。

檀
家
─
護
持
会
総
会
の
ご
報
告

5
月
26
日［
火
］12
時
半
よ
り
東
長
寺
本
堂
に
お
い

て
、本
年
度
護
持
会
総
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

す
で
に
お
檀
家
さ
ま
に
は
会
計
決
算
書
が
届
い
て
い

る
こ
と
と
存
じ
ま
す
が
、平
成
26
年
度
決
算
報
告

並
び
に
平
成
27
年
度
予
算
案
、と
も
に
承
認
さ
れ

ま
し
た
こ
と
を
、こ
こ
に
ご
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

　

住
職
よ
り
、昨
今
の
核
家
族
化
、少
子
化
な
ど

に
因
る
後
継
者
問
題
等
を
ふ
ま
え
、当
山
と
し
ま

し
て
は
、こ
れ
か
ら
の
墓
地
継
承
問
題
に
対
応
し
て

い
け
る
よ
う
考
え
て
い
き
た
い
と
お
話
が
あ
り
ま

し
た
。
ま
た
、恒
例
の
山
門
大
施
食
会
に
も
、多
く

の
檀
信
徒
の
皆
さ
ま
に
ご
焼
香
を
頂
き
ま
し
た
。

 

護
持
会
会
計　

土
屋
之
光

﹇
各
種
教
室
の
ご
案
内
﹈

﹇
ご
報
告
﹈



盂蘭盆会法要

本年度の盂蘭盆会法要は、下記の通り厳修致します。
万障お繰り合わせの上、

御参詣ならびに御焼香下さいますよう御案内申し上げます。

記

7月13日［月］ 10:30 第1座 檀家・縁の会

 11:30 第2座 檀家のみ

 12:30 第3座 檀家・縁の会

 13:30 第4座 檀家・縁の会

 14:30 第5座 檀家・縁の会

   ※本年より第5座までとなりました。

お塔婆のお申し込み
もうすぐお盆です。お盆の合同法要の際には、一週間前までに、手紙、電話、
FAX等にてお申し込み下さい。お申し込みの際には、お亡くなりになった方の
俗名あるいは戒名と、お申し込みになる方（志主）のお名前をお知らせ下さい。

●お申し込み・お問い合わせ（午前9時 ─午後5時）：東長寺寺務局
〒160 -0004 新宿区四谷4 -34│TEL: 03-3341-9746／FAX: 03-3341-2150

曹洞宗 萬亀山 東長寺
160-0004東京都新宿区四谷4 -34
（代　表） 03-3341-9746
（縁の会） 03-3353-6874

（結の会・文由閣） 03-5315-4015
http://www.tochoji.jp
（リニューアルオープンしました）
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