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は
じ
め
に
か
え
て

　
―
「
養
和
」
の
飢
饉
の
大
量
死
―

唐
突
で
申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
が
、
十
二
世
紀
も
終
わ
ろ
う
と
し
て
い
る
、
そ
ん
な
頃
の
京
都
の
町

に
思
い
を
馳
せ
て
い
た
だ
き
た
い
の
で
す
。
ど
ん
な
時
代
か
と
言
い
ま
す
と
、
ま
さ
に
「
平
家
物
語
」

の
時
代
、
平
清
盛
は
病
死
し
、
京
都
の
町
は
、
飢き

き
ん饉

や
疫え

き
び
ょ
う病

、
大
火
、
辻
風
と
、
相
次
ぐ
自
然
災
害

に
見
る
影
も
な
く
荒
れ
果
て
て
い
ま
し
た
。

こ
ん
な
忌い

ま
わ
し
い
時
代
に
区
切
り
を
つ
け
よ
う
と
、
元
号
が
「
養よ

う
わ和

」
と
改
元
さ
れ
ま
し
た
。

し
か
し
、
悲
惨
な
様
相
は
好
転
す
る
気
配
も
な
く
、「
春
、
夏
、
雨
が
全
く
降
ら
な
か
っ
た
と
思
う
と
、

秋
に
は
大
風
や
洪
水
な
ど
、よ
く
な
い
こ
と
が
打
ち
続
き
、五ご

こ
く穀

は
こ
と
ご
と
く
稔み

の

ら
ず
、春
に
耕
し
、

夏
に
植
え
る
営
み
も
空
し
く
、
秋
の
収
穫
は
ま
っ
た
く
望
め
な
い
あ
り
さ
ま
で
す
。
こ
の
た
め
民
は

郷
を
逃
げ
だ
し
、
あ
る
い
は
家
を
捨
て
て
山
に
住
ま
い
す
る
あ
り
さ
ま
。
さ
ま
ざ
ま
の
祈き

と
う祷

、
さ
ま

ざ
ま
な
方
法
が
行
わ
れ
ま
し
た
が
、
よ
く
な
る
兆き

ざ

し
と
て
あ
り
ま
せ
ん
。

京
に
住
む
者
に
と
っ
て
は
、
何
ご
と
に
つ
け
て
も
、
田い

な
か舎

こ
そ
が
頼
み
だ
と
い
う
の
に
、
絶
え
て

上
る
も
の
も
な
け
れ
ば
、
い
つ
ま
で
も
平
気
な
顔
で
い
ら
れ
る
も
の
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
念
じ
る
よ

う
な
思
い
で
、
さ
ま
ざ
ま
の
財
物
を
捨
て
る
よ
う
な
値
で
食
べ
物
に
換
え
よ
う
と
し
ま
す
が
、
そ
れ

と
て
顧
み
る
人
も
な
く
、
た
ま
た
ま
交
換
し
よ
う
と
す
る
者
も
、
金
を
軽
く
し
、
粟あ

わ

を
重
く
す
る
あ

り
さ
ま
。
都
は
今
や
、
路
に
は
乞こ

つ
じ
き食

が
あ
ふ
れ
、
憂
へ
悲
し
む
声
が
そ
こ
か
し
こ
に
充
ち
満
ち
て
お

り
ま
す
。

前
の
年
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
辛
う
じ
て
暮
れ
ま
し
た
。
あ
く
る
年
に
は
立
ち
直
る
か
と
思
っ
て

お
り
ま
し
た
が
、
あ
ま
つ
さ
へ
疫
病
ま
で
発
生
し
、
よ
く
な
る
ど
こ
ろ
か
、
そ
の
惨
状
は
目
も
当
て

ら
れ
ま
せ
ん
。

世
の
人
び
と
は
、
た
だ
飢
え
死
ぬ
の
を
待
つ
ば
か
り
。
か
と
思
う
と
、
笠
を
着
け
、
よ
い
身
な
り

を
し
た
者
が
、
足
を
引
き
ひ
き
、
ひ
た
す
ら
家
ご
と
に
乞
い
歩
く
あ
り
さ
ま
で
す
。

ま
た
道
に
は
、
惚ほ

う

け
た
よ
う
な
人
々
が
、
歩
く
か
と
見
れ
ば
、
す
な
は
ち
倒
れ
、
そ
の
ま
ま
死
ん

で
ま
い
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
し
て
築つ

い
じ地

や
道
の
ほ
と
り
に
は
飢
え
死
ん
だ
人
々
が
捨
て
置
か
れ
、
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数
も
知
れ
ぬ
あ
り
さ
ま
。
取
り
片
づ
け
る
者
と
て
な

く
、
都
に
は
死
臭
が
充
ち
満
ち
、
屍

し
か
ば
ねの

変
り
ゆ
く
さ

ま
は
目
も
当
て
ら
れ
ず
、
ま
し
て
河
原
な
ど
は
、
馬

車
の
行
き
交
う
道
も
な
い
あ
り
さ
ま
で
す
。

こ
れ
は
鴨
長
明
の
「
方
丈
記
」
の
一
節
を
、思
い
っ

き
り
意
訳
し
た
も
の
で
す
が
、
そ
ん
な
京
の
都
を
徘

徊
す
る
異
様
な
僧
侶
の
一
団
が
あ
り
ま
し
た
。
鼻
と

口
を
布
で
覆
い
、
屍
を
見
つ
け
て
は
、
の
ぞ
き
込
む

よ
う
に
、
そ
の
額
に
何
や
ら
文
字
を
書
い
て
お
り
ま

す
。
そ
の
横
で
は
別
の
僧
が
、
そ
の
数
を
記
し
て
い

る
の
で
し
ょ
う
か
、
何
や
ら
記
帳
し
て
い
る
様
子
で

あ
り
、
こ
ん
な
組
み
合
わ
せ
が
、
都
の
あ
ち
ら
こ
ち

ら
に
出
没
し
て
お
り
ま
し
た
。

彼
ら
は
、
仁
和
寺
の
僧
・
隆

り
ゅ
う
ぎ
ょ
う

暁
の
呼
び
か
け
に
立

ち
上
が
っ
た
僧
侶
た
ち
で
、
飢き

が餓
や
疫
病
に
死
ん
で

い
く
人
々
を
哀
れ
み
、
せ
め
て
も
の
供
養
に
と
、
屍

の
額
に
凡ぼ

ん
じ字

の
「
阿あ

」
字
を
記
し
、
仏
と
死
者
と
の

結け
ち
え
ん縁

を
取
り
持
と
う
と
し
た
の
で
す
。

そ
の
回
っ
た
範
囲
は
、「
京
の
う
ち
、
一
条
よ
り

は
南
、
九
条
よ
り
は
北
、
京
極
よ
り
は
西
、
朱
雀
よ

り
は
東
の
路
の
ほ
と
り
」
と
あ
り
ま
す
か
ら
、
京
の

市
街
地
区
域
、「
洛
中
」と
い
う
区
域
に
該
当
し
ま
す
。

現
代
の
地
域
で
言
え
ば
、
北
は
一
条
通
り
（
一
条
戻

り
橋
の
通
り
）
か
ら
南
は
九
条
通
り
（
東
寺
南
側
の

通
り
）
ま
で
の
南
北
約
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
西
は
千

本
通
り
（
Ｊ
Ｒ
山
陰
本
線
二
条
駅
東
側
の
通
り
）
か

ら
東
は
寺
町
通
り
（
寺
町
電
化
店
街
の
通
り
）
ま
で

の
東
西
約
二
・
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
範
囲
を
、
四
月
、

仁和寺五重塔に架けられた「阿」字の額 鴨長明自筆「方丈記」下鴨神社河合社蔵
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五
月
の
二
ヶ
月
間
、
屍

し
か
ば
ねと

格
闘
し
な
が
ら
歩
き
回
っ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

そ
の
「
阿
」
字
を
記
し
た
屍
は
、実
に
「
四
万
二
千
三
百
余
り
」
と
な
り
、中
に
は
腐
乱
し
た
死
骸
や
、

犬
に
喰
わ
れ
た
死
骸
も
あ
る
で
し
ょ
う
し
、
そ
の
死
骸
に
顔
を
寄
せ
、
震
え
る
手
で
そ
の
額
に
筆
を

走
ら
せ
て
い
た
様
子
を
想
像
す
る
だ
け
で
、
鬼
気
迫
る
も
の
を
感
じ
、
身
体
中
の
震
え
が
止
ま
ら
な

く
な
り
ま
す
。

い
き
な
り
凄せ

い
さ
ん惨

な
話
に
な
り
ま
し
た
が
、
敢
え
て
こ
の
時
代
の
記
憶
か
ら
話
を
始
め
ま
し
た
の
は
、

こ
の
時
の
「
大
量
死
」
の
記
憶
が
、
日
本
人
の
「
死
後
の
世
界
観
」
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る

と
思
わ
れ
る
か
ら
な
の
で
す
。

こ
の
同
じ
時
代
に
、「
地
獄
草
子
」
や
「
餓
鬼
草
子
」
が
生
ま
れ
る
の
で
す
が
、
そ
こ
に
描
か
れ
た

お
ぞ
ま
し
い
世
界
は
、
こ
の
養
和
の
飢
饉
の
惨
状
を
写
し
取
っ
た
も
の
で
あ
り
、
死
後
の
世
界
の
お

ぞ
ま
し
い
姿
を
我
々
の
心
に
焼
き
つ
け
て
し
ま
い
ま
し
た
。

と
こ
ろ
で
、
死
後
の
世
界
と
言
っ
て
も
、
死
ん
で
帰
っ
た
人
は
い
な
い
わ
け
で
、
死
後
の
世
界
が

ど
う
か
を
具
体
的
に
知
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
人
間
は
、「
死
」
と
「
生
」
を
線
引
き
す
る
た
め
、

葬
送
の
儀
式
を
考
え
出
し
た
わ
け
で
す
が
、
平
和
な
と
き
は
良
い
の
で
す
が
、
戦
乱
や
自
然
災
害
、

飢
饉
な
ど
の
異
常
事
態
に
直
面
し
た
と
き
、
こ
の
境

界
線
が
崩
れ
て
し
ま
い
ま
い
ま
す
。

人
々
は
、
お
ぞ
ま
し
い
「
死
」
の
様
相
と
直
接
に

対
面
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
。

生
き
て
い
る
人
間
が
、
直
接
に
感
じ
ら
れ
る
「
死

後
」
と
は
、つ
ま
り
は
、死
後
の
変
わ
り
果
て
た
人
々

の
様
子
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

日
本
で
最
初
に
「
死
後
の
世
界
」
を
文
章
化
し
た

の
は
「
古
事
記
」
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。

イ
ザ
ナ
ギ
、
イ
ザ
ナ
ミ
の
国
生
み
神
話
を
思
い
出

し
て
く
だ
さ
い
。
妻
の
イ
ザ
ナ
ミ
は
「
火
の
神
」
を

生
み
だ
し
大
や
け
ど
を
負
い
、
そ
れ
が
も
と
で
死
ん

で
し
ま
い
ま
す
。
夫
・
イ
ザ
ナ
ギ
は
妻
の
こ
と
が
忘

れ
ら
れ
ず
、
黄よ

み泉
の
世
界
、
つ
ま
り
死
後
の
世
界
へ

地獄草紙（東京国立博物館蔵） 
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妻
・
イ
ザ
ナ
ミ
を
探
し
に
行
く
と
い
う
お
話
し
で
す
。

イ
ザ
ナ
ミ
を
黄
泉
の
国
で
見
つ
け
出
し
た
イ
ザ
ナ
ギ
は
、

「
お
ま
え
が
い
な
く
て
、
さ
み
し
く
て
仕
方
が
な
い
よ
。
一
緒
に
つ
く
ろ
う
と
い
っ
た
日
本
の
国
だ
っ

て
、
ま
だ
出
来
て
な
い
じ
ゃ
な
い
か
。
一
緒
に
帰
ろ
う
よ
！
」

し
か
し
イ
ザ
ナ
ミ
は
、「
私
は
、
黄
泉
の
国
の
食
べ
物
を
食
べ
て
し
ま
っ
た
後
な
の
で
、
も
う
地
上

へ
は
帰
れ
な
い
」
と
言
う
の
で
す
。
そ
れ
で
も
あ
き
ら
め
よ
う
と
し
な
い
夫
の
熱
意
に
動
か
さ
れ
、

「
で
は
、
黄
泉
の
国
の
神
に
相
談
し
て
ま
い
り
ま
す
。
そ
の
間
、
決
し
て
館
へ
は
入
ら
な
い
と
約
束

し
て
く
だ
さ
い
」
と
、
夫
・
イ
ザ
ナ
ギ
を
そ
の
場
に
残
し
館
の
中
へ
と
消
え
て
い
き
ま
す
。

し
か
し
待
て
ど
暮
ら
せ
ど
妻
は
戻
っ
て
ま
い
り
ま
せ
ん
。
心
配
に
な
っ
た
イ
ザ
ナ
ギ
は
、「
入
っ
て

は
い
け
な
い
」
と
言
わ
れ
て
い
た
神
殿
の
中
へ
足
を
踏
み
入
れ
て
し
ま
い
ま
す
。

そ
こ
に
は
腐
り
果
て
、
蛆う

じ

が
湧
い
た
お
ぞ
ま
し
い
妻
の
姿
が
あ
り
ま
し
た
。

恋
い
慕
っ
て
い
た
思
い
は
、
一
瞬
に
恐
怖
心
と
嫌
悪
心
に
変
わ
り
、
イ
ザ
ナ
ギ
は
這ほ

う
ほ
う々

の
体
で
逃

げ
だ
し
ま
す
。
自
分
の
お
ぞ
ま
し
い
姿
を
見
ら
れ
た
イ
ザ
ナ
ミ
は
、怒
り
に
駆
ら
れ
、「
見
る
な
と
言
っ

た
の
に
、
な
ぜ
見
た
ッ
！
」
と
、
夫
を
追
い
か
け
ま
す
。

何
と
か
逃
げ
切
っ
た
イ
ザ
ナ
ギ
は
「
死
」
と
「
生
」
の
境
界
を
「
千
引
き
の
石
」
と
い
う
大
石
で

ふ
さ
い
だ
う
え
で
、
死
後
の
世
界
は
汚け

が

ら
わ
し
い
と
、「
禊み

そ

ぎ
」
を
し
て
、
汚
れ
を
祓は

ら

お
う
と
し
ま
す
。

こ
の
禊
ぎ
の
中
で
、
左
目
を
洗
っ
た
と
き
に
生
ま
れ
た
の
が
「
天

 
あ
ま
て
ら
す
お
お
み
か
み
 

照
大
神
」、
右
目
を
洗
っ
た
と

き
に
生
ま
れ
た
の
が
「
月

 
つ
く
よ
み
の
み
こ
と
 

読
命
」、
そ
し
て
鼻
を
洗
っ
た
と
き
に
生
ま
れ
た
の
が
「
素

 
す
さ
の
お
の
み
こ
と
 

戔
嗚
尊
」
と

い
う
わ
け
で
す
。
日
本
の
国
家
神
「
ア
マ
テ
ラ
ス
」
は
、
死
の
汚
れ
を
祓
う
過
程
で
生
ま
れ
た
神
サ

マ
で
あ
り
、
日
本
神
話
は
、
ま
さ
に
「
生
と
死
」
の
狭は

ざ
ま間

か
ら
生
ま
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

閑そ
れ
は
さ
て
お
き

話
休
題
、こ
の
よ
う
に
生
き
た
人
間
か
ら
見
た
死
後
の
世
界
は
、お
ぞ
ま
し
い
穢け

が

れ
そ
の
も
の
だ
っ

た
わ
け
で
す
。
京
都
に
「
鳥と

り
べ
の

部
野
」
や
「
化あ

だ
し
の野

」
と
呼
ば
れ
る
場
所
が
あ
り
ま
す
が
、
古
来
は
、
死
体

が
捨
て
ら
れ
た
場
所
で
あ
り
、
積
み
重
な
り
朽
ち
て
異
臭
を
放
つ
死
体
、
あ
る
い
は
木
か
ら
吊つ

る

さ
れ
鳥

に
啄つ

い
ばま

れ
て
い
く
死
体
の
有
り
様
が
、
人
々
の
心
に
「
死
」
を
、
お
ぞ
ま
し
い
も
の
と
し
て
定
着
さ
せ

て
い
き
ま
し
た
。

ま
た
、
私
た
ち
は
、
天
変
地
異
や
あ
る
い
は
戦
乱
に
よ
る
「
大
量
死
」「
非
業
の
死
」
を
、
い
つ

の
時
代
で
も
体
験
し
て
き
た
と
言
え
ま
す
。
そ
れ
が
人
間
の
歴
史
だ
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
と

思
う
の
で
す
。
ち
な
み
に
、
こ
の
養よ

う
わ和

の
飢
饉
以
後
を
見
ま
し
て
も
、
一
二
三
一
年
（
鎌
倉
時
代
）
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の
寛
喜
の
大
飢
饉
で
は
、
各
地
の
流
民
が
京
都
に
流
れ
込
み
、
死
人
が
道
路
に
充
満
す
る
有
り
様
で

「
天
下
の
人
種
三
分
の
一
失
す
」
と
言
わ
れ
、
さ
ら
に
一
四
六
一
年
、
寛
正
の
大
飢
饉
で
は
、
全
国
的

な
飢
饉
と
な
り
、
京
都
だ
け
で
も
死
者
は
八
万
二
千
人
に
達
し
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
江
戸
幕
府

二
五
〇
年
の
治
政
下
に
も「
一
六
四
二
年
、寛
永
の
大
飢
饉
」「
一
七
三
二
年
、亨
保
の
飢
饉
」「
一
七
五
六

年
、宝
暦
の
飢
饉
」「
一
七
八
三
年
、天
明
の
大
飢
饉
」
が
発
生
し
て
い
ま
す
し
、こ
こ
に
「
台
風
」「
噴

火
」「
地
震
」「
大
火
」「
戦
乱
」
と
、
私
た
ち
は
そ
の
都
度
、
大
量
死
に
遭
遇
し
、
そ
の
お
ぞ
ま
し
い

惨
状
を
心
に
焼
き
付
け
て
き
ま
し
た
。

そ
こ
か
ら
、
個
人
の
記
憶
を
超
え
て
、
人
間
と
い
う
「
種
」
の
記
憶
と
し
て
、「
死
」
は
お
ぞ
ま
し

い
も
の
、
望
ま
な
い
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

さ
て
、
こ
の
本
で
す
が
、
死
後
の
世
界
に
つ
い
て
「
あ
る
」
と
か
「
な
い
」
と
か
を
論
じ
る
本
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
結
論
か
ら
言
っ
て
し
ま
う
と
、「
人
間
」
の
命
は
、
肉
体
を
持
っ
た
間
だ
け
を
い
う

の
で
な
く
、
肉
体
が
亡
く
な
っ
た
後
も
続
い
て
い
く
「
意
識
」
こ
そ
が
人
間
だ
と
結
論
づ
け
て
お
り

ま
す
。

つ
ま
り
「
死
後
の
世
界
」
は
あ
る
と
断
言
し
て
い
る
わ
け
で
す
。

し
か
し
、
今
ご
紹
介
し
た
日
本
に
お
け
る
死
の
様
相
は
、
あ
く
ま
で
肉
体
を
人
間
と
し
た
立
場
で
捉

え
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
惨
状
か
ら
死
後
は
忌
ま
わ
し
い
も
の
と
さ
れ
、
仏
教
や
キ
リ
ス
ト
教
、
ゾ
ロ

ア
ス
タ
ー
教
等
々
、
宗
教
の
導
入
に
よ
っ
て
「
地
獄
」
が
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
、
対
極
と
し
て
「
極
楽
」
が

イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
洋
の
東
西
で
多
少
の
違
い
は
あ
っ
て
も
、「
死
後
の
世
界
」

と
は
、
こ
の
よ
う
に
、
生
き
て
い
る
人
間
か
ら
見
た
「
世
界
観
」
だ
と
言
っ
て
間
違
い
な
い
で
し
ょ
う
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
本
で
は
、
人
間
の
本
質
は
「
肉
体
」
で
は
な
く
、「
意
識
」
だ
と
し
て
お
り
、
こ

の
立
場
か
ら
「
死
後
」
と
い
う
こ
と
、
あ
る
い
は
「
死
ぬ
」
と
い
う
こ
と
を
見
直
し
た
と
き
、
ど
ん

な
世
界
が
私
た
ち
の
前
に
広
が
っ
て
い
く
か
を
考
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
す
。

そ
ん
な
わ
け
で
す
か
ら
、「
そ
れ
は
違
う
だ
ろ
う
」
と
思
わ
れ
る
方
は
、
こ
こ
か
ら
先
は
読
ま
な
い

の
が
賢
明
だ
と
い
う
も
の
で
す
。
そ
の
判
断
の
た
め
に
も
、
こ
の
本
の
概
略
を
こ
こ
に
示
し
て
お
き

ま
す
の
で
、
読
む
か
読
ま
な
い
か
の
決
心
を
付
け
て
く
だ
さ
い
。

ま
ず
第
一
章
は
、
歴
史
マ
ニ
ア
で
あ
る
私
が
、
歴
史
を
通
し
て
「
死
」
の
不
安
に
苛さ

い
なま

れ
逃
げ
回

る
様
の
概
略
で
す
。
そ
し
て
第
二
章
は
、
田
池
留
吉
な
る
大
阪
府
立
高
校
の
校
長
先
生
と
出
会
う
こ

と
で
、
不
安
の
正
体
と
向
き
合
う
よ
う
に
な
る
経い

き
さ
つ緯

を
述
べ
、
そ
れ
で
も
残
る
「
死
後
」
へ
の
不
安
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の
正
体
を
「
意
識
の
流
れ
」
と
い
う
本
を
手
掛
か
り
に
探
ろ
う
と
し
、
具
体
的
に
自
分
の
心
と
向
き

合
う
方
法
を
提
示
し
て
い
き
ま
す
。

第
三
章
で
は
、
趣

お
も
む
きを

変
え
、
現
代
物
理
学
の
最
先
端
で
あ
る
量
子
力
学
が
説
く
「
死
後
の
世
界
」

を
紹
介
し
、
科
学
が
「
人
間
の
魂
」
を
解
明
し
つ
つ
あ
る
現
状
と
、
そ
の
理
論
に
欠
落
し
て
い
る
「
負

の
エ
ネ
ル
ギ
ー
」
の
「
プ
ラ
ス
エ
ネ
ル
ギ
ー
」
へ
の
転
換
、
つ
ま
り
自
己
供
養

4

4

4

4

に
つ
い
て
を
「
ハ
メ

ロ
フ
博
士
へ
の
手
紙
」
と
い
う
形
で
語
っ
て
い
き
ま
す
。

第
四
章
で
は
、「
意
識
の
流
れ
」
が
向
か
う
「
次
元
以
行
」
と
い
う
次
の
ス
テ
ー
ジ
へ
の
移
行
に
つ

い
て
思
い
を
巡
ら
せ
、「
意
識
の
旅
路
」
の
あ
ら
ま
し
を
語
っ
て
お
り
ま
す
。

そ
し
て
各
章
の
幕ま

く
あ
い間

に
は
、
死
に
つ
い
て
向
き
合
お
う
と
す
る
、
様
々
な
方
の
思
い
を
コ
ラ
ム
と

し
て
紹
介
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
が
、
こ
の
本
「
死
ぬ
と
い
う
こ
と
」
の
全
体
像
で
す
が
、
も
し
タ
イ
ト
ル
に
惹
か
れ
、「
は
じ

め
に
」
を
読
ま
ず
に
買
っ
て
し
ま
わ
れ
た
方
が
お
ら
れ
ま
し
た
ら
、
災
難
に
あ
っ
た
と
思
い
、
最
後

ま
で
お
付
き
合
い
の
ほ
ど
を
お
願
い
し
た
く
存
じ
ま
す
。

こ
の
災
難
で
は
、
死
ぬ
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
…
…
。

私が初めて死を意識したのは二歳の時でした。
当時、家族は仏教を積極的に信仰しており、住んでい

た家には特設の仏壇があり、木製、金属製、陶器製、紙
製（掛

かけじく
軸タイプ）の十数体の仏像等が並べられていました。

祖母や母が朝な夕なに水、茶、仏飯を上げ下げし、
花
か び ん

瓶に花を飾り、般
はんにゃしんぎょう

若心経その他を唱える姿を見ていた
私は、死に興味を持ち、母や祖母に「死ぬってどういうこ
と？」と質問したように覚えています。

それに答えて、二人は、「歳を取ったら死ぬ。私たちの
ほうがお前より先に死ぬ」というようなことを言ったので、
私が 「じゃあ、私は、生まれる前はどこにいたの？」と聞
くと、母が「分からんけど、死んだ後の世界と同じような
とこかな？」と答えました。

私は母に「（その世界のことは）覚えとらんと？」と聞く
と、母は「誰も覚えとらんとたい」と答えました。

そこで私は、「死んだ後の世界＝生まれる前の世界につ
いては、もしかしたら私は何か思い出せるかもしれない。
だって、二年前のことだもの。記憶をさかのぼってみれ
ば、母や祖母より簡単に思い出せるのではないか」と思い、
二年前にいた場所について思い出そうとしてみました。

そうしたら、真っ暗闇が見えてきて、私の体というもの
はなく、底無しに広がる真っ暗闇に（なぜか後ろ向きに）
吸い込まれそうになりました。

（次ページへ続く）

熊本県・Y さんの体験


