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委
ね
る
の
を
推
進
す
る
時
期
が
続
き
、
病
院
で
死
ぬ
の

が
ノ
ー
マ
ル
に
な
っ
た
。
だ
が
、
今
度
は
死
に
ゆ
く
人

を
生
活
か
ら
引
き
離
し
、
孤
独
に
閉
じ
込
め
て
送
り
出

す
の
が
適
切
な
こ
と
か
ど
う
か
、
問
い
直
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。
高
齢
者
だ
け
で
な
く
、
分
か
ち
合
い
支
え

合
い
の
場
を
も
て
ず
に
亡
く
な
っ
て
い
く
人
が
増
え
て

い
る
。

死
に
ゆ
く
人
も
家
族
も
死
を
し
っ
か
り
意
識
し
て
そ

の
備
え
を
し
つ
つ
死
を
迎
え
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
そ

れ
は
ホ
ス
ピ
ス
や
在
宅
の
よ
う
な
環
境
の
方
が
し
や
す

い
こ
と
な
の
で
、
そ
の
よ
う
な
方
向
性
の
模
索
が
続
い

て
い
る
。
そ
れ
は
痛
み
を
分
か
ち
合
い
支
え
合
う
場
を

取
り
戻
す
こ
と
で
も
あ
る
は
ず
だ
。

ま
た
、
死
別
を
経
験
し
、
遺
さ
れ
た
人
々
も
悲
嘆
を

他
の
人
々
と
と
も
に
で
き
ず
に
苦
し
む
こ
と
が
多
く
な

っ
て
い
る
。
か
つ
て
は
、
お
通
夜
や
お
葬
式
に
多
く
の

血
縁
、
地
縁
、
そ
の
他
の
関
係
者
が
集
う
こ
と
が
多
か

っ
た
。
そ
の
後
も
、
お
盆
や
お
正
月
、
ま
た
命
日
な
ど

の
法
事
や
墓
参
り
に
は
多
く
の
人
が
集
ま
る
の
が
ふ
つ

う
だ
っ
た
。
痛
み
を
分
か
ち
合
い
支
え
合
う
機
会
は
、

宗
教
が
大
き
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
多
か
っ
た
。

現
代
人
は
以
前
の
よ
う
に
、
自
然
に
痛
み
を
分
か
ち

合
い
支
え
合
う
場
が
与
え
ら
れ
る
と
期
待
す
る
こ
と
が

で
き
な
く
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
新
た
に
痛
み
を
分

か
ち
合
い
支
え
合
う
場
を
探
し
、
形
作
る
例
が
増
え
て

い
る
。
と
く
に
孤
立
し
や
す
い
人
は
そ
う
だ
。

痛
み
を
分
か
ち
合
い
支
え
合
う
場
を
提
供
し
て
、
一

九
八
〇
年
代
以
降
、
急
速
に
発
展
し
て
き
た
の
は
自
助

グ
ル
ー
プ
だ
。
な
か
で
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
の
は
、

ア
ル
コ
ー
ル
依
存
症
の
人
た
ち
が
集
う
ア
ル
コ
ホ
ー
リ

ク
ス
・
ア
ノ
ニ
マ
ス
（
Ａ
Ａ
）
だ
。
同
じ
痛
み
を
分
か
ち

合
う
こ
と
で
立
ち
直
っ
て
い
く
自
助
グ
ル
ー
プ
だ
が
、

そ
こ
で
は
「
ハ
イ
ヤ
ー
パ
ワ
ー
」
と
か
「
自
分
な
り
に

理
解
し
た
神
」
に
委
ね
る
こ
と
が
勧
め
ら
れ
る
。

か
つ
て
宗
教
が
担
っ
て
い
た
よ
う
な
役
割
が
新
し
い

形
の
集
い
に
移
動
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。「
同
じ

信
仰
や
礼
拝
の
形
を
共
有
す
る
」
の
で
は
な
く
、「
同

じ
苦
し
み
と
そ
こ
か
ら
抜
け
出
し
て
い
く
道
筋
を
共
有

す
る
」
の
だ
。
そ
こ
で
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
な
経
験
が
大

き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

痛
み
を
分
か
ち
合
い
支
え
合
う
こ
と
が

で
き
る
か
ど
う
か
で
、
苦
難
に
耐
え
る
力

に
大
き
な
違
い
が
出
て
く
る
。
ひ
と
り
き
り
、

あ
る
い
は
少
な
い
家
族
や
仲
間
だ
け
で
苦

難
に
耐
え
て
い
く
の
は
容
易
で
は
な
い
。

そ
こ
で
苦
し
い
と
き
、
悲
し
い
と
き
に
は

分
か
ち
合
い
支
え
合
う
場
が
必
要
に
な
る
。

か
つ
て
は
そ
の
よ
う
な
場
を
身
近
に
見
出
す

こ
と
が
で
き
た
。
血
縁
や
地
縁
に
よ
る
助
け

合
い
が
当
た
り
前
の
よ
う
に
期
待
で
き
た
の
だ
。

一
九
五
〇
年
代
の
終
わ
り
頃
、
私
の
母
方
の
祖

父
が
亡
く
な
っ
た
。
が
ん
関
係
の
医
療
に
携
わ
っ

て
い
た
医
師
の
祖
父
だ
っ
た
の
で
、
病
院
で
亡
く
な
っ

た
。
そ
の
頃
は
、
病
院
に
家
族
親
族
が
常
時
付
き
添
い
、

夜
も
泊
ま
り
込
む
こ
と
が
で
き
た
。
家
族
親
族
が
付
き

添
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、「
付
き
添
い
さ
ん
」

を
雇
用
し
て
ケ
ア
を
し
て
も
ら
っ
た
時
代
だ
っ
た
。

「
完
全
看
護
」
と
い
う
言
葉
が
広
ま
り
、
入
院
し
て
長

時
間
付
き
添
う
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
の
は
80
年

代
の
こ
と
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。

70
年
代
以
降
、
病
気
や
死
に
ゆ
く
過
程
は
専
門
家
に

 
痛
み
を

  
分
か
ち
合
い

支
え
合
う
場
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小栗上野介忠順の偉業を語り継ぐ、
曹洞宗・東善寺の村上泰賢老師

東 善 寺・村 上 泰 賢 老 師 を た ず ね て

取材執筆・撮影│柊 憩（ひいらぎ・いこい）

幕
末
の
激
動
の
時
代
に
立
ち
向

か
い
、
日
本
の
未
来
を
切
り
拓

い
た
小
栗
上
野
介
忠
順
。
そ
の

志
は
横
須
賀
造
船
所
の
設
立
を

は
じ
め
と
す
る
偉
業
に
よ
っ
て

近
代
化
の
礎
と
し
て
刻
ま
れ
た
。

志
半
ば
で
命
を
絶
た
れ
な
が
ら

も
、
そ
の
精
神
は
現
代
に
脈
々

と
息
づ
い
て
い
る
。
歴
史
の
闇

に
葬
ら
れ
た
真
実
を
、
東
善
寺

住
職
・
村
上
泰
賢
老
師
の
証
言

と
と
も
に
紐
解
き
ま
す
。

小 栗 上 野 介 の 真 実
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東善寺には、小栗に関わるさまざまな写真や資料ほかが保存されている

名
奉
行
・
小
栗
上
野
介
〜
』
で
取
り
上
げ
ら
れ
、
そ

の
生
涯
に
関
心
を
持
ち
、
全
国
か
ら
東
善
寺
ま
で
足

を
運
ぶ
人
々
は
後
を
絶
ち
ま
せ
ん
。

小
栗
が
目
指
し
た
近
代
と
は
ど
ん
な
も
の
で
あ
っ

た
の
か
。
彼
の
残
し
た
近
代
化
遺
産
は
大
き
く
、
そ

の
礎
は
、
い
ま
も
現
代
の
日
本
社
会
の
随
所
に
散
見

さ
れ
ま
す
。

造
船
所
建
設
で 

日
本
近
代
化
へ
ス
タ
ー
ト

小
栗
は
一
八
六
〇
年
に
遣
米
使
節
目
付
と
し
て
米

艦
ポ
ー
ハ
タ
ン
号
に
て
米
国
へ
。
ホ
ワ
イ
ト
ハ
ウ
ス

で
ブ
キ
ャ
ナ
ン
大
統
領
と
国
書
を
交
換
し
た
あ
と
、

ワ
シ
ン
ト
ン
海
軍
造
船
所
の
見
学
で
造
船
所
の
仕
組

み
を
理
解
し
ま
し
た
。
そ
こ
で
は
銑せ

ん

鉄て
つ

を
溶
か
し
て

あ
ら
ゆ
る
鉄
製
品
を
造
っ
て
い
ま
し
た
。
ま
ず
蒸
気

機
関
そ
の
も
の
、
そ
の
蒸
気
や
水
を
運
ぶ
パ
イ
プ
、

パ
イ
プ
を
繫
ぐ
ジ
ョ
イ
ン
ト
、
シ
ャ
フ
ト
、
ネ
ジ
や

ボ
ル
ト
、
大
砲
や
砲
弾
と
い
っ
た
も
の
か
ら
厨
房
の

鍋
・
釜
・
ナ
イ
フ
・
フ
ォ
ー
ク
、
ド
ア
ノ
ブ
・
バ
ケ
ツ

ま
で
造
っ
て
い
ま
し
た
。
船
の
帆
布
・
ロ
ー
プ
も
造

り
、
木
工
所
で
は
木
造
船
体
・
床
・
天
井
・
階
段
・
壁

す
べ
て
蒸
気
機
関
を
駆
使
し
て
造
っ
て
い
ま
し
た
。

そ
し
て
そ
れ
ら
の
部
品
を
集
め
て
「
船
も4

」
造
っ
て

い
た
の
で
す
。
造
船
所
と
い
う
名
の
、
何
で
も
造
る

総
合
工
場
を
見
学
し
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。「
日
本

を
近
代
化
す
る
に
は
、
こ
う
い
う
総
合
工
場
・
造
船

所
建
設
か
ら
だ
！
」
と
小
栗
は
確
信
し
ま
し
た
。

小
栗
が
残
し
た 

功
績

二
〇
一
〇
年
、
村
上
住
職
は
『
小
栗
上
野
介　

忘

れ
ら
れ
た
悲
劇
の
幕
臣
』（
平
凡
社
新
書
）
を
著
し
ま

し
た
。
そ
こ
に
は
、
小
栗
上
野
介
忠
順
と
い
う
、
志

を
貫
い
た
ひ
と
り
の
武
士
の
生
涯
が
描
か
れ
て
い
ま

す
。

「
歴
史
の
変
遷
の
中
で
明
治
以
来
偏
っ
た
評
価
を
受

け
教
科
書
に
載
せ
な
い
小
栗
の
真
の
功
績
を
後
世
の

人
々
に
語
り
継
い
で
い
き
た
い
」
と
の
思
い
か
ら
、

村
上
住
職
は
本
書
を
執
筆
し
ま
し
た
。
住
職
は
そ
の

他
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
著
作
物
を
発
表
し
て
お
り
、
小

栗
の
本
当
の
姿
を
読
み
直
す
最
適
な
資
料
が
豊
富
で

す
。村

上
住
職
の
著
書
を
も
と
に
、
小
栗
の
足
跡
を
辿

っ
て
み
ま
し
ょ
う
。

小
栗
忠
順
は
、
一
八
二
七
年
に
江
戸
の
神
田
駿
河

台
で
、
旗
本
の
家
系
に
生
ま
れ
ま
し
た
。
幼
少
期
か

ら
聡
明
で
学
問
に
秀
で
て
い
た
と
さ
れ
、
後
に
幕
府

に
仕
官
し
て
活
躍
し
ま
す
。

一
八
六
〇
年
に
は
米
国
に
派
遣
さ
れ
、
同
地
の
先

小
栗
の
足
跡
で
確
か
め
る 

明
治
以
降
の
日
本

群
馬
県
高
崎
市
中
心
地
か
ら
国
道

四
〇
六
号
線
を
北
上
し
た
山
深
い
地

区
に
曹
洞
宗
・
東
善
寺
が
あ
り
ま
す
。

緑
豊
か
な
土
地
で
寺
の
背
後
に
は
美

し
い
竹
林
も
広
が
っ
て
い
ま
す
。

こ
こ
は
幕
末
期
の
幕
臣
・
小お

栗ぐ
り

上こ
う
ず
け
の
す
け

野
介
忠た
だ

順ま
さ

の
眠
る
寺
で
す
。
小

栗
ゆ
か
り
の
品
々
が
保
存
さ
れ
て
い

る
ほ
か
、
事
前
に
依
頼
す
れ
ば
、
住

職
か
ら
小
栗
に
関
す
る
詳
細
な
話
も
う
か
が
え
、
寺

で
幕
末
を
駆
け
抜
け
た
異
才
に
想
い
を
馳
せ
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

小
栗
は
一
八
六
〇
（
万ま
ん

延え
ん

元
）
年
に
遣
米
使
節
の
旅

か
ら
帰
国
し
、
そ
の
後
八
年
の
間
に
、
横
須
賀
造
船

所
建
設
・
洋
式
陸
軍
制
度
の
採
用
と
訓
練
・
フ
ラ
ン

ス
語
学
校
設
立
（
横
浜
）・
中な
か

小お

坂さ
か

鉄て
つ

山ざ
ん

の
開
発
（
群

馬
県
下
仁
田
町
）・
日
本
最
初
の
株
式
会
社
「
兵
庫
商

社
」
設
立
、
築
地
ホ
テ
ル
館
開
業
（
江
戸
）・
ガ
ス
灯

設
置
・
郵
便
電
信
制
度
の
開
設
・
新
聞
発
行
の
提

唱
・
鉄
道
建
設
の
提
唱
・
金き

ん

札さ
つ

発
行
な
ど
金
融
経
済

の
立
て
直
し
・
森
林
保
護
の
提
唱
な
ど
を
次
々
に
行

い
、
日
本
の
近
代
化
を
推
し
進
め
ま
し
た
。
し
か
し
、

志
半
ば
に
し
て
明
治
維

新
・
幕
府
解
散
に
よ
り

勘
定
奉
行
を
免
じ
ら
れ
、

最
後
に
は
明
治
新
政
府

軍
の
た
め
無
実
の
罪
で

命
を
奪
わ
れ
ま
し
た
。

「
明
治
政
府
は
以
後
、

彼
を
逆
賊
扱
い
し
て
生

前
の
偉
業
を
隠
し
、
横

須
賀
造
船
所
の
意
義
価

値
と
と
も
に
い
ま
も
そ

の
名
を
教
科
書
に
載
せ

て
い
な
い
」
と
、
小
栗

の
功
績
を
伝
え
続
け
る
東
善
寺
住
職
・
村
上
泰
賢
老

師
は
語
り
ま
す
。
東
善
寺
か
ら
近
い
水
沼
河
原
の
慰

霊
碑
に
は
「
罪
な
く
し
て
斬
ら
る
」
と
刻
ま
れ
て
い

ま
す
。

「
明
治
以
来
、
小
栗
上
野
介
は
明
治
政
府
に
抵
抗
し

よ
う
と
し
た
主
戦
派
と
し
て
扱
わ
れ
て
き
た
が
、
近

年
少
し
ず
つ
、
真
の
業
績
が
認
知
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
き
た
。
小
栗
の
足
跡
を
語
り
継
ぐ
こ
と
で
、
多

く
の
人
々
が
明
治
以
来
の
薩
長
史
観
を
見
直
す
一
助

と
し
た
い
」
と
村
上
老
師
。

歴
史
の
波
に
翻
弄
さ
れ
、
教
科
書
に
そ
の
名
を
載

せ
ら
れ
な
い
小
栗
で
す
が
、
二
〇
〇
七
年
に
は
、
Ｎ

Ｈ
Ｋ
ド
ラ
マ
『
ま
た
も
辞
め
た
か
亭
主
殿
〜
幕
末
の
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東善寺の奥の美しい竹林を登った先に、ひっそりと小栗の墓がある

開
始
さ
れ
、
日
本
は
本
格
的
に
西
洋
と
の
交
流
を
進

め
ま
し
た
。

小
栗
は
幕
府
の
財
政
と
経
済
改
革
の
立
役
者
と
し

て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
、
日
本
の
近
代
化
に
尽
力

し
ま
し
た
。
彼
は
、
強
国
に
対
抗
す
る
た
め
に
は
経

済
力
と
軍
事
力
の
強
化
が
必
要
と
考
え
、
積
極
的
に

外
国
の
技
術
を
取
り
入
れ
ま
し
た
。

一
方
、
国
内
で
は
過
激
な
「
尊そ

ん

王の
う

攘じ
ょ
う

夷い

」
運
動
を

掲
げ
る
倒
幕
の
機
運
が
高
ま
り
ま
す
。
一
八
六
七
年

に
は
、
大
政
奉
還
に
よ
り
徳
川
慶
喜
は
政
権
を
朝
廷

に
返
上
し
、
江
戸
幕
府
は
事
実
上
の
終
焉
を
迎
え
ま

す
。幕

府
の
要
職
に
あ
っ
た
小
栗
は
、
幕
末
の
動
乱
期

に
お
い
て
多
く
の
敵
対
勢
力
か
ら
恐
れ
ら
れ
、
特
に

薩
摩
・
長
州
の
新
政
府
軍
か
ら
は
、
敵
視
さ
れ
ま
し

た
。
幕
府
が
解
散
す
る
と
、
彼
の
立
場
は
さ
ら
に
厳

し
い
も
の
と
な
り
ま
し
た
。

一
八
六
八
（
慶
應
四
）
年
、
小
栗
は
幕
府
か
ら
帰
農

願
を
認
め
ら
れ
、
与
え
ら
れ
た
知
行
地
で
あ
っ
た
権

田
村
に
家
族
ぐ
る
み
で
移
住
し
ま
す
が
、
薩
長
軍
に

捕
ら
え
ら
れ
、
取
り
調
べ
も
な
く
斬
首
さ
れ
ま
し
た
。

享
年
四
十
二
歳
。

近
年
、
村
上
老
師
ら
の
情
報
発
信
な
ど
に
よ
り
、

そ
の
近
代
化
政
策
や
功
績
は
再
評
価
さ
れ
つ
つ
あ
り

ま
す
。

新
し
い
時
代
に
問
わ
れ
る 

日
本
人
の
心

村
上
老
師
の
著
書
『
小
栗
上
野
介
』
に
は
、
小
栗

は
こ
ん
な
言
葉
を
残
し
た
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

「
あ
る
幕
臣
が
『
幕
府
の
運
命
も
な
か
な
か
難
し
い
。

こ
れ
か
ら
費
用
を
か
け
て
造
船
所
を
作
っ
て
も
で
き

あ
が
る
こ
ろ
幕
府
は
ど
う
な
っ
て
い
る
か
わ
か
ら
な

い
』
と
語
っ
た
と
こ
ろ
、
小
栗
は
居
ず
ま
い
を
正
し

『
幕
府
の
運
命
に
限
り
が
あ
る
と
も
、
日
本
の
運
命

に
は
限
り
が
な
い
。
幕
府
の
し
た
こ
と
が
長
く
日
本

の
た
め
と
な
っ
て
徳
川
の
し
た
仕
事
が
成
功
し
た
の

だ
と
後
に
言
わ
れ
れ
ば
徳
川
家
の
名
誉
で
は
な
い
か
。

国
の
利
益
で
は
な
い
か
。
い
ず
れ
土
蔵
つ
き
売う

り

家や

に

な
れ
ば
い
い
」
と
造
船
所
を
売
家
に
つ
け
る
土
蔵
に

た
と
え
て
笑
っ
て
言
っ
た
と
い
い
ま
す
。「
幕
府
の

た
め
だ
け
に
造
る
の
で
は
な
い
と
い
う
江
戸
っ
子
の

シ
ャ
レ
で
し
ょ
う
」
と
老
師
。

明
治
四
十
五
年
、
東
郷
平
八
郎
は
小
栗
の
遺
族
を

招
い
て
「
日
本
海
海
戦
の
勝
利
は
小
栗
さ
ん
が
横
須

賀
造
船
所
を
残
し
て
く
れ
た
お
か
げ
」
と
礼
を
述
べ

て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
を
受
け
て
村
上
老
師
は
こ
う

言
い
ま
す
。

「
残
し
た
土
蔵
が
役
に
立
っ
た
の
で
す
。
も
し
敗
け

て
い
れ
ば
、
日
本
海
は
ロ
シ
ア
の
海
に
な
り
、
い
ま

進
技
術
や
文
化
に
触
れ
、
日
本
の
近
代
化
に
対
す
る

強
い
関
心
を
抱
く
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

「
渡
米
中
の
品
位
あ
る
立
ち
居
振
る
舞
い
、
身
に
つ

け
て
い
る
衣
装
の
美
し

さ
、
そ
し
て
公
正
で
タ

フ
な
交
渉
力
な
ど
に
、

米
国
要
人
た
ち
は
目
を

見
張
っ
た
。
科
学
文
明

は
遅
れ
て
い
る
が
、
小

栗
た
ち
日
本
人
は
高
い

知
性
を
持
っ
て
い
る
と

評
価
さ
れ
た
よ
う
だ
。」

と
村
上
老
師
。
米
国
に

お
け
る
使
節
団
の
立
ち

居
振
る
舞
い
に
つ
い
て

は
、
本
書
に
詳
し
く
綴

ら
れ
て
い
ま
す
。

帰
国
後
、
小
栗
は

「
横
須
賀
造
船
所
」
の

建
設
を
推
進
し
、
日
本

に
お
け
る
造
船
技
術
の

向
上
に
尽
力
し
ま
し
た
。

こ
の
造
船
所
は
、
メ
ー

ト
ル
法
を
は
じ
め
と
し
て
、
日
曜
休
日
制
・
月
給

制
・
年
功
給
制
・
技
能
給
制
・
複
式
簿
記
が
定
着
し

た
日
本
産
業
革
命
の
地
と
な
り
、
日
本
の
軍
事
力
・

技
術
力
を
近
代
化
さ
せ
る
上
で
非
常
に
重
要
な
役
割

を
果
た
し
た
の
で
す
。

ま
た
株
式
会
社
設
立
の
基
礎
を
作
り
、
日
本
初
の

株
式
会
社
「
兵
庫
商

社
」
や
「
築
地
ホ
テ
ル

館
」
な
ど
の
設
立
に
深

く
関
わ
り
ま
し
た
。
ち

な
み
に
「
コ
ム
ペ
ニ

ー
」（com

pany

）
を
「
商

社
」
と
訳
し
た
の
は
小

栗
で
す
。

ま
た
、
近
代
的
な
貨

幣
制
度
の
導
入
を
進
め
、

金
融
シ
ス
テ
ム
の
改
革

に
も
取
り
組
み
ま
し
た
。

彼
は
日
本
を
近
代
国
家

と
し
て
強
化
す
る
た
め

の
基
盤
整
備
に
尽
力
し

た
の
で
す
。

幕
末
の
治
世
は
、
日

本
が
激
動
の
国
際
環
境

に
直
面
し
、
変
革
を
余

儀
な
く
さ
れ
た
時
代
。

一
八
五
三
年
、
米
国
の
ペ
リ
ー
艦
隊
が
浦
賀
に
来
航
、

日
米
和
親
条
約
（
一
八
五
四
年
）
を
締
結
し
、
そ
の
後
、

一
八
五
八
年
の
日
米
修
好
通
商
条
約
に
よ
り
貿
易
が
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東善寺に保管されている
小栗上野介の写像

す
。
国
を
想
い
、
未
来
を
想
う
。
小

栗
の
先
進
的
な
仕
事
と
武
士
と
し
て

の
生
き
様
に
そ
の
ヒ
ン
ト
が
潜
ん
で

い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
問
題
は
ひ
と
ご
と
で

は
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
。
小
栗
は

『
…
…
た
と
え
国
が
滅
び
て
も
、
こ

の
身
が
倒
れ
る
ま
で
公
事
に
尽
く
す

の
が
、
真
の
武
士
で
あ
る
』
と
も
言

っ
て
い
ま
す
。
常
に
当
事
者

意
識
を
持
っ
て
こ
と
に
当
た
る
『
真

の
武
士
』
を
目
指
し
て
い
た
人
と
い

う
こ
と
で
す
。」

い
ま
の
世
の
中
に
足
り
な
い
の
は
、

真
の
武
士
の
精
神
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
日
本
人
の
中
に
は
昔
か
ら
の

武
士
の
精
神
が
深
い
と
こ
ろ
で
脈
々

と
息
づ
い
て
い
る
は
ず
で
す
。

訪
日
外
国
人
な
ど
の
日
本
文
化
に

対
す
る
関
心
の
強
さ
や
、
テ
レ
ビ
ド

ラ
マ
な
ど
で
小
栗
を
知
っ
て
東
善
寺

ま
で
足
を
運
ぶ
人
々
が
い
る
こ
と
か

ら
も
、
日
本
人
の
精
神
性
の
豊
か
さ

を
再
発
見
す
る
機
会
が
訪
れ
つ
つ
あ

る
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。

政
治
不
信
が
続
き
、
日
本
の
未
来

は
不
透
明
で
す
。
自
分
の
任
務
を
終

え
て
も
、
そ
の
後
の
国
が
栄
え
る
し

く
み
を
構
想
す
る
よ
う
な
志
の
高
い

リ
ー
ダ
ー
の
出
現
が
待
ち
望
ま
れ
ま

取材執筆・撮影│柊 憩（ひいらぎ・いこい）

東善寺

1964年生まれ。筑波大学卒業後、
出版社数社を経て独立。ライター兼
編集者として、書籍・雑誌の制作に
携わっている。

〒370-3401群馬県高崎市倉渕町権田169
http://tozenzi.com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。

埼玉県／黛一子様　　　神奈川県／西岡則昌様
静岡県／橋本正己様　　佐賀県／池内淳子様
長崎県／吉田房江様

本誌170（秋）号のプレゼント、『上條陽子とガ
ザの画家たち　希望へ…』は、次の方々が当選
されました。

今回の特集にご登場頂い
た村上泰賢師のご著書
『小栗上野介―忘れられ
た悲劇の幕臣』（平凡社新
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、ご希望の書名・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。 2025年5月末必着

読
者
か
ら
の
お
便
り

島
根
県 

吉
田
恵 

様

夏
の
暑
い
日
は
早
朝
墓
そ
う
じ
を
す

る
こ
と
に
し
て
い
る
私
。
父
母
の
介

護
と
仕
事
を
言
い
訳
に
大
草
に
び
っ

く
り
す
る
夏
草
。
ま
る
で
草
の
種
を

ま
い
た
よ
う
。
中
腰
よ
り
も
正
座
を

し
て
草
を
と
る
。
祖
父
母
に
語
る
と

言
う
よ
り
も
ぼ
や
い
て
い
ま
す
。
墓

地
は
一
人
だ
と
少
し
さ
み
し
い
か
ら

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
今
年

は
違
い
ま
し
た
。
上
を
見
上
げ
る
と

鳥
。
わ
が
家
の
と
な
り
の
墓
石
に
は

茶
ト
ラ
の
猫
が
ス
ー
ス
ー
寝
て
い
ま

し
た
。
黄
ス
ズ
メ
蜂（
偵
察
ボ
ス
）一

匹
、
女
王
蜂
を
ま
も
る
た
め
の
ト
ッ

プ
、
そ
れ
ぞ
れ
自
由
本
能
の
ま
ま
煩

悩
な
し
…
…
。
鳥
は
案
外「
お
供
え

物
は
な
い
の
か
な
」。
そ
れ
ぞ
れ
視

線
を
感
じ
る
五
時
三
十
分
で
し
た
。

沢
山
汗
も
か
き
ま
し
た
が
、
さ
わ
や

か
な
一
日
の
は
じ
ま
り
で
し
た
。
祖

父
母
に
感
謝
。
そ
し
て
一
羽
二
匹
に

感
謝
。
ま
た
よ
ろ
し
く
ね
、
と
思
い

ま
し
た
。



お申し込み方法

締切

 作品募集

13

て
ひ
向
に
海
の
青
群

銀
杏

つ
立

県
島
広

　

之
宜
畑
小

ま
び
か
浮
に
目
が
観
景
な
う
よ
る
み
を
画
絵
の
幅
一

の
杏
銀
な
き
大
に
景
背
を
海
い
青
の
海
内
戸
瀬
。
す

。
す
で
配
気
な
う
そ
り
散
も
に
今
は
樹
の
杏
銀
た
い

ま
げ
上
仕
に
品
作
に
事
見
を
比
対
の
彩
色
。
す
で
の

。
た
し

県
賀
佐

　

子
淳
内
池

つ
さ
い
あ
の
年
新
ら
か
供
子
む
住
に
く
遠
に
月
正
お

く
多
も
方
る
れ
さ
を
拶
挨
の
賀
年
で
話
電
ビ
レ
テ
は

身
の
手
相
な
忙
多
し
か
し
。
す
で
然
当
は
の
る
く
て

。
す

凩
し
ら
が
こ

り
帰
里
り
な
と
れ
連
道
や

県
川
奈
神

　

一
惠
中
田

あ
が
ろ
こ
と
い
く
に
り
わ
伝
が
味
意
し
少
は
句
の
こ

と
だ」
凩
「は
私
。
す
で
因
原
が
の
い
く
に
し
像
想

て
し
に
れ
連
道
を
凩
「と
る
す
う
そ
。
た
し
ま
い
思

老う
ろ

鶯う
お

く
さ
小
幅
歩
に

天ん
て

ぐ
お
あ

県
玉
埼

　

中
備
岡
西

　

鳴
で
山
里
に
先
春
。
と
こ
の
鶯
の
夏
は」
鶯
老
「

め
求
を
ろ
こ
と
い
し
涼
と
る
な
に
夏
も
鶯
た
い
て
い

。
す
ま
り
な
く
き
大
が
激

詠
者
選
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は
こ
こ
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花
の
菜

何に
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町ち
ま
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目め 
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│
│
│
│
│
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│
│
│
│
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詩
竹
崎
尾

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

　　　 2025年5月末日（当日消印有効）

●ご応募の中から優秀な作品を選び、
誌上にて発表する予定です。

●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 2025年5月末日（当日消印有効）

無
垢
清
浄
光う

こ

慧
日ち

に

破
諸
闇ん

あ

能う

の

伏く

ぶ

災い

さ

風
火

普
明
照
世
間ん

け

毎
日
書
道

ご家族のみなさまのご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。
169（夏号）～172号（今号）の審査発表は175号（冬号）にて行います。

く
な
れ
が
け

 

光
の
浄
清

は
光
た
れ
溢
に
慧
智

 り
破
を
闇
暗
の
々
諸

を
火
風
の
い
災

 

し
消
き
吹
に
事
見

に
か
ら
明
を
中
界
世

 

す
で
の
る
な
に
し
ら
照
お

り
よ」
品
門
普
「』
経
華
法
『

訳
　

外
劫
山
丸

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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「仏教の学びはいつまでも尽きません」と村上さんは語る

貴重な記録や資料を見せてくれた
村上さん

村
上
さ
ん
の
一
日
は
、
少
し
高
台
に

あ
る
自
宅
の
二
階
か
ら
日
の
出
を
眺

め
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
。「
あ
の
杉

林
の
、
ち
ょ
う
ど
隙
間
か
ら
太
陽
が

眩
し
く
光
り
始
め
る
ん
で
す
。
素
晴

ら
し
い
光
景
で
す
よ
」

東
日
本
大
震
災
で
は
、
同
じ
窓
か

ら
見
下
ろ
す
海
面
が
大
き
く
上
昇
し
、

湾
内
に
集
中
し
た
津
波
は
周
辺
の
住

宅
を
飲
み
込
ん
で
し
ま
っ
た
。「
私

は
ち
ょ
う
ど
孫
を
迎
え
に
出
て
い
た

の
で
、
そ
の
ま
ま
息
子
家
族
の
家
で

二
晩
過
ご
し
て
か
ら
自
宅
に
戻
り
ま

し
た
。
妻
も
外
出
先
で
避
難
で
き
、

こ
の
自
宅
も
無
事
で
し
た
。
し
か
し
、

ま
さ
か
あ
ん
な
波
が
来
る
と
は
。
生

ま
れ
育
っ
た
場
所
で
す
け
ど
、
び
っ

く
り
で
す
」

震
災
後
に
は
防
潮
堤
が
建
ち
、
村

上
さ
ん
が
幼
少
期
か
ら
眺
め
て
き
た

海
の
景
色
は
異
な
る
も
の
に
な
っ
た
。

朝
陽
を
拝
み
、
坐
禅
し
、
妻
の
貞て
い

子こ

さ
ん
と
の
時
間
を
大
切
に
過
ご
す

日
々
。
車
で
菩
提
寺
の
前
を
通
る
時

は
、
一
時
停
止
を
し
て
感
謝
の
言
葉

を
唱
え
る
、
と
い
う
マ
イ
ル
ー
ル
も

あ
る
。
日
々
、
新
聞
や
書
籍
か
ら
の

学
び
も
欠
か
さ
な
い
。
祖
父
か
ら
引

こ
こ
ろ
穏
や
か
な
日
々
に 

手
を
合
わ
せ

気け

仙せ
ん
沼ぬ
ま
駅
か
ら
国
道
四
五
号
線
を

通
り
約
二
十
分
。
唐か
ら
桑く
わ
ト
ン
ネ
ル
か

ら
先
が
、
同
県
の
最
北
東
端
に
位
置

す
る
旧
唐
桑
町（
現
気
仙
沼
市
）
だ
。

40年間の船乗り生活

「生かされている」「生かされている」
と感じたときと感じたとき

自
分
は
生
か
さ
れ
て
い
る
─
─
。

「
船
乗
り
だ
っ
た
四
十
年
間
、

何
度
も
死
に
そ
う
な
経
験
を
し
ま
し
た
。

海
の
上
に
い
る
時
は
、

神
様
や
仏
様
し
か
頼
れ
な
い
時
が
あ
る
ん
で
す
」

村む
ら

上か
み

治は
る

憲の
り

さ
ん
は
、

漁
船
員
と
し
て
の
海
上
生
活
を
経
て
、

八
十
代
と
な
っ
た
現
在
も
、

仏
教
の
教
え
に
支
え
ら
れ
て
い
る
と
語
る
。

宮
城
県
気
仙
沼
市
を
訪
ね
た
。
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東日本大震災およびそれ以前の津波被害の碑が三陸の歴史を物語る

村上さんの菩提寺である地福寺

た
ま
た
ま
開
い
た
頁
に
は
、
昭
和
五

十
三
年
冬
、
ベ
ー
リ
ン
グ
海
に
い
た

こ
と
が
記
さ
れ
て
い
た
。「
も
ち
ろ

ん
辛
い
こ
と
も
た
く
さ
ん
あ
り
ま
し

た
よ
。
な
ん
せ
北
の
海
は
、
骨
の
芯

ま
で
凍
る
よ
う
な
厳
寒
で
す
か
ら
。

船
が
揺
れ
て
、
吐
き
気
や
頭
痛
、
腰

痛
と
い
っ
た
影
響
も
出
ま
す
。
で
も

〝
男
の
世
界
〟
で
は
弱
音
も
吐
け
な

い
ん
で
す
よ
」

七
つ
の
海
で
実
感
し
た 

「
生
か
さ
れ
て
い
る
」

事
故
や
沈
没
な
ど
、

行
方
不
明
や
事
故
死

を
見
聞
き
す
る
こ
と

も
少
な
く
な
か
っ
た
。

村
上
さ
ん
自
身
、
一

年
目
に
早
く
も
座
礁

事
故
を
経
験
し
た
。

「
夜
中
に
慌
て
て
デ

ッ
キ
へ
逃
げ
出
し
ま

し
た
。
暗
闇
の
な
か
、

い
つ
沈
む
か
わ
か
ら

な
い
船
の
上
で
十
時

間
も
救
助
を
待
ち
、

や
っ
と
一
人
ず
つ
全

員
が
助
け
出
さ
れ
た

直
後
、
目
の
前
で
船

が
真
っ
二
つ
に
な
っ

た
ん
で
す
。
本
当
に

怖
か
っ
た
で
す
ね
」

以
来
、
七
つ
の
海

で
四
十
年
近
く
働
い

た
村
上
さ
ん
は
、
人
智
を
超
え
た
も

の
に
感
謝
を
積
み
重
ね
て
き
た
。

「
八
歳
の
時
に
他
界
し
た
母
の
、
た

っ
た
一
枚
だ
け
残
さ
れ
て
い
た
写
真

を
大
切
に
持
っ
て
い
た
ん
で
す
が
、

座
礁
し
た
船
と
一
緒
に
沈
ん
で
し
ま

っ
た
ん
で
す
。
体
ひ
と
つ
と
は
い
え

自
分
は
助
け
ら
れ
て
、
ま
る
で
母
が

身
代
わ
り
に
な
っ
て
く
れ
た
よ
う
に

感
じ
ま
し
た
。
当
時
の
記
録
を
読
ん

で
い
る
と
、
よ
く
生
き
て
務
め
き
っ

た
な
ぁ
と
思
う
ん
で
す
よ
」

村
上
さ
ん
は
菩
提
寺
で
あ
る
地
福

寺
に
頻
繁
に
顔
を
出
す
。
石
碑
を
磨

い
た
り
、
祭
典
時
に
は
実
行
委
員
の

ひ
と
り
と
し
て
地
域
を
回
っ
た
り
と
、

出
来
る
こ
と
に
努
め
て
い
る
。
片
山

康
春
住
職
は「
生
ま
れ
た
時
か
ら
こ

の
お
寺
と
ご
縁
が
あ
る
よ
う
な
方
。

震
災
や
コ
ロ
ナ
禍
を
経
て
、
人
口
が

減
っ
た
り
、
人
と
の
関
わ
り
方
も
変

わ
っ
て
き
た
今
、
村
上
さ
ん
の
よ
う

な
熱
心
な
方
は
あ
り
が
た
い
存
在
で

す
」と
教
え
て
く
れ
た
。

き
継
い
だ
本
も
あ
る
と
い
う
豊
か
な

蔵
書
に
は
、
仏
教
だ
け
で
な
く
、
自

然
科
学
、
哲
学
、
歴
史
、
地
域
文
化
、

写
真
集
、
小
説
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な

テ
ー
マ
の
本
が
並
ん
で
い
た
。「
気

に
な
っ
た
こ
と
が
あ
る
と
、
切
り
取

っ
た
り
書
き
写
し
た
り
し
て
い
ま

す
」大

量
の
ノ
ー
ト
に
は
、
そ
の
日
の

出
来
事
に
加
え
て
、
日
の
出
・
日
の

入
り
の
時
間
、
月
や
星
な
ど
天
体
の

動
き
と
い
っ
た
記
録
が
細
や
か
に
、

し
か
し
分
か
り
や
す
く
き
れ
い
な
万

年
筆
の
文
字
で
記
録
さ
れ
て
い
た
。

「
昔
か
ら
シ
ケ
の
時
に
は
自
室
で
ノ

ー
ト
を
付
け
て
い
た
習
慣
で
す
」

精
神
を
鍛
え
た
海
の
世
界

シ
ケ
と
は
、
悪
天
候
な
ど
で
海
の

仕
事
が
で
き
な
い
こ
と
。
唐
桑
は
遠

洋
漁
業
の
歴
史
が
長
く
、
多
く
の
男

性
た
ち
が
船
に
乗
り
、
海
で
働
い
て

き
た
。
村
上
さ
ん
の
父
親
は
漁
師
で

は
な
か
っ
た
が
、「
私
は
水
産
高
校

に
入
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
き
っ
か
け

に
、
船
乗
り
に
な
り
ま
し
た
」と
、

ど
こ
か
運
命
付
け
ら
れ

て
い
た
か
の
よ
う
に
、

十
五
歳
か
ら
船
乗
り
人

生
を
歩
み
始
め
た
。
遠

洋
マ
グ
ロ
船
に
約
十
年
、

そ
の
後
は
当
時
主
流
に

な
り
始
め
た
ト
ロ
ー
ル

船（
遠
洋
底
ひ
き
網
漁
業
）

の
機
関
長
へ
と
キ
ャ
リ

ア
を
伸
ば
し
た
。
時
代

は
二
〇
〇
海
里
の
規
制

前
で
あ
り
、
バ
ブ
ル
真

っ
盛
り
。
各
メ
ー
カ
ー

が
技
術
開
発
に
努
め
、

新
鋭
の
最
新
船
が
次
々

に
造
船
さ
れ
て
い
た
。

各
国
の
船
が
競
う
よ
う

に
出
港
し
て
い
た
と
言

う
。「
ス
ケ
ソ
ウ
ダ
ラ

の
漁
期
は
十
二
月
か
ら

四
月
ま
で
。
カ
ム
チ
ャ

ッ
カ
半
島
近
海
は
旧
ソ

連
や
韓
国
の
船
と
の
争
奪
戦
で
す
。

最
盛
期
は
た
っ
た
一
日
で
船
が
満
杯

に
な
る
ほ
ど
獲
れ
ま
し
た
」

話
を
シ
ケ
に
戻
す
と「
シ
ケ
だ
と

網
が
下
ろ
せ
ず
仕
事
に
な
ら
な
い
ん

で
す
。
機
関
長
と
し
て
自
室
が
与
え

ら
れ
て
い
た
の
で
、
そ
こ
で
ノ
ー
ト

を
付
け
た
り
、
船
内
文
庫
の
本
を
読

ん
で
い
ま
し
た
」と
、
手
元
の
ノ
ー

ト
を
一
冊
広
げ
て
見
せ
た
。
日
付
と

経
緯
度
に
よ
っ
て
、
い
つ
ど
こ
で
何

を
し
て
い
た
の
か
、
す
ぐ
に
わ
か
る
。

取
材
執
筆
・
撮
影
│
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Tw

o…D
oors

代
表
。
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涅
槃
図
─
─
。
娑
羅
双
樹
の
樹
々
に
囲
ま
れ
て
亡
く

な
っ
た
お
釈
迦
様
を
、
弟
子
や
菩
薩
、
天
女
、
そ
し

て
動
植
物
ま
で
が
取
り
囲
み
、
嘆
き
悲
し
ん
で
い
る

様
を
描
い
た
仏
画
の
こ
と
。
諸
行
無
常
、
生
者
必
滅
。

こ
の
世
の
全
て
は
変
化
を
伴
い
、
生
き
と
し
生
け
る

も
の
は
必
ず
お
釈
迦
さ
ま
の
よ
う
に
亡
く
な
る
も
の

で
あ
る
こ
と
が
表
現
さ
れ
て
い
ま
す
。

佐
賀
県
佐
賀
市
。
曹
洞
宗
の
古
刹
で
あ
る
高
伝
寺
で

管
理
さ
れ
て
い
る
の
は
、
日
本
最
大
級
の
大
涅
槃
図

で
す
。
広
げ
れ
ば
、
縦
に
十
五
・
二
メ
ー
ト
ル
、
横

は
六
メ
ー
ト
ル
。
五
階
建
て
ビ
ル
の
高
さ
に
も
な
る

涅
槃
図
が
収
め
ら
れ
た
箱
に
は
、
宝
永
三
（
一
七
〇

六
）
年
の
製
作
で
あ
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

現
在
で
は
毎
年
四
月
、
釈
迦
堂
御
開
扉
法
要
に
合
わ

せ
て
約
一
ヵ
月
間
の
み
公
開
さ
れ
る
、
佐
賀
市
の
重

要
文
化
財
で
す
。
高た
か

閑が

者わ

廣こ
う

憲け
ん

住
職
は
二
〇
〇
八
年
、

長
い
歴
史
の
な
か
で
大
き
く
傷
ん
だ
大
涅
槃
図
の
修

復
を
決
意
し
、
約
二
年
の
歳
月
と
心
血
を
注
ぎ
ま
し

た
。
改
め
て
、
大
涅
槃
図
の
存
在
に
つ
い
て
お
聞
き

し
ま
し
た
。

鍋
島
藩
「
葉
隠
」
誕
生
の
地

三
十
年
ほ
ど
前
、
初
め
て
高
伝
寺
に
来
た
時
に
は
、

大
涅
槃
図
の
中
心
が
ば
っ
さ
り
と
裂
け
、
皺
も
た
く

さ
ん
あ
り
ま
し
た
。
大
き
い
上
に
材
質
は
和
紙
。
保

管
用
の
芯
や
箱
も
古
く
、
扱
い
に
く
か
っ
た
こ
と
が

要
因
の
一
つ
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
で
も
毎
年
公
開

し
て
い
ま
し
た
が
、
傷
み
の
多
さ
か
ら
、
い
つ
か
消

え
て
し
ま
う
も
の
の
よ
う
に
感
じ
て
い
た
方
も
少
な

く
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
私
の
中
に
は

「
い
つ
か
修
復
し
た
い
」
と
い
う
願
望
が
ず
っ
と
あ

り
ま
し
た
。

高
伝
寺
は
も
と
も
と
、
戦
国
時
代
か
ら
九
州
の
最

大
勢
力
だ
っ
た
鍋
島
家
の
菩
提
寺
で
し
た
。
佐
賀
藩

祖
で
あ
る
鍋
島
直
茂
の
父
親
・
清き
よ

房ふ
さ

が
建
て
た
お
寺

で
す
。
三
十
五
万
石
を
超
え
る
鍋
島
藩
は
、
武
士
の

心
得
や
思
想
を
ま
と
め
た
書
物
『
葉は

隠が
く
れ

』
を
製
作
し

た
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、『
葉
隠
』
を
書
い

た
場
所
も
、
高
伝
寺
の
敷
地
内
に
あ
る
華け

蔵ぞ
う

庵あ
ん

と
い

う
庵
で
し
た
。

蘇
っ
た
大
涅
槃
図

再
び
灯
さ
れ
た
覚
悟
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レプリカにて三つの禅の思想を説明する高閑者（タカガワ）住職

本堂に展示された「大涅槃図」©佐賀市

も
の
に
仏
様
の
心
が
通
う
と
い
う
思
想
で
す
。
さ
ら

に
下
の
三
分
の
一
に
は
生
き
物
が
描
か
れ
て
お
り
、

生
き
と
し
生
け
る
も
の
は
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
仏

に
な
れ
る
資
質
を
も
つ
、
一い
っ

切さ
い

衆し
ゅ

生じ
ょ
う

悉し
つ

有う

仏ぶ
っ

性し
ょ
うの

思
想
だ
と
言
え
ま
す
。
つ
ま
り
こ
の
一
枚
の
絵
で
、

三
つ
の
禅
の
思
想
を
等
し
く
表
現
す
る
た
め
に
こ
の

大
き
さ
に
し
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
思
え
て
な
り

ま
せ
ん
。

鍋
島
藩
は
幕
府
と
近
い
存
在
で
あ
っ
た
た
め
、
東

福
寺
に
対
し
て
模
写
を
許
可
さ
せ
た
り
、
模
写
で
あ

っ
て
も
独
自
性
を
出
し
て
思
想
を
込
め
た
り
で
き
た

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
個
人
名
は
な
い
も
の
の
、

腕
の
い
い
絵
師
が
描
い
た
で
し
ょ
う
し
、
製
作
費
用

も
か
な
り
掛
か
っ
た
は
ず
。
何
か
し
ら
幕
府
の
後
ろ

盾
が
あ
っ
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

明
治
時
代
に
な
り
廃は
い

仏ぶ
つ

毀き

釈し
ゃ
くが

起
こ
る
と
、
最
後

の
藩
主
だ
っ
た
鍋
島
直な
お

大ひ
ろ

は
、
鍋
島
家
と
、
か
つ
て

の
主
君
だ
っ
た
竜
造
家
、
両
家
の
墓
を
各
地
か
ら
集

め
て
高
伝
寺
に
移
設
し
ま
し
た
。
今
も
、
本
堂
の
裏

手
に
あ
る
千
八
百
坪
の
御
墓
所
に
は
、
東
側
に
竜
造

家
、
西
側
に
鍋
島
家
の
墓
石
が
並
ん
で
い
ま
す
。
お

墓
だ
け
で
は
な
く
、
キ
リ
シ
タ
ン
灯
籠
も
一
緒
に
置

か
れ
て
い
ま
す
。
墓
石
を
移
す
費
用
も
相
当
な
も
の

だ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
の
で
、
鍋
島
家
も
あ
る
種
の

覚
悟
を
も
っ
て
新
し
い
時
代
を
迎
え
た
の
で
し
ょ
う
。

『
葉
隠
』
は
口
述
さ
れ
た
書
物
で
、
教
え
を
語
っ
た

の
は
当
時
の
高
伝
寺
住
職
で
あ
っ
た
、
湛た

ん

然ね
ん

梁り
ょ
う

重
ち
ょ
う

和
尚
で
し
た
。
同
じ
く
佐
賀
に
は
圓
蔵
院
と
い
う
お

寺
が
あ
る
の
で
す
が
、
あ
る
時
、
圓
蔵
院
の
住
職
が
、

お
寺
の
昇
格
を
藩
主
に
直
訴
す
る
と
い
う
、
当
時
で

は
考
え
ら
れ
な
い
大
事
件
が
起
き
ま
し
た
。
非
礼
を

許
さ
な
か
っ
た
鍋
島
家
藩
主
二
代
目
・
光
茂
は
、
周

囲
の
説
得
も
聞
か
ず
、
そ
の
住
職
を
斬
首
し
て
し
ま

う
ん
で
す
。

光
茂
に
対
し
て
憤
っ
た
湛
然
和
尚
は
、
抗
議
の
意

味
を
込
め
て
高
伝
寺
を
出
て
、
佐
賀
か
ら
去
ろ
う
と

し
ま
し
た
。
す
ぐ
に
藩
士
に
捉
え
ら
れ
る
も
、
自
ら

を
も
斬
首
せ
よ
と
強
い
抵
抗
を
続
け
ま
す
。
し
か
し

和
尚
を
手
放
し
て
は
威
厳
に
関
わ
る
光
茂
は
、
必
死

に
交
渉
を
重
ね
ま
し
た
。
結
果
、
和
尚
は
高
伝
寺
の

住
職
は
辞
め
る
も
、
お
寺
に
留
ま
る
こ
と
と
し
て
折

り
合
い
が
つ
き
、
和
尚
の
た
め
に
建
て
ら
れ
た
の
が
、

華
蔵
庵
で
す
。『
葉
隠
』
に
記
さ
れ
た
「
武
士
道
と
い

ふ
は
死
ぬ
こ
と
と
見
つ
け
た
り
」
の
く
だ
り
は
武
士

の
思
想
で
す
が
、
和
尚
自
身
が
ま
さ
に
覚
悟
を
持
っ

て
生
き
て
い
た
方
だ
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
光
茂

の
死
後
、
三
代
目
・
綱
重
は
、
光
茂
を
供
養
す
る
手

段
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
大
涅
槃
図
の
制
作
を
発
願
し

た
そ
う
で
す
。

独
自
性
に
秘
め
た
三
つ
の
思
想

高
伝
寺
の
大
涅
槃
図
は
、
京
都
・
東
福
寺
に
あ
る

大
涅
槃
図
を
模
写
し
て
作
ら
れ
ま
し
た
。
東
福
寺
は

当
初
、
模
写
す
る
こ
と
を
な
か
な
か
許
可
せ
ず
、
京

都
在
住
の
絵
師
ら
が
協
力
し
た
と
『
葉
隠
』
に
記
さ

れ
て
い
ま
す
。

綱
重
は
、
図
案
や
寸
法
な
ど
も
そ
の
ま
ま
模
写
す

る
よ
う
に
命
じ
た
そ
う
で
す
が
、
三
年
を
掛
け
て
完

成
し
た
大
涅
槃
図
は
、
随
所
に
独
自
性
が
見
ら
れ
る

も
の
に
な
り
ま
し
た
。
も
し
か
し
た
ら
、
オ
リ
ジ
ナ

ル
を
超
え
る
涅
槃
図
に
し
た
い
と
い
う
願
望
も
あ
っ

た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
見
比
べ
て
み
る
と
、

服
装
や
表
情
な
ど
の
描
写
が
よ
り
日
本
的
で
あ
っ
た

り
、
一
般
的
に
は
涅
槃
図
に
描
か
れ
る
こ
と
が
少
な

い
猫
も
お
釈
迦
さ
ま
を
囲
ん
で
い
ま
す
。

大
き
さ
も
、
縦
に
三
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
大
き
く
な
っ

て
い
ま
す
。
な
ぜ
大
き
く
し
た
の
か
。
こ
れ
は
私
の

想
像
で
す
が
、
仏
教
的
な
意
味
合
い
が
強
ま
る
よ
う

に
工
夫
し
た
結
果
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

大
涅
槃
図
を
じ
っ
と
見
つ
め
て
い
る
と
、
中
央
部
の

約
三
分
の
一
を
使
っ
て
、
お
釈
迦
様
を
中
心
と
し
た

涅
槃
の
思
想
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

そ
の
上
の
三
分
の
一
は
、
主
に
木
々
や
雲
の
絵
。
こ

れ
は
山さ
ん

川せ
ん

草そ
う

木も
く

悉し
っ

皆か
い

成じ
ょ
う

仏ぶ
つ

、
自
然
界
の
あ
ら
ゆ
る
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「
大
涅
槃
図
」全
体
図
。
紙
本
彩
色
で
縦
15
．2
メ
ー
ト
ル
、
横
6
メ
ー
ト
ル
も
あ
る
巨
大
な
画
幅

修復によって保管箱も十分な大きさにアップデートされた

図
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
い
い
わ
け
が
な
い
。
そ
う
思

い
ま
し
た
。
費
用
の
半
分
ほ
ど
は
、
叔
母
の
遺
産
で

あ
っ
た
私
財
を
費
や
し
て
い
ま
す
。

自
ら
に
灯
す
禅
の
教
え

実
は
初
め
て
高
伝
寺
に
挨
拶
を
し
に
来
た
際
、
先

客
の
僧
侶
か
ら
「
こ
こ
は
十
人
い
な
い
と
や
っ
て
い

け
な
い
お
寺
」
と
言
わ
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。

長
い
歴
史
を
誇
る
広
大
な
敷
地
と
、「
佐
賀
の
春
は

高
伝
寺
の
梅
か
ら
」
と
お
褒
め
い
た
だ
く
ほ
ど
に
知

ら
れ
て
い
る
、
七
〇
〇
を
超
え
る
梅
の
木
の
管
理
。

い
ず
れ
も
重
要
な
住
職
の
責
務
で
す
。
実
際
に
は
ず

っ
と
ひ
と
り
で
勤
め
を
果
た
し
な
が
ら
、
か
つ
て
も

ら
っ
た
そ
の
言
葉
を
忘
れ
た
こ
と
は
一
日
た
り
と
も

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

年
月
を
経
た
今
だ
か
ら
思
う
こ
と
は
、
十
人
を
要

す
る
作
務
の
多
さ
も
、
大
涅
槃
図
の
保
護
管
理
も
、

自
分
自
身
が
ど
れ
ほ
ど
の
覚
悟
を
も
ち
、
命
懸
け
で

取
り
組
め
る
の
か
。
私
の
覚
悟
が
問
わ
れ
て
い
た
の

だ
と
思
い
ま
す
。
将
来
の
こ
と
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、

住
職
と
い
う
仕
事
を
務
め
る
た
め
に
は
、
そ
の
く
ら

い
強
い
気
持
ち
を
持
つ
必
要
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と

な
の
で
し
ょ
う
。
僧
侶
を
目
指
し
た
時
か
ら
今
ま
で
、

仏
様
の
言
葉
は
自
分
の
在
り
方
に
通
じ
て
い
た
の
だ

と
感
じ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
多
く
の
方
々
と
高
伝
寺
の
素
晴
ら
し
さ
を

共
有
し
た
い
、
あ
り
の
ま
ま
の
高
伝
寺
を
見
て
い
た

だ
き
た
い
と
い
う
気
持
ち
が
あ
り
ま
す
。
二
月
中
旬

か
ら
の
梅
の
季
節
、
四
月
の
大
涅
槃
図
、
も
ち
ろ
ん

毎
週
の
坐
禅
会
に
も
、
皆
さ
ん
に
お
越
し
い
た
だ
け

た
ら
嬉
し
い
で
す
。

三
百
年
ぶ
り
、
修
復
へ
の
思
い

お
そ
ら
く
廃
仏
毀
釈
ま
で
は
、
大
涅
槃
図
も
大
事

に
扱
わ
れ
て
い
た
と
思
う
ん
で
す
。
し
か
し
そ
の
後
、

大
き
さ
故
の
扱
い
の
難
し
さ
か
、
雑
に
扱
わ
れ
る
よ

う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
、
私

が
高
伝
寺
の
住
職
に
な
っ
た
こ
ろ
は
相
当
に
傷
ん
で

い
ま
し
た
。

修
復
に
つ
い
て
は
、
市
民
に
よ
る
実
行
委
員
会
と

佐
賀
市
に
ご
協
力
を
い
た
だ
き
、
二
〇
〇
八
年
か
ら

始
ま
り
ま
し
た
。
二
年
後
の
二
〇
一
〇
年
、
費
用
に

し
て
二
千
四
百
万
円
を
掛
け
て
、
素
晴
ら
し
い
大
涅

槃
図
が
蘇
り
ま
し
た
。
ま
さ
に
後
世
に
残
す
べ
き
歴

史
的
価
値
だ
と
実
感
し
て
い
ま
す
。
修
復
を
終
え
た

二
〇
一
〇
年
に
は
、
九
州
国
立
博
物
館
で
大
涅
槃
図

の
全
体
を
初
公
開
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
三
〇

〇
余
年
を
経
て
一
枚
の
状
態
に
広
げ
て
見
て
い
た
だ

け
た
こ
と
は
、
ひ
と
つ
の
大
き
な
達
成
感
で
も
あ
り

ま
す
。

現
在
は
、
文
化
財
保
護
法
に
基
づ
く
管
理
を
行
っ

て
い
る
た
め
、
掲
げ
る
だ
け
で
も
六
人
の
人
手
を
要

す
る
大
仕
事
で
す
。
毎
年
、
一
時
間
ほ
ど
掛
け
て
作

業
し
て
い
ま
す
。
た
だ
本
堂
で
は
全
体
を
広
げ
る
こ

と
が
叶
わ
な
い
た
め
、
公
開
す
る
の
は
主
に
お
釈
迦

さ
ま
が
横
た
わ
る
中
央
部
分
で
す
。

な
ぜ
こ
れ
ほ
ど
の
労
力
を
掛
け
て
ま
で
こ
の
涅
槃

図
を
修
復
し
た
の
か
と
言
え
ば
、
そ
れ
は
僧
侶
と
し

て
、
そ
し
て
人
と
し
て
の
、
本
能
で
す
。
何
も
し
な

い
で
い
た
ら
高
伝
寺
で
た
だ
朽
ち
て
し
ま
う
大
涅
槃

取
材
執
筆
・
撮
影
│
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
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表紙画「道端の仏様」／平川恒太
野生のセリを探しに近所の田んぼに出かけた時、綺麗に咲くホトケノザを見つけた。丸く広がる葉が仏像を乗せる蓮華
の台座に似ていて、花の一つ一つがスッと蓮華座に立つ仏様に見える。以前見た聖観音菩薩立像を思い出した。
日本画家、川端龍子の《花摘雲》は、天女が風と共に春の訪れを知らせるような作品で、ボッティチェリの名作《春》の日
本版といったところか。今回の表紙絵にはより身近な春の訪れの喜びと、身近な仏様との関わりを描きたいと思った。
今年の春はホトケノザを見かけたらよく観察してみてほしい。




