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 松源寺通信 第 4 号　 平成 27 年（2015 年）正月

みなさまのお知恵とお力を合わ
せていただき　この佳きめぐり
あわせを寿ぎましょう

永松だより
　
新
年
あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　
平
成
二
十
七
年
は
ひ
つ
じ
年
で
す
。
私
も
四
回
目
の
年
男

と
な
り
四
八
歳
に
な
り
ま
す
。

　
未
年
は
羊
で
す
が
、羊
は
群
れ
を
な
し
て
行
動
す
る
た
め
、

家
族
の
安
泰
や
平
和
を
も
た
ら
す
縁

起
物
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
こ

の
年
に
生
ま
れ
た
人
は
、
穏
や
か
で

温
か
く
、
優
し
い
。
そ
し
て
正
義
感

が
強
く
、
真
面
目
だ
と
い
わ
れ
て
い
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。

　
大
蔵
山
松
源
寺
も
檀
信
徒
の
皆
様

や
ご
先
祖
さ
ま
に
支
え
ら
れ
、
開
創

四
九
四
年
を
迎
え
ま
す
。
こ
の
松
源

寺
通
信
『
永
松
だ
よ
り
』
も
四
号
目

を
発
行
す
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。前
回「
泰
典
和
尚
の
タ
ッ

チ
ダ
ウ
ン
」
に
写
真
が
掲
載
さ
れ
ま
し
た
が
、
私
の
背
番
号

は
44
番
で
し
た
。
干
支
の
四
回
目
と
松
源
寺
通
信
の
第
四
号

と
四
（
し
）
が
重
な
り
ま
し
た
が
、
四
四
（
よ
し
）
と
解
釈

し
、
い
い
年
に
な
り
そ
う
で
す
。

　
平
成
二
十
二
年
に
当
山
の
住
職
を
拝
命
し
六
年
目
と
な
り

ま
す
。
今
年
は
先
代
三
十
五
世
再
重
興
智
貫
孝
善
大
和
尚
様

の
一
周
忌
を
迎
え
ま
す
。
そ
し
て
昨
年
か
ら
始
め
た
『
3
・
11

を
忘
れ
な
い
─
祈
り
の
集
い
』
も
行
い
ま
す
。
昨
年
は
イ

ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
為
、
急
遽
ビ
デ
オ
映
像
で
の
登
場
と
な
り

ま
し
た
柴
山
光
由
さ
ん
の
朗
読
も
、
今
年
は
生
で
お
聞
き
頂

く
予
定
で
す
。
三
月
十
一
日
（
水
）
に
本
堂
で
追
悼
の
ご
供

養
と
永
松
閣
（
庫
裏
二
階
）
で
朗
読
会
を
開
催
致
し
ま
す
。

　
松
源
寺
で
は
研
修
旅
行
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。
平
成
十
九

年
よ
り
再
開
の
ス
タ
ー
ト
と
し
て
大
本
山
總
持
寺
参
拝
を
し

て
以
来
、
二
十
年
は
鶴
岡
の
善
宝
寺
参
拝
、
二
十
一
年
は
青

森
県
の
恐
山
参
拝
、
二
十
二
年

は
新
潟
県
の
常
光
寺
参
拝
、

二
十
三
年
は
大
本
山
永
平
寺
参

拝
、
二
十
四
年
は
岩
手
県
の
奥

の
正
法
寺
参
拝
を
開
催
し
て
参

り
ま
し
た
。
松
源
寺
の
檀
信
徒

に
限
ら
ず
友
人
や
ご
親
戚
の

方
々
に
も
ご
参
加
頂
い
て
お
り

ま
す
。

　
今
年
は
大
本
山
總
持
寺
を
開

か
れ
た
瑩
山
禅
師
さ
ま
の
お
弟
子
で
二
代
目
の
峨
山
韶
碩
禅

師
の
六
百
五
十
回
大
遠
忌
の
年
に
当
た
り
ま
す
。「
峨が

山ざ
ん

道ど
う

」

と
言
わ
れ
る
、
總
持
寺
祖
院
と
永よ

う

光こ
う

寺じ

を
繋
ぐ
道
が
あ
る
能

登
の
輪
島
市
に
行
く
計
画
で
す
。
日
程
が
決
ま
り
ま
し
た
ら

告
知
致
し
ま
す
の
で
、
ふ
る
っ
て
ご
参
加
下
さ
い
。

　
今
年
も
ご
先
祖
様
の
ご
供
養
と
菩
提
寺
発
展
の
為
、
ご
尽

力
と
ご
法
愛
を
頂
き
ま
す
よ
う
切
に
お
願
い
申
し
上
げ
ま
し

て
、
新
年
の
挨
拶
と
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。
合
掌

新
春
の
ご
あ
い
さ
つ

大
蔵
山
松
源
寺
第
三
十
五
世
　
東
海
　
泰
典

　
四
十
年
の
永
き
に
に
わ
た

り
菩
提
寺
松
源
寺
を
お
守
り

い
た
だ
い
た
三
十
四
世
再
重

興
智
貫
孝
善
大
和
尚
様
が
、

昨
年
三
月
二
十
日
西
方
浄
土

へ
旅
立
た
れ
ま
し
た
。
悲
し

み
て
も
余
り
あ
る
こ
と
で
し

た
。

　
こ
れ
か
ら
は
松
源
寺
隆
盛

へ
向
け
て
役
員
、
そ
し
て
檀

家
の
皆
様
の
ご
支
援
の
も

と
、
三
十
五
世
泰
典
和
尚
様

を
お
支
え
し
て
参
り
た
い
と

存
じ
ま
す
。

　
年
頭
に
あ
た
り
皆
々
様
の

ご
協
力
を
賜
り
ま
す
よ
う
心

よ
り
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　
永
松
会
会
員

　
竹
丸
　
寅
夫
　
　
太
田
　
　
守

　
高
橋
　
金
雄
　
　
丹
野
　
勝
雄

　
木
皿
　
喜
吉
　
　
小
崎
　
正
隆

　
伊
藤
　
祐
之
　
　
松
屋
　
茂
行

　
三
浦
　
信
久
　
　
三
浦
　
正
勝

　
植
木
　
憲
郎

　
年
頭
あ
い
さ
つ

　
永
松
会
会
長
　
竹
丸
　
寅
夫



(2)

　
矢
込
瀬
を
勢
い
よ
く
下
っ
た
流
れ
は
、
左
岸
の
連
崖
に
突

き
当
た
っ
て
松
源
寺
渕
と
な
る
。
松
源
寺
は
伊
達
家
に
関
係

の
な
か
っ
た
寺
で
、
寺
格
も
寺
縁
も
な
か
っ
た
白
川
家
の
牌

寺
（
位
牌
の
あ
る
寺
）
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
白
川
氏
は
中

世
結
城
氏
以
来
の
旧
家
で
白
河
関
で
知
ら
れ
る
白
河
の
領
主

で
あ
っ
た
が
、
天
正
十
八
年
豊
臣
秀
吉
に
所
領
を
没
収
さ
れ

て
亡
び
た
。
そ
れ
ま
で
は
伊
達
政
宗
の
敵
で
あ
る
仙
道
七
将

の
一
人
だ
っ
た
が
、
義
親
の
代
に
政
宗
に
帰
属
し
た
。
伊
達

家
で
は
、
か
つ
て
の
仙
道
の
領
主
で
臣
属
し
た
者
を
お
客
大

名
と
称
し
て
、
一
門
の
家
格
を
与
え
る
慣
例
だ
っ
た
の
で
、

石
川
氏
、
岩
城
氏
な
ど
よ
り
も
ず
っ
と
お
く
れ
て
綱
村
の
代

に
一
門
に
列
し
た
。
松
源
寺
も
白
川
氏
の
家
中
寺
と
し
て
大

永
元
年
白
河
に
創
建
さ
れ
た
が
、
白
川
義
綱
の
代
に
伊
達
家

か
ら
土
樋
に
寺
地
を
も
ら
っ
て
、
義
綱
が
開
基
し
た
の
が
現

在
の
松
源
寺
で
あ
る
。
近
く
の
米
ヶ
袋
は
鷹
匠
の
町
だ
っ
た

の
で
、
鷹
匠
や
餌
指
し
（
タ
カ
の
餌
の
小
鳥
を
捕
る
小
者
）

に
檀
家
が
多
か
っ
た
。
将
軍
家
へ
献
上
し
た
鶴
を
捕
っ
た
と

い
う
鷹
の
墓
が
あ
る
の
も
う
な
ず
け
る
で
あ
ろ
う
。

　
こ
こ
か
ら
左
岸
に
低
い
土
樋
の
ガ
ケ
が
愛
宕
橋
下
流
ま
で

続
い
て
、
流
れ
は
昔
か
ら
変
わ
り
な
く
、
こ
の
ガ
ケ
に
つ
い

て
南
流
す
る
が
、
広
瀬
川
も
よ
う
や
く
下
流
に
近
づ
い
て
、

も
は
や
唐
戸
渕
付
近
に
見
る
よ
う
な
高
い
絶
壁
は
無
く
な

る
。
し
か
し
流
れ
は
ど
こ
ま
で
も
渕
を
連
ね
て
、
仙
台
の
言

葉
で
表
現
す
る
と
ノ
ロ
ッ
と
し
た
流
れ
に
に
な
り
、
松
源
寺

渕
に
つ
づ
い
て
大
釜
、
小
釜
、
西
光
院
渕
を
経
て
愛
宕
橋
を

く
ぐ
る
。
釜
と
い
う
地
名
は
海
岸
の
方
に
も
相
ノ
釜
、花
釜
、

原
釜
と
あ
り
、
川
と
海
に
多
い
。

二
口
渓
谷
の
野
尻
と
秋
保
大
滝
の

間
に
あ
る
釜
渕
の
地
形
か
ら
判
断

す
る
と
、
深
所
を
い
う
ら
し
い
。

（
後
略
）�

＊
大
永
元
年
＝
一
五
二
一
年

（『
廣
瀬
川
の
歴
史
と
傳
説
』
三
原
良
吉
　
宝
　

文
堂
　
昭
和
五
十
四
年
十
月
十
日
）

松
源
寺
の
御
縁

向
山
と
松
源
寺
渕
、
西
光
院
渕

探さ
が

し
訪た
ず

ね
て

第4回

第
二
回

　

竹
内
廣
さ
ん
と
「
は
が
き
の
三
行
革
命
」

　
竹
内
廣
さ
ん
は
郵
政
事
業
一
筋
に
奉
職
さ
れ
、
今
は
地
域

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
活
性
化
に
活
躍
さ
れ
て
い
ま
す
。
竹
内
さ

ん
は
二
十
歳
代
後
半
の
頃
、
大
き
な
経
験
を
し
ま
し
た
。
郵

便
物
配
達
の
仕
事
を
し
て
い
た
頃
の
こ
と
で
す
。
毎
週
木
曜

日
に
な
る
と
決
ま
っ
て
は
が
き
を
届
け
る
お
宅
が
あ
る
こ
と

に
気
が
付
き
ま
す
。
そ
の
お
宅
の
門
前
に
は
い
つ
も
ご
婦
人

が
は
が
き
を
受
け
取
る
た
め
に
待
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て

あ
る
時
、
三
週
間
ほ
ど
は
が
き
が
届
か
な
い
時
が
あ
り
ま
し

た
。
気
が
か
り
だ
っ
た
の
で
す
が
、し
ば
ら
く
た
っ
て
か
ら
、

そ
の
は
が
き
の
差
出
人
が
亡
く
な
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
り

ま
し
た
。
待
っ
て
い
る
は
が
き
が
届
か
な
い
、
そ
の
悲
し
み

の
深
さ
を
想
い
、
一
つ
の
便
り
が
持
つ
意
味
と
、
人
の
心
を

届
け
る
こ
の
仕
事
の
重
さ
に
思
い
至
り
、「
一
生
、
は
が
き

に
命
を
か
け
よ
う
」
と
思
い
定
め
た
の
で
し
た
。

　
は
が
き
は
明
治
六
年
に
売
り
出
さ
れ
た
商
品
で
、
明
治
四

年
に
郵
政
事
業
が
開
始
さ
れ
ま
し
た
か
ら
、
郵
便
の
初
期
か

ら
本
当
に
長
い
間
愛
さ
れ
て
い
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・

ツ
ー
ル
で
あ
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
そ
し
て
は
が
き
は
本

来
は
「
端は

し

書が
き

」、
メ
モ
程
度
の
物
。
長
々
と
書
く
こ
と
は
な

い
の
で
す
。
知
る
人
ぞ
知
る
「
は
が
き
の
三
行
革
命
」
は
竹

内
さ
ん
の
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
に
な
り
ま
し
た
。

　
　
　
一
、
下
手
で
も
自
分
の
文
字
で
書
く
。

　
　
　
二
、
短
く
三
行
で
書
く
。

　
　
　
三
、
拝
啓
、
敬
具
な
ど
は
い
ら
な
い
。

　「
書
く
こ
と
は
考
え
る
こ
と
、
相
手
を
思
う
こ
と
だ
」
と

竹
内
さ
ん
は
言
い
ま
す
。
今
は
メ
ー
ル
の
時
代
だ
か
ら
、
は

が
き
に
戻
れ
と
は
言
わ
な
い
が
、
急
が
な
い
事
柄
な
ら
、
は

が
き
手
紙
で
交
信
す
る
こ
と
を
勧
め
た
い
。
そ
れ
は
相
手
に

「
向
き
合
い
」相
手
の
こ
と
を
考
え
、自
分
の
こ
と
を
考
え
る
、

大
切
な
時
間
を
過
ご
す
こ
と
に
な
る
の
だ
か
ら
、
と
い
う
切

な
る
願
い
が
あ
り
ま
す
。

　
ま
た
、
竹
内
さ
ん
は
松
源
寺
の
「
松
の
木
ポ
ス
ト
」
の
愛

好
者
で
す
。「
今
で
も
時
々
投
函
し
て
ま
す
よ
」
と
の
こ
と

で
す
。
全
国
の
お
寺
を
探
し
て
み
て
も
、
境
内
に
「
思
い
を

書
い
て
自
由
に
投
函
し
て
く
だ
さ
い
」
と
い
う
場
所
を
提
供

し
て
い
る
所
は
ど
こ
に
も
な
い
と
思
う
。「
松
の
木
ポ
ス
ト

の
あ
る
松
源
寺
」
を
も
っ
と
知
っ
て
も
ら
う
と
良
い
。
切
手

を
貼
ら
ず
に
気
軽
に
投
函
で
き
る
の
だ
か
ら
と
、
町
内
会
の

皆
様
に
も
利
用
す
る
こ
と
を
勧
め
る
こ
と
が
あ
る
そ
う
で

鷹の墓（右端）
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す
。
松
の
木
ポ
ス
ト
に
は
、「
書
く
こ
と
は
考
え
る
こ
と
、

相
手
を
思
う
こ
と
だ
」
と
い
う
竹
内
さ
ん
の
気
持
ち
と
通
じ

る
も
の
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
。

　
松
源
寺
山
門
を
く
ぐ
っ
て
右
手
に
六
地
蔵
が
あ
り
ま
す

が
、「
松
の
木
ポ
ス
ト
」
は
そ
の
奥
の
本
堂
寄
り
に
設
置
さ

れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
松
源
寺
の
立
派
な
松
の
木
が
、
年

を
経
て
枯
れ
て
き
た
た
め
、
倒
木
の
危
険
が
あ
っ
た
の
で
伐

採
し
ま
し
た
。
こ
れ
を
再
利
用
し
た
も
の
で
す
。

　「
松
の
木
ポ
ス
ト
」
と
し
て
活
用
す
る
に
当
た
っ
て
は
、

以
前
秋
田
で
自
殺
防
止
の
活
動
に
携
わ
っ
た
僧
侶
の
事
例
が

参
考
に
な
り
ま
し
た
。
残
さ
れ
た
人
た
ち
に
は
、
自
殺
に
よ

り
突
然
居
な
く
な
っ
た
方
へ
伝
え
た
い
思
い
が
募
り
ま
す
。

ま
た
、
遺
族
が
自
分
自
身
を
責
め
る
事
が
あ
り
ま
す
。
そ
の

よ
う
な
思
い
を
手
紙
に
し
た
た
め
、
ポ
ス
ト
に
投
函
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
癒
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
と
の
こ
と
で
し
た
。

　
ご
住
職
は
、
死
別
に
よ
る
悲
嘆
を
受
け
入
れ
て
く
れ
る
場

所
と
し
て
、
残
さ
れ
た
人
た
ち
が
立
ち
直
る
場
所
と
し
て
、

「
松
の
木
ポ
ス
ト
」
を
松
源
寺
に
設
置
し
ま
し
た
。
そ
し
て

日
常
は
、
心
に
住
む
人
や
ご
先
祖
様
と
の
交
信
の
場
所
と
し

て
利
用
し
て
も
ら
い
た
い
と
願
っ
て
い
ま
す
。
投
函
さ
れ
た

手
紙
は
、
他
人
に
知
ら
れ
る
こ
と
が
無
い
よ
う
に
開
封
さ
れ

る
こ
と
は
な
く
、
お
盆
に
お
焚
き
上
げ
さ
れ
ま
す
。

　
今
回
の
東
日
本
大
震
災
で
は
、
同
様
に
身
内
、
親
族
、
友

人
、知
人
を
突
然
亡
く
さ
れ
た
方
が
た
く
さ
ん
お
ら
れ
ま
す
。

そ
の
よ
う
な
皆
様
に
と
っ
て
も
心
の
支
援
の
場
所
と
な
れ
ば

と
願
っ
て
い
ま
す
。

釈迦苦行像（ラホール国立美術館所蔵）

竹内廣さんと「松の木ポスト」

　
成
じ
ょ
う

道ど
う

会え

　
12
月
8
日

　
お
釈
迦
様
を
「
ブ
ッ
ダ
（
仏
陀
）」
と
お
呼
び
す
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
イ
ン
ド
の
古
い
言
葉
で
「
真
理
に

目
覚
め
た
人
」
を
意
味
し
ま
す
。
十
二
月
八
日
は
、
お
釈
迦

様
が
真
理
に
目
覚
め
た
日
な
の
で
す
。
お
釈
迦
様
の
当
時
、

主
に
「
瞑
想
（
精
神
を
集
中
す
る
）」
と
「
苦
行
（
肉
体
を

集
中
す
る
）」
の
二
通
り
の
修
行
の
方
法
が
あ
り
ま
し
た
。

お
釈
迦
様
は
ど
ち
ら
も
極
限
ま
で
修
行
さ
れ
ま
し
た
が
、
結

果
ど
ち
ら
の
両
極
端
を
も
離
れ
ら
れ
、
肉
体
と
精
神
の
調
和

（
中
道
）
に
よ
っ
て
一
体
的
な
安
ら
か
さ
に
達
す
る
、
と
証

明
さ
れ
ま
し
た
。
お
釈
迦
様
は
菩
提
樹
の
下
で
七
日
間
坐
り

続
け
ら
れ
、
八
日
目
の
朝
方
、
明
け
の
明
星
を
見
た
と
き
真

理
に
目
覚
め
ら
れ
た
の
で
す
。
こ
れ
に
ち
な
み
、
修
行
道
場

で
は
十
二
月
一
日
か
ら
八
日
ま
で
を
「
臘ろ

う

八は
つ

摂せ
っ

心し
ん

」
と
し
て

お
釈
迦
様
の
修
行
に
な
ら
い
、集
中
的
に
坐
禅
を
行
い
ま
す
。

（
曹
洞
宗
檀
信
徒
必
携
　
平
成
二
十
年
）

  

「
松
の
木
ポ
ス
ト
」
の
あ
る
松
源
寺

　
ま
た
、
竹
内
さ
ん
は
曹
洞
宗
と
の
御
縁
も
あ
り
ま
す
。
平

成
六
年
こ
ろ
曹
洞
宗
青
年
会
が
書
き
損
じ
は
が
き
で
カ
ン
ボ

ジ
ア
に
学
校
を
作
ろ
う
と
い
う
運
動
を
始
め
、
そ
の
学
校
建

設
の
資
金
を
集
め
る
方
策
と
し
て
、
手
作
り
年
賀
状
コ
ン

ク
ー
ル
を
企
画
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
当
時
、
仙
台
中

央
郵
便
局
長
だ
っ
た
竹
内
さ
ん
は
、
そ
の
審
査
員
を
引
き
受

け
ま
し
た
。

　
こ
の
よ
う
に
、
竹
内
さ
ん
は
「
は
が
き
の
三
行
革
命
」
を

広
め
な
が
ら
、
様
々
な
社
会
活
動
に
積
極
的
に
関
わ
っ
て
き

ま
し
た
。
講
演
会
の
依
頼
も
多
く
、
数
え
て
み
る
と
も
う
す

ぐ
六
〇
〇
回
に
手
が
届
く
そ
う
で
す
。
七
七
歳
に
な
っ
た
今

も
老
人
会
や
町
内
会
や
地
域
の
行
事
に
も
積
極
的
に
参
加
し

て
い
ま
す
。
相
手
に
向
き
合
い
、
思
い
や
り
を
持
つ
こ
と
の

大
切
さ
を
、
穏
や
か
な
笑
顔
で
今
日
も
ど
こ
か
で
お
話
を
さ

れ
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。�

（
一
九
三
七
年
青
森
市
生
ま
れ
）
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今
回
は
三
部
構
成
で
す
。「
お
寺
さ
ん
な
ら
で
は
の
三
・
一
一
だ
ね
」

と
好
評
だ
っ
た
追
善
供
養
。
前
回
体
調
不
良
だ
っ
た
為
ビ
デ
オ
出
演

だ
っ
た
柴
山
光
由
さ
ん
の
朗
読
ラ
イ
ブ
。
注
目
を
集
め
る
相
馬
市
出

身
の
新
進
ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
堀
下
さ
ゆ
り
さ
ん
の
ラ
イ
ブ
演
奏
会
。

　
犠
牲
に
な
っ
た
皆
様
を
偲
び
な
が
ら
、
今
を
生
き
る
私
た
ち
の
力

と
な
る
「
集
い
」
に
し
た
い
と
願
っ
て
い
ま
す
。
平
日
で
は
あ
り
ま

す
が
皆
様
の
ご
参
加
を
心
よ
り
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

　
第
一
部
　
東
日
本
大
震
災
五
周
年
追
善
供
養
　（
松
源
寺
本
堂
）

　
第
二
部
　
朗
読
会
　（
松
源
寺
永
松
閣
）

　
　
　
　
　
朗
読

：

柴
山
光
由

　
　
　
　
　
朗
読
作
品

：

3
・
11�

慟
哭
の
記
録
─
71
人
が
体
感
し
た

　
　
　
　
　
大
津
波
・
原
発
・
巨
大
地
震

　
第
三
部
　
ミ
ニ
コ
ン
サ
ー
ト
　（
松
源
寺
永
松
閣
）

　
　
　
　
　
演
奏

：

堀
下
さ
ゆ
り

　
黙
と
う
　
午
後
二
時
四
十
六
分
　
　

　
閉
会
　當

山
三
十
四
世
再
重
興
智
貫
孝
善
大
和
尚

一
周
忌
法
要
の
ご
案
内

平
成
二
十
七
年
二
月
二
十
日
　
午
前
十
時
よ
り

松
源
寺
本
堂
に
て

檀
信
徒
の
皆
様
に
は
　
右
記
日
程
に
て
法
要
を
執
り
行
い
ま
す

の
で
　
ご
参
列
い
た
だ
き
ご
焼
香
賜
り
た
い
と
存
じ
ま
す

�

當
山
三
十
五
世
　
東
海
泰
典

　
　
　《
予
告
ご
案
内
》

第
二
回
　
　
　
3.11
を
忘
れ
な
い
祈
り
の
集
い

　
二
〇
一
五
年
三
月
十
一
日
（
水
）
午
後
一
時
開
始
　
会
場

：

松
源
寺

　「岸づたいに吹く　南からの風が
ここちよい　沖あいに波を待つサー
ファーたちの頭が　見えかくれして
いる……」と始まる『みなみ風吹く
日 1』は、その風土をいとおしみな
がらも、「たとえば」と福島第一原
発がおとす影の一つ一つを数えてゆ
く。その積み重ねられた現象は、原発の安全神話が不毛
であることをあぶりだす。「何事も起こらないでほしい」
という祈りの声が聞こえてくるようだ。
　しかし、チェルノブイリ視察の後に書かれた『みなみ
風吹く日 2』は、ヒリヒリと焼けつくような、切羽詰まっ
た不安感・危機感が前面に打ち出された作品に変わって
いる。詩人の揺るぎない定点観測は、原発崩壊の予兆を
捕らえる。「2007 年 11 月　福島第 1原子力発電所から
北へ 25キロ　福島県南相馬市北泉海岸　サーファーの
姿もフェリーの影もない　……」。

第 2回

『ひとのあかし』
詩: 若松丈太郎（福島県南相馬市在住）、英訳詩 : アーサー・ビナード、
写真 : 斎藤さだむ。清流出版刊。本体 1,700 円＋税

　そのチェルノブイリ視察のルポルタージュを基底とし
た作品が『神隠しされた街』である。「45,000 の人び
とが2時間のあいだに消えた　サッカーゲームが終わっ
て競技場から立ち去ったのではない　人びとの暮らしが
ひとつの都市からそっくり消えたのだ……」とプリピャ
チ市の消失から始まるこの詩は、当時の避難する人たち
を想い、眼前にある廃墟に人びとの生活を感じ取る。そ
こで生活しているべき人たちの姿が無いことへの強い違
和感。そして福島第一原発の周縁にある自分が住む南相
馬市が、原発からの距離も人口も酷似していることを思
う。「セシウムの放射線量が8分の 1に減るまでに90年　
致死量8倍のセシウムは90年後も生き物を殺し続ける」
　この作品世界が、そっくりそのまま現実となった
2011 年 3 月 11 日。福島第一原発事故の後、詩人は絞
り出すように、うめき声をあげるように『ひとのあかし』
を世に問うのである。
　東京電力福島第一原子力発電所の原発事故から四年目
を迎えようとしているが、その収束の目途は全くついて
いない。福島県から県外への避難状況 46,416 人（福島
県ウェブサイト。平成 26年 10 月 31 日復興庁データ提供）。

掲載作品 :『桜と予言と詩人』（アーサー・ビナード）、『ひとの
あかし』『みなみ風吹く日 1』『みなみ風吹く日 2』『神隠しされ
た街』。『読者のみなさんへ』。

1
月
1
～
3
日
　
三
朝
祈
祷

　
　
松
源
寺
通
信
「
永
松
だ
よ
り
」
4
号
発
刊

　
26
日
　
高
祖
降
誕
会
（
大
本
山
永
平
寺
を

開
か
れ
た
道
元
禅
師
が
生
ま
れ
た
日
）

2
月
15
日
　
釈
尊
涅
槃
会
（
お
釈
迦
様
が
お

亡
く
な
り
に
な
ら
れ
た
日
）

　
20
日
　
先
住
第
三
十
四
世
再
重
興
智
貫
孝

善
大
和
尚
一
周
忌
法
要

3
月
11
日
　
東
日
本
大
震
災
追
善
法
要
・

3
・
11
を
忘
れ
な
い
祈
り
の
集
い

　
18
～
24
日
　
春
彼
岸

4
月
8
日
　
釈
尊
降
誕
会
（
お
釈
迦
様
が
お

生
ま
れ
に
な
ら
れ
た
日
）

　
　
松
源
寺
婦
人
会
総
会

5
月
　
松
源
寺
永
松
会
総
会

　
　
松
源
寺
通
信
「
永
松
だ
よ
り
」
5
号
発
刊

6
月
　
松
源
寺
研
修
旅
行

8
月
13
～
15
日
　
お
盆

　
14
日
　
盂
蘭
盆
大
施
食
会
（
13

：

30
～
）

9
月
　
観
音
堂
ご
開
帳
供
養
・

　
　
月
見
の
夕
べ
コ
ン
サ
ー
ト

　
20
～
26
日
　
秋
彼
岸

　
　
松
源
寺
通
信
「
永
松
だ
よ
り
」
6
号
発
刊

　
29
日
　
両
祖
忌
（
道
元
禅
師
・
瑩
山
禅
師

が
お
亡
く
な
り
に
な
ら
れ
た
日
）

10
月
5
日
　
達
磨
忌
（
達
磨
さ
ま
が
お
亡
く

な
り
に
な
ら
れ
た
日
）

　
　
婦
人
会
研
修
会

11
月
5
日
　
祠
堂
法
要
（
10

：

30
～
昼
食
）

11
月
21
日
　
太
祖
降
誕
会
（
大
本
山
總
持
寺

を
開
か
れ
た
瑩
山
禅
師
の
生
ま
れ
た
日
）

12
月
8
日
　
釈
尊
成
道
会
（
お
釈
迦
様
が
お

悟
り
を
開
か
れ
え
た
日
）

　
　
松
源
寺
永
松
会
忘
年
会

第
5
号
は
平
成
二
十
七
年
五
月
発
行
予
定
で
す

＊
禅
の
小
窓
4 

＊ 

不ふ

思し

量り
ょ
う

底て

い

＊

　
今
年
の
行
持
予
定
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