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巻
頭
言 

戦
争
は
絶
対
に
し
て
は
な
ら
な
い
。
子
供
で
も
解
る
の
に
、
ウ

ク
ラ
イ
ナ
で
は
そ
の
愚
行
が
平
然
と
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
亡
く
な

っ
た
方
々
と
そ
の
ご
家
族
の
悲
し
み
、
寒
さ
に
震
え
る
方
や
恐
怖

を
抱
く
方
の
事
を
思
う
と
、
深
い
悲
し
み
が
離
れ
ま
せ
ん
。 

同
じ
様
な
事
が
起
ら
ぬ
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
多

様
な
価
値
観
が
ひ
し
め
き
合
い
混
沌
と
し
た
現
代
に
こ
そ
、
未
来

を
正
す
道
と
し
て
、
人
が
人
で
あ
る
為
の
道
と
し
て
、
す
べ
て
の

存
在
に
平
等
の
価
値
を
見
出
し
、
生
命
の
尊
厳
を
説
く
仏
教
思
想

が
必
要
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

私
が
修
行
神
戸
時
代
を
過
ご
し
た
祥
福
寺
で
は
、
い
つ
の
頃
か

ら
か
戦
没
者
に
対
し
「
彼
我
戦
病
没
者
」
と
い
う
表
現
を
用
い
、

か
つ
て
の
敵
、
味
方
を
分
け
隔
て
る
こ
と
無
く
平
等
に
供
養
を
行

っ
て
き
ま
し
た
。
一
方
的
な
主
張
を
正
論
と
言
い
か
え
れ
ば
、
ず

い
ぶ
ん
聞
こ
え
は
良
く
な
り
ま
す
。
し
か
し
、
正
論
ば
か
り
振
り

か
ざ
し
て
相
手
を
憎
ん
で
も
争
い
が
絶
え
な
い
こ
と
は
明
白
で

す
。
自
分
も
他
人
も
平
等
に
人
権
を
持
ち
、
誰
に
も
侵
さ
れ
ざ
る

尊
い 

命
を
頂
い
て
お
り
ま
す
。
私
た
ち
仏
教
徒
は
暴
力
に
訴
え
ず
、
こ

れ
以
上
平
和
か
ら
遠
ざ
か
る
事
が
無
い
よ
う
、
努
力
に
努
め
て
参

り
た
い
も
の
で
す
。
恨
み
は
恨
み
に
よ
っ
て
消
え
ま
せ
ん
。
長
い

時
間
が
掛
か
る
で
し
ょ
う
が
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
、
ロ
シ
ア
両
国
の
戦

没
者
を
お
互
い
に
供
養
し
合
う
日
の
来
る
こ
と
を
信
じ
ま
す
。 

 

旧
統
一
教
会
の
諸
問
題
が
取
り
ざ
た
さ
れ
て
い
ま
す
。
何
十
年

も
前
か
ら
警
鐘
が
鳴
ら
さ
れ
て
お
り
ま
し
た
が
、
今
更
と
い
う
感

は
否
め
ま
せ
ん
。
教
義
を
と
や
か
く
言
う
こ
と
は
し
ま
せ
ん
が
、

救
済
を
求
め
て
迷
う
人
に
対
し
、
誰
も
が
持
つ
不
安
心
を
悪
用
し

て
い
る
事
に
根
深
さ
を
感
じ
憂
慮
し
て
い
ま
す
。 

落
ち
着
く
こ
と
を
「
腹
が
据
わ
る
」
と
表
す
事
が
あ
り
ま
す
。

自
分
自
身
の
救
済
は
壺
を
買
わ
な
く
て
も
、
自
分
の
中
の
佛
が
ち

ゃ
ん
と
救
っ
て
く
れ
ま
す
。
ど
う
し
よ
う
も
な
い
時
に
こ
そ
坐
禅

の
出
番
で
す
。
坐
禅
し
て
身
体
を
調
え
、
呼
吸
を
調
え
れ
ば
、
揺

る
ぎ
よ
う
の
な
い
心
が
得
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
を
男
性
で
も
女
性
で

も
な
い
仏
性
と
申
し
ま
す
。
何
が
起
こ
っ
て
も
不
思
議
で
は
な
い

今
。
何
事
に
も
動
じ
な
い
境
涯
を
大
切
に
し
た
い
も
の
で
す
。 

年
間
行
事
予
定 

◎
１
月
１
３
日
（
金
） 

 

成
道
会
（
じ
ょ
う
ど
う
え
） 

 

釈
尊
が
お
悟
り
を
開
い
た
事
に
因
ん
だ
行
事 

 

◎
１
月
１
５
日
（
日
） 

懺
法
会
（
せ
ん
ぼ
う
え
） 

観
音
さ
ま
に
懺
悔
と
安
泰
を
祈
願 

◎
１
月
１
７
日
（
火
） 

初
観
音
講 

◎
２
月
１
１
日
（
祝
日
） 

 

新
福
寺
大
般
若 

※
祈
願
申
込
書
を
配
布 

◎
２
月
１
５
日
（
水
） 

 

涅
槃
会
（
ね
は
ん
え
） 

 
 

お
釈
迦
さ
ま
の
ご
命
日
、
大
涅
槃
図
展
覧 

◎
３
月
１
４
日
（
火
） 

 

春
季
巡
教
（
し
ゅ
ん
き
じ
ゅ
ん
き
ょ
う
） 

 
 

本
山
巡
教
師
ご
法
話
、
涅
槃
堂
総
供
養 

 

◎
春
分
の
日 

 

お
接
待 

ど
な
た
で
も
参
加
で
き
ま
す 

 
 

三
川
各
地
、お
寺
は
観
音
堂
に
て
開
催 

☆
お
菓
子
の
お
接
待 

◎
５
月
５
日
（
祝
日
） 

 

降
誕
会
（
ご
う
た
ん
え
）
釈
尊
の
誕
生
日 

 

（
☆
山
門
に
て
甘
茶
接
待
） 

◎
６
月
下
旬 

 

新
亡
供
養
（
し
ん
も
う
く
よ
う
）  

 
 

本
山
妙
心
寺
よ
り
直
接
ご
案
内
が
ご
ざ
い
ま
す 

 

◎
８
月
１
日
〜
１
４
日 

お
盆
の
お
参
り 

 

◎
８
月
１
６
日
（
水
） 

 

山
門
大
施
餓
鬼
（
さ
ん
も
ん
だ
い
せ
が
き
） 

 
◎
１
２
月
３
１
日
２
３
時
半
〜
１
時 

 

除
夜
の
鐘 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

◎
毎
月
１
７
日 

 

観
音
講 

 

◎
御
講
当
番 

 

亀
王 

 

◎
お
寺
で
婚
活 

吉
縁
会 

 

年
４
回
を
目
途
に
開
催
中 

 

祝 

米
寿 

数
え
で
米
寿
（
満
８
７
歳
）
を
お
迎
え
の

方
は
お
寺
ま
で
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。
大
本

山
妙
心
寺
管
長
猊
下
よ
り
ご
祝
辞
と
記
念

品
が
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

修
理
箇
所
報
告 

参
道
の
改
修
、
鐘
楼
横
に
照
明
を
新
設
、

西
側
樹
木
の
伐
採
、
本
堂
前
庭
の
改
造
を

お
こ
な
い
ま
し
た
。 

 

お
し
ら
せ 

年
賀
状
を
辞
め
る
事
に
致
し
ま
し
た
。 

失
礼
お
許
し
下
さ
い
。 

 

あ
と
が
き 

▼
娘
か
ら
「
お
父
さ
ん
お
仕
事
行
か
な
い

で
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
寺
を
最
優
先
し
て

い
た
自
分
を
反
省
し
た
次
第
で
す
。
▼
日
々

成
長
を
遂
げ
る
子
に
期
待
を
寄
せ
る
と
共

に
先
に
寿
命
を
迎
え
る
で
あ
ろ
う
定
め
に

無
常
の
想
い
を
寄
せ
ま
し
た
。
一
期
一
会
と

申
し
ま
す
が
、
こ
の
時
程
そ
れ
を
痛
感
し
た

こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
▼
あ
る
人
に
そ
の
事

話
す
と
、
明
日
死
ぬ
訳
で
も
無
い
の
に
一
期

一
会
と
は
大
袈
裟
だ
と
一
笑
に
付
さ
れ
た

の
で
す
が
。
▼
期
待
感
と
併
せ
て
人
生
残
り

時
間
少
な
し
と
無
常
観
を
持
つ
こ
と
は
意

欲
に
繋
が
る
と
思
い
お
り
ま
す
。 
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１
月
２
２
日
未
明
、
震
度
５
強
の
地
震
が
発
生
。
皆
さ
ん
被
害

は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
か
？
お
寺
で
は
壁
の
一
部
が
少
し
欠
損
し

た
り
、
石
塔
が
倒
れ
た
り
、
納
骨
堂
の
仏
具
が
一
部
散
乱
し
た
り

し
て
い
ま
し
た
が
、
幸
い
大
き
な
損
害
は
免
れ
ま
し
た
。
も
し
、
庫

裡
の
屋
根
を
改
修
し
て
い
な
か
っ
た
ら
ど
う
な
っ
て
い
た
か
。
不
幸

中
の
幸
い
、
危
な
い
と
こ
ろ
で
し
た
。 

 

「
ガ
タ
ガ
タ
し
て
い
て
通
り
に
く
い
」
「
つ
ま
づ
い
た
」
と
い
う
お

声
を
頂
い
て
お
り
ま
し
た
参
道
で
す
が
、
こ
の
度
大
改
修
を
施

し
、
左
の
写
真
の
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
既
存
の
材
料
を
活
か
し

て
道
幅
を
広
げ
、
勾
配
を
付
け
る
こ
と
で
水
は
け
を
改
善
し
て
い

ま
す
。
ま
ず
は
本
堂
ま
で
の
区
間
を
先
行
し
て
改
修
し
ま
し
た
。    
 

本
堂
～
観
音
堂
ま
で

は
今
年
中
に
着
工
し

ま
す
。
微
力
な
が
ら

和
尚
も
職
人
さ
ん
の

ご
指
導
を
仰
い
で
加

勢
し
、
心
を
込
め
て

作
ろ
う
と
思
い
ま

す
。乞
う
ご
期
待
。  

            
    

           

 

 
 

１
１
月
１
６
日
に
長
勝
寺
で
近
く
の
お
寺
合
同
の
法
話
会
が
行

わ
れ
ま
し
た
。
人
数
制
限
が
掛
か
っ
た
会
で
し
た
の
で
、
総
代
さ
ん

の
み
の
出
席
と
な
り
ま
し
た
。
人
が
大
勢
集
ま
る
行
事
も
久
し
ぶ

り
で
す
。
本
堂
に
て
２
時
間
ほ
ど
で
し
た
が
、
今
後
の
行
事
運
営
に

と
っ
て
大
変
参
考
に
な
る
１
日
と
な
り
ま
し
た
。 

  

木
板
と
は
、
木
の
板
を
叩
い
て
使
う
禅
宗
寺
院
の
鳴
ら
し
物
で

す
。
今
で
は
修
行
道
場
以
外
で
目
に
す
る
こ
と
は
中
々
あ
り
ま
せ

ん
。
長
勝
寺
に
も
古
く
て
使
え
な
く
な
っ
た
木
板
が
存
在
し
ま
す

が
、
ひ
び
割
れ
て
使
え
な
い
為
、
新
調
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。 

「
梵

鐘

ぼ
ん
し
ょ
う

」 

 
 

長
勝
寺
だ
け
で
な
く
、
多
く
の
お
寺
の
梵
鐘
は
金
属
回
収
令

で
昭
和
１
８
年
に
砲
弾
な
ど
に
す
る
た
め
供
出
を
余
儀
な
く
さ

れ
ま
し
た
。
現
在
の
鐘
は
、
昭
和
５
３
年
、
故
江
藤
鶴
喜
氏
の
「
今

ま
で
や
っ
て
こ
れ
た
の
は
先
祖
や
社
会
の
お
か
げ
。
お
寺
の
鐘
を

復
興
し
て
感
謝
の
気
持
ち
を
表
し
た
い
」
と
い
う
考
え
が
き
っ
か

け
と
な
り
、
長
勝
寺
開
山
４
５
０
年
忌
奉
賛
会
会
長
だ
っ
た
故
河

村
博
氏
も
協
力
。
檀
信
徒
一
丸
と
な
っ
て
寄
進
し
て
再
鋳
造
し
た

も
の
で
す
。
鐘
楼
も
宮
崎
建
設
、
故
宮
崎
久
氏
の
協
力
を
得
て
完

成
。
３
５
年
振
り
に
鐘
の
音
が
鳴
り
響
い
た
時
、
自
身
が
経
験
し

た
戦
禍
や
苦
労
、
戦
没
者
を
慮
っ
て
か
、
感
極
ま
り
む
せ
び
泣
く

姿
も
あ
っ
た
そ
う
で
す
。 

「
出
典 

大
分
合
同
新
聞 

当
時
の
記
事
」 
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表
に
「
生
死
事
大 

無
常
迅

速 

光
陰
可
惜 

時
不
待
人
」
な

ど
と
記
し
ま
す
。
時
間
は
あ
っ
と

い
う
間
に
過
ぎ
、
人
生
は
夢
の
よ

う
に
は
か
な
い
。
だ
か
ら
怠
る
事

無
く
、
時
を
惜
し
ん
で
日
々
を

過
ご
そ
う
。
と
い
う
意
味
で
す
。

こ
の
音
を
鳴
ら
す
度
に
そ
れ
を

心
掛
け
よ
う
と
思
い
ま
す 

 

  
先
師
祐
山
和
尚
の
七
回
忌
を
命
日
３
月
６
日
に
厳
修
致
し
ま

し
た
。
早
い
も
の
で
丸
６
年
で
す
。
若
干
２
０
代
で
高
等
布
教

師
と
い
う
難
関
に
合
格
し
布
教
に
つ
と
め
、
そ
の
傍
ら
、
保
護

司
や
民
生
委
員
、
Ｐ
Ｔ
Ａ
会
長
な
ど
を
歴
任
し
ま
し
た
。
お
話

が
上
手
。
綿
密
な
性
格
で
し
た
が
晩
年
は
病
気
の
影
響
も
あ
っ 

て
か
、
肩
の
力
が
抜
け
た
感
が
あ
り
ま
し 

た
。
禅
門
で
は
法
事
の
際
漢
詩
を
作
っ
て 

供
養
し
ま
す
が
、
ど
う
も
肩
に
力
が
入
っ 

た
内
容
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。 

計
ら
い
の
な
い
さ
ら
り
と
し
た
詩
が
書 

け
ぬ
う
ち
は
半
人
前
。
精
進
の
糧
で
す
。 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

シ

リ

ー

ズ

 

長

勝

寺

の

至

宝

 

祐
山
和
尚
七
回
忌 

 

九
州
東
教
区
六
部
主
催
の
法
話
会 

未
明
の
地
震 

 

木
板
を
新
調
し
ま
す 

突き初めの様子。左より発起人の江

藤鶴喜氏、奉賛会会長河村博氏、住

職香泉壽山。取材に対し「寺の戦後

もやっと終わった」との感想を述べ

ている 

 

参
道
を
改
修
し
ま
し
た 

祐
山
忌
拙
語 

長
勝
山
中
傑
出
賢 

度
生
愛
語
口
唇
禅 

莫
言
伝
法
皆
如
夢 

遺
訓
常
載
忽
七
年 

加工中の木板。上等なケヤキ

でできています。 


