
　　

李
登
輝
さ
ん
は
大
正
12
年
日
本
領
時
代
、
台
湾

り
と
う
き

の
台
北
市
生
ま
れ
の
86
歳
。

　

京
都
帝
国
大
学
在
学
中
に
陸
軍
に
志
願
入
隊

し
少
尉
に
昇
進
し
、
終
戦
で
い
っ
た
ん
は
京
大

に
戻
る
も
の
の
、
そ
の
後
台
湾
に
帰
り
台
湾
大

学
（
も
と
の
台
北
帝
国
大
学
で
し
ょ
う
か
）
を
卒

業
し
て
渡
米
。

　

ア
メ
リ
カ
で
二
つ
の
大
学
を
卒
業
の
後
、
台

湾
に
帰
国
後
は
大
学
の
先
生
か
ら
政
治
の
世
界

に
進
み
、
約
20
年
前
の
88
年
に
は
国
民
党
の
総
統

に
推
さ
れ
、
台
湾
の
民
主
化
と
経
済
発
展
に
力

を
尽
く
し
た
、
大
の
日
本
び
い
き
と
し
て
有
名

で
す
ね
。

　

東
京
青
年
会
議
所
や
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
武
士
道
協

会
な
ど
の
要
請
に
応
え
て
、
経
済
大
国
と
い
い

な
が
ら
、
こ
の
と
こ
ろ
何
か
と
元
気
の
な
い
日

本
人
に
、
戦
前
の
よ
う
な
誇
り
を
取
り
戻
し
一

日
も
早
く
元
気
に
な
っ
て
ほ
し
い
と
、
先
日
来

日
し
ま
し
た
。

　

テ
レ
ビ
や
新
聞
で
ご
覧
に
な
っ
た
か
と
思
い

ま
す
が
、
９
月
５
日
、
ち
ょ
う
ど
私
の
75
回
目
の

誕
生
日
に
、
家
内
と
二
人
で
日
比
谷
公
会
堂
で

の
講
演
を
聞
き
に
行
っ
て
き
ま
し
た
。

　

開
場
一
時
間
半
前
に
は
上
の
写
真
の
よ
う
に

長
蛇
の
列
で
、
手
荷
物
・
身
体
検
査
の
あ
と
入
場

し
ま
し
た
が
、
二
千
人
の
席
は
た
ち
ま
ち
い
っ

ぱ
い
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　

若
い
人
も
大
勢
で
し
た
が
、
日
本
は
こ
の
ま

ま
で
は
い
け
な
い
と
思
っ
て
い
る
人
が
沢
山
い

る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

　

元
総
統
は
八
十
六
歳
と
は
思
え
ぬ
、
元
気
で

大
き
な
声
で
、
鎖
国
か
ら
開
国
に
導
い
た
熱
血

漢
の
一
人
、坂
本
龍
馬
の「
船
中
八
策
」（
趣
旨

せ
ん
ち
ゅ
う
は
っ
さ
く

は『
五
箇
条
の
御
誓
文
』に
引
き
継
が
れ
て
い
ま

す
ね
）
を
例
に
引
き
な
が
ら
、
今
後
の
日
本
の

あ
る
べ
き
姿
を
熱
心
に
説
い
て
く
だ
さ
い
ま
し

た
。

　

私
も
常
々
思
っ
て
い
る
こ
と
で
す
が
、
戦
争

に
負
け
た
焼
け
跡
で
、
復
員
兵
と
引
き
揚
げ
者

で
ご
っ
た
返
し
て
い
た
あ
の
頃
と
、
現
在
の
経

済
大
国
と
を
思
い
較
べ
る
と
、
世
界
の
だ
れ
に

向
か
っ
て
も
胸
を
張
っ
て
良
い
こ
と
だ
と
思
い

ま
す
。

　

こ
の
経
済
力
で
、
中
国
や
韓
国
を
は
じ
め
、

後
か
ら
来
る
国
々
に
手
助
け
を
続
け
て
き
ま
し

た
。

　

ま
た
国
連
分
担
金
で
は
、
常
任
理
事
国
で
も

な
い
日
本
は
ア
メ
リ
カ
の
次
で
世
界
二
位
で

す
。
卑
怯
な
こ
と
に
、
ア
メ
リ
カ
は
滞
納
率
も

一
位
だ
そ
う
で
す
が
。

　

ち
な
み
に
今
、
飛
ぶ
鳥
を
落
と
す
勢
い
の
中

國
は
九
位
で
、
額
は
日
本
の
一
〇
分
の
一
、
事
務

総
長
を
出
し
て
い
る
韓
国
な
ど
は
十
一
位
で
す
。

　

そ
の
ほ
か
国
連
平
和
維
持
活
動
（
Ｐ
Ｋ
Ｏ
）

や
世
界
保
健
機
関
（
Ｗ
Ｈ
Ｏ
）、
ユ
ネ
ス
コ
な

ど
に
、
ど
の
国
よ
り
も
多
く
の
資
金
を
負
担

し
て
い
ま
す
。
に
も
関
わ
ら
ず
、
世
界
か
ら

大
国
と
し
て
扱
わ
れ
な
い
の
は
、「
敗
戦
で
怖

じ
気
づ
き
、
自
己
否
定
か
ら
抜
け
出
せ
な
い

日
本
人
に
問
題
が
あ
る
」
と
、
李
登
輝
さ
ん

は
お
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

　

ボ
イ
ス
十
月
号
で
も「
私
が
学
ん
だ
の
は
、

世
界
に
稀
な
美
意
識
を
持
つ
文
化
を
背
景

に
、
品
格
と
価
値
観
を
持
っ
た
指
導
者
が
教

え
て
い
た
戦
前
の
日
本
の
教
育
で
し
た
」、

そ
し
て
「
今
で
も
、
日
本
人
の
間
に
は
高
い

精
神
性
と
美
意
識
が
残
さ
れ
て
い
る
と
思
い

ま
す
。
例
え
ば
新
幹
線
や
旅
館
で
の
き
め
細

か
な
サ
ー
ビ
ス
、
も
て
な
し
の
精
神
は
、
世

界
か
ら
日
本
を
訪
れ
る
人
々
を
感
動
さ
せ
る

も
の
で
す
。
一
方
で
モ
ノ
づ
く
り
の
精
度
の

高
さ
、
質
へ
の
こ
だ
わ
り
も
、
世
界
有
数
の

レ
ベ
ル
に
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
日
本
人

の
特
質
を
さ
ら
に
高
め
て
ゆ
く
た
め
の
教
育

改
革
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
」
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

　

数
は
少
な
い
も
の
の
、
歴
史
を
正
し
く
学

ん
だ
人
は
「
戦
前
も
含
め
て
、
こ
の
国
は
世

界
で
稀
に
見
る
正
し
い
国
だ
っ
た
」
と
い
い

ま
す
。
自
分
で
こ
の
国
の
歴
史
を
お
さ
ら
い

し
て
み
て
、
全
く
そ
の
通
り
だ
と
い
う
こ
と

が
わ
か
り
ま
し
た
。「
日
本
は
正
し
か
っ
た
」

と
い
う
誇
り
が
持
て
る
と
き
、
日
本
に
背
骨

が
入
り
ま
す
。
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ネパール・ルンビニ郊外の朝もや

李
登
輝
さ
ん
の
話
を
聞
く

♦本当の夏が来ないうちに 9 月
になってしまいました。
　昨夜、中学校下の海岸に行って
みました。通り過ぎた台風の余
波に負けないほど、秋の虫たち、
中でも鈴虫の声が賑やかで、久し
ぶりにくつろいだ気持ちになれ
ました。
♦今月 24 日、午後 1 時半からお
施餓鬼です。紫雲寺・長福寺・石
戸寺・観乗院のお檀家がまとまっ
ているところは、世話人さん、総
代さんがお世話をしますが、そう
でない方は電話でご連絡くださ
い。今年も丸山東光院の御前さ
まにお話をお願いするつもりで
すので、誘いあってお参りくださ

野島崎灯台の日の出

　有り難いことです。
♦今月の野草はママコノシリ
ヌグイ【タデ科イヌタデ属】
です。田んぼの水路の脇のよ
うな、湿気の多いところを好
むようです。ピンクの金平糖
を思わせる可憐な花ですが、
葉の裏や茎に逆向きのトゲが
びっしり生えています。
　それにしても、継母が憎い
継子のお尻をこれで拭いたら
さぞ満足だろうとは。
　どこの植物学者さんか知り
ませんが、随分と趣味の悪い
名前を付けたものです。誰よ
り、この野草が気の毒です。
　　　　09.09.09　龍渉

いますよう。
　せっかくの功徳の機会です。
お見逃しのないよう。
♦昨日、佛画家の田治見美代
子さんが軸装済みの阿弥陀さ
まの来迎図を送ってください
ました。
　紺地に金色の線描で、儀軌
にしたがってお描きになった
のでしょうが、ふっくらとし
たお顔が、何故か現代風に見
えました。これでまたお寺の
宝が増えました。
　田治見さんには今まで、弘
法大師像や善財童子像、如意
輪観音像そのほか沢山の仏画
を戴いております。
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日
本
人
情
小
噺　

第
四
十
五
話　

　
　
　
　

事　

故

　

え
ー
、
毎
日
の
よ
う
に
車
の
事
故
の
ニ
ュ
ー

ス
が
テ
レ
ビ
画
面
を
通
し
て
流
れ
て
ま
い
り
ま

す
。
そ
の
た
び
に
亡
く
な
ら
れ
た
方
は
も
ち
ろ

ん
、
そ
の
家
族
の
悲
し
み
は
い
か
ば
か
り
か
と

存
じ
ま
す
。

　
高
速
道
路
千
円
乗
り
放
題
も
結
構
で
ご
ざ
い

ま
す
が
、
車
に
乗
ら
れ
る
方
は
ど
う
か
お
気
を

つ
け
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
が
…
…
。

　

今
日
は
、
ち
ょ
っ
と
悲
し
い
事
故
の
話
を
し

た
い
と
思
い
ま
す
。

　

新
聞
に
、
こ
ん
な
投
書
が
掲
載
さ
れ
て
い
ま

し
た
。

　

あ
る
青
年
が
運
転
中
に
、
突
然
、
道
路
に
飛

び
出
し
て
き
た
猫
を
思
い
切
り
撥
ね
て
し
ま
っ

た
ん
だ
そ
う
で
す
。

　

猫
と
い
う
の
は
、
危
な
い
と
い
う
瞬
間
に
止

ま
っ
た
り
、
戻
っ
た
り
す
る
こ
と
を
し
な
い
そ

う
で
す
ね
。
習
性
な
ん
だ
そ
う
で
す
が
、
撥
ね

て
し
ま
っ
た
青
年
も
「
ア
ッ
」
と
思
っ
た
時
に

は
す
で
に
遅
か
っ
た
よ
う
で
す
。
猫
だ
け
に

「
キ
ヤ
ッ
と
」
叫
ん
だ
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

（
あ
っ
、
や
ば
い
、
ど
う
し
よ
う
…
…
）

　

後
続
の
車
も
来
な
か
っ
た
よ
う
で
す
か
ら
、

か
な
り
す
い
て
い
る
田
舎
の
道
だ
っ
た
ん
で

し
ょ
う
。
青
年
が
恐
る
恐
る
車
を
降
り
て
見
て

み
る
と
、
猫
は
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
上
で
即
死
状
態
。

こ
れ
ま
で
無
事
故
だ
っ
た
青
年
は
、
罪
の
重
さ

に
目
が
く
ら
ん
だ
と
い
い
ま
す
。　　

　
　

　
　

　

さ
ら
に
青
年
の
罪
の
意
識
に
迫
い
打
ち
を
か

け
る
よ
う
に
、
子
猫
が
四
匹
も
出
て
き
て
、
動

か
な
い
親
猫
を
取
り
囲
ん
で
、
ニ
ヤ
ー
ニ
ヤ
ー

鳴
い
て
い
る
。　　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

（
え
、
マ
ジ
か
よ
１
）

　

わ
か
り
ま
す
よ
ね
、
彼
の
気
持
ち
。

　

放
っ
て
お
く
わ
け
に
も
い
か
な
い
の
で
、
青

年
は
と
っ
さ
に
車
の
ト
ラ
ン
ク
の
な
か
に
あ
っ

た
段
ボ
ー
ル
の
空
き
箱
に
親
猫
の
死
体
と
子
猫

た
ち
を
入
れ
て
、
家
に
持
ち
帰
り
、
庭
先
に
穴

を
掘
っ
て
、
親
猫
を
埋
め
、
小
さ
な
お
墓
を
つ

く
っ
て
冥
福
を
祈
っ
た
そ
う
で
す
。　　

　
　

　
　

あ
と
は
、
子
猫
で
す
。
彼
は
、
携
帯
電
話
を

取
り
出
す
と
、
友
人
た
ち
に
電
話
を
か
け
続
け

ま
し
た
。
事
情
を
説
明
す
る
と
、
心
あ
る
友
だ

ち
三
人
が
、
そ
れ
ぞ
れ
一
匹
ず
つ
引
き
取
っ
て

く
れ
る
こ
と
に
な
り
、
自
分
も
家
族
の
了
解
を

得
て
、
残
り
の
一
匹
と
の
生
活
が
始
ま
っ
た
そ

う
で
す
。

　

そ
し
て
、
毎
年
、
親
猫
の
命
日
が
来
る
と
、

彼
は
庭
先
の
小
さ
な
墓
に
お
線
香
を
供
え
、
手

を
合
わ
せ
て
目
を
閉
じ
、
命
を
奪
っ
て
し
ま
っ

た
こ
と
へ
の
謝
罪
と
、
子
猫
た
ち
が
み
ん
な
元

気
で
過
ご
し
て
い
る
こ
と
を
報
告
し
て
い
る
そ

う
で
す
。

　

た
ぶ
ん
、
野
良
猫
だ
っ
た
ん
で
し
ょ
う
。
そ

う
だ
と
す
る
と
、
母
親
が
身
を
犠
牲
に
し
て
、

子
供
た
ち
の
幸
せ
な
未
来
を
導
い
た
と
言
っ
て

も
い
い
で
し
ょ
う
。

　

お
墓
に
手
を
合
わ
せ
終
え
、
ふ
と
、
振
り
返

る
と
、
か
つ
て
の
子
猫
が
い
ま
や
デ
ブ
猫
に

な
っ
て
、
縁
側
で
昼
寝
を
し
て
い
た
と
最
後
に

結
ん
で
あ
り
ま
し
た
。

　

そ
れ
に
し
て
も
、
い
ま
ど
き
、
こ
ん
な
や
さ

し
い
青
年
が
い
る
ん
で
す
ね
え
。

　

先
日
、
こ
の
話
を
行
き
つ
け
の
寿
司
屋
で
し

た
と
こ
ろ
、
常
連
の
獣
医
さ
ん
が
も
う
ひ
と
つ

お
ま
け
の
話
を
し
て
く
れ
ま
し
た
。

　

カ
サ
イ
先
生
と
言
う
の
で
す
が
、
こ
の
先
生
、

そ
こ
ら
の
獣
医
さ
ん
と
違
っ
て
、
大
変
に
苦
労

人
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
ア
ル
バ
イ
ト
を
し
な
が

ら
学
費
を
払
っ
て
、
大
学
を
卒
業
し
た
ん
だ
そ

う
で
。
以
来
十
数
年
、
先
生
、
一
生
懸
命
働
い

て
お
金
を
貯
め
、
苦
労
し
て
、
よ
う
や
く
自
分

の
病
院
を
持
っ
た
最
初
の
日
。　　

　
　

　
　

　
　

「
こ
こ
が
俺
の
病
院
か
。
よ
ー
し
、
こ
れ
で
、

夢
が
か
な
っ
た
。
さ
あ
、
が
ん
ば
る
ぞ
」　　

　
　

と
こ
ろ
が
、
そ
う
そ
う
簡
単
に
お
客
さ
ん
が

入
っ
て
き
ま
せ
ん
。　　

　
　

　
　

　
　

　
　

一

　

「
ま
あ
、
い
い
か
、
そ
の
う
ち
に
来
る
だ
ろ

う
」　　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

そ
う
思
っ
て
、
診
察
室
で
大
き
く
背
伸
び
を

し
た
そ
の
時
、
最
初
の
お
客
さ
ん
が
や
っ
て
き

ま
し
た
。
見
る
と
、
小
学
生
で
す
。　　

　
　

　
　

「
ど
う
し
た
ん
だ
、
僕
」　　

　
　

　
　

　
　

　

「
先
生
、
学
校
の
帰
り
に
歩
い
て
い
た
ら
、
こ

の
猫
、
車
に
慄
か
れ
て
い
た
ん
だ
。
助
け
て
あ

げ
て
」　　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

両
手
で
猫
を
持
っ
て
、
先
生
に
差
し
出
し
ま

す
。　　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

「
ち
ょ
っ
と
待
っ
て
ね
、
い
ま
、
診
て
あ
げ
る

か
ら
」　　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

一
目
見
て
そ
の
猫
が
即
死
状
態
で
あ
る
こ
と

は
わ
か
っ
た
け
れ
ど
、
猫
を
丁
寧
に
手
術
台
に

乗
せ
、
手
を
合
わ
せ
ま
し
た
。

　

「
坊
や
、
よ
く
連
れ
て
き
て
く
れ
た
ね
，
残
念

だ
け
ど
、
あ
の
猫
ち
ゃ
ん
、
自
動
車
に
撥
ね
ら

れ
て
、
頭
を
強
く
打
っ
て
、
死
ん
で
い
た
よ
。

で
も
、
僕
の
最
初
の
お
客
さ
ん
に
は
間
違
い
は

な
い
。
あ
と
は
、
僕
に
ま
か
せ
て
く
れ
な
い
か
。

あ
り
が
と
う
。
君
も
道
を
渡
る
時
は
、
気
を
つ

け
る
ん
だ
よ
」

　

「
う
ん
。
で
も
、
あ
の
猫
、
ど
う
な
る
の
？
」

　

「
猫
の
葬
儀
社
に
頼
ん
で
、
お
骨
に
し
て
も

ら
っ
て
、
そ
れ
で
お
墓
に
埋
め
る
ん
だ
。
お
墓

が
で
き
た
ら
、
教
え
て
あ
げ
る
か
ら
、
学
校
の

帰
り
に
拝
ん
で
く
れ
る
か
な
。
あ
の
猫
も
喜
ぶ

か
ら
ね
」

　

「
わ
か
っ
た
、
先
生
、
あ
り
が
と
う
」

　

少
年
は
ラ
ン
ド
セ
ル
を
カ
タ
カ
タ
鳴
ら
し
な

が
ら
、
病
院
を
出
て
行
っ
た
そ
う
で
す
。

　

そ
れ
か
ら
一
週
間
後
、
白
木
の
箱
に
納
め
ら

れ
た
名
も
な
い
猫
の
遺
骨
が
カ
サ
イ
先
生
の
部

屋
に
安
置
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　
「
名
ナ
シ
の
猫
ち
ゃ
ん
、
君
は
僕
の
最
初
の
お

客
さ
ん
。
ど
う
か
、
こ
の
病
院
を
お
守
り
く
だ

さ
い
」

　

先
生
は
、
毎
朝
、
合
掌
し
た
そ
う
で
す
。
そ

し
て
、
猫
の
墓
を
買
い
、
そ
こ
に
埋
葬
し
、
さ

ら
に
は
、
そ
の
小
学
生
に
猫
の
墓
を
車
で
案
内

し
た
そ
う
で
す
。

　

折
か
ら
の
ペ
ッ
ト
ブ
ー
ム
で
、
自
分
の
病
院

が
大
変
に
は
や
っ
て
い
る
の
は
、
そ
の
猫
の
お

か
げ
だ
と
、
い
ま
で
も
信
じ
て
疑
わ
な
い
カ
サ

イ
先
生
な
の
で
す
。

　　

落
語
家
三
遊
亭
鳳
豊
さ
ん
の
ご
好
意
で
、
月
刊
誌

Ｍ
Ｏ
Ｋ
Ｕ
九
月
号
か
ら
転
載
さ
せ
て
戴
き
ま
し
た
。

　

お
盆
に
お
檀
家
に
伺
っ
て
分
か
っ
た
の
で
す
が
、

「
ま
ん
だ
ら
通
信
の
裏
の
話
が
と
て
も
良
く
て
、
毎
月

楽
し
み
に
待
っ
て
い
ま
す
」
と
い
う
方
が
随
分
お
り

ま
し
た
。

　

『
生
き
る
意
味
を
深
耕
す
る
月
刊
誌
』
と
い
う
よ
う

に
、
丸
ご
と
一
冊
買
っ
て
戴
く
と
出
版
社
も
喜
ぶ
し

心
の
肥
や
し
に
う
っ
て
つ
け
な
の
で
す
が
（
新
潟
の

林
さ
ん
は
、
こ
の
ご
縁
で
定
期
購
読
し
て
い
ま
す
）

ど
な
た
に
も
と
い
う
わ
け
に
も
ゆ
き
ま
せ
ん
し
…
。
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