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「
小
城
市
報
さ
く
ら
」
は
大
豆
油
イ
ン
キ
と
再
生
紙
を
使
用
し
て
い
ま
す
。

住
民
基
本
台
帳
に
も
と
づ
く
人
の
動
き
　
平
成
21
年
６
月
１
日
現
在
　（
前
月
比
）人
口
46,463

人（
＋
13）

/男
性
21,969

人
(＋
13)/女

性
24,494

人
(±
0)/ 世

帯
数
14,756

世
帯
(－
1)

第 1回

1948年小城町生まれ。小城高校を卒業後、

大東文化大学で書道を学ぶ。書家として国内外で

個展を開催し、現在は小城で制作活動を行う。

現在、ＮＰＯ法人天山ものづくり塾の副理事長を務め、

新年書初めライブを佐賀城本丸歴史館で行うなど、

筆文化の発展に尽力している。60歳。

書

ギャラリー

富永　正樹（將暉）さん

※１

　 三里小学校の
正門にかけられて
いる手作りの看板。
富永さんが書いた
文字を全児童が力
を合わせて彫った。

   富永さんの「恕」  ※１

中国の習字の手習　

いに使われた千字文

より「治本於農」

国治の根本は農業で

あるという意味が

込められている。

チホンヨノウ

とみなが                まさき

　
　

道
と
の
出
会
い

　
「
書
道
の
楽
し
さ
は
、一
枚
一
枚
、
常
に
真

新
し
い
心
で
書
け
る
こ
と
で
す
。
書
く
ほ
ど

に
新
し
い
自
分
が
見
え
て
く
る
ん
で
す
」
と

語
る
富
永
さ
ん
。

　

書
道
の
楽
し
さ
に
目
覚
め
た
き
っ
か
け
は

小
学   

年
生
の
時
、
習
字
の
コ
ン
ク
ー
ル
に

出
品
し
た
と
こ
ろ
入
選
。大
き
な
賞
を
も
ら
っ

た
わ
け
で
は
な
い
が
、
家
族
や
周
り
か
ら
ほ

め
ら
れ
、
そ
れ
が
嬉
し
く
て
、
書
き
続
け
た
。

今
日
も
、新
し
い
自
分
を
求
め
て
筆
を
と
る
。

　
も　

の
づ
く
り
・
人
づ
く
り

　

富
永
さ
ん
は　
　
　

法
人
天
山
も
の
づ
く

り
塾
の
副
理
事
長
と
し
て「
天
山
ア
ー
ト
フ
ェ

ス
タ
」
の
運
営
に
も
携
わ
る
。

　
「
も
の
づ
く
り
に
は
、も
の
を
大
事
に
す
る
心

を
持
つ『
人
』
を
育
て
る
こ
と
が
重
要
で
す
。

　

 も

そ
の
た
め
に
ま
ず
、子
ど
も
の
創
造
力
や
可
能

性
を
信
じ
て
、
子
ど
も
た
ち
の
力
を
引
き
出

し
て
あ
げ
る
こ
と
が
私
た
ち
大
人
の
役
割
だ

と
思
い
ま
す
」
と
語
る
。

　
「
子
ど
も
た
ち
が
ま
ち
づ
く
り
に
参
加
す
る

と
、小
城
に
愛
情
を
持
つ
で
し
ょ
う
。
そ
れ
は

小
城
市
の
賑
わ
い
に
も
つ
な
が
っ
て
き
ま
す
。

そ
し
て
、
小
城
か
ら
、
世
界
に
通
じ
る
人
材

を
ど
ん
ど
ん
輩
出
し
て
い
き
た
い
で
す
ね
」

と
、
も
の
づ
く
り
を
通
し
て
、
小
城
の
将
来

に
も
思
い
を
馳
せ
る
。　
　
　
　

　

現
在
、
人
づ
く
り
の
一
環
と
し
て
、
自
宅

の
ア
ト
リ
エ
で
習
字
教
室
も
開
催
し
て
い
る
。

　
　

な
る
挑
戦
！

　

富
永
さ
ん
は
中
国
の
古
い
文
字
を
手
習
い
し

な
が
ら
、創
作
の
ヒ
ン
ト
を
得
て
い
る
。
時
代

を
超
え
伝
承
さ
れ
て
き
た　

本
物 

を
目
指
す
。

更

そ
の
本
物
の
一
つ
で
、
小
城
藩
の
藩
祖
鍋
島

元
茂
公
が
大
事
に
し
た
「
恕
」
の
心
を
広
め

た
い
と
語
る
。『
恕
』
に
は
女
性
の
口
か
ら
出

て
く
る
言
葉
は
思
い
や
り
、
優
し
さ
、
赦
す
、

と
い
う
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。

　

今
の
時
代
こ
そ
、
思
い
や
り
の
心
を
大
事

に
し
た
い
。「
日
本
の
伝
統
で
あ
る
筆
文
化
を

小
城
発
で
広
め
て
行
き
た
い
で
す
ね
。
私
は
練

習
も
兼
ね
て
名
刺
の
名
前
を
手
書
き
に
し
て

い
ま
す
。
上
手
下
手
は
気
に
し
な
く
て
い
い

ん
で
す
。
身
近
な
と
こ
ろ
か
ら
筆
を
使
っ
て

頂
け
た
ら
と
思
い
ま
す
」
と
語
る
富
永
さ
ん

の
挑
戦
は
小
城
の
筆
人
口
を
増
や
し
て
、
梧

竹
さ
ん
の
故
郷
・
小
城
を
書
道
特
区
に
す
る

事
と
情
熱
を
燃
や
す
。

   

富
永
さ
ん
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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