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禅
寺
新
聞
』 

第
２１
号 

ひ
と
雨
ご
と
に
寒
さ
も
ゆ
る
み
、
日
差
し
が
春

の
お
と
ず
れ
を
告
げ
る
頃
と
な
り
ま
し
た
。
杉
花

粉
も
す
で
に
元
気
よ
く
舞
い
散
っ
て
い
る
よ
う

で
す
・
・
・
。
と
も
あ
れ
自
然
界
の
芽
吹
き
の
雰

囲
気
に
、
自
ず
と
心
躍
る
季
節
。
壇
信
徒
の
皆
様

に
と
り
ま
し
て
、
よ
り
よ
き
新
し
い
季
節
で
あ
り

ま
す
よ
う
、
至
心
に
お
祈
り
し
て
お
り
ま
す
。 

 

『生
き
る
力
vol.

９６
』送
付 

真
言
宗
智
山
派
で
、
檀
信
徒
の
皆
さ
ま
に
向
け

て
作
成
を
し
て
い
る
情
報
誌
『
生
き
る
力
』
を
お

送
り
い
た
し
ま
す
。
今
回
の
特
集
は
「
お
寺
の
行

事
に
参
加
し
よ
う 

 

両
祖
大
師
を
知
り
報
恩
の

祈
り
を
捧
げ
る
」
で
す
。
「
両
祖
大
師
」
と
は
真

言
宗
を
開
い
た
「
弘
法
大
師
空
海
さ
ま
」
と
、
真

言
宗
智
山
派
へ
と
大
き
な
教
え
の
流
れ
を
作
ら

れ
た
中
興
の
祖
「
興
教
大
師
覺
鑁
（
か
く
ば
ん
）
さ

ま
」
の
お
二
人
を
指
し
ま
す
。
他
に
も
教
化
セ
ン

タ
ー
で
工
夫
を
こ
ら
し
た
記
事
が
各
ペ
ー
ジ
に

掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
一
読
く
だ
さ
い
。 

 

春
彼
岸
会 

中
日
法
要
の
ご
案
内 

恒
例
の
春
彼
岸
会
法
要
を
海
禅
寺
本
堂
で
お

勤
め
い
た
し
ま
す
。
ま
た
当
日
は
、
今
回
の
『
生

き
る
力
』
９
ペ
ー
ジ
に
掲
載
が
あ
り
ま
す
よ
う
に
、

『
正
御
影
供
』（
し
ょ
う
み
え
く
）
の
日
に
な
り
ま
す
。

こ
れ
は
弘
法
大
師
空
海
さ
ま
が
人
間
と
し
て
の

生
を
終
え
ら
れ
た
日
で
す
。
当
日
の
話
題
と
い
た

し
ま
す
。
ど
う
ぞ
ご
家
族
そ
ろ
っ
て
お
出
か
け
く

だ
さ
い
。（
申
込
不
要
） 

日 

程
：
平
成
３１
年
３
月
２１
日
（
木
・
祝
） 

時 

間
：
受 

付 

午
前
１０
時 

 
 
 
 

法 

要 

午
前
１０
時
３０
分
～ 

※
法
要
終
了
後
は
、
皆
さ
ん
で
茶
話
会
を
い
た
し 

ま
す
。
和
や
か
な
時
間
を
ご
一
緒
し
ま
し
ょ
う
。 

※
彼
岸
会
中
日
法
要
の
供
養
塔
婆
を
ご
希
望
の

方
は
、
３
月
１６
日
（
土
）
夕
刻
ま
で
に
電
話
ま

た
は
フ
ァ
ッ
ク
ス
で
、
寺
に
お
申
し
込
み
く
だ
さ

い
。（
供
養
塔
婆
料 

一
基 

３
０
０
０
円
） 

 
 

電 

話 
 

：
０
２
６
８-

２
２-

２
９
７
２ 

 
 

フ
ァ
ッ
ク
ス
：
０
２
６
８-

２
６-

１
１
４
７ 

 
境
内
整
備
の
ご
報
告 

昨
年
よ
り
進
め
て
お
り
ま
し
た
境
内
整
備
の

工
事
が
お
お
よ
そ
完
了
い
た
し
ま
し
た
。
該
当
箇

所
は
次
の
三
箇
所
で
す
。 

①
，
参
道
下
の
石
門 

②
，
参
道
西
側
の
土
塀 

③
，
参
道
の
敷
石 

            

 

  

①
ま
ず
、
参
道
石
門
の
横
棒
が
大
変
に
劣
化
し
て

お
り
、
落
下
の
危
険
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
横

棒
を
取
り
外
し
、
縦
柱
も
バ
ラ
ン
ス
を
考
慮
し
て

少
し
短
く
し
ま
し
た
。
ま
た
石
門
の
足
元
か
ら
道

路
に
繋
が
る
コ
ン
ク
リ
ー
ト
が
劣
化
し
て
い
た

た
め
、
合
わ
せ
て
新
し
い
石
と
取
り
替
え
ま
し
た
。

②
そ
し
て
参
道
西
側
の
駐
車
場
と
参
道
と
の
境

目
は
こ
れ
ま
で
高
低
差
が
あ
り
、
雨
天
時
は
参
道

の
土
が
流
れ
出
し
て
し
ま
い
、
ま
た
石
門
を
通
ら

ず
脇
か
ら
侵
入
が
可
能
な
た
め
、
地
面
が
荒
れ
て

し
ま
い
が
ち
で
し
た
。
そ
の
対
策
と
景
観
整
備
の

た
め
、
南
北
の
一
部
に
、
土
塀
を
新
設
置
し
ま
し

た
。
③
そ
し
て
時
の
経
過
と

と
も
に
参
道
敷
石
の
凹
凸

が
大
き
く
な
り
、
つ
ま
ず
い

て
し
ま
う
ご
高
齢
の
方
、
幼

い
お
子
様
が
多
く
お
ら
れ

ま
し
た
。
こ
の
ま
ま
で
は
い

け
な
い
と
、
安
全
対
策
の
た

め
、
全
て
の
敷
石
を
平
ら
に

敷
き
直
し
ま
し
た
。 

 

今
回
の
必
要
経
費
に
つ

き
ま
し
て
は
、
ご
寄
附
を
募

る
予
定
は
あ
り
ま
せ
ん
。
寺

で
準
備
を
し
、
各
業
者
に
お

支
払
い
し
ま
す
。 

 

と
こ
ろ
で
最
近
、
海
禅
寺

の
参
道
は
「
上
田
の
知
る
人

ぞ
知
る
桜
の
名
所
で
あ
る
」

と
い
う
お
声
を
聞
く
機
会

が
増
え
て
き
ま
し
た
。
大
変

に
嬉
し
い
こ
と
で
す
。
ぜ
ひ

壇
信
徒
の
皆
さ
ま
も
、
桜
の

季
節
に
海
禅
寺
ま
で
足
を

お
運
び
く
だ
さ
い
。
参
道
の

他
に
も
庫
裏
玄
関
前
の
し

だ
れ
桜
も
と
て
も
綺
麗
で

す
。 
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着工前の参道石門周辺の様子 

しだれ桜を支える支柱も新設しました 

さくら 

海 禅 寺 新 聞 ほっこり安らぐ皆さんの故郷のような寺でありたい 

修
繕
後
の
各
所
の
様

子
は
、
下
の
写
真
を
ご

覧
く
だ
さ
い 



お
ね
が
い 

第
８
回 
聖
天
祭 

開
催
決
定 

年
々
賑
わ
い
を
増
し
て
い
る
聖
天
祭
は
今
年

で
８
回
目
と
な
り
ま
す
。
今
年
も
聖
天
さ
ん
の
ご

利
益
に
あ
や
か
り
、
人
と
人
と
の
様
々
な
ご
縁
が

芽
生
え
る
よ
き
一
日
と
な
る
よ
う
、
さ
ま
ざ
ま
な

企
画
を
準
備
中
で
す
。 

そ
し
て
今
、
実
行
委
員
会
で
は
、
お
祭
り
を
お

手
伝
い
い
た
だ
け
る
方
々
を
大
募
集
中
で
す
。
内

容
は
、
会
場
準
備
・
片
付
け
・
駐
車
場
係
・
会
場

案
内
見
回
り
な
ど
で
す
が
、
ご
無
理
の
な
い
可
能

な
お
時
間
の
範
囲
内
に
限
っ
て
で
も
構
い
ま
せ

ん
。
お
祭
り
を
作
り
上
げ
る
喜
び
を
共
有
し
て
い

た
だ
き
、
お
檀
家
の
皆
さ
ん
、
そ
し
て
有
志
の
ス

タ
ッ
フ
の
皆
さ
ん
同
士
が
、
よ
い
仲
間
の
輪
の
一

員
と
し
て
広
が
っ
て
い
く
こ
と
を
願
っ
て
お
り

ま
す
。
ぜ
ひ
お
気
軽
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。 

※
お
祭
り
終
了
後
、
別
日
に
慰
労
会
も
ご
ざ
い
ま
す 

※
お
祭
り
の
詳
細
は
、
追
っ
て
お
知
ら
せ
し
ま
す 

【
聖
天
祭
日
時
】 

日 

程
：
２
０
１
９
年
５
月
１９
日
（
日
） 

時 

間
：
午
前
１０
時
～
午
後
３
時 

入 

場
：
無 

料 

              

人
形
供
養
の
今
を
考
え
る 

３
月
３
日
は
「
桃
の
節
句
」
ひ
な
祭
り
。
お
雛

様
を
飾
り
、
女
の
子
の
健
や
か
な

成
長
を
祈
る
、
個
々
の
宗
教
信
条

を
越
え
た
、
国
民
的
な
行
事
で
す
。

こ
の
ひ
な
祭
り
の
前
後
、
海
禅
寺

に
は
お
役
目
を
終
え
、
供
養
を
し

て
欲
し
い
と
多
く
の
雛
人
形
さ
ん

た
ち
が
集
ま
っ
て
き
ま
す
。 

海
禅
寺
で
昭
和
６０
年
（
１
９
８
５
年
）
よ
り
毎
年

１１
月
２３
日
（
勤
労
感
謝
の
日
）
に
開
催
し
て
い
る

人
形
供
養
会
（
に
ん
ぎ
ょ
う
く
よ
う
え
）
は
、
今
年
で

３５
年
目
を
数
え
ま
す
。
長
年
大
切
に
さ
れ
、
大

切
な
お
子
様
の
生
活
を
見
守
っ
て
き
た
お
人
形

は
、
も
は
や
単
な
る
モ
ノ
で
は
な
く
、
ご
家
族
の

様
々
な
思
い
や
心
を
分
け
宿
し
た
、
か
け
が
え
の

な
い
存
在
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
時
の
経

過
と
共
に
、
そ
の
役
割
は
終
わ
り
が
や
っ
て
き
ま

す
。
「
物
事
は
、
始
め
よ
り
も
そ
の
終
わ
り
方
に

こ
そ
重
き
を
置
く
べ
き
で
あ
る
」
と
は
先
人
の
言

葉
で
す
。
こ
れ
ま
で
に
感
謝
を
捧
げ
、
そ
し
て
こ

れ
か
ら
の
人
生
の
歩
み
へ
決
意
に
も
似
た
意
思

を
定
め
る
場
、
そ
れ
が
人
形
供
養
会
の
行
事
で
あ

り
、
私
た
ち
僧
侶
は
お
勤
め
の
中
で
、
人
形
に
深

い
思
い
を
寄
せ
る
皆
さ
ん
お
一
人
お
一
人
の
代

弁
者
で
あ
る
べ
く
祈
り
を
捧
げ
て
き
ま
し
た
。 

こ
れ
ま
で
長
野
県
内
で
は
、
こ
う
し
た
人
形
供

養
を
す
る
場
が
あ
ま
り
な
く
、
南
信
や
北
信
か
ら
、

ま
た
は
県
外
、
遠
く
は
京
都

や
北
海
道
か
ら
お
人
形
が

届
く
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

受
付
の
際
に
は
お
人
形
に

託
す
思
い
を
、
涙
な
が
ら
に

語
っ
て
い
か
れ
る
方
が
お

ら
れ
た
り
、
手
紙
を
添
え
て

く
る
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
い

ま
す
。
そ
う
し
た
皆
さ
ん
の

お
気
持
ち
に
、
受
け
入
れ
る
寺
側
も
多
く
の
学
び

を
い
た
だ
い
て
き
ま
し
た
。 

さ
て
、
そ
ん
な
海
禅
寺
で
の
人
形
供
養
を
巡
る

事
情
が
こ
こ
数
年
、
大
き
な
変
革
の
時
を
迎
え
て

い
ま
す
。
ま
ず
一
つ
は
お
子
様
の
節
句
に
、
伝
統

的
な
タ
イ
プ
の
雛
人
形
や
五
月
人
形
を
求
め
る

家
庭
が
大
幅
に
減
少
し
、
か
つ
少
子
化
の
影
響
と

相
ま
っ
て
、
お
人
形
が
売
れ
な
く
な
っ
て
き
て
い

ま
す
。
こ
れ
ま
で
海
禅
寺
の
人
形
供
養
会
は
、
上

田
市
内
の
老
舗
『
人
形
会
館 

松
葉
彌
』
さ
ん
に

よ
る
準
備
等
の
全
面
的
な
御
協
力
が
あ
り
、
開
催

が
で
き
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
昨
今
の
お
人
形
販

売
事
情
の
大
き
な
推
移
を
受
け
て
、
お
手
伝
い
が

難
し
く
な
り
、
寺
独
自
の
行
事
と
し
て
独
立
せ
ざ

る
を
得
な
く
な
り
ま
し
た
。 

も
う
一
つ
は
、
近
隣
の
葬
儀
屋
さ
ん
に
よ
る
人

形
供
養
行
事
の
開
催
で
す
。
葬
儀
業
者
は
葬
儀
を

行
う
こ
と
で
収
益
を
得
る
業
態
で
す
が
、
高
齢
化

社
会
に
よ
る
昨
今
の
身
辺
整
理
・
断
捨
離
ブ
ー
ム

に
目
を
つ
け
、
人
形
供
養
を
一
つ
の
手
段
と
し
て

取
り
入
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。
無
料
で
不
要
に
な

っ
た
お
人
形
を
受
け
付
け
、
イ
ベ
ン
ト
内
で
互
助

会
の
勧
誘
を
し
た
り
、
葬
儀
全
体
の
相
談
事
に
応

じ
る
場
を
設
け
て
い
ま
す
。
本
当
の
目
的
は
、
来

場
者
に
、
時
が
来
た
ら
そ
の
葬
儀
業
者
で
葬
儀
を

行
っ
て
も
ら
う
た
め
の
道
を
つ
け
る
こ
と
で
し

ょ
う
。
こ
こ
５
年
程
、
こ
れ
ま
で
と
明
ら
か
に
海

禅
寺
で
受
け
付
け
る
お
人
形
の
数
が
減
っ
て
い

る
の
は
、
こ
う
し
た
動
き
と
無
関
係
で
は
な
い
と

感
じ
て
い
ま
す
。 

こ
れ
ら
の
変
化
を
受
け
て
、
今
後
に
つ
い
て

様
々
に
、
検
討
を
重
ね
ま
し
た
。
結
論
と
し
て
、

供
養
を
求
め
る
方
々
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
限
り
、
こ

れ
ま
で
通
り
、
当
初
の
理
念
を
胸
に
据
え
、
た
と

え
規
模
が
小
さ
く
な
っ
た
と
し
て
も
丁
寧
な
人

形
供
養
会
を
続
け
よ
う
と
い
う
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。
た
だ
し
人
形
供
養
行
事
は
、
こ
れ
ま
で

も
皆
さ
ま
か
ら
い
た
だ
く
供
養
料
を
全
額
運
営

費
用
に
活
用
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
行
事
を
何
と
か

執
行
し
て
き
ま
し
た
。
そ
の
中
で
、
あ
ま
り
に
も

寺
か
ら
の
持
ち
出
し
費
用
が
大
き
く
な
っ
た
し

ま
っ
た
場
合
は
、
次
の
段
階
と
方
法
を
再
考
し
た

い
と
思
い
ま
す
。
兎
に
も
角
に
も
、
寺
と
い
う
存

在
は
、
社
会
の
中
で
、
あ
る
種
の
公
益
性
が
あ
る

か
ら
こ
そ
存
在
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
原

点
を
見
つ
め
つ
つ
、
こ
の
一
事
を
き
っ
か
け
に
寺

全
体
の
有
り
よ
う
も
見
直
し
て
参
り
ま
す
。 

 

認
定
こ
ど
も
園
へ 

昭
和
２８
年
よ
り
、
海
禅
寺
敷
地
内
で
個
人
立
と
し
て

始
ま
っ
た
芙
蓉
保
育
園
。
現
在
で
は
海
禅
寺
の
山
号
で

あ
る
大
智
山
を
用
い
た
「
大
智
会
」
と
い
う
社
会
福
祉

法
人
格
と
な
り
、
住
職
が
園
長
を
、
副
住
職
が
副
園
長

を
務
め
、
１
５
０
人
を
越
え
る
乳
幼
児
期
の
お
子
様
達

が
通
園
し
て
い
ま
す
。
さ
て
、
昨
今
の
幼
児
教
育
を
巡

る
大
き
な
変
化
を
受
け
て
、「
芙
蓉
保
育
園
」
は
「
幼
保

連
携
型 

認
定
こ
ど
も
園 

芙
蓉
園
」
と
し
て
移
行
す
る
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
こ
れ
ま
で
の
保
育
園
の

役
割
に
、
幼
稚
園
の
機
能
も
合
わ
せ
持
っ
た
施
設
と
な

る
こ
と
を
指
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
社
会
福
祉
法
人
で

あ
り
な
が
ら
、
学
校
教
育
法
の
教
育
を
行
う
教
育
施
設

と
し
て
生
ま
れ
変
わ
り
ま
す
。
お
寺
へ
お
越
し
の
際
、

こ
れ
ま
で
の
保
育
園
の
看
板
か
ら
、
こ
う
し
た
表
記
へ

の
変
更
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
が
、
ど
う
ぞ
ご

理
解
く
だ
さ
い
。 

 

編
集
後
記 

 

今
回
は
ご
好
評
の
『
海
禅
寺
数
珠
つ
な
ぎ
』
の
連
載

は
お
休
み
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

さ
て
、
道
々
に
咲
く
野
草
の
花
、
そ
の
可
憐
な
美
し

さ
を
愛
で
る
散
歩
が
、
気
持
ち
の
い
い
季
節
で
す
ね
。

し
か
し
春
と
い
え
ば
花
粉
も
気
に
な
る
と
こ
ろ
。
「
花
」

な
の
か
「
鼻
」
な
の
か
、
、
、
と
た
め
息
も
出
て
き
ま
す

が
、
季
節
は
必
ず
巡
り
ま
す
。
今
を
味
わ
い
ま
し
ょ
う
。

ハ
ク
シ
ョ
ン
。 

 
 

 
 

 
 

発
行
元  

海
禅
寺 

し
ょ
う
て
ん
ま
つ
り 聖天祭 

しょう てん まつり 

海 禅 寺 新 聞 ほっこり安らぐ皆さんの故郷のような寺でありたい 


