
       

『
海
禅
寺
新
聞
』 

第
３７

号 

季
節
は
春
。
草
木
も
芽
吹
き
だ
し
、
生
気
溢
れ

る
自
然
の
姿
を
前
に
、
気
持
ち
も
ワ
ク
ワ
ク
す
る

も
の
で
す
ね
。
今
回
は
冒
頭
で
詩
を
紹
介
し
ま
す
。 

  

六
つ
に
な
っ
た 

Ａ
・
Ａ
ミ
ル
ン 

作 

 

一
つ
の
と
き
は 

な
に
も
か
も
は
じ
め
て
だ
っ
た 

 

二
つ
の
と
き
は 

ぼ
く
は
ま
る
っ
き
り
し
ん
ま
い
だ
っ
た 

 

三
つ
の
と
き 

ぼ
く
は
や
っ
と
ぼ
く
に
な
っ
た 

 

四
つ
の
と
き 

ぼ
く
は
お
お
き
く
な
り
た
か
っ
た 

 

五
つ
の
と
き
は 

な
に
か
ら
な
に
ま
で
お
も
し
ろ
か
っ
た 

 

い
ま
は
六
つ
で 

ぼ
く
は
あ
り
っ
た
け
お
り
こ
う
で
す 

 

だ
か
ら
い
つ
ま
で
も 

六
つ
で
い
た
い
と
ぼ
く
は
お
も
い
ま
す 

 

子
ど
も
の
成
長
の
様
を
表
し
て
い
る
詩
で
す
。

ゆ
っ
く
り
だ
け
れ
ど
確
実
に
、
心
が
広
が
り
育
っ

て
い
く
様
子
が
よ
く
表
現
さ
れ
て
い
ま
す
ね
。 

人
生
１
年
目
の
赤
ち
ゃ
ん
が
見
て
い
る
世
界
。

想
像
し
て
み
る
と
何
と
も
愛
お
し
い
よ
う
な
、
あ

た
た
か
い
気
持
ち
に
な
っ
て
き
ま
す
。 

そ
し
て
私
た
ち
大
人
も
、
誰
も
が
か
つ
て
こ
の

段
階
を
経
て
人
生
を
ス
タ
ー
ト
し
、
今
日
ま
で
年

月
を
重
ね
生
き
て
き
ま
し
た
。
乳
幼
児
と
い
う
物

事
を
あ
り
の
ま
ま
に
捉
え
、
た
だ
た
だ
生
き
る
こ

と
に
一
生
懸
命
だ
っ
た
存
在
は
、
た
く
さ
ん
経
験

し
、
学
び
、
大
人
に
な
り
ま
す
。
大
人
と
な
る
過

程
で
、
私
た
ち
が
得
た
も
の
、
そ
し
て
失
っ
た
も

の
。
そ
し
て
ま
だ
ま
だ
思
い
出
す
こ
と
で
取
り
戻

す
こ
と
が
で
き
る
、
純
粋
に
生
き
る
と
い
う
感
覚
。 

新
し
い
命
が
芽
吹
く
春
だ
か
ら
こ
そ
、
自
分
の

命
に
改
め
て
心
を
向
け
、
充
実
し
た
今
に
気
付
い

て
い
き
た
い
も
の
で
す
。 

 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
。
皆
さ
ん
で
ご
先
祖
の
供
養
を

い
た
し
ま
し
ょ
う
。
ど
う
ぞ
ご
家
族
そ
ろ
っ
て
お

出
か
け
く
だ
さ
い
。（
申
込
不
要
） 

日 

程
：
令
和
５
年
３
月
２１
日
（
火
・
祝
） 

時 

間
：
受 

付 

午
前
１０
時 

 
 
 
 

法 

要 

午
前
１０
時
３０
分
～ 

※
法
要
終
了
後
の
茶
話
会
で
す
が
、
今
回
も
感
染
症

に
配
慮
し
て
中
止
し
ま
す
。 

※
彼
岸
会
中
日
法
要
の
供
養
塔
婆
を
ご
希
望
の
方
は
、

３
月
１８
日
（
土
）
夕
刻
ま
で
に
お
申
し
込
み
く
だ

さ
い
。（
供
養
塔
婆
料 

一
基 

３
０
０
０
円
） 

※
同
日
午
前
９
時
～
午
後
１
時
ま
で
永
代
供
養
堂
の
扉

を
お
開
け
し
て
い
ま
す
。
お
堂
の
中
に
は
入
れ
ま
せ

ん
が
、
外
か
ら
ご
自
由
に
参
拝
い
た
だ
け
ま
す
。 

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 

海
禅
寺
住
職
「
大
僧
正
」
辞
令
親
授 

去
る
二
月
二
十
七
日
、
海
禅
寺
住
職
が
総
本
山

智
積
院
に
お
い
て
、
布
施
浄
慧
管
長
猊
下
よ
り
僧

階
一
級
の
辞
令
を
拝
受
い
た
し
ま
し
た
。
い
わ
ゆ

る
「
大
僧
正
」
と
い
う
階
級
で
す
。
宗
派
の
諮
問

機
関
よ
り
住
職
の
こ
れ
ま
で
の
宗
派
内
外
に
お

け
る
勤
め
を
ご
評
価
い
た
だ
き
、
こ
の
僧
階
を
賜

り
ま
し
た
。
こ
れ
は
偏
に
檀
信
徒
皆
様
に
よ
る
常

の
お
支
え
が
あ
っ
て
の
事
で
す
。
こ
こ
に
感
謝
申

し
上
げ
る
と
共
に
、
謹
ん
で
ご
報
告
い
た
し
ま
す
。 

                   『
生
き
る
力
vol.
１
１
２
』
送
付 

今
回
の
特
集
も
、
弘
法
大
師
空
海
様
の
ご
誕
生

千
二
百
五
十
年
に
ち
な
み
「
生
き
る
力
と
お
大
師

様
」
で
す
。
ま
た
本
山
で
こ
の
度
の
奉
修
事
業
の

一
環
と
し
て
新
規
建
立
さ
れ
た
『
展
示
収
蔵
庫
宝

物
館
』
に
つ
い
て
も
ご
案
内
が
あ
り
ま
す
。
ご
関

心
を
お
寄
せ
い
た
だ
け
ま
し
た
ら
幸
い
で
す
。 

告
知 

『
寺
ヨ
ガ
』
は
じ
め
て
ま
す 

昨
年
か
ら
海
禅
寺
で
月
一
回
の
ペ
ー
ス
で
ヨ

ガ
教
室
を
行
っ
て
い
ま
す
。
未
経
験
者
大
歓
迎
で

す
。
単
発
の
参
加
で
も
大
丈
夫
で
す
。
ご
希
望
の

方
は
お
電
話
で
お
申
込
み
く
だ
さ
い
。 

 

先 

生
：
山
浦 

佳
子 

先
生 

日 

程
： 

４
月
１６
日
（
日
） 

 
 
 
 
 

５
月
２８
日
（
日
） 

６
月
１１
日
（
日
） 

指 

導
：
各
回
午
後
２
時
半
～
（
約
９
０
分
間
） 

費 

用
：
１
回
１
５
０
０
円 

会 

場
：
本
堂
ま
た
は
会
議
室 

定 

員
：
１
５
名 

申 

込
：
必
須
で
す 

今
後
の
予
定
に
つ
い
て
は
、 

海
禅
寺
の
イ
ン
ス
タ
グ
ラ
ム 

を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、
お
電 

話
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ 

い
。 
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お
ね
が
い 

第
１２

回 

聖
天
祭 

開
催
決
定 

壇
信
徒
の
皆
様
に
ご
理
解
ご
協
力
を
い
た
だ

き
５
月
の
恒
例
行
事
と
な
っ
た
聖
天
祭
は
、
お
か

げ
さ
ま
で
１２
回
目
と
な
り
ま
す
。 

実
行
委
員
会
で
は
、
お
祭
り
を
お
手
伝
い
い
た

だ
け
る
ス
タ
ッ
フ
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
時

間
帯
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
、
あ
た
た
か
な
仲
間
と
し
て
ご
縁
が
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
。 

 

※
受
付
数
に
限
り
は
あ
り
ま
す
が
、
出
店
者
の
募
集

も
し
て
お
り
ま
す
。
い
わ
ゆ
る
テ
キ
ヤ
の
方
の
お

申
込
み
は
お
断
り
し
て
お
り
ま
す
。
詳
し
く
は
寺

に
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。（
事
前
申
込
必
須
） 

【
聖
天
祭 

日
時
】 

日 

程
：
令
和
５
年
５
月
１４
日
（
日
） 

時 

間
：
午
前
１０
時
～
午
後
３
時 

              

上
田
獅
子 

上
田
市
の
無
形
文
化
財
、『
上
田
獅
子
』。
上
田

獅
子
は
、
市
内
の
旧
常
田
村
、
旧
房
山
村
に
伝
え

ら
れ
る
『
常
田
獅
子
』
と
『
房
山
獅
子
』
の
総
称

で
、
と
も
に
両
村
の
祇
園
祭
の
際
に
演
舞
し
て
い

ま
し
た
。
元
々
は
関
東
地
域
に
多
く
残
る
三
頭
獅

子
（
ミ
ツ
ガ
シ
ラ
ジ
シ
：
演
者
一
人
が
一
つ
の
獅

子
頭
を
被
り
、
三
人
で
三
頭
の
獅
子
を
舞
う
形
態
）

の
流
れ
で
あ
り
、
上
田
市
真
田
町
の
本
原
区
上
原

に
伝
わ
る
「
上
原
三
ツ
頭
獅
子
」
が
原
型
で
は
な

い
か
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
一
説
に
は
常
田
獅

子
の
舞
い
は
田
植
え
を
表
し
、
房
山
獅
子
が
稲
刈

り
の
様
を
舞
い
表
現
し
て
い
る
と
さ
れ
ま
す
。
そ

の
た
め
、
当
時
は
両
獅
子
が
一
緒
に
演
舞
し
て
い

た
よ
う
で
す
。 

天
正
十
一
年
（
１
５
８
３
）
、
真
田
昌
幸
公
が

上
田
城
築
城
の
際
、
上
田
獅
子
は
城
の
地
固
め
式

と
し
て
獅
子
演
舞
を
奉
納
し
ま
し
た
。
ま
た
仙
石

忠
政
が
上
田
城
を
再
築
し
た
と
き
も
、
真
田
の
例

に
な
ら
い
演
舞
が
奉
納
さ
れ
ま
し
た
。 

以
来
、
吉
例
と
し
て
松
平
氏
に
も
引
継
が
れ
、

城
主
の
保
護
の
も
と
に
格
式
と
洗
練
が
加
え
ら

れ
、
明
治
以
後
も
特
別

な
行
事
の
折
に
は
各

所
で
演
舞
が
奉
納
さ

れ
て
き
ま
し
た
。 

今
で
は
常
田
獅
子

保
存
会
と
房
山
獅
子

保
存
会
と
が
伝
統
を

引
継
ぎ
、
現
在
に
至
り

ま
す
。
演
舞
さ
れ
る
の

は
上
田
祇
園
祭
の
時

で
は
な
く
、
四
月
の
上

田
真
田
祭
の
際
に
行

わ
れ
ま
す
。
な
お
上
田

市
の
予
算
の
都
合
で
、

隔
年
で
常
田
獅
子
と

房
山
獅
子
が
交
互
に
登
場
し
て
い
ま
す
。 

ま
た
上
田
地
域
で
は
家
の
新
築
時
な
ど
の
縁

起
物
と
し
て
農
民
美
術
（
木
彫
り
）
の
上
田
獅
子

が
贈
答
用
と
し
て
好
ま
れ
て
い
ま
す
。
皆
さ
ん
の

お
宅
の
玄
関
な
ど
に
も
、
上
田
獅
子
の
木
彫
り
が

飾
ら
れ
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

 

さ
て
海
禅
寺
の
副
住
職
は
ご
縁
あ
っ
て
房
山

獅
子
の
獅
子
役
を
勤
め
て
い
ま
す
。
ま
た
海
禅
寺

は
旧
房
山
村
地
籍
の
寺
の
た
め
、
お
檀
家
さ
ん
の

中
に
は
房
山
獅
子
の
笛
役
を
勤
め
る
方
も
お
ら

れ
ま
す
。
私
も
元
々
は
笛
役
を
い
た
だ
い
て
い
ま

し
た
が
、
有
り
難
い
巡
り
合
わ
せ
が
あ
り
、
今
は

獅
子
役
を
拝
命
し
て
い
ま
す
。
獅
子
の
装
束
は
古

の
形
を
そ
の
ま
ま
継
承
し
て
い
る
と
言
わ
れ
て

い
ま
す
が
、
文
様
な
ど
の
デ
ザ
イ
ン
は
現
代
的
な

感
覚
で
見
て
も
魅
力
的
な
印
象
が
あ
り
ま
す
。
ま

た
獅
子
は
腰
に
「
腰
御
幣
」
と
い
う
五
色
紙
で
作

っ
た
幣
束
を
着
け
ま
す
。
恐
ら
く
自
身
の
身
体
自

体
を
、
神
の
依
り
代
と
す
る
表
現
で
し
ょ
う
。
そ

し
て
何
よ
り
獅
子
本
体
の
獅
子
頭
に
は
、
何
と
も

言
え
な
い
存
在
感
が
あ
り
ま
す
。
時
代
の
変
遷
の

中
で
大
き
さ
を
や
や
小
さ
く
し
て
つ
く
り
な
お

し
た
も
の
を
今
は
使
用
し
て
い
る
よ
う
で
す
が
、

三
頭
の
獅
子
は
皆
表
情
が
違
い
、
味
わ
い
が
あ
り

ま
す
。
そ
し
て
一
番
目
を
引
く
の
が
獅
子
の
タ
テ

ガ
ミ
で
す
。
よ
く
カ
ラ
ス
の
羽
か
と
尋
ね
ら
れ
ま

す
が
、
そ
う
で
は
な
く
「
ボ
ウ
マ
ル
」
と
い
う
国

指
定
天
然
記
念
物
で
あ
る
鳥
の
羽
だ
と
諸
先
輩

よ
り
伝
え
聞
い
て
い
ま
す
。 

と
こ
ろ
で
真
田
祭
り
の
際
、
演
舞
と
演
舞
の
間

に
獅
子
頭
を
担
い
で
町
中
を
歩
い
て
い
る
と
、
写

真
愛
好
家
の
方
に
よ
く
写
真
撮
影
を
さ
せ
て
欲

し
い
と
求
め
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
も
ち
ろ

ん
快
諾
し
、
少
々
真
剣
な
表
情
を
つ
く
り
カ
メ
ラ

を
向
く
と
、
大
抵
は
「
あ
な
た
の
顔
は
い
い
か
ら

早
く
獅
子
頭
を
か
ぶ
っ
て
く
れ
」
と
言
わ
れ
て
し

ま
い
ま
す
（
獅
子
頭
を
か
ぶ
る
と
顔
は
完
全
に
隠

れ
ま
す
）。 

と
ほ
ほ
で
す
ね
（
笑
）。 

                    

 

さ
て
、
先
に
書
い
た
よ
う
に
今
で
は
常
田
獅
子

と
房
山
獅
子
の
演
舞
を
同
時
に
見
る
機
会
は
な

か
な
か
難
し
く
な
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
今
年
の

五
月
二
十
日
（
土
）
、
長
ら
く
新
設
工
事
を
し
て

い
た
上
田
市
役
所
が
い
よ
い
よ
グ
ラ
ン
ド
オ
ー

プ
ン
し
ま
す
。
保
存
会
か
ら
の
情
報
に
よ
る
と
、

こ
の
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
セ
レ
モ
ニ
ー
で
、
上
田
城
築

城
の
吉
例
に
な
ら
っ
て
、
常
田
獅
子
と
房
山
獅
子

の
演
舞
が
計
画
さ
れ
て
い
る
そ
う
で
す
。
正
式
に

決
ま
れ
ば
上
田
市
広
報
な
ど
で
公
開
さ
れ
る
こ

と
と
思
い
ま
す
。
ま
た
今
年
の
五
月
に
は
長
く
続

い
た
コ
ロ
ナ
禍
が
大
き
な
節
目
を
迎
え
る
よ
う

で
す
。
獅
子
舞
と
い
う
伝
統
芸
能
に
先
人
達
は
、

魔
を
祓
い
、
吉
祥
を
招
く
深
い
祈
り
を
込
め
て
き

ま
し
た
。『
上
田
獅
子
』、
ぜ
ひ
ご
注
目
く
だ
さ
い
。 

発
行
元 

 

海
禅
寺 

聖天祭 
し
ょ
う
て
ん
ま
つ
り 

しょう てん まつり 
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