
       

『
海
禅
寺
新
聞
』
第
４０

号 

令
和
５
年
も
あ
と
わ
ず
か
と
な
り
ま
し
た
。

今
年
は
５
月
に
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

が
「
５
類
感
染
症
」
と
な
り
、
コ
ロ
ナ
禍
以
前

の
生
活
が
徐
々
に
取
り
戻
さ
れ
た
１
年
と
な
り

ま
し
た
。
檀
信
徒
の
皆
様
に
お
か
れ
ま
し
て
も
、

こ
れ
ま
で
控
え
て
い
た
外
出
の
機
会
が
増
え
た

り
、
旅
行
に
出
か
け
た
り
と
、
様
々
な
よ
い
変

化
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

さ
て
、
新
年
令
和
６
年
の
十
干
十
二
支
は

「
甲
（
き
の
え
）
辰
（
た
つ
）
」
で
す
。
十
干
十

二
支
の
４１
番
目
の
年
に
あ
た
り
、
十
干
の
１
番

目
で
あ
る
「
甲
」
と
十
二
支
の
５
番
目
で
あ
る

「
辰
」
が
重
な
る
年
と
な
り
ま
す
。
「
甲
」
は
甲

冑
の
「
甲
」
の
文
字
か
ら
鎧
や
兜
を
連
想
さ
せ
、

種
子
が
厚
い
皮
に
守
ら
れ
て
芽
を
出
さ
な
い
状

態
や
、
物
事
に
対
し
て
耐
え
忍
ぶ
状
態
を
表
す

文
字
で
す
。
ま
た
、
生
命
や
物
事
の
始
ま
り
、

成
長
も
意
味
し
ま
す
。
「
辰
」
は
「
振
る
う
」
と

い
う
文
字
に
由
来
し
て
お
り
、
自
然
万
物
が
振

動
し
、
草
木
が
生
長
し
て
活
力
が
旺
盛
に
な
る

状
態
を
表
し
ま
す
。
辰
は
竜
（
龍
）
の
こ
と
で

す
が
、
十
二
支
の
中
で
唯
一
空
想
上
の
生
き
物

で
、
東
洋
で
は
権
力
・
隆
盛
の
象
徴
と
し
て
親

し
ま
れ
て
き
ま
し
た
。 

甲
と
辰
が
合
わ
さ
る
令
和
６
年
は
、
辰
年
の

キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
る
「
変
革
（
転
機
）
」
や
「
激

動
」
が
示
す
よ
う
に
、
時
代
が
よ
い
方
向
に
動

く
年
と
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
私
た
ち
個
人

も
、
こ
れ
ま
で
の
努
力
が
実
っ
て
夢
が
叶
い
や

す
い
年
に
な
る
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。
中
に
は

努
力
が
成
果
に
つ
な
が
ら
な
い
こ
と
も
あ
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
焦
ら
ず
諦
め
ず
に

努
力
を
続
け
れ
ば
、
水
面
下
で
着
実
に
物
事
は

育
ち
、
次
に
つ
な
が
り
広
が
る
年
に
な
る
こ
と

で
し
ょ
う
。 

菩
提
寺
と
し
ま
し
て
も
、
皆
様
の
日
々
が
よ

り
よ
い
毎
日
あ
り
ま
す
よ
う
、
そ
し
て
来
る
年

が
充
実
し
た
１
年
で
あ
る
よ
う
、
至
心
に
ご
祈

願
申
し
上
げ
ま
す
。 

        

『
初
祈
願
お
申
込
み
』
を
送
付 

新
年
恒
例
と
な
っ
て
お
り
ま
す
『
初
祈
願
大

護
摩
祈
祷
札
の
お
申
込
み
』
を
同
封
い
た
し
ま

し
た
。 

 
 

海
禅
寺
の
不
動
堂
に
て
、
ご
本
尊
不
動
明
王

の
御
前
で
勤
め
る
護
摩
祈
祷
に
て
お
加
持
を
し

た
護
摩
札
を
お
授
け
い
た
し
ま
す
。 

 

○
日 

程 

新
年
１
月
２
日
（
火
）
祝
日 

○
時 

間
・
ご
祈
祷 

午
前
１０
時
～ 

 
 

 
 

※
お
堂
に
お
入
り
の
方
は
１０
時
４０
分
頃
、 

御
札
を
お
渡
し
で
き
ま
す 

・
御
札
渡
し 

午
前
１１
時
～
午
後
５
時 

・
御
札
郵
送 

３
日
発
送 

    

 

●
初
祈
願
ご
祈
祷
札
を
ご
希
望
の
方
は
、
１２
月

２９
日
（
金
）
ま
で
に
、
同
封
の
『
初
祈
願
御

申
込
御
芳
名
帳
』
に
て
お
申
込
み
く
だ
さ
い
。 

フ
ァ
ッ
ク
ス
で
も
可   Fax 

：0268-26-1147 

●
新
設
の
フ
ォ
ー
ム
よ
り 

お
申
込
み
も
可
能
で
す
。 

下
記
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
を
ス 

マ
ー
ト
フ
ォ
ン
で
読
み 

込
ん
で
ご
入
力
く
だ
さ
い
。 

 

・
当
日
お
堂
に
お
入
り
に
な
ら
な
い
お
申
し

込
み
の
方
々
に
は
ご
祈
祷
後
、
午
前
１１
時

よ
り
ご
祈
祷
札
を
お
渡
し
で
き
ま
す
（
当
日

は
夕
刻
５
時
ま
で
）
。
お
申
込
み
の
方
は
ご
都

合
の
よ
い
時
間
に
合
わ
せ
て
お
寺
に
ご
参

拝
い
た
だ
い
て
も
結
構
で
す
。 

・
祈
祷
札
の
郵
送
も
い
た
し
ま
す
。（
送
料

５００
円
）
。 

 

ご
希
望
の
方
は
申
込
書
に
明
記
く
だ
さ
い
。 

・
護
摩
祈
祷
会
終
了
後
、
ご
希
望
の
方
は
ご

歓
談
い
た
だ
け
る
よ
う
に
お
茶
の
準
備
を

い
た
し
ま
す
。
お
時
間
許
す
方
は
茶
話
会

に
ご
参
加
く
だ
さ
い
。（
御
神
酒
は
用
意
し
な

い
予
定
で
す
が
、
お
集
ま
り
の
方
の
中
で
ご
希

望
が
あ
れ
ば
、
不
動
尊
に
お
供
え
し
た
御
神
酒

を
お
下
げ
し
て
一
献
や
り
ま
し
ょ
う
） 

 修 し
ゅ

正
し
ょ
う

会 え

 

新
年
最
初
の
法
要
で
あ
る
修
正
会
。
過
ぎ
去

っ
た
旧
年
の
罪
障
や
穢
れ
を
懺
悔
し
、
新
し
い

年
が
よ
り
よ
く
あ
る
よ
う
に
祈
念
い
た
し
ま
す
。

海
禅
寺
で
も
年
が
明
け
た
０
時
よ
り
、
本
堂
・

不
動
堂
・
聖
天
堂
で
お
勤
め
を
い
た
し
ま
す
。 

ご
参
拝
希
望
の
方
は
お
堂
の
外
か
ら
で
す
が
、

ど
う
ぞ
ご
自
由
に
お
参
り
く
だ
さ
い
。（
申
込
不
要
） 

日 

時
：
新
年
１
月
１
日 

午
前
０
時
～ 

※
本
堂
：
住
職
が
各
家
ご
先
祖
の
回
向
法
要
を
勤
修 

不
動
堂
・
聖
天
堂
：
副
住
職
が
祈
願
法
要
を
勤
修 

『
生
き
る
力
vol.
１
１
５

』
送
付 

今
回
の
特
集
は
『
「
生
き
る
力
」
と
お
大
師

さ
ま 

―
 

お
大
師
さ
ま
と
歩
む
こ
と
か
ら
始
ま

る
、
仏
さ
ま
と
の
出
会
い 

―

』
で
す
。
６
ペ
ー

ジ
目
か
ら
の
今
回
の
特
集
で
は
、
彼
岸
会
法
要

で
皆
様
と
毎
回
お
勤
め
を
す
る
お
経
本
「
智
山

勤
行
式
」
に
つ
い
て
解
説
が
あ
り
ま
す
。
誰
で

も
が
唱
え
や
す
い
短
い
お
経
で
す
が
、
そ
こ
に

込
め
ら
れ
た
深
い
仏
教
の
叡
智
の
一
端
を
ご
理

解
い
た
だ
け
る
こ
と
と
思
い
ま
す
。 

ま
た
私
（
副
住
職
）
が
毎
回
楽
し
み
に
し
て

い
る
の
が
マ
ン
ガ
「
智
積
院
の
修
行
生
活
」
で

す
。
私
た
ち
真
言
宗
智
山
派
の
修
行
道
場
を
こ

こ
ま
で
克
明
に
、
か
つ
コ
ミ
カ
ル
に
紹
介
す
る

の
は
、
こ
れ
が
始
め
て
の
試
み
だ
ろ
う
と
思
い

ま
す
。
ぜ
ひ
ご
一
読
く
だ
さ
い
。
そ
れ
に
つ
け

て
も
、
こ
の
小
冊
子
『
生
き
る
力
』
に
執
筆
し

て
い
る
先
生
方
の
お
名
前
を
見
る
と
、
共
に
学

ば
せ
て
い
た
だ
い
た
少
し
年
上
の
先
輩
僧
侶
や
、

は
た
ま
た
後
輩
が
担
当
し
て
い
る
も
の
が
大
変

に
多
く
な
っ
て
参
り
ま
し
た
。
も
し
諸
先
生
方

の
日
程
が
合
い
ま
し
た
ら
、
夏
の
施
餓
鬼
法
要

の
折
、
法
話
を
お
願
い
し
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 

報 

告 

人
形
供
養
会 

無
事
勤
修 

今
年
も
恒
例
の
人
形
供
養
会
を
去
る
１１
月
２３

日
（
勤
労
感
謝
の
日
）
に
勤
修
す
る
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。
回
を
重
ね
る
こ
と
３９
回
目
。
今
年

も
県
内
外
か
ら
多
く
の
供
養
人
形
が
集
ま
り
ま

し
た
。
当
日
は
海
禅
寺
と
ご
縁
の
あ
る
県
外
の

僧
侶
方
に
多
数
ご
出
仕
い
た
だ
き
、
お
人
形
達

に
感
謝
を
伝
え
る
供
養
を
お
勤
め
致
し
ま
し
た
。 

来
年
は
人
形
供
養
会
を
始
め
て
４０
年
目
と
な

り
ま
す
。
節
目
の
年
に
相
応
し
い
記
念
法
要
と

門
前
市
な
ど
を
開
き
た
い
と
企
画
を
練
っ
て
い

ま
す
。
詳
細
が
決
ま
り
ま
し
た
ら
、
追
っ
て
海

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 
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年 

冬
号 



禅
寺
新
聞
で
告
知
し
ま
す
。
供
養
人
形
が
な
く

と
も
ご
参
拝
い
た
だ
け
ま
す
の
で
、
今
か
ら
ぜ

ひ
ご
予
定
く
だ
さ
い
。 

    

  

            

☆
来
年
の
人
形
供
養
会
に
つ
い
て 

日
時
：
令
和
６
年
１１
月
２３
日
（
勤
労
感
謝
の
日
） 

事
前
申
込
：
２
月
３
日
（
節
分
）
以
降
随
時 

   

報 

告 

三
縁
講
発
足 

海
禅
寺
か
ら
徒
歩
５
分
、
柳
町
に
あ
る
『
保

命
水
』（
ほ
め
い
す
い
）
を
ご
存
じ
で
し
ょ
う
か
？ 

こ
れ
は
海
禅
寺
境
内
に
湧
く
水
を
、
明
治
１４
年

に
柳
町
の
方
達
が
木
管
で
繋
ぎ
、
簡
易
水
道
と

し
て
日
常
生
活
に
使
わ
れ
て
き
ま
し
た
（
海
禅
寺

の
湧
き
水
は
、
太
郎
山
の
伏
流
水
で
あ
る
と
言
わ
れ
て

い
ま
す
）
。
海
禅
寺
で
は
当
時
柳
町
と
の
間
で
取

り
交
わ
さ
れ
た
契
約
書
が
現
存
し
、
歴
史
的
資

料
と
し
て
大
切
に
保
管
し
て
い
ま
す
。
し
か
し

大
正
１２
年
の
上
水
道
設
置
に
よ
っ
て
、
保
命
水

は
生
活
用
水
と
し
て
の
役
目
を
終
え
、
同
時
に

そ
の
使
用
契
約
も
自
然
消
滅
し
て
い
ま
し
た
。 

 

と
こ
ろ
で
今
年
は
上
田
市
の
上
水
道
設
置
か

ら
ち
ょ
う
ど
１
０
０
周
年
の
節
目
と
な
り
ま
す
。

こ
れ
を
期
に
、
現
在
上
田
市
で
唯
一
現
存
し
て

い
る
簡
易
水
道
「
保
命
水
」
の
歴
史
的
資
源
と

し
て
の
価
値
を
再
認
識
し
、
こ
の
水
を
大
切
に

し
て
き
た
先
人
達
の
想
い
と
そ
の
功
績
を
讃
え
、

今
後
さ
ら
に
１
０
０
年
先
の
未
来
ま
で
継
承
し

て
い
く
た
め
に
、
「
保
命
水
の
未
来
を
考
え
る
会
」

と
し
て
『
三
縁
講
』
が
発
足
し
ま
し
た
。
こ
の

講
の
名
称
は
、
保
命
水
の
創
設
当
初
、
柳
町
が

海
禅
寺
に
対
し
て
、
年
間
三
円
の
使
用
料
を
支

払
っ
て
い
た
と
い
う
契
約
内
容
を
受
け
、
「
三
円
」

と
い
う
歴
史
的
事
実
を
名
前
に
反
映
し
、
「
保
命

水
・
城
下
町
・ 

海
禅
寺
」
そ
し
て
「
過
去
・
現

在
・
未
来
」
と
い
っ
た
様
々
な
「
３
つ
の
縁
を

繋
ぐ
」
意
味
を
含
ま
せ
て
命
名
し
ま
し
た
。
今

後
、
柳
町
で
は
こ
れ
ま
で
以
上
に
保
命
水
を
活

か
し
た
街
づ
く
り
を
進
め
、
そ
の
活
気
が
市
内

外
に
広
く
広
が
る
よ
う
な
取
り
組
み
を
し
て
い

く
そ
う
で
す
。 

海
禅
寺
は
こ
の
講
の
世
話
役
と
し
て
、
ま
た

歴
史
的
資
源
継
承
の
た
め
に
見
守
り
役
と
し
て

参
加
し
て
い
き
ま
す
。
今
後
の
活
動
に
つ
い
て
、

主
な
も
の
は
海
禅
寺
新
聞
で
も
お
知
ら
せ
し
て

ま
い
り
ま
す
。 

        

 

【
三
縁
講
メ
ン
バ
ー
】 

【
三
縁
講
メ
ン
バ
ー
】 

講
頭 

岡
崎
謙
一 

氏
（
岡
崎
酒
造 

代
表
）  

講
頭
補
佐 

飯
島
俊
哲
（
海
禅
寺
副
住
職
）  

事
務
局 

池
松
勇
樹 

氏
（
柳
町
屋 

代
表
）  

発
起
人  

大
西
利
光 

氏
（
手
打
百
藝
お
お
西 

代
表 

海
禅
寺
世
話
人
） 

報 

告 

住
職
冬
報
恩
講
に
出
仕 

            

冬
報
恩
講
と
は
、
宗
祖
・
弘
法
大
師
空
海
の

教
え
を
復
興
さ
れ
た
興
教
大
師
覚
鑁
（
か
く
ば
ん
）

の
功
績
に
感
謝
し
、
そ
の
教
え
を
継
承
す
る
こ

と
で
、
そ
の
恩
に
報
い
る
こ
と
を
目
的
に
行
わ

れ
る
法
要
で
す
。
毎
年
総
本
山
智
積
院
で
、
１２

月
に
勤
修
さ
れ
て
お
り
、
真
言
宗
の
教
義
に
つ

い
て
論
議
す
る
法
要
「
出
仕
論
議
」
、
興
教
大
師

覚
鑁
が
祀
ら
れ
て
い
る
密
厳
堂
で
尊
勝
陀
羅
尼

と
い
う
お
経
を
お
唱
え
す
る
「
陀
羅
尼
会
」
、
そ

し
て
こ
れ
ら
を
し
め
く
く
る
法
要
「
御
法
事
」

の
３
つ
で
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。 

そ
の
中
で
今
年
は
「
陀
羅
尼
会
」
が
「
不
断

陀
羅
尼
会
」（
ふ
だ
ん
だ
ら
に
え
）
と
し
て
勤
め
ら

れ
る
年
で
し
た
。
こ
れ
は
夕
刻
四
時
か
ら
翌
朝

ま
で
、
尊
勝
陀
羅
尼
を
途
絶
え
る
こ
と
な
く
一

晩
中
読
誦
す
る
法
要
で
す
。
今
回
海
禅
寺
住
職

が
、
管
長
猊
下
以
下
３１
名
の
高
僧
方
が
法
要
の

導
師
を
勤
め
る
中
、
そ
の
１
人
と
し
て
登
壇
し

修
法
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。
当
日
は
海
禅
寺
も

所
属
す
る
真
言
宗
智
山
派
長
野
北
部
教
区
の
役

員
を
さ
れ
て
い
る
僧
侶
方
も
揃
っ
て
駆
け
つ
け

法
要
に
随
喜
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。 

皆
様
の
お
陰
を
も
ち
ま
し
て
無
事
そ
の
任
を

果
た
す
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
様
々
に
祈
り
を

懲
ら
す
中
で
、
海
禅
寺
檀
信
徒
の
皆
様
の
ご
多

幸
と
安
寧
を
祈
念
し
て
参
り
ま
し
た
。
こ
こ
に

ご
報
告
い
た
し
ま
す
。 

            

  

編
集
後
記 

こ
の
海
禅
寺
新
聞
、
本
号
で
第
４０
号

目
と
な
り
ま
し
た
。
毎
年
、
春
・
夏
・
秋
・
冬
の
年

４
回
発
行
し
て
い
ま
す
の
で
、
今
回
で
ち
ょ
う
ど
新

聞
を
始
め
て
か
ら
１０
年
目
が
経
過
し
た
こ
と
に
な
り

ま
す
。
海
禅
寺
の
「
今
」
を
檀
信
徒
の
皆
さ
ん
と
共

有
し
た
い
と
始
め
た
こ
の
発
信
。
皆
様
ど
う
受
け
取

っ
て
く
だ
さ
っ
て
お
り
ま
す
で
し
ょ
う
か
？ 

 

海
禅
寺
を
お
預
か
り
し
て
い
る
住
職
・
副
住
職
は
、

日
常
的
に
隣
接
す
る
認
定
こ
ど
も
園
芙
蓉
園
で
、
乳

幼
児
さ
ん
の
教
育
保
育
に
携
わ
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

な
か
な
か
寺
の
こ
と
だ
け
に
注
力
で
き
な
い
事
も
あ

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
園
が
隣
に
あ
る
こ
と

の
相
乗
効
果
が
あ
る
の
も
事
実
で
す
。
引
き
続
き
皆

さ
ん
の
菩
提
寺
海
禅
寺
が
よ
り
よ
い
場
で
あ
る
よ
う

努
力
し
て
参
り
ま
す
。 

 
 
 

発
行
元 

海
禅
寺 

海 禅 寺 新 聞 

柴燈護摩供養の点火は修験者と共にガールスカウト・芙蓉園園児さんが担当 

ほっこり安らぐ皆さんの故郷のような寺でありたい 

今
も
豊
か
な
水
量

を
誇
る
保
命
水↓

 

↑

三
縁
講
発
足
、
そ
し
て
柳
町

と
の
関
係
再
開
の
印
と
し
て

燈
明
料
が
納
め
ら
れ
ま
し
た 

※
１２
月
・
１
月
は
年
末
年
始
の
繁
忙
期
に
つ
き
、 

春
の
節
分
以
降
の
に
事
前
の
お
預
か
り
を
始
め
ま
す 


