
第４号 

    
 

               
 

        
 

 
  

 
 

春
を
探
し
に
堂
の
山
へ 

 

春
は
、
杏
、
桜
、
林
檎
の
花
の
蕾
が
だ
ん
だ
ん
と

ほ
こ
ろ
び
、
さ
ら
し
な
の
里
は
一
面
花
盛
り
。
子

ど
も
た
ち
と
散
歩
に
行
き
、
花
の
美
し
さ
に
、
つ

い
見
と
れ
て
し
ま
う
。 

 

更
級
保
育
園
の
子
ど
も
た
ち
は
と
て
も
幸
せ

だ
。
春
の
園
外
保
育
に
必
ず
行
く
山
が
あ
り
、
そ

の
名
が
「
堂
の
山
」
。
冠
着
山
が
父
な
ら
、
こ
の
山

は
子
の
よ
う
な
小
さ
な
山
だ
。 

 

山
道
の
入
り
口
に
は
沢
が
あ
り
、
丸
太
橋
が
か

か
っ
て
い
る
。
小
さ
な
子
ど
も
た
ち
が
わ
た
る
の

に
は
至
難
の
技
だ
。 

 

お
そ
る
お
そ
る
四
つ
足
で
進
む
子
。
カ
ニ
の
よ

う
に
横
歩
き
す
る
子
。
そ
れ
ぞ
れ
工
夫
し
て
わ

た
る
眼
差
し
は
、
真
剣
そ
の
も
の
だ
。
わ
た
り
終

え
る
と
急
な
坂
道
が
続
く
が
、
子
ど
も
た
ち
の

表
情
は
、
生
き
生
き
し
て
元
気
に
登
っ
て
い
く
。 

 

山
頂
に
着
い
た
時
の
笑
み
は
、
と
て
も
さ
わ
や

か
で
、
喜
び
を
全
身
で
現
し
て
い
る
。
木
々
が
た

く
さ
ん
あ
り
、
木
登
り
し
た
り
、
実
を
拾
っ
た
り

と
、
遊
び
を
十
分
満
喫
で
き
る
場
所
。 

更
級
の

自
然
の
中
で
た
く
さ
ん
遊
び
を
体
験
す
る
こ
と

で
、
自
然
の
美
し
さ
を
感
じ
、
心
豊
か
に
育
つ
こ

と
を
願
い
た
い
。  

（更
級
保
育
園
長
・平
林
千
代
子
） 

「友の会」だより 2001・春 

園児が丸太橋をわたる。先生が迎える 



 

早
春
（
三
月
十
八
日
）
の
昼
下
が
り
、
歴
史
資
料
館
に
ワ
ハ
ハ
と
楽
し
い
笑
い
が
響
い
た
。 

 
 
 
 

塚
田
哲
男
さ
ん
原
作
の
民
話
「
羽
尾
の
米
は
う
ん
ま
い
よ
」
と
「
羽
尾
斜
子
の
起
こ 

 
 
 
 

り
」
方
言
版
。
こ
こ
は
明
治
か
大
正
の
世
か
と
見
ま
が
う
ほ
ど
、
ま
る
で
地
を
い
く 

 
 
 

村
の
お
っ
し
ゃ
ん
や
お
ば
さ
ん
た
ち
を
は
じ
め
ス
タ
ッ
フ
が 

 
 
 

一
丸
と
な
っ
て
演
じ
懐
か
し
さ
が
あ
ふ
れ
る
朗
読
劇
と
な
っ
た
。 

 

そ
の 
昔
、
冬
は
お
こ
た
で
夏
は
野
良
で
、
古
老
の
語
る
話
に
耳 

 
 
 

を
傾
け
る
子
供
ら
の
姿
が
あ
っ
た
。
彼
ら
は
い
つ
し
か
地
域 

 
 
 

の
文
化
や
風
習
を
悟
り
地
域
社
会
へ
の
繋
が
り
と
誇
り
を
感
じ
取
っ
て
い
っ
た
。 

 

冠
着
山
に
抱
か
れ
た
さ
ら
し
な
自
然
や
風
土
、
人
々
の
体
内
に
刻 

ま
れ
た
記
憶
…
さ
ら
し
な
の
民
話
が
聞
く
人
の
心
の
中
を
旅
す
る
。 

 
 

 
 

大
切
な
も
の
を
置
き
去
り
に
し
た
現
代
社
会
の
心
の
透
き
間
に
そ
っ
と
染
み
込
ん
で 

明
日
へ
の
自
由
な
創
造
性
を
息
づ
か
せ
て
い
っ
て
ほ
し
い
。 

 
 
 
 
 
 
 

（
荒
井
君
江
） 

（２） 
  

毎
年
十
月
の
最
終
日
曜
日
に
繰
り
広
げ
ら
れ

る
縄
文
ま
つ
り
。
そ
の
魅
力
と
そ
の
教
育
的
意
義

は
重
な
っ
て
い
る
。 

二
十
一
世
紀
を
迎
え
た
現

在
、
ど
ん
な
に
科
学
が
、
文
明
が
進
歩
し
、
生
活

が
便
利
に
な
ろ
う
と
も
、
人
間
の
生
活
の

原
型
が

こ
の
ま

つ
り

の

中
に
あ

る
。 

 

八

回

目
と
な

っ
た
昨

年

は
、

全
校
あ

げ
て
の

参
加
と

な
っ
た
。
特
に
「
豊
穣
儀
礼
」
に
五
、
六
年

生
全
員
が
か
か
わ
り
、
ま
つ
り
の
開
催
を

盛
り
上
げ
た
。 

 

こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
、
縄
文
人
の
生
活
の
一
端

を
味
わ
う
だ
け
の
受
け
身
的
な
活
動
か
ら
、
昨

年
新
た
に
登
場
し
た
縄
文
ク
ッ
キ
ー
や
縄
文
ハ
ン

バ
ー
グ
な
ど
の
調
理
も
含
め
、
各
種
体
験
コ
ー
ナ

ー
の
推
進
ス
タ
ッ
フ
の
一
員
と
し
て
加
え
て
も
ら 

い
、
お
手
伝
い
で
き
た
こ
と
は
貴
重
な
体
験
と
な

っ
た
。 

 

「
生
き
る
力
」
を
育
む
「
総
合
的
な
学
習
の
時

間
」
の
実
践

と
し
て
、
こ
の

縄
文
ま
つ
り

へ
の
参
加
を

試
み
た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
は
教
室
で
の
勉

強
に
加
え
、
体
験
、
地
域
の
文
化
、
ま
た
そ
こ
に

暮
ら
す
人
た
ち
な
ど
、
ま
さ
し
く
総
合
的
な
学

習
の
ま
と
め
の
場
に
な
っ
て
い
た
と
言
っ
て
い
い
。  

 

冠
着
山
の
麓
に
位
置
す
る
郷
土
「
さ
ら
し
な
」
。

こ
こ
に
住
み
着
い
た
縄
文
人
に
想
い
を
は
せ
る
と

と
も
に
、
大
家
族
制
度
の
元
で
、
自
然
へ
の
畏
敬

の
念
や
信
仰
を
も
っ
て
狩
猟
や
農
耕
生
活
を
し

て
い
た
人
々
に
つ
い
て
学
習
す
る
こ

と
は
意
義
深
く
、
子
ど
も
た
ち
の
好

奇
心
を
く
す
ぐ
る
。 

 

私
に
は
こ
の
ま
つ
り
が
大
き
な
ヒ
マ

ワ
リ
の
よ
う
に
思
え
る
。
さ
ら
し
な
ら
し
さ
が
そ

こ
に
宿
っ
て
い
る
。 

縄
文
太
鼓
に
合
わ
せ
て
の
び

や
か
に
踊
る
一
群
も
、
太
陽
に
向
か
っ
て
咲
く
大

き
な
ヒ
マ
ワ
リ
の
花
の
よ
う
で
あ
っ
た
。 

（前
更
級
小
学
校
長
・関
口
文
昭
） 

縄文まつりはヒマワリ 

宿
る
更
級
ら
し
さ

冬はおこたで夏は野良



 

√
若
く
も
な
の
に
若
宮
と 

 

と
な
り
の
芝
原
で
ひ
と
休
み 

 

む
こ
う
の
小
村
が
仙
石
か 

 

い
た
ず
ら
子
ど
も
が
ガ
キ
山
と 

 

ぴ
ょ
ん
ぴ
ょ
ん
羽
尾
と
い
く
三
島 

 

須
坂
じ
ゃ
飲
め
な
い
代
を
出
せ 

 

大
池
あ
ぶ
な
い
杉
の
木
の
ぼ
り 

 

峯
へと
の
ぼ
っ
て 

 

世
に
も
名
だ
か
い
猿
が
馬
場 

 

す
そ
野
に
み
え
る
は
中
原
か 

 

夏
で
も
と
け
な
い
郡
村 
 

八
幡
は
ち
ま
ん
さ
し
て
行
く 

 

√
ひ
と
ご
に
ふ
た
ご
見
渡
す
嫁
は 

  

い
つ
き
て
み
て
も
斜
子
の
帯
を 

  

八
の
字
に
し
め
て 

  

こ
こ
の
家
に
泊
ま
っ
た 

  

ひ
い
ふ
う
み
い
よ
う
ー 

（３） 
  

暮
ら
し
の
中
に
声
が
し
な
く
な
っ
た
。 

 
羽
尾
の
松
本
与
喜
の
さ
ん
か
ら
、
若
い
こ
ろ
に

覚
え
た
と
い
う
飴
売
り
さ
ん
の
唄
を
聞
か
せ
て

も
ら
っ
て

そ
ん
な
思

い
を
強
く

し
て
い
る
。 

 

与
喜
の
さ
ん
が
覚
え
て
い
る
飴
売
り
唄
は
、
若

宮
か
ら
は

じ
ま
っ
て

八
幡
ま
で

旧
更
級
村

の
部
落
の

名
前
が
全

部
盛
り
込

ま
れ
て
い

る
も
の
で
、

終
戦
後
、

飴
売
り
さ

ん
が
、
こ

れ
を
歌
い

な
が
ら
客

を
集
め
、

た
ぐ
り
飴
や
の
ば
し
飴
を
売
っ
て
歩
い
て
い
た
そ

う
だ
。 

 

だ
じ
ゃ
れ
も
効
い
た
楽
し
い
歌
詞
。
メ
ロ
デ
ィ
ー

と
い
う
よ
り
は
リ
ズ
ミ
カ
ル
な
節
が
つ
い
て
い
た
ら

し
い
。
太
鼓
も
叩
い
て
売
り
歩
い
て
い
た
と
い
う
。  

話
も
聞
い
て
い
て
、
小
さ
い
こ
ろ
の
音
の
風
景
を
い

ろ
い
ろ
思
い
出
し
た
。 

 

「
ト
ー
フ
ー 

ト
フ
ッ
」
の
豆
腐
屋
さ
ん
、

「
ナ
ァ
ー
ッ
ト
ー 
ナ
ッ
ト
ナ
ッ
ト
ッ
」
の
納

豆
売
り
…
。 

 

ほ
か
に
も
て
ん
ま
り
を
つ
き
な
が
ら
唄
を

う
た
っ
た
っ
け
。
こ
の
間
、
歴
史
資
料
館
で
民
話

の
朗
読
劇
で
「
羽
尾
斜
子
」
の
話
を
や
っ
た
け
ど
、

「
斜
子
」
と
い
う
こ
と
ば
が
入
っ
て
い
る
唄
も
あ
っ

た
。  

   

な
ぜ
か
知
ら
な
い
け
ど
、
小
学
生

の
こ
ろ
ラ
ジ
オ
か
ら
聞
こ
え
て
く
る

二
葉
百
合
子
の
浪
曲
を
夜
な
し
、

ふ
と
ん
に
も
ぐ
っ
て
よ
く
聞
い
て
い

た
。
貧
乏
で
娯
楽
も
少
な
い
時
代
だ

っ
た
か
ら
そ
れ
も
楽
し
み
だ
っ
た
ん

だ
ろ
う
。 

 
 

聴
き
な
が
ら
、
な
ん
だ
か
悲
し
く

な
っ
ち
ゃ
っ
て
、
ふ
と
ん
の
中 

 
 

 

で
よ
く
泣
い
て
い
た
。
か
あ
ち
ゃ
ん
に

見

ら

れ

る
の
や

だ
っ
た
か
ら 

 
 

 
 

 
 

   

ね
。  

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（野
本
洋
子
） 

松本与喜野さん

いい
ろろ
いい
ろろ
なな
声声
がが
聞聞
ここ
ええ
たた
っっ
けけ 

飴売りさんに、てんまりに…



おおお
ららら
ほほほ
ののの
冠冠冠
着着着 
（４） 

里に下ってますます信仰

〈
編
集
後
記
〉
五
月
の
初
め
、
芽
吹
き
始
め
た
堂
の

山
に
行
っ
た
。
丸
太
橋
を
わ
た
っ
て
坂
を
登
っ
て
…

ま
で
は
小
さ
い
こ
ろ
の
記
憶
と
同
じ
な
の
だ
が
、
お

堂
の
あ
る
広
場
が
な
ん
だ
か
息
苦
し
い
。 

 

大
人
に
な
っ
た
か
ら
そ
う
思
う
だ
け
で
は
な
い
よ

う
だ
。
周
り
の
下
草
が
生
い
茂
り
広
場
を
侵
食
し

て
い
る
。
芝
原
か
ら
登
っ
て
広
場
に
至
る
口
に
あ
る

鳥
居
付
近
は
笹
に
覆
わ
れ
ほ
と
ん
ど
歩
け
な
い
。

道
祖
神
も
埋
没
し
て
い
る
。 

 
 

松
本
与
喜
の
さ
ん
が
披
露
し
て
く
れ
た
飴
売
り

さ
ん
の
唄
に
は
、
さ
ら
し
な
の
里
の
景
色
が
よ
く
盛

り
込
ま
れ
て
い
る
と
思
っ
た
。
飴
売
り
さ
ん
も
さ
ぞ

か
し
、
こ
の
里
で
売
り
歩
く
の
は
楽
し
か
っ
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。 

 

話
は
変
わ
っ
て
、
イ
ノ
シ
シ
を
実
際
に
と
っ
つ
か
め

て
み
た
い
と
思
う
。
農
作
物
を
食
い
荒
ら
し
害
獣

扱
い
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
縄
文
ま
つ
り
で
は
神

に
奉
納
す
る
神
聖
な
生
き
物
だ
し
。
（
大
谷
善
邦
）

 
中
世
に
な
っ
て
仏
教
が
さ
ら
し
な
の
里
に
入
っ

た
と
き
、
冠
着
山
に
は
真
言
宗
の
寺
院
が
山
の

四
囲
に
建
て
ら
れ
て
い
た
。 

 

徳
治
二
年
（
一
三
〇
七
）
に
明
徳
寺
が

僧
真
雅
に
よ
っ
て
創
ら
れ
た
と
い
う
が
、
そ

の
場
所
は
冠
着

山
中
の
「
寺
跡
」

と
呼
ば
れ
る
所

で
あ
っ
た
と
言
わ

れ
る
。 

 

都
か
ら
北
国
に

至
る
古
い
東
山

道
の
支
道
が
通
っ

て
い
た
古
峠
を
少

し
下
っ
た
と
こ
ろ

で
、
「
上
の
沢
」
の
ほ
と
り
が
そ
こ
だ
。
馬
頭

観
音
の
あ
る
「
ワ
タ
ク
ボ
」
の
傍
ら
で
あ

る
。 

 

同
じ
こ
ろ
、
坂
井
村
の
安
養
寺
の
前
身
が
「
坊

平
」
に
建
て
ら
れ
た
と
い
う
。
「
「
坊
平
」
は
山
頂

南
側
す
ぐ
下
の
小
平
地
で
、
い
ま
は
登
頂
の
た
め

の
駐
車
場
と
な
っ
て
い
る
高
地
で
あ
る
。 
 

ま
た
上
山
田
の
智
識
寺
は
同
じ
山
の
東
側
の

「
堂
平
」
に
開
か
れ
た
と
い
う
。 

 

こ
れ
ら
の
寺
は
庵
の
よ
う
な
も
の
で
、
後
世
、
み

な
里
に
下
り
、
い
ま
の
伽
藍
に
な
っ
て
い
る
。 

 

な
ぜ
、
は
じ
め
に
山
中
に
営
ま
せ
た
か
。 

 

こ
の
山
の
神
秘
な
姿
が
そ
う
さ
せ
た
に
ち
が
い

な
い
。 

山
全
体
が
怪
奇
な
形
を
し
、
随
所
に
巨

岩
が
散
在
し
、
ま
た
滝
も
あ
り
、
い
か
に
も
烈
し

い
姿
を
し
て
お
り
、
修
行

の
場
と
し
て
誠
に
好
適
な

所
と
し
て
選
ば
れ
た
も
の

だ
ろ
う
。 

 

里
に
下
っ
て
は
ま
す
ま

す
信
仰
の
対
象
と
な
り
、

今
も
山
頂
に
あ
る
「
注
連

張
石
」
は
明
徳
寺
が
石
尊

大
権
現
と
し
て
代
々
お

祀
り
を
し
て
き
た
。 

 

こ
の
神
の
も
と
は
神
奈
川
県
の
大
山
信
仰
で
阿

夫
利
（
あ
ふ
り
）
神
と
も
称
し
、
「
雨
降
神
」
と
も

書
か
れ
て
、
降
雨
の
利
益
が
あ
る
と
言
わ
れ
る
。  

 

冠
着
山
は
水
を
恵
ん
で
く
れ
る
神
の
山
で
あ
り
、

日
照
り
の
時
は
山
頂
で
火
を
た
い
て
雨
乞
い
祈

願
を
し
た
。
石
尊
さ
ん
に
は
そ
ん
な
思
い
も
込
め

れ
ら
れ
て
祀
ら
れ
た
も
の
だ
ろ
う
。 （塚

田
哲
男
）  
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友
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