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「龍源寺本堂参拝」のススメ

本
尊
さ
ま
へ
の
参
拝

集落お堂の「仏像盗難」に注意 ！
　

こ
の
度
、
地
元
曹
洞
宗
青
年
会
の
事
業

で
「
妻
有
百
三
十
三
番
霊
場
紀
行
」
と
い

う
冊
子
を
作
る
は
こ
び
と
な
り
、
会
員
そ

れ
ぞ
れ
各
地
を
回
っ
て
い
る
の
で
す
が
、

本
尊
さ
ま
の
盗
難
被
害
が
目
立
っ
て
い

ま
す
。
各
集
落
の
人
に
も
お
話
し
を
伺
っ

て
い
る
の
で
す
が
、
集
落
の
方
々
も
困
っ

て
い
ま
す
。

　

今
回
の
事
業
は
当
初
、「
巡
礼
し
や
す

い
霊
場
の
環
境
作
り
」
を
目
指
し
て
い
ま

し
た
が
、
こ
の
盗
難
被
害
を
受
け
て
「
開

か
れ
た
霊
場
」
を
目
指
す
こ
と
が
困
難
な

状
況
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
善

意
が
前
提
で
お
参
り
し
や
す
い
よ
う
に

鍵
を
か
け
て
い
な
い
霊
場
も
あ
る
の
で
、

と
て
も
残
念
な
気
持
ち
に
な
り
ま
す
。

　

皆
様
も
今
一
度
集
落
で
管
理
し
て
い

る
お
堂
や
公
民
館
に
安
置
さ
れ
て
い
る

本
尊
さ
ま
に
目
を
む
け
て
い
た
だ
き
、
大

切
に
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

調
べ
て
い
る
と
江
戸
時
代
か
ら
の
も
の

も
あ
れ
ば
、
鎌
倉
・
室
町
時
代
か
ら
と
伝

わ
っ
て
い
る
と
い
う
本
尊
さ
ま
も
あ
り

ま
す
。
各
集
落
の
文
化
財
と
も
い
え
る
も

の
ば
か
り
だ
と
思
い
ま
す
の
で
、
力
を
合

わ
せ
て
大
切
に
大
切
に
し
て
い
た
だ
き

た
い
と
思
い
ま
す
。

龍源寺・龍昌寺合同主催

　前号にてお知らせした新潟県第一宗
務所主催大本山総持寺参拝が、好評に
つき定員いっぱいになりました。ありが
とうございました。
　まだまだ旅行に行きたいという声がご
ざいましたので、龍源寺末

ま つ

・龍昌寺さ
まと合同での参拝旅行を企画いたしまし
た。別紙にて詳細な内容をご紹介して
いますのでご覧いただきたいと思います。
参加希望の方は龍源寺まで御一報お願
いします。

7月25日

8月7日 山門大施食会

8月13日 山門盂蘭盆会

新盆棚経8月14・15日

秋季彼岸会

本山参拝旅行

9月20〜26日

釈尊成道会12月8日

11月11〜13日

除夜の鐘
（明朝元朝大祈祷）12月31日

7〜12月の諸行事案内

　

な
ん
と
いって
も
お
寺
の一番
の

中
心
は「
本
尊
さ
ま
」で
す
。本

尊
さ
ま
への
お
参
り
が
お
寺
に
き

た
ら
ま
ず
な
す
べ
き
こ
と
に
な

り
ま
す
。龍
源
寺
の
本
尊
さ
ま
は

「
釈し

ゃ
か
む
に
ぶ
っ
せ
そ
ん

迦
牟
尼
仏
世
尊
」、略
し
た

名
称
は「
釈し

ゃ
く
そ
ん尊
」、い
わ
ゆ
る
お
釈

迦
さ
ま
の
こ
と
で
す
。私
た
ち
曹

洞
宗
に
お
い
て
は
お
釈
迦
さ
ま
を

本
尊
さ
ま
に
す
え
る
寺
院
が
か

な
り
の
割
合
を
示
し
ま
す
。逆
を

い
え
ば
本
尊
さ
ま
が
お
釈
迦
さ

ま
で
な
い
場
合
は
、他
宗
派
だ
っ

た
お
寺
が
過
去
に
曹
洞
宗
に
改

宗
さ
れ
た
場
合
も
あ
り
ま
す
。

　

曹
洞
宗
は
地
方
への
展
開
が
著

し
い
宗
派
で
す
が
、現
地
に
あ
る

お
寺
の
様
々
な
状
況（
廃
寺
同
然

の
状
態
な
ど
）の
と
こ
ろ
に
曹
洞

宗
の
僧
侶
が
入
り
、改
宗
し
て
存

続
し
て
いっ
た
例
も
た
く
さ
ん
ご

ざ
い
ま
す
。

　

禅
宗
に
お
い
て
は
仏
教
の
開

　

昨
今
、お
寺
を
会
場
に
し
て
の
葬
儀
と
法
事
が
増
え
て

お
り
ま
す
。自
宅
や
セ
レ
モ
ニ
ー
ホ
ー
ル
で
は
な
く
、龍
源
寺

を
選
択
肢
の
中
心
に
据
え
る
の
は
様
々
な
理
由
が
あ
る
か

と
思
い
ま
す
が
、年
間
通
し
て
檀
信
徒
の
九
割
は
お
寺
を
利

用
し
て
い
る
現
状
が
ご
ざ
い
ま
す
。こ
う
いっ
た
事
情
を
踏

ま
え
ま
し
て
、私
た
ち
と
し
ま
し
て
は
よ
り
いっ
そ
う
の
伽

藍
と
境
内
の
護
持・管
理・普ふし
ん請
に
努
め
て
い
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。檀
信
徒
の
皆
様
に
と
って
よ

り
開
か
れ
た
お
寺
を
目
指
し
て
い
き
ま
す
。

　

た
だ
、お
寺
に
檀
信
徒
の
来
る
機
会
が
多
い
の
は
素
晴
ら

し
い
こ
と
な
の
で
す
が
、い
ま
い
ち「
お
参
り
」と
い
う
こ
と
が

し
っ
か
り
で
き
て
い
な
い
と
思
い
ま
す
。せっ
か
く
菩
提
寺
に

来
て
い
る
わ
け
で
す
し
、後
述
し
ま
す
が
龍
源
寺
檀
信
徒
の

お
宅
の
す
べ
て
の
お
仏
壇
は
龍
源
寺
の
本
尊
さ
ま
と
本
堂
の

「
代
わ
り
」の
も
の
な
の
で
す
。日
常
的
に
お
参
り
し
て
い
る

お
仏
壇
の
本
丸
を
お
参
り
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
ま
さ
し

く
本
末
転
倒
な
状
態
で
ご
ざ
い
ま
す
。と
い
う
こ
と
で
今
号

に
お
き
ま
し
て
は「
龍
源
寺
本
堂
で
の
参
拝
」と
い
う
こ
と

に
ス
ポ
ッ
ト
を
当
て
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

龍　源　寺

毎月第1・第3日曜朝五時より
暁天坐禅会（11月まで）

檀信徒の皆様の
たくさんのご参加、お待ちしています。

九時半より食事
（お寺の精進料理）

十時半より施食会法要

地蔵観音祭

大本山総持寺650回
大遠忌参拝団募集

11月11日〜13日（水・木・金）

お寺の中心本尊さまです
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本
尊
さ
ま
への
お
参
り
が
終
わった
ら

位
牌
堂
で
の
参
拝
で
す
。こ
の
前
後
に
オ

ビ
ン
ヅ
ル
様
と
妻
有
霊
場
の
聖
観
世
音

菩
薩
さ
ま
に
お
参
り
さ
れ
る
方
も
た
く

さ
ん
ご
ざ
い
ま
す
。位
牌
堂
に
は
位
牌

堂
の
本
尊
さ
ま
と
し
て
地
蔵
菩
薩
さ
ま

が
ま
つ
ら
れ
、お
寺
に
安
置
す
る「
寺
位

牌
」の
あ
る
方
々
は
お
地
蔵
さ
ま
への
お

参
り
の
あ
と
に
そ
れ
ぞ
れ
の
位
牌
の
前

で
も
手
を
合
わ
せ
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
お
寺
で
の
参
拝
の
説

明
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、な

ぜ
こ
の
よ
う
に「
意
味
合
い
」を
も
た

せ
た
説
明
を
し
た
か
と
い
う
と
、現
代

の
人
が
行
為
に
意
味
を
も
た
せ
る
傾

向
が
あ
る
か
ら
で
す
。意
味
が
な
い
と

「
や
ら
な
い
」ん
で
す
ね
。確
か
に
そ

れ
ぞ
れ
に
意
味
は
あ
る
わ
け
で
す
が
、

参
拝
は
自
分
自
身
の
心
と
向
き
合
う

こ
と
に
も
直
結
し
て
い
き
ま
す
。そ
れ

で
は
自
分
自
身
が
存
在
す
る「
意
味
」

と
は
？
な
ど
と
い
う
ふ
う
に
飛
躍
し
て

し
ま
い
ま
す
が
、自
分
の
他
に
は
意
味

を
も
た
せ
た
が
る
割
に
は
自
分
そ
の

も
の
を
お
ろ
そ
か
に
し
て
い
る
よ
う
に

も
感
じ
ま
す
。

　

少
し
前
述
し
ま
し
た
が
、お
仏
壇

は
菩
提
寺
な
の
で
す
。菩
提
寺
の
住

職
が
必
ず
開
眼
法
要
を
行
う
の
も
こ

う
い
う
こ
と
な
の
で
す
ね
。お
仏
壇
の

本
尊
さ
ま
は
龍
源
寺
の
本
尊
さ
ま
で

あ
り
、お
仏
壇
に
ま
つ
る
先
祖
さ
ま
は

菩
提
寺
の
位
牌
堂
に
お
い
て
も
ま
つ
ら

　
こ
の
度
、龍
源
寺
の
鎮
守
さ
ま
で
あ
り
ま
す
魚
沼

稲
荷
大
明
神
を
祀
っ
た
祠
の
土
台
補
修
工
事
を
行

い
ま
し
た
。こ
の
祠
は
龍
源
寺
境
内・参
道
沿
い
に
ご

ざ
い
ま
す
。檀
信
徒
で
あ
り
ま
す
割
野・小
林一男
氏

が
施
主
を
務
め
て
下
さ
い
ま
し
た
。四
百
年
以
上
の

歴
史
を
も
つ
伽
藍
と
境
内
は
常
に
補
修・普
請
が
必

要
な
状
況
で
ご
ざ
い
ま
す
。龍
源
寺
山
内
は
も
と
よ

り
、龍
源
寺
全
檀
信
徒
に
と
っ
て
喜
ば
し
い
こ
と
で

あ
る
と
思
い
ま
す
。誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

曹
洞
宗
で
は
そ
の
土
地
の
神
々
を
祀
り
、伽
藍・

境
内
の
護
持
を
願
い
ま
す
。「
明
神
」は
神
道
の
神

様
に
な
り
ま
す
が
、日
本
の
お
稲
荷
さ
ま
は
仏
教
の

荼だ
き
に
て
ん

吉
尼
天
の
影
響
を
受
け
て
い
る
と
も
言
わ
れ
ま

す
。「
神し
ん
じ
ん
け
ど

人
化
度
」と
い
い
、お
寺
の
住
職
が
皆
様
の

葬
儀
に
も
行
わ
れ
る
授
戒
を
土
地
の
神
々
に
も
行

い
、仏
教
に
帰
依
し
て
仏
教
徒
と
な
っ
た
う
え
で
お

寺
の
守
護
神
と
し
て
祀
ら
れ
て
い
き
ま
す
。で
あ
り

ま
す
の
で
、お
稲
荷
さ
ま
も
龍
源
寺
の
檀
信
徒
の
ご

先
祖
さ
ま
と
同
様
に
御
血
脈
を
護
持
し
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
お
寺
で
は
い
ま
だ
に
神
仏
習
合
の
形
態

が
と
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。こ
れ
か
ら
も
お
稲
荷
さ

ま
を
大
切
に
お
祀
り
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

皆
様
の
お
宅
の
お
仏
壇
は

菩
提
寺
の
本
堂

龍源寺鎮守さま
　

位
牌
を
上
げ
て
い
な
い
か
ら
位
牌
堂

へ
参
拝
す
る
必
要
が
な
い
と
思
う
方
も

い
ら
っ
し
ゃ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
と
ん

で
も
な
い
間
違
い
で
、龍
源
寺
の
檀
信

徒
と
し
て
葬
儀
を
さ
れ
た
仏
さ
ま
の

紙
位
牌
が
す
べ
て
お
地
蔵
さ
ま
の
脚
下

に
安
置
さ
れ
て
い
ま
す
。と
い
う
こ
と

は
、龍
源
寺
檀
信
徒
す
べ
て
の
仏
さ
ま

が
位
牌
堂
に
は
ま
つ
ら
れ
て
い
る
の
で

す
。葬
儀
の
あ
と
の
初
七
日
法
要（
棚

送
り
）や
年
回
忌
供
養（
塔
婆
書
き
供

養
）が
こ
こ
で
営
ま
れ
る
の
は
皆
さ
ま

ご
存
知
の
通
り
で
す
が
、こ
の
よ
う
に

意
味
が
あ
る
わ
け
で
す
。

　

位
牌
堂
の
本
尊
さ
ま
で
あ
る
お
地

蔵
さ
ま
と
自
分
の
ご
先
祖
さ
ま
が
た
へ

の
お
参
り
に
な
り
ま
す
が
、こ
こ
で
の

参
拝
の
意
味
合
い
は「
先
祖
代
々
の
冥

福
を
祈
る
」、「
誓
い
や
自
ら
の
現
状
報

告
」な
ど
な
ど
い
ろ
い
ろ
あ
る
か
と
思
い

ま
す
。現
代
で
は
長
生
き・大
往
生
と

い
う
こ
と
が
普
通
に
な
っ
て
い
る
感
は

否
め
ま
せ
ん
が
、人
間
の
寿
命
や
亡
く

な
り
方
、あ
る
い
は
亡
く
な
っ
た
方
と

自
分
の
つ
な
が
り
方
も
い
ろ
い
ろ
で
ご

ざ
い
ま
す
の
で
、そ
れ
こ
そ
そ
れ
ぞ
れ
の

「
心
」が
や
は
り
反
映
さ
れ
る
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。た
だ
、自
分
と
い
う

祖
で
あ
る
お
釈
迦
さ
ま
が
大
切
に
さ

れ
、お
釈
迦
さ
ま
の
坐
禅
を
尊
び
ま

す
。そ
し
て
、そ
こ
か
ら
展
開
さ
れ
た

仏
法
が
大
切
な
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
の

で
、他
宗
派
以
上
に
お
釈
迦
さ
ま
そ
の

も
の
へ
の
意
識
と
、お
釈
迦
さ
ま
が
実

際
に
行
っ
た
坐
禅
と
い
う
行
へ
の
意
識

が
強
い
の
で
す
。お
釈
迦
さ
ま
ご
自
身

の
こ
と
に
つ
い
て
は
今
後
も
事
あ
る
ご

と
に
紹
介
を
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま

す
。脇わ

き
じ侍
は
摩ま

か
か
し
ょ
う
そ
ん
じ
ゃ

訶
迦
葉
尊
者（
む
か
っ

て
右
）と
阿あ

な
ん
そ
ん
じ
ゃ

南
尊
者（
む
か
って
左
）。い

ず
れ
も
お
釈
迦
さ
ま
の
十
代
弟
子
で
、

お
三
方
と
も
二
千
五
百
年
前
に
実
在

し
た
方
々
を
ま
つっ
て
い
る
の
が
禅
宗

の
特
徴
で
す
。も
ち
ろ
ん
こ
の
釈
迦
三

尊
と
い
う
の
は
脇
侍
が
文も

ん
じ
ゅ
ぼ
さ
つ

殊
菩
薩
と

普ふ
げ
ん
ぼ
さ
つ

賢
菩
薩
の
場
合
も
ご
ざ
い
ま
す
の
で

全
部
が
全
部
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
が
、

龍
源
寺
の
よ
う
な
形
態
が
曹
洞
宗
に

お
い
て
は
多
い
よ
う
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

本
尊
さ
ま
への
参
拝
の
意
味
合
い
は

「
挨
拶
」、「
祈
り
、誓
い
、願
い
を
捧
げ

る
」、「
本
尊
さ
ま
に
面
と
む
か
っ
て
手

を
合
わ
せ
、頭
を
垂
れ
る
こ
と
で
、我
か

ら
離
れ
る
、い
わ
ゆ
る
無
我
」、な
ど
い
ろ

い
ろ
あ
る
か
と
思
い
ま
す
が
、そ
れ
ぞ

れ
の「
心
」が
如
実
に
あ
ら
わ
れ
る
の
が

魚沼稲荷大明神祠土台補修工事
施主　小林一男 殿（割野）

こ
の
本
尊
さ
ま
へ
の
お
参
り
と
い
う
行

為
に
他
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。「
手

を
合
わ
せ
、礼
を
す
る
」こ
の
行
為
自

体
、自
分
自
身
の
心
と
向
き
合
う
こ
と

に
つ
な
が
る
と
私
自
身
は
常
々
思
っ
て

い
ま
す
。お
の
ず
と
自
分
の
存
在
そ
の

も
の
に
対
す
る
謙
虚
な
心
を
生
み
出

す
も
の
だ
と
も
い
え
ま
す
。

存
在
は
親
を
は
じ
め
、祖
父
母
、そ
し

て
先
祖
さ
ま
が
た
が
生
き
て
こ
ら
れ

た
か
ら
自
分
と
い
う
存
在
が
あ
る
こ
と

は
疑
い
よ
う
の
な
い
事
実
で
ご
ざ
い
ま

す
の
で
、位
牌
堂
で
の
参
拝
は「
感
謝
の

念
」も
大
切
な
よ
う
に
思
い
ま
す
。そ

れ
が
ま
た
自
分
自
身
と
向
き
合
う
こ

と
に
も
つ
な
が
る
で
し
ょ
う
。

位
牌
堂
で
の
参
拝

れ
て
い
る
わ
け
で
す
。し
ょっ
ち
ゅ
う
菩

提
寺
に
参
拝
は
で
き
な
い
わ
け
で
す

か
ら
、自
宅
に
仏
壇
が
必
要
と
い
う
こ

と
な
の
で
す
。こ
の
よ
う
に
菩
提
寺
で

あ
る
龍
源
寺
と
檀
信
徒
は
四
百
年
以

上
も
の
間
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
。こ
の
つ

な
が
り
を
改
め
て
身
を
も
っ
て
理
解

し
て
い
た
だ
く
の
が
参
拝
の
意
義
で

あ
り
、繰
り
返
し
に
な
り
ま
す
が
、自

分
自
身
の
存
在
そ
の
も
のへの
認
識
に

も
つ
な
が
っ
て
い
く
行
為
で
あ
る
と
思

い
ま
す
。今
を
生
き
る
横
の
軸
、横
の

つ
な
が
り
に
し
か
普
段
は
意
識
が
い

き
ま
せ
ん
が
、縦
の
軸
、縦
の
つ
な
が
り

は
親
子
関
係
を
超
え
て
先
祖
代
々
、

子
々
孫
々
、こ
れ
を
意
識
し
て
い
た
だ

く
の
も
ま
た
参
拝
の
意
義
と
い
え
る
の

で
し
ょ
う
。自
分
を
超
え
る
と
こ
ろ
を

意
識
す
る
わ
け
で
す
が
、そ
の
縦
軸
と

横
軸
が
交
わ
る
と
こ
ろ
も
ま
た
自
分

と
い
う
存
在
な
わ
け
で
す
。話
は
難

し
く
な
り
ま
し
た
が
、各
々
な
り
の
気

持
ち
を
も
っ
て
龍
源
寺
で
の
参
拝
を

し
て
い
た
だ
け
た
ら
と
思
い
ま
す
。

補修前補修後

位牌堂の

本尊さま
は

地蔵菩薩
さま
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曹
洞
宗
の
梅
花
流
御
詠
歌
は
、毎
年

必
ず
全
国
大
会
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

今
年
は
神
奈
川
県
横
浜
市
に
お
い
て
開

催
さ
れ
ま
し
た
。会
場
は
パ
シ
フ
ィ
コ
横

浜
。五
月
二
十
七
日
の
開
催
に
龍
源
寺

梅
花
講
か
ら
は
八
名
の
参
加
で
し
た
。皆

様
お
疲
れ
様
で
し
た
。

　

大
会
は
海
の
す
ぐ
そ
ば
に
あ
る
会
場

で
し
た
。全
国
か
ら
各
地
の
梅
花
講
が

集
ま
り
、両
大
本
山
の
禅
師
さ
ま
も
お

見
え
に
な
る
非
常
に
大
規
模
な
曹
洞
宗

の
行
事
で
す
。大
会
と
い
う
名
称
で
ご
ざ

い
ま
す
が
、御
詠
歌
を
競
う
わ
け
で
は

な
く
、各
地
の
梅
花
講
ご
と
の
御
詠
歌

の
披
露
が
大
会
の
主
な
内
容
に
な
り
ま

す
。今
年
は
大
本
山
総
持
寺
二
祖
さ
ま

六
五
〇
回
大
遠
忌
の
年
で
す
の
で
、大
遠

忌
に
ち
な
ん
だ
各
種
催
し
も
の
も
ご
ざ
い

ま
し
た
。横
浜
と
い
う
こ
と
で
中
国
獅
子

舞
の
披
露
や
、総
持
寺
が
か
つ
て
あ
っ
た

能
登
半
島
の
御
陣
乗
太
鼓
、サ
ン
ド
ア
ー

テ
ィ
ス
ト
の
飯
面
雅
子
氏
に
よ
る
二
祖
さ

ま
の
サ
ン
ド
ア
ー
ト
な
ど
な
ど
、盛
り
だ

く
さ
ん
の
内
容
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。

花流全国奉詠
パシフィコ横浜大会レポート梅

　

大
会
の
前
日
と
翌
日
に
は
各
地
の
観

光
、前
日
の
埼
玉
で
は
埼
玉
日
光
の
異
名

で
知
ら
れ
る
聖
天
山
歓
喜
院
さ
ま
へ
。近

年
国
宝
に
指
定
さ
れ
た
拝
殿
な
ど
を
参

拝
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。日
光
東
照

宮
の
職
人
た
ち
の
子
孫
に
よって
彫
ら
れ

た
彫
刻
は
圧
巻
で
し
た
。東
照
宮
か
ら

百
年
後
の
建
物
と
い
う
こ
と
で
技
術
力

の
向
上
が
見
ら
れ
る
の
と
、こ
れ
だ
け
の

も
の
を
時
の
権
力
者
で
は
な
く
周
辺
の

住
民・信
徒
さ
ん
の
浄
財
に
よ
って
建
立

さ
れ
た
と
い
う
の
が
国
宝
に
指
定
さ
れ

た
理
由
と
の
こ
と
で
し
た
。そ
の
あ
と
は

グ
リ
コ
ピ
ア・イ
ー
ス
ト
で
ポ
ッ
キ
ー
や
プ

リ
ッツ
の
製
造
工
程
の
見
学
も
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。

　

大
会
翌
日
は
山
梨
県
の
富
士
山
の
見

え
る
旅
館
で
宿
泊
の
あ
と
忍
野
八
海
へ
。

名
水
百
選
に
も
選
ば
れ
て
い
る
湧
き
水

は
と
て
も
澄
ん
で
い
て
き
れ
い
で
し
た
。

そ
し
て
十
日
町
市
出
身
の
岡
田
紅
陽
写

真
美
術
館
へ
。十
日
町
市
円
通
寺
さ
ま
の

縁
者
と
い
う
こ
と
で
様
々
な
お
話
し
も

聞
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。富
士
山
の

写
真
で
有
名
な
方
で
す
が
、関
東
大
震

災
の
震
災
後
の
写
真
撮
影
が
有
名
に
な

ら
れ
た
き
っ
か
け
と
の
こ
と
で
し
た
。そ

し
て
山
梨
と
い
え
ば
武
田
信
玄
公
で
す

が
、そ
の
信
玄
公
が
祀
ら
れ
て
い
る
武
田

神
社
へ
。武
田
家
の
躑
躅
ヶ
崎
館
跡
に
建

て
ら
れ
た
こ
の
神
社
は
意
外
に
も
近
年

の
建
立
で
大
正
時
代
と
の
こ
と
。越
後
の

上
杉
家
と
の
十
二
年
に
及
ぶ
川
中
島
の

戦
い
で
も
お
な
じ
み
の
武
田
家
で
す
が
織

田
家
に
滅
ぼ
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
の
で
、

上
杉
家
と
は
ま
た
違
っ
た
道
を
歩
ん
で

いっ
た
こ
と
に
感
慨
深
い
も
の
が
あ
り

ま
し
た
。

　

以
上
、簡
単
な
レ
ポ
ー
ト
で
し
た
が
、

御
詠
歌
の
大
会
は
毎
年
開
催
さ
れ
ま

す
。梅
花
講
の
皆
様
、来
年
の
ご
参
加
も

お
待
ち
し
て
い
ま
す
。そ
し
て
現
在
、龍

源
寺
梅
花
講
で
は
新
し
い
講
員
さ
ん
を

募
集
し
て
い
ま
す
。日
々
の
御
詠
歌
の
お

稽
古
だ
け
で
は
な
く
、御
詠
歌
が
縁
と

なって
様
々
な
お
寺
の
行
事
に
も
参
加
で

き
る
の
も
御
詠
歌
の
魅
力
だ
と
思
い
ま

す
。興
味
の
あ
る
方
は
龍
源
寺
ま
で
御一

報
く
だ
さ
い
。

2015,05,27

第一宗務所登壇奉詠

3 日目 武田神社

２日目 パシフィコ横浜 1 日目 聖天山歓喜院国宝・拝殿

龍源寺梅花講



龍 源 寺 報　 第 7 0 号平成２7 年 7 月 1 日発行

ま
と
め

曹洞宗で

読誦される

御 経
最 終 回

行
ぎ ょ う が く い ち に ょ

学一如 と

　 知
ち こ う ご う い つ

行合一

第11回

こ と の は さ ん さ く

散策

言の葉

　

曹
洞
宗
の
大
学
で
あ
り

ま
す
東
京
世
田
谷
区
に
あ

る
駒
澤
大
学
の
理
念
に「
行

学一如
」と
い
う
も
の
が
あ
り

ま
す
。修
行
と
修
学
、実
行・

実
践
と
学
問・研
究
は一体
の

も
の
で
あ
り
、互
い
が
互
い
を

離
れ
て
あ
る
も
の
で
は
な
い

と
い
う
よ
う
な
意
味
で
す
。

学
び
と
実
際
の
行
動
を
分

け
て
は
考
え
な
い
の
で
す
。

　

あ
る
深
層
心
理
学
者
の

本
を
読
ん
で
い
た
ら
、西
洋

思
想
は
キ
リ
ス
ト
教
な
ど
の

一
神
教
が
根
本
に
あ
っ
て
、

神
と
自
分
を
分
け
て
考
え

る
、そ
こ
か
ら
物
事
を
分
化

し
て
考
え
て
い
く
、そ
れ
が

今
日
の
科
学
の
発
展
に
つ
な

が
っ
た
わ
け
で
す
が
、東
洋

思
想
、仏
教
も
こ
の
中
に
含

ま
れ
る
場
合
も
あ
る
か
と

思
い
ま
す
が
、多
神
教
的
な

世
界
観（
仏
教
は
無
神
論

的
な
考
え
方
も
あ
り
ま
す

が
）は
物
事
す
べ
て
を
一つ
の

も
の
と
し
て
み
る
、あ
る
い
は

一つ
の
つ
な
が
り
に
集
約
し

て
い
く
特
徴
が
あ
る
そ
う

で
す
。そ
こ
に
は
そ
れ
ぞ
れ

の「
調
和
」と
い
う
重
要
性

も
あ
る
わ
け
で
す
が
、日
本

人
の
心
の
問
題
を
考
え
た

場
合
、西
洋
と
日
本
の
文
化

の
違
い
に
注
目
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
の
こ
と
で
す
。

文
化
の
違
い
の
根
本
は
宗

教
性
の
違
い
で
、今
日
の
日

本
人
は
あ
ま
り
意
識
し
な

い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、多

分
に
宗
教
的
な
感
性
と
い

う
の
を
抜
き
に
は
捉
え
る

こ
と
が
で
き
な
い
と
の
こ
と

で
す
。こ
れ
は一如（
一つ
の
如

し
）と
い
う
言
葉
の
理
解
に
つ

な
が
る
こ
と
と
思
い
ま
す
。

　

話
は
横
道
に
そ
れ
ま
し

た
が
、こ
の
行
学
一
如
の
精

神
は
現
代
を
生
き
る
私
た

ち
に
大
切
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
を

与
え
て
く
れ
て
い
る
よ
う
に

思
い
ま
す
。と
も
す
れ
ば
頭

で
っ
か
ち
に
な
り
が
ち
な
の

が
現
代
人
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
？
情
報
は
溢
れ
、知
識

に
頼
り
す
ぎ
て
い
る
の
で
は

な
い
か
？
そ
の
知
性
に
は
行

動
が
伴
わ
な
け
れ
ば
果
た

し
て
そ
の
知
は
真
に
意
味
の

あ
る
も
の
な
の
か
？
い
ろ
い

ろ
考
え
さ
せ
ら
れ
る
言
葉

で
す
。行
と
学
の
根
本
に
は

「
心
」が
な
け
れ
ば
い
け
な

い
、こ
れ
も
忘
れ
て
は
い
け

な
い
よ
う
に
感
じ
ま
す
。物

事
を
一如
と
み
る
姿
勢
は
私

た
ち
禅
宗
の
教
え
の
大
切

な
と
こ
ろ
で
す
。そ
し
て
こ

の
行
は「
坐
禅
」の
意
も
あ

る
か
と
思
い
ま
す
が
、紙
面

の
都
合
上
、こ
れ
以
上
話
を

広
げ
な
い
で
お
こ
う
と
思
い

ま
す
。

　

こ
の
精
神
に
日
頃
か
ら

近
い
も
の
が
あ
る
な
と
感
じ

て
い
た
の
は「
知
行
合
一
」と

い
う
言
葉
で
す
。知
る
こ
と

と
行
う
こ
と
は
、同
じ
心
の

良
知
の
作
用
で
あ
り
、分
け

て
考
え
る
も
の
で
は
な
い
、

と
い
う
の
が
こ
の
言
葉
の
意

味
で
す
。い
ま
大
河
ド
ラ
マ

の
吉よ
し
だ
し
ょ
う
い
ん

田
松
蔭
の
影
響
で
有

名
に
な
り
つつ
あ
る
言
葉
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。こ
の
言
葉

は
陽よ
う
め
い
が
く

明
学
の
教
え
で
あ
り
、

幕
末
の
時
代
に
は
志し

し士
た

ち
が
随
分
学
ん
だ
学
問
で

明
治
維
新
の
原
動
力
の一つ

に
な
っ
た
と
い
っ
て
も
過
言

で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。我

が
龍
源
寺
の
赤せ
き
ざ
ん
ぎ
じ
ゅ
く

山
義
塾
に

お
い
て
も
、高
橋
赤
山
先
生

は
陽
明
学
を
修
め
て
い
た

の
で
、こ
の
知
行
合
一の
精
神

は
赤
山
義
塾
か
ら
国
政
や

社
会
事
業
に
携
わ
る
門
人

を
た
く
さ
ん
輩
出
し
た
こ

と
に
つ
な
が
っ
た
の
で
は
な
い

か
と
考
え
て
い
ま
す
。い
ず

れ
の
方
々
も
一
生
懸
命
学
ん

で
、実
際
の「
行
動
」に
移
し

た
方
々
で
、や
は
り
そ
の
根

本
に
は「
志
」の
心
が
強
く

あ
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

陽
明
学
は
実
践
重
視
の
学

問
と
い
う
こ
と
で
、私
た
ち

禅
宗
に
お
け
る
観
念
で
は

な
く
現
実
に
お
け
る
実
際

の
行
の
重
視
と
通
じ
る
も

の
が
あ
る
と
つ
く
づ
く
感
じ

ま
す
。

　

子
供
た
ち
の
学
び
に
も

こ
れ
ら
の
言
葉
は
大
切
で

あ
る
か
と
思
い
ま
す
。そ
の

学
び
に
将
来
的
な「
行
動
」

が
伴
っ
て
く
る
よ
う
に
、そ

し
て
そ
れ
ぞ
れ
に
と
っ
て
の

「
志
」の
芽
が
育
つ
よ
う

に
。そ
の
た
め
に
は
私
た
ち

大
人
の
生
き
る
姿
勢
が一番

の
手
本
に
な
っ
て
く
る
の
は

言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

日
本
は「
恥
」の
文
化
だ
と

も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。恥
ず

か
し
い
生
き
方
を
嫌
う
の

で
す
ね
。今
の
日
本
人
は
ど

う
で
し
ょ
う
か
？
そ
し
て
何

が「
恥
」な
の
か
？
私
自
身

も
含
め
、そ
れ
ぞ
れ
が
よ
く

よ
く
参
究
す
べ
き
課
題
の

よ
う
に
思
い
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
寺
報
六
十
三
号
か
ら
七
回
に
わ
た
っ

て
曹
洞
宗
に
お
い
て
読
誦
さ
れ
る
御
経
を
紹
介
し

て
ま
い
り
ま
し
た
。檀
信
徒
の
皆
様
が
日
常
耳
に

す
る
こ
と
が
多
い
も
の
を
中
心
に
紹
介
し
て
ま
い

り
ま
し
た
の
で
、実
際
は
こ
れ
ら
以
上
に
た
く
さ

ん
の
御
経
を
私
た
ち
は
各
種
法
要
に
よ
っ
て
読
み

ま
す
。「
参さ

ん
ど
う
か
い

同
契「
宝ほ

う
き
ょ
う
ざ
ん
ま
い

鏡
三
昧
」な
ど
の
祖そ

ろ
く録（
歴

代
の
禅
僧
た
ち
が
示
し
た
禅
に
関
す
る
書
物
）や

「
仏

ぶ
つ
ゆ
い
き
ょ
う
ぎ
ょ
う

遺
教
経
」、各
種
御ご

し
ん
ご
ん

真
言
、各
種
陀だ

ら

に
羅
尼
、各
種

偈げ
も
ん文
な
ど
な
ど
、と
に
か
く
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

　

私
た
ち
禅
宗
は
特
定
の
経
典
を
中
心
に
据
え

な
い
の
で
、い
ろ
い
ろ
な
経
典
を
用
い
ま
す
。し
か
し

禅
宗
に
お
い
て
は
あ
く
ま
で
も
御
経
と
い
う
の
は
月

（
真
理
）を
指
し
示
す
指（
経
典
な
ど
様
々
な
仏
教

の
教
え
）に
す
ぎ
な
い
と
考
え
ま
す
。私
た
ち
は
や

は
り
坐
禅
に
全
て
が
集
約
さ
れ
て
い
き
ま
す
。お
釈

迦
さ
ま
の
坐
禅
に
よ
る
お
悟
り
か
ら
仏
の
教
え
は
始

ま
る
わ
け
で
す
か
ら
、あ
く
ま
で
も
そ
の
根
本
の
坐

禅
を「
実
際
に
行
ず
る
」こ
と
が
何
よ
り
も
重
要
視

さ
れ
ま
す
。ぜ
ひ
龍
源
寺
の
坐
禅
会
等
に
参
加
し
て

い
た
だ
い
て
檀
信
徒
の
皆
様
に
も
坐
禅
を
経
験
し
て

い
た
だ
き
た
い
と
思
って
い
ま
す
。

　

こ
の
連
載
を
始
め
る
き
っ
か
け
は
二
つ
あ
り
ま
し

た
。一つ
は
私

わ
た
く
し

副
住
職
が
修
行
か
ら
帰
って
き
て
か
ら

挨
拶
の
意
味
と
現
住
職
の
晋
山
結
制
へ
の
寄
付
の
お

願
い
で
檀
信
徒
の
自
宅
の
赴
き
お
仏
壇
で
般
若
心

経
を
読
経
し
て
回
っ
て
い
た
際
、あ
る
お
宅
で
い
ま
の

法
要
の
意
味
を
知
り
た
い
と
い
う
意
見
が
あ
っ
た
こ

と
。二
つ
目
は
学
生
時
代
の
あ
る
先
輩
が
他
の
宗
教

に
比
べ
て
仏
教
の
御
経
は
昔
の
言
葉
だ
か
ら
内
容
が

わ
か
り
づ
ら
い
と
い
う
意
見
を
も
ら
っ
た
こ
と
。そ
の

都
度
そ
う
い
う
疑
問
に
は
私
な
り
に
答
え
る
わ
け

で
す
が
、潜
在
的
に
同
じ
よ
う
に
考
え
て
い
る
人
は

た
く
さ
ん
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
、寺
報
へ
の
連

載
に
つ
な
が
り
ま
し
た
。私
自
身
の
勉
強
の
意
味
も

あ
り
ま
し
た
し
、経
典
の
専
門
家・研
究
家
で
も
な
い

で
す
の
で
か
な
り
大
雑
把
な
説
明
で
は
ご
ざ
い
ま
し

た
が
、だ
い
た
い
ど
ん
な
も
の
か
わ
か
っ
て
い
た
だ
け

た
ら
と
い
う
考
え
で
紹
介
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。い

ず
れ
こ
こ
か
ら
発
展
し
て
各
種
法
要
の
意
味
合
い
の

紹
介
も
で
き
た
ら
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

連
載
を
見
て
い
た
だ
い
た
方
々
の
中
に
は
お
気
づ

き
の
方
も
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、御
経
に
は
死

者
の
冥
福
を
祈
る
こ
と
と
同
時
に
生
者
への
メッ
セ
ー

ジ
も
含
ま
れ
て
い
ま
す
。仏
教
に
お
け
る
葬
儀
や
法

事
が
、生
け
る
者
た
ち
と
死
せ
る
者
た
ち
と
す
べ
て

を
含
ん
だ
う
え
で
行
じ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
ふ
う
に

視
点
を
変
え
て
み
る
と
、法
要
に
向
か
う
姿
勢
も
変

わ
っ
て
く
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。ご
拝
読
、あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。


