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令
和
四
年
十
二
月
十
日
を
も
ち
ま
し
て
龍
源
寺

住
職
、曹
洞
宗
新
潟
県
第
一
宗
務
所
の
所
長
の
任

期
を
全
う
致
し
ま
し
た
。平
成
二
十
八
年
よ
り
副

所
長
を
四
年
、そ
の
後
所
長
を
四
年
、計
八
年
の
長

き
に
渡
り
勤
め
ま
し
た
。第
一
宗
務
所
は
新
潟
県

の
中
越
地
区
と
新
潟
市
の
一
部
の
曹
洞
宗
寺
院
を

取
り
ま
と
め
る
組
織
で
、長
岡
市
学
校
町
に
あ
り

ま
す
。長
岡
市
に
週
二
日
、行
事
等
が
あ
れ
ば
そ
れ

以
上
、様
々
な
会
議
、宗
務
所
内
で
の
晋
山
結
制
、

　

平
成
二
十
九
年
よ
り
檀
信
徒
の
皆
様
よ
り
ご
協
力
い
た

だ
い
て
い
る
龍
源
寺
伽
藍
屋
根
普
請
の
ご
寄
付
で
す
が
、来

年
い
よ
い
よ
屋
根
の
普
請
と
な
り
ま
す
。七
年
間
を
か
け
て

皆
様
よ
り
ご
協
力
い
た
だ
き
、お
寺
も
準
備
を
進
め
て
い
く

と
い
う
計
画
の
通
り
に
な
り
ま
す
が
、消
費
税
の
増
税
、ウ
ッ

ド
シ
ョッ
ク
、ロ
シ
ア
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
攻
等
、当
初
予
定
の
予

算
で
収
ま
ら
な
い
可
能
性
が
大
き
い
状
況
で
す
。そ
し
て
実

際
に
屋
根
を
開
け
て
み
て
の
中
の
状
況
が
ど
う
な
っ
て
い
る

か
で
工
事
の
具
合
も
変
わ
り
そ
う
で
す
。幸
い
、多
く
の
檀

信
徒
か
ら
ご
協
力
い
た
だ
き
、篤
志
の
ご
寄
付
も
集
ま
り
つ

つ
あ
り
ま
す
。令
和
五
年
、雪
が
消
え
次
第
工
事
は
始
ま
っ

て
い
く
と
思
い
ま
す
が
、現
行
ほ
と
ん
ど
の
檀
信
徒
が
お
寺

を
利
用
し
て
の
葬
儀・法
事
と
い
う
状
況
で
ご
ざ
い
ま
す
の

で
、法
要
へ
の
影
響
等
考
え
ら
れ
ま
す
。工
事
へ
の
ご
理
解
と

ご
協
力
の
ほ
ど
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
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来
年
の
龍
源
寺
伽
藍
屋
根
普
請
に
つ
い
て

お
寺
さ
ま
の
本
葬
儀
へ
の
参
加
な
ど
な
ど
、第
一
宗

務
所
内
の
曹
洞
宗
寺
院
の
代
表
と
し
て
多
く
の
仕

事
が
ご
ざ
い
ま
し
た
。何
よ
り
任
期
中
は
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
へ
の
対
応
等
に
追
わ
れ
た
こ
と

が
最
も
大
変
な
こ
と
だ
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　

お
寺
を
空
け
る
こ
と
も
多
々
あ
り
ま
し
た
が
、檀

信
徒
の
ご
協
力
と
ご
理
解
、誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。

龍
源
寺
住
職
、
曹
洞
宗

新
潟
県
第
一
宗
務
所
所
長

任
期
満
了

十日町市・円通寺様にて

現職 研修にて 宗務所梅花大会にて
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龍
源
寺
副
住
職
の
長
男
・
龍
禅
沙
弥
が

令
和
四
年
十
月
三
十
日
に
厳
修
さ
れ
た
十

日
町
市
円
通
寺
様
の
晋し

ん
さ
ん
け
つ
せ
い

山
結
制
に
お
い
て

弁
事
と
い
う
お
役
を
勤
め
ま
し
た
。こ
の
お

役
は
法ほ

っ
せ
ん
し
き

戦
式
と
い
う
儀
式
に
お
い
て
首し

ゅ
そ座

と
い
う
お
役
の
僧
侶
を
補
佐
す
る
役
目
が

あ
り
ま
す
。初
め
て
の
経
験
で
し
た
が
当

日
は
法
戦
式
に
お
い
て
、自
分
の
役
目
を

し
っ
か
り
果
た
し
て
お
り
ま
し
た
。

　

尚
、こ
の
円
通
寺
様
の
儀
式
で
は
、龍
源

寺
住
職
は
新
潟
県
第
一
宗
務
所
所
長
と

し
て
、副
住
職
は
法
要
の
裏
方
の
責
任
者・

知ち
で
ん殿
と
い
う
お
役
を
勤
め
て
参
り
ま
し

た
。こ
こ
に
ご
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

　

毎
年
、六
月
の
第
二
日
曜
日
に
厳
修
さ
れ
て

い
る
大
般
若
祈
祷
会
、今
年
は
三
年
ぶ
り
に
檀

信
徒
の
参
加
を
解
禁
し
て
無
事
勤
め
上
げ
る
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。こ
の
度
は
説
教
師
に
曹
洞

宗
専
門
僧
堂（
修
行
道
場
）、静
岡
県
可か

す
い
さ
い

睡
斎

に
て
西
堂
と
い
う
お
役
を
勤
め
て
い
る
石
川
光

学
老
師
を
お
招
き
し
て
、説
教
を
お
勤
め
い
た

だ
き
ま
し
た
。可
睡
斎
と
い
え
ば
毎
年
雛
祭
り

の
時
期
に
テ
レ
ビ
に
も
よ
く
取
り
上
げ
ら
れ
て

い
る
お
寺
で
、秋
葉
権
現
の
祈
祷
寺
・
秋
葉
総

　

毎
年
八
月
七
日
に
勤
ま
る
山
門
施
食
会
、今
年
も

厳
修
さ
れ
ま
し
た
。新
盆
の
仏
さ
ま
始
め
、参
加
者

や
檀
信
徒
の
先
祖
代
々
、有
縁
無
縁
三
界
の
萬
霊
等

の
供
養
。新
盆
の
方
に
は
案
内
を
差
し
上
げ
て
い
ま

す
が
、ど
な
た
で
も
参
加
で
き
る
法
要
で
す
。龍
源

寺
で
は
お
彼
岸
に
檀
信
徒
を
集
め
て
の
供
養
法
要
と

い
う
の
は
行
っ
て
い
ま
せ
ん
の
で
、お
盆
の
前
の
こ
の
施

食
会
へ
の
参
加
を
普
く
勧
め
る
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま

す
。震
災
で
亡
く
な
っ
た
方
々
、戦
争
で
亡
く
な
っ
た

方
々
、事
故
や
事
件
で
亡
く
な
っ
た
方
々
、い
ろ
い
ろ
な

仏
さ
ま
が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。自
分
と
は
無
縁
の
仏

さ
ま
に
も
手
が
合
わ
さ
る
、そ
ん
な
機
会
に
是
非
し

て
い
た
だ
き
た
い
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。

龍り
ゅ
う
ぜ
ん禅

沙し

ゃ

み弥
、

円え

ん

つ

う

じ

通
寺
様
結け

っ
せ
い制
に
お
い
て

弁べ

ん

じ事
和
尚
を
勤
め
ま
し
た

令
和
四
年
度
、

大
般
若
祈
祷
会
厳
修

令
和
四
年
度
、山
門

大
施
食
会
厳
修

本
殿
と
し
て
全
国
に
名
を
馳
せ
て
い
る
名
刹
で

す
。可
睡
斎
と
い
う
名
称
は
徳
川
家
康
に
由

来
す
る
名
称
で
、家
康
を
幼
少
の
頃
よ
り
可
愛

が
っ
て
い
た
十
一
代
目
の
御
住
職
が
晩
年
、成

長
し
た
家
康
に
謁
見
の
際
、長
旅
の
疲
れ
か
ら

眠
っ
て
し
ま
い
、部
下
た
ち
が
無
礼
で
あ
る
と
憤

る
中
、家
康
が「
和
尚
、我
を
見
る
こ
と
愛
児
の

如
し
。故
に
安
心
し
て
眠
る
。我
そ
の
親
密
の

情
を
喜
ぶ
、和
尚
、眠
る
べ
し
」と
発
言
し
た
こ

と
に
由
来
す
る
そ
う
で
す
。故
に
可
睡（
眠
る
べ

し
）斎（
お
寺
）と
い
う
名
称
に
な
っ
た
そ
う
で

す
。石
川
老
師
に
説
教
を
い
た
だ
く
の
は
今
回

で
二
回
目
と
な
り
ま
す
。こ
の
度
も
素
晴
ら
し

い
お
話
を
頂
戴
致
し
ま
し
た
。

　

説
教
の
後
は
大
般
若
祈
祷
会
を
厳
修
。参

加
者
は
も
と
よ
り
、龍
源
寺
檀
信
徒
の
諸
災
消

除
・
諸
縁
吉
祥
等
、十
六
善
神
様
に
お
祈
り
申

し
上
げ
ま
し
た
。

秋葉総本殿 可睡斎
公式ホームページ 石川老師
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令
和
四
年
五
月
二
十
八
日
・二
十
九

日
、宮
城
県
仙
台
市
大だ

い
れ
ん
じ

蓮
寺
に
て
賢
龍

和
尚
の
晋
山
結
制
式
が
厳
修
さ
れ
ま

し
た
。こ
の
儀
式
を
勤
め
た
こ
と
に
よ

り
、賢
龍
和
尚
は
正
式
に
大
蓮
寺
住
職

と
な
り
、大
和
尚
と
呼
ば
れ
る
位
と
な

り
ま
し
た
。当
日
は
龍
源
寺
か
ら
も
住

職
と
副
住
職
、四
男
の
哲
龍
座ざ

げ
ん元

と
寺

族
聡
子
が
儀
式
に
参
加
し
て
ま
い
り

ま
し
た
。当
日
は
大
勢
の
御
寺
院
様
の

随
喜
も
あ
り
、無
事
円
成
と
な
り
ま
し

た
。津
南
町
か
ら
は
遠
い
地
と
な
り
ま

す
が
、大
蓮
寺
檀
信
徒
や
地
域
の
た
め

に
一
生
懸
命
勤
め
て
い
く
こ
と
と
思
い

ま
す
。ご
協
力
い
た
だ
い
た
皆
様
、誠
に

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

龍
源
寺
住
職
次
男
・
賢け

ん
り
ゅ
う龍
和
尚
、

晋
山
結
制
厳
修

こ と の は さ ん さ く

散策

言の葉

第26回

　

栽
松
と
は
松
の
苗
木
を
植
え
る
と
い

う
こ
と
で
す
が
、こ
れ
は
中
国
唐
代
の
僧
・

臨り

ん

ざ

い

ぎ

げ

ん

済
義
玄
禅
師
の
故
事
に
由
来
す
る
言
葉

で
す
。臨
済
禅
師
と
い
え
ば
臨
済
宗
の
開
祖

と
し
て
も
知
ら
れ
た
方
で
す
が
、臨
済
禅
師

が
松
を
植
え
て
い
る
と
、そ
こ
に
黄お

う
ば
く檗

禅
師

と
い
う
方
が
来
て
問
い
ま
し
た
。「
こ
ん
な
山

奥
に
松
を
植
え
て
ど
う
す
る
つ
も
り
か
」、

臨
済
禅
師
は
、「
一
つ
に
は
寺
の
風
致
を
整

え
、二
つ
に
は
後
世
の
人
の
た
め
の
導し

る
べ

と
す
る

た
め
で
す
」と
答
え
ま
し
た
。禅
僧
同
士
の

や
り
と
り
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
そ
こ
に
言
外

の
意
味
も
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、こ
こ

で
は
臨
済
禅
師
の
言
葉
の
通
り
、「
風
致
を

整
え
る
」「
後
世
へ
の
導し

る
べ

」と
い
う
こ
と
に
着

目
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

栽さ
い
し
ょ
う松

　

風
致
と
は
趣
き
や
味
わ
い
と
い
う
意
味
で

す
が
、今
現
在
の
景
観
を
よ
く
す
る
こ
と
と

同
時
に
、後
世
の
こ
と
も
考
え
て
松
を
植
え

て
い
る
の
が
臨
済
禅
師
の
行
為
な
の
で
す
。

こ
の
後
、黄
檗
禅
師
は「
そ
れ
が
な
ん
だ
と

い
う
の
だ
」と
迫
り
ま
す
が
、臨
済
禅
師
は

黙
々
と
植
え
た
と
い
う
こ
と
で
す
。そ
の
姿

を
見
て
黄
檗
禅
師
は「
我
が
宗
門
は
お
前
の

代
で
大
い
に
興
隆
す
る
だ
ろ
う
」と
言
い
残

し
た
そ
う
で
す
。こ
れ
は
未
来
を
予
見
し
た

言
葉
で
す
。

　
「
現
在
の
行
為
が
未
来
に
生
き
る
人
の

た
め
に
な
る
」、と
い
う
こ
と
は
現
在
を
生

き
る
我
々
に
課
せ
ら
れ
た
使
命
に
通
じ
る

も
の
と
考
え
ま
す
。し
か
し
な
が
ら
、今
を

生
き
る
こ
と
に
精
一
杯
で
、未
来
を
描
け
な

い
、考
え
ら
れ
な
い
、あ
る
い
は
考
え
た
く
な

い
の
も
ま
た
現
実
の
姿
で
あ
る
よ
う
に
感

じ
ま
す
。こ
れ
が
未
来
へ
暗
さ
を
残
し
て
い

る
原
因
の
一
つ
で
も
あ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。そ
れ
は
心
の
余
裕
の
無
さ
に
も
通
じ
て

い
ま
す
。お
寺
に
生
ま
れ
、お
寺
を
護
る
立

場
に
あ
る
私
と
し
て
は
今
年
で
丁
度
開
創

四
四
〇
年
と
な
る
龍
源
寺
の
そ
の
先
の
百

年
を
意
識
し
て
し
ま
う
と
こ
ろ
で
す
が
、課

せ
ら
れ
た
責
任
か
ら
逃
げ
ず
、私
自
身
は
今

の「
行
為
」が
未
来
へ
と
繋
が
っ
て
い
く
大
切

な「
行
い
」で
あ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
肝
に

銘
じ
魂
に
銘
じ
て
生
き
て
い
き
た
い
で
す
。
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鐘
撞
堂
修
理

庫
裡
玄
関
前
、

ス
ロ
ー
プ
設
置

境
内
各
所
、

側
溝
設
置

鬼
瓦
寄
進
　
割
野
　
大
平
政
栄
　
殿

　

昨
年
の
大
雪
に
よ
り
、か
ね
て
よ
り
腐
食
が

進
ん
で
い
た
鐘
撞
堂
の
鬼
瓦
が
壊
れ
て
し
ま
い

ま
し
た
。割
野・大
平
木
工
さ
ん
に
修
理
を
依

頼
し
た
と
こ
ろ
、新
し
い
鬼
瓦
の
寄
進
を
し
て

く
だ
さ
い
ま
し
た
。龍
源
寺
の
寺
紋
も
し
っ
か

り
と
入
っ
た
素
晴
ら
し
い
鬼
瓦
で
す
。御
寄
進
、

誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

昨
今
で
は
、龍
源
寺
の
本
堂
を
使
用
し
て
の

葬
儀
や
法
事
が
ほ
と
ん
ど
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

か
ね
て
よ
り
懸
案
で
あ
っ
た
ス
ロ
ー
プ
を
庫
裡
玄

関
前
に
設
置
い
た
し
ま
し
た
。お
寺
は
ど
う
し
て

も
段
差
が
多
い
構
造
と
な
って
お
り
ま
す
。部
分

的
で
は
ご
ざ
い
ま
す
が
、参
拝
の
し
や
す
い
伽
藍

へ
と
普
請
し
て
参
り
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

豪
雪
地
帯
に
建
立
さ
れ
て
い
る
龍
源
寺
で
ご

ざ
い
ま
す
が
、消
雪
に
よ
る
水
の
使
用
量
も
大
変

な
も
の
が
ご
ざ
い
ま
す
。水
や
雪
に
よ
る
境
内
の

破
損
も
多
々
あ
り
、そ
の
軽
減
へ
と
繋
げ
る
た
め

境
内
各
所
に
側
溝
を
設
置
い
た
し
ま
し
た
。引

き
続
き
豪
雪
か
ら
伽
藍
や
境
内
を
護
る
た
め
の

普
請
に
勤
め
て
参
り
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

八
月
、小
学
校
の
夏
休
み
期
間
、

た
く
さ
ん
の
小
学
生
の
皆
様
が
お

寺
で
坐
禅
を
修
行
致
し
ま
し
た
。

津
南
町
で
剣
道
を
頑
張
っ
て
い
る
子

供
た
ち
、Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
タ
ッ
プ
さ
ん
の

子
供
た
ち
と
二
組
、一
生
懸
命
坐

禅
を
修
行
し
て
お
り
ま
し
た
。ま
た

機
会
が
あ
り
ま
し
た
ら
お
寺
で
一

緒
に
坐
禅
を
修
行
致
し
ま
し
ょ
う
。

　

龍
源
寺
の
境
内
に
あ
る
ペッ
ト
の
お
墓
の
横

に
鳥
獣
供
養
塔
が
あ
り
ま
す
。こ
こ
で
は
毎
年

十
一
月
に
地
元
猟
友
会
に
よ
っ
て
鳥
獣
供
養
法

要
が
営
ま
れ
て
い
ま
す
。近
年
、獣
害
が
多
数

報
告
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
、こ
の
獣
た
ち
に
対

す
る
供
養
と
い
う
行
為
は
非
常
に
大
切
な
こ
と

の
よ
う
に
感
じ
ま
す
。こ
の
行
為
が
ま
た
謙
虚

な
気
持
ち
で
銃
を
扱
う
こ
と
に
通
じ
る
の
で
は

な
い
か
と
思
う
の
で
す
。檀
信
徒
の
皆
様
に
開

か
れ
ま
し
て
も
お
寺
に
来
た
際
は
手
を
合
わ
せ

て
い
た
だ
け
た
ら
と
思
い
ま
す
。　

子
供
た
ち
と
坐
禅

猟
友
会
に
よ
る
鳥
獣
供
養
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