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令
和
六
年
六
月
九
日
、昨
年
は
屋
根
工
事
の
た

め
に
お
休
み
し
た
大
般
若
祈
祷
会
と
龍
源
寺
伽

藍
屋
根
の
落
慶
式
が
厳
修
さ
れ
ま
し
た
。大
般
若

祈
祷
で
は
参
加
者
皆
様
そ
れ
ぞ
れ
の
願
い
の
成
就

を
祈
り
、落
慶
式
に
お
い
て
は
屋
根
普
請
篤
志
寄

付
の
方
々
の
表
彰
、そ
し
て
三
重
県
四
天
王
寺
住

職・倉
島
隆
行
老
師
の
講
演
会
、曹
洞
宗
三
重
県

青
年
会
和
太
鼓
集
団「
鼓く

す司
」の
和
太
鼓
演
奏
と

勤
ま
り
ま
し
た
。

　
龍
源
寺
檀
信
徒
に
と
っ
て
は
伽
藍
の
護
持
で
も

大
切
な
屋
根
の
普
請
で
ご
ざ
い
ま
し
た
の
で
、意

義
の
深
い
行
持
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い

ま
す
。皆
様
の
御
協
力
の
も
と
こ
れ
に
て
一つ
の
区

切
り
と
な
り
ま
し
た
。引
き
続
き
伽
藍
並
び
に
境

内
の
護
持
に
ご
理
解
ご
協
力
の
ほ
ど
よ
ろ
し
く
お

願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　
お
彼
岸
の
頃
に
龍
源
寺

で
は
婦
人
会
「
き
ゃ
ら
の

会
」主
催
で
写
経
を
行
な
っ

て
ま
い
り
ま
し
た
が
、今
回

の
秋
彼
岸
は
い
つ
も
と
趣
向

を
変
え
て
ハ
ス
を
作
る「
ハ
ス

ワ
ー
ク
」が
開
催
さ
れ
ま
し

た
。大
勢
の
参
加
者
が
そ
れ

ぞ
れ
に
思
い
思
い
の
ハ
ス
を

作
成
し
て
い
ま
し
た
。

　
蓮
の
花
は
仏
教
を
象
徴

す
る
花
で
す
。泥
の
中
か
ら

美
し
い
花
を
咲
か
せ
る
蓮

は
、泥
を
悲
し
み
や
苦
し
み

に
例
え
、そ
の
悲
し
み
や
苦

し
み
を
も
っ
て
花
を
咲
か
せ

る
と
い
う
よ
う
に
解
し
ま

す
。今
後
も
機
会
が
あ
り
ま

し
た
ら
こ
の
ハ
ス
ワ
ー
ク
を

開
催
し
て
い
く
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。参
加
し
た
皆
様
、お

疲
れ
様
で
し
た
。
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現
在
、龍
源
寺
副
住
職
が
会
長
を
務
め
て
い

る
曹
洞
宗
新
潟
県
第
一
宗
務
所
第
八
教
区
青

年
僧
侶
の
会
に
よ
っ
て
、龍
源
寺
に
お
い
て
九
月

二
十
九
日
に
両
祖
忌
、十
月
五
日
に
逹
磨
忌
が

厳
修
さ
れ
ま
し
た
。

　
両
祖
と
は
曹
洞
宗
大
本
山
永
平
寺
御
開
山・道

元
禅
師
と
曹
洞
宗
大
本
山
總
持
寺
御
開
山・瑩

山
禅
師
の
こ
と
を
さ
し
ま
す
。現
代
の
太
陽
暦
で

換
算
す
る
と
お
二
人
の
命
日
が
こ
の
九
月
二
十
九

日
に
当
た
る
と
い
う
こ
と
で
同
日
に
両
禅
師
様
の

御
供
養
が
勤
ま
り
ま
す
。特
に
今
年
は
瑩
山
禅
師

七
百
回
大
遠
忌
の
年
で
ご
ざ
い
ま
し
た
の
で
、よ

り
意
義
深
い
法
要
と
な
り
ま
し
た
。

　
逹
磨
大
師
は
あ
の「
だ
る
ま
さ
ん
」に
当
た

る
お
祖
師
様
で
す
が
、イ
ン
ド
よ
り
中
国
に
仏

教
を
招
来
し
た
禅
宗
の
初
祖
と
し
て
曹
洞
宗

や
臨
済
宗
で
重
ん
じ
ら
れ
る
お
方
で
す
。我
々

で
は「
震
旦
初
祖
圓
覚
大
師
・
菩
提
逹
磨
大
和

尚
」と
お
呼
び
し
ま
す
。

　
先
回
の
お
釈
迦
様
の
涅
槃
会
・
降
誕
会
同

様
、御
本
山
等
で
行
わ
れ
る
法
要
通
り
の
本
式

の
形
で
青
年
会
の
メ
ン
バ
ー
と
龍
源
寺
住
職
、

田
上
町
定
福
寺
御
住
職(

龍
源
寺
住
職
三
男
）

と
厳
か
に
勤
め
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

大般若祈祷

沙弥たちも随喜落慶式

講演会

両
祖
忌
・
逹
磨
忌
厳
修
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令
和
六
年
十
月
十
四
日
、龍
源
寺
に
お
い
て
龍
源
寺
梅
花
講
五
十
周
年
記

念
式
典
が
挙
行
さ
れ
ま
し
た
。発
足
当
時
に
大
変
な
ご
協
力
を
い
た
だ
い
た

十
日
町
市
智
泉
寺
梅
花
講
は
じ
め
、龍
昌
寺
梅
花
講
、観
泉
院
梅
花
講
な
ど

多
く
の
梅
花
講
員
に
も
参
集
い
た
だ
き
ま
し
た
。そ
し
て
新
潟
県
第
一
宗
務

所
長
、宗
務
所
師
範
会
千
万
な
ど
総
勢
百
十
名
を
超
え
る
中
で
の
法
要・式

典
と
な
り
ま
し
た
。

　
式
典
引
き
続
き
、講
演
会
が
つ
と
ま
り
ま
し
た
が
、奈
良
薬
師
寺
元
管
主

で
法
相
宗
管
長
も
勤
め
ら
れ
た
故・高
田
好こ

う
い
ん胤

師
の
御
息
女
、エ
ッ
セ
イ
ス
ト

の
高
田
華け

し
ょ
う聖
師
に
講
師
を
お
願
い
致
し
ま
し
た
。柔
ら
か
な
お
人
柄
で
、仏

教
の
お
話
し
を
優
し
く
講
演
く
だ
さ
い
ま
し
た
。引
き
続
き
祝
斎
が
開
催
さ

れ
各
講
の
出
し
物
も
あ
り
お
開
き
と
な
り
ま
し
た
。次
の
五
十
年
も
続
い
て

い
く
よ
う
に
精
進
し
て
ま
い
り
た
い
と
思
い
ま
す
。龍
源
寺
梅
花
講
、常
に
講

員
を
募
集
し
て
い
ま
す
の
で
今
後
と
も
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

龍
源
寺
梅
花
講
五
十
周
年
記
念
式
典
挙
行

龍源寺梅花講員物故者供養 本尊上供法要

宗務所長より祝辞

高田華聖先生

師範会千万の皆様

講演会大勢の梅花講員



龍 源 寺 報　 第8 9号令和 7年 1月1日発行

　

紙
面
を
割
け
な
い
都
合
上
、久
し

ぶ
り
に
筆
を
持
っ
た
こ
の
随
筆
コ
ー

ナ
ー
で
す
が
、法
話
と
い
う
わ
け
で

も
な
く
徒
然
な
る
ま
ま
に
私
が
感

じ
た
こ
と
や
思
っ
た
こ
と
で
皆
様
に

も
興
味
の
あ
り
そ
う
な
事
を
書
い
て

い
こ
う
と
思
い
ま
す
。

　
「
宗
教
」と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
で

す
が
、明
治
以
前
の
日
本
に
は
な
か
っ

た
概
念
で
、キ
リ
ス
ト
教
の
流
入
な

ど
で
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
言
葉

と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。仏
教
の
用
語

と
し
て
は「
宗
派
の
教
え
」と
い
う
意

味
で
宗
教
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま

す
が
、英
語
のreligion

に
相
当
す

る
言
葉
が
日
本
語
に
は
な
く
、「
宗

教
」と
い
う
言
葉
を
当
て
た
と
昔
何

か
で
読
ん
だ
記
憶
が
あ
り
ま
す
。キ

リ
ス
ト
教
に
お
い
て
は
神
と
人
間
の

再
結
合
と
い
う
意
味
が
あ
る
よ
う
で

す
が
、こ
の
再
び
結
び
つ
く
、と
い
う

こ
と
が
ポ
イ
ン
ト
の
言
葉
の
よ
う
に

思
い
ま
す
。

　

田
舎
に
い
る
と
よ
く
感
じ
る
こ

と
で
す
が
、日
本
人
に
と
っ
て
の「
宗

教
」と
は「
習
慣
」と「
共
同
体
」と

「
文
化
」と
い
う
も
の
を
抜
き
に
は

考
え
ら
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う

こ
と
で
す
。例
え
ば
食
事
の
時
の
手

を
合
わ
せ
て「
い
た
だ
き
ま
す
」「
ご

ち
そ
う
さ
ま
」は
い
い
例
で
し
ょ
う
。

習
慣
で
あ
り
文
化
で
す
が
、こ
れ
ほ

ど
宗
教
的
な
行
為
は
な
い
よ
う
に
見

え
る
と
思
い
ま
す
。宗
教
的
で
あ
る

か
ら
と
い
う
理
由
で
、笛
の
合
図
で

食
事
を
は
じ
め
た
と
い
う
学
校
か
何

か
が
あ
る
と
い
う
記
事
を
昔
何
か

で
見
か
け
ま
し
た
が
、も
う
こ
こ
ま

で
来
た
ら
犬
と
変
わ
ら
な
い
と
こ
ろ

ま
で
き
て
い
る
な
と
感
じ
ま
し
た
。

イ
エ
ご
と
に
菩
提
寺
が
あ
る
と
い
う

の
も（
例
え
ば
桑
原
の一族
は
み
ん
な

龍
源
寺
の
檀
家
で
あ
る
な
ど
）、ム
ラ

ご
と
に
神
社
が
あ
る
と
い
う
の
も
、

個
人
で
は
な
く
共
同
体
レ
ベ
ル
で
お

寺
や
神
社
が
存
在
し
護
ら
れ
、様
々

な
習
慣
や
文
化
が
共
同
体
と一体
と

な
っ
て
き
た
の
が
日
本
人
の
姿
で
あ

る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
す
。そ

の
よ
う
な
意
味
で
は
身
近
す
ぎ
て

意
識
さ
れ
な
い
の
が
日
本
人
に
と
っ

て
の
宗
教
と
も
い
え
ま
す
。

　

S
N
S
の
隆
盛
や
コ
ロ
ナ
禍
を
経

て
、益
「々
個
人
」が
強
く
な
っ
た
世

の
中
で
す
が
、こ
の
共
同
体
を
捉
え

直
す
時
期
に
き
て
い
る
と
私
は
感
じ

ま
す
。人
は
独
り
で
は
生
き
ら
れ
ま

せ
ん
が
、孤
独
に
な
っ
て
い
る
人
が
ど

ん
ど
ん
増
え
て
い
ま
す
。「
個
人
」は

「
共
同
体
」が
な
け
れ
ば
実
は
成
り

宗
教
と
共
同
体

龍源寺
副住職
の

随

第 8回

筆

　
皆
様
に
も
馴
染
み
深
い
、供
養
に

つ
き
も
の
の「
塔
婆
」と
は
如
何
な

る
も
の
な
の
で
し
ょ
う
か
。こ
こ
に

説
明
を
試
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
塔
婆
は
正
確
に
は「
卒そ

と

ば

塔
婆
」と

言
い
ま
す
。サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語（
古

代
イ
ン
ド
の
標
準
的
文
章
語
。俗

語
乃
至
方
言
を
パ
ー
リ
語
と
い
う
）

の
ス
ト
ウ
ー
パ
の
音
写
と
言
わ
れ
、

イ
ン
ド
で
お
骨
や
遺
品
を
納
め
た

煉
瓦
作
り
の
塔
の
こ
と
を
言
い
ま

す
。中
国
で
は
石
造
、日
本
で
は
木
造

（
五
重
塔
な
ど
）で
建
立
と
仏
教
文

化
圏
で
も
材
料
は
様
々
で
す
が
、供

養
の
た
め
に
塔
を
建
て
る
と
い
う

仏
教
文
化
が
転
じ
て
現
在
の
供
養

の
際
に
卒
塔
婆
を
建
て
る
と
い
う

こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
。

　
葬
儀
の
際
に
建
立
す
る
七
本
塔

婆
、翌
日
棚
送
り
の
際
に
建
立
す
る

卒
哭
忌（
百
日
忌
）の
塔
婆
、そ
し
て

一
周
忌
以
降
の
年
忌
の
塔
婆
と
あ

り
ま
す
が
、供
養
の
中
で
も
特
に
重

要
視
さ
れ
る
三
十
三
回
忌
の
塔
婆

に
つ
い
て
は
六
尺
の
塔
婆
を
龍
源
寺

で
は
用
い
て
い
ま
す
。ま
さ
に
仏
塔

と
い
え
る
よ
う
な
サ
イ
ズ
感
で
す
。

　
現
在
、龍
源
寺
副
住
職
が
会
長

を
務
め
て
い
る
曹
洞
宗
新
潟
県
第

一
宗
務
所
第
八
教
区
青
年
僧
侶
の

会
に
よ
っ
て
、私
が
任
期
中
の
特

別
事
業
と
し
て
二
年
半
以
上
の
歳

月
を
か
け
て「
越
後
妻
有
ふ
る
さ

と
の
お
寺
」と
い
う
冊
子
を
出
版

致
し
ま
し
た
。

　
妻
有
地
域
内
に
あ
る
三
十
一
の
曹

洞
宗
寺
院
の
紹
介
を
中
心
に
、妻

有
と
縁
の
あ
る
名
僧（
大だ

い
と
つ
ぐ
ぜ
ん

訥
愚
禅
老

師・滝た
き
や
た
く
し
ゅ
う

谷
琢
宗
禅
師・星ほ

し
み
て
ん
か
い

見
天
海
老

師
）の
紹
介
、妻
有
と
良
寛
さ
ま（
十

日
町
市
祇
園
寺
様
所
蔵・良
寛
詩
に

立
た
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

家
族
や
家
庭
も「
共
同
体
」の一種
で

す
。菩
提
寺
と
檀
信
徒
の
関
係
性
も

こ
の「
共
同
体
」に
な
る
と
思
い
ま
す

が
、あ
る
新
し
い
檀
信
徒
が「
仲
間

に
入
っ
て
い
た
い
」と
い
う
言
葉
を
使

わ
れ
た
と
き
、こ
の
仲
間
入
り
し
て

い
る
と
い
う
状
態
が
お
寺
と
檀
信
徒

の
関
係
性
で
も
あ
る
の
だ
な
と
感
じ

た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。ま
た
別
の
檀

信
徒
が
お
寺
に
非
協
力
的
な
檀
信

徒
の
こ
と
を「
仲
間
に
入
れ
て
い
て

も
ら
い
た
い
か
ら
な
ん
と
か
し
た
い
」

と
言
っ
て
い
た
こ
と
も
印
象
的
で
し

た
。起
業
す
る
人
も
他
者
と「
共
同

体
」を
作
っ
て
起
業
す
る
こ
と
が
多

い
と
思
い
ま
す
が
、何
を
す
る
に
も

こ
の
他
者
と
の
関
係
性
に
お
い
て
私

「
個
人
」は
成
り
立
って
い
ま
す
。

　

地
縁
、血
縁
、そ
し
て
仏
縁
。こ
の

３
つ
に
よ
る「
共
同
体
」を
意
識
し
て

み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。皆
様
が

何
か
を
感
じ
る
一
助
に
な
れ
ば
幸
い

で
す
。

塔
婆〈
卒
塔
婆
〉に
つ
い
て

冊
子『
越
後
妻
有
ふ
る
さ
と
の
お
寺
』出
版

つ
い
て
）、妻
有
百
三
十
三
番
霊
場
に

つ
い
て
な
ど
、妻
有
地
域
と
我
々
曹

洞
宗
の
関
わ
り
に
つ
い
て
ま
と
め
た

冊
子
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　
人
口
減
少
が
言
わ
れ
る
中
、伝

わ
っ
て
き
た
伝
承
な
ど
が
後
世
に
残

し
て
い
け
な
い
可
能
性
の
高
い
状
態

で
す
。で
あ
り
ま
す
の
で
、現
時
点

で
分
か
る
こ
と
を
記
録
と
し
て
残

す
意
味
合
い
も
込
め
た
冊
子
と
な
っ

て
い
ま
す
。

　
お
寺
は
人
が
い
な
け
れ
ば
開
創

さ
れ
ま
せ
ん
。龍
源
寺
で
四
四
〇
年

以
上
、妻
有
地
域
で
最
も
古
い
曹
洞

宗
寺
院・旧
川
西
町
の
長
福
寺
さ
ま

は
六
百
年
を
超
え
る
歴
史
を
刻
ん

で
お
り
ま
す
。興
味
の
あ
る
方
は
手

に
取
っ
て
い
た
だ
き
、歴
史
の
重
み

と
こ
れ
か
ら
へ
の
責
任
を
感
じ
て
い

た
だ
け
た
ら
と
考
え
ま
す
。

　
龍
源
寺
含
め
妻
有
地
域
内
曹
洞

宗
寺
院
で
取
り
扱
い
の
他
、各
自
治

体
図
書
館
や
セ
レ
モ
ニ
ー
ホ
ー
ル
な

ど
で
閲
覧
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ

て
い
ま
す
。

（
三
十
三
回
忌
の
説
明
に
つ
い
て

は
寺
報
の
バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
に
て
確

認
で
き
ま
す
。龍
源
寺
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
に
て
も
公
開
中
で
す
）

　
ま
た
、塔
婆
の
処
分
時
期
を
聞

か
れ
る
こ
と
が
ま
ま
あ
り
ま
す

が
、住
職
は「
見
苦
し
く
な
っ
た

ら
」と
い
う
ふ
う
に
説
明
し
て
お
り

ま
す
し
、私
が
四
九
日
納
骨
の
際

に
お
墓
に
て
説
明
す
る
場
合
は「
一

周
忌
の
塔
婆
を
建
立
す
る
ま
で
は

百
日
忌
の
塔
婆
は
建
立
し
て
い
て

く
だ
さ
い
」と
い
う
ふ
う
に
お
話
し

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。い
ず
れ
に

し
て
も
雪
が
降
る
前
に
は
卒
塔
婆

を
寝
さ
せ
て
折
れ
な
い
よ
う
に
す

る
な
ど
大
切
に
扱
っ
て
い
た
だ
き
、

す
ぐ
に
処
分
を
す
る
よ
う
な
こ
と

が
な
い
よ
う
に
し
て
い
た
だ
き
た

い
と
考
え
ま
す
。

　
日
本
人
で
あ
る
な
ら
ば
、誰
で
も
知
っ
て
い

る
大
丈
夫
と
い
う
言
葉
で
す
が
、仏
教
に
関
わ

り
の
あ
る
言
葉
と
い
う
の
は
案
外
知
ら
れ
て

い
ま
せ
ん
。元
来
は「
大
」が
つ
か
ず
、「
丈
夫
」

と
い
う
語
で
す
が
、精
進
し
て
退
か
な
い
修

行
者
な
ど
の
意
味
が
あ
り
ま
す
。如
来
十
号

と
い
う
仏
様
の
十
種
の
徳
号
の
一
つ
と
し
て
は

「
調じ

ょ
う
ご
じ
ょ
う
ぶ

御
丈
夫
」と
い
う「
人
を
導
く
の
に
巧
み

な
人
」と
い
う
意
味
も
あ
り
ま
す
。

　「
大
丈
夫
」と
な
る
場
合
は
、特
に
私
た
ち

禅
宗
に
お
い
て
は
大
乗
仏
教
の
根
器
を
備
え
る

士
、と
い
う
意
味
も
あ
り
ま
す
が
、い
ず
れ
に

し
ま
し
て
も
現
行
の
大
丈
夫
と
い
う
言
葉
の
使

い
方
と
は
や
や
一
線
を
画
し
て
い
る
感
が
あ
り

ま
す
。仏
教
で
は「
丈
夫
」と
い
う
語
自
体
が
尊

称
の
意
味
合
い
が
あ
る
の
で
す
。漢
語
と
し
て

は
一
人
前
の
し
っ
か
り
し
た
男
性
と
い
う
意
味

合
い
で
し
ょ
う
が
、現
在
の
よ
う
な
危
な
げ
の

な
い
様
子
を
表
す
用
法
に
な
ぜ
な
っ
た
の
か
は

興
味
深
い
と
こ
ろ
で
す
。丈
夫
の
よ
う
で
あ
れ
、

と
い
う
励
ま
し
の
よ
う
な
こ
と
も
あ
っ
て
今
の

意
味
に
な
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

こ と の は さ ん さ く

散策

言の葉

第29回

大
丈
夫


