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龍
源
寺
住
職

仏
教
の
教
え
は
、
「
生
老
病
死
」
と
い
う
、
生
ま
れ
出
で
て
、

老
い
、
病
を
得
て
、
亡
く
な
る
人
生
を
「
苦
」
と
い
う
ど

う
に
も
な
ら
な
い
こ
と
と
し
て
受
け
入
れ
て
い
く
こ
と
か
ら

出
発
す
る
。
そ
し
て
、
人
生
を
「
苦
」
と
し
て
受
け
入
れ

ざ
る
を
得
な
い
理
由
を
、
自
分
の
生
存
に
固
執
す
る
「
渇

愛
」
の
心
と
し
、
渇
愛
の
心
を
断
じ
、
解
脱
の
涅
槃
の

境
地
に
到
達
す
る
な
ら
ば
、
苦
を
滅
す
る
こ
と
が
で
き

る
は
ず
だ
と
仏
教
は
主
張
す
る
。
実
際
、
最
古
の
仏
教

思
想
を
伝
え
る
も
の
と
さ
れ
る
『
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
ダ
』
に

よ
れ
ば
、
「
生
ま
れ
た
も
の
ど
も
は
、
死
を
遁
れ
る
道

が
な
い
。
老
い
に
達
し
て
は
、
死
ぬ
。
実
に
生
あ
る
も

の
ど
も
の
定
め
は
、
こ
の
と
お
り
で
あ
る
」
と
し
て
死

の
不
可
避
が
説
か
れ
る
。

た
だ
、
こ
の
よ
う
な
仏
教
の
悟
り
の
境
地
が
単
な
る
言

葉
で
は
な
く
、
現
実
の
体
験
的
な
こ
と
と
し
て
、
理
解
さ

れ
る
に
は
、
若
干
、
問
題
が
残
っ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。

つ
ま
り
、
ど
の
よ
う
に
し
て
、
私
た
ち
は
、
現
実
の
世
界

と
い
う
葛
藤
や
矛
盾
に
充
ち
た
世
界
で
、
具
体
的
な
形

と
し
て
「
苦
」
を
受
け
入
れ
ら
れ
る
か
が
問
題
で
あ
る
。

む
し
ろ
、
渇
愛
の
心
を
断
ず
る
の
で
は
な
く
、
生
存
へ

の
執
着
を
と
こ
と
ん
突
き
つ
め
、
そ
れ
を
徹
底
し
て
ゆ
く

こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
、
「
苦
」
を
乗
り
越
え
る
境
地
が
開

新
年
に
お
も
う

松
原
信
樹

か
れ
う
る
、
と
い
う
こ
と
も
ま
た
あ
る
の
で
は
な
い
で
あ

ろ
う
か
。
渇
愛
の
心
を
断
ず
る
と
い
っ
た
解
脱
や
悟
り

で
な
く
、
む
し
ろ
反
対
に
、
死
に
さ
ら
さ
れ
た
人
生
の

現
実
の
分
裂
と
対
立
、
苦
悩
と
葛
藤
を
直
指
し
、
そ
れ

を
徹
底
し
て
自
ら
引
き
受
け
、
そ
の
中
で
も
が
き
苦
闘

す
る
こ
と
を
通
し
て
、
人
生
を
積
極
的
に
戦
い
抜
い
て

こ
そ
、
自
己
の
存
在
の
本
質
と
限
界
を
知
り
え
、
限
り

の
あ
る
私
の
人
生
を
肯
定
し
、
仏
教
で
い
う
「
苦
」
で

あ
る
死
を
も
受
け
入
れ
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
と
い
う

こ
と
も
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

仏
教
が
無
常

(
1
1あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
移
り
変

わ
っ
て
少
し
の
間
も
と
ど
ま
ら
な
い
）
を
説
く
よ
う
に
、

世
の
中
の
出
来
事
は
、
そ
の
と
き
ど
き
に
大
き
く
変
わ

り
、
定
め
が
な
く
あ
て
に
な
ら
な
い
。
ま
た
、
こ
れ
ま

で
に
伝
承
さ
れ
て
き
た
、
様
々
な
立
派
な
教
え
や
慣
習

も
、
そ
れ
が
自
分
に
本
当
に
納
得
で
き
る
も
の
と
な
ら

な
い
限
り
は
、
自
分
を
支
え
る
根
拠
に
は
な
ら
な
い
。

た
と
え
、
打
ち
砕
か
れ
、
挫
折
し
て
も
、
自
分
の
生
き

が
い
の
達
成
を
願
い
、
努
力
の
結
果
を
求
め
る
と
き
、

そ
れ
は
必
ず
「
祈
り
」
に
な
る
。

今
年
も
仏
教
を
通
し
て
、
さ
さ
や
か
な
が
ら
、
現
代

に
生
き
る
私
た
ち
自
身
の
た
め
に
、
「
龍
源
寺
報
」
を
作

成
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
の
中
で
、
皆
さ
ま
と

の
時
間
を
わ
ず
か
な
が
ら
で
も
共
有
で
き
た
ら
幸
い
で
す
。

未
熟
者
で
す
が
、
本
年
も
宜
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
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※
龍
源
寺
の
周
囲
が
再
開
発
さ
れ
る
中
、
龍
源
寺

を
地
域
の
文
化
資
源
の
一
っ
と
し
て
捉
え
、
先
々

代
か
ら
三
代
続
く
境
内
整
備
に
力
を
注
い
で
参

り
ま
す
。
ご
支
援
い
た
だ
け
る
個
人
・
団
体
・

法
人
の
皆
さ
ま
に
改
め
て
ご
協
力
を
賜
り
た
＜

お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
未
熟
者
で
す
が
、

宜
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

龍
源
寺
住
職

●
都
営
三
田
線（

目
黒
ま
た
は
三
田
、
南
北
線
は
白
金
高
輪
駅
下
車
。
徒
歩
五
分
）

●
2

番
出
口
か
ら
地
上
に
出
る
と
案
内
看
板
に
「
龍
源
寺
」
名
あ
り

龍
源
寺
へ
の
交
通
の
便
（
都
バ
ス
）
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ラ
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龍
源
寺
へ
の
交
通
の
便
（
地
下
鉄
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松
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「水月堂」（納骨堂）工事の様子

※
水
月
堂
と
は
、
江
戸
期
に
龍
源
寺
境
内
に
実
在
し
た
お
堂
の
名
称
で
す
。

水月堂正面 水月堂の側面

水月堂 lF 水月堂 2F

@ Instagram を始めました。アカウントはl}'Ugenji.zen です。お寺の行事や工事の状況
などを配信していきます。



新
年
明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う

ご
ざ
い
ま
す
。
本
年
も
宜
し
く

お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
毎
年
、

元
旦
は
朝
か
ら
一
時
間
ほ
ど
、

世
界
平
和
、
無
病
息
災
を
祈
り
、

龍
源
寺
檀
信
徒
先
祖
代
々
の
供
養
の
お
経
を

よ
み
ま
す
。
お
経
が
終
わ
り
、
食
卓
に
着
き

精
進
の
お
雑
煮
を
い
た
だ
き
、
近
隣
の
お
寺

に
年
頭
の
ご
挨
拶
に
い
き
ま
す
。
寺
族
は
そ

の
間
、
龍
源
寺
に
来
ら
れ
る
和
尚
さ
ん
に
ご

挨
拶
を
し
ま
す
。
私
が
生
ま
れ
て
か
ら
、
五

十
三
年
毎
年
同
じ
こ
と
を
繰
り
返
し
て
い
ま

す
。
▼
母
は
、
膝
を
患
い
な
が
ら
も
元
気
に
暮

ら
し
て
い
ま
す
。
元
旦
は
、
千
葉
県
の
富
津

市
に
あ
る
仏
母
寺
で
、
大
晦
日
の
除
夜
の
鐘

の
お
手
伝
い
を
し
て
か
ら
、
龍
源
寺
に
戻
り

ま
す
。
参
拝
の
方
々
に
、
け
ん
ち
ん
汁
を
毎

年
振
る
舞
う
よ
う
で
す
。
家
内
の
亜
矢
さ
ん

は
、
仕
事
や
娘
の
習
い
事
の
送
迎
に
、
日
々

忙
し
く
し
て
い
ま
す
。
私
た
ち
が
子
ど
も
の

頃
は
、
一
人
で
外
出
し
て
い
ま
し
た
が
、
最

近
は
、
色
々
な
事
件
を
耳
に
す
る
の
で
、
一

人
で
外
に
出
す
の
が
心
配
な
よ
う
で
す
。
娘

の
瑞
樹
は
、
学
校
に
元
気
に
通
っ
て
い
ま
す
。

行
事
な
ど
を
通
し
て
様
々
な
経
験
を
し
た
り
、

家
で
は
教
え
ら
れ
な
い
多
く
の
学
び
を
得
て

い
る
様
で
、
有
難
く
思
い
ま
す
。
先
日
、
と

あ
る
ピ
ア
ノ
の
コ
ン
ク
ー
ル
で
入
賞
し
ま
し

た
。
何
に
関
し
て
も
、
努
力
を
す
る
こ
と
の

大
切
さ
を
教
え
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
▼

今
、
原
稿
を
執
筆
し
て
い
る
の
は
、
令
和
六

年
十
二
月
三
日
。
納
骨
堂
は
、
完
成
し
て
い

ま
せ
ん
が
、
工
事
現
場
の
足
場
が
取
れ
、
外

観
を
み
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
工
事
状
況
な

ど
を
、
龍
源
寺
の

I
n
sta
gr
a
m

で
、
配
信
し

て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
宜
し
く
お
願
い

申
し
上
げ
ま
す
。
▼
令
和
六
年
十
月
に
妙
心
寺

の
住
職
向
け
機
関
誌
「
正
法
輪
」
に
て
、
弥

勒
菩
薩

(
1
1布袋
）
に
つ
い
て
執
筆
し
ま
し

た
。
お
正
月
に
、
七
福
神
参
り
を
さ
れ
る
方

も
多
い
と
思
い
ま
す
の
で
、
寺
報
に
同
封
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
住
職
向
け
な
の
で
、

専
門
用
語
が
あ
っ
て
、
読
み
づ
ら
い
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
▼
臨
済
宗
の
修
行
僧
が
就
寝
前
に

よ
む
『
中
峰
和
尚
座
右
銘
』
の
中
に
、
「
人
の

信
ず
る
な
し
と
雖
も
、
人
の
誹
り
を
受
く
る

こ
と
な
か
れ
」
と
あ
り
ま
す
。
正
し
い
知
識

を
学
び
、
な
か
な
か
、
先
代
、
先
々
代
住
職

に
追
い
つ
き
ま
せ
ん
が
、
少
し
で
も
近
づ
け

る
よ
う
に
、
精
進
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま

す
。
龍
源
寺
開
創
三
五

0
年
の
後
の
更
な

る
未
来
に
向
け
、
計
画
内
容
を
見
直
し
な
が

ら
、
有
用
な
整
備
を
続
け
る
所
存
で
ご
ざ
い

ま
す
。
借
地
の
整
備
な
ど
ま
だ
ま
だ
、
龍
源

寺
に
は
、
取
り
組
む
べ
き
問
題
は
あ
り
ま
す
。

皆
様
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
今
後
と
も
、
物
心

両
面
に
わ
た
り
お
支
え
下
さ
い
ま
す
よ
う
、

心
よ
り
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
▼
以
前
、
法

要
後
の
御
斎
で
配
膳
い
た
だ
い
た
き
な
が
ら
、

コ
ロ
ナ
禍
で
閉
店
し
た
「
秀
」
さ
ん
が
お
店

を
再
開
い
た
し
ま
し
た
。
法
要
後
の
御
斎
に

ご
利
用
く
だ
さ
い
。
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▼
一
月
四
日
午
前
十
一
時
よ
り
大
般
若
会

（
新
年
の
祈
祷
会
）
を
行
い
ま
す
。
書
院
で
は
、

母
の
社
中
に
よ
る
お
抹
茶
の
接
待
が
あ
り
ま

す
。
又
、
花
園
会
館
で
は
三
木
先
生
に
よ
る

仏
像
を
彫
る
会
の
展
覧
会
が
開
か
れ
ま
す
。

禅
の
会

(
1
1坐禅
会
）
は
休
会
で
す
。
古
い

お
札
や
お
守
り
を
お
持
ち
い
た
だ
け
た
ら
、

お
焚
き
上
げ
を
い
た
し
ま
す
。
ど
う
ぞ
、
皆

様
ご
家
族
で
お
参
り
く
だ
さ
い
。
寺
族
一
同

お
待
ち
申
し
上
げ
て
お
り
ま
す
。
（
信
樹
）


