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年
末
年
始
の
ご
挨
拶 

向
寒
の
候
、
檀
信
徒
の
皆
様
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、

ま
す
ま
す
ご
清
祥
の
こ
と
と
お
喜
び
申
し
上
げ
ま

す
。  

昨
年
の
冬
の
寺
報
で
も
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
戦
争
の
終
結

を
願
い
ま
し
た
が
、
現
実
は
終
結
す
る
ど
こ
ろ
か
イ

ス
ラ
エ
ル
で
の
紛
争
も
加
わ
り
、
世
は
ま
す
ま
す
混

沌
と
し
て
い
ま
す
。 

戦
争
は
自
我
と
自
我
の
ぶ
つ
か
り
合
い
で
す
。
私
の

土
地
、
私
の
民
、
私
の
歴
史
、
私
の
宗
教
、
そ
う

い
っ
た
自
我
が
争
い
を
生
み
ま
す
。
自
我
を
強
調
す

る
言
説
や
行
動
は
す
べ
か
ら
く
戦
争
の
助
行
と
な
り

ま
す
。
自
我
の
反
対
は
無
我
で
あ
り
無
私
の
行
い
で

す
。 

仏
教
の
根
本
行
で
あ
る
六
波
羅
蜜
の
一
つ
に
「
忍

辱
」
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
い
か
な
る
侮
辱
や
迫
害

に
も
怒
り
を
起
こ
さ
ず
耐
え
る
こ
と
で
す
。
究
極
的

に
は
命
が
危
険
に
さ
ら
さ
れ
て
も
、
相
手
を
哀
れ
み

非
暴
力
を
貫
く
よ
う
教
え
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
を

実
社
会
で
実
践
す
る
の
が
困
難
で
あ
る
こ
と
は
理
解

で
き
ま
す
。
家
族
が
殺
さ
れ
そ
う
に
な
れ
ば
、
武
器

を
手
に
取
る
の
は
や
む
を
得
な
い
で
し
ょ
う
。
し
か

し
仏
教
的
な
視
点
か
ら
見
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
場
合

で
さ
え
悪
で
あ
り
、
避
け
る
べ
き
罪
で
あ
り
、
慚
愧

す
べ
き
こ
と
な
の
で
す
。 

 
 

戦
場
に
て
千
人
の
敵
に 

千
度
勝
つ
も
の
よ
り
も 

 
 

た
だ
一
人
の
敵
、
自
己
、
に
勝
つ
も
の
が 

 
 

実
に
最
上
の
勇
士
で
あ
る
。 

（
法
句
教
） 

新
年
が
皆
様
に
と
っ
て
よ
り
良
き
も
の
と
な
る
よ

う
、
心
よ
り
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

境
内
の
整
備
計
画
と
ご
報
告 

檀
信
徒
の
皆
さ
ま
の
お
声
を
お
聞
き
し
、
境
内
の
改
善
に
取

り
組
ん
で
い
ま
す
。
施
主
と
し
て
ご
寄
進
さ
れ
た
い
方
は
寺

務
所
ま
で
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。
長
寿
の
報
恩
、
感
謝
、
回

忌
法
要
の
記
念
に
。
そ
れ
ぞ
れ
に
記
銘
し
、
三
〇
万
円
以
上

の
ご
寄
進
は
本
堂
の
木
札
に
も
お
名
前
を
記
し
、
末
永
く
顕

彰
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

    
  

本
堂
の
下
駄
箱
と
す
の
こ 

夏
の
寺
報
で
本
堂
の
正
面
の
階
段
に
手
す
り
を
付
け

た
と
ご
報
告
し
ま
し
た
が
、
続
け
て
下
駄
箱
と
簀
の

子
も
新
調
し
ま
し
た
。
古
い
階
段
は
急
で
、
下
足
し

て
登
る
に
も
体
を
回
す
ス
ペ
ー
ス
が
あ
り
ま
せ
ん
で

し
た
が
、
こ
れ
で
登
る
の
が
少
し
で
も
楽
に
な
れ
ば

と
思
い
ま
す
。 

古佛眼山 龍蔵寺 

 龍蔵寺 寺報（令和五年）冬号  年末年始のご案内 

ご
本
尊
様 

修
復
報
告
会
を
開
催 

さ
る
令
和
五
年
十
月
十
四
日
に
、
ご
本
尊
様
修
復
の

監
修
を
頂
い
た
林
宏
一
先
生
（
岩
槻
人
形
博
物
館
元

館
長
）
と
岩
佐
光
晴
先
生 

（
成
城
大
学
教
授
）
を
講

師
に
、
報
告
会
を
開
催
い
た
し
ま
し
た
。
新
た
に
分

か
っ
た
舞
木
氏
の
こ
と
、
ま
た
利
根
川
周
辺
に
活
発

な
文
化
的
宗
教
的
な
交
流
が
あ
っ
た
こ
と
が
紹
介
さ

 

餅
つ
き
と
除
夜
の
鐘 

正
月
準
備
の
餅
つ
き
は
、
十
二
月
二
十
九
日
の

十
時
か
ら
行
い
ま
す
。
お
時
間
あ
り
ま
し
た
ら

ぜ
ひ
お
立
ち
寄
り
く
だ
さ
い
。
除
夜
の
鐘
は
十

二
月
三
十
一
日
の
二
十
三
時
開
始
で
す
。 

除夜の鐘を撞きに来寺された方には、干支みくじを差し上げ

ています。来年の干支の龍の人形の中に、おみくじが入ってい

ます。除夜の鐘は０時ちょうどに百八撞となるように始めて終

わります。 

※除夜の鐘は二十三時開始です 

れ
、
龍
蔵
寺
の
ご
本
尊
様
も
そ
の
流
れ
の
中

で
当
山
に
奉
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と

の
こ
と
で
し
た
。 

お
寺
で
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ 

八
月
五
日
に
は
、
お
寺
で
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

『
匂
い
袋
』 

を
開
催
し
ま
し
た
。
浅
草
か
ら

講
師
を
お
招
き
し
て
、
様
々
な
香
木
や
香
料

を
好
み
に
合
わ
せ
て
調
合
し
、
カ
バ
ン
や
タ

ン
ス
で
使
え
る
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
匂
い
袋
を
み

ん
な
で
作
り
ま
し
た
。 

12月29日10時から、お手伝いは9時から 
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お
寺
か
ら
の
お
知
ら
せ 

お
念
仏
の
会 

テ
ン
プ
ル
モ
ー
ニ
ン
グ 

毎
月
第
一
日
曜
日
、
朝
の
七
時
か
ら
お
念
仏

と
お
掃
除
の
会
を
開
い
て
い
ま
す
。
月
初
め

の
朝
を
心
清
ら
か
に
始
め
ま
せ
ん
か
。
令
和

六
年
の
予
定
は
次
の
通
り
で
す
。 

 

一
月
七
日
（
日
）
、
二
月
四
日
（
日
） 

 

三
月
三
日
（
日
）
、
四
月
七
日
（
日
） 

 

五
月
五
日(

日
） 

 

六
月
二
日
（
日
） 

 

七
月
七
日
（
日 

十
四
時 

新
盆
法
要
） 

 

八
月
四
日
（
日
）
、
九
月
一
日
（
日
） 

 

十
月
六
日
（
日
）
、
十
一
月
三
日
（
日
） 

 
十
二
月
一
日
（
日
） 

行
事
・
法
要 

 

一
月
一
日 

元
日
会
（
十
時
） 

 

三
月
十
七
日
～
二
十
三
日 

春
の
お
彼
岸 

 

五
月
八
日 
誕
仏
会
（
は
な
ま
つ
り
） 

 

七
月
七
日 

新
盆
法
要
・
盆
施
餓
鬼
木
札 

 

 
 

 
 

 
 

開
眼
法
要
（
十
四
時
） 

 

八
月
一
日
～
九
月
十
五
日 
施
餓
鬼
供 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
養
受
付 

 

九
月
二
十
二
日  

施
餓
鬼
法
要
（
十
四
時
） 

 

九
月
十
九
日
～
二
十
五
日 

秋
の
お
彼
岸 

 

十
二
月
二
十
九
日 

餅
つ
き 

 

十
二
月
三
十
一
日 

除
夜
会
（
十
一
時
） 

新
規
墓
地
の
お
求
め 

境
内
の
整
理
で
新
し
く
造
成
し
た
墓
地
を
、

ご
希
望
の
檀
信
徒
・
ご
親
戚
に
お
分
け
し
て

い
ま
す
。
志
三
十
万
円
か
ら
。 

納
骨
堂
（
二
十
三
夜
堂
）
の
ご
利
用 

境
内
に
あ
る
二
十
三
夜
堂
を
納
骨
堂
と
し
て

ご
利
用
い
た
だ
け
ま
す
。
現
在
檀
信
徒
で
な

い
方
も
、
ご
利
用
い
た
だ
け
ま
す
。
詳
し
く

は
Ｈ
Ｐ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
一
柱
十
万
円
。 

龍
蔵
寺
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ 

ryu
z
o
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本
寺
報
、
法
事
の
お
申
込
用
紙
、
連
絡
先
の

追
加
登
録
用
紙
な
ど
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。 

写
経
・
散
華
の
ご
奉
納
の
受
付 

本
堂
・
ご
自
宅
で
の
写
経
を
随
時
受
け
付
け

て
い
ま
す
。
ま
た
ご
先
祖
様
の
菩
提
・
家
内

繁
栄
を
祈
願
し
て 

倶
会
堂
散
華
の
祈
願
奉

納
を
お
す
す
め
し
て
い
ま
す
。
お
申
し
込
み

は
寺
務
所
に
お
立
ち
寄
り
く
だ
さ
い
。 

※
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
ブ
ロ
グ
を
再
録
し
た
も
の
で
す 

お
寺
と
ア
ジ
サ
イ  

ア
ジ
サ
イ
寺
と
呼
ば
れ
る
お
寺
が
全
国
に
あ
り
ま

す
。
龍
蔵
寺
で
も
六
月
に
な
る
と
境
内
で
ア
ジ
サ
イ

が
咲
き
ほ
こ
り
ま
す
。
い
つ
頃
か
ら
ア
ジ
サ
イ
が
植

え
ら
れ
始
め
た
の
か
は
定
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

少
し
空
い
た
場
所
が
あ
れ
ば
せ
っ
せ
と
ア
ジ
サ
イ
の

苗
を
植
え
て
増
や
し
て
い
ま
す
。
ア
ジ
サ
イ
の
花
言

葉
は
、
移
り
気
、
そ
こ
か
ら
転
じ
て
浮
気
と
い
う
、

ち
ょ
っ
と
不
名
誉
な
言
葉
が
あ
て
ら
れ
て
い
ま
す
。

土
壌
が
ア
ル
カ
リ
性
か
酸
性
か
で
花
の
色
が
変
わ
る

性
質
が
、
移
り
気
と
さ
れ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
が
、

ど
の
よ
う
な
環
境
で
も
し
っ
か
り
花
を
咲
か
せ
る
ア

ジ
サ
イ
は
、
む
し
ろ
し
ぶ
と
く
立
派
だ
と
思
い
ま

す
。 

禅
宗
の
修
行
僧
を
雲
水
と
呼
び
ま
す
。
流
れ
る
雲
や

水
の
よ
う
に
、
一
所
に
と
ど
ま
ら
ず
、
し
な
や
か
に

変
化
し
執
着
し
な
い
。
そ
の
様
子
に
仏
道
の
理
想
を

見
た
わ
け
で
す
。
ア
ジ
サ
イ
は
、
赤
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
、
青
く
咲
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
よ

う
な
こ
だ
わ
り
が
な
い
、
雲
水
の
よ
う
な
花
だ
と
思

い
ま
す
。 

お
寺
に
ア
ジ
サ
イ
が
多
い
の
も
、
そ
の
よ
う
な
姿
が

む
し
ろ
好
ま
れ
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。 

（
令
和
五
年
六
月
四
日
） 

刹
那 

諸
行
無
常
は
、
常
に
変
化
し
続
け
る
こ
の
世
の
中
の

真
理
を
、
お
釈
迦
様
な
り
に
表
現
し
た
言
葉
で
す
。

お
釈
迦
様
は
、
こ
の
真
理
を
理
解
せ
ず
、
変
化
し
な

い
こ
と
に
期
待
す
る
と
こ
ろ
に
苦
し
み
が
生
じ
る
と

し
ま
し
た
。 

そ
の
最
た
る
も
の
が
人
間
の
生
で
あ
り
死
で
す
。
生

き
続
け
た
い
、
年
を
取
り
た
く
な
い
、
死
に
た
く
な

い
。
い
ず
れ
も
実
現
不
可
能
な
願
望
な
の
で
す
が
、

そ
れ
で
も
人
は
願
わ
ず
に
お
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
人

も
ま
た
無
常
で
あ
る
が
故
に
、
自
ら
が
変
わ
る
こ
と

で
苦
し
み
か
ら
脱
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
他
が
変
わ

る
こ
と
に
期
待
せ
ず
、
願
わ
ず
、
自
分
が
変
わ
る
、

成
長
す
る
。
そ
の
こ
と
を
目
指
す
の
が
仏
教
の
生
き

方
で
あ
り
、
修
行
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

仏
教
の
修
行
で
は
、
自
分
で
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き

な
い
未
来
や
過
去
は
重
要
視
し
ま
せ
ん
。
今
を
精
一

杯
生
き
る
方
法
を
考
え
ま
す
。
今
を
精
一
杯
生
き
る

た
め
に
今
を
じ
っ
く
り
観
察
し
ま
す
。
そ
れ
を
瞑
想

と
呼
び
ま
す
。
じ
っ
く
り
観
察
し
て
可
能
な
限
り
細

分
化
し
て
い
く
。
ど
こ
ま
で
も
細
分
化
し
て
つ
い
に

こ
れ
以
上
で
き
な
く
な
っ
た
時
間
の
長
さ
、
そ
れ
は

意
識
の
移
ろ
い
そ
の
も
の
で
あ
る
わ
け
で
す
が
、
こ

の
短
い
時
間
を
お
釈
迦
様
は
「
刹
那
」
と
呼
び
ま
し

た
。
こ
の
一
刹
那
さ
え
無
駄
に
せ
ず
、
精
一
杯
生
き

よ
う
と
す
る
の
が
仏
教
の
修
行
で
す
。 

現
代
で
は
「
刹
那
的
に
生
き
る
」
と
い
う
と
、
そ
の

場
し
の
ぎ
の
投
げ
や
り
な
生
き
方
の
よ
う
に
使
わ
れ

ま
す
が
、
本
当
の
意
味
は
決
し
て
そ
う
で
は
な
く
、

過
去
や
未
来
に
捕
ら
わ
れ
ず
、
一
瞬
一
瞬
を
真
剣
に

生
き
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。 

（
令
和
五
年
九
月
三
日
） 

心
痛
と
心
配 

将
来
が
心
配
だ
、
体
の
調
子
が
心
配
だ
、
感
染
症
が

心
配
だ
、
と
こ
の
世
は
心
配
事
だ
ら
け
で
す
。 

で
す
が
こ
れ
ら
は
本
来
心
配
と
は
言
わ
ず
、
正
し
く

は
心
痛
と
言
う
の
だ
そ
う
で
す
。 

心
配
と
は
字
の
ご
と
く
心
を
配
る
こ
と
、
心
を
与
え

る
こ
と
で
す
。
苦
し
み
や
困
難
を
抱
え
る
人
に
対

し
、
湧
き
起
こ
る
慈
悲
の
心
を
砕
い
て
分
け
与
え
る

こ
と
で
す
。
な
の
で
心
配
は
ど
ん
ど
ん
し
た
方
が
よ

い
。
心
配
は
誰
に
で
も
で
き
る
施
し
で
も
あ
る
わ
け

で
す
。
一
方
、
あ
れ
や
こ
れ
や
と
自
分
事
で
悩
む
心

痛
は
、
こ
ち
ら
も
字
の
ご
と
く
心
を
痛
め
つ
け
る
こ

と
で
す
。
心
を
弱
ら
せ
る
心
痛
は
「
苦
」
以
外
の
何

者
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
苦
の
原
因
を
深
く
探
り
、
ど

の
よ
う
に
す
れ
ば
そ
の
心
痛
か
ら
逃
れ
る
事
が
で
き

る
の
か
を
考
え
、
必
要
以
上
に
心
痛
と
な
ら
ぬ
よ
う

に
す
べ
き
で
す
。 

（
令
和
五
年
十
一
月
八
日
） 
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宝
樹
苑
の
進
捗 

夏
の
寺
報
で
報
告
し
ま
し
た
庭
園
型
の
個
人
墓
・
二

人
墓
の
工
事
は
、
や
や
遅
れ
て
は
お
り
ま
す
が
、
年

内
に
は
完
成
予
定
で
す
。
新
年
に
は
開
苑
致
し
ま
す

の
で
、
改
め
て
ご
案
内
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。 

宝
樹
苑
は
、
永
代
供
養
付
き
の
庭
園
墓
で
す
。
個
人

墓
と
二
人
墓
が
あ
り
、
二
人
墓
の
片
方
は
長
年
共
に

過
ご
し
た
ペ
ッ
ト
の
納
骨
も
可
能
で
す
。
三
十
年
間

の
お
墓
で
の
ご
供
養
の
後
は
、
永
代
供
養
と
し
て
合

葬
し
土
に
還
し
ま
す
。
ご
利
用
さ
れ
る
方
は
、
龍
蔵

寺
の
檀
信
徒
と
し
て
、
年
二
千
円
の
会
費
を
お
納
め

頂
き
ま
す
が
、
先
納
も
可
能
で
す
。
三
十
年
が
経
っ

た
以
降
も
そ
の
ま
ま
に
さ
れ
た
い
方
は
、
会
費
を
引

き
続
き
納
め
る
こ
と
で
延
長
で
き
ま
す
。
仏
教
徒
で

あ
れ
ば
宗
派
は
問
い
ま
せ
ん
が
、
浄
土
宗
式
で
の
ご

供
養
と
な
り
ま
す
。
生
前
の
ご
予
約
で
も
、
手
元
供

養
中
の
納
骨
先
と
し
て
も
ご
利
用
で
き
ま
す
。
ま

た
、
龍
蔵
寺
で
葬
儀
や
法
事
も
執
り
行
い
ま
す
。
ご

関
心
あ
る
方
に
ご
紹
介
頂
け
る
と
あ
り
が
た
い
で

す
。 

個
人
墓
は
四
十
万
円
、
二
人
墓
は
六
十
万
円
で
す
。

蓋
と
な
る
墓
石
代
、
字
彫
り
代
が
グ
レ
ー
ド
や
文
字

数
に
よ
り
別
に
八
万
円
～
二
十
万
円
程
度
か
か
り
ま

す
。 

骨壺が水に浸らないよう、全体

に上げています。 


