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新
年
に
お
も
う

龍
源
寺
で
は
'
毎
月
1
回
､
禅
の
会
(
坐
禅
体
験
)
杏

主
催
し
て
い
る
｡
坐
禅
を
し
､
禅
の
語
録
や
経
典
を
読
む
｡

過
去
の
優
れ
た
思
索
の
成
果
に
学
び
､
自
分
の
置
か
れ
た

現
実
を
み
つ
め
な
が
ら
'
人
間
と
世
界
の
あ
り
方
に
つ
い

て
考
え
'
よ
り
よ
く
生
き
る
道
を
定
め
て
い
く
｡

ど
の
よ
う
な
人
で
も
'
毎
日
を
い
か
に
過
ご
す
か
を
考

え
て
い
る
と
思
う
｡
身
近
な
こ
と
で
言
え
ば
'
毎
日
の
食

事
の
こ
と
'
何
時
に
起
き
て
'
何
時
に
寝
る
か
｡
会
社
を

続
け
る
べ
き
か
､
辞
め
る
べ
き
か
｡
私
達
の
日
常
と
は
､

こ
う
し
た
決
断
の
毎
日
で
あ
る
｡

決
断
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
悩
ま
さ
れ
て
い

る
人
は
､
意
外
と
多
い
｡
私
の
友
人
は
'
レ
ス
ト
ラ
ン
で

何
を
注
文
し
て
よ
い
の
か
わ
か
ら
な
い
と
い
う
｡
つ
ま
り
'

何
を
食
べ
た
い
の
か
が
分
か
ら
な
い
と
い
う
｡
奥
さ
ん
に

｢
何
を
頼
む
の
?
｣
と
言
わ
れ
､
い
つ
も
｢
何
で
も
い

い
｣
と
言
う
こ
と
か
ら
'
夫
婦
喧
嘩
に
な
る
と
い
う
｡
こ

れ
は
'
友
人
だ
か
ら
私
に
伝
え
て
く
れ
た
こ
と
で
あ
っ
て
､

普
通
､
人
は
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
表
だ
っ
て
議
論
な
ど
し

な
い
こ
と
の
方
が
多
い
｡
こ
の
よ
う
な
例
は
'
些
細
な
こ

と
だ
が
､
人
は
､
多
く
の
場
合
､
無
言
の
ま
ま
､
誰
に
も
L

相
談
で
き
な
い
重
大
な
問
題
を
抱
え
て
､
悩
み
な
が
ら
生

き
て
い
る
｡
と
も
す
る
と
'
問
題
を
墓
場
ま
で
持
っ
て

い
っ
て
し
ま
う
ケ
ー
ス
も
少
な
く
な
い
｡
パ
ス
カ
ル
は
指

摘
す
る
､
｢
人
間
は
､
小
さ
な
こ
と
で
傷
つ
き
や
す
い
の

で
､
だ
か
ら
こ
そ
､
ま
た
'
小
さ
な
こ
と
で
慰
め
ら
れ
も

す
る
の
で
あ
る
｣
と
｡

人
生
の
実
態
は
'
成
功
す
る
こ
と
が
で
き
ず
に
､
失
敗

し
'
多
く
の
困
難
に
苦
し
み
'
悲
し
み
を
余
儀
な
く
さ
れ

る
と
こ
ろ
に
こ
そ
あ
る
と
思
う
｡
西
田
幾
多
郎
は
'
｢
人

生
の
悲
哀
'
そ
の
自
己
矛
盾
｣
を
繰
り
返
し
語
っ
た
｡
松

原
泰
道
は
､
｢
雨
の
日
は
､
雨
の
日
の
生
活
を
｡
晴
れ
の

日
に
は
晴
れ
の
生
活
を
｣
　
と
'
ど
ん
な
つ
ら
い
こ
と
が

あ
っ
て
も
'
そ
の
場
に
成
り
き
っ
て
生
き
る
こ
と
を
教
え

て
く
れ
た
｡
私
の
場
合
､
要
領
が
悪
く
､
や
り
直
し
の
連

続
か
も
し
れ
な
い
が
､
失
敗
を
し
て
も
'
こ
う
い
う
こ
と

が
生
き
る
と
い
う
こ
と
な
の
か
､
そ
れ
な
ら
ば
､
も
う
一

度
と
勇
気
を
奮
い
起
こ
し
て
生
き
て
い
こ
う
と
い
う
気
持

ち
を
持
ち
続
け
た
い
｡

人
生
の
根
本
に
あ
る
問
題
を
掘
り
下
げ
､
自
己
に
問
う

場
が
､
月
一
度
龍
源
寺
で
行
わ
れ
る
坐
禅
会
や
法
話
会
で

あ
る
｡
私
が
'
坐
禅
会
や
法
話
会
な
ど
で
'
語
り
か
け
､

緑
を
持
ち
た
い
と
思
っ
て
い
る
人
は
､
優
し
く
'
傷
つ
き

や
す
く
'
心
豊
か
で
､
苦
し
み
な
が
ら
も
立
派
に
生
き
る

務
め
を
果
た
そ
う
と
し
て
い
る
人
達
で
あ
る
｡
対
話
を
し
､

問
題
意
識
を
分
か
ち
合
い
'
生
き
て
い
る
現
実
を
見
つ
め
､

今
年
も
'
皆
さ
ん
と
共
に
輪
を
広
げ
て
い
き
た
い
｡





龍
源
寺
の
歴
史
に
つ
い
て
(
七
)

松
原
　
泰
道

龍
源
寺
が
現
在
地
に
移
っ
た
の
は
､

た
び
た
び
記
し
ま
す
よ
う
に
'
今
か
ら

二
百
六
十
九
年
前
の
元
禄
十
一
年
(
一

六
九
八
)
　
二
月
五
日
で
あ
り
ま
す
｡

当
寺
に
今
残
る
記
録
は
'
寛
保
二
年

の
　
｢
縁
起
｣
　
と
文
政
十
一
年
の
　
｢
書
上

げ
｣
　
(
絶
外
和
尚
筆
)
　
だ
け
で
､
中
で

も
当
寺
第
四
世
の
絶
外
和
尚
　
(
一
七
三

九
寂
)
　
の
文
章
が
唯
一
の
よ
り
ど
こ
ろ

で
す
｡こ

の
絶
外
和
尚
文
書
と
奥
平
家
祐
筆

の
過
去
帳
以
外
に
は
文
献
は
一
つ
も
な

く
'
建
造
物
に
つ
い
て
も
記
録
は
あ
り

ま
せ
ん
｡

た
だ
寺
の
住
職
の
法
系
だ
け
は
断
絶

す
る
こ
と
な
く
継
が
れ
て
お
り
ま
す
こ

と
は
'
本
山
妙
心
寺
史
や
妙
心
寺
法
系

図
で
明
ら
か
で
あ
り
ま
す
｡

龍
期
院
　
(
龍
源
寺
の
古
称
)
　
は
延
宝

二
年
　
(
一
六
七
四
)
　
に
妙
心
寺
の
末
寺

と
な
っ
て
い
ま
す
｡
開
山
越
渓
禅
師
が

渋
谷
の
吸
江
寺
開
山
石
滞
禅
師
の
道
奥

を
極
め
た
こ
と
も
前
に
申
し
述
べ
ま
し

た
｡
そ
の
法
系
を
重
ね
て
十
三
世
俊
外

和
尚
(
一
九
一
五
寂
)
　
は
当
寺
に
三
十

年
間
住
職
L
t
　
転
じ
て
曹
渓
寺
の
住
職

と
な
り
ま
し
た
が
､
そ
の
頃
'
当
寺
は

非
常
に
荒
廃
し
て
見
る
か
げ
も
な
か
っ

た
よ
う
で
あ
り
ま
す
｡
そ
れ
は
当
時
の

古
老
や
先
住
職
か
ら
私
は
た
び
た
び
聞

い
て
お
り
ま
す
｡

俊
外
和
尚
が
当
寺
を
去
る
に
際
し
て

迎
え
た
の
が
輝
外
文
器
和
尚
で
あ
り
ま

す
｡
師
は
岐
阜
の
葛
谷
勘
兵
衛
二
男
に

生
れ
､
上
京
し
て
浅
草
海
禅
寺
で
学
び

二
十
八
才
で
龍
源
寺
住
職
に
任
じ
ら
れ

ま
し
た
｡
寺
運
の
挽
回
に
つ
と
め
ま
し

た
が
､
間
も
な
く
病
を
得
て
明
治
三
十

八
年
八
月
に
寂
し
ま
し
た
｡
在
寺
僅
か

四
年
､
三
十
二
才
で
あ
り
ま
し
た
｡

文
器
和
尚
が
な
く
な
る
と
'
岐
阜
県

可
児
郡
幡
子
の
真
禅
寺
の
副
住
職
で

あ
っ
た
文
器
和
尚
の
実
兄
の
祖
来
和
尚

が
寺
務
管
理
に
当
寺
に
招
か
れ
ま
し
た

が
法
類
寺
院
や
檀
家
総
代
の
委
嘱
で
'

明
治
四
十
年
九
月
十
八
日
に
龍
源
寺
住

職
に
任
命
さ
れ
ま
し
た
｡
先
住
職
で
あ

り
'
私
の
父
師
で
あ
り
ま
す
｡

そ
の
頃
の
寺
の
経
営
は
極
度
の
困
難

に
あ
り
'
莫
大
の
借
財
が
あ
り
ま
し
た
｡

こ
の
こ
と
は
故
和
尚
や
お
檀
家
の
方
か

ら
､
私
も
幼
少
時
代
に
よ
く
聞
か
さ
れ

た
の
で
､
は
っ
き
り
記
憶
し
て
お
り
ま

す
｡

昭
和
二
年
に
当
山
開
山
二
百
五
十
年

遠
忌
法
要
に
あ
た
り
'
大
導
師
を
つ
と

め
ら
れ
た
松
島
瑞
巌
寺
の
盤
龍
老
師
は

当
時
を
追
想
し
て

｢
祖
来
和
尚
､
龍
源
の
堂
宇
荒
廃
を
見

て
悲
歎
し
復
興
の
志
を
発
す
､
然
る
に

食
せ
ん
と
欲
す
る
も
米
麦
も
器
皿
も
な

し
｡
寝
ん
と
す
る
も
臥
裾
な
し
｡
朝
辛

暮
苦
は
言
語
も
及
ぼ
す
-
-
｣
　
と
筆
を

走
ら
せ
て
お
ら
れ
ま
す
｡
(
こ
の
文
書

は
現
存
す
)
　
当
時
の
状
況
が
如
何
な
る

も
の
で
あ
っ
た
か
が
察
知
さ
れ
ま
す
｡



明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い

ま
す
｡
旧
年
中
は
'
寺
族
一
同
大

変
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
｡
本
年

も
宜
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
｡

▼
新
年
の
祈
祷
会
は
､
一
月
七

日
･
午
前
十
時
よ
り
行
い
ま
す
｡
毎
年
十
一
時

か
ら
行
い
ま
す
が
'
他
寺
と
の
兼
ね
合
い
で
時

間
の
変
更
に
な
り
ま
し
た
｡
無
病
息
災
･
家
内

安
全
･
交
通
安
全
を
祈
願
致
し
ま
す
｡
転
読
す

る
経
典
は
､
写
経
会
の
皆
様
が
写
経
し
て
く
だ

さ
っ
た
『
大
般
若
経
』
で
す
｡
六
百
巻
あ
る
う

ち
の
二
百
巻
完
成
し
て
お
り
ま
す
｡
数
名
の
僧

侶
で
読
経
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
｡
皆
様
ご
参

加
く
だ
さ
い
｡
宜
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す

▼
法
要
の
後
､
花
園
会
館
で
お
食
事
を
す
る
場

合
'
イ
ス
と
机
で
会
食
が
で
き
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
｡
人
数
に
制
限
が
あ
り
ま
す
が
､
ご
利

用
く
だ
さ
い
｡
ま
た
'
悪
質
な
違
法
駐
車
が
多

く
､
半
年
前
よ
り
門
に
｢
車
両
進
入
禁
止
｣
　
の

立
て
札
を
立
て
て
お
り
ま
す
｡
お
檀
家
さ
ま
に

は
､
車
で
御
来
山
の
折
､
立
て
札
を
よ
け
て
境

内
に
入
車
し
て
く
だ
さ
い
｡
お
手
数
を
お
か
け

し
ま
す
｡
本
来
は
､
ど
な
た
で
も
お
入
り
く
だ

さ
い
と
の
意
味
で
､
門
を
外
し
た
泰
道
和
尚
の

こ
と
を
思
う
と
や
り
き
れ
な
い
気
持
ち
で
い
っ

ぱ
い
で
す
が
､
し
ば
ら
く
は
､
こ
の
形
を
と
り

た
い
と
思
い
ま
す
｡
▼
お
檀
家
様
で
お
葬
式
を

だ
さ
れ
る
場
合
､
知
っ
て
い
る
葬
儀
社
が
な
い

方
は
'
信
頼
の
あ
る
葬
儀
社
を
紹
介
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
｡
い
ざ
'
ご
家
族
が
亡
く
な
る
と
､

な
す
べ
き
事
が
た
く
さ
ん
あ
り
す
ぎ
て
､
慌
た

だ
し
い
の
が
現
状
で
す
｡
仏
事
に
慣
れ
て
い
る

僧
侶
の
私
で
さ
え
､
非
常
に
慌
た
だ
し
い
体
験

を
し
ま
し
た
｡
も
し
､
お
葬
式
を
だ
さ
れ
る
場

合
､
僧
侶
が
い
な
い
と
お
葬
式
が
で
き
な
い
ゆ

え
に
､
ま
ず
､
一
番
は
じ
め
に
龍
源
寺
に
お
電

話
を
入
れ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
｡
龍

源
寺
本
堂
も
し
く
は
､
花
園
会
館
を
使
用
し
て

の
お
葬
式
･
家
族
葬
･
密
葬
も
執
り
行
う
こ
と

が
で
き
ま
す
｡
(
本
堂
･
花
園
会
館
使
用
の
際

は
､
指
定
業
者
と
な
り
ま
す
｡
)
　
▼
渋
谷
区
広

尾
に
あ
る
東
北
寺
内
龍
源
寺
墓
地
･
合
同
船
は
'

墓
地
の
継
承
者
を
気
に
し
な
く
て
も
よ
い
永
代

供
養
塔
で
す
｡
龍
源
寺
の
規
則
を
守
っ
て
い
た

だ
け
れ
ば
､
ど
な
た
で
も
こ
の
お
墓
を
使
用
で

き
ま
す
｡
▼
ポ
プ
ラ
社
よ
り
『
つ
な
が
る
仏

教
』
と
い
う
本
を
､
哲
学
者
の
大
竹
稽
氏
と
監

修
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
｡
｢
ぶ
っ
ち
ゃ
け

寺
｣
と
い
う
テ
レ
ビ
番
組
に
出
演
さ
れ
て
い
る

四
人
の
僧
侶
の
方
の
対
談
集
と
い
う
形
で
､
と

て
も
読
み
や
す
い
内
容
に
な
っ
て
お
り
ま
す
｡

ま
た
､
一
月
に
P
H
P
研
究
所
か
ら
禅
の
本
が

出
版
さ
れ
ま
す
｡
大
般
若
会
の
折
'
ご
紹
介
で

き
る
と
思
い
ま
す
｡
私
の
中
で
も
思
い
が
入
っ

た
一
冊
に
な
り
ま
し
た
｡
▼
今
年
は
'
は
じ
め

て
､
祖
父
や
父
が
行
っ
て
い
た
'
地
方
の
お
寺

の
お
檀
家
さ
ま
に
妙
心
寺
の
管
長
さ
ん
に
代
わ

っ
て
お
話
し
を
す
る
と
い
う
｢
巡
教
｣
に
で
る

こ
と
に
な
り
ま
し
た
｡
身
を
引
き
締
め
て
精
進

し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
｡
娘
の
瑞
樹
も
六

ケ
月
が
経
ち
､
健
や
か
に
育
っ
て
ま
す
｡
妻
の

亜
矢
は
､
育
児
休
暇
中
で
育
児
に
専
念
す
る
毎

日
を
送
っ
て
お
り
ま
す
｡
母
は
毎
日
元
気
に
過

ご
し
て
お
り
ま
す
｡
少
し
ず
つ
苦
着
て
い
た
洋

服
の
整
理
な
ど
を
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
｡

必
要
な
も
の
は
必
要
な
も
の
と
し
､
不
要
な
も

の
は
不
要
な
も
の
と
し
て
整
理
を
す
る
と
い
う

こ
と
が
､
家
族
の
中
で
浸
透
し
て
い
る
よ
う
で

す
｡
▼
一
月
七
日
十
時
･
新
年
の
大
般
若
会

(
お
正
月
の
祈
祷
法
要
)
　
で
皆
さ
ま
に
お
会
い

で
き
る
事
を
楽
し
み
に
し
て
お
り
ま
す
｡
ど
う

ぞ
､
ご
家
族
で
お
参
り
く
だ
さ
い
｡
(
信
樹
)


