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長
松
山
西
源
寺 

に
つ
い
て 

お
寺
に
は
「
山
号
」
と
い

う
も
の
が
付
き
ま
す
。 

こ
れ
は
古
来
よ
り
、
山

は
清
浄
な
も
の
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
、
お
寺
の
名
前

の
前
に
「
山
号
」
を
付
け

る
習
わ
し
と
な
り
ま
し
た
。 

西
源
寺
の
山
号
は
「
長

松
山
（
ち
ょ
う
し
ょ
う
ざ

ん
）
」
で
す
が
、
西
源
寺
の

場
合
は
こ
の
よ
う
な
山
が

実
在
す
る
わ
け
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。（
実
在
す
る
山
の

名
前
を
付
け
る
お
寺
も
あ

り
ま
す
。
） 

こ
の
山
号
の
由
来
は
、

お
寺
山
に
大
変
す
ば
ら
し

い
松
が
あ
り
、
長
年
変
わ

ら
な
い
音
色
を
呈
し
た
こ

と
か
ら
「
長
松
山
」
を
山

号
に
し
ま
し
た
。 

ま
た
「
西
源
寺
」
の
名

前
の
由
来
は
、
西
保
の
草

創
の
源
の
寺
で
あ
る
と
さ

れ
二
字
を
と
り
「
西
源
寺
」

と
し
ま
し
た
。 

西
源
寺
は
、
安
田
義
定

公
の
守
護
寺
と
し
て
１
１

９
０
年
に
活
眼
全
龍
大
和

尚
（
か
つ
が
ん
ぜ
ん
り
ゅ

う
だ
い
お
し
ょ
う
）
に
よ

っ
て
創
建
さ
れ
ま
し
た
。 

山
梨
市
矢
坪
の
永
昌
院
（
西
源
寺
の
本
寺
）
７
世

格
外
忠
越
大
和
尚
（
か
く
が
い
ち
ゅ
う
お
つ
だ
い
お

し
ょ
う
）
を
招
い
て
（
勧
請
開
山
）
曹
洞
宗
に
な
り

ま
し
た
。 

長
い
歴
史
の
中
、
地
域
の
中
心
的
な
存
在
と
し
て
、

檀
家
の
皆
様
に
守
ら
れ
な
が
ら
歩
ん
で
き
ま
し
た
。

 

現
在
の
住
職
（
私
）
で
１
９
代
目
に
な
り
ま
す
が
、

今
後
も
歴
史
あ
る
西
源
寺
を
皆
さ
ん
と
一
緒
に
守

り
、
地
域
の
お
寺
と
し
て
次
世
代
に
つ
な
げ
て
い
き

た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。 

 

鳥
谷
原
若
人
有
志
が 

奉
仕
作
業
！ 

 

１
１
月
１
０
日
（
土
）
午
後
３
時
か
ら
鳥
谷
原
若

人
有
志
が
境
内
清
掃
奉
仕
作

業
を
行
っ
て
く
れ
ま
し
た
。
今

回
は
２
回
目
で
す
。 

 

約
２
時
間
、
墓
地
・
駐
車
場

周
辺
の
草
刈
り
や
枯
葉
の
片

付
け
な
ど
清
掃
作
業
を
し
て

い
た
だ
き
、
あ
っ
と
い
う
間
に

き
れ
い
に
な
り
ま
し
た
。
感

謝
、
感
謝
で
す
。
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た
。 

 

次
回
は
除
夜
の
鐘
の
時
に

豚
汁
、
甘
酒
を
作
っ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

 
 

 

鐘
楼
堂
の
修
繕
作
業
を 

行
い
ま
し
た 

１
０
月
２
７
日
（
土
）
護
持
会
役
員
の
方
々
で
鐘

楼
堂
の
修
繕
作
業
を
行
い
ま
し
た
。 

鐘
楼
堂
は
昭
和
３
９
年
に
他
の
お
寺
か
ら
移
築

さ
れ
た
も
の
で
す
が
、
か
な
り
古
い
建
物
に
な
り
ま

す
。 屋

根
の
隅
木
飾
（
す
み
ぎ
か
ざ
り
）
に
茶
色
の
ト
タ

ン
を
巻
き
、
木
が
朽
ち
な
い
よ
う
に
し
ま
し
た
。 

総
代
さ
ん
た
ち
は
器
用
で
、
プ
ロ
の
業
者
さ
ん
顔

曹洞宗 

長松山西源寺 
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負
け
の
出
来
栄
え
で

す
。 試

行
錯
誤
し
な
が

ら
朝
か
ら
始
め
て
半

日
以
上
の
作
業
に
な

っ
て
し
ま
い
ま
し
た

が
、
本
当
に
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

   

 

除
夜
の
鐘
の
お
知
ら
せ 

 

１
２
月
３
１
日 

２
３
時
４
５
分
か
ら 

今
年
も
１
２
月
３
１
日
２
３
時
４
５
分
か
ら
除

夜
の
鐘
を
撞
き
ま
す
。 

除
夜
の
鐘
は
１
０
８
回
撞
か
れ
ま
す
。
そ
の
意
味

は
諸
説
あ
る
よ
う

で
す
が
、
１
０
８
と

い
う
数
が
人
の
煩

悩
の
数
で
あ
り
、
そ

れ
を
取
り
除
く
た

め
で
あ
る
と
さ
れ

て
い
ま
す
。
他
に
も

１
年
の
１
２
ヶ
月
＋
２
４
節
気
＋
７
２
候
を
合
わ

せ
て
１
０
８
と
す
る
説
や
、
四
苦
八
苦
を
（
４×

９
）

＋
（
８×

９
）
＝
１
０
８
と
し
て
数
え
ら
れ
る
説
も

あ
る
よ
う
で
す
。 

当
日
は
鳥
谷
原
若
人
有
志
に
よ
る
、
あ
た
た
か
い

豚
汁
や
甘
酒
の
サ
ー
ビ
ス
が
あ
り
ま
す
。 

こ
の
１
年
間
の
感
謝
の
気
持
ち
と
、
新
た
な
１
年

が
良
き
１
年
の
な
る
こ
と
を
願
い
、
除
夜
の
鐘
を
撞

き
ま
し
ょ
う
。 

ど
な
た
で
も
撞
い
て
い
た
だ
く
こ
と
が
出
来
ま

す
の
で
、
皆
様
の
お
越
し
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

 

 平
成
３
１
年
は
亥
年 

 
平
成
３
１
年
は
亥
年
で
す
。 

 

イ
ノ
シ
シ
と
聞
く
と
、
田
畑
を
荒
ら
す
困
り
者
だ

と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
り
ま

す
が
、
人
間
と
の
関
わ
り
は
縄

文
時
代
か
ら
だ
そ
う
で
す
。 

 

あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
ま
せ

ん
が
、
正
月
に
は
お
盆
と
一
緒

で
ご
先
祖
様
が
帰
っ
て
く
る

と
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

正
月
の
本
来
の
意
味
は
「
年

籠
（
と
し
ご
も
り
）」
と
い
っ

て
、
一
家
の
代
表
が
大
晦
日
か
ら
元
旦
に
か
け

て
村
の
氏
神
や
寺
院
に
こ
も
り
、
先
祖
の
霊
を

迎
え
る
こ
と
で
し
た
。 

 

実
際
、
今
で
も
除
夜
の
鐘
が
鳴
り
終
わ
る
ま

で
眠
ら
な
い
人
が
多
い
よ
う
に
、
大
晦
日
の
夜

に
は
家
を
明
る
く
し
て
い
る
の
は
、
ご
先
祖
様

を
お
迎
え
す
る
お
盆
の
「
迎
え
火
」
と
同
じ
よ

う
な
こ
と
で
す
。 

 

一
家
で
日
頃
の
感
謝
の
気
持
ち
を
込
め
、
仏

壇
に
線
香
を
あ
げ
合
掌
礼
拝
し
て
感
謝
の
気

持
ち
を
届
け
ま
し
ょ
う
。 

  

ご先祖様のご供養は必ず行いましょう。 

「３回忌が終わったからいい」「７回忌をやったからい

い」ではありません。 

報恩感謝の気持ちを行動にあらわして、届けることが

私たちの行いです。 

命と向き合える大切な時間です。 

次回の坐禅会 

朝坐禅 １２月の朝坐禅は都合でお休みです。 

夜坐禅 １２月１９日（水）午後７時３０分から 

両日とも１時間程度 

日程は変更になる場合があります 

仏教応援プロジェクト お寺のじかん 

https://www.otera-no-jikan.com/ 


