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TOPIC
青柳大師龍蔵寺

公式ホームページのご案内

行事や活動についての情報や

お寺の歴史・由緒を紹介しております。

是非一度ご覧ください。

←左のコードを

読み取って

いただくか、

「青柳大師」で

検索ください。
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編
集
後
記

境
内
整
備
の
お
知
ら
せ

　

大
師
堂
西
側
に
あ
る
参
拝
者
用
の

ト
イ
レ
を
新
調
い
た
し
ま
し
た
。

　

以
前
の
暗
く
使
い
に
く
い
ト
イ
レ

か
ら
、
清
潔
感
の
あ
る
明
る
い
印
象

と
な
り
、
安
心
し
て
ご
利
用
い
た
だ

け
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

◎
赤
門
周
辺
の
美
化
整
備　

◎
参
拝
者
用
ト
イ
レ
の
整
備

　

本
堂
正
面
門
＝
赤
門
周
辺
の
、
美

化
整
備
を
い
た
し
ま
し
た
。

　

従
前
の
白
い
フ
ェ
ン
ス
を
撤
去
し
、

四
ツ
目
垣
と
呼
ば
れ
る
竹
垣
を
設
置
。

ま
た
、
囲
い
の
中
の
木
製
電
柱
が
劣

化
に
よ
り
倒
壊
の
怖
れ
が
あ
る
と
の

指
摘
を
受
け
撤
去
。
境
内
に
コ
ン
ク

リ
ー
ト
の
電
柱
を
新
設
し
ま
し
た
。

　

お
寺
の
顔
と
も
い
え
る
赤
門
周
辺

が
、
荘
厳
な
雰
囲
気
と
な
り
ま
し
た
。

目隠し用の柵や手洗い用の水場も設置新設トイレ正面

整備前の様子整備後の様子

新設した電柱

◆令和四年元三会

◆不登校 ・ ひきこもり支援の会 龍蔵寺にて開催

◆住職法話集発刊について

◆境内整備のお知らせ （参拝者用トイレ ・ 赤門周辺）

　

お
釈
迦
様
の
言
葉
で
す
。

「
目
に
見
え
る
も
の
で
も
、
見
え
な
い
も
の

で
も
、
遠
く
に
住
む
も
の
で
も
、
近
く
に
住

む
も
の
で
も
、
す
で
に
生
ま
れ
た
も
の
で
も
、

こ
れ
か
ら
生
ま
れ
よ
う
と
欲
す
る
も
の
で

も
、
一
切
の
生
き
と
し
生
け
る
も
の
よ
幸
い

な
れ
」
（
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ1

4
7

）

　

こ
の
世
の
す
べ
て
の
い
の
ち
が
、
穏
や
か

で
幸
せ
に
な
る
こ
と
を
心
よ
り
お
祈
り
い
た

し
ま
す
。
（
副
）



元
三
会

大師堂前の参拝の様子

令和 4年元三会チラシ

お守りは昨年同様屋外テントで対応

　

令
和
四
年
一
月
三
日
、
当
山
伝
統
の

初
詣
行
事
＝
元
三
会
（
が
ん
ざ
ん
え
）

を
執
り
行
い
、
秘
仏
御
開
帳
・
大
護
摩

供
を
厳
修
い
た
し
ま
し
た
。

　

本
年
も
、
屋
外
で
の
お
守
り
・
お
み

く
じ
授
与
、
入
場
制
限
な
ど
、
コ
ロ
ナ

対
策
を
と
り
な
が
ら
の
開
催
と
な
り
ま

し
た
。
ま
た
新
た
な
試
み
と
し
て
、
オ

ン
ラ
イ
ン
に
よ
る
護
摩
札
予
約
等
の
対

応
も
実
施
し
ま
し
た
。

　

当
日
は
一
時
的
な
感
染
状
況
の
好
転

も
あ
り
、
昨
年
よ
り
も
多
く
の
ご
参
拝

が
あ
り
ま
し
た
が
、
つ
つ
が
な
く
行
事

を
執
り
行
う
こ
と
が
で
き
、
新
年
の

清
々
し
い
空
気
の
中
、
皆
様
の
一
年
の

息
災
を
お
大
師
様
に
ご
祈
願
い
た
し
ま

し
た
。

上毛新聞（令和 4年 2月 4日）掲載

令
和
四
年

一
月
三
日

　

令
和
四
年
二
月
三

日
、
節
分
会
を
執
り
行

い
ま
し
た
。

　

オ
ミ
ク
ロ
ン
株
の
流

行
か
ら
、
県
内
の
感
染

者
数
も
急
増
。
感
染
症

対
策
の
た
め
、
参
加
者

を
五
十
名
に
限
定
し
、

境
内
で
の
豆
撒
き
式
は

自
粛
と
い
う
形
に
て
開

青柳大師節分会
大般若転読会にて

「転禍為福」 祈願

　

龍
蔵
寺
本
堂
に
て
開
催

　

日
本
心
理
療
法
協
会
主
催
の
、
不
登

校
・
ひ
き
こ
も
り
支
援
の
会
＝
「
学
校

に
つ
い
て
語
る
会
」
を
後
援
し
、
本
年

一
月
よ
り
会
場
提
供
の
協
力
を
さ
せ
て

い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

　

一
月
・
二
月
に
行
わ
れ
た
会
で
は
、

日
本
心
理
療
法
協
会
代
表
理
事
で
あ

り
、
通
信
制
高
校
の
校
長
も
務
め
て
い

る
椎
名
雄
一
先
生
が
、
ご
自
身
の
「
ひ

不
登
校
・
ひ
き
こ
も
り
支
援
の
会

き
こ
も
り
か
ら
の
回
復
体
験
」
を
踏
ま

え
て
『
不
登
校
・
ひ
き
こ
も
り
は
な
ぜ

増
え
る
？
』
と
題
し
た
講
演
を
お
こ
な

い
、
続
い
て
参
加
者
同
士
の
意
見
交
流

が
な
さ
れ
ま
し
た
。

　

会
に
は
、
ひ
き
こ
も
り
の
方
の
ご
家

族
、
学
習
塾
の
経
営
者
、
教
育
委
員
会

の
方
や
、
大
学
で
教
育
学
を
学
ぶ
学
生

さ
ん
な
ど
、
様
々
な
方
が
参
加
さ
れ
、

〈
臨
床
仏
教
師
〉
の
資
格
を
持
つ
当
山

副
住
職
も
、
僧
侶
の
立
場
か
ら
皆
様
と

お
話
し
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
新
し
い

ご
縁
が
結
ば
れ
る
有
意
義
な
場
と
な
り

ま
し
た
。

　

今
後
も
定
期
的
な
開
催
を
予
定
し
て

お
り
、
〈
龍
蔵
寺
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
〉
に

て
も
通
知
し
て
ま
い
り
ま
す
の
で
、
ご

興
味
お
持
ち
の
方
は
是
非
足
を
お
運
び

く
だ
さ
い
。

　

当
山
檀
徒
の
皆
様
に
は
既
に
お
渡
し

を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
令
和

三
年
十
二
月
、
当
山
住
職
の
法
話
集
「
一

分
で
読
め
て
一
生
忘
れ
な
い
悟
り
の
お

は
な
し
」
を
上
毛
新
聞
社
よ
り
発
刊
い

た
し
ま
し
た
。

　

本
書
は
、
平
成
十
七
年
か
ら
配
信
を

続
け
て
い
る
メ
ル
マ
ガ
法
話
を
ま
と
め

た
も
の
で
、
「
気
軽
に
仏
教
に
触
れ
て

も
ら
い
た
い
」
と
い
う
住
職
の
想
い
か

ら
作
ら
れ
ま
し
た
。

　

お
檀
家
の
中
に
は
、
本
の
感
想
を
お

話
し
く
だ
さ
る
方
や
、
自
ら
本
を
お
求

め
の
上
、
お
知
り
合
い
に
お
配
り
く
だ

さ
る
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
り
、
大
変
に
あ

り
が
た
く
感
じ
て
お
り
ま
す
。

　

ま
た
、
書
店
に
て
本
書
を
手
に
取
っ

た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
、
龍
蔵
寺
を
訪

れ
て
く
だ
さ
る
方
や
、
全
国
的
な
寺
院

専
門
誌
に
記
事
が
掲
載
さ
れ
る
な
ど
、

法
話
集
の
出
版
を
通
じ
て
の
ご
縁
の
広

が
り
を
嬉
し
く
思
い
ま
す
。

　

今
後
も
「
龍
蔵
寺
や
な
ぎ
文
庫
」
と

称
し
、
仏
教
を
身
近
に
感
じ
て
頂
け
る
、

皆
様
の
お
役
に
立
つ
書
物
を
発
行
し
て

ま
い
り
ま
す
。

　

（
住
職
法
話
集
は
、
県
内
主
要
書
店

や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
通
販
等
で
も
取
り

扱
い
を
し
て
い
ま
す
。
）

やなぎ文庫

催
い
た
し
ま
し
た
。

　

転
読
（
て
ん
ど
く
）
と

は
、
題
目
を
読
み
上
げ
経

本
を
空
中
で
め
く
る
独
特

の
お
唱
え
の
方
法
で
、
当

日
は
、
護
摩
の
火
が
焚
か

れ
る
中
、
僧
侶
が
六
百
卷

に
も
及
ぶ
『
大
般
若
経
』

の
転
読
を
お
こ
な
い
ま
し

た
。

龍
蔵
寺
住
職
法
話
集

上
毛
新
聞
社
よ
り
出
版

法話集表紙

寺
院
専
門
誌
「
月
刊
住
職
」
に
て
記
事
掲
載

ち
ょ
っ
と
寄
り
道

仏
教
コ
ラ
ム

二
河
白
道
（
に
が
び
ゃ
く
ど
う
）

　
　

河
白
道
（
に
が
び
ゃ
く
ど
う
）
と

　
　

は
、
極
楽
往
生
を
願
う
信
心
を
た

と
え
た
お
話
で
す
。

　

左
の
絵
図
を
ご
ら
ん
く
だ
さ
い
。
西

側
の
岸
に
阿
弥
陀
如
来
の
極
楽
浄
土
が

描
か
れ
、
反
対
側
の
岸
に
は
、
盗
賊
や

獣
の
群
れ
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。

　

両
岸
の
間
に
は
、
浄
土
へ
続
く
一
本

の
白
い
道
＝
白
道
（
び
ゃ
く
ど
う
）
が

延
び
、
道
の
両
側
に
は
、
氷
の
よ
う
に

冷
た
い
河
と
、
燃
え
盛
る
炎
の
河
が

逆
巻
い
て
い
ま
す
。

　

冷
た
い
河
は
、
「
む
さ
ぼ
り
・
欲

張
り
」
の
煩
悩
を
表
し
、
燃
え
盛
る

炎
は
、
「
怒
り
・
憎
し
み
」
の
煩
悩

を
表
し
て
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、
こ
の
世
に
お
い
て
は
、

お
釈
迦
様
（
向
か
っ
て
右
の
仏
さ
ま
）

が
「
浄
土
を
目
指
し
な
さ
い
」
と
勧

め
、
浄
土
に
お
い
て
は
、
阿
弥
陀
さ

ま
（
向
か
っ
て
左
の
仏
さ
ま
）
が
「
こ

ち
ら
へ
来
た
れ
よ
」
と
招
い
て
い
ま

す
。

　

白
道
（
び
ゃ
く
ど
う
）
の
上
を
、

弥
陀
の
浄
土
を
目
指
し
進
む
人
が
描

か
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
人
は
今
、

迷
い
・
苦
し
み
の
岸
か
ら
、
安
ら
ぎ

に
満
ち
た
彼
岸
の
浄
土
へ
、
一
目
散

に
進
ん
で
い
ま
す
。

　

「
暑
さ
寒
さ
も
彼
岸
ま
で
」
と
申

し
ま
す
が
、
こ
の
世
に
お
け
る
「
迷

い
・
悩
み
・
苦
し
み
（
＝
暑
さ
・
寒

さ
）
」
も
、
「
南
無
阿
弥
陀
仏
、
南
無

阿
弥
陀
仏…

」
と
、
阿
弥
陀
さ
ま
へ

の
信
心
を
持
っ
て
暮
ら
せ
ば
、
煩
悩

の
河
を
渡
り
切
っ
て
、
安
ら
ぎ
に
満

ち
た
極
楽
浄
土
（
＝
彼
岸
）
に
行
く

こ
と
が
出
来
る
、
と
教
え
て
い
る
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

二

上
記Q

R

コ
ー
ド
よ
り

L
I
N
E

に
て

メ
ル
マ
ガ
法
話
が
読
め
ま
す
。

よ
ろ
し
け
れ
ば

ご
登
録
く
だ
さ
い
。

※

こ
の
記
事
は
、
龍
蔵
寺
墓
地
水
屋
に
掲
示
し
て

い
る
「
お
墓
ま
い
り
の
法
話
」
か
ら
の
転
載
で
す
。

「
お
墓
ま
い
り
の
法
話
」
は
随
時
更
新
し
て
い
ま

す
の
で
、
門
前
掲
示
板
の
「
今
月
の
こ
と
ば
」
と

共
に
、
ぜ
ひ
お
目
通
し
く
だ
さ
い
。


