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維
持
費
の
お
願
い

四
月
よ
り
新
年
度
と
な
り
ま
す
。
ご
門
徒
の

皆
様
に
は
、
例
年
お
願
い
し
て
お
り
ま
す
別
院

護
持
運
営
費
の
ご
案
内
を
同
封
さ
せ
て
い
た
だ

い
て
お
り
ま
す
。
内
容
を
ご
確
認
い
た
だ
き
、

皆
様
の
ご
協
力
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
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江
口

貫
応
さ
ん

こ
の
か
さ
ん

仏
前
結
婚
式

こ
の
度
、
出
張
に
て
別
院
輪
番

導
師
に
よ
る
仏
前
結
婚
式
が
執
り

行
わ
れ
ま
し
た
。

誠
に
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

第５９号
令和６年
（2024年）
4・5・6月号

発行
岡崎別院

輪番 福田大

ｓ

結
婚
式
予
約
状
況
に
つ
い
て

現
在
の
予
定
で
は
、
五
月
以
降
か
ら
結
婚
式
を
執
行
可
能

の
予
定
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
日
程
の
仮
押
さ
え
な
ど
の
お

問
合
せ
も
順
次
入
っ
て
き
て
お
り
ま
す
。
五
月
以
降
に
別
院

で
の
挙
式
を
ご
検
討
の
方
は
、
別
院
ま
で
お
問
合
せ
い
た
だ

き
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

五
月
二
十
五
日

某
氏

七
月
二
十
九
日

某
氏

十
月
五
日

某
氏

十
一
月
三
十
日

某
氏

九
月

某
氏

別
院
新
寺
務
所
の
御
案
内

庫
裏
の
引
き
渡
し
に
伴
い
、
新
庫
裏
（
書
院

棟
）
に
移
転
し
て
お
り
ま
す
。

寺
務
所
に
御
用
の
方
は
、
本
堂
向
か
っ
て
左

側
の
正
面
玄
関
よ
り
お
入
り
く
だ
さ
い
。

コチラ

二
〇
二
四
年
元
日
の
夕
刻
、
ど
の
家
庭
に
あ
っ
て
も
、
皆
が
共
に
リ
ラ
ッ
ク
ス
し
、
楽
し
い
ひ
と
と
き
の

只
中
を
襲
っ
た
能
登
半
島
地
震
。
あ
れ
か
ら
す
で
に
三
ヶ
月
が
過
ぎ
よ
う
と
し
て
い
る
。
元
日
か
ら
、
連
日

の
よ
う
に
犠
牲
者
や
被
災
の
様
子
が
テ
レ
ビ
や
新
聞
で
報
道
さ
れ
、
そ
れ
を
観
て
、
何
も
出
来
な
い
自
分
の

無
力
さ
と
非
力
さ
を
報
せ
ら
れ
る
と
同
時
に
、
そ
の
報
道
を
見
聞
き
す
る
度
に
、
北
陸
に
い
る
友
の
顔
が
瞼

に
浮
か
び
つ
つ
も
、
連
絡
す
る
勇
気
す
ら
持
て
な
い
薄
情
者
の
自
分
が
こ
こ
に
い
る
。

世
界
で
起
こ
っ
て
い
る
戦
火
に
よ
っ
て
お
亡
く
な
り
に
な
ら
れ
た
方
、
負
傷
さ
れ
た
方
、
住
処
を
無
く
さ

れ
た
方
に
対
し
て
も
連
日
に
亘
っ
て
、
報
道
が
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
事
に
対
し
て
も
、
た
だ
何
も
出
来
ず

に
い
る
私
自
身
の
無
力
さ
と
非
力
と
薄
情
者
の
事
実
が
白
日
の
下
に
晒
さ
れ
て
く
る
今
日
こ
の
頃
で
あ
る
。

い
つ
の
時
代
に
あ
っ
て
も
、
天
変
地
異
と
戦
火
の
中
を
生
き
て
来
た
の
が
人
間
の
歴
史
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
の
歴
史
の
中
で
苦
し
み
、
迷
い
、
怯
え
、
不
安
を
抱
え
な
が
ら
生
き
て
行
く
中
で
、
人
は
、
哲
学
や
文
学

を
求
め
た
り
、
自
分
を
問
う
て
く
る
宗
教
を
求
め
た
り
し
て
き
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
今
、
悲
し
み
を
縁

と
し
て
新
た
な
る
何
か
を
求
め
て
、
人
生
の
節
目
に
立
っ
て
お
ら
れ
る
方
々
も
多
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

人
間
は
、
誰
も
が
生
き
る
な
か
で
、
幾
度
も
の
節
目
を
迎
え
る
。
ま
た
、
そ
の
中
で
迷
い
、
苦
し
み
、
怯

え
、
不
安
を
感
じ
て
い
る
。

「
不
安
取
ら
れ
た
ら
生
き
よ
う
な
い
わ
。
不
安
は
わ
た
し
の
い
の
ち
だ
か
ら
」
と
、
山
崎
ヨ
ン
氏
（
金
沢

市
の
御
門
徒
）
は
述
懐
さ
れ
た
。

私
自
身
も
当
に
、
今
、
人
生
の
節
目
に
立
っ
て
い
る
一
人
で
あ
る
。
そ
の
一
つ
は
、
昨
年
来
、
自
ら
の
悩

み
で
も
あ
っ
た
癌
の
摘
出
手
術
を
今
年
の
二
月
に
約
三
週
間
の
入
院
期
間
を
経
て
終
え
た
。
こ
れ
か
ら
の
歩

み
（
六
月
に
は
、
六
十
五
歳
の
高
齢
者
の
仲
間
入
り
を
す
る
と
い
う
大
き
な
）
節
目
に
あ
っ
て
、
病
（
癌
の

転
移
の
不
安
）
と
老
（
出
来
て
い
た
こ
と
が
出
来
な
く
な
る
怯
え
）
の
不
安
だ
ら
け
で
あ
る
。
ま
た
、
今
一

つ
は
、
五
月
に
竣
工
を
迎
え
る
当
院
の
今
ま
で
の
歩
み
と
、
こ
れ
か
ら
の
歩
み
の
節
目
（
別
院
の
運
営
や
教

化
の
難
し
さ
へ
の
悩
み
）
を
迎
え
、
こ
の
先
の
緊
張
と
悩
み
で
充
ち
満
ち
て
い
る
の
が
正
直
な
と
こ
ろ
で
あ

る
。不

安
も
悩
み
も
怯
え
も
、
苦
し
み
も
無
く
し
た
い
。
そ
れ
が
人
間
の
本
音
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
そ
れ

ら
を
無
く
せ
ば
、
同
時
に
生
き
る
力
そ
の
も
の
も
萎
え
て
く
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

不
安
や
悩
み
や
怯
え
や
苦
し
み
を
生
き
て
い
く
原
動
力
と
し
て
、
「
私
自
身
の
事
実
を
仏
法
に
聞
い
て
い

く
」
と
い
う
こ
と
こ
そ
が
、
私
を
動
か
せ
る
原
動
力
な
の
か
も
し
れ
な
い
と
、
私
自
身
今
、
思
わ
せ
ら
れ
る

こ
と
で
あ
る
。

定
例
法
座
「三
日
講
」の
ご
案
内

本
堂
、
庫
裏
の
工
事
に
伴
い
、
場
所
の
変

更
や
中
止
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
し

た
「
三
日
講
」
を
、
四
月
よ
り
再
開
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
。

こ
れ
ま
で
参
加
さ
れ
て
い
た
方
だ
け
で
な

く
、
少
し
興
味
を
持
た
れ
て
い
る
方
も
、
是

非
ご
参
加
く
だ
さ
い
。
三
日
講
費
等
の
詳
細

に
つ
い
て
は
、
別
院
ま
で
お
問
合
せ
く
だ
さ

い
。

四
月
十
三
日
（
土
）
十
時
～

味
読
正
信
偈

四
月
二
十
三
日
（
火
）
十
時
～

歎
異
抄
を
読
む

庫
裏
寺
務
所
棟

会
館
棟

完
成

約
二
年
に
わ
た
る
庫
裏
寺
務
所
、
会
館
棟

の
工
事
が
完
了
し
ま
し
た
。
引
き
続
き
土
木

工
事
等
の
残
工
事
が
行
わ
れ
ま
す
。

二
面
よ
り
、
建
物
内
の
詳
細
に
つ
い
て
掲

載
し
て
い
ま
す
の
で
、
ご
覧
く
だ
さ
い
。

私
を
動
か
せ
て
い
る
大
き
な
力

災
害
救
援
義
援
金
箱

設
置

当
院
で
は
、
世
界

で
広
ま
る
戦
火
、
能

登
半
島
や
そ
の
他
の

災
害
に
対
す
る
支
援

と
し
て
、
本
堂
内
に

災
害
救
援
義
援
金
箱

を
設
置
し
、
義
援
金

を
募
っ
て
お
り
ま
す
。

御
参
詣
の
折
に
は
、

是
非
皆
様
の
御
協
力
、

お
願
い
申
し
上
げ
ま

す
。



法
要

報
告

歳
暮
勤
行

十
二
月
三
十
一
日
午
後
四

時
よ
り
、
別
院
本
堂
に
て
歳

暮
勤
行
が
厳
修
さ
れ
ま
し
た
。

一
年
の
節
目
と
し
て
、
勤

行
後
列
座
の
感
話
・
輪
番
に

よ
る
法
話
が
あ
り
ま
し
た
。

修
正
会

一
月
一
日
午
前
八
時
よ
り
、

年
始
の
修
正
会
が
厳
修
さ
れ

ま
し
た
。
当
院
は
、
こ
の
一

日
を
始
ま
り
と
し
て
、
毎
日

和
讃
を
回
り
口
（
一
か
ら
順

番
に
）
で
お
勤
め
し
て
お
り

ま
す
。

勤
行
の
後
、
輪
番
よ
り
新

年
の
挨
拶
・
法
話
が
あ
り
ま

し
た
。

※

整
備
事
業
の
為
、
本
年
も

別
院
新
年
会
は
中
止
と
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

整
備
事
業
報
告

年
明
け
の
二
〇
二
四
年
一
月
中
旬
よ
り
、
京
都
市
建
築
課
そ
の
他
各
所
に
よ
る
検
査
が
行

わ
れ
、
一
月
二
十
九
日
に
工
事
業
者
様
よ
り
正
式
に
建
物
が
引
き
渡
し
さ
れ
ま
し
た
。

書
院
棟

今
後
別
院
の
寺
務
の
拠
点
と
な
る
棟
が
書
院

棟
と
な
り
ま
す
。
正
面
玄
関
入
口
上
の
屋
根
に

は
、
以
前
の
庫
裏
に
あ
り
ま
し
た
破
風
が
施
工

さ
れ
て
い
ま
す
。
玄
関
正
面
を
入
り
ま
す
と
、

畠
中
光
享
師
作
の
「
初
転
法
輪
」
の
絵
が
か
け

ら
れ
て
い
ま
す
。
厨
房
、
会
議
室
等
の
什
器
も

搬
入
さ
れ
、
様
々
な
教
化
活
動
や
お
斎
の
場
と

な
る
準
備
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
今
回
の
整
備
事
業
に
際
し
て
、
夜
間

は
別
院
施
設
全
館
に
セ
コ
ム
の
警
備
が
か
け
ら

れ
ま
す
。

会
館
棟

会
館
棟
に
は
、
一
階
に
法
要

ホ
ー
ル
（
ご
門
徒
の
法
事
・
葬
儀

の
会
場
）
が
あ
り
、
二
階
に
は
納

骨
堂
が
で
き
ま
す
。
二
月
中
旬
に

京
仏
具

小
堀
様
に
納
骨
壇
一
式

を
納
入
い
た
だ
き
ま
し
た
。

法
要
ホ
ー
ル

法
要
ホ
ー
ル
の
お
内
仏
を
、
京

仏
具
小
堀
様
に
納
入
い
た
だ
き
ま

し
た
。

納
骨
堂

多
く
の
ご
門
徒
方
か
ら
も
お
問

合
せ
を
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
、

納
骨
壇
の
搬
入
が
完
了
し
ま
し
た
。

納
骨
堂
を
ご
検
討
さ
れ
て
い
る
方

は
、
一
度
現
地
を
見
て
い
た
だ
く

こ
と
も
可
能
で
す
の
で
、
見
学
の

ご
希
望
の
方
は
別
院
ま
で
ご
連
絡

く
だ
さ
い
。
正
式
な
ご
案
内
は
、

準
備
が
整
い
次
第
、
ご
連
絡
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
。

↑修正会の法話

↑ 畠中光享師作「初転法輪」

当
院
の
竣
工
に
つ
い
て

三
月
現
在
の
時
点
で
は
、
当
院
の
工
事
が
終
わ
り
竣
工
と
な
る
の
が
５
月
以
降
の

予
定
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

残
工
事
と
し
て
外
構
、
庭
園
、
舗
装
工
事
な
ど
が
残
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
ご
来

院
の
際
は
事
前
に
ご
連
絡
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

御
寄
付
御
礼

披
露

こ
の
度
の
岡
崎
別
院
総
合
整
備
事
業
に
際
し
ま
し
て
、
現
在
、
左
記

の
如
く
貴
重
な
御
懇
志
を
賜
り
ま
し
た
。

紙
面
を
お
借
り
し
て
改
め
て
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
と
共
に
、
こ

こ
に
御
進
納
者
様
方
を
ご
披
露
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
有
縁
の
皆
様

に
は
、
今
後
と
も
ご
理
解
、
ご
支
援
の
程
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ

ま
す
。

御
寺
院
様

岡
崎
別
院
奉
賛
会
様

庭
園
池
浄
水
設
備
一
式

本
堂
・
山
門
幕
一
式

山
城
第
二
組

唯
明
寺

亀
田

晃
巖
様

壱
佰
萬
円

山
城
第
二
組

圓
重
寺

小
山

洋
様

壱
佰
萬
円

山
城
第
二
組

澄
江
寺

菅
原

信
顕
様

壱
佰
萬
円

山
城
第
二
組

専
光
寺

中
川

専
精
様

壱
佰
萬
円

山
城
第
二
組

徳
圓
寺

細
川

成
之
様

壱
佰
萬
円

山
城
第
一
組

新
道
寺

磯
野

淳
様

壱
佰
萬
円

山
城
第
一
組

正
林
寺

大
橋

法
子
様

壱
佰
萬
円

某
氏

壱
拾
萬
円

某
氏

壱
拾
萬
円

御
門
徒
三
日
講
員
等
関
係
者
様

上
島
三
代
子
様

壱
佰
萬
円

法
名

釈
由
蓮

伍
拾
萬
円

某
氏

参
拾
萬
円

元
山
城
第
二
組
門
徒
会
会
長

狩
野
耕
様

壱
佰
萬
円

池
田

尚
史
様

岡
本

修
様

北
海
道
第
十
六
組
昭
法
寺

伊
藤

考
順
様

旭
川
市

塚
本

信
樹
様

お
内
仏
の
納
入

書
院
棟
一
階
の
座
敷
（
四
十
八
畳
）
に
、
以

前
の
書
院
に
あ
っ
た
お
内
仏
を
、
こ
の
度
若
林

仏
具
様
に
修
復
し
納
入
い
た
だ
き
ま
し
た
。
お

内
仏
の
左
右
に
は
、
畠
中
光
享
師
作
の
蓮
の
絵

が
描
か
れ
た
襖
が
入
り
ま
し
た
。

↑ 書院のお内仏と畠中光享師の蓮の絵

入
仏
式

書
院
、
法
要
ホ
ー
ル
、
納

骨
堂
に
納
入
さ
れ
た
お
内
仏

に
て
、
三
月
四
日
に
入
仏
式

を
執
り
行
い
ま
し
た
。

こ
れ
か
ら
こ
の
ご
本
尊
の

前
で
、
こ
れ
ま
で
別
院
に
御

縁
の
あ
る
方
、
こ
れ
か
ら
新

し
く
御
縁
を
い
た
だ
い
て
い

く
方
々
と
共
々
に
、
合
掌
礼

拝
、
仏
法
聴
聞
し
て
い
く
場

所
と
し
て
開
か
れ
て
い
き
ま

す
。

↑法要ホール入仏式

し
ょ
て
ん
ぽ
う
り
ん

初
転
法
輪

釈
尊
の
最
初
の
説
法
の
こ
と
で
あ
り
、
か
つ

て
の
仲
間
で
あ
る
五
人
の
修
行
者
達
（
五
比

丘
）
に
語
ら
れ
た
の
が
始
ま
り
で
す
。
そ
の
御

教
え
が
、
先
人
た
ち
に
よ
り
語
り
伝
え
ら
れ
、

今
の
私
た
ち
ま
で
相
続
さ
れ
て
い
ま
す
。
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