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輪番 福田大

の
か
と
い
う
不
安
や
疑
問
を
も
た
れ
た
こ
と
で

し
ょ
う
。
そ
う
い
う
、
そ
れ
ま
で
の
疑
問
・
行
き

詰
ま
り
・
絶
望
を
丁
寧
に
聞
い
て
い
た
だ
き
、
分

か
っ
て
い
た
だ
き
、
共
感
し
て
い
た
だ
い
て
、

「
こ
の
尊
敬
で
き
る
師
を
全
面
的
に
信
頼
し
、
そ

の
お
言
葉
通
り
に
歩
ん
で
い
く
よ
り
ほ
か
に
自
分

の
進
む
道
は
無
い
」
と
、
方
向
が
定
ま
り
、
往
生

浄
土
の
確
か
な
歩
み
が
始
ま
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

そ
れ
ま
で
に
も
、
「
浄
土
三
部
経
」
を
隅
々
ま

で
学
び
、
念
仏
を
実
践
し
て
こ
ら
れ
た
に
違
い
あ

り
ま
せ
ん
が
、｢

よ
き
人
の
仰
せ｣

つ
ま
り
法
然
上

人
か
ら
語
ら
れ
た
言
葉
は
、
干
天
の
慈
雨
の
よ
う

に
、
宗
祖
の
全
身
に
し
み
こ
ん
で
い
き
、
確
信
を

持
っ
て
数
多
の
雑
行
と
決
別
し
、｢

本
願
を
信
じ
念

仏
申
す｣

以
外
に
自
分
の
で
き
る
こ
と
は
無
い
と
、

｢

無
碍
の
一
道｣

を
貫
い
て
い
か
れ
た
と
思
い
ま
す
。

私
た
ち
の
日
常
の
発
想
は
、
ど
う
し
て
も｢

等
価

交
換｣

、
つ
ま
り
ギ
ブ
・
ア
ン
ド
・
テ
イ
ク
に
な
り

ま
す
。
つ
ま
り
、
欲
し
い
モ
ノ
は
必
要
な
対
価

（
貨
幣
）
を
支
払
う
こ
と
で
得
ら
れ
る
し
、
労
働

を
提
供
し
た
ら
当
然
そ
の
対
価
を
要
求
で
き
る
は

ず
と
い
う
発
想
で
す
。
物
品
の
み
な
ら
ず
、
地
位

で
あ
っ
た
り
資
格
で
あ
っ
た
り
、
高
い
評
価
や
達

成
を
得
る
に
も
、
そ
れ
相
応
の
「
努
力
と
い
う
対

価
」
を
払
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。

「
こ
れ
が
欲
し
け
り
ゃ
い
く
ら
払
え
」
「
こ
れ

だ
け
働
い
た
の
だ
か
ら
い
く
ら
払
え
」
。
そ
う
し

て
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
も
こ
と
も
貨
幣
に
換
算
す
る

と
い
う
こ
と
が
、
我
々
の
身
に
染
み
つ
い
て
し
ま

う
わ
け
で
す
。
例
え
ば
、
子
育
て
の
最
中
に
「
こ

ん
な
一
文
に
も
な
ら
ん
子
育
て
を
す
る
よ
り
も
、

パ
ー
ト
で
働
い
た
ら
い
く
ら
も
ら
え
る
は
ず
な
の

に
」
み
た
い
な
こ
と
が
頭
を
よ
ぎ
っ
て
し
ま
う
。

真
宗
大
谷
派
岡
崎
別
院

落
慶
法
要
に
寄
せ
て

真
宗
大
谷
派
善
照
寺

落
慶
法
要
講
師

真
城

義
麿

そ
う
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
ま

た
、
等
価
交
換
を
上
回
っ
て
儲
け
る
た
め
に
は

効
率
化
、
生
産
性
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
う

す
る
と
、
何
が
ど
の
ぐ
ら
い
で
き
る
か
と
い
う

こ
と
で
人
間
が
選
別･

序
列
化
さ
れ
、
場
合
に

よ
っ
て
は
排
除
さ
れ
て
い
く
の
で
す
。
そ
の
世

界
は
、
で
き
な
い
者
の
居
場
所
は
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
れ
は
、
仏
道
修
行
に
も
反
映
さ
れ
て
し
ま

い
ま
す
。
何
か
を
得
る
に
は
相
応
の
対
価
（
努

力
）
を
払
わ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
考
え
方
で

す
。
こ
れ
だ
け
の
学
問
を
積
み
修
行
を
成
し
遂

げ
な
け
れ
ば
、
仏
道
の
高
い
境
地
に
達
す
る
こ

と
な
ど
あ
り
得
な
い
と
い
う
考
え
が
、
い
わ
ば

常
識
で
あ
っ
た
で
し
ょ
う
。
逆
に
言
え
ば
、
あ

れ
ほ
ど
の
修
行
を
成
就
さ
れ
た
あ
の
僧
は
す
ご

い
と
の
評
価
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
は
お
し
な
べ

て
、
主
語｢

私
は｣

「
私
が
」
の
世
界
で
す
。
私

は
自
ら
の
苦
悩
を
自
覚
し
て
、
私
が
発
心
し
て
、

私
が
出
家
し
て
、
私
が
戒
律
を
守
り
、
私
が
学

問
を
積
み
、
私
が
様
々
な
修
行
を
行
っ
て
、
私

が
自
己
点
検
し
て
、
私
が
改
善
し
て
・
・
・
と
。

し
か
し
、
自
ら
を
愚
者
と
し
て
、
阿
弥
陀
如

来
の
本
願
他
力
を
信
じ
お
任
せ
し
、
ひ
た
す
ら

念
仏
申
す
法
然
上
人
と
時
間
を
と
も
に
し
、
そ

の
お
言
葉
に
耳
を
傾
け
て
、
実
は｢

私
が｣

と
い

う
そ
の｢

私｣

は
、
そ
の
前
に｢

如
来
が
私
の
た
め

に
（
私
の
こ
と
を
）｣

が
あ
っ
て
初
め
て
成
り

立
っ
て
い
た｢

私｣

で
あ
っ
た
。
そ
の
圧
倒
的
な

本
願
他
力
の
は
た
ら
き
が
す
で
に
私
の
身
に
成

就
し
て
、
念
仏
申
す
私
は
す
で
に
阿
弥
陀
の
浄

土
の
定
聚
の
数
に
入
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
確

信
に
な
っ
て
い
く
の
で
し
ょ
う
。

ま
た
、
仏
教
の
根
本
真
理
は｢

縁
起
法｣

で
す
。

｢

因
は
縁
に
ふ
れ
て
果
と
な
る｣

つ
ま
り
、｢

私

が｣

ど
う
一
生
懸
命
取
り
組
も
う
が
、
縁
は
多
方

面
に
無
限
に
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
私
の
思
う
よ

う
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
不
如
意
で
す
。｢

私
が｣

か
ら
始
ま
る
自
力
は
無
功
な
の
で
す
。
た
ま
た

ま
縁
に
恵
ま
れ
て
上
手
く
い
っ
た
よ
う
な
気
に

な
る
こ
と
は
あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
自
ら
の
気
力

努
力
で
体
力
知
力
の
限
り
を
尽
く
せ
ば
成
就
す

る
は
ず
と
い
う
の
は
、
傲
岸
で
す
。

二
十
年
間
の
比
叡
山
で
の
戒
律･

学
問･

修
行

は
、
自
力
聖
道
門
と
い
う
私
の
知
恵
と
努
力
の

狭
小
な
営
み
で
あ
っ
た
と
知
ら
さ
れ
て
、
だ
か

ら
こ
そ
阿
弥
陀
の
本
願
と
は
た
ら
き
が
、
こ
の

私
の
た
め
に
注
が
れ
て
い
る
の
だ
と
。
「
弥
陀

の
五
劫
思
惟
の
願
を
よ
く
よ
く
案
ず
れ
ば
、
ひ

と
え
に
親
鸞
一
人
が
た
め
な
り
け
り
」
と
、
如

来
は
自
分
の
救
い
を
目
当
て
に
出
現
さ
れ
、
私

の
た
め
に
は
た
ら
き
続
け
、
呼
び
か
け
て
く
だ

さ
っ
て
い
る
こ
と
に
目
覚
め
ら
れ
た
の
で
し
た
。

親
鸞
聖
人
に
と
っ
て
、
身
を
受
け
た
時
代
が

末
法
濁
世
で
あ
り
、
経
や
論
と
い
う
教
え
を
示

す
聖
教
は
あ
る
も
の
の
、
実
り
あ
る
修
行
が
実

り
に
至
る
と
い
う
こ
と
も
、
つ
ま
り
教
は
あ
っ

て
も
行
も
証
も
あ
り
得
な
い
と
い
う
中
で
、
行

き
詰
ま
り
絶
望
す
る
し
か
な
い
と
思
わ
れ
て
い

ま
し
た
。
聖
人
の
苦
悩
も
そ
こ
に
あ
っ
た
と
思

わ
れ
ま
す
。
し
か
し
、
法
然
上
人
か
ら
示
さ
れ

た
教
え
と
実
践
の
中
に
、
念
仏
（
行
）
、
正
定

聚
（
証
）
と
、
教
行
証
そ
ろ
っ
た
仏
道
が
す
で

に
開
か
れ
て
い
た
と
確
信
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
。

『
教
行
信
証
』
の
結
語
と
も
い
う
べ
き
後
序
に

「
ひ
そ
か
に
お
も
ん
み
れ
ば
、
聖
道
の
諸
教
は

行
証
久
し
く
廃
れ
、
浄
土
の
真
宗
は
証
道
い
ま

盛
ん
な
り
」
と
あ
り
ま
す
。

ふ
か
き
み
法
に
あ
い
ま
つ
る

「
貨
幣
が
大
地
を
殺
す
」
（
あ
る
い
は｢

貨
幣
が

出
る
と
大
地
が
死
ぬ｣

）
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま

す
。
等
価
交
換
を
前
提
と
し
て
対
価
を
払
う
発

想
が
席
巻
す
る
と
、
何
の
見
返
り
も
求
め
ず

黙
っ
て
あ
ら
ゆ
る
い
の
ち
を
平
等
に
支
え
て
く

だ
さ
る｢

大
地｣

が
分
か
ら
な
く
な
る
と
い
う
こ

と
で
し
ょ
う
。｢

大
地｣

は
恵
み
で
あ
り
利
他
の

は
た
ら
き
で
す
。
こ
れ
は｢

自
力
が
他
力
を
殺

す｣

と
い
う
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。
自
力
を
尽
く

し
（
私
は
努
力
と
い
う
対
価
を
払
っ
）
て
い
る

と
思
っ
て
い
る
こ
の
私
を
、
実
は
黙
っ
て
た
だ

支
え
て
い
る
大
地
が
あ
る
こ
と
に
思
い
が
至
り

ま
せ
ん
。
「
煩
悩
障
眼
雖
不
見
」
で
す
ね
。

こ
の
岡
崎
別
院
の
地
が
、
宗
祖
親
鸞
聖
人
が

「
ふ
か
き
み
法
（
本
願
他
力
念
仏
の
教
え
）
に

あ
い
ま
つ
る
」
の
地
で
あ
り
、
現
在
の
私
た
ち

の
と
こ
ろ
ま
で
「
本
願
他
力
念
仏
の
教
え
」
が

届
け
ら
れ
て
い
る
原
点
な
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
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元
旦
朝
七
時
よ
り
、

修
正
会
が
お
勤
ま
り
に
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り
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し
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。

両
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と
も
、
当
院
輪
番
よ

り
御
法
話
が
あ
り
、
一
年
の

節
目
と
し
て
御
門
徒
や
三

日
講
員
、
近
隣
の
方
が
お

参
り
さ
れ
ま
し
た
。
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結
婚
式
の

ご
報
告

一
月
二
十
六
日

内
田

裕
之
さ
ん

睦

さ
ん

結
婚
式
予
約
状
況
に
つ
い
て

結
婚
式
は
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
。
岡
崎
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
。予

約
状
況

・
四
月
六
日

某
氏

・
四
月
二
十
日

某
氏

・
五
月
十
七
日

某
氏

岡崎別院総合整備

落慶法要特別号

四月二十六日（土）
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落慶法要

四
月
十
九
日
（
土
）

別
院
落
語
会

四
月
二
十
六
日
（
土
）

総
合
整
備
落
慶
法
要

五
月
十
一
日
（
日
）

お
か
ざ
き
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル

五
月
二
十
三
日
（
金
）

三
日
講

「
歎
異
抄
を
読
む
」

六
月
十
三
日
（
金
）

三
日
講

「
味
読
正
信
偈
」

六
月
二
十
三
日
（
月
）

三
日
講

「
蓮
如
上
人
を
訪
ね
て
」

有
縁
の
皆
様
へ

各
種
行
事
の
御
案
内

宗
祖
親
鸞
聖
人
の
求
道
の
歩
み
に
お
い
て
、
そ

の
後
の
方
向
が
決
ま
る
大
転
換
に
大
変
ご
縁
の
あ

る
と
伝
え
ら
れ
る
こ
こ
岡
崎
別
院
が
リ
ニ
ュ
ー
ア

ル
し
、
落
慶
法
要
が
勤
修
さ
れ
ま
す
。
ま
こ
と
に

あ
り
が
た
い
こ
と
と
、
心
か
ら
お
慶
び
申
し
上
げ

ま
す
。
こ
の
地
に
在
す
と
き
、
親
鸞
聖
人
が
ど
れ

ほ
ど
の
喜
び
と
感
謝
を
持
っ
て
法
然
上
人
と
出
遇

わ
れ
た
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。

福
田
大
別
院
輪
番
、
亀
田
晃
巌
委
員
長
を
先
頭

に
、
総
合
整
備
事
業
の
計
画
か
ら
実
施
そ
し
て
完

成
、
さ
ら
に
は
落
慶
法
要
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
ご
苦

労
が
あ
っ
た
に
違
い
な
い
と
存
じ
ま
す
が
、
皆
様

の
強
い
願
い
が
熱
意
と
な
っ
て
、
多
く
の
方
々
の

賛
同･

共
感
を
得
て
、
こ
の
現
在
の
形
と
な
っ
た
こ

と
で
し
ょ
う
。
心
よ
り
敬
意
と
感
謝
を
申
し
上
げ

ま
す
。

往
生
浄
土
の
確
か
な
歩
み

さ
て
宗
祖
親
鸞
聖
人
は
、
そ
れ
ま
で
二
十
年
間

の
比
叡
山
生
活
で
、
ど
れ
ほ
ど
の
師
に
出
会
わ
れ

た
か
。
教
え
て
く
れ
る
師
、
叱
り
褒
め
て
く
れ
る

師
、
ヒ
ン
ト
を
く
れ
る
師
、
不
充
分
を
指
摘
す
る

師
・
・
・
。
し
か
し
、
法
然
上
人
は
、
丁
寧
に
聞

い
て
く
だ
さ
り
、
分
か
っ
て
く
だ
さ
り
、
共
感
し

て
く
だ
さ
る
師
で
あ
り
ま
し
た
。

こ
の
末
法
（
教
行
証
の
う
ち
行
も
証
も
失
わ
れ

て
い
る
）
の
世
に
、
自
ら
の
知
恵
と
努
力･

気
力
の

限
り
を
尽
く
し
、
命
が
け
で
仏
道
の
高
み
を
目
指

し
て
精
進
し
て
き
た
が
、
そ
の
達
成
の
困
難
さ
に

立
ち
つ
く
し
て
お
ら
れ
た
の
が
、
二
十
九
歳
の
親

鸞
聖
人
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
し
か
し
同
時

に
、
自
ら
の
能
力
の
限
界
と
煩
悩
の
根
深
さ
を
思

い
知
り
、
そ
う
い
う
自
分
が
こ
の
進
み
方
で
良
い

左
記
の
如
く
執
り
行
い
ま
す
の
で
、

万
障
お
繰
り
合
わ
せ
の
上
、
御
参
詣

く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
、
よ
ろ
し
く
お

願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

（
落
慶
法
要
に
伴
い
、
例
年
と
は
予

定
が
大
幅
に
変
更
し
て
お
り
ま
す
の

で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
）

忘
年
会
・
新
年
会

二
〇
二
四
年
大
晦
日
の
午
後
三
時
よ
り
、
歳
暮
勤
行
が
お
勤

ま
り
に
な
り
ま
し
た
。

ま
た
年
が
明
け
た
二
〇
二
五
年
元
旦
朝
七
時
よ
り
、
修
正
会
が

お
勤
ま
り
に
な
り
ま
し
た
。

両
日
と
も
、
当
院
輪
番
よ
り
御
法
話
が
あ
り
、
一
年
の
節
目
と

し
て
御
門
徒
や
三
日
講
員
、
近
隣
の
方
が
お
参
り
さ
れ
ま
し
た
。

列
座
の
つ
ぶ
や
き

当
院
に
て
結
婚
式
を
挙
げ
ら
れ
た
ご
夫
婦
は
、
挙
式

後
の
食
事
も
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

「
移
動
時
間
は
短
い
方
が
良
い
」
「
そ
れ
ほ
ど
大
人

数
は
呼
ば
ず
、
近
し
い
方
の
み
で
披
露
宴
を
し
た
い
」

と
い
う
方
は
、
是
非
一
度
見
学
い
た
だ
き
、
別
院
に
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

各
種
会
費
の
お
願
い

四
月
よ
り
新
年
度
と
な
り
ま
す
。
例
年
、
御
門
徒
の
皆
様
に
は
年
間
維

持
費
、
三
日
講
の
方
に
は
三
日
講
費
を
お
願
い
し
て
お
り
ま
す
。
同
封
の

御
案
内
を
お
読
み
い
た
だ
き
、
ご
協
力
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

ま
た
、
今
年
度
よ
り
、
納
骨
堂
に
お
け
る
「護
持
会
費
」に
つ
い
て
も
、
該

当
者
に
御
案
内
を
同
封
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

ご
理
解
と
ご
協
力
の
ほ
ど
、
何
卒
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

毎
朝
７
時
の

お
あ
さ
じ
に
お
参
り
く
だ
さ
い

別
院
で
は
、
毎
朝
七
時
頃
よ
り
晨
朝
勤

行
（
朝
の
お
勤
め
）
を
勤
め
て
お
り
ま
す
。

近
隣
に
お
住
い
の
方
や
、
隣
接
す
る
ホ

テ
ル
の
宿
泊
者
な
ど
、
様
々
な
方
面
か
ら

お
参
り
に
来
ら
れ
て
い
ま
す
。

勤
行
中
は
出
入
り
自
由
で
す
の
で
、
是

非
毎
朝
の
習
慣
と
し
て
、
お
参
り
く
だ
さ

い
。

本
山
の
「
春
の
法
要
」
に
お
い
て

当
院
落
慶
法
要
の
広
告
が
流
れ
ま
す

四
月
一
日
～
五
日
に
本
山
に
て
お
勤
ま
り
に

な
る
、
「
春
の
法
要
」
に
お
い
て
、
堂
内
の
モ

ニ
タ
ー
と
ラ
イ
ブ
配
信
の
画
面
に
、
当
院
落
慶

法
要
の
広
告
が
配
信
さ
れ
ま
す
。

本
山
参
拝
の
折
、
是
非
併
せ
て
ご
覧
く
だ
さ

い
。ま

た
、
当
院
の
紹
介
動
画
も
合
わ
せ
て
作
成

い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

お
煤
払
い

五月十一日（日） おかざき
フェスティバル

二
〇
二
四
年
十
二
月
二
十
三
日
に
、
当
院
の
お
煤
払
い
が
行
わ

れ
ま
し
た
。
例
年
は
畳
を
た
た
き
ほ
こ
り
を
外
に
出
し
て
お
り
ま

し
た
が
、
整
備
を
終
え
最
初
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
掃
除
機
や

窓
ふ
き
を
中
心
と
し
た
掃
除
を
参
加
者
職
員
総
出
で
行
い
ま
し

た
。当

日
ご
参
加
い
た
だ
い
た
皆
様
に
は
、
紙
面
を
お
借
り
し
て
御

礼
申
し
上
げ
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

当
院
で
の
披
露
宴

真
城

義
麿

愛
媛
県
生
ま
れ
、
四
国
教
区
善
照
寺
住
職
。

大
谷
大
学
大
学
院
修
士
課
程
修
了
（
仏
教
学
専

攻
）
。
大
谷
中
高
等
学
校
教
諭
、
大
谷
中
高
等

学
校
長
、
真
宗
大
谷
学
園
専
務
理
事
等
を
歴
任
。

著
書
は
、
「
あ
な
た
が
あ
な
た
に
な
る
４
８

章
」
「
ぶ
っ
き
ょ
う
の
ぶ
っ
ー
仏
教
は
じ
め
の

一
歩
ー
」
「
成
人
し
た
あ
な
た
へ
」
「
幸
せ
の

見
つ
け
方
（
Ｃ
Ｄ
）
」
「
仏
教
な
る
ほ
ど
相
談

室
」
（
以
上

東
本
願
寺
出
版
）
な
ど
多
数
。

法
要
会
館
の
御
案
内

総
合
整
備
事
業
に
お
い
て
竣
工
し
ま

し
た
法
要
会
館
で
は
、
法
事
や
葬
儀
も

執
り
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

通
夜
の
後
は
、
少
人
数
の
ご
家
族
で

宿
泊
す
る
こ
と
も
可
能
で
す
。
故
人
を

通
し
て
、
縁
の
あ
る
方
々
が
語
り
合
い
、

そ
の
時
を
共
に
過
ご
す
場
と
し
て
、
是

非
お
使
い
く
だ
さ
い
。
部
屋
か
ら
は
、

岡
崎
別
院
の
庭
園
が
一
望
で
き
ま
す
。

ま
た
、
以
前
と
同
様
に
、
規
模
の
大

き
い
葬
儀
を
本
堂
に
て
執
り
行
う
こ
と

も
可
能
で
す
。

法
要
会
館
の
使
用
に
つ
い
て
ご
相
談

が
あ
り
ま
し
た
ら
、
別
院
寺
務
所
ま
で

お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

令和７年（2025年）４月１日 岡崎別院 鏡池だより岡崎別院総合整備落慶法要特別号 第６３号

気
づ
け
ば
、
落
慶
法
要
の
日
が
目
前
と
な
っ
て
き
ま
し

た
。
こ
の
原
稿
を
書
い
て
い
る
現
在
（
三
月
上
旬
）
は
、

ご
参
拝
の
お
返
事
を
取
り
ま
と
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

改
め
て
、
こ
の
岡
崎
別
院
が
多
く
の
御
門
徒
の
思
い
に

よ
っ
て
守
ら
れ
て
き
た
事
実
を
感
じ
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
で

す
。本

当
に
、
こ
う
し
た
節
目
で
し
か
感
じ
ら
れ
な
い
こ
と
、

学
べ
な
い
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
一
つ
一
つ
を
噛

み
し
め
な
が
ら
、
こ
の
法
要
を
お
迎
え
で
き
れ
ば
と
思
っ

て
お
り
ま
す
。

（
松
岡
）

彼
岸
前
仏
具
磨
き

春
季
彼
岸
会
並
永
代
経
の
法
要

を
前
に
、
仏
具
磨
き
を
行
い
ま
し
た
。

こ
れ
ま
で
参
加
し
て
く
だ
さ
っ
て

い
る
方
を
は
じ
め
、
今
回
初
め
て
参

加
さ
れ
た
方
を
含
め
、
約
十
八
名

の
方
に
参
加
い
た
だ
き
ま
し
た
。

お
磨
き
後
は
、
参
加
者
で
カ
レ
ー

を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

三
月
十
五
日

中
久
保

颯
汰

さ
ん

由
梨
乃
さ
ん
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何
事
に
も
、
誰
に
も
節
目
が
あ
る
よ
う
に
念
う
。

お
寺
の
一
年
の
節
目
は
、
春
夏
秋
冬
の
な
か
で
の
仏

事
（
修
正
会
・
春
季
秋
季
彼
岸
会
・
永
代
経
・
盂
蘭

盆
会
・
報
恩
講
）
で
あ
る
。
人
間
の
節
目
に
は
、
誕

生
、
入
学
、
進
学
、
成
人
、
就
職
、
結
婚
、
と
節
目

が
あ
る
よ
う
に
、
私
自
身
も
そ
の
瞬
時
を
経
て
今
こ

こ
に
生
き
て
い
る
。

当
院
に
お
い
て
も
、
幾
つ
も
の
節
目
を
経
て
き
て

い
る
。
親
鸞
聖
人
が
法
然
上
人
の
下
へ
、
教
え
を
聞

く
た
め
「
百
か
日
、
降
る
に
も
照
る
に
も
、
い
か
な

る
大
事
に
も
、
参
り
て
あ
り
し
に
、
」
（
恵
信
尼
消

息
）
に
通
わ
れ
、
そ
の
当
時
か
ら
住
ま
わ
れ
て
い
た

親
鸞
聖
人
草
庵
か
ら
始
ま
っ
た
こ
こ
岡
﨑
別
院
も
、

東
本
願
寺
第
二
十
代
御
門
首
の
達
如
上
人
に
よ
っ
て

現
在
の
本
堂
（
二
層
式
屋
根
の
道
場
造
り
）
が
建
立

さ
れ
た
。
以
来
、
時
代
の
変
遷
の
な
か
、
地
震
や
台

風
な
ど
の
風
雪
に
耐
え
、
無
数
の
法
座
に
無
数
の
聴

聞
者
を
、
長
年
に
渉
り
包
ん
で
き
た
本
堂
で
あ
る
。

長
年
の
変
遷
の
節
目
を
経
て
、
こ
の
た
び
、
二
〇

二
五
年
四
月
二
六
日
に
は
大
き
な
節
目
と
し
て
の

『
岡
﨑
別
院
総
合
整
備

落
慶
法
要
』
を
厳
修
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
。
長
期
に
亘
り
、
岡
﨑
別
院
の
役

員
を
は
じ
め
御
門
徒
や
三
日
講
員
の
皆
様
方
、
整
備

委
員
や
法
要
委
員
の
皆
様
方
、
真
宗
大
谷
派
宗
務
所

を
は
じ
め
関
係
各
位
の
皆
様
方
、
京
都
教
区
山
城
第

一
組
、
京
都
教
区
山
城
第
二
組
の
住
職
・
坊
守
・
老

僧
・
若
院
、
門
徒
会
、
等
の
多
く
の
方
々
や
関
係
各

社
の
御
尽
力
と
ご
協
力
に
よ
っ
て
円
成
で
き
る
こ
と

で
あ
り
ま
す
。
こ
の
紙
面
を
お
借
り
し
て
こ
こ
に
深

く
御
礼
を
申
し
上
げ
る
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。

今

後
は
、
こ
の
節
目
『
岡
﨑
別
院
総
合
整
備

落
慶
法

要
』
を
大
切
な
機
縁
と
し
て
、
親
鸞
聖
人
岡
崎
草
庵

蹟
の
当
院
と
し
て
は
、
お
寺
が
担
わ
れ
て
い
る
人
生

の
節
目
を
法
縁
の
機
縁
に
し
て
い
き
た
い
。

節
目
が
織
り
成
す
仏
法
の
縁

～
『
岡
﨑
別
院
総
合
整
備

落
慶
法
要
』
を
機
縁
と
し
て
～

輪
番

福
田

大

総
合
整
備
の
集
大
成

来
る
四
月
二
十
六
日
に
、
「
岡
崎

別
院
総
合
整
備
落
慶
法
要
」
が
勤
ま

り
ま
す
。

法
要
に
関
し
て
は
、
近
隣
の
御
寺

院
方
や
有
識
者
で
構
成
さ
れ
る
、

「
法
要
委
員
会
」
が
設
立
さ
れ
、
幾

度
と
な
く
会
議
を
繰
り
返
し
、
計
画

さ
れ
ま
し
た
。

「
法
要
委
員
会
」
で
は
、
「
法
要

部
」
「
祝
賀
部
」
「
イ
ベ
ン
ト
部
」

「
広
報
部
」
の
四
部
門
に
分
か
れ
、

そ
れ
ぞ
れ
に
会
議
を
重
ね
な
が
ら
四

月
を
迎
え
ま
す
。

二
〇
二
一
年
九
月
に
「
動
座
式
」

を
行
い
、
同
年
十
二
月
に
「
起
工

式
」
を
執
り
行
い
ま
し
た
。

七
寶
講
堂
道
場
樹

方
便
化
身
の
浄
土
な
り

十
方
来
生
き
は
も
な
し

講
堂
道
場
禮
す
べ
し

妙
土
廣
大
超
數
現

本
願
荘
厳
よ
り
お
こ
る

清
浄
大
攝
受
に

稽
首
帰
命
せ
し
む
べ
し

自
利
利
他
圓
滿
し
て

帰
命
方
便
巧
荘
厳

こ
ゝ
ろ
も
こ
と
ば
も
た
え
ざ
れ
ば

不
可
思
議
尊
を
帰
命
せ
よ

（
浄
土
和
讃
）

岡
崎
別
院
は
、
親
鸞
聖
人
の
岡

崎
の
草
庵
蹟
と
し
て
、
宗
派
や
地

域
を
超
え
て
多
く
の
方
々
の
聞
法

道
場
と
し
て
守
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

法
要
記
念
行
事
と
し
て
、
別
院
境
内
に
お
い
て

「
お
か
ざ
き
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
」
が
開
催
さ
れ
ま

す
。当

日
は
本
堂
に
て
花
ま
つ
り
が
行
わ
れ
る
他
、

境
内
に
野
外
ス
テ
ー
ジ
が
設
置
さ
れ
、
音
楽
ラ
イ

ブ
が
開
催
さ
れ
ま
す
。
ま
た
子
供
さ
ん
も
楽
し
め

る
体
験
コ
ー
ナ
ー
や
、
キ
ッ
チ
ン
カ
ー
も
出
店
し

ま
す
。

是
非
、
ご
家
族
や
ご
友
人
と
一
緒
に
お
越
し
く

だ
さ
い
。

例
え
ば
、
初
参
式
、
帰
敬
式
、
成
人
式
、
結
婚
式
、

還
暦
式
等
、
生
活
の
な
か
に
あ
る
大
切
な
節
目
の
意
義

を
見
い
出
し
つ
つ
、
報
恩
講
を
は
じ
め
と
し
て
一
年
の

春
夏
秋
冬
の
仏
事
（
修
正
会
・
春
季
秋
季
彼
岸
会
・
永

代
経
・
盂
蘭
盆
会
・
報
恩
講
）
の
な
か
で
、
仏
の
願
わ

れ
た
私
へ
の
願
い
に
聞
い
て
い
く
こ
と
の
出
来
る
場
で

あ
り
つ
づ
け
た
い
。

昨
今
は
、
“
お
寺
離
れ
”
、
“
仏
事
の
簡
略
化
“
の

傾
向
に
あ
る
こ
と
は
皆
様
も
ご
承
知
の
こ
と
だ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
、
何
故
、
“
お
寺
離
れ

”
や
“
仏
事
の
簡

略
化

”
に
な
っ
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
節

目
と
真
向
か
い
に
な
り
、
節
目
を
受
入
れ
難
く
な
っ
た

こ
と
に
起
因
す
る
よ
う
に
、
私
に
は
念
え
て
な
ら
な
い
。

葬
儀
や
法
事
は
、
亡
き
人
に
お
勤
め
す
る
だ
け
の
仏
事

で
は
な
い
。
亡
き
人
が
こ
の
私
に
問
い
続
け
て
い
る

「
生
ま
れ
た
意
義
と
は
何
か
」
、
「
何
を
願
い
と
し
て

生
き
る
の
か
」
、
「
死
ん
で
い
く
身
を
今
、
生
き
て
い

る
。
そ
の
一
大
事
に
出
遇
っ
て
い
る
か
」
、
「
あ
な
た

も
死
ん
で
い
く
の
で
す
よ
」
と
、
そ
の
問
い
を
聞
い
て

い
く
た
め
の
私
に
と
っ
て
の
節
目
で
あ
る
。
亡
き
人
が

生
き
て
こ
ら
れ
た
姿
や
、
面
影
や
、
遺
さ
れ
た
言
葉
か

ら
、
こ
の
私
が
、
今
一
度
問
わ
れ
る
大
き
な
節
目
が
、

葬
儀
や
他
の
仏
事
を
お
勤
め
し
て
い
く
こ
と
の
願
い
で

は
な
か
ろ
う
か
。

人
生
の
節
目
に
私
が
、
こ
の
こ
と
一
つ
を
問
い
つ
づ

け
ら
れ
る
場
と
し
て
の
、
お
寺
の
役
目
が
こ
こ
に
あ
る

よ
う
に
念
う
。
こ
の
一
大
事
を
担
っ
て
い
け
る
場
と
し

て
の
お
寺
で
在
り
続
け
る
こ
と
を
、
皆
様
と
、
共
に
確

認
す
る
た
め
の
大
切
な
節
目
が
、
今
回
の
『
岡
﨑
別
院

総
合
整
備

落
慶
法
要
』
で
あ
る
と
、
私
自
身
、
念
わ

せ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
皆
様
方
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、

こ
の
貴
重
な
節
目
で
あ
る
岡
﨑
別
院
総
合
整
備

落
慶

法
要
に
暇
を
あ
け
て
ご
参
詣
を
頂
き
ま
す
よ
う
、
何
卒
、

御
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

参
拝
者
用
の
当
院
パ
ン
フ
レ
ッ

ト
が
新
し
く
な
っ
て
お
り
ま
す
。

是
非
お
参
り
の
際
に
、
お
持
ち
帰

り
く
だ
さ
い
。

お
か
ざ
き

フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル

５／11

時
代
の
ニ
ー
ズ
が
変
化
し
て

い
く
中
で
、
こ
れ
か
ら
の
時
代

に
お
い
て
も
こ
の
別
院
が
教
え

を
聞
く
道
場
で
あ
り
続
け
、
儀

式
行
事
を
通
し
て
人
と
人
と
が

集
う
場
で
あ
り
続
け
る
為
、
数

多
く
の
設
備
が
一
新
さ
れ
ま
し

た
。館

内
は
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
さ

れ
、
足
腰
が
不
自
由
な
方
に
も

参
拝
し
や
す
い
造
り
と
な
っ
て

い
ま
す
。

↑本堂内は冷暖房が完備され、照明が全て
LEDとなっている。椅子席も完備され、床
暖房も設置された。

落慶法要 タイムスケジュール

四月二十六日（土）

13：00 参拝受付開始

14：00 落慶法要（約１時間）

15：00 御法話

１６：００ 終了予定

～各自で移動していただきます～

１８：００ 祝賀会出席者受付開始

１９：００ 祝賀会（約2時間）

２１：００ 終了予定

御
門
首
・
・
・
真
宗
大
谷
派
の
す
べ
て
の
僧
侶

及
び
門
徒
を
代
表
し
て
、
真
宗
本
廟
の
宗
祖
親

鸞
聖
人
御
真
影
の
お
給
仕
と
仏
祖
崇
敬
の
任
に

あ
た
り
ま
す
。
ま
た
、
僧
侶
及
び
門
徒
の
首
位

に
あ
っ
て
、
同
朋
と
と
も
に
真
宗
の
教
法
を
聞

信
す
る
地
位
と
し
て
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

登高座・表白拝読

御本尊の正面にありま
す礼盤に登り、儀式の
導師を勤めることを、
登高座と言います。ま
た登高座中に、御本尊
の御前にて表白が拝読
されます。

法
要
会
館
完
成

総
合
整
備
に
伴
い
、
法
要
会
館

が
完
成
し
ま
し
た
。
一
階
に
は
葬

儀
な
ど
で
使
わ
れ
る
「
法
要
ホ
ー

ル
」
が
、
二
階
に
は
「
納
骨
堂
」

が
新
た
に
建
設
さ
れ
ま
し
た
。

こ
れ
ま
で
の
お
参
り
、
法
座
等

で
ご
縁
を
結
ん
で
い
た
だ
い
て
い

る
皆
様
に
も
、
当
院
へ
の
納
骨
と

い
う
形
で
、
よ
り
多
く
の
方
に
法

縁
を
結
ん
で
い
た
だ
き
た
く
、
建

設
さ
れ
ま
し
た
。

三
月
現
在
で
も
、
見
学
や
申
込

が
順
次
入
っ
て
き
て
お
り
ま
す
。

ご
検
討
中
の
方
は
、
一
度
別
院
ま

で
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。↑一階法要ホール、二階納骨堂と、

御本尊をお迎えするにあたり入仏式
が院内勤めにて行われた。

↑納骨堂は、随時申込受付しており
ます。様々な種類の納骨壇がありま
すので、是非一度お問合せください。

約
五
十
年
前
の
昭
和
四
十
六

年
に
は
、
三
昼
夜
（
四
日
間
）

に
わ
た
り
、
当
院
に
て
「
宗
祖

親
鸞
聖
人
七
百
回
御
遠
忌
」
が

執
り
行
わ
れ
た
記
録
が
残
っ
て

い
ま
す
。

詳
細
は
不
明
で
す
が
、
残
る

写
真
か
ら
は
、
当
時
の
御
門
首

を
中
心
に
、
多
く
の
方
が
参
拝

さ
れ
て
い
る
様
子
が
伺
え
ま
す
。↑寺務所は二階建てとなり、二階には各種

研修、お斎に使われる会場ができた。
↑庭園も大幅に整備された。別院への参拝
者は、こちらの庭園も散策していただける
こととなっている。

ま
た
、
社
葬
の
会
場
と
し
て
、

県
内
外
か
ら
多
く
の
お
参
り
に
来

ら
れ
る
場
所
で
も
あ
り
ま
し
た
。

時
代
は
変
わ
り
、
葬
儀
の
形
も
変

わ
っ
て
い
き
ま
す
が
、
現
在
も
葬

儀
の
場
と
し
て
も
多
く
の
方
が
当

院
に
足
を
運
ば
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
か
ら
も

聞
法
の
道
場
と
し
て

岡
崎
別
院
総
合
整
備

落
慶
法
要
が
勤
ま
り
ま
す

二
年
以
上
の
期
間
を
要
し
た
整
備

工
事
は
、
昨
年
五
月
に
よ
う
や
く
竣

工
を
迎
え
、
集
大
成
で
あ
る
こ
の
落

慶
法
要
に
向
け
て
進
め
て
ま
い
り
ま

し
た
。

当
日
は
、
本
山
（
真
宗
本
廟
）
よ

り
御
門
首
が
法
要
に
御
出
仕
さ
れ
ま

す
。
ま
た
、
本
山
法
中
（
本
山
か
ら

来
ら
れ
る
僧
侶
方
）
を
始
め
と
し
て
、

山
城
一
組
・
山
城
二
組
の
御
寺
院
か

ら
も
多
く
法
要
に
出
仕
さ
れ
ま
す
。

ま
た
、
お
勤
め
の
後
に
は
、
真
城

義
麿
師
よ
り
御
法
話
を
い
た
だ
き
ま

す
。当

院
の
大
き
な
節
目
と
し
て
、
是

非
皆
様
の
ご
参
拝
お
待
ち
し
て
お
り

ま
す
。

写
真
で
見
る
岡
崎
別
院

二
〇
一
一
年
に
本
山
に
て
お
勤

ま
り
に
な
っ
た
「
宗
祖
親
鸞
聖
人

七
百
五
十
回
御
遠
忌
法
要
」
に
際

し
て
、
当
院
に
て
こ
ど
も
御
遠
忌

が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

御
遠
忌

葬
儀
の
場

↑（３枚）昭和４６年の御遠忌法要当日の様子。
列をなして本堂へ入堂する「庭儀」では、お稚児さんも列に加わり、華やかな様子が伺える。

↑清沢満之先生五十回忌法要が当院にて行われた。

↑２０２４年当院報恩講では、本山より鍵
役の信教院殿が登高座された

入
場
無
料

参
加
申
込
不
要

↑写真は２０２１年に開かれた「花まつり」にて、キッチンカー出店の様子

↑写真は２０１６年に開かれた「オカザキプレイ」の様子

令和７年（2025年）４月１日 岡崎別院 鏡池だより岡崎別院総合整備落慶法要特別号 第６３号令和７年（2025年）４月１日 岡崎別院 鏡池だより岡崎別院総合整備落慶法要特別号 第６３号

↑平成８年の葬儀の際の山門。規模の大きな葬儀
では、お焼香の列が別院の外まで延々と伸びたこ
ともあった。

↑２０１０年３月に行われた「こども御遠忌」で
は、教区内の若院を始めとした多くの子どもさん
達が当院に足を運ばれた。

四
月二

十
六
日

御法話
「ふかきみ法に

あいまつる」

勤行の後には、真城義
麿師（四国教区善照
寺）より「ふかきみ法
にあいまつる」を講題
に御法話いただきます。

↑2016年に真城義麿
師が当院にて御法話
された
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