
な
か
な
か
、
コ
ロ
ナ
の
蔓
延
被
害

も
治
ま
ら
な
い
よ
う
で
す
。

昨
年
の
春
彼
岸
、
お
盆
の
施
餓
鬼
法

要
も
内
献
と
い
う
住
職
が
単
独
で
務
め

る
法
要
と
い
う
形
を
と
り
、
壇
信
徒
の

皆
様
が
お
寺
に
集
ま
ら
な
い
よ
う
に
致

し
ま
し
た
。

し
か
し
、
壇
信
徒
の
方
も
自
分
の
ご

先
祖
の
供
養
は
行
い
た
い
、
そ
し
て
目

の
前
で
法
要
を
見
な
が
ら
手
を
合
わ
せ

た
い
と
言
う
思
い
は
あ
り
、
「
参
加
で

き
な
い
か
？
」
と
い
う
声
も
聞
こ
え
て

き
ま
し
た
。
通
常
の
法
要
を
行
え
ば
、

本
堂
一
杯
に
な
り
、
所
謂

密
な
状
態

い

わ
ゆ
る

に
な
り
危
険
で
す
。
何
か
方
法
は
な
い

か
と
考
え
て
い
た
所
、
私
が
園
長
を
務

め
る
高
平
幼
稚
園
で
、
年
長
五
歳
児
が

一
年
間
に
亘
り
、
お
作
法
研
修
を
行
っ

て
い
て
、
二
月
に
行
う
最
後
の
お
作
法

の
様
子
を
保
護
者
に
参
観
し
て
貰
う
の

を
恒
例
と
し
て
い
ま
し
た
が
、
コ
ロ
ナ

の
影
響
で
園
児
と
保
護
者
が
同
室
に
集

ま
る
の
は
危
険
と
参
観
中
止
に
し
よ
う

と
し
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
子
ど
も

が
頑
張
っ
た
一
年
の
成
果
を
、
是
非
見

た
い
、
別
室
に
中
継
し
て
で
も
見
せ
て

欲
し
い
と
い
う
要
望
が
あ
り
ま
し
た
。

お
作
法
研
修
は
、
納
骨
堂
一
階
の
座
敷

で
行
い
ま
す
。
保
護
者
が
集
ま
る
の
は

幼
稚
園
舎
で
、
有
線
で
行
う

の
も
難
し
い
の
で
、
無
線
中

継
と
い
う
形
に
な
り
ま
す
。

コ
ロ
ナ
騒
動
以
降
、
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
を
使
っ
た
無
線
中
継
の
方

法
も
簡
単
に
な
り
ま
し
た
。

更
に
同
時
配
信
で
な
く
、
し

ば
ら
く
は
、
都
合
の
良
い
時

間
に
合
わ
せ
て
画
面
で
見
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
た

所
、
好
評
で
し
た
。

画
面
で
見
る
方
法

Ａ

パ
ソ
コ
ン
の
場
合

ブ
ラ
ウ
ザ
「
グ
ー
グ
ル
」

「
エ
ッ
ジ
」
等
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
見
る
ソ
フ
ト
を
立
ち
上

げ
、
下
記
の
Ｕ
Ｒ
Ｌ
ア
ド
レ

ス
を
入
力
す
る
とY

ouT
ube

の

浄
国
寺
彼
岸
の
画
面
が
出
ま

す
の
で
、
再
生
し
て
下
さ
い
。

Ｂ

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン

パ
ソ
コ
ン
と
同
様
、
グ
ー
グ

ル
ク
ロ
ー
ム
、
ｉ
Ｐ
ｈ
ｏ
ｎ

ｅ
な
ら
サ
フ
ァ
リ
を
立
ち
上

げ
て
下
記
の
ア
ド
レ
ス
を
入

力
す
る
とy

o
u
t
u
b
e

の
浄
国

寺
の
画
面
が
出
ま
す
の
で
、

再
生
し
て
下
さ
い
。
リ
ア
ル

タ
イ
ム
（
三
月
二
十
四
日

午
前
十
一
時
）
に
同
時
に
見

る
こ
と
も
で
き
ま
す
が
、
そ

れ
以
降
の
、
ど
の
時
間
帯
で

も
視
聴
可
能
で
す
。
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令和三年 春季彼岸会法要。本年
はリモート(オンライン)で、開催致します

今 年 の 彼 岸 法 要 。不 慣 れ な 方 も多
い と 思 い ます が 、コロ ナ の 感 染 を防
いで密 にならぬ ようにと考 えました 。
y o u t u b eを 使 って パ ソコ ン ・ ス マ
ホにオンライン配 信 と言 う形 をとらせ
ていただきます 。

今 年 は 先 代 住 職 八 世 無 関 道 全 大 和 尚
十 三 回 忌 (称 名 忌 )にあた ります。
お彼 岸 の 法 要 に併 せ て先 住 の 十 三 回 忌 も併 せ
て厳 修 します。

リ
モ
ー
ト(

オ
ン
ラ
イ
ン
）
で
、

配
信
す
る
理
由
は

パソコンやスマホのブラウザ（ネットをみるソフト）に以下のURL（アドレス)を入力してください。

https://youtu.be/GU6vO4crCuI 大文字、小文字に注意



コ
ロ
ナ
の
感
染
防
止
で
密
に
な
る

の
を
防
ぐ
た
め
に
リ
モ
ー
ト
配
信
に
し

ま
し
た
。
で
き
れ
ば
、
ご
家
庭
で
、
画

面
を
見
な
が
ら
、
仏
壇
に
線
香
を
供
え

手
を
合
わ
せ
て
頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

供
養
料
（
お
布
施
）
は
仏
様
、
仏
様

に
な
ら
れ
た
故
人
に
対
し
て
、
自
分
の

気
持
ち
を
一
つ
の
修
行
と
し
て
、
お
供

え
す
る
も
の
で
す
。
決
し
て
、
読
経
に

対
し
て
支
払
う
報
酬
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

お
寺
に
参
り
に
来
ら
れ
た
時
に
、
お
供

え
頂
け
れ
ば
結
構
で
す
。
「
そ
れ
で
は
。

自
分
の
気
持
ち
が
伝
わ
ら
な
い
」
と
思

わ
れ
る
方
は
、
お
電
話
く
だ
さ
い
。
振

込
用
紙
を
送
付
致
し
ま
す
。

昨
年
の
彼
岸
の
案
内
の
寺
報
ま
で
で
、

彼
岸
の
由
来
に
つ
い
て
５
回
に
分
け
て

書
い
て
き
ま
し
た
。
今
回
は
、
何
故

日
本
で
は
「
故
人
」
と
い
う
個
人
で
は

な
く
先
祖
と
い
う
「
家
」
単
位
で
、
偲

ぶ
と
言
う
思
い
だ
け
で
な
く
、
供
養
と

言
う
行
為
を
行
う
の
か
に
つ
い
て
考
え

て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

こ
れ
は
、
一
神
教
で
あ
る
他
の
宗
教

（
キ
リ
ス
ト
教
や
イ
ス
ラ
ム
教
）
と
仏

教
の
考
え
方
の
違
い
が
大
き
い
と
考
え

ま
す
。
仏
教
は
関
係
性
の
宗
教
と
言
わ

れ
る
位
で
、
今
と
い
う
結
果
（
果
）
は

そ
れ
に
関
係
す
る
原
因
（
因
）
に
よ
る

も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
到
る
条
件
（＝

縁
）
が
生
み
出
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ

の
関
係
性
が
大
事
だ
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

自
分
の
存
在
を
、
神
と
私
個
人
と
の
契

約
の
下
に
確
認
す
る
宗
教
と
異
な
り
、

仏
教
で
は
、
自
分
の
存
在
を
、
先
祖
と

言
う
因
プ
ラ
ス
自
分
の
行
為
に
よ
る
因

と
、
環
境
や
他
者
と
の
関
係
性
と
い
う

縁
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
果
が
今
の

の
自
分
の
存
在
と
い
う
風
に
確
認
し
て

い
ま
す
。
更
に
、
先
祖
へ
の
感
謝
プ
ラ

ス
今
の
自
分
の
良
い
行
為
が
新
た
な
因

と
な
り
、
自
分
を
と
り
ま
く
様
々
な
関

係
性
を
大
切
に
す
る
事
が
良
い
縁
と
な
っ

て
、
新
た
な
良
い
果
に
繋
が
る
と
考
え

ま
す
。
た
だ
、
忙
し
い
日
常
の
中
で
は

亡
く
な
っ
た
人
へ
の
感
謝
の
念
は
忘
れ

が
ち
で
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
彼
岸
や
お

盆
と
い
う
先
祖
供
養
を
や
る
べ
き
習
慣

が
存
在
し
、
自
分
が
よ
り
良
く
生
き
る

為
に
は
、
ど
う
す
べ
き
か
を
考
え
る
契

機
と
な
る
習
慣

が
定
着
し
た
の

で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。

日
々
の
生
活

は
辛
い
事
も
多

い
の
が
常
で
す
。

人
生
は
「
苦
」

で
あ
る
と
い
う
認
識
が
仏
教
の
出
発
点

で
す
。
し
か
し
、
だ
か
ら
こ
そ
、
命
を

与
え
て
く
れ
た
先

祖
へ
の
感
謝
と

命
を
支
え
て
く

れ
る
周
り
へ
の

感
謝
を
想
い
出

し
、
よ
り
良
く

生
き
て
い
き
た

い
と
思
い
ま
す
。
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定
例
木
曜
坐
禅
会

毎
週
木
曜
日

午
後
八
時
よ
り

当
山
本
堂
に
て

一
炷（
約
四
十
分
）坐
禅
を
し
て
、仏
教
や
禅
の
著
述
に
関
す

ち
ゅ
う

る
話（
約
二
十
分
）。今
は「
佛
遺
教
経（
八
大
人
覚
）」
。
会

費・
会
則
一
切
な
し
、初
め
て
の
方
は
ご
連
絡
下
さ
い
。

令
和
三
年

浄
国
寺
予
定

四
月
二
十
九
日
（
杢

）
午
後
二
時

松
本
喜
三
郎

墓
前
祭

喜
三
郎
翁

追
悼
供
養

谷
汲
観
音
供
養

喜
三
郎
祈
念
碑

除
幕
式

七
月
三
日
（
金
）
午
前
十
一
時

施
餓
鬼
会
法
要

お
盆
壇
信
徒
先
祖
総
供
養

十
月
日
付
未
定

午
後
五
時

「
い
ま

心
にZEN

」

仏
教
講
演
会

併
設
企
画
「
お
寺
で
ジ
ャ
ズ
」

鈴
木
良
雄
（
ｂ
）
＆The

blend

）

※
コ
ロ
ナ
の
状
況
に
応
じ
て
リ
モ
ー
ト
で

配
信
す
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

お
彼

岸
と
先

祖

供

養

身
辺
雑
記

お
釈
迦
様
が
、
亡
く
な
る
直
前
に
弟
子

達
に
説
い
た
教
え
を
ま
と
め
た
と
さ
れ
る

「
佛
遺
教
経
」
と
い
う
お
経
が
あ
る
。
そ
の

後
段
に
「
八
大
人
覚
」
と
い
う
き
ち
ん
と
生

き
る
た
め
の
八
つ
の
ポ
イ
ン
ト
を
ま
と
め
た

も
の
が
書
い
て
あ
る
。
①
少
欲
、
②
知
足
、

③
遠
離
、
④
精
進
、
⑤
不
忘
念
、
⑥
禅
定
、

⑦
智
慧
、
⑧
そ
こ
で
不
戯
論
の
八
つ
だ
。
こ

こ
で
全
部
に
触
れ
る
事
は
出
来
な
い
が
、
今

の
コ
ロ
ナ
の
自
粛
生
活
、
不
要
、
不
急
の
外

出
を
避
け
、
少
人
数
で
過
ご
す
生
活
を
通
じ
、

遺
教
経
・
八
大
人
覚
の
「
遠
離
」
の
教
え
を

想
い
出
し
た
。
「
心
静
か
な
安
楽
を
求
め
よ

う
と
思
え
ば
、
努
め
て

一
人
静
か
な
所
に

身
を
置
い
て
、
自
己
へ
の
執
着
を
な
く
し
、

外
界
の
誘
惑
を
退
け
、
妄
念
や
邪
念
を
な
く

す
よ
う
に
し
な
さ
い
。
多
く
の
人
と
交
わ
ろ

う
と
す
る
人
は
、
そ
れ
だ
け
多
く
の
苦
悩
も

自
ら
招
い
て
し
ま
う
も
の
だ
。
世
間
の
事
に

執
着
す
る
と
、
そ
れ
だ
け
苦
し
み
も
増
す
も

の
だ
。
喧
噪
か
ら
離
れ
て
、
心
静
か
に
保
つ

事
を
遠
離
と
い
う
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
人

と
会
え
な
い
と
寂
し
い
。
自
粛
自
粛
と
言
わ

れ
る
と
気
が
滅
入
り
、
ス
ト
レ
ス
が
た
ま
る

の
も
事
実
だ
。
逆
に
悩
み
を
抱
え
て
い
る
と

一
人
だ
と
煮
詰
ま
り
、
余
計
に
辛
く
な
る
。

そ
こ
で
、
提
案
だ
。
自
粛
と
言
う
と
外
か
ら

強
制
さ
れ
た
も
の
と
思
い
が
ち
だ
が
、
自
ら

遠
離
の
生
活
を
選
択
し
た
と
考
え
て
は
ど
う

だ
ろ
う
か
？
一
人
静
か
に
、
邪
念
や
妄
想
を

排
除
し
、
自
分
の
生
き
方
を
再
考
す
る
機
会

と
捉
え
る
事
も
出
来
は
し
な
い
か
？
当
山
で

毎
週
開
催
し
て
い
る
坐
禅
会
の
参
加
者
が
コ

ロ
ナ
を
機
に
増
え
て
い
る
。
や
は
り
、
み
ん

な
同
じ
よ
う
な
事
を
考
え
て
い
る
ら
し
い
。

お
寺
へ
の
お
詣
り
は
で
き
ま
せ
ん
か
？

供
養
料
は
ど
う
し
ま
し
ょ
う
か
？


