
新
型
コ
ロ
ナ
の
被
害
も
治
っ
た
よ
う

に
見
え
ま
す
が
、
ま
だ
ま
だ
続
い
て
い

ま
す
。
今
年
は
、
通
常
の
形
に
戻
す
事

も
考
え
ま
し
た
が
、
感
染
症
の
２
類
か

ら
５
類
（
ペ
ス
ト
級
か
ら
イ
ン
フ
ル
エ

ン
ザ
級
）
へ
の
移
行
を
待
っ
て
、
即
ち

夏
の
お
盆
施
餓
鬼
供
養
ま
で
、
結
論
を

延
ば
し
ま
し
た
。
可
能
か
ど
う
か
は
状

況
次
第
に
な
り
ま
す
が
。

お
詣
り
さ
れ
る
場
合
は

今
回
の
春
彼
岸
の
法
要
も
昨
年
と
同

じ
よ
う
に
、
数
名
の
方
丈
様(

お
坊
様
）

に
手
伝
い
を
お
願
い
し
て
法
要
を
厳
修

し
ま
す
。
し
か
し
、
コ
ロ
ナ
前
と
同
じ

形
に
す
る
と
、
参
詣
者
の
数
も
百
名
を

超
え
ま
す
し
、
大
間(

中
央
の
畳
敷
き

の
部
分
）
に
僧
侶
が
十
数
名
と
な
り
、

感
染
の
可
能
性
が
高
い
状
態
に
な
り
ま

す
。
し
か
し
、
年
に
２
回
く
ら
い
は
、

お
寺
に
足
を
運
ん
で
貰
い
、
ご
先
祖
様

の
供
養
を
し
て
、
「
今

生
き
て
い
る

自
分
は
、
先
祖
が
居
て
、
縁
が
あ
っ
て
、

存
在
し
て
い
る
の
だ
。
有
難
い
事
な
の

だ
」
と
い
う
事
実
を
感
じ
て
頂
き
た
い

と
い
う
気
持
ち
も
強
く
あ
り
ま
す
。
密

を
避
け
る
た
め
に
参
加
人
数
を
四
十
名

に
限
ら
せ
て
頂
き
ま
す
が
、
お
寺
で
お

詣
り
を
し
た
い
方
は
、
ご
参
加
下
さ
い
。

お
寺
に
お
電
話
で
申
し
込
ん
で
下
さ
い
。

申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
が
、
先
着
順
と
さ

せ
て
頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

寺
に
は
行
け
な
い
が
、
供
養
だ
け
は

し
て
欲
し
い
と
思
わ
れ
る
方
も
い
ら
っ

し
ゃ
る
と
思
い
ま
す
。

こ
れ
も
、
お
電
話
で
申
し
出
て
下
さ

い
。
そ
の
際
「
○
○
家
の
供
養
を
お
願

い
し
ま
す
」
と
伝
え
て
頂
け
れ
ば
、
俗

名
や
戒
名
は
こ
ち
ら
で
調
べ
て
の
読
込

供
養
も
可
能
で
す
。
し
か
し
、
浄
国
寺

も
檀
家
の
数
が
増
え
、
同
姓
の
方
も
増

え
ま
し
た
。
フ
ル
ネ
ー
ム
で
お
伝
え
下

さ
い
。
又
、
世
帯
主
の
方
の
姓
と
○
○

家
の
先
祖
の
名
前
が
異
な
る
場
合
（
○

○
家
の
世
帯
主
が
別
姓
等
）
も
多
い
よ

う
で
す
の
で
、
そ
の
点
も
注
意
し
て
お

伝
え
下
さ
い
。

い
つ
も
、
此
の
通
信
に
書
い
て
ま
す

が
「
お
布
施
」
は
、
僧
侶
が
読
む
お
経

に
対
し
て
の
報
酬
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

布
施
行
と
は
自
分
以
外
の
他
者(

先
祖

も
含
む
）
に
、
自
分
の
で
き
る
事
を
自

ら
与
え
る
事
で
あ
り
、
他
者
の
歓
び
を

自
分
の
歓
び
と
感
じ
る
た
め
の
一
つ
の

修
行
で
す
。
そ
し
て
、
財
施
と
い
っ
て

自
分
の
財
物
を
、
自
分
を
生
み
育
て
て

く
れ
た
ご
先
祖
様
や
先
人
に
対
し
て
、

感
謝
の
気
持
ち
を
も
っ
て
施
す
事
、
こ

れ
が
「
お
布
施
」
の
一
つ
の
形
で
す
。

決
し
て
、
お
寺
へ
の
読
経
代
金
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
、
金
額
も
定
め
て

い
ま
せ
ん
。
お
墓
や
納
骨
堂
に
参
詣
に

来
ら
れ
た
時
に
、
封
筒
に
入
れ
て
渡
し
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令和五年 春季彼岸会法要三月二十四日

（金）11時。本年も縮小して、開催致します。

彼岸法要は、今年まで昨年と同様の形での

実施と致します。参詣者の人数も、４０名に限

らせて頂きます。お詣りを希望される方は、お寺

まで申込みの電話を入れて下さい(096-344

-7614)。尚、今まで行ってきたYOU TUBEの無

線配信は、委託業者の都合もあり、今年は、

行いません。ご了承ください。

供
養
だ
け
は
し
て
欲
し
い
方
は

供
養
料(

お
布
施)

は
ど
う
す
れ
ば



て
頂
け
れ
ば
、
尊
前
に
お
供
え
し
ま
す
。

法
要
の
際
は
檀
信
徒
総
供
養
と
し
て
供

養
は
致
し
ま
す
。
戒
名
や
俗
名
を
読
込

ん
で
の
供
養
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
前

も
っ
て
お
持
ち
下
さ
い
（
振
込
用
紙
等

必
要
な
方
は
ご
連
絡
下
さ
い
）
。

毎
回
書
い
て
ま
す
が
、
「
お
彼
岸
」

と
は
読
み
の
通
り
「
彼
の
岸＝
向
こ
う

か

岸
」
で
す
。
ど
こ
の
向
こ
う
側
か
と
言

え
ば
、
我
々
が
今
住
ん
で
い
る
「
此
の

世
界
」
の
向
こ
う
岸
で
す
。
そ
し
て
、

我
々
の
住
む
世
界
は
、
娑
婆
（
シ
ャ
バ
）

と
言
い
苦
し
み
の
世
界
で
す
。
そ
し
て
、

苦
し
み
か
ら
解
放
さ
れ
た
世
界
が
涅
槃

ね

は

ん

（＝

ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
）
と
言
い
、
こ
こ

が
向
こ
う
岸
つ
ま
り
彼
岸
で
す
。
そ
し

て
、
ご
先
祖
様
は
、
仏
に
な
り(

成
仏
）

彼
岸
か
ら
見
守
っ
て
下
さ
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
事
に
気
づ
き
、
感
謝
の
気
持
ち
を

持
つ
事

こ
れ
が
彼
岸
の
法
要
で
す
。

近
頃
、
テ
レ
ビ
の
Ｃ
Ｍ
の
中
で
、
足

腰
の
薬
の
宣
伝
が
増
え
て
い
ま
す
。
こ

れ
も
高
齢
化
社
会
の
進
展
で
し
ょ
う
。

実
際
、
本
堂
の
正
面
階
段
が
辛
く
て
、

お
寺
参
り
が
難
し
く
な
っ
て
い
る
方
も

多
い
よ
う
で
す
。
か
く
言
う
私
も
、
昨

年
五
月
に
腰
椎
骨
折
を
し
て
、
段
差
や

階
段
を
避
け
る
傾
向
が
出
始
め
ま
し
た
。

た
と
え
、
車
椅
子
で
あ
っ
て
も
御
本
尊

様
の
前
で
読
経
を
聞
き
た
い
方
に
も
、

是
非
足
を
運
ん
で
頂
き
た
い
と
思
い
、

納
骨
堂
の
一
階
を
通
り
、
車
椅
子
で
も

本
堂
で
お
詣
り
が
で
き
る
よ
う
に
、
全

て
ス
ロ
ー
プ
で
行
け
る
工
事
が
終
了
し

ま
し
た
。

こ
れ
で
、
車
椅
子
等
で
も
本
堂
ま
で
移

動
が
可
能
に
な
り
ま
し
た
。
。

前
回
通
信
で
、

権
大
教
師
と
い

う
位
階
に
就
い

た
事
を
報
告
し

ま
し
た
が
、

昨
年
末
、
今
度

は
、
熊
本
県
第
一
宗
務
所
の
所
長
と
い

う
役
職
が
回
っ
て
き
ま
し
た
。
熊
本
県

は
歴
史
的
経
緯
か
ら
、
天
草
地
区(

第

二
宗
務
所
）
と
そ
れ
以
外
の
全
県
下

(

第
一
宗
務
所
）
と
別
れ
て
い
ま
す
。

天
草
を
除
く
熊
本
県
の
知
事
に
あ
た
る

役
で
す
。
幼
稚
園
も
あ
り
固
辞
し
た
の

こ

じ

で
す
が
、
年
齢
や
経
験
か
ら
受
け
ざ
る

を
得
な
い
状
態
で
し
た
。
会
議
や
出
張

雑
務
も
増
え
、
辟
易
し
て
ま
す
。
檀
信

へ
き
え
き

徒
の
皆
様
に
は
ご
迷
惑
を
か
け
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
道
元
禅
師
著
の「
普
勧
坐
禅
儀
」
。

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

令
和
五
年

浄
国
寺
予
定

四
月
二
十
九
日
（
土
）
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

七
月
三
日
（
月
）
午
前
十
一
時

施
餓
鬼
会
法
要

お
盆
壇
信
徒
先
祖
総
供
養

十
月
日
二
十
八
日
（
土
）
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

お
彼

岸

って
何

？

身
辺
雑
記

国
連
が
、
日
本
国
を
先
進
国
か
ら
外
し
た

そ
う
だ
。
結
果
、
韓
国
や
台
湾
よ
り
遅
れ
た

国
の
枠
組
み
（
中
進
国
？
）
に
な
っ
て
し
ま
っ

た
。
近
頃
思
う
事
。
そ
れ
は
、
政
治
等
の
問

題
も
含
め
、
日
本
人
と
い
う
民
族
が
劣
化
し

て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
言
う
事
だ
。
も
し
、

そ
う
な
ら
由
々
し
き
事
態
だ
。
長
い
伝
統
の

中
で
培
っ
て
き
た
日
本
人
の
民
族
性
が

つ
ち
か

「
今
だ
け
、
金
だ
け
、
自
分
だ
け
」
の
グ
ロ
ー

バ
リ
ズ
ム
の
名
を
借
り
た
エ
ゴ
イ
ズ
ム
に
飲

み
込
ま
れ
て
い
る
と
し
た
ら
、
恐
ろ
し
い
事

に
な
る
。
世
界
で
も
類
を
見
な
い
程
の
勤
勉

さ
を
持
ち
、
和
を
愛
し
て
き
た
日
本
人
の
国

民
性
（
民
族
性
）
が
戦
後
七
十
数
年
で
、
崩

壊
し
た
の
だ
ろ
う
か
？
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
と
言
う
運

動
が
流
行
っ
て
い
る
。
一
見
、
内
容
は
素
晴

ら
し
く
見
え
る
。
非
の
つ
け
よ
う
が
な
い
言

葉
が
並
ん
で
い
る
。
流
さ
れ
や
す
い
の
は
、

日
本
人
の
大
き
な
欠
点
か
も
知
れ
な
い
が

見
事
に
そ
の
弱
点
を
突
か
れ
た
運
動
だ
。
運

動
を
リ
ー
ド
し
て
い
る
世
界
の
大
物
（
ゴ
ア

元
副
大
統
領
、
ビ
ル
・
ゲ
イ
ツ
達
を
始
め
と

す
る
世
界
的
メ
ジ
ャ
ー
）
が
何
を
狙
っ
て
い

る
か
を
今
一
度
考
察
す
る
と
共
に
、
日
本
人

が
智
慧
と
し
て
生
活
に
溶
け
込
ま
せ
た
「
お

互
い
様
、
勿
体
な
い
」
等
を
想
い
出
す
べ
き

も
っ
た
い

で
は
な
い
か
。
大
量
生
産
、
大
量
消
費
を
リ
ー

ド
し
て
き
た
の
は
誰
か
を
冷
静
に
思
い
出
す

べ
き
だ
ろ
う
。
一
神
教
の
人
々
と
自
然
崇
拝

を
含
め
多
神
教
で
あ
る
日
本
人
と
は
、
思
考

の
構
造
と
倫
理
感
覚
は
異
な
っ
て
い
る
。
上

と
か
下
と
は
別
に
、
そ
の
差
異
を
理
解
す
べ

き
所
だ
と
思
う
が
、
一
神
教
世
界
が
進
歩
し

た
世
界
と
長
い
間
刷
り
込
ま
れ
て
き
た
。
今

こ
そ
、
脚
下
照
顧
、
足
許
の
再
点
検
を
！

き
ゃ
っ
か
し
ょ
う
こ

あ
し
も
と

バ
リ
ア
フ
リ
ー
工
事
完
成

納骨堂玄関内部納骨堂玄関ー廊下

納骨堂廊下～本堂

本堂～納骨堂廊下

納 骨 堂 玄 関

宗
務
所
長
就
任


