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新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
の
感
染
拡
大
に
あ
た
り

妙
法
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の
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に
つ
い
て
の
大
事
な
お
知
ら
せ
で
す
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コロナウィルス感染防止にあたり

春季彼岸会については

次のように対応して参ります

必ずご確認ください

彼
岸
会
法
要
は
中
止

月

日
（
彼
岸
中
日
）
、

3

20

午
後

時
か
ら
の
「
春
季
彼

2

岸
会
法
要
」
は
、
多
く
の
方

々
が
集
ま
る
た
め
、
感
染
リ

ス
ク
を
考
慮
し
、
法
要
は
中

止
致
し
ま
す
。

そ
の
代
わ
り
に･

･
･

法
要
の
ネ
ッ
ト
中
継
を
行
い
ま
す

月

日

午
後
２
時
よ
り

3

20

「
お
彼
岸
法
要
」
を
ネ
ッ
ト
配

信
致
し
ま
す
。
本
堂
へ
の
参
列

は
ご
遠
慮
頂
き
、
パ
ソ
コ
ン
や

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
な
ど
を
通
じ

て
お
参
り
く
だ
さ
い
。

※

月

日
に
妙
法
寺
の
ホ

3

20

ー
ム
ペ
ー
ジ
よ
り
ア
ク
セ
ス
頂

け
ま
す
。

横
浜

妙
法
寺

で

ご
検
索
く
だ
さ
い
。
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卒
塔
婆
供
養
・
お
墓
参
り

卒
塔
婆
の
受
付
は
承
り
ま

す
。
例
年
通
り
、
３
月

日
14

迄
に
お
申
込
く
だ
さ
い
。
お

彼
岸
が
始
ま
る
３
月

日
迄

17

に
卒
塔
婆
を
書
き
、
お
経
を

上
げ
て
お
き
ま
す
。
３
月

日
～

日
ま
で
の
お
彼

17

23

岸
期
間
中
、
本
堂
に
並
べ
て
お
き
ま
す
の
で
、
ご
自

分
で
お
持
ち
頂
き
、
お
墓
参
り
く
だ
さ
い
。

～

外
出
が
ご
不
安
な
方

～

外
に
出
る
の
が
ご
不
安
な
方
は
、

卒
塔
婆
の
申
込
用
紙
に
、
そ
の
旨

を
ご
記
入
く
だ
さ
い
。
お
寺
で
、

卒
塔
婆
と
お
線
香
を
墓
地
に
お
供

え
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

▲のような形で、本堂

内に卒塔婆を並べてお

きますので、お名前を

ご確認頂き、お持ちく

ださい。

お
花
・
お
線
香

墓
参
用
の
お
花
は
、
３
月

日
17

～

日
ま
で
の
お
彼
岸
期
間
中
は

23
ご
用
意
し
て
お
り
ま
す
。

【
数
に
限
り
が
ご
ざ
い
ま
す
】

地
元
彼
岸
棚
経

３

月日

…

中
村
地
区

三
・
四
丁
目

方
面

17
日

…

下

地

区

二
丁
目

18
日

…

金
房
地
区

19
日

午

前
…

上
矢
部
羽
根
沢
地
区

21

午

後
…

旭
区
南
本
宿
方
面

日

…

歌
舞
伎
地
区
一
丁
目

22
毎
年
、
春
の
お
彼
岸
の
棚
経
は
、
住
職

が
回
っ
て
お
り
ま
し
た
が
、
今
回
の
対

応
に
あ
た
る
た
め
、
他
の
僧
侶
が
伺
う

場
合
も
あ
り
ま
す
。
何
卒
、
ご
了
承
く

だ
さ
い
。
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ど
う
ぶ
つ
供
養
会

毎
年
、
午
前

時
か
ら
行
っ
て
い

11

る
「
ど
う
ぶ
つ
供
養
会
」
も
中
止
致

し
ま
す
が
、
「
春
季
彼
岸
法
要
」
と
同

様
に
卒
塔
婆
の
受
付
は
承
り
ま
す
。

３
月

日
迄
に
お
申
込
く
だ
さ
い
。

14

お
彼
岸
が
始
ま
る
３
月

日
迄
に
卒

17

塔
婆
を
書
き
、
お
経
を
お
上
げ
て
お

き
ま
す
。
３
月

日
～

日
ま
で
の

17

23

お
彼
岸
期
間
中
、
本
堂
に
並
べ
て
お

き
ま
す
の
で
、
ご
自
分
で
お
持
ち
頂

き
、
ど
う
ぶ
つ
供
養
塔
に
お
参
り
く

だ
さ
い
。

浄
心
道
場
は
中
止
致
し
ま
し
た

す
で
に
お
葉
書
で
も
お
知
ら
せ
致
し
ま
し
た
通
り
、
３

月
１
日
の
浄
心
道
場
は
、
１
部
の
供
養
会
は
中
止
し
、
２

部
の
法
話
会
は
延
期
す
る
こ
と
と
致
し
ま
し
た
。

講
師
と
し
て
お
招
き
し
て
お
り
ま
し
た
千
葉
公
慈
先
生

に
、
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
を
懸
念
し
て
い
る
旨

を
相
談
し
た
と
こ
ろ
、
〝
私
も
妙
法
寺
様
に
行
く
の
を
楽

し
み
に
し
て
お
り
ま
し
た
の
で
「
中
止
」
で
は
な
く
「
延

期
」
に
し
ま
し
ょ
う
〟
と
温
か
い
お
言
葉
を
頂
き
ま
し
た
。

千
葉
公
慈
先
生
の
法
話
会
に
つ
き
ま
し
て
は
、
改
め
て
詳

細
を
お
知
ら
せ
致
し
ま
す
。

次
回
、
告
知
を
楽
し
み
に
お
待
ち
く
だ
さ
い
。
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今
回
は
お
彼
岸
に
合
わ
せ
、
「
お
彼
岸
は
、
心
と
生
き
方
の
定

期
検
診
」
と
題
し
て
、
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

シ
リ
ー
ズ

う
ち
の
お
寺
は
日
蓮
宗

第

二

十

九

段

◆

彼
岸
と
は

◆

「
彼
岸
」
と
は
「
向
こ
う
側
の
岸
」
と
い

う
意
味
で
す
。
こ
の
「
向
こ
う
側
の
岸
」
と

は
、
ど
の
よ
う
な
岸
か
と
申
し
ま
す
と
、「
仏

様
の
悟
り
の
世
界
・
浄
土
の
世
界
」
を
表
し

て
お
り
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
迷
い
や
苦

し
み
の
多
い
、
私
た
ち
の
世
界
を
「
此
岸
」

し

が
ん

と
呼
ん
で
い
ま
す
。
お
彼
岸
は
、
ご
先
祖
様

に
と
っ
て
、
迷
い
や
苦
し
み
の
世
界
に
落
ち

な
い
よ
う
に
、
南
無
妙
法
蓮
華
経
の
お
題
目

を
唱
え
、
卒
塔
婆
を
供
え
、
お
墓
参
り
を
し
、

浄
土
世
界
へ
と
導
い
て
あ
げ
る
「
供
養
の
週

間
」
で
あ
る
と
共
に
、
私
た
ち
に
と
っ
て
も

「
彼
岸
の
心
・
仏
の
心
」
に
な
る
よ
う
に
、

勤
め
る
仏
道
週
間
で
も
あ
り
ま
す
。

◆

心
と
生
き
方
の
定
期
検
診

◆

お
彼
岸
は
「
心
と
生
き
方
の
定
期
検
診
」
と
、
日
頃
か
ら
皆
様
に
お
話

を
し
て
り
ま
す
。
私
た
ち
の
身
体
も
定
期
的
な
健
康
診
断
に
よ
っ
て
、
身

体
の
状
態
を
チ
ェ
ッ
ク
し
、
状
態
を
確
認
す
る
こ
と
と
同
じ
よ
う
に
、
年

に
２
回
、
春
と
秋
に
「
心
と
生
き
方
」
の
チ
ェ
ッ
ク
す
る
定
期
検
診
が
「
彼

岸
」
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
私
た
ち
の
心
も
定
期
検
診
を
し
な
い

と
、
い
つ
の
間
に
か
不
健
康
に
な
っ
て
し
ま
う
も
の
で
す
。

仏
教
に
は
、
彼
岸
中
に
行
う
べ
き
修
行
と
し
て
、
「
六
波
羅
蜜
」
と
い

ろ
く

は

ら

み
つ

う
も
の
が
あ
り
、
６
つ
の
修
行
で
あ
る
と
共
に
、
心
を
健
康
に
維
持
す
る

た
め
の
６
つ
の
チ
ェ
ッ
ク
項
目
で
も
あ
り
ま
す
。
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◆

六
波
羅
蜜

～
６
つ
の
チ
ェ
ッ
ク
項
目
～

◆

一
、
布
施
（
ふ
せ
）

「
布
施
」
は
、
お
寺
に
お
金
を
納
め
る
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
「
あ

れ
も
欲
し
い
、
こ
れ
も
欲
し
い
」
「
自
分
だ
け
よ
け
れ
ば
そ
れ
で
良
い
」

と
い
う
、
足
る
を
知
ら
な
い
心
、
貪
り
の
心
、
貪
欲
な
心
に
犯
さ
れ
て
い

な
い
か
。
人
に
施
し
、
分
け
与
え
る
こ
と
を
し
て
い
る
か
。
と
い
う
こ
と

で
あ
り
ま
す
。
人
に
分
け
与
え
る
の
は
、
決
し
て
お
金
や
モ
ノ
だ
け
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
「
言
辞
施
」
と
い
う
思
い
や
り
の
あ
る
言
葉
。
「
和
顔
施
」

と
い
う
笑
顔
の
施
し
も
立
派
な
施
し
の
修
行
で
あ
り
ま
す
。

二
、
持
戒
（
じ
か
い
）

持
戒
は
「

戒

め
を
守
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
「
規
則
・
規
律

い
ま
し

・
ル
ー
ル
・
約
束
・
マ
ナ
ー
」
を
守
る
と
が
「
持
戒
」
で
あ
り
ま
す
。
自

分
自
身
を
律
し
て
生
き
て
い
る
だ
ろ
う
か
？
と
い
う
こ
と
を
自
ら
に
問
い

直
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
〝
規
則
を
守
る
〟
と
い
う
と
、
堅
苦
し
い
く
窮
屈

な
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
し
か
し
仏
教
で
は
、
戒

を
保
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
私
た
ち
の
心
や
生
活
が
そ
の
規
律
に
よ
っ
て
、

乱
れ
ず
守
ら
れ
て
い
る
と
教
え
て
い
ま
す
。

三
、
忍
辱
（
に
ん
に
く
）

忍
辱
と
は
「
耐
え
忍
ぶ
心
・
我
慢
す
る
心
・
思
い
通
り
に
な
ら
な
く
て

も
辛
抱
強
く
耐
え
る
心
」
で
あ
り
ま
す
。

最
近
は
、
「
待
つ
」
と
い
う
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
時
代
で
あ
る
と

思
い
ま
す
。
「
待
つ
」
と
い
う
こ
と
は
忍
辱
の
修
行
で
あ
り
ま
す
。
私
自

身
も
時
折
戒
め
て
い
ま
す
。
昔
は
、
手
紙
を
書
き
数
日
か
け
て
届
け
て
い

た
の
が
、
メ
ー
ル
と
な
り
、
現
在
で
は
送
っ
た
文
章
に
「
既
読
」
が
つ
き
、

読
ん
だ
か
が
わ
か
る
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
が
主
流
と
な
り
、
返
事
が
来
な
い
こ
と
に

イ
ラ
イ
ラ
す
る
人
も
多
い
よ
う
で
す
。
ま
た
ク
リ
ッ
ク
一
つ
で
、
次
の
日

に
は
注
文
し
た
商
品
が
届
き
、
待
つ
こ
と
の
少
な
い
便
利
な
時
代
に
な
り

ま
し
た
。
辛
抱
強
く
待
つ
こ
と
は
、
忍
辱
の
修
行
で
あ
り
、
簡
単
に
手
に

入
っ
た
も
の
は
、
簡
単
に
飽
き
て
し
ま
い
ま
す
。
「
桃
栗
三
年
柿
八
年
」

も
も
く
り
さ
ん
ね
ん
か
き
は
ち
ね
ん

と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
が
、
ゆ
っ
く
り
育
ん
で
こ
そ
、
そ
の
尊
さ
を
感

じ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
す
。
「
待
つ
」
と
い
う
こ
と
は
、
心
を
育
む

大
事
な
時
間
で
あ
る
と
受
け
止
め
ま
し
ょ
う
。

四
、
精
進
（
し
ょ
う
じ
ん
）

「
精
進
」
を
一
般
的
な
言
葉
で
言
う
と
、
一
生
懸
命
に
励
み
、
努
力
す

る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
精
進
は
、
勉
強
・
ス
ポ
ー
ツ
・
仕
事
だ
け
に
励
む

の
で
は
な
く
、
自
分
の
与
え
ら
れ
た
役
割
を
し
っ
か
り
果
た
し
て
い
る
か
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ど
う
か
？
サ
ボ
る
心
、
怠
け
る
心
が
起
き
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
い
さ
め

る
こ
と
が
大
事
で
す
。

「
人
は
こ
の
人
間
世
界
で
、
修
行
す
る
た
め
に
生
ま
れ
て
き
た
」
と
い

う
話
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
人
生
の
な
か
で
、
学
び
続
け
る
努
力
、

健
康
を
保
つ
努
力
、
心
を
磨
く
努
力
。
人
生
１
０
０
年
時
代
と
言
わ
れ
る

な
か
で
、
人
間
は
死
ぬ
ま
で
精
進
し
、
努
力
を
続
け
る
こ
と
が
大
事
だ
と

感
じ
ま
す
。

五
、
禅
定
（
ぜ
ん
じ
ょ
う
）

「
禅
定
」
と
は
、
「
心
を
静
め
る
こ
と
・

乱
さ
な
い
こ
と
・
慌
て
な
い
こ
と
・
流
さ

れ
な
い
こ
と
・
穏
や
か
な
心
を
保
つ
こ
と
」

で
あ
り
ま
す
。
現
代
で
は
、
テ
レ
ビ
や
新

聞
は
も
と
よ
り
、
ネ
ッ
ト
な
ど
で
た
く
さ

ん
の
情
報
が
溢
れ
て
い
ま
す
。
そ
ん
な
溢

れ
る
情
報
、
不
確
か
な
情
報
に
よ
っ
て
、

自
分
自
身
が
振
り
回
さ
れ
た
り
、
流
さ
れ

る
こ
と
な
く
、
正
し
い
情
報
を
判
断
し
、

常
に
穏
や
か
な
心
を
保
つ
こ
と
。
人
の
噂

や
陰
口
な
ど
、
外
か
ら
の
雑
音
に
惑
わ
さ

れ
な
い
こ
と
な
く
、
自
分
自
身
の
心
に
目

を
向
け
る
、
声
に
耳
を
傾
け
る
、
と
い
う

こ
と
が
「
禅
定
」
と
い
う
修
行
で
り
、
生

き
方
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

「

歩

」
と
い
う
文
字
は
「
少
し
止
ま
る
」
と
書
き
ま
す
。
少
し
止
ま

あ
ゆ
む

っ
て
心
を
落
ち
着
け
る
こ
と
も
、
人
生
を
歩
む
上
で
大
事
な
こ
と
で
は
な

い
か
と
、
こ
の
漢
字
が
教
え
て
く
れ
ま
す
。

六
、
智
慧
（
ち
え
）

「
智
慧
」
と
は
、
信
仰
の
心
を
指
し
ま
す
。
今
ま
で
紹
介
し
て
き
た
「
布

施
・
持
戒
・
忍
辱
・
精
進
・
禅
定
」
の
５
つ
の
修
行
を
信
仰
の
心
を
持
ち

な
が
ら
、
南
無
妙
法
蓮
華
経
の
お
題
目
を
唱
え
、
実
践
し
正
し
い
生
活
を

送
っ
て
い
く
こ
と
が
、
仏
の
智
慧
で
あ
り
、
信
仰
の
あ
る
生
活
で
あ
る
と

言
え
ま
す
。

◆

最
後
に

◆

「
六
波
羅
蜜
」
と
い
う
、
お
彼
岸
に
行
う
べ
き
６
つ
の
修
行
、
６
つ
定

期
検
診
、
い
か
が
だ
っ
た
で
し
ょ
う
か
。

今
、
日
本
で
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
の
感
染
拡
大
に
よ
っ
て
、
不

要
不
急
の
外
出
が
控
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
静
か
に
ご
自
宅
で
ご
自
身
の
心

や
生
活
と
向
き
合
い
、
正
し
い
生
き
方
を
意
識
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
健

や
か
で
穏
や
か
な
の
健
康
を
養
う
機
会
に
し
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。
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花
ま
つ
り
法
要
の

対
応
に
つ
い
て

毎
年
４
月
８
日
に
行
っ
て
お

り
ま
す
「
釈
尊
降
誕
会
（
花

ま
つ
り
法
要
）」
は
、
中
止
致

し
ま
す
が
、
本
堂
に
降
誕
仏

を
お
祀
り
し
、
ご
自
由
に
ご

参
拝
頂
け
る
よ
う
準
備
を
整

え
て
お
き
ま
す
。
ど
う
ぞ
ご

自
由
に
ご
参
拝
く
だ
さ
い
ま

す
よ
う
ご
案
内
致
し
ま
す
。

◇
日
に
ち
：
４
月
８
日
（
水
）

◇
時

間
：
午
前
９
時
よ
り

午
後
４
時
ま
で

本
堂
を
開
放

編
集
後
記

こ
の
妙
法
寺
だ
よ
り
を
執
筆
し
て
い
る
現
在
、
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
ィ
ル
ス
の
感
染
拡
大
の
猛
威
が
日
本
中
を
襲
い
、
各
地
で

の
ス
ポ
ー
ツ
や
文
化
イ
ベ
ン
ト
は
、
政
府
か
ら
中
止
や
延
期
す

る
よ
う
要
請
さ
れ
、
学
校
の
閉
鎖
が
相
次
ぎ
、
予
断
を
許
さ
な

い
状
況
に
あ
り
ま
す
。

お
寺
の
行
事
は
、
お
年
寄
り
の
方
も
多
く
、
本
堂
に
集
ま
り
、

お
経
を
読
む
と
い
う
性
質
上
、
暫
く
の
間
、
大
勢
の
方
々
が
本

堂
や
客
殿
に
集
ま
っ
て
の
行
事
は
、
感
染
拡
大
の
リ
ス
ク
が
収

ま
ら
な
い
限
り
は
、
開
催
し
な
い
方
向
で
す
が
、
個
人
で
の
お

参
り
は
、
従
来
通
り
受
け
付
け
て
お
り
ま
す
。
き
っ
と
今
年
も

妙
法
寺
の
桜
も
キ
レ
イ
に
咲
く
こ
と
で
し
ょ
う
。
マ
ス
ク
や
除

菌
、
手
洗
い
う
が
い
な
ど
、
充
分
に
対
策
を
整
え
て
頂
き
、
ご

参
拝
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
ご
案
内
申
し
上
げ
ま
す
。

受付にて除菌用のウエットテッ

シを用意しております。数に限

りがございますが、ご参拝の折

にご利用ください。


