
今
般
、
大
光
寺
の
庫
裏
（
お

寺
の
家
族
の
住
ま
い
）
の
耐
震

補
強
並
び
に
改
修
工
事
を
行
う

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
現
在
の

庫
裏
は
昭
和
53
年
に
建
築
さ
れ
、

築
40
年
以
上
を
経
過
し
、
耐
震

診
断
を
受
け
た
と
こ
ろ
、
地
震

に
よ
り
崩
壊
す
る
恐
れ
が
大
き

い
と
の
診
断
結
果
を
受
け
た
こ

と
に
よ
る
も
の
で
す
。

よ
っ
て
、
次
の
通
り
耐
震
補

強
工
事
並
び
に
改
修
工
事
を
行

い
ま
す
の
で
、
ご
門
徒
の
皆
様

に
は
何
か
と
ご
不
便
を
お
か
け

い
た
し
ま
す
が
、
ご
理
解
と
ご

協
力
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

●
工
事
期
間

令
和
2
年
7
月
下
旬
か
ら

令
和
2
年
12
月
下
旬（

予
定
）

●
設
計
監
理

橋
本
建
築
設
計
事
務
所

和
歌
山
市
吉
礼
90-

6

●
施
工
業
者

株
式
会
社

奥
田
材
木
店

堺
市
堺
区
砂
道
町
2
丁
1-

1

●
工
事
期
間
中
の
連
絡
先
に

つ
い
て

工
事
期
間
中
は
庫
裏
は
無
人

と
な
り
ま
す
。
よ
っ
て
お
寺
に

御
用
の
あ
る
場
合
は
、
☆
前
住

職
並
び
に
前
坊
守
の
住
居
に
ご

連
絡
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

ま
た
、
お
寺
の
電
話
は
従
来
通

り
つ
な
が
り
ま
す
が
、
坊
守
の

電
話
に
転
送
さ
れ
ま
す
の
で
、

繋
が
る
ま
で
し
ば
ら
く
お
待
ち

く
だ
さ
い
。

工
事
期
間
中
お
寺
の
梵
鐘
（
鐘
）

は
鳴
り
ま
せ
ん
。
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令
和
２
年
２
月
29
日
大
光

寺
責
任
役
員
・
総
代
、
ま
た
、

同
年
３
月
31
日
大
光
寺
仏
教

婦
人
会
役
員
の
任
期
満
了
に

伴
い
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
方
々

が
、
就
退
任
さ
れ
ま
し
た
の

で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

藤
範

奈
津
子

岡
本

純
夫

【
任
期
４
年
・
敬
称
略
】

寺
院
に
お
け
る
責
任
役
員

は
、
法
人
事
務
の
決
定
に
加

わ
る
ほ
か
、
住
職
（
代
表
役

員
）
を
補
佐
し
て
、
寺
門
の

護
持
発
展
に
努
め
る
こ
と
を

役
割
と
し
て
い
ま
す
。

岡
本

純
夫

昼
場

政
美

井
上

勝
彦

【
任
期
４
年
・
敬
称
略
】

門
徒
総
代
は
寺
院
の
諮
問

機
関
と
し
て
寺
院
の
門
徒
の

う
ち
か
ら
衆
望
の
帰
す
る
者

に
つ
い
て
、
住
職
を
補
佐
し

て
、
寺
門
の
護
持
発
展
に
努

め
、
そ
の
諮
問
に
応
じ
て
意

見
を
具
申
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

総
代
長
に
は
井
上
勝
彦
氏

に
就
任
い
た
だ
き
ま
し
た
。

会

長

西
本

美
智
代

副
会
長

岡
本

千
敏

会

計

杉
原

明
美

役

員

北
邨

孝
子

花
川

百
合
子

貞
包

京
子

広
岡

信
子

山
中

富
美
代

中
本

美
千
代

岡
松

桂
子

【
任
期
２
年
・
敬
称
略
】

仏
教
婦
人
会
は
、
浄
土
真

宗
の
教
義
に
基
づ
い
て
、
婦

人
の
信
仰
を
確
立
し
、
教
養

を
高
め
る
と
と
も
に
、
会
員

相
互
の
連
絡
と
親
睦
と
を
図

り
、
仏
教
婦
人
の
向
上
と
発

展
に
努
め
教
法
の
弘
通
に
資

し
、
ま
た
、
寺
院
の
護
持
発

展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的

と
し
て
設
立
し
て
い
ま
す
。

こ
の
会
は
浄
土
真
宗
に
と
っ

て
は
な
く
て
は
な
ら
な
い
会

で
あ
り
、
大
切
な
聞
法
の
会

で
す
。
婦
人
会
会
員
の
方
は

役
員
任
せ
に
す
る
こ
と
な
く
、

役
員
を
補
佐
し
、
お
寺
を
盛

り
上
げ
て
い
た
だ
き
ま
す
よ

う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

●
退
任

総

代

花
川

勉

仏
教
婦
人
会

会

長

坂
下

美
栄
子

副
会
長

林

み
ゆ
き

会

計

楠
本

チ
エ
子

役

員

広
岡

礼
子

西
岡

鈴
子

永
海

つ
る
え

今
岡

英
千
代

井
本

美
津
子

西
本

江
津
子

花
川

秀
子

石
井

ま
よ

西
井

有
里
子

長
ら
く
お
寺
を
支
え
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。
厚
く
御
礼

申
し
上
げ
ま
す
。
ま
た
、
こ

れ
か
ら
も
寺
門
発
展
・
お
念

仏
繁
盛
の
た
め
ご
協
力
い
た

だ
き
ま
す
よ
う
、
よ
ろ
し
く

お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
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仏
教
婦
人
会

大光寺役員就退任のお知らせ

責
任
役
員

総

代



今
回
の
「
教
え
て
住
職
！
」

一
つ
目
は
、
お
布
施
が
気
に

な
り
ま
す
・
・
・
と
し
ま
し

た
。こ

れ
は
、
ご
門
徒
様
か
ら

の
質
問
と
い
う
よ
り
、
住
職

の
ほ
う
か
ら
皆
様
に
『
お
布

施
』
と
い
う
も
の
の
性
格
を

知
っ
て
お
い
て
い
た
だ
き
た

い
と
の
思
い
か
ら
書
か
せ
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。
実
際
お

問
い
合
わ
せ
が
多
い
の
は
２

つ
目
の
お
布
施
の
表
書
き
の

ほ
う
な
の
で
す
が
、
そ
れ
は

後
半
に
書
か
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
。

さ
て
、
法
事
や
葬
儀
・
祥

月
参
り
な
ど
で
僧
侶
を
招
い

て
仏
事
を
勤
め
る
時
、
御
布

施
が
渡
さ
れ
ま
す
が
、
こ
の

お
布
施
の
『
額
』
が
気
に
な

る
人
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
よ
う

で
す
。
「
ど
れ
（
い
く
ら
）

く
ら
い
お
包
み
す
れ
ば
よ
い

の
で
し
ょ
う
か
。
あ
ま
り
少

な
い
と
失
礼
で
す
の
で
・
・
・
」

と
仰
ら
れ
ま
す
。

多
す
ぎ
て
困
る
こ
と
は
な
い

の
で
す
が
、
要
は
相
場
を
聞

き
た
い
の
か
と
思
い
ま
す
。

そ
う
い
う
お
尋
ね
が
あ
っ

て
も
私
は
な
る
べ
く
金
額
を

言
わ
な
い
よ
う
に
し
て
い
ま

す
。
そ
れ
は
、
御
布
施
が

「
自
ら
進
ん
で
納
め
る
」
と

い
う
性
質
の
も
の
だ
か
ら
で

す
。
大
切
な
こ
と
は
「
喜
ん

で
納
め
さ
せ
て
い
た
だ
く
気

持
ち
」
で
す
。
金
額
を
気
に

す
る
よ
り
も
も
っ
と
考
え
て

い
た
だ
き
た
い
の
は
お
布
施

本
来
の
意
味
で
す
。
日
常
生

活
の
習
慣
化
の
中
で
、
私
た

ち
は
つ
い
御
布
施
も
一
種
の

『
報
酬
』
の
よ
う
に
と
ら
え

て
は
い
な
い
で
し
ょ
う
か
。

僧
侶
が
読
経
し
た
こ
と
に
対

す
る
代
価
、
御
礼
と
し
て
扱
っ

て
し
ま
い
が
ち
で
す
。
稀
に

表
書
き
に
「
お
経
料
」
と
か

「
回
向
料
」
と
書
か
れ
た
金

封
に
出
会
い
ま
す
が
、
こ
れ

な
ど
は
ま
さ
に
僧
侶
へ
の
報

酬
の
感
覚
で
す
。

布
施
と
い
う
の
は
そ
も
そ

も
仏
教
の
大
切
な
実
践
行
の

ひ
と
つ
で
「
ほ
ど
こ
す
」
と

い
う
意
味
で
す
。

そ
の
布

施
行
に
は
、
法
を
説
く
「
法

施
」
、
財
物
を
施
す
「
財
施
」
、

畏
怖
の
念
を
抱
か
せ
な
い

「
無
畏
施
」
が
あ
り
ま
す
。

金
封
の
御
布
施
は
、
こ
の
う

ち
の
財
施
に
あ
た
り
ま
す
。

さ
ら
に
、
こ
れ
ら
の
布
施

を
行
う
場
合
、
施
す
人
・
施

さ
れ
る
人
・
施
す
物
の
３
つ

が
清
浄
、
清
ら
か
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
ま
す
。

つ
ま
り
見
返
り
を
求
め
た
り
、

何
か
の
魂
胆
が
あ
っ
た
り
す

れ
ば
布
施
に
は
な
ら
な
い
の

で
す
。

浄
土
真
宗
で
は
こ
う
し
た

布
施
を
、
善
根
を
積
ん
で
さ

と
り
に
近
づ
く
た
め
の
修
業

と
は
せ
ず
に
、
阿
弥
陀
様
の

間
違
い
な
い
救
い
を
喜
び
感

謝
す
る
報
恩
行
と
し
て
い
ま

す
。
御
布
施
は
僧
侶
へ
の
報

酬
で
も
住
職
の
お
小
遣
い
で

も
な
く
、
仏
様
へ
の
報
謝
と

し
て
捧
げ
る
も
の
で
す
。

「
坊
主
丸
儲
け
」
と
よ
く
言

わ
れ
ま
す
が
、
実
際
儲
か
っ

て
い
る
お
坊
さ
ん
は
全
国
で

も
そ
ん
な
に
数
多
く
い
ま
せ

ん
。
こ
の
言
葉
が
出
て
き
た

の
は
、
お
そ
ら
く
「
宗
教
法

人
非
課
税
」
が
あ
る
の
か
と

思
い
ま
す
。
ご
承
知
の
通
り

宗
教
法
人
に
は
税
制
面
で
か

な
り
の
優
遇
を
受
け
て
い
る

こ
と
は
確
か
で
す
。
で
す
の

で
、
住
職
が
皆
様
か
ら
お
預

か
り
し
た
お
布
施
は
消
費
税

も
所
得
税
も
法
人
税
も
か
か

ら
ず
に
法
人
に
入
っ
て
い
き

ま
す
。

こ
こ
で
大
切
な
の
は
税
制

の
優
遇
を
受
け
て
入
っ
て
い

く
の
は
大
光
寺
と
い
う
宗
教

法
人
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で

す
。
こ
の
宗
教
法
人
大
光
寺

に
入
っ
た
お
金
を
、
住
職
が

給
与
と
し
て
い
く
ら
か
貰
う

と
、
当
然
個
人
収
入
と
み
な

さ
れ
、
所
得
税
な
ど
の
税
金

は
課
税
さ
れ
ま
す
。
給
与
と

い
う
収
入
面
か
ら
み
れ
ば
私

個
人
の
収
入
に
関
す
る
税
金

優
遇
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら

一
切
あ
り
ま
せ
ん
。
で
す
の
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お
布
施
が
気
に
な
り
ま
す
・
・
・

そ
の
お
布
施
、
表
書
き
を
ど
う
す
れ
ば
い
い
ん
で
し
ょ
う
？



で
、
「
坊
主
丸
儲
け
」
は
当

て
は
ま
ら
な
い
な
ぁ
・
・
と

思
っ
て
い
ま
す
。

冒
頭
お
布
施
の
金
額
を
聞

か
れ
て
も
な
る
べ
く
答
え
な

い
と
申
し
ま
し
た
が
、
実
際

は
「
〇
〇
万
円
以
上
で
お
願

い
し
ま
す
。
」
と
答
え
る
こ

と
も
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、

大
光
寺
と
い
う
お
寺
（
伽
藍

や
お
飾
り
）
を
守
っ
て
い
く

う
え
で
、
必
要
最
低
限
の
お

金
が
ど
う
し
て
も
必
要
に
な

り
ま
す
。
そ
の
お
寺
を
維
持

し
て
い
く
た
め
の
資
金
を
確

保
す
る
た
め
に
最
低
金
額
を

お
願
い
す
る
こ
と
は
あ
り
ま

す
。幸

い
私
は
ご
門
徒
の
皆
様

の
ご
理
解
を
得
て
、
お
寺
を

離
れ
て
仕
事
を
し
、
給
与
収

入
を
得
て
い
ま
す
の
で
、
皆

様
か
ら
お
預
か
り
し
た
御
布

施
か
ら
私
へ
の
給
与
は
１
円

も
い
た
だ
い
て
い
ま
せ
ん
。

す
べ
て
お
寺
を
維
持
管
理
す

る
た
め
に
大
切
に
使
わ
せ
て

い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

そ
の
お
布
施
、
「
報
謝
の

念
か
ら
仏
様
に
捧
げ
る
も
の
」

と
書
き
ま
し
た
。
浄
土
真
宗

の
仏
事
で
捧
げ
る
も
の
は
す

べ
て
こ
う
し
た
御
布
施
に
な

り
ま
す
。

葬
儀
や
法
事
で
施
主
が
僧

侶
に
差
し
出
す
金
封
に
は

「
御
布
施
」
と
書
か
れ
て
い

る
こ
と
が
多
い
で
す
。
先
に

申
し
上
げ
た
よ
う
に
こ
の
お

布
施
は
住
職
へ
の
報
酬
で
は

な
く
、
仏
さ
ま
へ
の
お
供
え

で
す
か
ら
、
差
し
出
す
と
き

に
は
「
お
こ
と
づ
け
し
て
申

し
訳
ご
ざ
い
ま
せ
ん
が
・
・
・
」

と
い
っ
た
言
葉
を
添
え
る
と

丁
寧
で
す
。
僧
侶
へ
渡
す
金

封
で
「
御
布
施
」
以
外
の

「
御
礼
」
「
御
経
料
」
「
回

向
料
」
な
ど
は
趣
旨
か
ら
言
っ

て
も
ふ
さ
わ
し
く
あ
り
ま
せ

ん
。ま

た
、
他
家
の
葬
儀
や
法

事
に
参
列
し
た
場
合
で
す
が
、

多
く
の
仏
事
関
係
の
本
に
は

「
御
霊
前
と
す
る
」
と
書
か

れ
て
い
ま
が
、
故
人
の
霊
に

捧
げ
る
も
の
で
は
な
く
、
仏

さ
ま
に
捧
げ
る
も
の
で
す
の

で
、
書
く
な
ら
「
御
仏
前
」

で
す
。
他
に
は
「
御
供
」

「
御
香
典
」
「
御
香
儀
」
な

ど
が
使
わ
れ
ま
す
。

つ
い
で
に
書
き
ま
す
と
、

近
年
の
葬
儀
で
「
御
香
典
」

を
受
け
取
ら
な
い
ケ
ー
ス
が

多
く
み
ら
れ
ま
す
。
「
故
人

の
遺
志
に
よ
り
御
香
典
の
儀

は
謹
ん
で
ご
辞
退
致
し
ま
す
」

な
ど
と
書
か
れ
た
看
板
が
あ

り
ま
す
が
、
悪
く
言
え
ば

「
死
人
に
口
な
し
」
で
あ
り
、

お
亡
く
な
り
に
な
ら
れ
た
方

に
責
任
を
押
し
付
け
て
い
る

よ
う
に
も
見
え
ま
す
。
故
人

の
遺
志
で
は
な
く
、
遺
族
の

意
思
と
言
っ
た
方
が
当
て
は

ま
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

香
典
返
し
が
面
倒
な
の
か
、

参
列
者
に
お
金
の
負
担
を
か

け
た
く
な
い
の
か
わ
か
り
ま

せ
ん
が
、
仏
さ
ま
に
捧
げ
る

「
御
香
典
」
を
さ
も
自
分
の

お
金
の
よ
う
に
思
っ
て
い
る

な
ら
ば
心
違
い
で
す
。
御
香

典
は
断
る
も
の
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
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・お布施は住職への報酬ではなく、

仏さまへの報謝
・お布施は仏法を喜ぶ気持ちから上
げるもの

・表書きは「御布施」でよい

・「御霊前」「御経料」「回向料」
は使わない

・「御香典」は辞退すべきではない
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新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
よ
り
、
不
安
の
中

に
生
活
を
送
っ
て
お
ら
れ
る
こ
と
と
存
じ
ま
す
。
。

私
も
、
あ
た
り
ま
え
と
思
っ
て
い
た
寺
院
活

動
が
次
第
に
今
ま
で
通
り
で
き
な
く
な
っ
て
き

て
い
る
こ
と
に
戸
惑
い
と
不
安
を
覚
え
ま
す
。

し
か
し
、
こ
う
い
う
不
安
で
先
の
見
え
に
く

い
時
に
こ
そ
本
領
を
発
揮
し
て
く
だ
さ
る
の
が

お
念
仏
の
み
教
え
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

こ
う
い
う
時
だ
か
ら
こ
そ
い
つ
も
以
上
に
手
を

合
わ
せ
る
こ
と
、
仏
様
と
向
き
合
う
こ
と
、
仏

法
を
聴
聞
す
る
こ
と
を
大
切
に
し
た
い
も
の
で

す
。こ

れ
ま
で
の
と
こ
ろ
、
ご
自
宅
へ
の
お
参
り
、

年
回
法
要
等
の
法
事
、
葬
儀
関
連
の
仏
事
は
い

ず
れ
も
予
定
通
り
お
勤
め
さ
せ
て
い
た
だ
い
て

お
り
ま
す
し
、
今
後
の
予
約
も
変
わ
り
な
く
受

け
付
け
て
お
り
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
ウ
イ
ル

ス
に
対
す
る
ワ
ク
チ
ン
や
治
療
薬
が
開
発
さ
れ

る
ま
で
の
間
、
当
面
は
以
下
の
よ
う
に
進
め
て

ま
い
り
ま
す
の
で
、
何
卒
ご
理
解
の
う
え
、
ご

配
慮
・
ご
協
力
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
い

た
し
ま
す
。

合

掌

●祥月命日

少人数でのお参りですので、特にご連絡がない限り今まで通り伺いますが、家人に風邪

症状のある方がいらっしゃる場合は休止させていただきます。

●年回法要・法事

自宅：部屋に応じた密集しない人数に絞ってお参りください。

必ず窓を開ける等の換気をしてください。

茶菓は最小限にし、会食はしないほうがよいでしょう。

なるべく公共交通機関を利用せずに集まりましょう。

家人に風邪症状のある方の参拝はご遠慮ください。

本堂：自宅に準じますが、20名程度までは広く座れます。

換気も抜群にできます。

※何れの場合もお参りいただく方にはマスクの着用をお願いいたします。

●葬儀等

今まで通り執り行いますが、風邪症状のある方の参列はご遠慮ください。

また、葬儀会館は密閉・密集になりやすいため、この機会に本堂での葬儀執行もお考え

ください。

親族は20名程度まで余裕をもって座れます。

※何れの場合も換気・手洗い・人と人との距離の保持にご配慮ください。

※住職自身も配慮して伺いますが、読経中のマスクは出来かねます。



今
回
も
私
の
友
人
で
あ
る
、
北

海
道
の
名
和
先
生
か
ら
仏
さ
ま

の
お
話
を
寄
稿
い
た
だ
き
ま
し

た
。新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
よ

る
混
乱
が
続
い
て
い
ま
す
。
私

の
お
寺
は
３
月
の
常
例
法

座

か
ら
休
座
。
小
学
６
年
生
と
２

年
生
の
息
子
達
は
休
校
が
長

引
き
、
家
に
こ
も
り
友
達
と

も
会
え
ず
、
親
と
し
て
ど
う
し

た
ら
よ
い
の
か
と
思
い
悩
む
日
々

が
続
い
て
お
り
ま
す
。
き
っ
と

大
光
寺
様
の
ご
門
徒
の
皆
様

も
、
ス
ト
レ
ス
や
不
安
を
抱
え

て
い
る
方
も
多
い
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

混
乱
に
と
も
な
い
、
多
く
の

ニ
セ
情
報
（
フ
ェ
イ
ク
ニ
ュ
ー
ス
）

が
出
回
っ
て
い
る
の
も
気
に
な

る
と
こ
ろ
で
す
。
ト
イ
レ
ッ
ト

ペ
ー
パ
ー
が
な
く
な
る
と
い
う

情
報
が
流
れ
る
と
、
人
々
は

不
安
に
な
り
、
ド
ラ
ッ
グ
ス
ト

ア
ー
に
走
り
、
本
当
に
必
要

な
方
が
買
え
な
い
と
い
う
事

態
が
あ
り
ま
し
た
。N

H
K

の

番
組
で
特
集
さ
れ
て
い
ま
し

た
が
、
フ
ェ
イ
ク
ニ
ュ
ー
ス
が
世

間

に
広

ま
る
ス
ピ
ー

ド
は
、

「
事
実
」
よ
り
も
二
十
倍
も
早

い
の
だ
そ
う
で
す
。
中
で
も
、

驚
き
、
嫌
悪
感
、
怒
り
と
い
っ

た
負
の
感
情
に
訴
え
か
け
る

情
報
が
特
に
拡
散
す
る
と
の

こ
と
で
す
。
仏
教
に
は
無
明

（
む
み
ょ
う
）
と
い
う
言
葉
が

あ
り
、
ま
る
で
真
っ
暗
闇
の
中

に
い
る
が
ご
と
く
、
物
事
の
あ

り
の
ま
ま
の
姿
を
な
か
な
か

と
ら
え
ら
れ
な
い
私
の
姿
を

言
う
言

葉
な
の
で
す
が
、
何

が
本
当
で
ど
れ
が
嘘
な
の
か

わ
か
ら
な
い
状
態
は
、
ま
さ
に

「
無
明
」
そ
の
も
の
と
言
え
る

の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
様
々
な

情
報
に
振
り
回
さ
れ
な
い
よ

う
に
す
る
こ
と
の
大
切
さ
と

難
し
さ
を
実
感
し
ま
す
。

一
昨
年
前
、
北
海
道
で
は
胆

振
東
部
地
方
を
中
心
に
最
大

で
震
度
７
の
大
地
震
が
あ
り
、

そ
の
時
に
北
海
道
全
体
が
停

電
す
る
「
ブ
ラ
ッ
ク
ア
ウ
ト
」

と
い
う
事
態
が
起
き
ま
し
た
。

電
気
が
な
か
な
か
復
旧
し
な

い
地
域
で
は
、
ロ
ー
ソ
ク
の
明

か
り
を
頼
り
に
何
日
も
不
安

な
夜
を
過
ご
し
た
方
が
い
ら
っ

し
ゃ
る
ほ
ど
で
し
た
。

そ
ん
な
中
、
あ
る
方
が

「
真
っ
暗
な
中
、
部
屋
を
歩
く

と
、
い
ろ
ん
な
も
の
に
ぶ
つ
か
っ

て
し
ま
う
。
そ
の
時
、
痛
い
！

誰
だ
！
コ
コ
に
何
を
お
い
て
い

た
ん
だ
！
と
腹
が
立
っ
た
ん

だ
け
ど
、
電
気
が
つ
い
て
よ
く

見
て
み
た
ら
、
そ
れ
は
椅
子

や
テ
ー
ブ
ル
等
、
普
段
自
分

が
大
切
に
し
て
い
た
も
の
で
し

た
」

と
、
し
み
じ
み
と
お
っ
し
ゃ
っ

て
い
た
の
が
印
象
的
で
し
た
。

私
は
本
当
に
大
切
に
す
べ
き

こ
と
に
普
段
か
ら
気
づ
け
て

い
る
だ
ろ
う
か
、
大
事
に
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
を
時

に
邪
魔
に
さ
え
し
て
い
な
い
だ

ろ
う
か
と
、
そ
の
方
の
言
葉
か

ら
ハ
ッ
と
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
を

記
憶
し
て
い
ま
す
。

親
鸞
聖
人
は
、

弥
陀
の
誓
願
は
無
明
長
夜

の
お
お
き
な
る
と
も
し
び
な

り

『

尊
号
真
像
銘
文
』
（
註

釈
版
聖
典
670
頁
）

と
、
お
示
し
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

ま
る
で
暗
闇
の
中
を
歩
む
が

ご
と
く
、
物
事
の
あ
り
の
ま
ま

を
み
る
こ
と
が
で
き
ず
、
ど
こ

へ
向
か
っ
て
い
く
人
生
な
の
か

わ
か
ら
ず
に
い
る
こ
の
私
（
無

明
）
に
む
か
っ
て
、「
わ
れ
に
ま

か
せ
よ
、
か
な
ら
ず
あ
な
た

を
救
う
」
と
誓
い
願
っ
て
く
だ

さ
っ
て
い
る
阿
弥
陀
様
の
お
心

を
、
灯
火
（
と
も
し
び
）
と
た

と
え
ら
れ
ま
し
た
。

闇
の
中
の
光
は
、
目
の
前
の

物
や
こ
の
私
の
姿
の
あ
り
の
ま

ま
の
姿
を
照
ら
し
だ
し
、
優
し

く
包
み
、
私
の
歩
む
道
を
も

示
し
て
く
れ
ま
す
。

人
と
人
が
心
通
わ
す
こ
と
の

温
も
り
、
お
互
い
い
い
た
わ
り

思
い
や
る
言
葉
が
け
や
行
動
、

多
く
の
方
々
の
お
陰
様
に
よ
っ

て
生
き
て
い
る
こ
と
等
々
、
非

常
事
態
が
故
に
改
め
て
そ
の

大
切
さ
に
気
づ
か
さ
れ
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
見
過
ご
し

見
逃
す
こ
と
が
多
い
私
で
す
。

そ
ん
な
私
に
と
っ
て
み
教

え

を
聞
か
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
は
、

暗
闇
の
中
に
灯
火
を
い
た
だ

く
よ
う
な
も
の
で
あ
り
ま
し
ょ

う
。自

他
と
も
に
心
豊
か
に
生

き
る
道
を
照
ら
し
出
し
て
く

だ
さ
る
阿
弥
陀
様
の
お
言
葉

を
心
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
歩

ん
で
い
き
た
い
と
、
こ
の
状
況

の
中
に
改
め
て
思
う
の
で
す
。

合

掌
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本堂に設置させていただきました「東日本大震災復興支援金」募金箱に

への昨年の募金額は

・１４，５９２円

でした。ご門徒の皆様のご協力に衷心より御礼申し上げます。

皆様からお預かりした募金は、浄土真宗本願寺派災害対策本部「東日本大震

災災害支援金」にお送りさせていただきます。被災地を忘れることなく引き

続きご協力賜りますようお願い申し上げます。

新型コロナウイルス感染症に関する「念仏者」としての声明
現在、新型コロナウイルス感染症は世界中に拡がり、収束する気配を見せていません。日本でも

緊急事態宣言が発令されるなど、状況は新たな段階に入っています。

まず、このたびの新型コロナウイルス感染症によりお亡くなりになられた国内外の多くの方々に

謹んで哀悼の意を表しますとともに、罹患されている皆さまに心よりお見舞い申しあげます。さら

に、特に高い感染リスクにさらされながらも、懸命に治療・対策にあたられている医師、看護師を

はじめとする医療従事者の方々に深く敬意と感謝を表します。

こうした危機的な状況において、世界中の人びとが共に力を合わせ、励まし合って対応していま

す。しかし、症状が出ないために感染に気づいていない人の行動が、感染拡大の一因となっている

場合もあるのではないかとも指摘されています。感染症の危険性や対処法を正しく理解し、実行す

るとともに、差別や偏見が拡がらないよう、一人ひとりがお互いを思いやり、注意深く行動してい

きたいと願っております。

釈尊(しゃくそん)が明らかにされた苦しみの根源である無明煩悩(むみょうぼんのう)、また親鸞

聖人(しんらんしょうにん)が「煩悩具足(ぼんのうぐそく)の凡夫(ぼんぶ)」という言葉でお示しに

なった私たち人間の根本に潜む自己中心性に思いをいたし、このような時にこそ、人と喜びや悲し

みを分かち合う生き方が大切ではないでしょうか。仏教には、「あらゆるものは因縁(いんねん)に

よりつながり合って存在しており、固定した実体はない」という「縁起(えんぎ)」の思想がありま

す。新型コロナウイルスの感染拡大の原因は人との接触であるとされ、本来大切な人との「つなが

り」が、今は安心感ではなく、不安をもたらすものとなってしまっています。しかし、「つながり」

を表面的に捉え、危険なものと否定的に考えてはなりません。世界的な感染大流行という危機に直

面する今だからこそ、私たちは仏教が説く「つながり」の本来的な意味とその大切さに気づいてい

く必要があります。

今重要なことは、仏智(ぶっち)に教え導かれ、仏さまの大きな慈悲(じひ)のはたらきの中、共に

協力し合って生きる大切さをあらためて認識し、感染拡大をくい止めることです。緊急事態宣言が

コロナ危機を克服してくれるのではありません。この困難を打開できるか否かは、多くの関係者の

ご尽力とともに、私たち一人ひとりの徹底した適切な行動にかかっています。

私という存在は、世界の人びととの「つながり」の中で生きているからこそ、やがて、共にこの

苦難を乗り越えた時、世界中の人びとと喜びを分かち合えることでしょう。それぞれの立場におい

て、この難局で法灯(ほうとう)や伝統を絶やさないために何ができるかを考え、「そのまま救いと

る」とはたらいてくださるお念仏の心をいよいよいただき、共々に支え合い、力を合わせるのです。

誰もが安心して生活できる社会を取りもどすことができるよう、精いっぱいのつとめを果たしてま

いりましょう。

2020(令和2)年4月14日

浄土真宗本願寺派総長 石上 智康

新型コロナウイルス感染症について総長から声明が出ていますのでお読みください
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ご祥月法要のお参りについて

住職を継職してから、月忌参り（常逮夜）を休止しておりま

す。

祥月命日（故人の正当のご命日）はお参りさせていただきま

すので、ご希望の方はお寺までご連絡ください。

大光寺 0736-42-3055

護
持
費
の
納
入
を
お
願
い
い
た
し
ま
す

毎年すべてのご門徒様に護持費(年間10,000円)の納入をお願いし

ています。お納めいただきました護持費は本堂をはじめとする諸堂

宇の維持管理や、仏さまへの御仏飯・お花・お線香等のお供えに充

てさせていただきます。何かと厳しい折大変恐縮ですが、ご理解・

ご協力賜りますようお願い申し上げます。

住職直通の携帯電話はコチラ⇒ ０９０－７４８８－５７６５

お
願
い

ご法事等、お参りのお電話をいただく際、日程に比較的余裕をもっ

てご連絡くださいますようお願いいたします。少なくとも希望日の1カ

月前を目途に、候補日を2つか3ついただけると大変助かります。職場

での勤務調整をしなければいけませんので、ご協力くださいますよう

お願い申し上げます。

本
堂

法事等で本堂を使用する場合、本堂使用冥加金とし

て金10,000円のご進納をお願いしています。

大
光
寺
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
開
設
し
ま
し
た
。

ご
門
徒
様
向
け
の
情

報
を
発
信
し
て
い
き

ま
す
の
で
、
ど
う
ぞ

ご
覧
く
だ
さ
い
。

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
開
設
！


