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こ
の
２
ヶ
月
間
は
、
コ
ロ
ナ
に
よ
る
渡
航
規
制

の
緩
和
も
あ
り
、
他
州
へ
の
出
張
が
多
く
な
り
ま

し
た
。
３
月
は
モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
、
４
月
は
ウ
ィ

ニ
ペ
グ
を
訪
れ
た
の
で
す
が
、
し
ば
ら
く
訪
問
で

き
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
久
し
ぶ
り
に
ご
門
徒
方

と
一
緒
に
念
仏
を
申
せ
た
の
は
、
大
変
あ
り
が
た

い
ご
縁
で
し
た
。 

 

本
日
は
、
そ
の
出
張
の
際
の
空
港
で
起
き
た
こ

と
か
ら
書
き
は
じ
め
た
い
と
思
い
ま
す
。
久
し
ぶ

り
飛
行
機
で
し
た
が
、
何
度
も
利
用
し
た
空
港

だ
っ
た
の
で
特
に
緊
張
も
せ
ず
に
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ

ゲ
ー
ト
を
通
過
し
よ
う
と
し
て
い
ま
し
た
。
し
か

し
、
荷
物
を
取
ろ
う
と
し
た
際
、
職
員
か
ら
止
め

ら
れ
て
「
カ
バ
ン
を
開
け
さ
せ
て
も
ら
う
」
と
言

わ
れ
ま
し
た
。
「
こ
れ
は
な
ん
だ
？
」
と
言
わ
れ

て
出
て
き
た
の
はYAMAHA

の
チ
ュ
ー
ナ
ー
で
し

た
。 

 

私
は
読
経
す
る
前

に
、
自
分
の
声
の
音
や

高
さ
を
確
認
し
た
い
の

で
、
出
張
の
際
も
必
ず

チ
ュ
ー
ナ
ー
を
持
っ
て

い
く
よ
う
に
し
て
い
ま

す
。
そ
の
チ
ュ
ー
ナ
ー
に
続
い
て
目
に
と
め
ら
れ

た
の
は
法
衣
で
し
た
。
「
あ
な
た
は
何
を
し
て
い

る
人
な
ん
だ
？
」
と
目
を
細
め
ら
れ
て
尋
ね
ら
れ

ま
し
た
。
「
お
坊
さ
ん
で
す
」
と
答
え
、
読
経
の

た
め
に
チ
ュ
ー
ナ
ー
が
必
要
で
あ
る
こ
と
も
説
明

し
ま
し
た
。 

 

す
る
と
そ
れ
を
聞
い
た
職
員
は
「Oh, 

ト
ロ
ン

ト
で
僧
侶
を
見
た
の
は
初
め
て
だ
。
こ
の
チ
ュ
ー

ナ
ー
は
ど
う
や
っ
て
使
う
ん
だ
い
？
」
と
笑
顔
に

な
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
正
信
偈
の
一
部
を
称
え
、

チ
ュ
ー
ナ
ー
が
動
い
て
い
る
こ
と
を
示
し
ま
し
た

が
、
さ
す
が
に
他
の
乗
客
の
目
も
あ
り
、
す
こ
し

恥
ず
か
し
か
っ
た
で
す
・
・
・
。 

 

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ゲ
ー
ト
で
余
計
な
体
力
を
使
っ

て
し
ま
っ
た
の
で
、
ゆ
っ
く
り
読
書
で
も
し
よ
う

と
コ
ー
ヒ
ー
を
買
っ
て
席
に
つ
き
ま
し
た
。
す
る

と
隣
に
座
っ
て
い
た
カ
ッ
プ
ル
か
ら
「
日
本
か
ら

来
た
の
？
」
と
尋
ね
ら
れ
ま
し
た
。
ど
う
や
ら
日

本
語
で
書
か
れ
た
本
を
見
て
興
味
が
沸
い
た
よ
う

で
す
。
「
カ
ナ
ダ
に
は
何
を
し
に
来
た
の
？
」
と

先
ほ
ど
と
似
た
よ
う
な
質
問
が
き
た
の
で
、
「
お

坊
さ
ん
で
す
」
と
答
え
る
と
案
の
定
、
本
を
読
む
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ト
ロ
ン
ト
仏
教
会 

1  

暇
も
な
く
仏
教
に
つ
い
て
い
ろ
い
ろ
質
問
さ
れ

ま
し
た
。 

 

ト
ロ
ン
ト
着
任
前
、
先
輩
か
ら
「
仏
法
伝
道

は
場
所
を
選
ば
ず
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
が
、
ま

さ
か
空
港
で
伝
道
活
動
を
す
る
と
は
想
像
も
し

て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。 

 

さ
て
、
そ
の
カ
ッ
プ
ル
に
は
、
仏
教
の
根
本

的
な
教
え
で
あ
る
三
宝
印 

や 

四
諦
八
正
道 

に

つ
い
て
話
し
ま
し
た
。
私
も
夢
中
に
な
っ
て
仏

教
と
は
そ
も
そ
も
な
ん
ぞ
や
？
と
い
っ
た
話
を

し
て
い
る
と
、
学
生
時
代
に
あ
る
先
生
か
ら

習
っ
た
こ
と
を
思
い
出
し
ま
し
た
。
そ
れ
は

「
仏
教
」
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
で
す
。  

  

「
仏
教 

」
に
は3

つ
の
意
味
合
い
が
あ
り
ま

す
。
ひ
と
つ
は
「
仏
之
教
」
。
文
字
通
り
、
仏

様
の
教
え
で
す
。
ふ
た
つ
目
は
「
仏
即
教
」
。

仏
様
と
は
教
え
で
あ
り
、
教
え
そ
れ
仏
な
り
、

と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
し
て
、
み
っ
つ
目
が

「
成
仏
教
」
。
仏
様
に
な
る
教
え
と
い
う
こ
と

で
す
。 

 

世
界
に
は
様
々
な
仏
教
の
宗
派
が
あ
り
ま

す
。
そ
の
各
宗
派
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た

修
行
方
法
や
仏
教
理
念
が
あ
り
ま
す
。
し
か

し
、
ど
の
宗
派
に
も
共
通
し
て
言
え
る
こ
と

は
、
解
脱
す
る
こ
と
、
言
い
換
え
れ
ば
仏
に
な

る
こ
と
が
最
大
の
目
的
と
い
う
こ
と
で
す
。 



 
２ 

 

最
近
こ
の
和
讃
を
読
み
返
し
た
と
き
、
こ
の
宮
と

商
の
音
は
、
煩
悩
を
い
だ
く
私
た
ち
衆
生
の
こ
と
を

さ
し
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
し
た
。 

 

私
た
ち
は
、
常
に
自
分
が
正
し
い
と
思
い
込
み
、

自
身
の
正
義
を
打
ち
出
し
、
相
反
す
る
も
の
を
悪
と

し
て
仕
立
て
上
げ
て
し
ま
い
ま
す
。
し
か
し
、
本
来

は
宮
が
悪
い
わ
け
で
も
、
商
が
悪
い
わ
け
で
も
な

い
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
を
一
緒
に
す
る
と
、
調
和
が

取
れ
ず
争
い
が
絶
え
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。 

 

阿
弥
陀
如
来
は
こ
の
よ
う
な
状
況
を
悲
し
ま
れ
、

宮
と
商
と
が
自
然(

じ
ね
ん)

に
調
和
す
る
浄
土
を
ひ

ら
く
こ
と
を
誓
わ
れ
た
の
で
す
。
そ
の
誓
願
と
お
は

た
ら
き
を
知
っ
た
と
き
、
私
た
ち
は
あ
ら
ゆ
る
も
の

を
今
ま
で
ど
の
よ
う
な
基
準
で
は
か
っ
て
き
た
の
か

考
え
さ
せ
ら
れ
ま
す
。 

 

真
宗
で
は
、
仏
教
を
学
べ
ば
学
ぶ
ほ
ど
、
聴
聞
を

か
さ
ね
る
ほ
ど
、
私
た
ち
が
煩
悩
具
足
の
凡
夫
で
あ

る
と
知
ら
さ
れ
ま
す
。
そ
れ
と
同
時
に
、
阿
弥
陀
如

来
の
本
願
力
に
よ
っ
て
そ
の
ま
ま
救
わ
れ
る
私
た
ち

衆
生
と
は
一
体
何
な
の
か
も
考
え
さ
せ
ら
れ
ま
す
。

「
宮
商
和
し
て
自
然
な
り
」
。
た
っ
た
の
９
文
字
で

は
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
こ
の
世
で
は
調
和
の

取
れ
な
い
宮
と
商
を
他
人
事
で
は
な
く
、
自
分
事
に

お
き
か
え
て
考
え
な
お
し
て
み
た
い
も
の
で
す
。 

 
 
 
 
 
 

ト
ロ
ン
ト
仏
教
会 

駐
在
開
教
使 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大
内
祐
真 

 
そ
の
目
的
の
た
め
に
は
、
自
分
の
思
案
や
実
践

だ
け
を
頼
り
と
す
る
こ
と
な
く
、
さ
と
り
を
開
く

た
め
の
道
し
る
べ
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
そ
の
道

し
る
べ
が
、
お
釈
迦
様
の
言
葉
で
あ
る
経
典
で

す
。 

 

浄
土
真
宗
で
は
、
浄
土
三
部
経(

仏
説
無
量
寿

経
・
仏
説
観
無
量
寿
経
・
阿
弥
陀
経)

と
呼
ば
れ

る
経
典
を
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら

に
は
、
阿
弥
陀
如
来
の
浄
土
が
ど
の
よ
う
な
と
こ

ろ
か
が
書
か
れ
て
い
る
箇
所
が
あ
り
ま
す
。
そ
の

箇
所
に
関
し
て
親
鸞
聖
人
は
、
和
讃
に 

清
風
宝
樹
を
ふ
く
と
き
は 

 
 

い
つ
つ
の
音
声
い
だ
し
つ
つ 

 
 
 
 
 
 

宮
商
和
し
て
自
然
な
り 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

清
浄
薫
を
礼
す
べ
し  

と
書
か
れ
ま
し
た
。 

 
 東

洋
音
楽
に
は
、
宮(

キ
ュ
ウ)

、
商(

シ
ョ
ウ)

、

角(

カ
ク)

、
微(

チ)

、
羽(

ウ)

、
と
い
う
五
音
が

あ
り
ま
す
。
そ
の
う
ち
「
宮
」
と
「
商
」
の
二
種

類
は
、
調
和
の
取
れ
な
い
音
、
つ
ま
り
は
不
協
和

音
と
な
り
ま
す
。 

 

し
か
し
、
和
讃
に
は
「
自
然(

ジ
ネ
ン)

な
り
」

と
あ
り
、
こ
れ
は
「
調
和
し
な
い
音
が
浄
土
で
は

ご
く
自
然
に
交
わ
り
合
い
な
ん
と
も
美
し
い
音
に

な
る
」
と
い
う
こ
と
で
す
。 

(日曜日)  

時間：午後1時～ 

祥月法要とは、祥月命日（故人が往生された月のご命日）をご縁として仏法に遇い、阿弥陀さまの

恩徳に報謝する思いでお勤めする法要です。 

(日曜日)  

時間：午前11時～ (日英両語) 

浄土真宗の宗祖である親鸞聖人の誕生（承安3-1173-年5月21日）のお祝いする仏事として降誕会

の法要をおつとめします。  


