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（
土
）
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修
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詳
細
は
２
頁

詳
細
は
３
頁

あ
な
た
が
人
生
に

�
絶
望
し
て
も

人
生
は
あ
な
た
に

�

絶
望
し
て
い
な
い

春季彼岸会法要住職法話 花まつり甘茶かけ

春季彼岸会法要勤行
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新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
感
染
予
防
・
拡
大

防
止
に
伴
い
、
政
府
よ
り
四
月
七
日
に
緊

急
事
態
宣
言
が
出
さ
れ
、
五
月
四
日
に
は

五
月
三
十
一
日
ま
で
さ
ら
に
延
長
す
る
発

表
が
あ
り
、
ま
だ
ま
だ
通
常
の
生
活
に
戻

れ
な
い
状
況
が
続
き
、
長
期
に
わ
た
り
感

染
症
と
向
き
合
わ
な
い
と
な
り
ま
せ
ん
。

安
全
な
薬
や
ワ
ク
チ
ン
の
供
給
が
万
全
に

な
さ
れ
る
こ
と
を
待
ち
望
み
、終
息
へ
向
か

っ
て
欲
し
い
と
願
う
ば
か
り
で
す
。

　

コ
ロ
ナ
禍
に
つ
い
て
、
人
間
の
煩
悩
存
在

を
え
ぐ
り
出
し
、
本
性
が
次
々
と
暴
か
れ

た
報
道
も
あ
り
、
一
方
で
、
助
け
合
い
の
精

神
が
呼
び
覚
ま
さ
れ
、
善
行
を
推
進
し
、
相

互
扶
助
が
促
進
さ
れ
る
プ
ラ
ス
な
こ
と
も

多
々
教
え
ら
れ
た
こ
と
で
す
。

　

当
初
の
報
道
や
政
府
は
コ
ロ
ナ
と
戦
う

と
い
う
発
言
が
多
く
あ
り
ま
し
た
。
し
か

し
、だ
ん
だ
ん
と
共
存
や
共
生
す
る
と
い
う

こ
と
が
一
部
で
は
言
わ
れ
て
く
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た

　

共
存
や
共
生
を
人
間
或
い
は
、
自
然
だ

け
に
使
用
す
る
の
で
は
な
く
て
、
ウ
ィ
ル
ス

に
も
当
て
は
め
て
み
る
「
い
の
ち
」観
に
は
、

ハ
ッ
と
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
で
す
。

　

時
代
社
会
の
今
を
生
き
る
私
た
ち
は
こ

の
歴
史
的
な
出
来
事
を
通
し
て
、
過
去
か

ら
の
学
び
を
生
か
し
、
今
と
ど
う
向
き
合

う
か
、
そ
し
て
、
未
来
に
何
を
残
し
て
い
く

か
が
大
き
く
問
わ
れ
て
い
ま
す
。
時
代
が

大
き
く
転
換
し
て
い
く
起
点
で
あ
り
、

盂蘭盆会法要

お盆参り

・ ８月８日（土）
　第一部（午前）  ９時５０分受付
　　　　  午前 １０時～  参詣者焼香のみ
　第二部（午後）１２時５０分受付
　　　　  午後  １時～  参詣者焼香のみ
・ 光照寺本堂にて
・ 勤行（内勤め、僧侶の読経のみ）

・ ７月１３日から１６日の期間
・ ８月  １日から１６日の期間
　　　　　　　　　　  （８日は除く）

※準備の都合上、出席人数と午前か午後の参詣をご連
絡下さい。

※内勤めで行い、法話は無し。お焼香して散会です。

※ご希望の日にちをお知らせ下さい。
　時間につきましては、こちらで調整して連絡させて
頂きます。

　ご自宅か当寺のいずれかで読経いたします。

い
の
ち
を
生
き
た
い
と
い
う
願
い
が
、

す
べ
て
の
い
の
ち
の
な
か
に

は
た
ら
い
て
い
る
。

湯
浅
成
幸

（『
老
病
死
の
生
に
学
ぶ
』よ
り
）

真
の
依
り
処

真
の
依
り
処

　

緊
急
事
態
宣
言
。
接
触
感
染
は
日
常
生

活
で
は
ど
う
防
ぐ
事
が
出
来
る
の
で
し
ょ

う
か
。
ど
う
も
手
洗
と
消
毒
し
か
な
い
、見

知
ら
ぬ
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
は
不
安
し
か
な

い
大
変
恐
ろ
し
い
こ
わ
い
厄
介
な
も
の
で

す
。
や
れ
や
れ
や
っ
と
と
い
う
日
は
い
つ

来
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　

人
間
は
そ
の
人
に
与
え
ら
れ
た
立
場
に

素
直
に
生
き
る
も
の
で
す
。
逆
境
に
き
た

え
ら
れ
人
は
強き

ょ
う
じ
ん靱

で
あ
る
。
逆
境
に
も
ま

れ
な
が
ら
不
屈
の
精
神
で
生
き
抜
き
経
験

を
多
く
も
っ
て
い
ま
す
。
逆
境
も
順
境
も

与
え
ら
れ
た
境
遇
に
素
直
に
生
き
る
も
の

で
す
。
素
直
さ
を
失
っ
た
と
き
逆
境
は
卑ひ

屈く
つ

を
生
み
順
境
は
う
ぬ
ぼ
れ
を
生
む
と
教

え
て
頂
き
ま
し
た
。
大
変
む
づ
か
し
い
こ

と
で
す
が
阿
弥
陀
様
の
智
恵
に
ふ
れ
て
初

め
て
本
当
に
愚
で
あ
っ
た
と
知
り
救
わ
れ

る
道
は
こ
れ
一
つ
。
弥
陀
は
私
ど
も
を
い

つ
も
照
し
て
下
さ
っ
て
い
ま
す
。

�

南
無
阿
弥
陀
佛
。

�

岡
田
ノ
リ
子

遅
々
と
し
て
進
ま
な
か
っ
た
施
策
や
Ｉ
Ｔ

技
術
の
促
進
、
Ａ
Ｉ
化
が
進
歩
に
加
速
し

て
い
く
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

便
利
や
快
適
に
な
る
こ
と
は
有
り
難
い

こ
と
で
す
が
、失
う
こ
と
も
多
々
あ
る
と
い

う
こ
と
を
常
に
肝
に
銘
じ
て
い
ま
す
。

　

時
代
社
会
に
流
さ
れ
ず
、し
か
し
、
目
を

背
け
ず
、
何
が
正
し
い
こ
と
な
の
か
、
何
が

ほ
ん
と
う
の
幸
せ
な
の
か
と
疑
問
を
持
っ

て
、今
を
生
き
る
と
い
う
こ
と
を
切
に
思
い

ま
す
。

　

原
稿
を
書
い
て
い
る
と
き
よ
り
あ
と
に

は
情
勢
が
変
化
し
て
く
る
と
思
い
ま
す
が
、

い
ず
れ
に
し
て
も
、安
心
し
て
元
の
生
活
が

取
り
戻
せ
る
日
を
願
い
、
ご
縁
の
皆
様
と

共
に
、
仏
智
を
仰
ぐ
生
活
を
大
切
に
し
て

い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

今
年
の
お
盆
の
法
要
に
つ
き
ま
し
て
は
、

個
別
の
お
参
り
は
通
常
通
り
受
付
致
し
ま

す
。
合
同
の
法
要
に
つ
き
ま
し
て
は
３
密

（
密
閉
・
密
集
・
密
接
）を
避
け
る
工
夫
を
し

て
執
り
行
い
ま
す
。
今
後
の
状
況
に
よ
っ

て
、変
化
が
生
じ
る
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
ら

ご
了
承
下
さ
い
。

　

ご
門
徒
様
や
ご
家
族
、
縁
者
の
方
々
の

ご
健
康
を
念
じ
て
お
り
ま
す
。
合
掌

�

住
職
（
釋
徹
照
）
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子
供
会
「
ポ
ニ
ー
ク
ラ
ブ
」

「
花
ま
つ
り
＆
遠
足“
茨
城
県
自
然
博
物
館
”」

�

大
塚　

陽
子

　

桜
も
満
開
に
な
り
、
春
の
暖
か
な
天
気

に
恵
ま
れ
た
四
月
三
日
（
金
）子
供
十
名
大

人
七
名
の
参
加
に
よ
り
、
お
釈
迦
様
の
生

誕
を
お
祝
い
し
、
花
御
堂
に
甘
茶
か
け
、
勤

行
、
前
坊
守
あ
い
さ
つ
後
、
貸
切
バ
ス
に
乗

っ
て
茨
城
県
自
然
博
物
館
に
行
っ
て
き
ま

し
た
。
当
初
は
、
ム
ー
ミ
ン
バ
レ
ー
パ
ー
ク

に
行
く
予
定
で
し
た
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
の
影
響
で
直
前
で
休
園
に
な
っ
て
し

ま
っ
た
為
、急
遽
変
更
致
し
ま
し
た
。

　

バ
ス
の
車
中
で
は
、
自
己
紹
介
や
絵
本

「
お
し
ゃ
か
さ
ま
」の
読
み
聞
か
せ
、
住
職
に

よ
る
「
花
ま
つ
り
」の
お
話
も
あ
り
、又
、昼

食
を
到
着
ま
で
に
済
ま
せ
ま
し
た
。
当
博

物
館
は
、
生
命
の
誕
生
か
ら
地
元
茨
城
の

環
境
、
宇
宙
の
進
化
な
ど
自
然
の
成
り
立

ち
が
分
か
り
や
す
く
体
験
で
き
る
施
設
で
、

世
界
最
大
級
の
マ
ン
モ
ス
の
化
石
や
、動
く

恐
竜
な
ど
も
あ
り
、
子
供
も
大
人
も
楽
し

く
学
べ
る
施
設
で
し
た
。
展
示
物
を
見
学

「他力をたのむこころかけたるあい
だ、弥

み だ

陀の本願にあらず。」
「他力をたのみたてまつる悪人は
もっとも往生の正因なり。」

川越喜多院の五百羅漢

羅漢：「悪人が往生するとはいかに」
第３章

本堂にて

自然博物館にて

トランポリン

整列

あれは何だろう

勤行 甘茶かけ

し
た
後
、
野
外
施
設
の

夢
の
広
場
で
遊
び
、
帰

り
の
バ
ス
で
は
、
ア
ン

パ
ン
マ
ン
や
ア
ナ
と
雪

の
女
王
の
Ｄ
Ｖ
Ｄ
鑑

賞
を
楽
し
み
な
が
ら

帰
っ
て
き
ま
し
た
。

　

今
回
は
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
の
影
響
で
外

出
自
粛
ム
ー
ド
の
中

で
感
染
予
防
に
気
を

つ
け
て
、
子
ど
も
会
が

無
事
に
開
催
で
き
、
安

堵ど

致
し
て
お
り
ま
す
。

　

次
回
の
子
ど
も
会

は
八
月
二
十
日
（
木
）

を
予
定
し
て
お
り
ま

し
た
が
、
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
予
防

の
為
、中
止
致
し
ま
す
。
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近
頃
朝
の
勤
行
の
時
に『
正
信
偈
讃

仰
（
14
）
源
信
章
補
遺
』
を
読
ん
で
い

る
。
妻
が
い
う
。「『
一
た
び
南
無
仏
を

称
す
れ
ば
、
皆
巳
に
仏
道
を
成
ず
』こ

の
言
葉
が
『
往
生
要
集
』の
中
心
点
で

あ
る
と
思
う
。
こ
の
中
の「
称
」と
い
う

文
字
は
釣
り
合
う
と
い
う
文
字
だ
か

ら
仏
の
万
徳
と
釣
り
合
っ
て
い
る
の

だ
ね
」と
。
私
も
「
そ
う
だ
ね
」と
う
な

ず
い
た
。
緊
急
事
態
宣
言
が
出
て
二
週

間
が
過
ぎ
た
。
コ
ロ
ナ
は
収
ま
る
気
配

も
な
い
。
心
の
病
い
を
患
う
人
も
多
い

と
テ
レ
ビ
は
報
じ
て
い
る
。
光
照
寺
前

住
職
の
「
仏
法
弘
ま
れ
か
し
、
念
仏
よ

興
れ
」
の
言
葉
が
胸
に
響
い
て
く
る
。

コ
ロ
ナ
と
の
戦
い
は
長
期
戦
に
な
ろ

う
と
し
て
い
る
。
身
体
に
気
を
つ
け
て

が
ん
ば
ろ
う
。�

玄
吾
九
十
才

  
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
に
関
し
て

◦ 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
感
染
予
防
・
拡
大
防

止
に
伴
い
、
予
定
さ
れ
て
い
る
行
事
は
状
況

に
よ
り
、
中
止
又
は
変
更
が
あ
り
ま
す
の
で

ご
承
知
下
さ
い
。
随
時
H
P
を
ご
確
認
頂

く
か
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。
個
別
の
ご
法

事
、お
葬
儀
は
お
参
り
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

法
要
の
ご
案
内

◦ 

盂
蘭
盆
会
法
要

八
月
八
日（
土
）、午
前
・
午
後
の
二
部
厳
修
。

◦ 

秋
季
彼
岸
会
法
要

九
月
二
十
二
日
（
火
）
午
後
一
時
三
十
分
よ

り
厳
修
。

◦ 

報
恩
講

十
月
十
一
日
（
日
）
講
師
は
本
明
義
樹
先
生

（
専
光
寺
住
職
）、光
照
寺
創
立
三
十
周
年
兼

修
。光

照
寺
護
持
会
総
会

六
月
二
十
日
（
土
）
に
予
定
さ
れ
て
い
ま
し

た
総
会
は
中
止
と
な
り
ま
し
た
。

聞
法
会
の
お
知
ら
せ

◦ 

親
鸞
聖
人
の
み
教
え
に
聞
く
会

講
師
は
延
塚
知
道
先
生（
大
谷
大
学
名
誉
教

授
）
五
月
八
日
、
七
月
七
日
は
中
止
と
な
り

ま
し
た
。
今
後
の
日
程
は
未
定
で
す
が
、
開

催
の
際
は
ご
参
加
下
さ
い
。
午
後
一
時
半
～

四
時
半
。『
教
行
信
証
』を
学
ん
で
い
ま
す
。

◦ 

大
経
の
会

六
月
は
中
止
。
七
月
二
十
三
日
、
九
月
二
十

日
、
十
月
は
報
恩
講
、
午
前
十
時
～
午
後
三

時
。
講
師
は
佐
々
木
師
と
住
職
の
担
当
月

別
。
細
川
巌
著
『
正
信
偈
讃
仰
』（
七
）
を
学

ん
で
い
ま
す
。
お
弁
当
持
参
し
て
下
さ
い
。

◦ 

我
聞
の
会

六
月
は
中
止
。七
月
十
七
日
、九
月
十
六
日
、

十
月
二
十
一
日
、
午
後
二
時
～
四
時
ま
で
。

講
師
は
住
職
。「
歎
異
抄
」を
学
ん
で
い
ま
す
。

◦ 

微
風
学
舎

六
月
は
中
止
。
七
月
二
十
八
日
、
九
月
二
十

八
日
、
十
月
二
十
七
日
。
午
後
七
時
～
九
時

ま
で
。
講
師
は
住
職
。「
高
僧
和
讃
講
義

（
一
）」延
塚
知
道
著
を
学
ん
で
い
ま
す
。

お
願
い

ご
自
宅
で
法
事
の
際
は
駐
車
場
を
ご
用
意

下
さ
い
。
宜
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

住
所
・
電
話
番
号
変
更
の
際
は
必
ず
ご
連
絡

下
さ
い
。

�

吉
澤　

光
昭

攀
じ
登
る
岩
頂
間
近
か
ザ
イ
ル
の
手

麦
は
黄
に
自
問
自
答
を
う
ね
ら
せ
て

ナ
イ
タ
ー
や
ド
ー
ム
の
震
る
る
逆
転
打

鱒
釣
や
暫
し
化
身
を
岩
に
置
き

鰹
木
の
緑
生
鮮あ

ら

た
梅
雨
晴
間

�

山
田　

恒

流
さ
れ
て
天
空
で
見
る
爪
の
跡

慟
哭
の
暫
し
彼
方
に
虹
が
立
つ

寺
務
所
よ
り

�

佐
々
木　

玄
吾

「
そ
ら
言
を
言
う
な
」と
我
を
呵
責
せ
し

　

先
師
の
言
葉
胸
に
沁
み
入
る

�

佐
々
木　

文
子

九
分
咲
き
の
桜
に
初
雪
降
り
積
も
る

　

コ
ロ
ナ
騒
ぎ
で
人
影
も
な
し

初
植
え
の
ア
ス
パ
ラ
ガ
ス
が
芽
を
出
し
た

　

寿
命
比
べ
の
八
十
五
歳

�

赤
秀　

品
枝

三
密
と
ス
テ
イ
ホ
ー
ム
と
テ
レ
ワ
ー
ク

　

い
つ
ま
で
続
く
コ
ロ
ナ
の
恐
怖

青
い
空
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
吹
き
荒
れ
て

　

す
ご
も
り
の
日
々
外
は
葉
桜

�

釋
尼　

邦
照

そ
び
え
立
ち
咲
き
ほ
こ
る
桜さ

く
ら
ば
な花
一
輪
を

　

待
ち
わ
び
し
主
の
た
お
り
し
そ
ば
へ

去
り
し
人
百
千
億
ナ
ユ
タ
人び

と

朋と
も

に
し
て
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