
 

NO１６０ 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｒ .４年４月１日  発行 

発行元    光受寺

https://koujyuji.com/ 

 
毎日信じられないようなウクライナの状況が映像で流されています。「まさか」が現実となり、そ

の悲惨さに目を覆いたくなります。戦争は何がどうであれ、双方にとって勝っても負けても幸せを

もたらすものだとはとうてい思うことはできません。何万、何十万の人たちが亡くなり、その家族

の悲しみや、同胞の悲しみはどう癒されていくのでしょうか。戦争によって人間にもたらせられる幸

せは何もないことぐらいは、誰しも分かっているはずなのになぜ人間は「殺し合い」を肯定してい

られるのでしょうか。 

仏教の教えは「生きとし生けるもの」の命を大切に考える教えなのです。『仏説無量寿経』の下巻

には「兵戈無用」（ひょうがむよう）という言葉が出てきますが、「兵戈」とは武力と武器の事です。

私たちが平和で幸せに暮らすためには武力や武器はいらないということなのです。 

親鸞聖人が、「和国の教主」と讃えられた聖徳太子も「和をもって貴しとなす」とお示しになって

おられますし、親鸞聖人ご自身も「世の中安穏（あんのん）なれ 仏法ひろまれ」と述べられていま

す。安穏（世の中がおだやか）であるためには「兵戈」ではなく、「仏法がひろまること」ですと、受

け止めさせていただくことです。 

戦争は「正義と正義」の戦いだといわれますが、正義かどうかは心静かに仏法に照らし合わせて

ほしいと思います。思えば、私たちの日常の争いごとも質的には同じことだと思われてくるのです

が、いかがなものなのでしょうか。 

今
年
の
観
梅
会
・
つ
り
び
な
そ
の
他
の
様
子 

二
月
下
旬
～ 

三
月
中
旬 

 

十
時
～
十
六
時 

 
 コ

ロ
ナ
感
染
拡
大

が
心
配
さ
れ
る
中

で
は
あ
り
ま
し
た

が
、
感
染
対
策
を
施

し
な
が
ら
、
多
く
の

人
に
楽
し
ん
で
い

た
だ
け
た
と
思
っ

て
い
ま
す
。 

 

も
ち
ろ
ん
例
年

に
比
べ
れ
ば
訪
れ

る
人
は
半
数
以
下

で
し
た
が
、
訪
れ
る

人
に
は
忘
れ
か
け

て
い
た
笑
顔
が
こ

ぼ
れ
て
い
ま
し
た
。 

 

暗
く
、
や
り
き
れ

な
い
ニ
ュ
ー
ス
の
多

い
昨
今
で
す
が
、
境

内
は
そ
ん
な
気
持

ち
を
解
放
し
て
く

れ
る
世
界
が
広
が

っ
て
い
る
よ
う
に
思

え
ま
し
た
。 

秀搖書院展 2/23~3/6 

 つ
り
び
な 

書
院
展
と
同
時
開
催 

ここ数年すっかり元気を亡くした飛龍

梅。何とか今年も咲いてくれました。 

お
寺
に
来
た
な
ら
ま
ず
本
堂
へ 

 

お
じ
い
ち
ゃ
ん
と
お
ば
あ
さ
ん
、
そ
し

て
娘
さ
ん
？
と
お
孫
さ
ん
。
い
か
に
も
ほ

ほ
え
ま
し
い
姿
に
映
り
ま
し
た
。 

信
用
金
庫
の
カ
レ
ン
ダ
ー
の
３
月
に
光
受
寺
の
梅
が
載
っ
て

い
ま
し
た
よ
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人
は
法
を
求
め
る
に 

留
ま
っ
て
い
て 

法
に
生
き
る
こ
と
を 

忘
れ
て
い
る
。 

―

高
光
大
船―

 

今 月 の掲 示 板  
 

南
余
間
に
お
飾
り
し
ま
し
た
。 

第一回  

新
コ
ー
ナ
ー 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

樹 
 

林 

 
 

南
無
阿
弥
陀
仏 

 

人
と
生
ま
れ
た
こ
と
の
意
味
を
た
ず
ね
て
い
こ
う 

問
い
続
け
る
歩
み
を
と
も
に 

宗
祖
親
鸞
聖
人
御
誕
生
八
百
五
十
年
立
教
開
宗
協
賛
テ
ー
マ 

光
受
寺
御
遠
忌
法
要 

日
本
と
い
う
国
の
特
色 

日
本
と
い
う
国
を
考
え
る
と
き
、
先
祖
に
一
万
年

に
及
ぶ
「
縄
文
時
代
」
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
、
大
き
な

特
徴
で
あ
り
、こ
れ
が
日
本
と
い
う
国
を
性
格
づ
け

て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
。 

弥
生
時
代
に
は
じ
ま
り
、
外
来
文
化
が
導
入
さ
れ

る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
ま
で
全
土
が
深
い
森
に

お
お
わ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
水
田
開
発
と
と
も
に
森

が
切
り
開
か
れ
、
平
地
が
す
す
む
と
と
も
に
思
想
文

化
も
変
質
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

縄
文
時
代
に
は
地
球
規
模
で
温
暖
な
気
候
が
つ
づ

き
三
内
丸
山
遺
跡
に
見
る
よ
う
に
、
秋
田
・
青
森
に
ま

で
生
活
の
場
が
広
が
っ
て
い
ま
し
た
。
縄
文
人
は
、
豊

か
な
自
然
の
恵
み
を
、
深
い
感
謝
の
思
い
で
受
け
取

り
、
自
然
に
神
を
感
じ
て
、
崇
拝
の
念
を
深
め
て
い
き

ま
し
た
。
こ
の
宗
教
心
が
日
本
と
い
う
国
の
根
底
に

な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
縄
文
人
は
巨
木
に
神
を

見
て
敬
い
、社
殿
の
な
い
ま
ま
森
を
神
の
居
ま
す
と
こ

ろ
と
し
て
敬
い
ま
し
た
。 

私
た
ち
は
、こ
の
遠
い
祖
先
の
心
情
を
生
活
習
慣
、

祀
り
、
宗
教
な
ど
、
様
々
な
か
た
ち
で
受
け
継
い
で
い

る
こ
と
を
思
い
、改
め
て
感
謝
の
念
を
新
た
に
し
た
い

も
の
で
す
。 

こころの散歩 

ご
連
絡 
学
習
会
開
催
予
定 

（
第
２
土
曜 

午
後
六
時
半
～
八
時
） 

金
曜
喫
茶
再
開
予
定 

（
毎
週
金
曜
午
後
一
時
半
～ 

・ 

今
月
は
８
日
始
め 

 

私
た
ち
は
仏
法
を
知
的
に
論
理
的
に
理
解
し
よ
う
と

し
が
ち
で
す
が
、
そ
れ
は
法
を
求
め
る
こ
と
の
み
に
留

ま
っ
て
、
法
に
生
き
る
こ
と
を
忘
れ
た
生
き
方
な
の
で

す
。 

 

「
法
に
生
き
る
」
と
は
日
常
生
活
の
中
に
お
い
て
、自
己

中
心
的
で
狭
く
浅
い
価
値
観
の
中
で
し
か
生
き
ら
れ
な

い
私
た
ち
に
、
阿
弥
陀
様
の
智
慧
の
光
に
よ
っ
て
照
ら
さ

れ
、
己
の
愚
か
さ
に
気
付
か
さ
れ
て
い
く
と
い
う
歩
み
そ

の
も
の
を
い
う
の
で
す
。 

 

氏
は
「
生
活
の
ほ
か
に
信
仰
は
な
い
」
と
よ
く
言
わ
れ

て
い
た
よ
う
で
す
が
、
う
な
ず
か
さ
れ
る
言
葉
で
あ
り

ま
す
。 

春
季
永
代
経
勤
ま
る
。  

 

三
月
二
十
一
日 

午
前
十
一
時
よ
り 

 

 
 

梅
の
花
の
見
ご
ろ
を
や
や
過
ぎ
た
頃
、
謹
ん
で
春
の
永
代
経
お

勤
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
コ
ロ
ナ
感
染
の
た
め
、
一
般
参

詣
者
な
し
で
の
内
勤
め
と
し
て
、
若
院
と
住
職
、
寺
族
で
の
お
勤

め
で
し
た
。 

代
々
の
亡
く
な
ら
れ
た
ご
門
徒
の
ご

法
名
を
書
き
入
れ
た
法
名
軸
を
北
余

間
に
お
か
ざ
り
し
て
。 

 

次
の
永
代
経
は
九
月
二
十
三
日
の
秋
の
永
代
経
と
な
り
ま
す
。

こ
の
頃
に
は
コ
ロ
ナ
の
心
配
も
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
を
願
う
ば

か
り
で
す
。 

 

当
た
り
前
の
日
常
が
当
た
り
前
で
な
か
っ
た
気
付
き
が
与
え
ら

れ
た
コ
ロ
ナ
の
感
染
で
し
た
。 


