
   
 

日 
程 
（
コ
ロ
ナ
感
染
状
況
に
よ
っ
て
変
更
の
場
合
も
ご
ざ
い
ま
す
。
） 

 
 
 
 
 

午
前 

十
時
～ 

 
 
 
 
 
 
 
 

勤 
 
 

行 
 

 
 
 
 
 
 

〃 
 

十
時
四
十
五
分
～ 

 

法 
  

話 
 
 

Ｓ 

・ 

Ｋ 

師 

 
 
 

お
斎
は
、
お
弁
当
を
お
持
ち
帰
り
い
た
だ
き
ま
す
。
お
茶
は
用
意
し
て
お
り
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 

午
後 

一
時
～ 

 
 
 
 
 
 
 
 

勤 
 
 

行 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

〃 
 

一
時
四
十
分
～ 

 
 
 

門
徒
総
会 

 
 
 
 
 
 
 
 

〃 
 

二
時
三
十
分
～ 

 
 
 

後
か
た
づ
け 
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菩
薩
の
精
神 

「
上
求
菩
提
・
下
化
衆
生
」  

 
 
 
 
 
 

Ｍ 

・ 

Ｍ 
 

我
が
家
の
お
墓
の
華
瓶
に
は
、写
真
の
よ
う
に
「
上
求
菩
提 

下
化
衆
生
」 

の
文
字
が
彫
り
込
ん
で
あ
り
ま
す
。こ
れ
は
平
成
５
年
に
お
墓
を
建
て
た
時
、 

石
屋
さ
ん
に
頼
ん
で
彫
り
込
ん
で
も
ら
っ
た
も
の
で
す
。こ
の
「
こ
と
ば
」
は
お 

釈
迦
さ
ま
が
、人
間
究
極
の
精
神
を
表
す
言
葉
と
し
て
大
切
に
さ
れ
た
も
の 

と
思
わ
れ
ま
す
。
す
な
わ
ち
、上
に
向
か
っ
て
は
悟
り
の
境
地
を
求
め
、
下
に 

向
か
っ
て
は
衆
生
に
悟
り
を
も
た
ら
す
と
い
う
も
の
で
す
。こ
れ
は
大
乗
の
精 

神
を
表
す
も
の
で
も
あ
り
、上
求
菩
提
と
下
化
衆
生
を
別
々
の
も
の
と
せ
ず
、 

一
体
両
面
と
す
る
と
こ
ろ
に
大
乗
の
本
質
が
あ
る
と
言
わ
れ
ま
す
。 

 

５
０
代
の
始
め
に
あ
る
書
籍
を
通
し
て
こ
の
文
言
に
ふ
れ
、
深
く
心
に
と
め
て
き
ま
し
た
が
、

年
と
と
も
に
人
生
の
指
針
と
し
て
、こ
れ
に
勝
る
も
の
は
な
く
、
真
理
を
衝
い
た
格
言
で
あ
る
と

深
く
思
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
私
は
６
０
歳
に
な
っ
た
時
、１
０
年
目
標
を
定
め
て
取
り
組
む
よ

う
に
な
り
、６
０
代
の
目
標
は
「
自
然
観
照
」
で
し
た
。
自
然
の
様
々
な
現
象
を
つ
ぶ
さ
に
観
察
し

そ
の
意
味
を
考
察
す
る
と
い
う
も
の
で
し
た
。７
０
歳
は
「
一
切
他
力
」
、８
０
代
は
「
念
仏
三
昧
」で

現
在
に
至
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
先
９
０
代
ま
で
生
き
な
が
ら
え
る
こ
と
が
で
き
た
と
す
れ
ば
、

「
下
化
衆
生
」
を
努
力
目
標
に
す
え
た
い
と
、
心
に
決
め
て
お
り
ま
す
。 

 

「
上
求
菩
提
下
化
衆
生
」
は
、仏
教
に
出
会
っ
た
意
義
と
幸
せ
を
、し
み
じ
み
と
感
じ
る
も
の
で

あ
り
、
深
い
慶
び
と
感
謝
を
か
み
し
め
、一
層
報
恩
に
い
そ
し
み
た
い
と
念
ず
る
も
の
で
す
。 

 

最近の社会問題は多岐にわたってあるが、高齢の私にとっては生きづらさを感じる日常が増え

てきたように思える。 

身近なことでいえば、スマホを使いこなさなければ、生きられない世の中になりつつあることで

ある。何の不自由も感じていない生活が、無理やり変えさせられていくことに大きなストレスを感じ

ている。デジタル化か何かは分からないが、年寄りには大迷惑なことである。 

確かに携帯電話の便利さは、有効であるとは思ってはいるが、電話を「かける、うける」の機能以

上のことは望んではいない。かゆいところに手を届かせようと開発し続ける企業側の思いに行政

が、あるいは社会が迎合していく現代には全くお手上げである。 

さしあたり、「マイナンバーカード」を作ることを周りから勧められているが、このことが行政にと

っても、私たちにとっても、本当に幸せな人生を送る手段となっていくのであろうか。「このカード

がないと困ることが多くなるよ」とか脅されてはいるが、こちらはそれ以上に不安なことが多い。

生きて行く上においてどうしても必要なものなら「お金あげるから」と、 税金を使う必要もないの

ではないか、そう思うのである。現金でしか物を買わない私にとっては、ポイントも何もカードで物

を買わないのだから、一連のえせ近代化とも思える今回の施策は大いに迷惑なことである。つな

がりや絆の大切さを訴えながら、顔の見えない、会話のない、合理化と利潤だけを追い求める社会

では、人間が壊れていくようにしか、私には思えなのである。 

  

 

Ｒ .４年１１月１日 発行 

発行元    光受寺

https://koujyuji.com/ 

 

光受寺通信 

令
和
４
年
度 

報
恩
講
の
ご
案
内 

十
二
月
十
一
日
（
日
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 お
み
が
き 

…

十
二
月
五
日
（
月
） 
９
時
よ
り 

多
く
の
方
の
ご
協
力
お
願
い
し
ま
す
。 

ユーチューブ法話動画配信中 

―光受寺ホームページー 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

他
力
と
は 

私
が
自
力
で
し
か 

生
き
て
い
な
い
こ
と
を 

私
に
知
ら
せ
る 

力
の
こ
と
で
あ
る 

今  月  の  掲  示  板  
 

南
余
間
に
お
飾
り
し
ま
し
た
。 

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 

新
コ
ー
ナ
ー 
 
 
 

十
二
回
連
載 

 
 
 
 
 
 

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 

ー
問
い
続
け
る
歩
み
を
と
も
に
ー 

８回目 

こころの散歩 
光
受
寺
学
習
会 

（
本
年
最
終
） 

十
二
日（
土
） 

六
時
半
～
八
時 

金
曜
茶
話
会 

 
 

毎
週
金
曜
日 

午
後
一
時
半
～
三
時
ま
で 

俺
が
、俺
が
、で
生
き
て
き
た
自
分
の
人
生
。 

多
少
の
苦
労
は
あ
っ
た
も
の
の
、
ま
ず
ま
ず
自
分
の

思
い
通
り
に
生
き
て
く
る
こ
と
が
で
き
た
。
よ
く
頑
張

っ
て
き
た
も
の
だ
と
、
今
ま
で
の
人
生
を
振
り
返
る
。 

し
か
し
、老
い
た
今
、愚
か
に
も
老
、
病
、
死
を
自
力
で

超
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
改
め
て
知
ら
さ
れ
て
き

た
。
細
や
か
な
い
ち
い
ち
の
日
常
が
輝
い
て
見
え
て
く

る
。
多
く
の
「
お
か
げ
さ
ま
」
を
い
た
だ
い
て
生
き
て
き

て
、
今
も
生
き
て
い
る
。
老
い
や
、
病
が
私
の
眼
を
少
し

開
か
せ
て
く
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

南
無
阿
弥
陀
仏 

信
じ
る
宗
教
・
感
じ
る
宗
教 

 
 
 

樹 

林 

私
は
平
成
九
年
と
十
年
の
２
回
、
モ
ン
ゴ
ル
の
砂

漠
へ
植
林
活
動
に
出
か
け
ま
し
た
が
、
砂
丘
の
つ
な
が

り
が
果
て
し
な
く
続
く
風
景
か
ら
は
、
広
大
さ
の
他

に
感
じ
る
も
の
は
な
く
、
環
境
の
厳
し
さ
だ
け
が
印

象
に
残
り
ま
し
た
。
日
中
は
強
烈
な
日
光
が
照
り
つ

け
、
気
温
４
５
度
に
達
し
ま
す
。
た
だ
湿
度
が
低
い
の

で
そ
れ
ほ
ど
暑
さ
は
感
じ
ま
せ
ん
で
し
た
。
日
本
の

豊
か
な
環
境
か
ら
す
る
と
、
砂
漠
は
生
き
物
を
寄
せ

付
け
な
い
正
反
対
の
厳
し
さ
で
し
た
。 

こ
う
し
て
宗
教
も
「
信
じ
る
宗
教
」
と
「
感
じ
る
宗

教
」
と
い
っ
た
、
二
つ
の
性
格
を
も
っ
た
宗
教
が
生
ま

れ
る
よ
う
に
思
え
ま
す
。
砂
漠
で
は
太
陽
の
運
行
以

外
に
頼
る
も
の
な
く
、
天
の
神
を
信
じ
る
宗
教
が
誕

生
し
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
ま
さ
に
信
じ
る
宗
教

で
す
。
こ
う
し
て
砂
漠
の
宗
教
は
、
一
神
教
が
栄
え
ま

し
た
。 

こ
れ
に
対
し
、
緑
豊
か
な
地
域
で
は
、
自
然
の
豊
か

な
慈
悲
に
つ
つ
ま
れ
、
自
然
へ
の
感
謝
の
念
か
ら
感
じ

る
宗
教
が
育
ち
ま
し
た
。
神
道
で
は
多
神
教
と
な

り
、仏
教
も
多
様
な
仏
様
が
登
場
し
ま
し
た
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
に
は
宗
祖
親
鸞
聖
人
七
百
五
十
回
御
遠
忌
が
勤
ま
り
、同
年
に
は
光
受
寺
改
修
工
事
が

始
ま
り
、
光
受
寺
の
御
遠
忌
も
二
十
五
年
の
四
月
に
お
勤
め
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
あ
れ
か
ら
も
う

十
年
ほ
ど
の
月
日
が
流
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。 

そ
し
て
来
年
春
に
は
、
親
鸞
聖
人
御
生
誕
八
百
五
十
年
、
立
教
開
宗
八
百
年
の
時
を
迎
え
ま
す
。
そ
れ
に

先
立
っ
て
去
る
十
月
十
六
日
（
日
）に
は
、
岐
阜
別
院
に
お
い
て
岐
阜
高
山
教
区
の
「
お
待
ち
受
法
要
」
が
勤

ま
り
ま
し
た
。
光
受
寺
か
ら
は
住
職
と
坊
守
が
参
加
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。 

  

大
谷 

裕
（
真
宗
大
谷
派
新
門
）の
ご
挨
拶
を
い
た
だ
き
、
記
念
講
演
講
師
と
し
て
真
宗
大
谷
派
僧
侶
で

あ
り
、
姫
路
医
療
セ
ン
タ
ー
小
児
科
医
長
で
あ
る
梶
原 

敬
一
師
に
「
浄
土
の
真
宗
は
証
道
い
ま
さ
か
り
な

り
」
と
い
う
講
題
で
お
話
を
い
た
だ
き
、
次
の
よ
う
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。 

「
コ
ロ
ナ
、
異
常
気
象
、
戦
争
と
次
々
と
起
こ
っ
て
き
て
い
る
問
題
は
、
私
た
ち
一
人
一
人
の
生
活
で
は
な

く
、
社
会
全
体
の
問
題
と
し
て
全
人
類
に
突
き
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
科
学
や
技
術
と
い
っ
た
方
法
は
こ
れ

ら
を
解
決
し
て
い
く
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
こ
と
に
誰
も
が
気
づ
き
始
め
て
い
ま
す
。
そ
れ
で
も
私
た
ち

は
、
何
よ
り
も
未
来
の
衆
生
の
た
め
に
こ
の
状
況
を
超
え
て
い
く
道
を
見
つ
け
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。 

親
鸞
聖
人
は
そ
の
道
を
証
道
と
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
現
代
社
会
の
中
に
そ
の
道
へ
の
門

を
開
い
て
い
く
こ
と
を
、私
た
ち
に
託
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
」
。 

  

 

テ
ー
マ 

「
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
」 


