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春 

の 

永 

代 

経 
 
 

三
月
二
十
一
日（
火
） 

 
 

  

「よろずのこと、みなもって、そらごとたわごと、まことあることなきに、ただ念仏のみぞまこと

にておわします」。 『歎異抄』・・・真宗聖典 P６４０ 

 

この言葉は親鸞聖人が常に語っていた『歎異抄』に伝えられている言葉です。要約すれば、「この

世の中には、うそや、いつわりの言葉ばかりで、まことの言葉はないのです。ただ「念仏」一つが、ま

ことの言葉なのです」。と受け止めることができます。 

近年はウクライナ戦争をはじめとして、コロナ感染に関わる問題等、社会を揺るがすような事件、

事故等が様々に頻発し、その度ごとに、その状況、情報を見聞きしてきました。また縁起担ぎや語呂

合わせまでに心惑わせている私たちの人生。「いったい何を信じて生きて行けばよいのだろう」。そ

んな思いが深まるばかりです。 

親鸞聖人は「念仏」一つに生きた人でありました。人生の暗闇の中をさまようように生きた親鸞に

とって念仏は、迷いの中に生きる自分の姿を照らし、生きる道筋を指し示してくれた言葉であったの

です。 

この混迷の世の中にあって今、私たちは真実を見つめる眼を見開き、ゆるぎない支えとなるよう

な、力のある言葉に出会っていきたいと思うことです。 

Ｒ .５年２月１日  発行 

発行元    光受寺

https://koujyuji.com/ 

 

光受寺通信 

 

境
内
で
春
を
一
番
に
知
ら
せ
て
く
れ
る
梅
の
花
。
今
年
も
一
月
十
四
日
に
境
内
で

一
番
の
早
咲
き
の
梅
が
開
花
し
ま
し
た
。 

 

こ
の
梅
の
品
種
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
の
で
す
が
、
お
よ
そ
二
十
年
ほ
ど
前
に
、
ご
門

徒
の
方
か
ら
い
た
だ
い
た
盆
梅
を
地
植
え
し
た
古
木
で
す
。
お
よ
そ
四
～
五
十
セ
ン

チ
ほ
ど
の
高
さ
で
す
が
、
毎
年
見
事
な
花
を
咲
か
せ
て
く
れ
て
い
ま
す
。
根
元
は
朽

ち
て
空
洞
も
目
立
ち
、
今
に
も
枯
れ
て
し
ま
い
そ
う
な
気
も
い
た
し
ま
す
が
、
境
内

の
梅
の
中
で
は
い
ち
ば
ん
の
元
気
も
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

 

毎
年
こ
の
梅
が
咲
く
こ
ろ
に
な
る
と
、
ご
寄
付
い
た
だ
い
た
方
の
事
が
し
の
ば
れ
、

今
年
も
元
気
に
咲
い
て
い
ま
す
と
、
ご
報
告
申
し
上
げ
る
の
で
す
。 

 

私
た
ち
人
間
も
こ
の
花
の
よ
う
に
老
い
て
も
、
変
わ
ら
ぬ
美
し
い
心
の
花
を
咲
か

せ
続
け
て
い
き
た
い
も
の
だ
と
思
う
こ
と
で
す
。 

       梅の美しい季節と 

       なりました。 

           

        

 

 

 

第
二
回 

お
寺
サ
ロ
ン
開
か
れ
る
。 

 

去
る
一
月
十
九
日
（
木
）廣
專
寺
に
お
い
て
、「
お
寺
サ
ロ
ン
」
が
開
か
れ
ま
し

た
。
参
加
し
て
く
だ
さ
っ
た
方
は
十
三
名
ほ
ど
で
し
た
が
、
廣
專
寺
若
さ
ん
の

お
仏
壇
の
お
飾
り
の
仕
方
や
、
お
給
仕
の
仕
方
な
ど
の
お
話
を
も
と
に
、活
発

に
質
問
や
、
感
想
を
述
べ
て
い
た
だ
き
、
終
始
和
や
か
な
雰
囲
気
の
中
で
約
一

時
間
を
過
ご
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

 

ご
門
徒
同
士
の
交
流
を
通
し
て
、
よ
り
豊
か
な
人
生
を
育
ん
で
い
た
だ
け
る

ご
縁
と
し
て
い
た
だ
け
た
ら
と
願
っ
て
い
ま
す
。 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

次
回
は
光
受
寺
で
の
開
催
で
す
。
多
く

の
方
の
ご
参
加
を 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

の
ご
参
加
い
た
だ
け
た
ら
と
思
っ
て
い

ま
す
。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

す
。
お
待
ち
い
た
し
て
お
り
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〇
参
加
費
無
料 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〇
廣
專
寺
、
光
受
寺
の
ご
門
徒
に
関
わ

ら
ず 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ら
ず
、
お
誘
い
あ
わ
せ
の
上
ご
参
加 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

い
た
だ
け
た
ら
と
思
っ
て
い
ま
す
。 

次回のお知らせ 

―

お
寺
の
未
来
を
考
え
る
会
主
催―

 

机を囲んで和やかに 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

迷
惑
を
か
け
ず
に 

生
き
て
行
く
こ
と
が 

大
切
で
は
な
い
。 

迷
惑
を
か
け
ず
に
は 

生
き
ら
れ
な
い
と 

知
る
こ
と
が
大
切
。 

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 

11 回目 

こころの散歩 
光
受
寺
学
習
会 

二
月
十
八
日（
土
） 

午
後
３
時
よ
り 

金
曜
茶
話
会 

 
 

毎
週
金
曜
日 

午
後
一
時
半
～
三
時
ま
で 

私
た
ち
は
生
き
て
行
く
上
に
お
い
て
、
人
に
限
ら
ず

何
ら
か
「
他
の
も
の
」
対
し
て
も
迷
惑
を
か
け
て
生
き
て

い
る
も
の
な
の
で
す
。
迷
惑
を
か
け
ず
に
生
き
る
こ
と

な
ど
と
う
て
い
で
き
は
し
な
い
の
で
す
。 

最
近
よ
く
お
聞
き
す
る
言
葉
で
す
が
、「
将
来
、
子
や

孫
に
は
迷
惑
を
か
け
た
く
な
い
の
で
・・・
」
と
お
っ
し
ゃ
い

ま
す
。
確
か
に
誰
し
も
思
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
す
し
、
極

め
て
現
実
的
な
不
安
を
含
ん
だ
言
葉
で
も
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、
終
活
と
か
言
っ
て
、
あ
る
程
度
の
こ
と
は
ま
で

は
で
き
る
に
し
て
も
、
最
期
だ
け
は
ど
う
に
も
な
ら
な

い
も
の
な
の
で
す
。
日
頃
の
人
生
に
お
い
て
も
、
同
じ
こ

と
。
そ
の
こ
と
に
生
き
る
と
こ
ろ
に
感
謝
の
思
い
も
起

こ
り
、
お
互
い
様
に
人
生
を
生
き
ら
れ
る
の
で
す
。 

  

私
ど
も
の
祖
先
で
あ
る
縄
文
人
は
、
一
万
年
に
お

よ
ぶ
気
の
遠
く
な
る
よ
う
な
長
い
年
月
を
生
き
た

人
々
で
す
。
新
石
器
時
代
に
続
い
て
縄
文
時
代
は
、中

期
に
な
る
と
高
度
な
意
匠
を
施
し
た
土
器
を
焼
成

す
る
よ
う
に
な
り
、
新
潟
県
十
日
町
の
篠
山
遺
跡
か

ら
は
大
量
の
火
災
土
器
が
発
掘
さ
れ
て
い
ま
す
。
狩

猟
採
集
の
生
活
な
が
ら
高
度
な
文
化
を
築
い
た
人
々

で
す
。
縄
文
時
代
は
、
大
変
温
暖
な
気
候
に
恵
ま
れ
、

栗
や
柿
な
ど
豊
富
な
果
実
、そ
れ
に
海
や
川
で
は
酒

や
鱒
な
ど
豊
か
な
食
料
を
手
に
入
れ
る
こ
と
が
容
易

で
豊
か
な
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。 

 

温
暖
な
自
然
環
境
の
も
と
で
、
精
神
的
に
も
自
然
へ

の
感
謝
を
深
め
、
原
始
的
な
が
ら
祭
祀
の
あ
と
も
窺

が
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

梅
原
先
生
は
、「
日
本
の
深
層
」
と
い
う
書
物
で
、縄

文
文
化
は
日
本
の
基
礎
文
化
と
位
置
づ
け
て
お
ら
れ

ま
す
が
、日
本
の
精
神
文
化
は
、
は
る
か
な
縄
文
文
化

と
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
を
思
う
と
き
、
限
り
な
い
豊

か
さ
を
思
わ
ず
に
は
い
折
ら
れ
ま
せ
ん
。 

光
受
寺
学
習
会 

 
今
年
は
こ
ん
な
こ
と
を
学
ん
で
い
き
ま
す
。 

 

 

本
年
度
か
ら
は
、
毎
月
第
３
土
曜
日
の
午
後
３
時
か
ら
～
４
時
半
ま
で
と
、曜
日
と
時
間
を
変
更

し
て
開
催
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。 

内 

容 
 

〇『
歎
異
抄
』に
学
ぶ
。―

自
由
参
加
。
参
加
費
は
い
り
ま
せ
ん
。―

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

『
歎
異
抄
』っ
て
・・・
親
鸞
滅
後
、親
鸞
の
教
え
が
異
な
っ
て
理
解
さ
れ
て
い
く
の
を
嘆
き 

親
鸞
か
ら
直
接
教
え
を
受
け
た
門
弟
の
一
人
、
唯
円（
ゆ
い
え
ん
）が
師
の
教
え
を
改 

め
て
明
ら
か
に
し
た
い
と
い
う
願
い
か
ら
こ
の
書
を
生
み
出
さ
れ
た
と
言
わ
れ
て
い 

ま
す
。
親
鸞
の
思
想
の
確
信
を
知
る
う
え
で
大
切
な
書
物
と
さ
れ
て
い
ま
す
。 

心
の
ふ
る
さ
と
縄
文
時
代 

春
季
永
代
経 

 

三
月
二
十
一
日（
春
分
の
日
）  

午
前
の
み 

 

法 

話 
 

住 

職 

予 

定 

 

コ
ロ
ナ
感
染
状
況
が
ど
う
な
っ
て
ゆ
く
の
か
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
す
が
、い
ず
れ
に
せ
よ
感
染 

に
よ
る
老
人
の
死
亡
率
は
高
い
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
従
い
ま
し
て
午
前
の
み
の
お
勤
め
と
さ 

せ
て
い
た
だ
き
、
お
斎
は
お
持
ち
帰
り
用
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 

よ
ろ
し
く
ご
理
解
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
に
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

※ 

感
染
状
況
に
よ
り
変
更
も
ご
ざ
い
ま
す
。
改
め
て
ご
案
内
申
し
上
げ
ま
す
。 


