
脚

下

照

顧

き
ゃ
っ

か

し
ょ
う

こ

「
脚
下
照
顧
」
は
禅
寺
で
よ
く
見

ら
れ
る
語
句
で
す
。
寺
の
玄
関
や
入

り
口
に
は
、
こ
の
四
文
字
を
木
札
に

大
書
し
て
あ
る
の
を
、
よ
く
見
受
け

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

脚
下
は
足
も
と
の
こ
と
、
照
顧
は

よ
く
照
ら
し
て
顧
み
る
こ
と
で
す
か

ら
、
脚
下
照
顧
と
は
「
足
も
と
を
し
っ

か
り
見
よ
」
と
い
う
意
味
で
す
。

履
き
物
の
ぬ
ぎ
方
ひ
と
つ
に
も
、

細
か
く
気
を
つ
け
て
、
だ
ら
し
な
く

不
揃
い
な
ぬ
ぎ
っ
放
し
な
ど
す
る
な
、

と
い
う
こ
と
で
す
。

さ
ら
に
、
脚
下
は
単
に
履
き
物
の

こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
自
分
の
足
も

と
、
自
分
の
立
っ
て
い
る
立
脚
点
、

現
実
的
出
発
点
を
意
味
し
ま
す
の
で
、

脚
下
照
顧
は
、
「
自
分
自
身
を
し
っ

か
り
見
よ
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま

す
。理

想
の
み
を
追
い
求
め
て
現
実
を

忘
れ
て
い
な
い
か
。
理
論
ば
か
り
に

走
っ
て
実
践
を
お
ろ
そ
か
に
し
て
い

な
い
か
と
、
常
に
自
分
を
見
つ
め
、

反
省
す
る
心
が
大
切
だ
と
い
う
の
で

す
。現

代
は
め
ま
ぐ
る
し
い
時
代
で
す
。

し
っ
か
り
と
対
処
し
な
い
と
遅
れ
て

し
ま
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う

な
現
象
面
だ
け
を
追
い
求
め
る
の
で

は
な
く
、
自
分
の
足
も
と
を
し
っ
か

り
見
よ
と
教
え
る
の
で
す
。

（
本
願
寺
出
版
社
発
行辻

本
敬
順
著

「
仏
教
用
語
豆
辞
典
一
〇
〇

パ
ー
ト
Ⅱ
」
か
ら
）

こ
こ
数
日
、
暖
か
い
日
が
続
い
て

い
ま
す
。
寒
が
厳
し
い
時
は
、
雨
戸

を
閉
め
る
の
で
す
が
、
お
か
げ
で
一

週
間
ほ
ど
完
全
に
雨
戸
を
閉
め
る
こ

と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
閉
め
る
作
業
は

苦
を
感
じ
な
い
の
で
す
が
、
開
け
る

作
業
は
朝
の
忙
し
く
寒
い
時
間
帯
に

開
け
て
ま
わ
る
の
で
「
い
や
だ
な
、

早
く
暖
か
く
な
ら
な
い
か
な
」
と
思

い
な
が
ら
開
け
る
作
業
を
し
ま
す
。

明
日
（
八
日
）
か
ら
ま
た
寒
く
な
る

よ
う
で
す
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
春

は
す
ぐ
そ
こ
で
す
。
▼
「
金
光
寺
よ

ろ
ず
コ
ー
ナ
ー
」
に
仏
事
の
し
袋
の

表
書
き
を
掲
載
し
ま
し
た
。
本
願
寺

出
版
社
発
行
「
大
乗
」
誌
の
「
仏
事

基
本
の
き
」
と
い
う
コ
ー
ナ
ー
を
そ

の
ま
ま
引
用
し
ま
し
た
。
と
い
う
の

も
、
「
住
職
教
え
て
く
ん
な
い
」
と

言
っ
て
受
け
る
質
問
で
、
一
番
多
い

の
が
表
書
き
の
書
き
方
で
す
。
鞍
岡

に
は
鞍
岡
地
区
独
特
の
「
御
初
穂
」

と
い
う
の
も
あ
り
ま
す
が
、
一
般
的

な
表
書
き
に
つ
い
て
は
、
上
記
の
例

を
参
照
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い

ま
す
。
な
お
、
い
ず
れ
も
僧
侶
個
人

や
施
主
個
人
に
で
は
な
く
、
ご
本
尊

阿
弥
陀
如
来
さ
ま
に
お
届
け
す
る
も

の
で
あ
る
こ
と
を
お
忘
れ
の
な
い
よ

う
に
！

（
住
職

松
井
卓
郎
）
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▲ 子どもたちの登下校を見守ります 鞍小校門のつばき （６日）

今月のことば

人間とは その知恵ゆえに まことに 深い闇を生きている
にんげん ち え ふか やみ い

（ 高 史明 ）
コ サ ミョン

二月の法語は、高史明さんの言葉をいただきま
コ サ ミョン

した。私ども人間の知恵がいかに深い闇のなかの

ものであるかを語られるものですが、ここには、

高さんの深い人生観が窺われます。
うかが

高さんの独り子の息子さんは、十二歳の春を迎

えた時、自らこの世を去られます。ご自身が、何

も本当のことをわかっていない「無明」の中にあ
む みょう

る、わが子も「無明」のなかにある、ともに深い

暗黒の淵に落ち込んでいるという思いでおられま
ふち

した。そのような時に、『歎異抄』と真剣に対面
たん に しょう

するようになり、『歎異抄』の声が聞こえてきた

といわれます。息子さんの自死によって『歎異抄』

に向き合うようになった高さんは、人生の絶望、

暗黒の淵を体験されて、人間の知恵がいかにたよ

りないか、浅はかなものであるかを思い知らされ

たということでしょう。

『歎異抄』の結びの部分（後序）に、
ご じ ょ

煩悩具足の凡夫、火宅無常の世界は、よろづの
ぼんのう ぐ そく ぼん ぶ か たく む じょう せ かい

こと、みなもつてそらごとたはごと、まことあ

ることなきに、ただ念仏のみぞまことにておは
ねんぶつ

します （『注釈版聖典』８５３頁）
ちゅうしゃくばんせいてん

とあります。

人間中心の科学的な知識にしても、人間の欲望

を満足させようとする思考にしても、根本的に

「無明」（真実が見えていない無知）の世界のこ

とであるという深い洞察が、高さんの言葉に窺わ

れます。

私たちは、人間中心の営み、自分中心の知恵の

「深い闇」のなかにあって、如来の大悲のおはた

らきに出遇わせていただいているのであると言え
あ

るでしょう。

（本願寺出版社刊「大乗」誌より転載）

本願寺出版社発行「大乗」誌２月号から転載し
ました。

金光寺よろずコーナー

ホームページ開いてます。
URL /konkhoji.jp/

２月７日現在 入室者数 １３，０８８人

１月、金光寺ご門徒の次の方がご往生な
さいました。さとりの智慧をいただかれ尊
いお導きをと念じることです。
２０１３年１月４日寂 満８３歳

宮崎市 嶋 田 明 子 様
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昨
年
十
月
、
い
じ
め
を
苦
に
自
殺

し
た
滋
賀
県
大
津
市
の
中
学
生
の
事

件
覚
え
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
か
？

本
年
一
月
三
十
一
日
、
大
津
市
が

設
置
し
た
第
三
者
調
査
委
員
会
に
よ

る
「
大
津
い
じ
め
」
の
調
査
報
告
書

が
大
津
市
に
提
出
さ
れ
ま
し
た
。

報
告
書
は
、
自
殺
は
「
い
じ
め
が

直
接
的
要
因
」
で
あ
る
と
明
言
し
ま

し
た
。

学
校
、
大
津
市
教
育
委
員
会
は
生

徒
が
自
殺
す
る
ま
で
「
い
じ
め
の
認

識
は
な
か
っ
た
」
と
繰
り
返
し
て
い

ま
し
た
が
、
第
三
者
委
員
会
は
学
校

の
集
約
会
議
で
「
ケ
ン
カ
で
は
な
く

い
じ
め
で
は
な
い
か
」
と
い
う
意
見

が
複
数
の
教
員
か
ら
で
て
い
た
こ
と

を
報
告
書
で
明
ら
か
に
し
て
い
ま
す
。

い
じ
め
が
存
在
す
る
こ
と
を
い
ん
ぺ

い
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

本
来
、
子
ど
も
に
と
っ
て
、
家
庭

に
勝
る
と
も
劣
ら
な
い
ほ
ど
安
心
で

き
る
場
所
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
学

校
が
そ
う
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
残

念
で
な
り
ま
せ
ん
。

話
は
変
わ
り
ま
す
。
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人

チ
ャ
イ
ル
ド
ラ
イ
ン
京
都
が
、
相
次

ぐ
い
じ
め
事
件
を
真
摯
に
受
け
止
め

し

ん

し

考
え
よ
う
と
緊
急
提
言
「
い
じ
め
に

つ
い
て
み
ん
な
で
考
え
よ
う
！
」
と

題
し
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
昨
年
九
月

二
十
九
日
、
本
山
の
聞
法
会
館
で
開

催
し
ま
し
た
。
そ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

で
「
い
じ
め
っ
て
何
で
す
か
？
ー
い

じ
め
に
対
す
る
大
人
の
認
識
を
考
え

る
」
と
題
し
た
講
演
を
い
じ
め
に
よ

る
自
殺
で
十
五
歳
の
娘
を
亡
く
さ
れ

た
小
森
美
登
里
さ
ん
が
さ
れ
、
本
願

寺
新
報
（
十
一
月
十
日
版
）
に
ダ
イ

ジ
ェ
ス
ト
で
掲
載
さ
れ
ま
し
た
。

ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
を
読
み
な
が
ら
い

ろ
い
ろ
と
考
え
さ
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ

が
あ
り
ま
し
た
の
で
述
べ
た
い
と
思

い
ま
す
。

ま
ず
、
何
故
い
じ
め
は
な
く
な
ら

な
い
の
か
。

小
森
さ
ん
は
い
じ
め
を
受
け
る
子

供
の
「
心
の
傷
」
を
理
解
で
き
て
い

な
い
こ
と
が
、
解
決
で
き
な
い
大
き

な
原
因
だ
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
と

指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。
「
い
じ
め
ら

れ
る
あ
な
た
に
も
原
因
が
あ
る
」
と

い
う
先
生
が
存
在
す
る
の
は
事
実
で

す
。
ま
さ
に
、
被
害
者
の
「
心
の
傷
」

に
気
付
い
て
い
な
い
こ
と
の
現
れ
で

す
。次

に
、
小
森
さ
ん
は
い
じ
め
を
被

害
者
・
加
害
者
・
傍
観
者
の
三
つ
に

分
け
、
こ
の
三
者
す
べ
て
が
被
害
者

だ
と
述
べ
て
お
ら
れ
ま
す
。

被
害
者
は
進
行
形
の
被
害
者
。

加
害
者
は
何
か
解
決
で
き
な
い
悔

し
い
、
悲
し
い
問
題
を
抱
え
、
誰
か

を
傷
つ
け
る
こ
と
で
発
散
さ
せ
、
心

の
均
衡
を
図
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な

い
社
会
的
な
被
害
者
。

傍
観
者
は
い
じ
め
ら
れ
る
友
達
を

守
っ
て
あ
げ
ら
れ
な
い
被
害
者
（
守

ろ
う
と
す
る
と
自
分
が
タ
ー
ゲ
ッ
ト

に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
）
。

指
摘
を
受
け
る
と
な
る
ほ
ど
と
思

い
ま
す
。

ま
た
、
「
大
丈
夫
」
は
い
じ
め
の

サ
イ
ン
だ
そ
う
で
す
。
い
じ
め
の
相

談
を
大
人
に
す
る
時
は
か
な
り
時
間

が
経
過
し
、
心
の
傷
は
深
く
な
っ
て

い
る
と
い
う
前
提
で
対
応
し
た
ほ
う

が
よ
い
と
指
摘
さ
れ
ま
す
。
う
わ
さ

を
耳
に
し
、
い
じ
め
を
受
け
て
い
る

子
に
「
大
丈
夫
？
」
と
声
を
か
け
、

「
大
丈
夫
！
」
と
返
答
が
あ
る
時
は

そ
の
子
は
い
じ
め
を
受
け
て
い
る
。

「
何
の
こ
と
？
」
と
聞
き
返
す
時
は

い
じ
め
ら
れ
て
い
な
い
。
「
大
丈
夫
」

は
何
に
つ
い
て
聞
か
れ
て
い
る
か
を

認
識
し
て
い
る
か
ら
だ
と
述
べ
ら
れ

ま
す
。

ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
を
読
み
な
が
ら
、

一
番
辛
か
っ
た
の
は
、
い
じ
め
を
受

け
て
い
る
子
が
学
校
の
中
は
つ
ら
く
、

ぎ
り
ぎ
り
で
あ
る
こ
と
を
家
庭
の
な

か
に
持
ち
込
み
た
く
な
い
と
指
摘
さ

れ
て
い
る
こ
と
で
し
た
。
家
の
中
だ

け
は
安
全
な
場
所
で
傷
つ
く
こ
と
が

な
い
と
い
う
保
障
が
あ
る
。
そ
の
家

庭
の
中
に
学
校
の
ど
ろ
ど
ろ
と
し
た

う
み
を
持
ち
込
み
た
く
な
い
。
だ
か

ら
、
親
に
だ
け
は
「
い
じ
め
を
受
け

て
い
る
」
こ
と
を
言
え
な
い
と
述
べ

て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
そ
ん
な
優

し
い
子
供
た
ち
が
い
じ
め
で
再
び
自

殺
し
な
い
よ
う
に
、
改
め
て
考
え
て

み
ま
し
ょ
う
。
（
次
号
に
続
く
）
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法
語
の
世
界

《
原

文
》

凡
夫
の
身
に
て
後
生
た
す
か
る
こ
と
は
、
た
だ
易
き
と
ば
か
り

ぼ
ん

ぶ

み

ご

し
ょ
う

や
す

思
へ
り
。
「
難

中

之
難
」
（
大
経
・
上
）
と
あ
れ
ば
、
堅
く
お

お
も

な
ん
ち
ゅ
う

し

な
ん

だ
い
き
ょ
う

じ
ょ
う

か
た

こ
し
が
た
き
信
な
れ
ど
も
、
仏
智
よ
り
得
や
す
く
成
就
し
た
ま

し
ん

ぶ
っ

ち

え

じ
ょ
う
じ
ゅ

ふ
こ
と
な
り
。
「
往
生
ほ
ど
の
一
大
事
、
凡
夫
の
は
か
ら
ふ
べ

お
う
じ
ょ
う

い

ち

だ

い

じ

ぼ
ん

ぶ

き
に
あ
ら
ず
」
（
執
持
鈔
・
二
）
と
い
へ
り
。
前
住
上
人
（
実

し
ゅ
う
じ
し
ょ
う

ぜ
ん
じ
ゅ
う
し
ょ
う
に
ん

じ
つ

如
）
仰
せ
に
、
後

生

一
大
事
と
存
ず
る
人
に
は
御
同
心
あ
る
べ

に
ょ

お
お

ご

し
ょ
う
い

ち

だ

い

じ

ぞ
ん

ひ
と

ご

ど
う
し
ん

き
よ
し
仰
せ
ら
れ
候
ふ
と
云
々
。

お
お

そ
う
ろ

う
ん
ぬ
ん

（
蓮
如
上
人
御
一
代
記
聞
書

百
五
十
二
）

れ
ん
に
ょ
し
ょ
う
に
ん

ご

い
ち
だ
い

き

き
き
が
き

《
現
代
語
訳
》

「
凡
夫
の
身
で
こ
の
た
び
浄
土
に
往
生
す
る
こ
と
は
、
た
だ
た
や
す

ぼ
ん

ぶ

み

じ
ょ
う
ど

お
う
じ
ょ
う

い
こ
と
だ
と
ば
か
り
思
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
大
き
な
誤
り
で
あ
る
。

お
も

お
お

あ
や
ま

『
無
量
寿
経
』
に
「
難
の
中
の
難
」
と
あ
る
よ
う
に
、
凡
夫
に
は
お
こ

む
り
ょ
う
じ
ゅ
き
ょ
う

な
ん

な
か

な
ん

ぼ
ん

ぶ

す
こ
と
の
で
き
な
い
信
心
で
あ
る
が
、
阿
弥
陀
仏
の
智
慧
の
は
か
ら
い

し
ん
じ
ん

あ

み

だ

ぶ
つ

ち

え

に
よ
り
、
得
や
す
い
よ
う
に
成
就
し
て
与
え
て
く
だ
さ
っ
た
の
で
あ
る
。

え

じ
ょ
う
じ
ゅ

あ
た

『
執
持
鈔
』
に
は
、
〈
往
生
と
い
う
も
っ
と
も
大
切
な
こ
と
は
、
凡
夫

し
ゅ
じ
し
ょ
う

お
う
じ
ょ
う

た
い
せ
つ

ぼ
ん

ぶ

が
は
か
ら
う
こ
と
で
は
な
い
〉
と
示
さ
れ
て
い
る
」
と
、
蓮
如
上
人
は

し
め

れ
ん
に
ょ
し
ょ
う
に
ん

仰
せ
に
な
り
ま
し
た
。
実
如
上
人
も
ま
た
、
「
こ
の
た
び
の
浄
土

お
お

じ
つ
に
ょ

し
ょ
う
に
ん

じ
ょ
う
ど

往
生
を
も
っ
と
も
大
切
な
こ
と
と
思
っ
て
、
仏
の
は
か
ら
い
に
ま
か
せ

お
う
じ
ょ
う

た
い
せ
つ

お
も

ほ
と
け

る
人
と
、
わ
た
し
は
い
つ
も
同
じ
心
で
あ
る
」
と
仰
せ
に
な
り
ま
し
た
。

ひ
と

お
な

こ
こ
ろ

お
お

２３

い
じ
め
を
思
う

１

二
〇
一
三
年
春
季
彼
岸
会
法
要
の
お
知
ら
せ

期

日

三
月
二
〇
日

午
前
九
時
三
〇
分
〜

場

所

金
光
寺
本
堂

勤

行

正
信
念
仏
偈
（
草
譜
）
・
六
首
引
き

講

師

眞
楽
寺
（
日
之
影
町
）
衆
徒

浄
土
真
宗
本
願
寺
派
布
教
使

竹

井

豊

実

師

そ
の
他

お
参
り
の
際
は
、
式
章
・
念
珠
・
お
経
本
を

ご
持
参
く
だ
さ
い
。

彼
岸
会
法
要
は
仏
教
婦
人
会
の
例
会
に
な
っ

て
い
ま
す
。
仏
教
婦
人
会
会
員
の
皆
さ
ん
は
ご

参
詣
く
だ
さ
い
。
会
員
以
外
の
皆
さ
ん
の
参
詣

も
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

仏事お休みのお知らせ

下記の日はお葬式以外の仏事は行い
ません。ご協力ください。

記

◎ ３ 月

２０日 彼岸会法要
２４日 私用（高校用務）

◎ ４ 月

２７日 私用（高校用務）

◎ ５ 月

４日 私用（親戚用務）

◎ ６ 月

１５日・１６日終日
使用（高校用務）


