
 

お
釈
迦
様
は
「
生
き
方
」
を
説
か
れ
た
実
在
の
方 

 

４
月
８
日
は
お
釈
迦
様
（
釈
尊
）
の
誕
生
日
で
す
。
釈
尊
は
「
い

の
ち
尊
し
」
と
説
か
れ
「
尊
い
い
の
ち
を
ど
う
生
か
し
た
ら
い
い
の

か
」
を
お
示
し
に
な
ら
れ
ま
し
た
。 

 
生
き
方
を
求
め
る
た
く
さ
ん
の
人
々
の
心
に
花
を
咲
か
せ
て
き
た

こ
と
、
又
折
し
も
４
月
上
旬
は
色
と
り
ど
り
の
花
の
咲
き
ほ
こ
る
こ

ろ
で
あ
り
、
誕
生
の
日
を
「
花
ま
つ
り
」
と
呼
ん
だ
の
で
し
ょ
う
。 

 

「
お
釈
迦
様
」
と
い
う
呼
び
名
は
古
く
か
ら
日
本
人
に
親
し
ま
れ
て

き
ま
し
た
。
た
と
え
ば
、
職
人
さ
ん
が
仕
事
を
し
損
ね
た
時
「
オ
シ
ャ

カ
」
と
い
い
、
こ
と
わ
ざ
に
も
「
釈
迦
に
説
法
」
な
ど
と
。 

 

 

と
こ
ろ
で
「
お
釈
迦
様
っ
て
架
空
の
方
で
し
ょ
。
」
と
い
う
人
が
い

ま
す
。
結
論
を
申
し
上
げ
ま
す
と
歴
史
的
に
証
明
さ
れ
る
実
在
の
お

方
で
す
。 

 

今
か
ら
約
二
千
五
百
年
前
、
イ
ン
ド
の
北
側
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
山
脈
の
ふ

も
と
に
カ
ピ
ラ
国
と
い
う
小
国
が
あ
り
、
郊
外
の
ル
ン
ビ
ニ
ー
園
で

一
人
の
王
子
が
誕
生
し
ま
し
た
。
釈
迦
族
よ
り
い
で
し
、
め
ざ
め
し
人

と
い
う
こ
と
で
「
シ
ャ
カ
ム
ニ
・
ブ
ッ
ダ
」
＝
お
釈
迦
様
と
呼
ば
れ
ま

し
た
。
「
前566

年
（
前624

、463

年
な
ど
諸
説
あ
り
）
釈
迦
族
の
王

シ
ュ
ッ
ド
ー
ダ
ナ
、
王
妃
マ
ー
ヤ
の
王
子
と
し
て
生
ま
れ
た
。
名
を

ゴ
ー
タ
マ
・
シ
ッ
タ
ル
ダ
と
云
う
。
釈
迦
は
マ
ー
ヤ
の
右
脇
腹
か
ら
生

ま
れ
、
そ
の
直
後
七
歩
歩
ん
で
、
右
手
で
天
を
、
左
手
で
地
を
差
し
な

が
ら
『
天
上
天
下
唯
我
独
尊
』
と
い
っ
た
故
事
は
有
名
。
」 

「
天
上
天
下
唯
我
独
尊
」
と
は 

 

釈
尊
は
お
生
ま
れ
に
な
る
と
、
四
方
に
七
歩
ず
つ
歩
ま
れ
、
天
と
地

を
指
さ
し
て
「
天
上
天
下
唯
我
独
尊
」
と
唱
え
ら
れ
た
と
言
う
話
は
、

よ
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
無
論
、
後
代
の
人
々
が
釈
尊
の
お
徳
を
た
た

え
、
追
慕
の
念
を
も
っ
て
表
そ
う
と
し
た
創
作
で
あ
り
ま
す
が
、
む
し

ろ
釈
尊
の
生
涯
に
わ
た
っ
て
説
か
れ
た
教
え
の
真
髄
が
語
ら
れ
て
い

る
と
う
け
と
め
る
べ
き
で
し
ょ
う
。
た
だ
時
折
「
世
の
中
で
自
分
一
人

尊
い
」
と
か
「
お
山
の
大
将
お
れ
一
人
」
と
理
解
さ
れ
が
ち
で
す
が
、

こ
れ
は
ま
ち
が
い
で
す
。 

 

東
西
南
北
へ
の
七
歩
の
あ
ゆ
み
は
「
空
間
（
社
会
）
」
を
意
味
し
、

天
上
天
下
を
さ
す
指
は
、
時
の
流
れ
の
中
の
「
今
」
を
表
現
し
て
い
る

と
も
思
え
ま
す
。
そ
の
接
点
に
立
っ
て
「
唯
我
独
尊
」
の
「
唯
我
」
と

は
す
べ
て
の
人
に
と
っ
て
の
一
人
一
人
の
我
な
の
で
す
。「
一
人
ひ
と

り
の
存
在
は
大
変
尊
く
、
か
け
が
え
の
な
い
無
上
の
も
の
で
あ
る
」
と

い
う
こ
と
で
す
。
世
界
に
た
っ
た
一
つ
し
か
な
い
私
の
い
の
ち

を
、
今
、
ど
う
生
か
す
か
を
問
い
か
け
る
言
葉
で
あ
り
ま
す
。 

 

        
 

    

 

 

お
参
り
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～
花
ま
つ
り
「
い
の
ち
尊
し
」
～ 

 
 

凡
夫
狂
酔

ぼ
ん
ぷ
き
ょ
う
す
い

し
て
、
羝
羊

て
い
よ
う

の
ご
と
し 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
秘
蔵
宝
鑰
） 

 

●
●
●
飲
ん
だ
く
れ
て
も
自
分
が
悪
い
と
思
わ
な
い
人
は
、 

 
 
 
 

 
 
 
 

本
能
の
ま
ま
に
食
べ
、
性
交
に
ふ
け
る
羊
と
少
し 

 
 
 
 

も
変
わ
ら
な
い 

 

弘
法
さ
ん
は
、
凡
人
の
こ
と
を
「
凡
夫
」
と
い
わ
れ
ま
す
。 

「
凡
夫
は
狂
酔
し
て
（
酒
を
飲
み
過
ぎ
て
酒
乱
に
な
っ
た
り
、
シ

ン
ナ
ー
や
禁
制
品
を
飲
み
過
ぎ
て
狂
乱
状
態
に
な
っ
て
も
）
、
我

が
非
を
悟
ら
ず
（
ち
っ
と
も
自
分
が
悪
い
と
は
思
っ
て
い
な
い
）
」 

〈
人
間
、
食
い
気
と
色
気
が
な
く
な
っ
た
ら
お
し
ま
い
よ
！ 

と

い
う
け
れ
ど
、
美
食
を
楽
し
む
こ
と
と
、
セ
ッ
ク
ス
を
楽
し
む
こ

と
だ
け
を
考
え
て
い
る
よ
う
な
ら
、
羝
羊
（
精
力
盛
ん
な
牡
の
羊
）

と
ち
っ
と
も
変
わ
ら
な
い
じ
ゃ
な
い
か
。
な
ん
で
も
好
き
な
こ
と

を
す
る
の
は
個
人
の
自
由
だ
が
、
な
に
か
一
つ
ぐ
ら
い
は
好
き
な

も
の
を
や
め
て
み
る
勇
気
が
ほ
し
い
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
。 

冥福（めいふく） 

葬儀の弔辞や弔電で「ご冥福をお祈りいたしま

す」という言葉が使われるが、言うまでもなく冥

福とは死後の幸せという意味である。冥とは冥界

のことであり、仏教辞典によると、冥界とは「死

後の幽冥の世界をいう。六道（地獄・餓鬼・畜

生・阿修羅・人・天）の中の三悪道（地獄・餓

鬼・畜生）、特に地獄道に通ずる」とある。鎌倉

時代以降広まった俗信における死後の世界であ

る。閻魔とはこの冥界の王であり、閻魔王の前

で、亡者の生前の善悪の業（行為）のすべてが鏡

に写し出され、その罪の裁きを受けるのである。 

 ともかくも、冥福と言った場合の死後とは、亡

者のさまよいいく所であり、地獄道に通じる世界

である。望ましくない迷いの世界に死者を送り出

して、そこでの幸せを祈るという行為は如何なも

のであろうか。「冥福を祈る」とは、死後の幸せ

を祈るということであり、何となく良い言葉のよ

うであるが、死者に対する敬意を欠いた無神経な

言葉ではなかろうか。この冥界は仏教の教えとは

無関係な俗信であることを思えば、仏教徒は「冥

福を祈る」という言葉を差し控えた方がよいのか

もしれない。 

仏
教
が
生
ん
だ
日
本
語 

4月8日寿楽院の花祭り 

伝
言
板 

最
悪
の
時
こ
そ
、
最
善
を
尽
く
す
最
大

の
チ
ャ
ン
ス
で
あ
る
。 


