
花
祭
り 

 

４
月
８
日
は
花
祭

り
で
す
。
甘
茶
を
用
意
し
て

あ
り
ま
す
の
で
、
皆
様
お
誘

い
合
わ
せ
お
参
り
下
さ
い
。 

 
 

四
月
十
七
日
は
聖
天

様
の
縁
日
で
す 

お

参
り
す
れ
ば
普
段
の

日
よ
り
功
徳
が
あ
る

と
言
わ
れ
ま
す
。 
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お
彼
岸
が
近
づ
い
て
ま
い
り
ま
す
と
、
誰
の
胸

に
も
ご
先
祖
さ
ま
や
親
の
こ
と
が
思
い
浮
か
ん
で

き
ま
す
。
そ
し
て
、
お
花
を
供
え
、
お
線
香
を
立

て
、
手
を
合
わ
せ
ま
す
と
、
太
古
か
ら
自
分
に
至

る
ま
で
の
な
が
い
〃
い
の
ち
〃
の
つ
な
が
り
の
不
思
議
さ
を
感

じ
、
感
謝
の
気
持
ち
と
共
に
、
ご
先
祖
さ
ま
と
ひ
と
つ
に
と
け

あ
っ
て
い
く
よ
う
な
気
持
に
な
り
ま
す
。
手
を
合
わ
す
こ
と
、
祈

る
こ
と
は
、
人
間
の
一
番
美
し
い
姿
で
あ
る
と
い
え
ま
し
ょ
う
。

そ
し
て
こ
の
祈
る
こ
と
は
、
ご
先
租
さ
ま
に
喜
ん
で
頂
く
だ
け
で

な
く
、
自
分
の
心
を
大
き
く
開
き
、
真
実
の
生
き
方
に
目
覚
め
る

こ
と
に
も
つ
な
が
っ
て
い
く
の
で
す
。 

 

お
大
師
さ
ま
は
、
「
仏
法 
は
る
か
に
非
ず 

心
中
に
し
て
即

ち
近
し
」
と
仰
せ
ら
れ
、
祈
る
こ
と
に
よ
っ

て
心
中
の
仏
性
が
目
覚
め
、
父
母
か
ら
授

か
っ
た
こ
の
身
こ
の
ま
ま
で
真
理
を
悟
り
、

幸
せ
に
な
る
事
が
出
来
る
と
さ
と
さ
れ
て
お

り
ま
す
。 

そ
こ
で
、
せ
っ
か
く
祈
り
を
捧
げ
る
の
で

す
か
ら
、
仏
壇
の
ご
本
尊
さ
ま
に
向
か
い
ご

本
尊
さ
ま
の
御
心
に
か
な
う
よ
う
な
祈
り
を

捧
げ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 

真
言
宗
の
仏
壇
で
は
、
原
則
と
し
て
、
根

本
仏
で
あ
る
大
日
如
来
さ
ま
を
中
央
に
、
左

右
に
不
動
明
王
さ
ま
と
お
大
師
さ
ま
を
お
ま

つ
り
す
る
こ
と
に
し
て
お
り
ま
す
。
そ
こ

で
、 

大
日
如
来
さ
ま
を
拝
む
と
き
に
は
、

太
古
の
昔
よ
り
途
切
れ
る
こ
と
な
く
私
に
至
る
ま
で
の
〃
い
の
ち

〃
の
営
み
、
今
を
生
か
さ
れ
て
い
る
、
感
謝
の
祈
り
。 

お
不
動

さ
ま
を
拝
む
と
き
に
は
、
自
分
が
こ
れ
ま
で
つ
く
っ
て
き
た
煩
悩

や
罪
過
を
お
不
動
さ
ま
の
智
慧
の
火
炎
で
焼
き
払
っ
て
頂
き
、
自

分
の
心
を
清
浄
に
し
て
頂
く
、
懺
悔
の
祈
り
。 

お
大
師
さ
ま
を

拝
む
と
き
に
は
、
私
の
心
の
悩
み
や
苦
し
み
を
聞
い
て
、
頂
き
、

こ
れ
か
ら
も
お
大
師
さ
ま
と
同
行
二
人
で
幸
せ
な
暮
ら
し
を
さ
せ

て
頂
く
、
希
望
の
祈
り
。 
 

私
た
ち
の
こ
う
し
た
心
か
ら
の
祈
り
は
、
ご
先
祖
さ
ま
を
も
誘

い
こ
み
、
知
ら
ず
知
ら
ず
の
内
に
ご
本
尊
さ
ま
の
御
心
と
と
け

あ
っ
て
い
き
、
一
つ
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。
そ
し
て
、
私
た
ち
の

罪
過
の
垢
を
流
し
つ
つ
、
私
た
ち
を
一
段
と
ご
本
尊
さ
ま
の
お
近

く
に
導
き
、
し
あ
わ
せ
と
喜
び
を
招
き
よ
せ
て
下
さ
る
の
で
す
。 

 

お
彼
岸
、
そ
れ
は
ご
先
祖
さ
ま
を
思
い
お
こ
し
、
感
謝
を
捧
げ

る
と
共
に
、
自
分
の
中
の
新
し
い
出
発
を
お
誓
い
す
る
時
で
も
あ

る
の
で
す
。 

 

酷
睡

こ
く
す
い

は
覚
者

か
く
し
ゃ

を
嘲

あ
ざ
け

る 
  

●
●
●
寝
ぼ
け
た
者
は
目
覚
め
て
い
る
者
を
あ
ざ
笑
う 

 
 
 

こ
の
「
酷
睡
は
：
：
」
と
い
う
こ
と
ば
は
弘
法
さ
ん
の
、

「
哀
れ
な
る
か
な
、
哀
れ
な
る
か
な
長
眠

じ
ょ
う
み
ん

の
子
：
：
」
と
い
う

文
章
の
あ
と
に
続
く
こ
と
ば
で
す
。 

 

寝
ぼ
け
た
眼

ま
な
こ

を
し
た
人
が
、
「
世
の
中
で
寝
る
ほ
ど
楽
は
な

か
り
け
り
。
浮
世
の
ば
か
は
起
き
て
働
く
」 

な
ど
と
う
そ
ぶ
き
、
健
全
な
人
を
あ
ざ
笑
っ
て
い
る
姿
を
見

て
、
弘
法
さ
ん
が
、
「
お
前
は
、
か
わ
い
そ
う
な
、
あ
わ
れ
な

や
つ
だ
な
あ
！ 

お
前
は
自
分
が
眠
り
過
ぎ
て
い
る
こ
と
に
気

が
つ
か
な
い
の
か
！
」 

と
嘆
か
れ
て
い
る
の
で
す
。 

空 

海 

の 

言 

葉

空 

海 

の 

言 

葉 
 

 
 

シ
リ
ー
ズ 

シ
リ
ー
ズ   

彼 

岸 

の 

祈 

り   

「我慢」 
現代では、堪え忍ぶとか辛抱する
意味に使われる。しかし、元は仏
教語で、「我」は自分に執着する
ことを言い、「慢」は慢心を表
す。要するに、自分の力を過信し
うぬぼれることを言う。 

 仏教が生んだ日本語 


