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「
朝
は
合
掌
、
昼
は
汗
、
夕
べ
は
感
謝
」
と
い
う
の

が
、
日
本
の
仏
教
徒
が
励
む
べ
き
日
常
生
活
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
朝
に
発
願
、
昼
に

実
行
、
夕
べ
に
反
省
と
言
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

 

お
仏
壇
に
は
朝
に
必
ず
合
掌
し
て
一
日
の
平
穏
無
事
を

祈
り
、
夕
に
感
謝
の
祈
り
を
捧
げ
る
と
い
う
こ
と
が
、
先

ず
礼
拝
の
基
本
と
い
え
ま

し
ょ
う
。 

 

朝
の
お
勤
め
の
場
合
の

一
例
を
あ
げ
て
み
ま
す
。 

 

朝
起
き
て
洗
面
し
た

後
、
仏
壇
の
扉
を
開
け
、

花
瓶
の
水
を
と
り
か
え
、

仏
飯
・
茶
湯
を
お
供
え
し

て
、
姿
勢
を
正
し
、
ご
本

尊
と
お
位
牌
を
仰
ぎ
見

て
、
心
静
か
に
呼
吸
を
整

え
て
礼
拝
し
ま
す
。 

 

ま
ず
、
ロ
ウ
ソ
ク
に
火

を
点
じ
、
お
線
香
に
火
を

つ
け
香
炉
に
立
て
ま
す
。

お
線
香
は
三
宝
に
帰
依
し

ま
す
と
い
う
意
味
で
三
本

立
て
ま
す
が
、
普
段
は
一

本
だ
け
で
も
結
構
で
す
。 

 

つ
ぎ
に
、
鈴
を
鳴
ら
し
て
、
見
守
っ
て
く
だ
さ
る
仏
様

に
合
掌
礼
拝
し
、
お
経

を
両
手
に
頂
き
読
経
い

た
し
ま
す
。 

 

時
間
が
な
け
れ
ば
、

御
宝
号
「
南
無
大
師
遍

照
金
剛
」
だ
け
で
も
心

を
こ
め
て
念
じ
唱
え
ま

し
ょ
う
。 

 

沈
迷

ち
ん
め
い

の
端 は

し

驚
か
ず
ん
ば 

 
 
 
 
 
 

あ
る
可 べ

か
ら
ず
『
性
霊
集
』 

 
 
 
 
 
 

 
 

●

●

●
い
ま
自
分
が
、
極
楽
と
地
獄
の
境
の
剣
が
峰
に 

 
 
 
 
 
 
 

立
っ
て
い
る
こ
と
を
驚
く
が
よ
い 

 
 

 
 
 

 

シ
ャ
ボ
ン
玉
の
よ
う
な
泡
の
こ
と
を
、
英
語
で
バ
ブ
ル

と
い
い
ま
す
。 

 

平
成
四
年
は
、
過
去
十
数
年
ふ
く
ら
ま
せ
続
け
て
き
た

バ
ブ
ル
経
済
が
、
は
じ
け
て
消
え
た
年
で
し
た
。 

 

平
成
三
年
か
ら
四
年
に
か
け
て
の
普
賢
岳
は
、
火
山
活

動
が
活
発
と
な
り
、
剣
が
峰
に
溶
岩
ド
ー
ム
が
乗
っ
か
っ

て
、
平
成
三
年
六
月
三
日
に
は
大
規
模
火
砕
流
が
発
生

し
、
四
三
名
の
犠
牲
者
を
出
す
大
惨
事
と
な
り
ま
し
た
。 

 

こ
の
剣
が
峰
が
極
楽
と
地
獄
を
分
け
る
分
岐
点
で
す
。 

 

弘
法
大
師
は
、
「
人
生
は
、
い
つ
も
今
が
あ
な
た
の
剣

が
峰
だ
よ
」
と
い
わ
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   

「縁起」とは「全ての存在は無数無
量といってよい程の因縁によって
在り得ている」という、仏教の基本
思想を表す重要な用語であるが、日
常用いられている仏教語の中で、こ
れほど誤解されて用いられている
言葉も珍しい。無数無量の因縁に
よって私が成り立っているという
意味であるから、福も内、鬼も内で
ある。福と鬼が私となっているとい
う意味である。それがいつの間に
か、縁起が吉凶の前兆を意味する、
自分の都合を願う言葉になってい
るとすれば、仏教の大切な教えすら
も、自分に都合良く理解しようとす
る人間の本質が見えてくる。 

 縁 起（えんぎ） 

毎
日
の
仏
前
の
お
つ
と
め 

毎
日
の
仏
前
の
お
つ
と
め   

 

除
夜
の
鐘 

  

去
り
ゆ
く
一
年
を
反
省
し
、
新
し
い
年
の
幸
福
を
願
っ
て
、

年
の
明
け
る
午
前
零
時
に
百
八
つ
目
の「
除
夜
の
鐘
」を
つ
い

て
、
煩
悩
を
洗
い
清
め
、
清
々
し
い
新
年
を
迎
え
ま
し
ょ
う
。 

 

除
夜 

  

「
除
夜
」
と
は
、
旧
年
を
除
く
夜 

と
い
う
意
味
で
、
十
二

月
三
十
一
日
の
大
晦
日
の
夜
を
い
い
ま
す
。 

大
晦
日
に
は
「
年
越
し
そ
ば
」
を
食
べ
、
そ
し
て
俗
に
「
細
く

長
く
、来
年
も
幸
せ
を
そ
ば
か
ら
か
き
い
れ
る
」と
い
う
も
の

で
、
引
っ
越
し
そ
ば
の
「
末
長
く
よ
ろ
し
く
」
と
い
う

挨
拶
と
同
じ
も
の
で
あ
る
よ
う
で
す
。 

ま
た
、
散
ら
ば
っ
て
い
る
金
箔
を
金
箔
師
が
蕎
麦
団
子

に
く
っ
つ
け
て
集
め
た
こ
と
か
ら
、
そ
ば
で
金
を
か
き

集
め
る
と
い
う
縁
起
と
な
っ
た
と
も
い
わ
れ
て
い
ま

す
。 
   

毎
年
大
晦
日
に
な
る
と
、
午
後
十
一
時
四
十
五
分
頃

か
ら
除
夜
の
鐘
を
つ
い
て
い
ま
す
。
毎
年
百
名
位
の
参

拝
者
が
あ
り
、
焚
き
火
で
暖
を
と
っ
て
、
甘
酒
を
ふ
る

ま
っ
て
い
ま
す
。 

梵
鐘
は
大
鐘
・
釣
鐘
な
ど
と
も
よ
ば
れ
、
上
部
に
龍
頭

と
よ
ぱ
れ
る
龍
の
頭
を
か
た
ど
っ
た
釣
り
手
が
あ
り
、

周
囲
の
下
部
に
は
、
蓮
華
状
の
二
個
の
蓮
座
が
あ
り
、

つ
る
し
た
鐘
木
で
こ
こ
を
叩
き
ま
す
。 

 


