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四
月
八
日
は
仏
教
の
開
祖
、
お
釈
迦
さ
ま
の
誕
生
を
祝
う

「
花
ま
つ
り
」
の
日
で
す
。 

 
今
か
ら
二
五
〇
〇
年
ほ
ど
前
、
イ
ン
ド
の
（
今
は
ネ
パ
ー

ル
）
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
ふ
も
と
、
カ
ピ
ラ
城
と
い
う
お

城
近
く
の
、
ル
ン
ビ
ニ
ー
の
花
園
で
お
釈
迦
さ
ま

は
お
生
ま
れ
に
な
り
ま
し
た
。
天
も
大
変
に
よ
ろ

こ
ん
で
、
そ
の
時
、
甘
露
の
雨
を
お
釈
迦
さ
ま
に

ふ
り
そ
そ
い
だ
と
い
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
そ
れ

に
ち
な
ん
で
花
ま
つ
り
で
は
、
誕
生
仏
に
み
ん
な

で
甘
茶
を
か
け
る
の
で
す
。 

 

そ
れ
か
ら
「
花
ま
つ
り
」
で
は
、
白
い
象
を
つ

く
っ
て
子
供
達
が
引
い
た
り
も
し
ま
す
が
、
こ
れ

は
お
釈
迦
さ
ま
の
お
母
さ
ん
の
マ
ー
ヤ
夫
人
が
、

白
い
象
が
胎
内
に
は
い
る
夢
を
み
て
お
釈
迦
さ
ま

を
み
ご
も
っ
た
と
い
う
、
そ
の
言
い
伝
え
に
も
と

づ
い
て
い
る
ん
で
す
。
当
時
は
白
い
象
の
夢
は
尊

い
方
が
生
ま
れ
る
し
る
し
と
信
じ
ら
れ
て
い
ま
し

た
。 

 

生
ま
れ
た
ば
か
り
の
お
釈
迦
さ
ま
は
、
す
ぐ
に

七
歩
歩
か
れ
、
右
手
で
天
を
さ
し
左
手
で
地
を
さ

し
て
「
天
上
天
下
唯
我
独
尊
」
、
こ
の
宇
宙
の
中

で
唯
だ
我
れ
独
り
尊
い
、
と
声
高
ら
か
に
宣
言
さ
れ
た
と
い

い
ま
す
。
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
「
こ
の
世
の
中
で
自
分
だ
け
が

唯
だ
一
人
え
ら
い
ん
だ
」
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
で
す
ね
。

「
人
間
と
し
て
の
大
い
な
る
自
覚
、
大
い
な
る
悟
り
に
お
い

て
、
我
れ
よ
り
ま
さ
れ
る
聖
者
な
し
」
と
い
う
こ
と
、
そ
し

て
「
こ
の
上
な
い
最
尊
・
最
上
の
道
は
、
誰
の
前
に
も
平
等

に
開
か
れ
て
あ
る
」
と
い
う
こ
と
を
し
め
さ
れ
た
の
で
す
。 

 

と
こ
ろ
で
、
お
釈
迦
さ
ま
が
生
ま
れ
て
す
ぐ
に
七
歩
歩
か

れ
た
と
い
う
の
は
象
徴
的
で
す
。
「
七
」
は
「
六
」
よ
り
一

つ
多
い
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
、
迷
い
の
世
界
を
ぐ
る
ぐ
る

め
ぐ
っ
て
い
る
六
道
輪
廻
の
我
々
の
世
界
を
、
す
で
に
一
歩

越
え
ら
れ
た
人
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
そ
の
生
ま
れ
に
ま

で
さ
か
の
ぼ
り
、
誕
生
に
託
し
て
示
し
た
わ
け
で
す
。 

 

た
っ
た
の
一
歩
で
す
が
、
何
事
も
そ
の
一
歩
を
踏
み
だ
す

の
が
難
し
い
ん
で
す
ね
。 

 

道
の
興
廃
は 

 

人
の
時
と
時
に
非
ざ
る
と
な
り 

 
 

●

●
●
道
理
が
興
っ
た
り
廃 す

た

れ
た
り
す
る
の
は
、
そ
の
時
代 

 
 

 
 

時
代
の
人
が
、
時
の
流
れ
を
見
て
、
正
し
い
判
断
に
基
づ 

 

 
 

く
人
間
関
係
や
間
違
っ
た
判
断
に
元
づ
く
人
間
関
係
の 

 
 

結
果
で
あ
る
。 

 

電
車
や
バ
ス
の
中
で
、
若
い
人
が
年
寄
り
に
席
を
ゆ
ず
ろ
う

と
し
な
い
無
理
。 

 

労
働
時
問
が
ど
ん
ど
ん
短
く
な
り
ま
し
た
。
官
庁
も
銀
行
も
週

休
二
日
に
な
り
、
週
休
三
日
の
会
社
も
出
て
き
ま
し
た
。
い
ま
に

週
休
五
日
制
の
会
社
が
現
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
働
く
こ
と

が
悪
い
こ
と
の
よ
う
な
無
理
。 

 

ま
だ
ま
だ
身
の
周
リ
に
は
無
理
が
通
っ
て
い
る
こ
と
が
た
く
さ

ん
あ
り
ま
す
。 

 

自
分
が
楽
し
く
快
適
に
毎
日
を
過
ご
そ
う
、
と
思
っ
た
ら
、
他

人
も
そ
う
考
え
て
い
ま
す
。
他
人
を
蹴
落
と
し
て
で
も
自
分
だ
け

楽
し
も
う
、
と
す
る
の
は
、
奴
隷
時
代
の
古
い
間
違
っ
た
考
え
で

す
。 

 

一
九
九
二
年
四
月
、
ロ
ス
ア
ン
ゼ
ル
ス
で
黒
人
の
暴
動
が
起
こ

り
ま
し
た
。
白
人
は
、
何
百
年
間
も
黒
人
を
家
畜
以
下
に
扱
う
と

い
う
無
理
を
し
て
き
ま
し
た
。
そ
の
罰
が
当
た
っ
た
の
で
す
。 

 

弘
法
さ
ん
の
い
わ
れ
る
と
お
り
、
現
代
に
生
き
る
我
わ
れ
は
、

正
し
い
判
断
に
基
づ
い
て
毎
日
を
過
ご
し
て
い
き
た
い
も
の
で

す
。 

 
 

空 

海 

の 

言 

葉

空 

海 

の 

言 

葉 
 

 
 

シ
リ
ー
ズ 

シ
リ
ー
ズ 

  

 逝去は、人の死を悼む尊敬語とし

て使われている。しかし、仏教では死

とは「逝去」である。逝去のことを「入

滅」とも「涅槃
ねはん

」ともいう。無量無数

の因縁によってただ今の瞬間の命が

生かされているという縁起の事実へ

の目覚めを基本とする仏教では、た

だ今の私を私たらしめていた全ての

因縁が、過ぎ去って（逝去して）寂滅

したのが死である。 

逝去（せいきょ）                               

天
上
天
下
唯
我
独
尊

て
ん
じ

う
て
ん
げ
ゆ
い
が
ど
く
そ
ん

  

 

四
月
八
日
は
、
『
花
ま
つ
り
』
で
す
。 

 

（
お
釈
迦
様
の
誕
生
日
） 

 

甘
茶
を
用
意
し
て
あ
り
ま
す
。 

 

お
参
り
く
だ
さ
い 

仏
教
が
生
ん
だ
日
本
語 


