
  

釈
迦
は
紀
元
前
四
六
三
年
？
三
八
三
年
の
生
誕
の
説
あ
り
。 

 
 

釈
迦
は
現
在
の
ネ
パ
ー
ル
国
境
付
近
の
カ
ピ
ラ
ヴ
ァ
ス

ト
ゥ
で
、
国
家
を
形
成
し
て
い
た
釈
迦
族
の
出
身
で
あ
る
。
釈

迦
の
故
郷
で
あ
る
こ
の
カ
ピ
ラ
ヴ
ァ
ス
ト
ゥ
は
今
の
ネ
パ
ー

ル
の
タ
ラ
イ
地
方
の
小
さ
な
共
和
制
の
国
で
、
当
時
の
二
大
強

国
マ
ガ
タ
と
コ
ー
サ
ラ
の
間
に
は
さ
ま
れ
た
国
で
あ
っ
た
。
家

柄
は
王
と
よ
ば
れ
る
名
門
で
あ
っ
た
。
こ
の
カ
ピ
ラ
ヴ
ァ
ス

ト
ゥ
国
の
城
主
、
シ
ュ
ッ
ド
ー
ダ
ナ
を
父
と
し
、
隣
国
の
同
じ

釈
迦
族
の
コ
ー
リ
ヤ
の
執
政
ア
ヌ
シ
ャ
ー
キ
ャ
の
娘
・
マ
ー

ヤ
ー
を
母
と
し
て
生
ま
れ
、
ガ
ウ
タ
マ
・
シ
ッ
ダ
ー
ル
タ
と
名

づ
け
ら
れ
た
。
ガ
ウ
タ
マ
（
ゴ
ー
タ
マ
）
は
「
最
上
の
牛
」
を

意
味
す
る
言
葉
で
、
シ
ッ
ダ
ー
ル
タ
は
「
目
的
を
達
し
た
も
の
」

と
い
う
意
味
で
あ
る
。
ガ
ウ
タ
マ
は
母
親
が
お
産
の
た
め
に
実

家
へ
里
帰
り
す
る
途
中
、
ル
ン
ビ
ニ
の
花
園
で
休
ん
だ
時
に
誕

生
し
た
。
生
後
一
週
間
で
母
の
マ
ー
ヤ
ー
は
亡
く
な
り
、
そ
の

後
は
母
の
妹
、
マ
ハ
ー
プ
ラ
ジ
ャ
パ
テ
ィ
ー
に
よ
っ
て
育
て
ら

れ
た
。 

 

「
釈
迦
は
、
産
ま
れ
た
途
端
、
七
歩
歩
い
て
右
手
で
天
を
指
し

左
手
で
地
を
指
し
て
「
天
上
天
下
唯
我
独
尊
」
と
話
し
た
」
と

伝
え
ら
れ
て
い
る
。
釈
迦
は
シ
ュ
ッ
ド
ー
ダ
ナ
ら
の
期
待
を
一

身
に
集
め
、
二
つ
の
専
用
宮
殿
や
贅
沢
な
衣
服
・
世
話
係
・
教

師
な
ど
を
与
え
ら
れ
、
ク
シ
ャ
ト
リ
ヤ
の
教
養
と
体
力
を
身
に

つ
け
た
、
多
感
で
し
か
も
聡
明
な
立
派
な
青
年
と
し
て
育
っ

た
。
十
六
歳
で
母
方
の
従
妹
の
ヤ
シ
ョ
ー
ダ
ラ
ー
と
結
婚
し
、

一
子
、
ラ
ー
フ
ラ 

を
も
う
け
た
。
等
の
伝
説
が
あ
る
。 
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灌 

仏 

会
（
か
ん
ぶ
つ
え
） 

一
塵

い
ち
じ
ん

、
大
嶽

だ
い
が
く

を
崇た

こ

う
し
、 

一
滴

い
っ
て
き

、
広
海

こ
う
か
い

を
深ふ

こ

う
す 

 

●
●
●
塵
も
積
も
れ
ば
山
と
な
り
、
水
も
溜
ま
れ
ば
海
と
な
る 

   

弘
法
さ
ん
は
ど
う
し
て
こ
ん
な
こ
と
を
い
わ
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。 

 

承
和
元
年
（
八
三
四
）八
月
、高
野
山
に
二
基
の
大
塔
を
建
て
る
と
き
に
、

弘
法
さ
ん
は
全
国
の
施
主
に
勧
進
す
る
文
を
つ
く
り
ま
し
た
。
勧
進
と
い

う
の
は
、
お
寺
を
建
て
た
り
仏
像
を
つ
く
っ
た
り
す
る
と
き
に
、
金
品
を
寄

進
し
て
く
れ
る
よ
う
施
主
に
対
し
て
勧
誘
す
る
こ
と
で
す
。 

 

そ
れ
で
思
い
当
た
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
『
五
木
の
子
守
歌
』と
い
う
歌
が

あ
り
ま
す
が
、そ
の
な
か
に
、「
お
ど
ま
か
ん
じ
ん
か
ん
じ
ん
…
…
」と
い
う
歌

詞
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
意
味
が
、
「
か
ん
じ
ん
」
は
、
「
勧
進
」
の
こ
と
で
す
。
そ

う
い
え
ば
弁
慶
の
『勧
進
帳
』も
、寺
を
建
て
る
た
め
に
全
国
を
巡
っ
て
寄
付

を
集
め
る
内
容
の
も
の
で
し
た
。 

 

し
か
し
、
「
お
ど
ま
か
ん
じ
ん
」
の
ほ
う
は
、
そ
ん
な
高
尚
な
目
的
で
は
な

く
、
お
貰
い
乞
食
の
よ
う
な
感
じ
が
し
ま
す
。
こ
の
お
貰
い
さ
ん
は
、
き
っ
と

最
初
は
寺
を
建
て
る
た
め
、と
い
う
目
的
を
も
っ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
が
、い
つ

の
ま
に
か
「食
べ
る
た
め
」 

の
勧
進
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
し
ょ
う
。 

 

弘
法
さ
ん
は
、
気
持
ち
が
怠
慢
に
流
れ
る
こ
と
を
厳
し
く
戒
め
て
、
こ
う

お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
す
。 

「大
き
な
目
的
を
も
っ
て
、
施
主
に
対
し
て
、
大
金
を
求
め
る
な
！ 

一
円
の
寄
付
で
も
あ
り
が
た
く
お
受
け
し
ろ
。
そ
れ
が
や
が
て
大
き
な
山

や
大
海
に
な
る
の
だ
」
と 

  
 

 大 事（だいじ） 

「大事な品物」、「大事な用件」、

「大事な人」と日常口にする。

「大事」、または「一大事」とは、

もとは、さまざまの仏が人々を

救済するために世に出現するこ

とを言う。 

 我々の立場からは、出現した

仏に出遇うこと、仏道に志すこ

と、修行して悟りを開くこと、さ

らには自らの生き方を発見する

こと、何が自分にとって一番大

切なことであるかを見いだすこ

と、自分の一生をそれにかけて

よいということに出遇うこと、

これが本来の大事である。 

仏
教
が
生
ん
だ
日
本
語 

一
般
に
花
祭
り
と
い
う 

 4月8日は花祭り 


