
 
 

降
誕
会

こ
う
た
ん
え

・
四
月
八
日
は
釈
尊
誕
生
の
日
で
す
。
花
祭
り
、
灌
仏
会

か
ん
ぶ
つ
え

、

仏
生
会
、
な
ど
と
も
い
い
ま
す
。
四
月
八
日
に
は
、
全
国
の
寺
院
で
花

祭
り
が
行
な
わ
れ
ま
す
。 

＊
美
し
い
花
で
飾
っ
た
「
花
御
堂

は
な
み
ど
う

」
が
設
け
ら
れ
、
右
手
で
天
を
、
左

手
で
地
を
指
さ
し
た
「
誕
生
仏
」
が
安
置
さ
れ
ま
す
。 

＊
誕
生
仏
に
「
甘
茶
」
が
か
け
ら
れ
ま
す
。
そ
の
昔
、
釈
尊
の
誕
生
に

あ
た
っ
て
、
九
匹
の
龍
が
、
清
浄
な
香
水
や
水
を
注
い
だ
と
い
う
、
祝

福
さ
れ
た
故
事
に
よ
る
も
の
で
、
お
そ
ら
く
産
湯
の
こ
と
で
し
ょ
う
。 

＊
甘
茶
は
、
ヤ
マ
ア
ジ
サ
イ
の
変
種
で
葉
を
蒸
し
て
も
み
、
乾
燥
し
た

も
の
を
煎
じ
た
飲
料
で
す
。
か
ら
だ
に
、
た
い
へ
ん
よ
い
も
の
で
す
。
、

甘
茶
を
子
供
の
頭
に
つ
け
る
と
、
丈
夫
に
育
つ
と
信
じ
ら
れ
て
い
ま

す
。
家
中
で
飲
ん
で
延
命
息
災
を
願
い
ま

す
。
＊
長
柄
の
茶
杓
を
龍
に
見
立
て
、
小
さ

な
誕
生
仏
に
甘
茶
を
注
ぎ
な
が
ら
、
仏
恩

に
感
謝
し
、
子
供
の
成
長
を
祈
る
清
ら
か

な
心
が
、
美
し
い
慈
悲
の
行
事
の
心
で
す
。 

  天
上

天
下

唯
我
独

尊

て
ん

じ
ょ

う
て

ん
げ

ゆ
い

が
ど

く
そ

ん

 

四
月
八
日
は
、
お
釈
迦
様
の
お
誕

生
日
で
す
。 

仏
典
は
、
お
釈
迦
様
が
右
手
で
天
を
、
左
手
で
地
を
指
し
『
天
上
天
下
、

唯
我
独
尊
』
と
叫
ば
れ
た
と
伝
え
て
い
ま
す
■
ま
た
、
お
生
ま
れ
に

な
っ
た
と
き
、
甘
い
香
り
豊
か
な
雨
が
静
か
に
降
っ
た
と
も
言
わ
れ

て
い
ま
す
。
花
祭
り
で
お
釈
迦
様
の
像
に
甘
茶
を
掛
け
る
の
は
、
こ
の

伝
説
に
み
な
も
と
が
あ
り
ま
し
た
■
「
天
の
上
、
天
の
下
、
一
切
を
通

じ
て
た
だ
我
ひ
と
り
尊
し
」
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
は
、
仏
教
の
悟
り

の
発
展
と
と
も
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
の
再
発
見
が
行
わ
れ
て
い
ま

す
。 

■
弘
法
大
師
の
教
え
を
物
差
し
に
す
れ
ば
、
お
釈
迦
様
だ
け
が
尊
い

と
い
う
意
味
で
言
わ
れ
た
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
我
と
い
う
の
は
、
こ

の
自
分
も
含
め
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
そ
れ
ぞ
れ
、
一
つ
一
つ
と
い
う
こ

と
に
な
り
ま
す
■
こ
の
世
に
あ
る
す
べ
て
の
も
の
は
、
大
い
な
る
宇

宙
の
根
源
（
如
来
）
の
い
の
ち
の
現
れ
だ
と
い
う
の
が
、
弘
法
大
師
の

示
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
す
か
ら
、
す
べ
て
の
も
の
は
、
す
べ
て
掛
け
替
え

も
な
く
尊
い
存
在
だ
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
自
分
だ
け
で
な
く
、
自
分

も
含
め
た
人
間
だ
け
で
な
く
、
人
間
も
含
め
た
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
も

の
の
尊
さ
の
宣
言
。
こ
れ
が
天
上
天
下
唯
我
独
尊
の
意
味
で
あ
り
ま

し
た
。 
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伝
言
板 

強
く
な
る
秘
訣
は
？ 

た
く
さ
ん
負
け
る
こ
と
だ
。 

空 

海 

の 

言 

葉

空 

海 

の 

言 

葉 
 

 
 

シ
リ
ー
ズ 

シ
リ
ー
ズ 

  
「

四
月

八
日

」
 は

、
花

祭
り

で
す
 

  
 

六
度
、
耳
に
逆
う
て
、 

 
 

焼
種

し
ょ
う
し
ゅ

の
辜つ

み

を
顧
み
ず 

  

●

●
●
仏
の
よ
う
な
人
間
に
な
る
六
度
（
六
波
羅
密

ろ
く
は
ら
み
つ

）
の

行
を
勧
め
ら
れ
て
も
聞
き
入
れ
ず
、
仏
法
を
け
な
す
こ
と

は
、 

自
分
の
心
の
中
の
善
玉
を
焼
い
て
い
る
よ
う
な
も
の

だ 

  
 

（
一
度
）
人
に
は
施
せ
。 

 

（
二
度
）
う
そ
つ
く
な
。 

 (

三
度) 

が
ま
ん
し
ろ
。  (

四
度) 

一
生
懸
命
努
力
し
ろ
。  

(

五
度) 

そ
わ
そ
わ
し
な
い
で
、
心
を
落
ち
着
け
ろ
。 

 
 
 

(

六
度) 

も
っ
と
知
恵
を
出
せ
。 

 
 

弘
法
さ
ん
は
、
誰
の
心
に
も
仏
さ
ま
に
な
る
種
が
植
え

付
け
ら
れ
て
い
る
、
と
い
わ
れ
ま
す
。
鬼
の
よ
う
な
気
持
ち

の
人
が
多
い
現
代
の
世
に
、
せ
め
て
一
度
の
行
で
も
し
て
、

仏
さ
ま
の
種
か
ら
芽
を
出
さ
せ
る
事
が
大
切
で
す
。 

兎角（とかく） 

 いうまでもなく、ウサギとい

う動物にはツノなどあるはず

がない。亀に毛が生えるという

のも兎角と同じ比喩で、通常

「兎角亀毛」と熟して仏典にも

よく用いられる。 

 その根底には、世の中に存在

するすべてのものは空である、

と言う考え方が横たわってい

るように思われる。 

  この一切皆空の思想がいか

に仏教にとって重要であるか

は、その比喩表現の多彩さから

もうかがい知ることが出来る。 

仏
教
が
生
ん
だ
日
本
語 

寿

楽

院

の

花

祭

り 


