
お
釈
迦
さ
ま
の
お
誕
生
は

今
か
ら
二
千
五
百
年
ほ
ど
前

で
す
。
父
は
シ
ャ
カ
族
の
王
、

シ
ュ
ッ
ド
ー
ダ
ナ
、
母
は
マ
ー

ヤ
ー
で
す
。
幼
名
は
ゴ
ー
タ

マ･

シ
ッ
ダ
ー
ル
タ
と
言
い
ま

し
た
が
、
お
覚
り
を
開
い
て

か
ら
は
「
仏
陀
（
目
覚
め
た

ぶ

っ

だ

人
）
」
と
呼
ば
れ
ま
し
た
。

｢

釈
迦｣

と
か｢

釈
尊｣

の
呼
称

は
シ
ャ
カ
族
出
身
に
ち
な
ん

だ
呼
び
名
で
す
。

イ
ン
ド
と
い
う
国
は
不
思

議
な
国
で
、
国
王
や
金
持
ち

よ
り
も
宗
教
を
尊
び
ま
す
。

な
ぜ
な
ら
、
国
王
と
い
え
ど

も
金
持
ち
と
い
え
ど
も
諸
行

無
常
の
道
理
に
勝
て
ま
せ
ん
。

そ
れ
よ
り
も
、
決
し
て
消
滅

す
る
こ
と
の
な
い
真
理
の
世

界
（
宗
教
）
を
尊
び
ま
す
。

そ
ん
な
国
に
お
釈
迦
さ
ま
は

生
ま
れ
ま
し
た
。

大
い
な
る
放
棄

お
釈
迦
さ
ま
は
29
歳
の
時
、

出
家
し
ま
し
た
。
何
が
問
題

で
、
家
族
を
捨
て
、
王
の
栄

誉
を
捨
て
て
難
行
苦
行
の
道

を
選
ば
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

お
釈
迦
さ
ま
の
出
家
に
つ
な

が
る
と
思
わ
れ
る
二
つ
の
エ

ピ
ソ
ー
ド
が
あ
り
ま
す
。

｢

殺｣

に
よ
っ
た｢

生｣

一
つ
は
、
お
釈
迦
さ
ま
の

少
年
時
代
の
こ
と
で
す
。
農

耕
祭
に
お
い
て
、
農
夫
が
牛

を
鞭
う
ち
田
を
鋤
い
て
い
く

す

と
、
小
鳥
が
さ
っ
と
飛
ん
で

き
て
虫
を
つ
い
ば
ん
で
い
き

ま
し
た
。
あ
っ
と
思
っ
て
い

た
ら
、
今
度
は
鷹
が
そ
の
小

鳥
を
捕
ま
え
た
の
で
す
。
そ

の
様
子
に
、
少
年
釈
迦
は
、

「
あ
わ
れ
生
き
物
は
、
互
い

に
食
み
あ
う
」
と
悲
し
ん
で
、

閻
浮
樹
の
下
で
ひ
と
り
寂
か

え

ん
ぶ
じ
ゅ

し
ず

に
瞑
想
し
ま
し
た
。

め
い
そ
う

少
年
釈
迦
は
そ
こ
で
何
を

見
た
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ

は
、
自
分
が
生
き
延
び
る
た

め
に
は
他
を
殺
さ
ず
に
は
お

れ
な
い
と
い
う
、
命
が
か
か

え
て
い
る
根
源
的
な
矛
盾
、

「
生

殺
」
の
問
題
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

｢

死｣

に
向
か
う｢

生｣

も
う
一
つ
は
四
門
出
遊
の

し

も

ん

し
ゅ
つ
ゆ
う

物
語
と
し
て
親
し
ま
れ
て
き

た
話
で
す
。
幼
い
時
か
ら
物

思
い
に
ふ
け
り
が
ち
な
お
釈

迦
さ
ま
を
慰
め
よ
う
と
、
父

王
が
カ
ピ
ラ
城
の
外
に
遊
び

に
行
か
せ
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、

東
の
門
か
ら
出
た
ら
老
人
に

会
い
、
南
の
門
か
ら
出
た
ら

病
人
に
会
い
、
西
の
門
か
ら

出
た
ら
死
人
に
会
っ
て
、
い

よ
い
よ
物
思
い
に
沈
ん
だ
と

い
う
の
で
す
。
こ
の
物
語
に

お
い
て
問
題
に
な
っ
て
い
る

こ
と
は
、
「
生
」
は
永
遠
で

な
く
、
必
ず
「
死
」
に
よ
っ

て
終
わ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

「
生
」
に
と
っ
て
「
死
」
は

根
源
的
な
矛
盾
で
あ
り
ま
す
。

人
生
は｢

苦｣

な
り

農
耕
祭
で
見
た
「
生

殺
」

の
矛
盾
。
四
門
出
遊
で
見
た

「
生

死
」
の
矛
盾
。
こ
の

二
つ
の
根
源
的
な
矛
盾
を
内

に
か
か
え
て
い
る
人
生
は
、

い
か
に
そ
れ
を
忘
れ
、
い
か

に
そ
れ
か
ら
目
を
そ
ら
そ
う

と
も
、
そ
の
本
質
に
お
い
て

「
苦
」
で
あ
る
と
い
う
の
が
、

釈
尊
に
突
き
つ
け
ら
れ
た
問

題
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

沙
門
に
遇
う

し
ゃ
も
ん

あ

そ
れ
で
は
、
解
く
に
解
け

な
い
課
題
を
か
か
え
て
し
ま
っ

た
お
釈
迦
さ
ま
は
、
ど
う
し

た
の
で
し
ょ
う
か
。
釈
尊
は

憂
い
に
沈
ん
だ
ま
ま
北
の
門

か
ら
出
た
時
、
柿
の
衣
を
つ

け
、
髭
を
そ
り
落
と
し
、
手

に
鉢
を
も
っ
て
厳
か
に
歩
む

お
ご

人
に
出
会
い
ま
し
た
。
そ
の

厳
か
な
姿
に
驚
い
た
釈
尊
は

従
者
に
「
あ
れ
は
何
者
か
」

と
尋
ね
ま
す
と
、
従
者
は

「
真
理
を
求
め
て
出
家
し
た

沙
門
で
す
」
と
答
え
ら
れ
た

響流山勝福寺 （〒）879-0471 大分県宇佐市大字四日市1426番地（℡）0978-32-1806 2018年2月10日発行

釈
尊
の
生
涯

―

誕
生
～
出
家

藤
谷
知
道

勝
福
寺
で｢

仏
法｣

に
出
会
っ
て
ま
だ
数

年
。
最
初
に
戸
惑
っ
た
の
は｢

お
釈
迦
様｣

の
呼
び
方
で
し
た
。｢

釈
尊｣

、｢

仏
陀｣

、

｢

世
尊｣

、｢

釈
迦
牟
尼
世
尊｣

等
々
、
同
一
人
物
な
の
か
、
ど
う

む

に

せ

そ

ん

い
う
意
味
な
の
か
大
層
戸
惑
い
ま
し
た
。
一
人
で
本
や
ネ
ッ
ト

で
調
べ
て
も
な
か
な
か
頭
に
入
り
ま
せ
ん
。
そ
ん
な
自
分
に
体

系
立
て
て
お
釈
迦
様
や
仏
法
に
つ
い
て
学
べ
る
の
は
、
大
変
有

難
い
こ
と
で
す
。
こ
の
聞
法
会
に
参
加
す
る
こ
と
で
、
ど
れ
だ

け｢
教
え｣

が
自
分
の
も
の
に
な
る
か
と
て
も
楽
し
み
で
す
。

響流山勝福寺 宗祖親鸞聖人七百五十回御遠忌テーマ

親鸞さま、なぜお念仏なの？ －出会おう、語ろう、今ここで－

第
一
回
聞
法
会

報
告

当
日
の
お
話
の
要
約
と

感
想
で
す
。
お
読
み
頂

け
た
ら
有
り
難
い
で
す
。

如
是
我
聞

渡
辺
重
昭



の
で
す
。
こ
こ
に
釈
尊
の
歩
む
べ

き
道
が
決
ま
り
ま
し
た
。
釈
尊
は

家
族
の
嘆
き
を
振
り
捨
て
て
、

「
苦
」
か
ら
の
解
脱
を
求
め
て
出

げ

だ

つ

家
し
ま
し
た
。
そ
れ
は
釈
尊
の
29

歳
の
時
で
し
た
。

榎
本
栄
一
さ
ん
は
、
幼
い
頃
よ

り
病
弱
で
し
た
。
自
身
も
結
核
を

患
っ
た
が
妹
や
弟
そ
し
て
父
親
も

亡
く
し
た
の
で
、
十
九
の
時
か
ら

母
親
と
化
粧
品
小
間
物
屋
さ
ん
を

営
ん
で
き
ま
し
た
。
若
い
と
き
に

暁

烏
先
生
や
金
光
教
の
高
橋
正

あ
け
が
ら
す

雄
先
生
、
そ
し
て
松
原
致
遠
先
生

ち

お

ん

の
お
話
を
聞
い
て
い
た
け
れ
ど
も
、

お
念
仏
が
申
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
の
は
六
十
才
頃
だ
そ
う
で
す
。

そ
の
頃
よ
り
内
観
詩
の
よ
う
な
も

の
を
書
く
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う

こ
と
で
す
。

南
無
阿
弥
陀
仏
を
と
な
う
れ
ば

自
分
の
我
執
も

人
の
我
執
も

共
に

照
ら
さ
れ

こ
の
詩
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う

に
記
し
て
お
ら
れ
ま
す
。

「
念
佛
申
せ
ば
自
分
が
見
え
る
。

自
分
が
見
え
る
と
い
う
の
は
、
我

執
も
煩
悩
で
す
の
で
、
自
分
の
我

執
が
見
え
る
。
自
分
の
我
執
が
見

え
て
く
る
と
、
人
の
我
執
も
見
え

る
。｢

向
こ
う
さ
ん
、
え
ら
い
言

い
訳
し
て
は
る
が
、
そ
れ
も
も
っ

と
も
や
、
無
理
も
な
い
な
あ
」
と

い
う
ふ
う
に
、
自
分
の
我
執
も
見

え
て
く
る
け
ど
も
、
人
の
我
執
も

共
に
照
ら
さ
れ
て
、
聖
徳
太
子
や

な
い
け
ど
も
〝
共
に
凡
夫
の
み
〟
、

我
も
人
も
同
じ
や
と
、
こ
う
い
う

よ
う
な
感
じ
に
な
る
わ
け
で
ご
ざ

い
ま
す
。
」

こ
の
よ
う
に
阿
弥
陀
仏
の
光
明

に
よ
っ
て
見
え
て
き
た
自
他
の
生

き
て
い
る
世
界
を
、
自
分
の
都
合

で
善
し
悪
し
を
立
て
な
い
で
、
そ

の
ま
ま
を
温
か
く
見
る
こ
と
、
む

し
ろ
拝
ん
で
い
た
だ
く
よ
う
に
な

り
た
い
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
す
。

榎
本
栄
一
さ
ん
の
お
念
仏
を
こ

の
よ
う
に
聞
か
せ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。

最
後
に
榎
本
さ
ん
の
詩
を
い
く

つ
か
紹
介
し
て
お
き
ま
す
。

摂
取
光

せ
っ
し
ゅ
こ
う

こ
の
光
に
ふ
れ
た
ら

虫
は
む
し
に
う
ま
れ
て

よ
か
っ
た
と
申
し
ま
す

ひ
と
は

こ
の
私
に
う
ま
れ
て

よ
か
っ
た
と
申
し
ま
す

あ
る
が
ま
ま
の

御
光
照
を
こ
う
む
り
な
が
ら

お

て

ら

し

業
を
生
き
る

あ
る
が
ま
ま
の
自
分
に
手
を
合

わ
す

如
来
さ
ま
は

智
慧
光
に
ま
し
ま
す

慈
悲
光
に
ま
し
ま
す

恭
敬

く
ぎ
ょ
う

家
族
を

む
か
し
は
教
え
よ
う
と
し

い
ま
は

あ
る
が
ま
ま
を

し
ず
か
に
み
る

ひ
そ
か
に

恭
敬
す
る
よ
う
に
な
り
た
い

｢

妙
好
人｣

―

私
が
こ
の
言
葉

を
知
っ
た
の
は
最
近
で
す
。
ど

の
よ
う
な
人
を｢
妙
好
人｣

と
呼

ぶ
の
か
よ
く
分
か
り
ま
せ
ん
が
、

お
寺
に
行
く
と
、
感
心
さ
せ
ら

れ
る
人
が
い
ま
す
。
こ
の
人
た

ち
も
妙
好
人
、
ま
た
は
そ
れ
に

準
ず
る
人
な
の
だ
ろ
う
か
と
思

う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

聞
法
会
の
一
回
目
は
、
榎
本

栄
一
さ
ん
の
生
涯
を
、
詩
を
音

読
し
な
が
ら
た
ど
り
ま
し
た
。

私
は
初
め
て
読
ん
だ
こ
と
も
あ

り
、
と
て
も
新
鮮
で
し
た
。
わ

ず
か
四
行
か
ら
五
行
の
詩
で
す

が
、
わ
か
り
や
す
く
生
活
に
基

づ
い
た
言
葉
が
続
き
ま
す
。

こ
の
と
き
の
榎
本
さ
ん
の
心

象
風
景
は
ど
ん
な
も
の
だ
っ
た

ろ
う
か
、
一
つ
一
つ
の
言
葉
の

中
に
ど
れ
だ
け
の
想
い
が
込
め

ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
、
と

音
読
し
な
が
ら
思
い
ま
し
た
。

私
は
私
の
体
験
、
経
験
し
て
き

た
だ
け
し
か
想
い
を
受
け
取
る

こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
今
回
の

聞
法
会
を
機
に
改
め
て
、
少
し

で
も
自
分
の
器
を
大
き
く
し
、

二
回
目
以
降
の
妙
好
人
の
方
々

の
想
い
を
た
く
さ
ん
受
け
取
っ

て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

第
二
回

「
釈
尊
の
生
涯

成
道
～
涅
槃
」

藤
谷
知
道

「
因
幡
の
源
左
」

藤
谷
純
子

3月10日午後1時半～

念
仏
生
活
を
妙
好
人
に
学
ぶ

第
一
回

「
榎
本
栄
一
さ
ん
」

藤
谷
純
子

如
是
我
聞

渡
辺
久
仁
子

第1回目は天気にも恵まれ、64名

の方がお参りくださいました。


