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～執筆者・大塚耕平
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日常会話の中の仏教用語

－言葉から知る仏教の心－
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皆
さ
ん
、
こ
ん
に
ち
は
。
も
う

す
ぐ
冬
、
晩
秋
で
す
ね
。
朝
晩
は

冷
え
込
み
ま
す
。
く
れ
ぐ
れ
も
ご

自
愛
く
だ
さ
い
。

　

日
常
会
話
の
中
に
登
場
す
る
仏

教
用
語
を
お
伝
え
し
て
い
る
か
わ

ら
版
。
少
し
で
も
読
者
の
皆
さ
ん

の
お
役
に
立
て
れ
ば
幸
い
で
す
。

　

米
国
と
中
国
、
英
国
と
Ｅ
Ｕ
（
欧

州
連
合
）、
何
や
ら
も
め
て
ま
す
ね
ぇ
。

日
本
の
国
内
も
い
ろ
い
ろ
起
き
て

い
ま
す
。
と
か
く
ゴ
タ
ゴ
タ
が
絶

え
ま
せ
ん
。
こ
の
「
ゴ
タ
ゴ
タ
」
も

実
は
仏
教
に
由
来
す
る
言
葉
で
す
。

　

先
々
月
、
先
月
と
「
ガ
タ
ピ
シ
」

「
ウ
ロ
ウ
ロ
」
と
い
う
言
葉
を
ご
紹

介
し
ま
し
た
が
、
「
ゴ
タ
ゴ
タ
」
は

仏
教
用
語
と
い
う
よ
り
も
仏
教
の
逸

話
の
中
か
ら
生
ま
れ
た
言
葉
で
す
。

　

鎌
倉
時
代
、
宋
か
ら
日
本
に
渡
っ

て
き
た
「
兀
庵
普
寧
（
ご
っ
た
ん

ふ
ね
い
）
」
と
い
う
お
坊
さ
ん
が
い

ま
し
た
。
こ
の
兀
庵
和
尚
は
理
屈
っ

ぽ
い
性
格
で
し
た
。

　

あ
る
時
、
鎌
倉
の
建
長
寺
で
開

か
れ
た
法
要
で
一
悶
着
を
起
こ
し

ま
す
。

　

ご
本
尊
の
地
蔵
菩
薩
の
前
に
進

み
出
た
兀
庵
。
ご
本
尊
を
礼
拝
す

る
こ
と
も
な
く
、
何
や
ら
言
い
始

め
ま
し
た
。

　

何
と
、
建
長
寺
の
ご
本
尊
の
地

蔵
菩
薩
は
自
分
よ
り
仏
界
で
の
位

が
低
い
の
で
、
地
蔵
菩
薩
が
降
り

て
来
て
兀
庵
に
挨
拶
す
る
の
が
筋

だ
と
言
う
の
で
す
。
何
だ
か
よ
く

わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
気
難
し
い
お

坊
さ
ん
で
す
。

　

以
来
、
兀
庵
は
事
あ
る
ご
と
に

何
か
と
口
煩
（
う
る
さ
）
く
、
理

屈
を
述
べ
立
て
、
皆
を
困
ら
せ
ま

し
た
。

　

そ
の
た
め
、
仲
間
の
僧
た
ち
は

口
々
に
「
ま
た
兀
庵
が
何
か
言
っ

て
い
る
よ
」「
兀
庵
（
ご
っ
た
ん
）、

兀
庵
（
ご
っ
た
ん
）
と
、
ま
っ
た

く
溜
息
が
出
る
ね
ぇ
」
と
言
う
よ

う
に
な
り
、
い
つ
の
間
に
や
ら
「
揉

め
ご
と
や
争
い
ご
と
が
絶
え
な
い

こ
と
」
を
「
ゴ
タ
ゴ
タ
す
る
」
と

言
う
よ
う
に
な
っ
た
そ
う
で
す
。

　

時
代
が
下
る
と
、
さ
ら
に
意
味

が
転
じ
て
、
未
整
理
な
こ
と
や
混

迷
し
て
い
る
こ
と
を
表
現
す
る
時

に
も
「
ゴ
タ
ゴ
タ
し
て
い
る
」
な

ど
と
言
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

ま
っ
た
く
困
っ
た
お
坊
さ
ん
で

す
。
仏
界
で
は
地
蔵
菩
薩
よ
り
自

分
が
上
だ
と
主
張
す
る
こ
と
な
ど
、

言
語
道
断
。
不
謹
慎
で
す
ね
ぇ
。

　

と
言
っ
て
使
っ
た
「
言
語
道
断
」

も
仏
教
用
語
で
す
。
「
許
し
難
い
行

為
」
「
と
ん
で
も
な
い
」
な
ど
と
い

う
意
味
で
使
わ
れ
ま
す
が
、
仏
教

用
語
的
に
は
覚
り
の
境
地
を
表
す

良
い
言
葉
で
す
。

　

言
語
で
表
現
す
る
道
を
断
つ
こ

と
に
よ
っ
て
、
覚
り
に
至
る
と
い

う
こ
と
で
す
。
言
語
や
言
葉
は
迷

い
の
も
と
。
人
間
は
と
か
く
言
語

や
言
葉
の
イ
メ
ー
ジ
を
勝
手
に
膨

ら
ま
せ
、
自
分
の
価
値
判
断
で
物

事
を
判
断
し
て
し
ま
い
ま
す
。
そ

う
い
う
心
は
仏
法
が
戒
め
る
と
こ

ろ
。
だ
か
ら
こ
そ
、
何
事
も
言
語

道
断
の
姿
勢
で
臨
む
こ
と
が
必
要

で
す
。

　

「
男
ら
し
く
な
い
」
「
女
ら
し
く

な
い
」
と
簡
単
に
言
い
ま
す
が
、「
男

ら
し
い
」
「
女
ら
し
い
」
の
受
け
止

め
方
は
人
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。

　

仏
教
は
、
自
分
の
価
値
観
で
善

悪
、
正
邪
を
決
め
た
り
、
物
事
も

「
捌
く
」
「
裁
く
」
こ
と
を
戒
め
ま

す
。「
言
語
道
断
」
で
沈
思
黙
考
し
、

自
分
自
身
を
見
つ
め
、
自
省
・
内

省
す
る
こ
と
が
大
切
。
そ
れ
が
仏

教
の
教
え
で
す
。

　

そ
れ
で
は
皆
さ
ん
、
ま
た
来
月

お
会
い
し
ま
し
ょ
う
。

※


