
豊田 中日文化センター
（６回シリーズ　４～９月）
暮らしの中の仏教

0120-98-2841豊田中日文化センター

　今を生きる現代人にも影響を
与え続けるお釈迦様の教え。仏
教は、なぜ誕生し、いつ、どの
ように日本に伝わり、何を教え
ているのでしょうか。講座を通
して、日本の社会や日時用生活
の中に浸透した仏教に親しみま
す。毎回、仏教の歴史、仏教の
教えとともに、日常会話の中に
浸透した仏教用語などを、わか
りやすくお伝えします。４月か
ら６カ月講座です。

講師早稲田大学客員教授大塚耕平
詳しくは下記フリーダイヤルまでお問合せください。
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※ 次回の「弘法さん」縁日は４月２日 (金 ) です。

　

皆
さ
ん
、
こ
ん
に
ち
は
。
い
よ

い
よ
春
本
番
。
も
う
す
ぐ
桜
も
満

開
で
す
が
、
朝
晩
は
寒
い
日
も
あ

り
ま
す
。
く
れ
ぐ
れ
も
ご
自
愛
く

だ
さ
い
。

　

か
わ
ら
版
で
は
日
常
会
話
の
中

に
含
ま
れ
て
い
る
仏
教
用
語
を
ご

紹
介
し
て
い
ま
す
。
知
ら
ず
知
ら

ず
の
う
ち
に
使
っ
て
い
る
仏
教
用

語
。
そ
れ
だ
け
日
本
人
の
生
活
に

溶
け
込
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
で

す
。

　

コ
ロ
ナ
禍
が
一
刻
も
早
く
収
束

す
る
こ
と
を
祈
り
ま
す
。
ま
だ
ま

だ
コ
ロ
ナ
対
策
が
必
要
で
す
が
、

国
の
財
政
も
火
の
車
で
す
。
こ
の

「
火
の
車
」
も
仏
教
用
語
で
す
。

　

仏
教
用
語
的
に
は
「
か
し
ゃ
」
と

読
み
ま
す
。
日
常
会
話
の
「
火
の

車
」
は
、
お
金
の
工
面
が
大
変
な

こ
と
の
比
喩
と
し
て
用
い
ら
れ
ま

す
が
、
仏
教
用
語
と
し
て
は
地
獄

の
話
と
関
係
し
て
い
ま
す
。

　

お
釈
迦
様
に
背
い
た
弟
子
と
し

て
知
ら
れ
て
い
る
の
が
提
婆
達
多

（
だ
い
ば
だ
っ
た
）
。
仏
法
の
教
え

に
反
し
て
多
く
の
罪
を
犯
し
た
う

え
、
お
釈
迦
様
を
襲
お
う
と
し
ま

し
た
。
罪
深
い
提
婆
達
多
は
生
き

な
が
ら
地
獄
に
堕
ち
、
そ
の
時
「
火

車
」
が
迎
え
に
き
ま
し
た
。

　

地
獄
に
堕
ち
た
提
婆
達
多
は
「
火

車
の
責
」
に
遭
う
の
で
す
が
、
こ

れ
が
ま
た
凄
い
。
「
火
車
」
に
乗

せ
ら
れ
て
焼
か
れ
、
生
き
返
ら
せ

ら
れ
て
は
再
び
焼
か
れ
る
こ
と
を

繰
り
返
す
地
獄
の
刑
罰
で
す
。

　

芥
川
龍
之
介
の
名
作
「
地
獄
変
」

に
も
「
火
車
の
責
」
に
絡
む
話
が

出
て
き
ま
す
。
ご
興
味
が
あ
れ
ば
、

実
際
に
お
読
み
く
だ
さ
い
。
要
す

る
に
、
自
分
の
利
益
と
快
楽
の
た

め
の
行
為
が
過
ぎ
る
と
「
地
獄
に

墜
ち
る
」
と
い
う
お
話
で
す
。

　

地
獄
は
嫌
で
す
よ
ね
。
や
っ
ぱ

り
地
獄
よ
り
天
国
に
行
き
た
い
で

す
が
、
仏
教
に
は
天
国
は
あ
り
ま

せ
ん
。
黒
澤
明
監
督
の
名
作
「
天

国
と
地
獄
」
と
い
う
映
画
も
あ
る

の
で
、
「
天
国
と
地
獄
」
は
対
語

と
考
え
が
ち
で
す
が
、
仏
教
で
は

「
地
獄
」
の
反
対
は
「
浄
土
」
「
極

楽
」
で
す
。

　

「
天
国
」
は
神
様
が
住
む
場
所

を
指
し
ま
す
が
、
仏
教
の
「
浄
土
」

は
場
所
の
名
で
あ
る
ば
か
り
で
は

な
く
、
人
間
の
「
心
の
中
」「
覚
（
悟
）

り
」
そ
の
も
の
を
表
す
言
葉
で
す
。

「
欲
」
や
「
執
着
」
を
律
し
て
「
嫉

妬
」
や
「
煩
悩
」
か
ら
解
放
さ
れ

た
心
こ
そ
が
「
浄
土
」
。
そ
う
い
う

人
ば
か
り
に
な
れ
ば
こ
の
世
は
た

し
か
に
「
浄
土
」
で
す
。

　

「
極
楽
浄
土
」
と
言
う
よ
う
に

「
極
楽
」
と
「
浄
土
」
は
セ
ッ
ト
。

「
極
楽
」
も
同
じ
こ
と
を
指
し
ま

す
。
「
欲
」
や
「
執
着
」
か
ら
逃

れ
る
こ
と
は
、
生
身
の
人
間
に
と
っ

て
簡
単
な
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

だ
か
ら
「
極
楽
」
や
「
浄
土
」
は

「
彼
岸
（
ひ
が
ん
）
」
す
な
わ
ち
「
人

間
の
住
む
此
岸
（
し
が
ん
）
の
彼

方
（
か
な
た
）
の
岸
」
と
言
わ
れ

る
由
縁
で
す
。

　

三
月
は
「
お
彼
岸
」
の
う
え
、

二
十
一
日
は
お
大
師
様
の
年
命
日

の
「
ご
祥
当
」
。
四
月
に
な
れ
ば
八

日
は
お
釈
迦
様
の
誕
生
日
の
「
花

祭
り
」
。

　

仏
教
に
ご
縁
の
深
い
こ
の
時
期

は
、
「
火
の
車
」
「
地
獄
」
「
極
楽
」

「
浄
土
」
「
彼
岸
」
「
此
岸
」
な
ど
の

意
味
を
よ
く
考
え
、「
欲
」
と
「
執

着
」
を
律
す
る
こ
と
の
大
切
さ
を

噛
み
締
め
た
い
で
す
ね
。

　

空
高
く
優
雅
に
舞
う
よ
う
に
飛

ぶ
と
ん
ぼ
と
「
極
楽
」
を
合
体
さ

せ
て
「
極
楽
と
ん
ぼ
」
。
日
常
会
話

的
に
は
何
の
心
配
も
な
く
、
呑
気

（
の
ん
き
）
に
暮
ら
し
て
い
る
人
の

こ
と
を
指
し
ま
す
が
、
仏
教
用
語

的
に
は
「
欲
」
や
「
執
着
」
か
ら

解
放
さ
れ
て
い
る
人
を
表
し
ま
す
。

人
間
、
な
か
な
か
「
極
楽
と
ん
ぼ
」

に
は
な
れ
ま
せ
ん
。

　

そ
れ
で
は
ま
た
来
月
。
ご
き
げ

ん
よ
う
。

※


