
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５月２日 (日 ) です。

　

皆
さ
ん
、
こ
ん
に
ち
は
。
ず
い

ぶ
ん
暖
か
く
な
っ
て
き
ま
し
た
。

コ
ロ
ナ
禍
の
自
粛
疲
れ
を
癒
し
、

春
本
番
を
お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。

で
も
感
染
再
拡
大
に
は
気
を
つ
け

て
、
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
。

　

さ
て
、
日
本
の
春
夏
秋
冬
は
素

晴
ら
し
い
も
の
で
す
が
、
季
節
感

と
い
う
の
は
な
か
な
か
微
妙
な
も

の
。
春
と
言
え
ば
三
月
か
ら
五
月

で
す
が
、
三
月
は
ま
だ
寒
い
し
、

五
月
は
も
う
初
夏
の
よ
う
な
日
も

多
く
、
正
真
正
銘
の
春
と
言
え
ば
、

や
っ
ぱ
り
四
月
で
す
ね
。

　

と
言
っ
て
使
っ
た
「
正
真
正
銘
」、

こ
れ
も
仏
教
用
語
で
す
。
日
常
会

話
的
に
は
「
こ
れ
ぞ
本
物
」
「
嘘

偽
り
の
な
い
こ
と
」
な
ど
を
強
調

す
る
た
め
に
使
わ
れ
る
の
が
「
正

真
正
銘
」
で
す
。

　

日
本
に
伝
わ
っ
た
経
典
は
、
も

と
も
と
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
（
梵

語
）
で
書
か
れ
て
お
り
、
そ
れ
を

イ
ン
ド
、
西
域
、
中
国
の
訳
経
僧

が
最
初
は
西
域
の
言
葉
に
、
さ
ら

に
は
そ
れ
を
漢
訳
し
た
も
の
で
す
。

サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
か
ら
直
接
漢

訳
さ
れ
た
も
の
も
あ
り
ま
す
。

　

多
く
の
天
才
的
な
訳
経
僧
が
活

躍
し
ま
し
た
。
そ
の
う
ち
の
ひ
と

り
、
紀
元
三
世
紀
頃
の
竺
法
護
（
じ

く
ほ
う
ご
）
と
い
う
イ
ン
ド
の
僧

は
「
正
法
華
経
」
を
翻
訳
し
、
そ

の
中
で
ブ
ッ
ダ
（
お
釈
迦
様
）
の

正
し
い
覚
り
を
「
無
上
正
真
道
」

と
訳
し
ま
し
た
。
「
正
真
」
と
い

う
言
葉
は
こ
こ
か
ら
派
生
し
て
い

ま
す
。

　

「
正
真
」
は
お
釈
迦
様
の
覚
り
、

智
慧
（
知
恵
）、
知
見
、
見
識
で
す
。

お
釈
迦
様
の
覚
り
の
内
容
は
サ
ン

ス
ク
リ
ッ
ト
語
で
ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
、

漢
訳
で
「
涅
槃
」
と
言
い
ま
す
。

「
欲
」
や
「
執
着
」
が
「
苦
」
を
生

み
ま
す
。「
欲
」
や
「
執
着
」
は
「
嫉

妬
」
や
「
煩
悩
」
の
火
種
と
な
り
、

時
に
は
大
き
な
炎
と
な
っ
て
自
ら

も
焼
き
尽
く
し
ま
す
。

　

お
釈
迦
様
は
そ
う
し
た
「
欲
」

や
「
執
着
」
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ

と
を
覚
り
、
「
涅
槃
」
の
境
地
に
達

し
た
の
で
す
。
そ
の
覚
り
が
「
正

真
」
で
あ
り
、
言
わ
ば
「
涅
槃
」

と
同
じ
よ
う
な
意
味
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。

　

そ
れ
に
続
く
「
正
銘
」
は
「
正

し
い
銘
が
刻
ま
れ
て
い
る
」
と
い

う
意
味
で
あ
り
、
「
正
真
」
と
同

義
語
。
つ
ま
り
「
正
真
正
銘
」
は

同
義
語
を
重
ね
て
「
本
物
の
覚
り

の
証
（
あ
か
し
）
」
で
あ
る
こ
と
を

強
調
し
、
そ
こ
か
ら
「
本
物
の
証
」

と
い
う
日
常
会
話
の
使
わ
れ
方
に

転
化
し
て
い
き
ま
し
た
。

　

「
正
真
正
銘
」
の
反
対
は
何
か
と

言
え
ば
「
嘘
八
百
」
。
江
戸
時
代
、

江
戸
市
中
の
町
の
多
さ
、
大
坂
市

中
の
橋
の
多
さ
か
ら
「
八
百
八
町
」

「
八
百
八
橋
」
と
い
う
表
現
が
登

場
し
ま
し
た
。

　

お
釈
迦
様
の
教
え
の
数
多
さ
が

「
八
万
四
千
」
と
い
う
数
で
表
さ
れ

た
こ
と
に
端
を
発
し
、
「
八
」
は
数

の
多
さ
を
示
す
代
名
詞
と
な
り
、

「
八
万
地
獄
」
「
八
万
奈
落
」
な
ど

の
言
葉
に
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
と

言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
流
れ
で
、
嘘
ば
か
り
言
っ

て
い
る
こ
と
が
江
戸
の
町
民
か
ら

「
嘘
八
百
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。

　

「
正
真
正
銘
」
と
は
反
対
の
「
嘘

八
百
」
も
仏
教
と
微
妙
に
関
連
し

て
い
る
の
に
は
驚
き
ま
し
た
。

　

「
欲
」
や
「
執
着
」
か
ら
解
放

さ
れ
れ
ば
、「
正
真
正
銘
」
の
覚
り
。

何
か
に
「
嫉
妬
」
し
た
り
「
煩
悩
」

か
ら
「
嘘
八
百
」
を
言
う
必
要
も

な
く
、
心
穏
や
か
に
過
ご
せ
ま
す

ね
。

　

そ
れ
で
は
ま
た
来
月
。
ご
き
げ

ん
よ
う
。

※


