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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６月１日 (火 ) です。

　

皆
さ
ん
、
こ
ん
に
ち
は
。
今

年
の
梅
雨
入
り
は
早
い
で
す

ね
。
コ
ロ
ナ
禍
の
中
、
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
。

全
国
に
広
が
る
コ
ロ
ナ
禍
。
夏

以
降
の
感
染
抑
制
の
た
め
に
今

が
正
念
場
で
す
。

　

こ
の
「
正
念
場
」
も
仏
教
用

語
と
言
い
た
い
と
こ
ろ
で
す

が
、
正
確
に
は
「
正
念
」
は
仏

教
用
語
、
「
正
念
場
」
は
そ
こ

か
ら
派
生
し
た
歌
舞
伎
用
語
で

す
。

「
今
日
の
試
合
が
正
念
場
」
「
合

格
に
向
け
て
夏
が
正
念
場
」
と

い
う
よ
う
な
使
い
方
を
す
る

「
正
念
場
」
。
物
事
の
最
も
重
要

な
局
面
を
意
味
す
る
言
葉
で

す
。

「
正
念
」
と
は
お
釈
迦
様
の
教

え
の
中
核
で
あ
る
「
八
正
道
」

の
中
の
ひ
と
つ
で
す
。
覚
（
悟
）

り
を
開
く
た
め
の
修
業
の
方
法

を
説
く
の
が
「
八
正
道
」
。
具

体
的
に
は
、
①
正
見
、
②
正
思

惟
、
③
正
語
、
④
正
業
、
⑤
正
命
、

⑥
正
精
進
、
⑦
正
念
、
⑧
正
定
の

八
つ
で
す
。

ち
ょ
っ
と
聞
く
と
難
し
そ
う
で

す
が
、
そ
れ
ぞ
れ
「
①
正
し
い

見
解
を
も
つ
こ
と
」
「
②
正
し

い
思
考
を
す
る
こ
と
」
「
③
正

し
い
言
葉
を
使
う
こ
と
」
「
④

正
し
い
行
い
を
す
る
こ
と
」「
⑤

正
し
い
生
活
を
す
る
こ
と
」「
⑥

正
し
い
努
力
を
す
る
こ
と
」
そ

し
て
「
⑦
正
念
」
を
飛
ば
し
て

「
⑧
正
し
い
瞑
想
を
す
る
こ

と
」
。

簡
単
そ
う
に
聞
こ
え
ま
す
が
、

簡
単
な
こ
と
が
難
し
い
。
例
え

ば
、
②
の
「
正
し
い
思
考
を
す

る
こ
と
」
。
よ
く
よ
く
自
問
自

答
し
て
み
る
と
、
自
分
に
都
合

よ
く
、
深
層
心
理
で
「
欲
」
や

「
執
着
」
に
囚
わ
れ
た
思
考
を

し
て
い
ま
す
。
要
す
る
に
身
勝

手
な
思
考
。
そ
れ
が
人
間
で
す
。

八
つ
の
中
で
説
明
が
難
し
い
の

が
「
⑦
正
念
」
で
す
。
「
念
」

は
パ
ー
リ
語
の
「
サ
テ
ィ
」
と

い
う
言
葉
の
漢
訳
。
「
サ
テ
ィ
」

と
は
「
意
識
が
注
が
れ
て
い
る

状
態
」
を
意
味
し
ま
す
。

こ
れ
を
訳
経
僧
が
「
念
」
と
漢

訳
し
た
の
で
す
が
、
「
意
識
が

注
が
れ
て
い
る
状
態
」
を
意
味

す
る
の
で
「
正
し
い
集
中
を
す

る
」
と
い
う
感
じ
で
し
ょ
う
か
。

ス
ポ
ー
ツ
選
手
が
「
無
心
で
臨

み
ま
す
」
「
平
常
心
で
臨
み
ま

す
」
「
不
退
転
の
決
意
で
臨
み

ま
す
」
と
い
う
表
現
を
よ
く
使

い
ま
す
が
、「
無
心
」
「
平
常
心
」

「
不
退
転
」
も
全
部
仏
教
用
語
。

つ
ま
り
、
そ
う
い
う
心
境
が
「
⑦

正
念
」
で
す
。

　

仏
教
徒
の
多
い
ス
リ
ラ
ン
カ

で
は
、
今
で
も
何
か
慌
て
て
粗

相
（
そ
そ
う
）
し
そ
う
な
時
（
例

え
ば
、
給
仕
の
際
に
茶
碗
を
落

と
し
そ
う
な
場
面
）
で
「
サ

テ
ィ
、
サ
テ
ィ
（
落
ち
着
い
て
、

集
中
し
て
）
」
と
言
う
そ
う
で

す
。

こ
の
「
正
念
」
か
ら
派
生
し
て
、

歌
舞
伎
や
浄
瑠
璃
で
主
人
公
が

活
躍
す
る
最
も
重
要
な
場
面
を

意
味
す
る
言
葉
と
し
て
「
正
念

場
」
が
生
ま
れ
ま
し
た
。
歌
舞

伎
で
は
「
正
念
場
」
の
こ
と
を

「
性
根
場
」
（
し
ょ
う
ね
ば
）
と

も
言
い
ま
す
。
こ
の
「
性
根
」

も
仏
教
用
語
。
仏
教
で
は
「
し
ょ

う
こ
ん
」
と
読
み
ま
す
。
こ
れ

ま
た
仏
教
用
語
の
「
根
性
」
と

同
じ
意
味
で
す
。

さ
ら
に
も
う
ひ
と
つ
。
や
は
り

歌
舞
伎
用
語
の
「
修
羅
場
」
は

仏
教
用
語
の
「
修
羅
」
に
「
場
」

を
つ
け
た
も
の
。
仏
教
用
語
で

「
闘
い
」
を
意
味
す
る
「
修
羅
」

か
ら
、
こ
こ
が
「
厳
し
い
勝
負

所
」
で
あ
る
こ
と
を
表
す
言
葉

と
し
て
生
ま
れ
ま
し
た
。

　

伝
統
芸
能
で
す
か
ら
古
来
よ

り
日
本
に
浸
透
し
た
仏
教
用
語

と
混
交
す
る
の
も
理
解
で
き
ま

す
ね
。　

そ
れ
で
は
ま
た
来
月
。

ご
き
げ
ん
よ
う
。※


