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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８月２８日 (土 ) です。

　

皆
さ
ん
、
こ
ん
に
ち
は
。
夏

本
番
で
す
ね
。
今
年
の
暑
さ
は

ど
の
ぐ
ら
い
に
な
る
の
か
、
ま

た
ど
の
ぐ
ら
い
続
く
の
か
。
よ

く
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
と
に
か

く
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
。

　

地
球
温
暖
化
は
深
刻
化
し
て

お
り
、
今
年
の
夏
も
猛
暑
を
通

り
越
し
て
、
馬
鹿
み
た
い
に
暑

い
夏
に
な
り
そ
う
で
す
。
こ
の

「
馬
鹿
」
も
仏
教
用
語
で
す
。

　

サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
（
梵
語
）

の
「
モ
ー
ハ
」
が
語
源
。「
モ
ー

ハ
」
は
愚
か
さ
を
表
す
言
葉
だ
っ

た
よ
う
で
す
が
、
訳
経
僧
が
「
慕

何
」
「
莫
迦
」
と
漢
訳
。
や
が
て

「
馬
鹿
」
に
変
化
し
ま
し
た
。

　

時
代
を
経
る
中
で
、
い
く
つ

か
の
逸
話
と
結
び
つ
い
て
「
馬

鹿
」
と
い
う
漢
字
に
な
っ
た
よ

う
で
す
。
有
力
説
の
ひ
と
つ
は

仏
教
の
逸
話
と
結
び
つ
い
た
も

の
で
す
。

　

お
釈
迦
様
に
パ
ン
タ
カ
と
い

う
弟
子
が
い
ま
し
た
。
パ
ン
ダ

カ
は
頭
が
悪
く
、
お
釈
迦
様
の

教
え
を
理
解
で
き
な
い
ど
こ
ろ

か
、
自
分
の
名
前
す
ら
覚
え
ら

れ
ま
せ
ん
。

　

や
は
り
お
釈
迦
様
の
弟
子
だ
っ

た
優
秀
な
兄
は
、
弟
の
パ
ン
ダ

カ
に
修
行
を
諦
め
て
故
郷
に
帰

り
、
親
孝
行
を
し
て
暮
ら
す
よ

う
に
勧
め
ま
し
た
。
パ
ン
ダ
カ

は
修
行
を
続
け
た
い
と
悲
し
ん

で
い
る
と
、
事
情
を
知
っ
た
お

釈
迦
が
パ
ン
ダ
カ
に
言
い
ま
し

た
。

　

「
お
ま
え
に
箒
（
ほ
う
き
）
を

渡
す
の
で
、
掃
除
だ
け
に
専
念

し
な
さ
い
。
そ
れ
が
お
ま
え
の

修
行
と
な
る
。
他
の
修
行
者
と

同
じ
よ
う
に
学
ぶ
必
要
は
な

い
」
と
言
い
ま
し
た
。

　

パ
ン
タ
カ
は
「
そ
れ
な
ら
自

分
に
も
で
き
る
」
と
喜
び
、
真

面
目
に
黙
々
と
毎
日
掃
除
を
続

け
ま
し
た
。
他
の
修
行
者
が
坐

禅
や
瞑
想
を
し
て
い
る
時
も
、
ひ

た
す
ら
一
心
に
掃
除
に
集
中
。

や
が
て
パ
ン
タ
カ
の
心
は
澄
み

清
め
ら
れ
、
掃
除
を
通
し
て
覚

り
を
開
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、

十
六
羅
漢
と
称
さ
れ
る
お
釈
迦

様
の
大
切
な
弟
子
の
ひ
と
り
と

な
り
ま
し
た
。
こ
れ
が
「
パ
ン

ダ
カ
の
覚
り
」
で
す
。

　

仏
教
は
人
間
を
「
良
い
、
悪

い
」
「
賢
い
、
愚
か
」
な
ど
で
区

別
は
し
ま
せ
ん
。
人
間
そ
れ
ぞ

れ
に
個
性
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ

み
ん
な
違
っ
て
い
ま
す
。
お
釈

迦
様
は
「
違
う
人
間
は
違
う
ま

ま
に
、
そ
れ
ぞ
れ
に
応
じ
た
仏

性
の
開
き
方
を
す
れ
ば
よ
い
」

と
説
き
ま
す
。
利
口
で
あ
ろ
う

が
、
愚
鈍
で
あ
ろ
う
が
、
重
要

な
の
は
無
心
に
一
心
に
精
進
で

き
る
か
ど
う
か
が
問
わ
れ
て
い

ま
す
。

　

お
釈
迦
様
は
パ
ン
タ
カ
に
言

い
ま
し
た
。
「
自
分
の
愚
か
さ
を

知
る
者
は
、
愚
か
者
で
は
な
い
。

本
当
の
愚
か
者
は
、
自
分
は
優

れ
て
い
る
と
思
い
込
ん
で
い
る

者
で
あ
る
」
。

　

パ
ン
タ
カ
が
亡
く
な
り
、
そ

の
墓
か
ら
草
が
生
え
ま
し
た
。

そ
の
草
を
食
べ
る
と
物
覚
え
が

悪
く
な
る
と
揶
揄
す
る
者
も
お

り
、
草
に
つ
い
た
名
前
は
「
茗

荷
（
み
ょ
う
が
、
ば
か
）
」
。
自

分
の
名
前
も
覚
え
ら
れ
な
い
パ

ン
ダ
カ
が
名
札
を
つ
け
て
い
た

こ
と
か
ら
「
名
を
荷
ぐ
」
の
で

「
茗
荷
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
。

　

日
常
会
話
で
は
「
バ
カ
」
は

人
を
蔑
む
言
葉
で
す
が
、
仏
教

的
に
は
無
心
に
一
心
に
、
し
か

も
私
心
な
く
精
進
す
る
こ
と
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
「
バ
カ
の
よ
う

に
夢
中
に
な
っ
た
」
「
バ
カ
正

直
」
と
い
う
よ
う
に
、
肯
定
的

な
意
味
を
含
ん
で
い
る
場
合
も

あ
り
ま
す
よ
ね
。

　

「
パ
ン
ダ
カ
」
が
「
茗
荷
」
に

は
な
り
ま
し
た
が
、
ま
だ
「
馬

鹿
」
に
は
変
化
し
て
い
ま
せ
ん
。

そ
れ
に
は
、
も
う
ひ
と
つ
の
逸

話
が
影
響
し
て
い
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
そ
れ
は
来
月
お
伝
え

し
ま
す
。

　

乞
ご
期
待
。

※


