
 

身近な仏教用

語を紹介して

います。 

教
授 

教
信
沙
弥 

き
ょ
う 

じ
ゅ 

き
ょ
う 

し
ん 

 

し
ゃ 

 

み 

戦
場
の
メ
リ
ー
ク
リ

ス
マ
ス
の
楽
曲
を
担
当

さ
れ
た
坂
本
龍
一
氏
は

「
教
授

き
ょ
う
じ
ゅ

」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
「
教
授

き
ょ
う
じ
ゅ

」
と
い
う
言

葉
は
元
々
仏
教
用
語

ぶ

っ

き

ょ

う

よ

う

ご

な
の
で
す
。 

 

仏
教

ぶ
っ
き
ょ
う

で
は
出
家

し

ゅ

っ

け

を
す
る
際
に
、
男
性
の
出
家
者

し

ゅ

っ

け

し

ゃ

で
あ
る
な
ら

ば
二
五
〇
の
戒
律

か

い

り

つ

が
授
け
ら
れ
ま
す
。
そ
の
時
に
十
人
の
証
明

が
必
要
で
し
た
。
三
師
七
証

さ

ん

し

し

ち

し

ょ

う

と
い
い
ま
す
。
三
師

さ

ん

し

の
役
割
は
、 

戒 か

い

和
上

わ

じ

ょ

う…

出
家

し

ゅ

っ

け

し
て
十
年
以
上
経
過
し
た
者
。
新
人
比
丘

び

く

の
直

接
の
指
導
者
と
な
る
。 

 

羯
磨
阿
闍

か

つ

ま

あ

じ

ゃ

梨 り…

受
戒

じ

ゅ

か

い

の
儀
式
の
と

き
に
宣
言
や
承
認
を
求
め
る
羯
磨

か

つ

ま

文 ぶ

ん

を
読
む
。 

 

教
授
阿
闍

き

ょ

う

じ

ゅ

あ

じ

ゃ

梨 り…

出
家

し

ゅ

っ

け

し
て
五
年
以
上
の
経
過
し
た
者
。
受
戒

じ

ゅ

か

い

の
儀
式
の
際

の
作
法

さ

ほ

う

を
教
え
た
り
、
受
戒

じ

ゅ

か

い

を
す
る
資
格
が
あ
る
か
尋
問
を
す

る
。 

 

で
す
。
そ
の
ほ
か
に
七
人
の
比
丘

び

く

の
証
明
を
受
け
て

出
家
者

し

ゅ

っ

け

し

ゃ

と
な
り
ま
す
。
日
本
で
も
こ
の
よ
う
な
形
の
出
家

し

ゅ

っ

け

の
形

を
と
っ
て
い
ま
し
た
が
、
日
本
天
台
宗

て

ん

だ

い

し

ゅ

う

の
開
祖
最
澄

さ
い
ち
ょ
う

が
、
自
分

の
為
だ
け
で
は
な
い
出
家

し

ゅ

っ

け

の
形
で
あ
る
大
乗

だ
い
じ
ょ
う

の
出
家

し

ゅ

っ

け

の
形
を
考
え
、
苦
労
の
末
、
大
乗

だ
い
じ
ょ
う

戒
壇

か

い

だ

ん

が
認
可
さ
れ
ま
す
。
こ
こ
か
ら
、
鎌
倉

か

ま

く

ら

新
仏
教

し

ん

ぶ

っ

き

ょ

う

の
祖
師
た
ち
が
誕
生
し
ま
す
。 

 

仏
教
用
語

ぶ

っ

き

ょ

う

よ

う

ご

で
は
な
い
の

で
す
が
、
親
鸞

し

ん

ら

ん

聖
人

し
ょ
う
に
ん

の
生

き
方
の
参
考
に
な
っ
た
方

で
す
の
で
ご
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

 

教
信
沙

き

ょ

う

し

ん

し

ゃ

弥 み

は
、
奈
良
時
代
末
期
か
ら
平
安
時
代
初
期
の
方
で
す
。
若

い
頃
は
奈
良
で
仏
教

ぶ
っ
き
ょ
う

を
学
び
ま
し
た
。
そ
の
中
で
、
念
仏

ね

ん

ぶ

つ

の
教
え
に
導

か
れ
、
奈
良
で
は
、
念
仏

ね

ん

ぶ

つ

に
集
中
で
き
な
い
と
播
磨

は

り

ま

の
加
古

か

こ

で
隠
遁

い

ん

と

ん

生

活
を
始
め
ま
す
。
庵
を
建
て
垣
を
作
り
、
西
の
方
に
は
垣
を
作
ら
ず
、

夕
日
を
見
て
は
、
南
無

な

も

阿
弥
陀
仏

あ

み

だ

ぶ

つ

を
称
え
る
生
活
を
し
て
い
ま
し
た
。

生
計
は
田
畑
を
手
伝
っ
て
、
御
礼
に
念
仏

ね

ん

ぶ

つ

を
称
え
て
も
ら
う
。
街
道
を

往
来
す
る
旅
人
の
荷
物
を
運
び
、
御
礼
に
念
仏

ね

ん

ぶ

つ

を
称
え
て
も
ら
う
、
と

い
う
生
活
で
あ
っ
た
た
め
、
極
貧
生
活
で
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
生
活
は

貧
し
か
っ
た
の
で
す
が
、
心
は
阿
弥
陀
仏
の
お
慈
悲
で
い
っ
ぱ
い
で
あ

り
ま
し
た
の
で
、
豊
か
で
し
た
。
妻
も
い
て
、
子
も
い
た
そ
う
で
す
。 

 

親
鸞

し

ん

ら

ん

聖
人

し
ょ
う
に
ん

は
、
こ
の
よ
う
な
生
活
を
送
っ
て
い
た
教
信
沙
弥
を
尊
敬

し
て
い
ま
し
た
。
越
後
へ
流
罪
に
な
ら
れ
た
時
に
、
聖
人

し
ょ
う
に
ん

は
言
わ
れ
ま

し
た
。「
私
は
、
僧
籍

そ

う

せ

き

を
剥
奪
さ
れ
て
、
越
後
に
流
罪
と
な
り
ま
し
た
。

僧
侶

そ

う

り

ょ

で
は
な
く
、
俗
人
の
証
と
し
て
姓
を
『
禿 と

く

』
と
し
ま
す
。
し
か

し
、
念
仏

ね

ん

ぶ

つ

に
支
え
ら
れ
た
生
き
方
を
し
て
い
ま
す
の
で
、
僧
で
も
な
く

俗
で
も
な
い
非
僧

ひ

そ

う

非
俗

ひ

ぞ

く

に
な
り
ま
す
。」
と
。 


