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仏教にふれて
心穏やかに生きる

中日文化センター

※お申し込み・詳細は豊田中日文化センターまでお問合せください。
右の QR コードから豊田中日文化センター講座 HP が開きます。

豊田

「仏教にふれて心穏やかに生きる」の第２弾です。良いこともあれば、悪い
こともあるのが人生です。楽しい時もあれば、辛い時もあります。今から
2500 年前のお釈迦さまに始まった仏教は、私たちに「何か」を教えてくれ
ています。「どこか」に導いてくれています。過去 6回も振り返りながら、
いくつかの話題からその「何か」と「どこか」を考えます。

第７回 １月１４日（日）13:30-15:00
　「葛藤」のない生き方

第８回 ２月１１日（日）13:30-15:00
　「自業自得」の生き方

第９回 ３月１０日（日）13:30-15:00
　生きることの「不思議」
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皆
さ
ん
、
こ
ん
に
ち
は
。
立
春
間

近
と
は
言
え
、
冬
真
っ
盛
り
で
す
。

寒
い
日
が
続
き
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
。

　

日
本
に
は
古
来
、
修
験
道
の
世
界

が
あ
り
ま
す
。
修
験
道
の
修
行
者
は

山
伏
の
格
好
を
し
て
山
岳
修
行
を
し

ま
す
。
一
般
の
人
が
参
加
で
き
る
「
体

験
コ
ー
ス
」
も
あ
り
ま
す
よ
ね
。

　

修
行
中
、
山
道
を
歩
く
際
に
は
「
ざ

～
ん
げ
、
ざ
ん
げ
、
六
根
清
浄
（
ろ
っ

こ
ん
し
ょ
う
じ
ょ
う
）
」
と
唱
え
ま
す

が
、
こ
の
「
ざ
ん
げ
」
は
「
懺
悔
」

と
書
く
仏
教
用
語
で
す
。

　

「
懺
悔
」
と
聞
く
と
キ
リ
ス
ト
教

を
思
い
浮
か
べ
る
人
も
多
い
と
思
い

ま
す
が
、
キ
リ
ス
ト
教
で
は
許
し
を

請
う
儀
式
は
「
告
解
」
「
告
白
」
「
悔

悛
」
で
あ
り
、
「
懺
悔
」
と
は
言
わ
な

い
そ
う
で
す
。

　

仏
教
の
「
懺
悔
」
の
「
懺
」
は
サ

ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
「
カ
ー
マ
」
の

音
写
で
、
「
忍
」
と
い
う
意
味
が
込
め

ら
れ
て
い
る
そ
う
で
す
。
「
悔
」
は
同

じ
よ
う
な
意
味
を
表
す
漢
語
。
つ
ま

り
、
同
じ
意
味
の
漢
字
が
重
な
っ
て

い
る
の
が
「
懺
悔
」
で
す
。

　

仏
教
で
は
「
ざ
ん
げ
」
で
は
な
く

「
さ
ん
げ
」
と
読
み
、
罪
を
告
白
し
て

仏
様
に
許
し
て
も
ら
う
こ
と
で
す
。

他
の
宗
教
に
も
同
じ
よ
う
な
行
為
が

あ
り
ま
す
が
、
仏
教
の
「
懺
悔
」
は

日
常
用
語
と
し
て
浸
透
し
て
い
ま

す
。

　

「
懺
悔
文
（
さ
ん
げ
も
ん
）
」
と
は
、

自
分
の
犯
し
た
罪
や
過
ち
を
仏
様
に

告
白
し
て
、
悔
い
改
め
る
言
葉
で
す
。

「
懺
悔
文
」
を
唱
え
た
り
写
経
し
た
り

し
て
「
懺
悔
」
し
ま
す
。

　

有
名
な
「
懺
悔
文
」
が
「
略
懺
悔
」

で
あ
り
、
次
の
七
言
四
句
の
「
偈
文

（
げ
も
ん
）
」
で
す
。
「
偈
文
」
は
お
経

を
唱
え
る
前
に
読
む
も
の
で
あ
り
、

お
寺
の
法
要
で
聞
い
た
こ
と
が
あ
る

人
も
多
い
と
思
い
ま
す
。

　

「
我
昔
所
造
諸
悪
行
（
が
し
ゃ
く

し
ょ
ぞ
う
し
ょ
あ
く
ご
う
）
」
「
皆
由

無
始
貪
瞋
癡
（
か
い
ゆ
う
む
し
と
ん

じ
ん
ち
）
」「
従
身
口
意
之
所
生
（
じ
ゅ

う
し
ん
く
い
し
し
ょ
し
ょ
う
）
」
「
一

切
我
今
皆
懺
悔
（
い
っ
さ
い
が
こ
ん

か
い
さ
ん
げ
）
」
の
七
言
四
句
で
す
。

意
味
は
次
の
と
お
り
で
す
。

　

私
は
昔
か
ら
た
く
さ
ん
の
悪
い
こ

と
を
し
て
き
ま
し
た
。
そ
の
す
べ
て

が
「
貪
（
ど
ん
）
」「
瞋
（
し
ん
）
」「
癡

（
ち
）
」
に
よ
る
も
の
で
す
。
い
つ
の

間
に
か
「
む
さ
ぼ
り
」
「
怒
り
」
「
愚

か
さ
」
に
よ
っ
て
悪
い
行
い
を
し
、

悪
態
を
つ
き
、
迷
い
が
生
じ
、
悪
が

積
み
重
な
っ
て
い
ま
す
。
今
、
そ
れ

ら
全
て
の
こ
と
を
懺
悔
し
ま
す
。

　

こ
の
七
言
四
句
、
暗
記
し
て
自
然

に
口
か
ら
出
る
よ
う
に
な
る
と
、
心

穏
や
か
に
な
れ
そ
う
で
す
ね
。

　

「
懺
法
（
せ
ん
ぼ
う
）
」「
悔
過
（
け

か
）
」
と
い
う
儀
式
が
あ
り
ま
す
。
自

ら
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
行
っ
た
諸

悪
を
懺
悔
し
て
、
お
互
い
の
心
の
中

に
あ
る
「
む
さ
ぼ
り
」
「
怒
り
」
「
愚

か
さ
」
の
三
毒
を
取
り
除
き
、
自
分

の
心
を
静
め
清
ら
か
に
す
る
儀
式
で

す
。
中
世
に
は
宮
中
行
事
と
し
て
行

わ
れ
て
い
た
そ
う
で
す
。

　

ほ
か
に
「
布
薩
（
ふ
さ
つ
）
」
「
自

恣
（
じ
し
）
」
と
い
う
儀
式
も
あ
り
ま

す
。「
布
薩
」
は
半
月
ご
と
に
集
ま
っ

て
、「
自
恣
」
は
夏
安
居
（
げ
あ
ん
ご
）

の
終
り
の
日
に
集
ま
っ
て
、
罪
を
告

白
し
、
互
い
に
批
判
し
、
戒
を
唱
え

て
罪
障
を
数
え
、
赦
し
を
受
け
ま
す
。

　

七
言
四
句
を
唱
え
る
の
は
大
変
そ

う
で
す
が
、
「
ざ
～
ん
げ
、
ざ
ん
げ
、

六
根
清
浄
」
は
覚
え
ら
れ
そ
う
で
す
。

い
や
、
安
き
に
流
れ
る
こ
の
怠
け
心

も
「
懺
悔
」で
す
ね
。
で
は
ま
た
来
月
。

※




