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ご
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レ
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リ
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レ
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４
枚
の
「
教
化
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
」

　

４
枚
の
「
教
化
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
」

は
、各
寺
院
・
教
会
に
お
い
て
「
寺
報
」

は
、各
寺
院
・
教
会
に
お
い
て
「
寺
報
」

や
個
別
に
複
写
し
て
の
配
布
、
同
朋

や
個
別
に
複
写
し
て
の
配
布
、
同
朋

会
や
聞
法
会
で
の
教
材
と
し
て
ご
活

会
や
聞
法
会
で
の
教
材
と
し
て
ご
活

用
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

用
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。
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「
も
し
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し
相
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」
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…
越
本
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了

「
も
し
も
し
相
談
」
…
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…
…
越
本
達
了

「
仏
典
マ
ン
ガ
・
仏
さ
ま
の
お
し
え
」

「
仏
典
マ
ン
ガ
・
仏
さ
ま
の
お
し
え
」

『
日
ご
ろ
の
こ
こ
ろ
に
て
は

『
日
ご
ろ
の
こ
こ
ろ
に
て
は

  

往
生
か
な
う
べ
か
ら
ず　

』

往
生
か
な
う
べ
か
ら
ず　

』

『
三
不
三
信
誨
慇
懃

『
三
不
三
信
誨
慇
懃

  

像
末
法
滅
同
悲
引
』

像
末
法
滅
同
悲
引
』

『
お
『
お
念
仏
は
声
に
出
さ
な
い
と

念
仏
は
声
に
出
さ
な
い
と

  

い
け
な
い
？

い
け
な
い
？
』』

『
カ
ラ
ス
と
山
犬
』

『
カ
ラ
ス
と
山
犬
』

((

敬
称
略

敬
称
略

))

　　　　◆　御堂文庫　蔵書の紹介　◆

『  藤 井 善 隆 師 講 義 抄 録 　浄 土 和 讃  』

『  延 塚 知 道 師 講 義 録 　高 僧 和 讃  』（ 一 ～ 三 ）

　この人生を支えてくださる「いのちの真実」が人々の歴史を潜
くぐ

って南無阿弥陀仏という
お念仏となり、親鸞聖人のお言葉となって今私達の所に届けられているのです。言葉の一

ひと

言
こと

々
ひと

々
こと

が私の在り方、生き様を照らし出してくださり、忘れていた自分自身を喚
よ

び返して
下さる。その言葉を繰

く

り返し口に称
とな

え唱
しょう

和
わ

していくことによって、言葉の響きを身を以て
聞いてゆく。そういういのちの呼びかけが聞けるか聞けないのか、一人ひとりの課題であ
ります。

　高田の御草稿本と言われる和讃を見ますと、最初から圏発が付いています。ですから和
讃は、皆で唱和することが前提でつくられた歌なのです。それは実は、揃わなかったから
ではないでしょうか。それぞれが感動して高くなったり、泣き出したりするから、きちん
と揃えなさいということで圏発がついているのでしょう。その感動を後回しにすると、本
末転倒して、よく揃っていても勤行が無味乾燥なものになってしまいます。

（はじめにより引用）

『  浄 土 和 讃 の 教 え  』（ 上・下 ）

［著　者］澤田　秀丸

〈発行〉法蔵館

　和
わ

讃
さん

とは、中国語の漢語讃
さん

嘆
だん

、古代インド語（サンスクリット語）の梵
ぼん

語
ご

讃嘆に対して、
日本語で七五調四句で表現された和讃讃嘆をいいます。讃嘆は、仏さまのはたらきを、深く
感じ入ってほめ讃

たた

えることです。
　宗祖親鸞聖人は、関東から帰洛して七十六歳から八十八歳にかけて『浄

じょう

土
ど

和讃』『高
こう

僧
そう

和讃』
を執筆され、続いて『正

しょう

像
ぞう

末
まつ

和讃』の三帖和讃など五百余首を著されました。
（はじめにより引用）

（はじめにより引用）

《一》 龍樹菩薩・天親菩薩・曇鸞大師 編　／　《二》曇鸞大師 編　／　《三》 道綽禅師・善導大師 編

〈発行〉大阪教区准堂衆会

〈発行〉大阪教区准堂衆会

教化センターだより教化センターだより
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恩
師
の
忘
れ
ら
れ
な
い
言

葉
が
あ
り
ま
す
。

　

「
い
く
ら
仏
教
を
勉
強
し

て
も
、
君
自
身
が
生
き
て
死

ん
で
い
く
者
に
な
ら
な
け
れ

ば
意
味
が
な
い
！
」

　

こ
れ
ま
で
私
の
人
生
は
、

勝
つ
か
負
け
る
か
、
良
い
か

悪
い
か
と
い
う
相そ

う

対た
い

的て
き

な
分

別
に
よ
る
価か

値ち

観か
ん

が
全
て
で

し
た
。
厳
し
い
社
会
を
生
き

抜
く
た
め
に
は
、
当
然
身
に

つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も

の
で
す
。
し
か
し
相
対
的
な

分
別
の
目
は
常
に
外
に
向
い

て
い
る
た
め
、
決
し
て
自
分

自
身
に
目
が
向
く
こ
と
は
あ

り
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
自

身
が
生
き
て
死
ん
で
い
く
者

に
な
る
か
ど
う
か
な
ど
考
え

た
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
。
そ
ん
な
私
に
、
「
君
の

い
の
ち
に
君
自
身
が
向
き
合

わ
な
い
で
ど
う
す
る
！
」
と

先
生
は
厳
し
く
仰
い
ま
し

た
。
こ
の
言
葉
は
私
に
相
当

な
シ
ョ
ッ
ク
を
与
え
る
と
同

時
に
、
そ
の
後
の
私
の
学
び

を
決
定
づ
け
ま
し
た
。
私
は

生
ま
れ
て
初
め
て
自
身
の
生

死
を
問
い
、
学
び
ま
し
た
。

　

「
日
ご
ろ
の
こ
こ
ろ
」
と

は
、
相
対
分
別
の
社
会
で
懸

命
に
生
き
抜
こ
う
と
し
て
い

た
私
を
言
い
当
て
た
言
葉
で

し
ょ
う
。
続
く
「
往
生
か
な

う
べ
か
ら
ず
」
は
「
そ
れ
で

は
君
が
本
当
に
生
き
る
こ
と

に
は
な
ら
な
い
し
、
そ
の
生

を
終
え
て
い
く
こ
と
も
で
き

な
い
じ
ゃ
な
い
か
」
と
い
う

先
生
の
言
葉
と
重
な
り
ま

す
。

　

「
日
ご
ろ
の
こ
こ
ろ
に
て

は
、
往
生
か
な
う
べ
か
ら
ず
」

と
は
、
「
本
当
の
意
味
で
生

き
て
死
ん
で
い
け
る
者
に
な

り
な
さ
い
！
」
と
い
う
念
仏

者
か
ら
の
𠮟し

っ

咤た

激げ
き

励れ
い

な
の
で

す
。　
　

（
安
城　

由
紀
子
）
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日日ひ

ご
ろ
の

ご
ろ
の

　　

  
こ
こ
ろ
に
て
は

こ
こ
ろ
に
て
は

  

往往
お

う

生生
じ

ょ

う

か
な
う

か
な
う

　
　
　

べ
か
ら
ず

　
　
　

べ
か
ら
ず

　　

    　
　
　

　
　
　

      
      　　

              
              　　

  

『『
歎歎た

ん

異異に

抄抄
し
ょ
う

』』



今
月
の
こ
と
ば

　

道ど
う

綽
し
ゃ
く

禅ぜ
ん

師じ

は
聖

し
ょ
う

道ど
う

の
教

え
で
は
証さ

と

る
こ
と
が
で
き

ず
、
私
た
ち
が
救
わ
れ
る
道

は
お
念
仏
を
申
す
こ
と(

浄

土
の
教
え)

以
外
に
な
い
、

と
い
う
こ
と
を
強
く
勧
め
た

お
方
で
あ
り
ま
し
た
。

　

何
故
か
と
い
う
と
、
時じ

機き

相そ
う

応お
う

と
い
う
こ
と
が
契
機

に
な
っ
て
い
ま
す
。
時
機

の
〝
時
〟
は
時
代
と
い
う
こ

と
で
、
お
釈
迦
さ
ま
の
滅
後

五
百
年
ま
で
は
正

し
ょ
う

法ぼ
う

(

正
法

が
一
千
年
、
像ぞ

う
ほ
う法

が
次
の
一
千
年

の
説
も
あ
り)

と
言
っ
て
、
直

接
の
お
弟
子
さ
ん
方
も
お
ら

る
。
こ
う
い
う
煩
悩
に
縛
ら

れ
た
凡
夫
で
あ
る
か
ら
こ

そ
、
浄
土
の
教
え
が
独
立
し

た
の
で
あ
り
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
三さ

ん

不ぷ

三さ
ん

信し
ん

と
は

三さ
ん

不ぷ

信し
ん

と
三さ

ん

信し
ん

を
略
し
た
も

の
で
、
三
不
信
と
は
不
淳

心(

純
粋
で
な
い
心)

・
不

一
心(

あ
れ
も
こ
れ
も
と
い

う
心)

・
不
相
続
心(

続
か

な
い
心)

で
、
も
と
も
と
曇ど

ん

鸞ら
ん

大だ
い

師し

の
教
え
で
あ
り
、
そ

こ
に
道
綽
禅
師
は
三
信(

淳

心
・
一
心
・
相
続
心)

を
付

け
加
え
ら
れ
ま
し
た
。
お
念

仏
を
申
し
て
い
く
上
で
、
救

わ
れ
る
こ
と
を
信
じ
て
三
信

を
保
ち
な
さ
い
、
と
い
う
こ

と
だ
け
を
教
え
る
と
却
っ
て

三
不
信
の
心
が
生
ま
れ
る
も

の
で
す
。
禅
師
は
信
じ
る
こ

と
と
、
疑
う
不
信
の
心
の
両

面
か
ら
丁
寧
に
教
え
て
下
さ

い
ま
し
た
。

　

現
代
に
生
き
る
私
た
ち

も
、
幸
い
に
し
て
救
わ
れ
る

教
え
が
残
っ
て
い
る
の
に
、

救
い
と
な
ら
な
い
の
は
、
私

た
ち
の
側
の
問
題
で
、
煩
悩

具
足
の
凡
夫
と
信
知
し
て
、

像
末
・
法
滅
に
生
き
る
凡
夫

が
か
え
っ
て
本
願
の
機
で
あ

る
こ
と
に
目
覚
め
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。

　

信
心
は
如
来
の
お
心
で
あ

り
ま
す
。
私
が
申
す
お
念
仏

の
と
こ
ろ
に
賜

た
ま
わ

っ
て
く
る
お

心
で
あ
り
、
と
も
す
る
と
私

が
起
こ
す
信
心
と
錯
覚
す

る
、
こ
の
辺
を
禅
師
は
懇
切

丁
寧
に
お
智
し
下
さ
れ
た
の

で
あ
り
ま
し
た
。     

　
　
　
　

      

（
松
井　

聰
）

  今
月
の
こ
と
ば
出
典
『
正
信
偈
』

　
　

『
真
宗
聖
典
』  

 
 
 
 
 
 

２
０
６
頁

 
 
 
 

『
真
宗
大
谷
派 

勤
行
集
』
（
赤
本
）

　
　
　
　
　
　
　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25
頁

れ
仏
道
修
行
を
し
て
証

る
者
も
多
く
い
た
の
で

す
が
、
像
法
の
時
代(

次

の
一
千
年)

に
な
る
と

修
行
を
し
て
も
証
る
人

が
い
な
く
な
っ
て
、
そ

の
後
は
末ま

っ

法ぽ
う

で
す
。
修

行
す
る
人
も
、
証
る
人

も
い
な
く
な
っ
て
教
え
だ
け

が
残
っ
て
、
や
が
て
教
え
も

滅
び
て
行
く(

法ほ
う

滅め
つ)

時
代

が
や
っ
て
来
る
の
で
す
。

　

禅
師
の
時
代
は
像
法
か
ら

末
法
で
、
残
っ
て
い
る
教
え

が
滅
び
て
し
ま
う
こ
と
に
危き

惧ぐ

し
て
悲
し
ん
で
お
ら
れ
た

の
で
す
。

　

そ
し
て
、
時
機
の
〝
機
〟

は
私
た
ち
人
間
の
こ
と
で
、

そ
の
時
代
に
生
き
る
人
々
の

質
が
低
下
し
て
、
個
人
や
民

族
・
国
の
主
張
が
強
く
な
り
、

傷
つ
け
あ
い
殺
し
あ
い
、
時

に
は
戦
争
に
な
っ
た
り
も
す

リーフレット②  № 405

三
不
三
信
の
誨

お
し
え

、
慇お

ん

懃ご
ん

に
し
て
、

像ぞ
う

末ま
つ

法ほ
う

滅め
つ

、

同

じ

く

悲

引

す
。

三さ
ん

不ぷ

三さ
ん

信し
ん

誨け

慇お
ん

懃ご
ん

像ぞ
う

末ま

法ほ
う

滅め

同ど
う

悲ひ

引い
ん



　

僧
侶
の
「
念
仏

申
し
ま
し
ょ
う
」

と
い
う
言
葉
に「
声

に
出
さ
な
け
れ
ば
い
け
な
い

の
か
」
と
い
う
問
い
を
も
た

れ
た
の
は
大
切
な
こ
と
だ
と

　

お
寺
で
法
話
な
ど

の
お
話
を
聞
く
の
が

好
き
で
、
よ
く
足
を
運
び
ま
す
。

お
話
の
中
で
「
お
念
仏
申
し
ま
し

ょ
う
」
と
よ
く
い
わ
れ
ま
す
。

 

お
話
を
聞
け
ば
素
晴
ら
し
い
こ

と
だ
と
思
う
の
で
す
が
、
人
前
で

は
恥
ず
か
し
く
て
な
か
な
か
声
に

出
し
て
と
な
え
ら
れ
ま
せ
ん
。
や

は
り
声
に
出
さ
な
け
れ
ば
い
け
な

い
の
で
し
ょ
う
か
。

　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(

54
歳
・
女
性)

　
　
　

思
い
ま
す
。
た
だ
、
人
前
で

称と
な

え
る
の
は
難
し
く
、
私
も

恥
ず
か
し
く
て
称
え
に
く
い

で
す
。「
本
当
に
阿あ

弥み

陀だ

さ
ん

を
信
じ
て
称
え
て
い
る
の
か
」

「
口
先
だ
け
で
心
が
こ
も
っ
て

い
な
い
の
で
は
」
と
、
ふ
と

考
え
た
時
に
声
に
出
せ
な
く

な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ

れ
は
、「
信し

ん

心じ
ん

を
得
て
い
な
い

者
が
念
仏
し
て
も
意
味
が
な

い
の
で
は
」
と
思
っ
て
し
ま

う
か
ら
で
す
。

　

そ
の
こ
と
で
藤ふ

じ

場ば

俊と
し

基き

先

生
か
ら
こ
ん
な
お
話
を
聞
き

ま
し
た
。

　

「
ナ
ン
マ
ン
ダ
ブ
ツ
」
と
言

う
九
官
鳥
が
い
る
と
す
る
。

そ
の
九
官
鳥
が
「
ナ
ン
マ
ン

ダ
ブ
ツ
」
と
言
う
よ
う
に
な

っ
た
理
由
と
し
て
考
え
ら
れ

る
事
は
、
九
官
鳥
の
そ
ば
に

朝
か
ら
晩
ま
で
「
ナ
ン
マ
ン

ダ
ブ
ツ
、
ナ
ン
マ
ン
ダ
ブ
ツ
」

と
お
念
仏
申
し
て
い
る
人
が

い
る
か
、
ま
た
は
誰
か
が
九

官
鳥
に
教
え
込
ん
だ
か
の
ど

ち
ら
か
で
す
。
九
官
鳥
が
発

し
て
い
る
「
ナ
ン
マ
ン
ダ
ブ

ツ
」
の
背
景
に
は
、
そ
れ
を

言
わ
せ
て
い
る
人
が
い
る
の

で
す
。
私
た
ち
が
お
念
仏
申

す
こ
と
も
同
じ
で
、
自
分
一
人

で
念
仏
申
す
よ
う
に
な
っ
た

人
は
一
人
も
い
ま
せ
ん
。
必

ず
誰
か
に
教
え
ら
れ
た
り
勧す

す

め
ら
れ
た
り
し
た
は
ず
で
す
。

そ
の
点
で
は
九
官
鳥
も
私
た

ち
も
同
じ
な
の
で
す
。
そ
し

て
そ
の
教
え
て
く
だ
さ
っ
た

人
も
ま
た
誰
か
に
教
え
ら
れ

た
。
そ
れ
を
ず
っ
と
遡

さ
か
の
ぼ

っ
て
い

く
と
親
鸞
聖
人
に
ま
で
繫
が

っ
て
い
く
で
し
ょ
う
。

　

私
が
声
に
出
し
て
い
る
「
ナ

ン
マ
ン
ダ
ブ
ツ
」
の
一
声
の

中
に
は
、
本ほ

ん

願が
ん

念ね
ん

仏ぶ
つ

の
歴
史

が
集
約
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

そ
の
一
声
に
は
、
そ
れ
を
受
け

継
ぎ
伝
え
て
き
た
人
び
と
の

歴
史
が
あ
り
、
念
仏
申
し
て

生
き
て
い
か
れ
た
あ
の
人
と

も
こ
の
人
と
も
繫
が
っ
て
い

る
の
で
す
。
そ
の
こ
と
に
気

が
つ
け
ば
一
人
で
居
て
も
心
賑

や
か
で
す
し
、
そ
の
繋
が
り

に
ぬ
く
も
り
も
感
じ
ら
れ
ま

す
。
そ
の
「
気
づ
き
」
を
信

心
と
い
う
の
で
し
ょ
う
。「
ナ

ン
マ
ン
ダ
ブ
ツ
」
と
発
せ
ら

れ
た
一
声
の
背
景
を
聞
く
こ
と

が
大
事
な
の
で
す
。

　

「
お
念
仏
申
し
ま
し
ょ
う
」

と
い
う
呼
び
か
け
の
言
葉
を

大
切
に
、
共
々
に
臆
せ
ず
に

声
に
出
す
よ
う
に
心
が
け
ま

し
ょ
う
。
小
さ
な
声
で
い
い

の
で
す
。

　
　
　
　

   

（
越
本　

達
了
）

お
念
仏
は
声
に

出
さ
な
い
と
い
け
な
い
？
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し
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山や
ま

犬い
ぬ

が
荒こ

う

野や

で

食た

べ
物も

の

を

さ
が
し
て
い
ま
し
た

ど
う
か

一ひ
と

口
く
ち

だ
け
で
も
︙

︙
︙

う
わ
べ
だ
け
の
願ね

が

い
は

実み

を
結む

す

ば
な
い

ウ
ソ
を
つ
い
た
り

飾か
ざ

っ
た
り

脅お
ど

か
し
た
り

腹は
ら

が
減へ

っ
て

︙
死し

に
そ
う
だ

私わ
た
し

に
も
実み

を

分わ

け
て
も
ら
え

な
い
だ
ろ
う
か

か
み
殺こ

ろ

す
ぞ
！

あ
︙

く
そ
っ

お
っ

お
腹な

か

が

減へ

る
と
︙

悲か
な

し
く

な
っ
ち
ゃ
う

カラスと山
やま

犬
いぬ

『ジャータカ』 は、 仏陀の過去生の物語集。 パーリ語聖典では、 22 編 547 話からなっています。 多くの経典の中に引用されて、

経典の広がりとともに、 世界各地に伝えられました。 （ジャータカ 294）

腹は
ら

が
減へ

っ
て
る

本ほ
ん

心し
ん

を
恥は

じ
た
り

隠か
く

す
こ
と
は
な
い
の
に

も
う

だ
め
だ
︙

ラ
ッ
キ
ー

お
い
！
カ
ラ
ス

ケ
チ
ン
ボ
カ
ラ
ス
！

実み

を
よ
こ
せ
！

ま
た
次つ

ぎ

の
日ひ

―

さ
ら
に
次つ

ぎ

の
日ひ

―

次つ
ぎ

の
日ひ

─

頼た
の︙

む

俺お
れ

に
実み

を

く
れ
た
ら

な
ん
で
も
言い

う
こ
と

聞き

い
て
や
る
ぞ

や
い
‼

美う
つ
く

し
い

ク
ジ
ャ
ク
の
よ
う
な

カ
ラ
ス
さ
ま
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仏典ﾏﾝｶﾞ・仏さまのおしえ
絵 ： 小川ゆきえ 〈189〉

参考 ・ 『ジャータカ物語』


