
― 

教
化
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
の

　
　
　
　

ご
活
用
に
つ
い
て 

―

――    

1111
月
の
リ
ー
フ
レ
ッ
ト

月
の
リ
ー
フ
レ
ッ
ト    

――

　

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
。

リ
ー
フ
レ
ッ
ト
①

リ
ー
フ
レ
ッ
ト
①

「
掲
示
板
の
こ
と
ば
」
…
教
化
セ
ン
タ
ー

「
掲
示
板
の
こ
と
ば
」
…
教
化
セ
ン
タ
ー

『
世
間
の
言
葉
に
よ
っ
て

『
世
間
の
言
葉
に
よ
っ
て

  

傷
つ
き

傷
つ
き

  

仏
法
の
言
葉
に
よ
っ
て

仏
法
の
言
葉
に
よ
っ
て

  

気
付
く
』

気
付
く
』

リ
ー
フ
レ
ッ
ト
②

リ
ー
フ
レ
ッ
ト
②

「
今
月
の
こ
と
ば
」
…
…
…
…
由
上
義
孝

「
今
月
の
こ
と
ば
」
…
…
…
…
由
上
義
孝

『
極
重
悪
人
唯
称
仏
』

『
極
重
悪
人
唯
称
仏
』

リ
ー
フ
レ
ッ
ト
③

リ
ー
フ
レ
ッ
ト
③

「
も
し
も
し
相
談
」
…
…
…
…
墨
林　

浩

「
も
し
も
し
相
談
」
…
…
…
…
墨
林　

浩

『
不
満
が
募
り

『
不
満
が
募
り

  

お
寺
を
変
え
た
い
が
…
』

お
寺
を
変
え
た
い
が
…
』

リ
ー
フ
レ
ッ
ト
④

リ
ー
フ
レ
ッ
ト
④

「
仏
典
マ
ン
ガ
・
仏
さ
ま
の
お
し
え
」

「
仏
典
マ
ン
ガ
・
仏
さ
ま
の
お
し
え
」

『
平
座
で
法
を
聞
く
こ
と
』

『
平
座
で
法
を
聞
く
こ
と
』

((

敬
称
略

敬
称
略

))

　　　　◆　御堂文庫　蔵書の紹介　◆

『 婆
ば

藪
す

槃
ばん

豆
ず

伝
でん

　 　 イ ン ド 仏 教 思 想 家 ヴ ァ ス バ ン ド ゥ の 伝 記 』

『 全 訳 六
ろく

度
ど

集
じつ

経
きょう

　 仏 の 前 世 物 語 』
［訳　者］六度集経研究会 

［著　者］船山　徹 

　本書はインドの仏教史に大きな足跡を残した思想家ヴァスバンドゥの最も古い
伝記資料を扱う。ヴァスバンドゥはインド仏教思想に燦然と輝く。インド大乗仏
教史で最も偉大な思想家と評価する人もいる。

　（仏は）菩薩の「六度無極（六つの方法で悟りの世界に至る）」ということを説
かれた。それは及び難い高邁な行いであり、速やかに仏となることができる教え
である。六つとは何か。第一に布施、第二に持戒、第三に忍辱、第四に精進、第
五に禅定、第六に明（智慧）であり、悟りの世界に至る高邁な行いである。

（第一冒頭より引用）〈発行〉法蔵館

（はしがきより引用）
〈発行〉法蔵館

『 梵 漢 和 対 照 ・ 現 代 語 訳  法 華 経 〈 上 ・ 下 〉』
［訳　者］植木　雅俊

〈発行〉岩波書店

　本書は、複数のサンスクリット・テキストに綿密な校訂を施し原典テキストを
確定させるとともに、深い仏教理解に基づいて詳細な注解を付した画期的達成で
ある。

（カバーより引用）

教化センターだより教化センターだより
No.413No.413

発行日　 2021 年 11 月 1 日

発　行　 真宗大谷派大阪教区

　　　　 教化センター

　TEL　　06-6251-0745

　FAX　　06-4708-3278



　

数
年
前
、
ご
門
徒
と
一
緒

に
本
山
に
宿
泊
し
た
時
の
こ

と
で
す
。
同
朋
会
館
と
い
う

と
こ
ろ
を
拠
点
と
し
て
聞
法

生
活
を
す
る
の
で
す
が
、
そ

の
会
館
周
辺
に
は
い
た
る
と

こ
ろ
に
法
語
が
掲
示
さ
れ
て

い
て
、
参
加
し
て
く
だ
さ
っ

た
６０
代
の
女
性
が 

一
つ
の
掲

示
板
の
前
で
し
ば
ら
く
立
ち

止
ま
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。

　

部
屋
で
お
茶
を
飲
み
な
が

ら
話
を
聞
い
て
い
る
と
、
２

年
く
ら
い
前
に
仲
の
良
か
っ

た
友
人
の
些
細
な
一
言
か
ら

関
係
が
こ
じ
れ
て
し
ま
っ
て

以
来
連
絡
を
取
っ
て
な
い
と

い
う
こ
と
で
し
た
。
仲
直
り

し
た
い
気
持
ち
も
あ
る
の
だ

け
ど
相
手
の
言
動
を
思
い
出

す
と
腹
が
立
っ
て
き
て
…
と

な
か
な
か
状
況
は
好
転
し
な

か
っ
た
そ
う
で
す
。
そ
し
て

「
ず
っ
と
悶
々 
と
し
て
い
た

け
ど
、
さ
っ
き
掲
示
板
の
言

葉
に
出
会
っ
て
な
ん
だ
か
胸

が
ス
ー
ッ
と
し
ま
し
た
」
と

言
わ
れ
ま
し
た
。
そ
の
言
葉

と
は
「
私
が
正
し
い
争
い
の

根
は
こ
こ
に
あ
る
」
と
い
う

言
葉
で
し
た
。

　

そ
の
後
、
一
緒
に
食
堂
に

向 

か
う
途
中
で
ま
た
そ
の
掲

示 

板
の
前
を
通
り
ま
し
た
。

そ
の
時
「
こ
れ
ほ
ん
ま
に
私

の
事
や
わ
」
と
爽
や
か
な
顔

で 

お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
の
が

と 

て
も
印
象
的
で
し
た
。

　

言
葉
と
は
外
に
向
か
っ
て

発
信
す
る
も
の
で
す
が
、
自

分
の
都
合
に
よ
っ
て
発
す
る

言
葉
は
相
手
を
傷
つ
け
て
し

ま
う
こ
と
も
し
ば
し
ば
。
そ

れ
に
対
し
、
内
に
向
か
っ
て

問
い
か
け
、
私
を
目
覚
め
さ

せ
る
言
葉
を
仏
法
の
言
葉
と

い
う
の
で
し
ょ
う
。
こ
う
し

た
言
葉
と
の
出
会
い
は
聞
法

の
一
つ
の
楽
し
み
で
す
ね
。

　
　
　
　

（
教
化
セ
ン
タ
ー
）

「掲示板のことば」は教化センターで考案・作成したものです。
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今
月
の
こ
と
ば

　

こ
の
源げ

ん

信し
ん

大だ
い

師し

の
偈げ

へ
の

御ご

和わ

讃さ
ん

に
、
「
極ご

く

悪あ
く

深じ
ん

重
じ
ゅ
う

の

衆し
ゅ

生
じ
ょ
う

は
、
他
の
方ほ

う

便べ
ん

さ
ら
に

な
し　

ひ
と
え
に
弥
陀
を
称

し
ょ
う

し
て
ぞ　

浄
土
に
う
ま
る
と

の
べ
た
ま
う
」
と
宗

し
ゅ
う

祖そ

は
述の

べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

な
ぜ
、
極ご

く

悪あ
く

な
の
か
。
救

わ
れ
る
手て

立だ

て
が
、
念
仏
以

外
に
な
い
の
か
？
そ
れ
は
、

私
た
ち
が
根
本
的
に
、
自
己

中
心
的
に
自じ

我が

心
で
成
り

立
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。

　

善ぜ
ん

導ど
う

大だ
い

師し

に
よ
っ
て
、

「
凡ぼ

ん

夫ぶ

」
と
は
「
日
々
の
生

活
に
、
煩

わ
ず
ら

い
悩
む
我わ

れ

ら
全す

べ

て
」
と
、
そ
れ
ま
で
の
聖

し
ょ
う

道ど
う

の
諸し

ょ

師し

の
捉と

ら

え
方
が
百
八
十

分
が
常
に
い
ま
す
。
嫌い

や

、
現

代
社
会
で
は
、
信
ず
る
ポ
ー

ズ
さ
え
も
示
さ
ず
、
無
信
仰
・

ニ
ヒ
リ
ズ
ム
（
虚き

ょ

無む

主し
ゅ

義ぎ

）

を
あ
か
ら
さ
ま
に
出
し
て
、

普
通
に
過
ご
す
人
々
が
、
増

え
つ
つ
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
そ
れ
は
、
涅ね

槃は
ん

経
ぎ
ょ
う

の
言

葉
で
言
う
と
「
無む

根こ
ん

」
で
す
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
分

別
心
・
利
己
心
は
同
時
に
、

生
し
ょ
う

死じ

の
根
底
か
ら
の
不
安

に
繋つ

な

が
っ
て
い
る
の
で
す
。

　

無
量
寿
経
に
は
「
念お

も

い
を

累か
さ

ね
慮

お
も
ん
ぱ
か

り
を
積つ

み
て
、
心し

ん

の
た
め
に
走は

せ
使つ

か

い
て
、
安や

す

き
時
あ
る
こ
と
な
し
」
と
あ

り
ま
す
。

　

そ
の
「
安
き
時
あ
る
こ
と

無
き
」
凡
夫
が
、
合
掌
・
称

名
で
き
る
の
は
、
他ほ

か

で
も
な

い
「
私

わ
た
し

一い
ち

人に
ん

」
に
願
い
を
懸か

け
ら
れ
て
い
た
如
来
の
呼
び

か
け
と
し
て
の
「
お
念
仏
」

へ
の
出で

遇あ

い
、
言
い
換か

え
れ

ば
「
如
来
に
願
わ
れ
続
け
て

い
た
凡
夫
と
し
て
の
、
自
己

と
の
出
遇
い
」
な
の
で
す
。

　

そ
れ
に
は
「
な
ぜ
、
今
ま

で
頭
が
下
が
る
こ
と
が
な

か
っ
た
の
か
」
と
い
う
慙ざ

ん

愧き

（
心
の
底
か
ら
の
痛
み
）
を

伴
い
ま
す
。
そ
れ
が
極
悪
深

重
の
私
で
あ
っ
た
…
と
い
う

頷
う
な
ず

き
で
す
。

　

そ
う
し
て
、
そ
の
呼
び
か

け
に
称
名
・
合
掌
を
さ
れ
る

時
が
、
「
私
一
人
」
が
凡
夫

に
足
を
踏
み
入
れ
ら
れ
た
最

初
の
歩あ

ゆ

み
な
の
で
し
ょ
う
。

　

ま
た
念
仏
生
活
を
伝
統
さ

れ
て
こ
ら
れ
た
方か

た

々が
た

に
、
出

遇あ

い
直
す
機き

縁え
ん

な
の
で
す
。

               

（
由
上　

義
孝
）

今
月
の
こ
と
ば
出
典
『
正
信
偈
』

　
　

『
真
宗
聖
典
』  

 
 
 
 
 
 

２
０
７
頁

 
 
 
 

『
真
宗
大
谷
派 

勤
行
集
』
（
赤
本
）

　
　
　
　
　
　
　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２
９
頁

度
、
変
え
ら
れ
ま
し

た
。
そ
の
意
味
で
は
、

我
わ
れ
は
「
い
ず
れ

の
行

ぎ
ょ
う

も
お
よ
び
が
た

き
身み

」
と
し
て
、
全

ま
っ
た

き
平
等
の
凡
夫
で
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

し
か
し
、
我
わ
れ
は
「
凡

夫
」
と
言
い
な
が
ら
、
い
や
、

凡
夫
と
勘か

ん

違ち
が

い
し
て
い
る
か

ら
こ
そ
、
そ
の
時
々
の
身み

の

つ
ご
う
で
、
欲
を
計は

か

り
身
を

囲か
こ

い
、
自じ

我が

心し
ん

の
ま
ま
で
救

わ
れ
る
と
思
い
込
ん
で
い
る

の
で
す
。
凡
夫
が
凡
夫
を
比

べ
、
差
別
し
、
囲
い
合
っ
て

い
る
の
で
す
。
そ
の
有あ

り

様さ
ま

そ

の
も
の
が
、
極ご

く

悪あ
く

深じ
ん

重
じ
ゅ
う

な
の

で
す
。

　

我
わ
れ
の
内
に
は
、
仏
を

信
ず
る
機き

根こ
ん

（
本
質
的
根
拠
）

は
無
い
の
で
す
。
ポ
ー
ズ
は

信
じ
て
い
て
も
、
内
面
で
は

（
比
べ
・
計
り
・
囲
う
）
自
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極
重
の
悪
人
は
、
た
だ
仏
を
称
す
べ
し
。

極ご
く

重
じ
ゅ
う

悪あ
く

人に
ん

唯ゆ
い

称
し
ょ
う

仏ぶ



　

結
論
を
先
に
申

せ
ば
、
い
く
ら
で

も
他
の
寺
院
に
替
わ
る
こ
と

は
で
き
ま
す
。
各
地
に
は
宗

派
の
出
張
所
で
あ
る
「
教
務

所
」
と
い
う
所
が
あ
り
ま
す
。

そ
こ
に
問
い
合
わ
せ
て
、
ご
自

　

昨
年
、
夫
が
急
逝
し

た
際
、
葬
儀
社
か
ら
お

寺
さ
ん
を
紹
介
し
て
も
ら
い
ま
し

た
。
そ
れ
か
ら
月
参
り
な
ど
お
願

い
し
て
い
る
の
で
す
が
、
約
束
の

時
間
通
り
に
お
参
り
し
て
く
れ
な

い
な
ど
、
不
満
が
募
っ
て
い
ま
す
。

夫
の
一
周
忌
を
迎
え
る
前
に
お
寺

さ
ん
を
変
え
た
い
の
で
す
が
、
ど

う
し
た
ら
良
い
で
し
ょ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　

（
54
歳
・
女
性
）

宅
の
近
く
の
寺
院
を
紹
介
し

て
も
ら
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

た
だ
こ
こ
で
、
あ
な
た
に

お
尋
ね
い
た
し
ま
す
が
、
あ

な
た
に
と
っ
て
お
寺
さ
ん
と

は
、
ど
の
よ
う
な
存
在
な
の
で

し
ょ
う
か
。
命
日
に
約
束
の
時

間
通
り
に
来
て
、
仏
前
で
故

人
へ
の
追つ

い

善ぜ
ん

供く

養よ
う

の
為
に
だ

け
、
時
間
を
か
け
て
読
経
さ

え
し
て
も
ら
え
ば
よ
い
。
と
い

う
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
か
。
そ

れ
と
も
、
ご
一
緒
に
お
勤
め
も

し
て
、
た
と
え
短
い
時
間
で
も
、

亡
き
人
を
ご
縁
に
し
て
仏
様

の
教
え
を
聞
か
せ
て
欲
し
い
。

と
い
う
思
い
な
の
で
し
ょ
う

か
。
ど
の
よ
う
な
点
で
意
に
添

わ
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。

　

そ
も
そ
も
、
浄
土
真
宗
の

お
寺
は
、
阿
弥
陀
様
の
お
徳

を
讃た

た

え
儀
式
を
執
り
行
い
、

同
時
に
阿
弥
陀
様
の
ご
本
願

の
御み

法の
り

、
ま
た
、
そ
の
御
法

を
明
ら
か
に
し
て
下
さ
っ
た

宗
祖
・
親
鸞
聖
人
の
教
え
を

広
め
、
そ
の
教
え
を
聴

ち
ょ
う

聞も
ん

さ

せ
て
い
た
だ
く
場
所
で
あ
り

ま
す
。

　

そ
し
て
、
真
宗
寺
院
と
ご

縁
が
あ
っ
た
方
、 

つ
ま
り
、
ご

門
徒
と
な
ら
れ
た
方
々
は
ご

親
族
の
「
死
」
と
い
う
悲
し

い
逆

ぎ
ゃ
く

縁え
ん

を
ご
縁
に
し
て
、
仏

法
を
聴
聞
し
、
養
わ
れ
お
育

て
に
あ
ず
か
る
と
い
う
こ
と

が
大
事
な
役
割
も
あ
り
ま
す
。

そ
こ
に
「
人
」
が
「
共
に
」「
養

わ
れ
る
」
と
い
う
、
本
来
の

「
供
養
」
が
成
り
立
つ
の
だ
と

思
い
ま
す
。
そ
の
た
め
に
は
、

ご
縁
の
あ
っ
た
ご
寺
院
の
行

事
や
聞
法
会
に
も
率
先
し
て

参
加
さ
れ
る
こ
と
が
大
切
で

あ
り
ま
す
。

　

今
回
、
葬
儀
社
か
ら
の
紹

介
の
寺
院
で
、
関
わ
り
合
い

も
浅
い
の
で
難
し
い
か
も
し

れ
ま
せ
ん
が
、
ま
ず
、
率
直
に
、

あ
な
た
の
ご
不
満
を
お
伝
え

い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

そ
の
た
め
に
は
、
月
参
り
の

時
に
仏
事
や
教
え
に
つ
い
て

素
朴
に
質
問
さ
れ
た
り
、
寺

院
の
行
事
や
聞
法
会
に
参
加

さ
れ
た
り
、
も
っ
と
ご
寺
院

と
の
関
わ
り
合
い
を
深
め
て

下
さ
る
こ
と
で
す
。

　

た
だ
し
、
も
し
、
残
念
な

が
ら
あ
な
た
の
聞
法
へ
の
思

い
に
反
し
て
、
そ
の
思
い
に

応
じ
て
も
ら
え
な
い
ご
寺
院

で
あ
る
な
ら
ば
、
先
に
述
べ

ま
し
た
「
教
務
所
」
に
是
非

と
も
ご
遠
慮
な
く
ご
相
談
下

さ
い
。
あ
な
た
の
ご
不
満
を

お
聞
き
し
て
、
適
切
な
ご
寺

院
を
紹
介
し
て
も
ら
え
ま
す
。　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

（
墨
林　

浩
）　
　

不
満
が
募
り

お
寺
を
変
え
た
い
が
…
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も
し
も
し
相
談



お
釈し

ゃ

迦か

様さ
ま

の
お
は
な
し
が

始は
じ

ま
ろ
う
と
し
て
い
る
中な

か

お
釈し

ゃ

迦か

様さ
ま

嬉う

れ

し
そ
う
だ
な
ぁ

あ
の
王お

う

に
こ
そ
仏ぶ

っ

法ぽ
う

が

必ひ
つ

要よ
う

だ
か
ら
で
す

そ
も
そ
も
座ざ

の
善よ

し
悪あ

し

上か

み

下し

も

な
ど
に
執と

ら

わ
れ
て

腹は

ら

を
立た

て
る
な
ど

勿も

っ

体た

い

な
い
こ
と
で
す

…
私

わ
た
し

た
ち
も

し
っ
か
り

聞き

く
べ
き
で
す
ね

釈
し
ゃ
く

尊そ

ん

の
お
話

は
な
し

の

内な

い

容よ

う

が

あ
の
王お

う

に

向む

か
っ
て
い
る
よ
う
に

聞き

こ
え
ま
せ
ん
か

あ
の
よ
う
な
横お

う

柄へ
い

な

後あ

と

か
ら
来き

た
者も

の

に

譲ゆ
ず

ら
な
く
て
も

良よ

か
っ
た
の
で
は
？

ア
ー
ナ
ン
ダ
よ

ご
覧ら

ん

な
さ
い

フ
ル
ナ
尊そ

ん

者じ

ゃ

な
ぜ
席せ

き

を
譲ゆ

ず

っ
た
の

で
す
か
？

王お

う

が
直じ

き

々じ

き

に

説せ

っ

法ぽ

う

を
聞き

き
に

来き

て
や
っ
た
の
だ

中
ち
ゅ
う

央お
う

の
座ざ

は

ワ
シ
に
相ふ

さ

わ応
し
い

キ
ミ
の
た
め

で
も

端は

じ

っ
こ
が
い
い

平
ひら

座
ざ

で法
ほう

を聞
き

くこと

釈
し
ゃ
く

尊そ

ん

の
御ご

前ぜ

ん

で
は

身み

分ぶ

ん

関か

ん

係け

い

な
く

み
な
平ひ

ら

座ざ

こ
れ
こ
そ
が
釈

し
ゃ
く

尊そ

ん

が

大だ

い

医い

王お

う

で
あ
る

所ゆ

え

ん以
な
の
で
す
！

仏ぶ

つ

法ほ
う僧そ

う

聞も
ん

法ぽ
う

は

参考仏典 ： 『法句経注３ ・ ４』　『付随煩悩経』 など

仏典や仏教童話などを参考に教化センターが独自に創作したお話です。

見み

な
さ
い
！

法ほ
う

を
聞き

い
て
王お

う

が

恥は

ず
か
し
そ
う
に

し
始は

じ

め
た
！ 

そ
こ
を
ど
け
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仏典ﾏﾝｶﾞ・仏さまのおしえ
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