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「
和
讃
の
お
は
な
し
」

　
　
　
　
　
　
真
宗
大
谷
派
　
鍵
役

　
　
　
　
　
　
　
　
宣
心
院
　
大
谷
　
暢
文

『
現
世
利
益
和
讃(

一)

』

　
　

　　

阿
弥
陀
如
来
来
化
し
て

 　

息
災
延
命
の
た
め
に
と
て

 　

金
光
明
の
寿
量
品

 　

と
き
お
き
た
ま
え
る
み
の
り
な
り

(

阿
弥
陀
さ
ま
が
、
お
釈
迦
さ
ま
の
い
ら
っ

し
ゃ
る
娑
婆
世
界
に
来
現
し
て
、
息
災
延
命

の
利
益
を
お
示
し
に
な
る
た
め『
金
光
明
経
』

の
「
寿
量
品
」
を
お
説
き
に
な
り
ま
し
た
。)
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表
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長
谷
山
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親
鸞
聖
人
は
、
念
仏
者
の
利
益
を
現
益
と

当
益
の
大
き
く
二
つ
に
お
分
け
に
な
り
ま
し

た
。
現
益
と
は
、
こ
の
娑
婆
世
界
に
お
い
て

正
定
聚
の
菩
薩
の
位
に
入
る
こ
と
で
あ
り
、

当
益
と
は
お
浄
土
に
お
い
て
仏
と
な
る
こ
と

で
す
。
今
こ
こ
で
は
『
金
光
明
経
』
に
よ
っ

て
、
念
仏
者
は 

「
息
災
延
命
」
と
い
う
こ
と

を
取
り
出
し
て
、
わ
ざ
わ
ざ
そ
れ
を
お
願
い

し
な
く
て
も
、
信
心
決
定
し
て
念
仏
を
称
え

る
と
こ
ろ
に
お
の
ず
か
ら
「
息
災
延
命
」
の

よ
う
な
現
世
利
益
が
あ
ら
わ
れ
て
く
る
こ
と

が
明
か
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

　『
金
光
明
経
』「
寿
量
品
」
と
い
う
経

典
の
舞
台
は
王
舎
城
で
す
。
王
舎
城
に

妙み
ょ
う
ど
う
ぼ
さ
つ

幢
菩
薩
と
い
う
菩
薩
さ
ま
が
い
ら
っ

し
ゃ
り
、
こ
の
菩
薩
さ
ま
は
お
釈
迦
さ

ま
の
お
説
教
を
よ
く
ご
聴
聞
さ
れ
て
い

ま
し
た
。
お
釈
迦
さ
ま
が
八
十
年
の
ご 

生
涯
を
閉
じ
ら
れ
て
し
ば
ら
く
す
る
と
、

妙み
ょ
う
ど
う
ぼ
さ
つ

幢
菩
薩
は
「
お
釈
迦
さ
ま
は
他
の
命
を
害

す
る
こ
と
も
な
く
、
他
に
食
物
な
ど
を
多
く

施
さ
れ
た
の
に
、
ど
う
し
て
ご
自
身
は
八
十

年
と
い
う
命
し
か
保
持
で
き
な
か
っ
た
の
だ

ろ
う
か
」
と
疑
問
を
持
た
れ
ま
し
た
。
す
る

と
突
然
、
四
方
か
ら
四
仏
が
あ
ら
わ
れ
、
お

釈
迦
さ
ま
の
寿
命
は
無
量
で
あ
る
と
説
い
た

の
で
す
。
そ
の
中
の
一
仏
が
阿
弥
陀
さ
ま
で

す
。
で
す
か
ら
親
鸞
聖
人
は
ご
和
讃
の
中
に

「
阿
弥
陀
如
来
来
化
し
て
」
と
詠
わ
れ
た
の

で
す
。

　「
念
仏
者
に
は
息
災
延
命
の
利
益
が
あ
る
」

と
『
金
光
明
経
』「
寿
量
品
」
に
は
説
か
れ

て
い
ま
す
が
、
こ
こ
で
の
念
仏
者
と
は
も
ち

ろ
ん
お
釈
迦
さ
ま
の
こ
と
で
す
。
た
だ
し
、

お
釈
迦
さ
ま
は
息
災
延
命
の
利
益
を
得
る
た

め
に
お
念
仏
を
称
え
た
の
で
は
あ
り
ま
せ

五
月
の
法
座
・
行
事

　
　
　

　
　
十
二
日
・
闡
如
上
人
御
逮
夜
・
常
永
代
経
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
午
後
二
時
）

　　
　
十
三
日
・
闡
如
上
人
御
命
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
午
前
八
時
）

　
　
十
四
日
・
同
朋
の
会
例
会

　
　
　
　
　
　
　
大
阪
教
区
第
七
組

　
　
　
　
　
　
　
　
長
教
寺
住
職

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
稲
垣
　
洋
信
　
師

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
午
後
三
時
）

　　
二
十
二
日
・
常
如
上
人
御
祥
月
御
命
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
午
前
八
時
）

　
二
十
四
日
・
正
信
偈
書
写
の
会
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
午
前
十
時
）

　
　
　
　
　
・ 

定
例
法
話

　
　
　
　
　
　
　
大
阪
教
区
第
十
三
組

　
　
　
　
　
　
　
　
心
願
寺
住
職

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
松
井
　
聰
　
師

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　   （
午
後
一
時
半
）

　
二
十
七
日
・
宗
祖
聖
人
御
逮
夜

　
　
　
　
　
　
　
　
　   

　
　
　（
午
後
二
時
）

　
二
十
八
日
・
宗
祖
聖
人
御
命
日
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
午
前
八
時
）
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大
信
心
は

　
　
　
　

仏
性
な
り

　

仏
性
す
な
わ
ち

　
　
　
　

如
来
な
り

　
　
　
︵
法
語
カ
レ
ン
ダ

よ
り
︶　
　
　

　
♦
敬
　
　
弔

   

生
前
の
遺
徳
を
偲
び
、
謹
ん
で
哀
悼
の

意
を
表
し
ま
す
。

　　　
法
名
　
釋
尼

愛
敬

　　
俗
名
　
栗
岡
　
愛
子

　　
四
月
十
六
日
寂
　
享
年
八
十
五
歳
　

　
　
　
　
　
　

　
先
日
、
南
森
町
に
あ
る
造
幣

局
の
桜
を
開
門
二
日
目
に
見
に

行
き
ま
し
た
。
そ
の
時
は
、
し

だ
れ
桜
が
ま
だ
つ
ぼ
み
の
も
の

が
多
く
残
念
で
し
た
が
、
造
幣

局
の
通
り
抜
け
期
間
が
終
わ
る

十
七
日
頃
に
は
、
敷
地
外
か
ら

見
て
も
桜
が
満
開
の
様
子
が
伺

え
、
感
動
し
ま
し
た
。
こ
れ
か

ら
次
第
に
暑
く
な
っ
て
い
き
ま

す
。
皆
様
、
体
調
管
理
に
は
お

気
を
付
け
く
だ
さ
い
ま
せ
。
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
堀
河
　

編　集　後　記
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ん
。
お
釈
迦
さ
ま
の
ご
生
涯
は
八
十
年
。

妙み
ょ
う
ど
う
ぼ
さ
つ

幢
菩
薩
が
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
よ
う
に
、

決
し
て
長
い
ご
生
涯
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

阿
弥
陀
さ
ま
を
は
じ
め
、
四
方
の
仏
が
た
が

お
釈
迦
さ
ま
の
寿
命
は
無
量
だ
と
さ
れ
た

の
で
す
。
お
釈
迦
さ
ま
は
八
十
年
の
ご
生

涯
を
か
け
て
仏
の
教
え
を
説
か
れ
、
以
来 

二
千
五
百
年
以
上
も
経
た
現
代
の
私
た
ち

が
、
こ
の
お
釈
迦
さ
ま
の
教
え
を
聞
き
、
こ

れ
か
ら
も
そ
の
教
え
は
後
世
に
生
き
続
け
る

こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、

お
釈
迦
さ
ま
の
ご
生
涯
は
八
十
年
で
す
が
、

そ
の
寿
命
は
無
量
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
い

え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
私
た
ち
も
本
当
の
お
念
仏
に
遇
い
、
お
念

仏
の
生
活
が
で
き
た
な
ら
、
そ
の
人
生
は
お

の
ず
と
「
息
災
延
命
」
と
い
え
る
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。
医
師
の
世
話
に
な
ら
な
い

こ
と
が
「
息
災
延
命
」
で
は
な
い
の
で
す
。

お
念
仏
に
出
遇
え
、輝
け
る
人
生
こ
そ
が「
息

災
延
命
」
な
の
で
す
。

♦
別
院
墓
地
の
ご
案
内

　
現
在
、
天
満
別
院
で
は
真
宗
の
ご
門
徒
の

墓
地
使
用
者
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

　
冥
加
金
、
申
請
方
法
等
、
詳
し
く
は
別
院

寺
務
所
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　　　　
尚
、
収
骨
等
の
儀
式
執
行
は
別
院
職
員
が

執
り
行
い
ま
す
。

♦
正
信
偈
書
写
の
会
よ
り

　　
毎
月
二
十
四
日
午
前
十
時
よ
り
天
満
別

院
一
階
会
議
室
に
て
正
信
偈
書
写
の
会
を

行
っ
て
お
り
ま
す
。
書
写
用
紙
は
別
院
で
用

意
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
筆
、
墨
、
硯
は
各

自
で
ご
用
意
く
だ
さ
い
。

♦
仏
前
結
婚
式
に
つ
い
て

　
天
満
別
院
で
は
仏
前
結
婚
式
を
随
時
受

け
付
け
て
お
り
ま
す
。
寺
院
関
係
の
方
々
ば

か
り
で
な
く
、
ご
門
徒
の
方
々
の
挙
式
も
ご

遠
慮
な
く
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。
詳
し
く

は
別
院
寺
務
所
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

♦
同
朋
大
会
開
催
の
お
知
ら
せ

　
左
記
の
通
り
第
四
十
三
回
大
阪
教
区
同

朋
大
会
が
開
催
さ
れ
ま
す
。

日
　
時
　
　
　
五
月
二
十
日
（
土
）

　
　
　
午
前
十
時
〜
午
後
十
二
時
三
十
分

会
　
場
　
　
難
波
別
院
　
本
堂

※
現
在
山
門
工
事
中
の
た
め
、
出
入
り
口

　
が
南
側
に
変
わ
っ
て
お
り
ま
す
。

　
　
　

テ
ー
マ
　
　

　
　
現
代
の
危
機
を
親
鸞
聖
人
に
問
う

　
　
　
　「
満
た
さ
れ
て
　
生
き
る
に
は
」

講
　
師
　
　
真
宗
大
谷
派
僧
侶

　
　
　
　
　
　
フ
リ
ー
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
川
村
　
妙
慶
　
氏

参
加
費
　
　
お
一
人
様
千
円
　

　

　
秋
よ
り
春
、
五
月
に
運
動
会

を
実
施
す
る
学
校
が
増
え
て
き

た
そ
う
だ
。以
前
、朝
日
新
聞「
天

声
人
語
」 

に
記
載
さ
れ
て
い
た
、

運
動
会
の
閉
会
式
で
の
こ
と
を

思
い
起
こ
す
。

　『
初
め
て
校
長
に
な
っ
た
の

は
、
新
潟
県
の
農
村
の
小
学
校
だ
っ
た
。
就

任
後
ま
も
な
く
運
動
会
が
あ
っ
た
。
開
会
と

閉
会
の
あ
い
さ
つ
を
原
稿
に
書
い
て
覚
え

た
。
閉
会
式
の
時
に
登
壇
し
て
子
供
達
を
見

回
し
た
ら
、
胸
の
リ
ボ
ン
が
目
に
つ
い
た
。

一
等
は
青
、
二
等
は
黄
色
、
三
等
は
赤
、
一

人
が
三
回
競
技
に
参
加
し
た
の
で
、
リ
ボ
ン

を
三
つ
つ
け
て
い
る
子
が
い
る
。
二
つ
の

子
、
一
つ
の
子
、
お
や
リ
ボ
ン
の
無
い
子
も

い
る
。
あ
い
さ
つ
を
や
め
た
。「
リ
ボ
ン
を

三
つ
つ
け
て
い
る
人
、
手
を
あ
げ
な
さ
い
。

は
い
手
を
お
ろ
し
て
、
こ
の
人
た
ち
は
大
変

が
ん
ば
っ
た
人
で
す
。
そ
の
場
に
す
わ
り
な

さ
い
。」
次
に
「
リ
ボ
ン
を
二
つ
つ
け
て
い

る
人
、
手
を
あ
げ
な
さ
い
。
は
い
手
を
お
ろ

し
て
、
次
に
が
ん
ば
っ
た
人
た
ち
で
す
ね
。

す
わ
り
な
さ
い
。」「
リ
ボ
ン
の
一
つ
の
子
た

ち
も
が
ん
ば
り
ま
し
た
。」
と
す
わ
ら
せ
た
。

立
っ
て
い
る
の
は
、
リ
ボ
ン
の
無
い
子
ば
か

り
で
あ
る
。「
い
ま
残
っ
た
人
は
一
生
懸
命

や
っ
た
け
ど
、
も
う
す
こ
し
の
と
こ
ろ
で
リ

ボ
ン
が
も
ら
え
な
か
っ
た
人
た
ち
で
す
ね
。

校
長
先
生
が
心
の
リ
ボ
ン
を
あ
げ
ま
す
。
さ

あ
、
投
げ
ま
す
か
ら
空
中
で
受
け
取
っ
て
胸

に
つ
け
て
く
だ
さ
い
。」
と
言
い
、
リ
ボ
ン

を
投
げ
る
ま
ね
を
し
た
。
立
っ
て
い
る
子
た

ち
は
そ
れ
を
受
け
止
め
、
胸
に
つ
け
る
動
作

を
し
た
。
拍
手
が
起
き
た
。
つ
ぎ
の
年
の
運

動
会
直
前
に
訪
ね
て
き
た
父
親
が
い
る
。「
う

ち
の
子
は
走
る
の
が
お
そ
く
、
去
年
の
心
の

リ
ボ
ン
は
初
め
て
頂
い
た
リ
ボ
ン
で
す
。
や

め
な
い
で
く
だ
さ
い
。子
供
が
喜
ん
で
い
る
」

と
い
っ
て
き
た
。そ
の
次
の
年
も
つ
づ
け
た
。

豊
か
な
物
の
中
で
暮
ら
し
て
い
る
子
供
達
が

気
持
ち
だ
け
の
リ
ボ
ン
を
喜
ん
で
く
れ
た
こ

と
が
大
き
な
発
見
で
し
た
。』
と
校
長
先
生

は
言
う
。

　
優
れ
た
子
は
よ
く
目
に
と
ま
り
易
い
が
そ

う
で
な
い
子
は
見
忘
れ
ら
れ
、
置
き
ざ
り
に

さ
れ
が
ち
で
す
。
み
ん
な
ど
の
子
も
尊
い
い

の
ち
を
頂
い
た
か
け
が
え
の
な
い
一
人
一
人

で
す
。
み
ん
な
平
等
の
い
の
ち
を
頂
い
て
生

ま
れ
て
い
ま
す
。
人
間
の
勝
手
な
物
差
し
で

優
劣
を
き
め
て
い
る
こ
と
が
問
わ
れ
ま
す
。

輪番雑感


