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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(

四)

』

　　

南
無
阿
弥
陀
佛
を
と
な
ふ
れ
ば

　
　

こ
の
世
の
利
益
き
わ
も
な
し

　
　

流
転
輪
廻
の
つ
み
き
え
て

　
　

定
業
中
夭
の
ぞ
こ
り
ぬ

(

南
無
阿
弥
陀
佛
と
お
念
仏
を
称
え
る
な
ら

ば
、
こ
の
世
に
お
け
る
利
益
は
無
量
の
も
の

と
な
る
。
過
去
・
現
在
・
未
来
の
罪
が
消
え

て
、
あ
ら
ゆ
る
生
に
お
け
る
悪
の
連
鎖
が
除

か
れ
る
の
で
あ
る
。)
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発
行　

真
宗
大
谷
派
（
東
本
願
寺
）
天
満
別
院

　
　
　
　
　
　
　

大
阪
市
北
区
東
天
満
一−

八−

二
六　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

電　

話　

六
三
五
一−
三
五
三
五

代
表
者　

輪　

番　

長
谷
山
法
雄

　
こ
の
ご
和
讃
は
、
お
念
仏
の
滅
罪
の
御
利
益

を
讃
じ
た
も
の
で
す
。
端
的
に
お
念
仏
の
滅 

罪
の
御
利
益
を
述
べ
て
い
る
経
典
に
『
金
光
明

経
』
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
経
典
を
受
け
て
、 

道

綽
禅
師
の
『
安
楽
集
』
や
善
導
大
師
の
『
観
念

法
門
』
に
も
、
念
仏
三
昧
に
よ
る
滅
罪
の
御
利

益
が
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
御
利
益
と
い
う

と
、
浄
土
真
宗
と
か
け
離
れ
た
も
の
に
感
じ
ま

す
が
、
宗
教
で
あ
る
以
上
、
御
利
益
は
切
っ
て

も
切
れ
な
い
関
係
に
あ
り
ま
す
。
た
だ
注
意
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
仏
教
で
い
う
御
利

益
と
は
、
決
し
て
自
分
本
位
の
、
い
わ
ゆ
る
利

己
主
義
に
走
っ
た
利
益
で
は
な
い
と
い
う
こ
と

で
す
。
自
分
も
含
め
、
す
べ
て
の
人
が
そ
の
ご

利
益
を
い
た
だ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で

す
。
お
念
仏
の
御
利
益
と
は
、
ま
さ
に
す
べ
て

の
人
々
が
喜
べ
る
も
の
な
の
で
す
。

　
お
念
仏
を
称
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
ご
本
願

を
信
じ
、
喜
ん
で
お
念
仏
を
称
え
て
信
仰
生
活

を
送
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
わ
け
も
な
く
呪
文

の
よ
う
に
お
念
仏
を
称
え
て
も
、
ご
本
願
を
信

じ
喜
ぶ
と
い
う
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
た
だ
の
言

葉
で
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
ご
本
願
を
信
じ
喜
ぶ

と
き
の
お
念
仏
に
こ
そ
、
本
当
の
御
利
益
が
い

た
だ
け
る
の
で
す
。
そ
の
御
利
益
に
よ
っ
て
流

転
輪
廻
の
罪
が
消
え
る
と
あ
り
ま
す
。
流
転
輪

廻
と
は
、
生
死
を
と
め
ど
な
く
繰
り
返
す
こ
と

で
す
。生
死
が
繰
り
返
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、

苦
し
み
や
悲
し
み
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
い
状
況
で

す
。
そ
の
流
転
輸
廻
の
中
で
の
罪
と
は
、
た
だ

単
に
罪
を
犯
す
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
迷
い

の
ま
ま
で
未
来
に
流
転
し
て
い
く
こ
と
自
体
が

大
き
な
罪
の
一
つ
に
な
り
ま
す
し
、
も
う
一

つ
、
過
去
か
ら
の
迷
い
を
そ
の
ま
ま
現
在
に
引

き
ず
っ
て
い
る
と
い
う
罪
で
す
。

　
こ
の
よ
う
な
迷
い
は
、
ご
本
願
を
信
じ
、
喜

ん
で
南
無
阿
弥
陀
仏
と
称
え
る
こ
と
に
よ
っ
て

す
べ
て
が
断
ち
切
ら
れ
る
の
で
す
が
、
そ
れ
が

ど
の
よ
う
な
形
で
遂
げ
ら
れ
る
の
か
と
い
う

と
、
い
の
ち
が
尽
き
た
な
ら
必
ず
お
浄
土
に
往

生
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
遂
げ
ら
れ
る
の
で
す
。
　
　

　
御
和
讃
の
「
定
業
中
夭
」
と
は
、
南
伝
仏
教

で
い
う
と
こ
ろ
の
説
で
は
、
報
い
を
受
け
る 

時
期
が
定
ま
っ
て
い
る
業
と
定
ま
っ
て
い
な
い

業
の
こ
と
で
す
。
こ
こ
で
は
「
あ
ら
ゆ
る
生 

に
お
け
る
悪
の
連
鎖
」
と
し
ま
し
た
。
お
浄
土

に
往
生
す
る
こ
と
は
、
ま
さ
に
あ
ら
ゆ
る
生
に

お
け
る
悪
の
連
鎖
を
断
ち
切
る
こ
と
に
他
な
ら

な
い
の
で
す
。

　
　
八
月
の
法
座
・
行
事

　
　

　

四
、五
日
・
暁
天
講
座           

　（
午
前
六
時
半
）

　
　
　
　     

大
阪
教
区
第
十
五
組
　

             
　
　
大
長
寺
住
職
　
沼
田
　
和
隆
　
師

　
　
　
　
　
　
　
講
題
　『
本
来
の
私
』

       
   

十
二
日
・
無
縁
墓
追
弔
会        

（
午
前
九
時
）

　
　 

　
　

・
闡
如
上
人
御
逮
夜
・
常
永
代
経

                                
　
　
　
　（
午
後
二
時
）

           

　
・
墓
所
墓
前
申
経

　
　
　
　
　       （
午
前
九
時
〜
午
後
五
時
ま
で
）

  　
十
三
日
・
証
如
上
人
御
祥
月
御
命
日

　   

　
　
・
闡
如
上
人
御
命
日 

　   （
午
前
八
時
）

　
　
　
　
・
盂
蘭
盆
会
法
要       （
午
後
一
時
半
）

　  

　
　
　  

大
阪
教
区
第
十
三
組
　

         

　   

道
徳
寺
前
住
職
　
入
江
　
健
明
　
師
　
　 
　

       

　
　 

・
墓
所
墓
前
申
経

         

　
　 

　 

　（
午
前
九
時
〜
午
後
五
時
ま
で
）

二
十
一
日
・
報
恩
講
習
礼
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　（
午
後
六
時
〜
午
後
八
時
）

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
）

※
今
月
の
同
朋
の
会
例
会
、
正
信
偈
書
写
の
会
、

定
例
法
話
は
お
休
み
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　本店
　〒５３０−００４２

大 阪 市 北 区 天 満 橋 1 丁 目 2 番 18
　　TEL  06-6930-5075

　　FAX  06-6930-5078
　　0120-30-5075

　

金
剛
心
は
菩
提
心

　
　

こ
の
心
す
な
わ
ち

　
　
　
　

他
力
な
り

　
　
　
（
法
語
カ
レ
ン
ダ−

よ
り
）　
　
　

◆
お
詫
び
と
訂
正

　　
七
月
号
の
「
夏
の
御
文
法
要
勤
修
」
で

平
原
　
晃
宗
　
師
の
寺
院
名
に
誤
り
が
あ

り
ま
し
た
の
で
お
詫
び
し
訂
正
い
た
し
ま

す
。

誤
　
京
都
教
区
山
城
第
五
組
　
正
連
寺

正
　
京
都
教
区
山
城
第
五
組
　
正
蓮
寺

  
　

　
　
　
　
　
　

　
天
満
別
院
の
生
い
茂
っ
て
い

た
草
木
た
ち
は
、
先
月
半
ば
に

庭
師
の
方
々
に
よ
っ
て
剪
定
さ

れ
、
す
っ
き
り
綺
麗
に
な
り
ま

し
た
。

　
天
満
別
院
で
は
今
月
よ
り
、

い
よ
い
よ
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
が
開

設
致
し
ま
し
た
。
職
員
一
同
、

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
管
理
・
運
営

等
、
精
一
杯
頑
張
っ
て
ま
い
り

ま
す
の
で
、
是
非
ご
覧
く
だ
さ

い
ま
せ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
堀
河

編　集　後　記

天満別院ホームページ 　http://www.tenma-betsuin.jp 天満別院ホームページ 　http://www.tenma-betsuin.jp



—3— 2017 年（平成 29 年）８月 1 日 　　　　　 —2—　　　　　　2017 年（平成 29 年）８月 1 日

　
　
　
　
　

◆
暁
天
講
座
の
ご
案
内

　
左
記
の
日
程
で
暁
天
講
座
を
開
講
致
し

ま
す
。
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
記

日
　
時
　
八
月
四
日
（
金
）、
五
日
（
土
）

　
　
　
　
　
　
　
　
午
前
六
時
三
十
分
よ
り

講
　
師
　
　

　
　
　
　
大
阪
教
区
第
十
五
組

　
　
　
　
　
　
　
大
長
寺
住
職

　
　
　
　
　
　
　
　
　
沼
田
　
和
隆
　
師

講
　
題
　『
本
来
の
私
』

　　
会
場
は
両
日
と
も
に
別
院
一
階
講
堂
に
な

り
ま
す
。
聴
講
は
無
料
で
す
。
尚
、
講
座
終

了
後
に
は
軽
食
を
用
意
し
て
お
り
ま
す
。

　
　
　
　
　
　（
ご
提
供
　
太
田
石
材
店
様
）

◆
盂
蘭
盆
会
法
要
の
ご
案
内

　　
左
記
の
通
り
盂
蘭
盆
会
法
要
を
勤
修
致
し

ま
す
。

日
　
時
　
　
八
月
十
三
日
（
日
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
午
後
一
時
半
よ
り

　
　

講
　
師
　
　
大
阪
教
区
第
十
三
組

　
　
　
　
　
　
　
道
徳
寺
前
住
職
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
入
江
　
健
明
　
師

◆
天
満
別
院
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　
　
　
　
　
　
開
設
の
お
知
ら
せ

　　
天
満
別
院
で
は
、
四
月
一
日
よ
り
教
化
委

員
会
を
発
足
致
し
ま
し
た
。
そ
こ
で
天
満
別

院
　

教
化
委
員
会
　

広
報
部
会
の
方
々
の
ご
協

力
に
よ
り
、
天
満
別
院
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
開

設
致
し
ま
し
た
。

　
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
は
別
院
の
行
事
、
お
知

ら
せ
、
日
々
の
出
来
事
な
ど
を
お
伝
え
し
て

ま
い
り
ま
す
。
是
非
ご
覧
く
だ
さ
い
ま
す
よ

う
ご
案
内
致
し
ま
す
。
ア
ド
レ
ス
は
左
記
の

通
り
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　
記

天
満
別
院
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ 

　

　http://w
w
w
.tenm

a-betsuin.jp
　

◆
別
院
墓
所
の
墓
前
申
経

　　
今
年
度
の
別
院
墓
所
の
墓
前
申
経
の
日
程

は
左
記
の
二
日
間
と
な
り
ま
す
。
尚
、
今
ま

で
は
本
堂
入
り
口
に
て
申
経
の
受
付
を
し
て

お
り
ま
し
た
が
、
今
年
度
よ
り
墓
所
で

の
受
付
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
午
前

九
時
か
ら
四
時
三
十
分
ま
で
受
付
を
い
た
し

て
お
り
ま
す
。
　
　

　
　
　
八
月
十
二
日
（
土
）

　
　
　
　
　
十
三
日
（
日
）　
　
　

　
　

※
お
盆
期
間
に
お
墓
へ

　
　
　
　
　
　
お
参
り
さ
れ
る
皆
様
へ

　
○
　
お
供
え
物
は
お
供
え
し
て
い
た
だ
い
　
　
　

た
当
日
に
お
持
ち
帰
り
い
た
だ
き
ま
す
よ
う

に
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　
○
　
墓
所
周
辺
の
道
路
は
駐
車
禁
止
と
な

っ
て
お
り
、
特
に
お
盆
期
間
は
警
察
に
よ
る

取
り
締
ま
り
が
ご
ざ
い
ま
す
。
別
院
講
堂
前

駐
車
場
が
満
車
の
場
合
は
南
側
別
院
境
内
に

ご
駐
車
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し

ま
す
。

◆
報
恩
講
習
礼
の
ご
案
内

　
左
記
の
日
程
で
天
満
別
院
教
化
委
員
会
　

法
要
部
会
主
催
に
よ
る
報
恩
講
習
礼
を
開
催

致
し
ま
す
。
内
容
は
出
退
作
法
、巡
讃
（
讃
頭
）

等
に
つ
い
て
合
計
三
回
の
習
礼
を
行
い
ま
す
。

是
非
ご
参
加
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
ご
案
内
致
し

ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
記
　
　
　
　
　

日
　
時

　
八
月
二
十
一
日
（
月
）

　
　
内
陣
　
出
仕
・
退
出
の
習
礼
及
び
心
得

　
　
　
　
　
午
後
六
時
よ
り
午
後
八
時
ま
で    

　
九
月       

五
日
（
火
）　
　
　
　
　
　
　

　
　
巡
讃
（
讃
頭
）
の
習
礼
及
び
心
得

　
　
　
　
　
午
後
四
時
よ
り
午
後
六
時
ま
で

　
九
月
二
十
六
日
（
火
）　
　
　
　
　
　
　

　
　
出
退
・
巡
讃
の
習
礼
及
び
確
認

　
　
　
　
　
午
後
四
時
よ
り
午
後
六
時
ま
で

※
八
月
二
十
一
日（
月
）、九
月
二
十
六
日（
火
）

の
習
礼
は
裳
付
・
五
条
を
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

　
お
盆
の
由
来
は
、
中
国
の
西

晋
（
せ
い
し
ん
）
時
代
に
活
躍
し

た
竺
法
護(

じ
く
ほ
う
ご)

が
翻

訳
し
た
「
仏
説
盂
蘭
盆
経
」、
異

訳
と
さ
れ
る
「
仏
説
報
恩
奉
盆

経
」な
ど
が
典
拠
に
な
っ
て
い
る
。

も
っ
と
も
影
響
を
与
え
た
も
の

が
、よ
く
知
ら
れ
て
い
る
「
仏
説
盂
蘭
盆
経
」

で
し
た
。
お
盆
の
「
盆
」
と
い
う
言
葉
も
こ

の
「
盂
蘭
盆
」
を
簡
略
に
し
て
表
現
し
た
も

の
で
す
。
盂
蘭
盆
と
は
、「
仏
説
盂
蘭
盆
経
」

の
中
に
あ
る
ウ
ラ
ン
バ
ナ
と
い
う
言
葉
を
音

写
し
た
も
の
で
す
。
そ
の
意
味
は
「
逆
さ
ま

に
つ
る
さ
れ
る
よ
う
な
苦
し
み
」で
、「
倒
懸
」

と
お
し
え
て
い
ま
す
。
盂
蘭
盆
経
に
釈
尊
の

お
弟
子
目
連
尊
者
が
、
百
味
の
飯
食
を
も
っ

て
四
方
の
僧
た
ち
に
供
養
し
、
そ
の
功
徳
に

よ
っ
て
餓
鬼
道
に
お
ち
て
倒
懸
の
く
る
し
み

を
う
け
て
い
る
母
を
救
う
た
と
い
う
経
説
が

行
事
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　【
お
盆
の
は
な
し
】 

　　
私
た
ち
は
自
分
の
思
い
が
か
な
え
ば
素
晴

ら
し
い
人
生
に
な
る
と
思
っ
て
い
る
よ
う
で

す
。
勿
論
、
思
い
の
内
容
に
よ
り
ま
す
が
、

自
分
の
考
え
を
強
く
主
張
し
て
人
に
従
お
う

と
し
な
い
心
、
ひ
と
り
よ
が
り
、 「
我
」。
自

分
一
人
の
利
益
ば
か
り
を
求
め
る
心
、欲
望
、

「
我
欲
」。
自
分
中
心
の
思
い
が
か
な
う
こ
と

が
素
晴
ら
し
い
人
生
の
内
容
と
す
れ
ば
こ
れ

は
た
い
へ
ん
な
誤
り
で
す
。
日
々
報
じ
ら

れ
る
ニ
ュ
ー
ス
等
を
見
て
も
多
く
が
こ
の
、

「
我
」「
我
欲
」の
生
き
方
が
人
間
性
を
見
失
っ

た
生
き
方
に
な
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。
こ
の

こ
と
が
倒
懸
し
て
苦
し
ん
で
い
る
あ
り
さ
ま

な
の
で
す
。

　
人
生
が
思
い
ど
お
り
に
行
く
と
、
も
っ
と

も
っ
と
と
貪
り
、
そ
の
貪
り
の
心
に
苦
し
め

ら
れ
、
悩
ま
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
こ
の

も
っ
と
も
っ
と
の
煩
悩
が
貪
欲
で
あ
り
、
餓

鬼
道
の
歩
み
で
す
。
私
た
ち
は「
我
」 「
我
欲
」

が
通
れ
ば
「
貪
り
」
に
な
り
、「
我
」「
我
欲
」

が
通
ら
ず
自
分
に
都
合
が
悪
く
な
る
と
腹
を

た
て
怒
る
か
、
愚
痴
に
沈
む
。
煩
悩
具
足
の

身
で
す
。

　
お
盆
で
は
、
い
ろ
い
ろ
と
仏
事
が
行
な
わ

れ
ま
す
が
、
そ
の
こ
と
が
仏
と
出
合
い
、
法

を
聞
き
「
我
」「
我
欲
」
に
よ
っ
て
し
か
生

き
ら
れ
な
い
自
身
に
対
し
厳
し
い
見
方
が
で

き
る
眼
を
い
た
だ
き
、
い
つ
も
倒
懸
し
て
自

分
の
思
い
が
自
分
を
苦
し
め
て
い
る
自
身
を

見
つ
め
な
お
す
と
こ
ろ
に
、
そ
の
苦
し
み
を 

離
れ
る
た
め
の
供
養
と
し
て
盂
蘭
盆
会
が
あ

る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
法
の
輪
を
一

人
で
も
多
く
の
人
に
ひ
ろ
げ
て
い
く
ご
縁
に

し
た
い
も
の
で
す
。

輪番雑感
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