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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(

八)

』

南
無
阿
弥
陀
佛
を
と
な
ふ
れ
ば 

　

難
陀
跋
難
大
龍
等 

　

無
量
の
龍
神
尊
敬
し

　

よ
る
ひ
る
つ
ね
に
ま
も
る
な
り

(

南
無
阿
弥
陀
佛
と
お
念
仏
を
称
え
る
な
ら

ば
、
難
陀
王
や
跋
難
王
を
は
じ
め
と
す
る
八

大
龍
王
や
、
数
え
切
れ
な
い
ほ
ど
の
龍
神
が

尊
敬
し
て
く
だ
さ
り
、
夜
昼
常
に
護
っ
て
く

だ
さ
る
の
で
す
。)
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三
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代
表
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輪　

番　

長
谷
山
法
雄

　
こ
の
ご
和
讃
は
、
念
仏
者
を
す
べ
て
の
龍

神
が
尊
敬
・
護
持
す
る
利
益
を
詠
っ
た
も
の

で
す
。
こ
の
ご
和
讃
の
典
拠
と
な
る
経
典
も

『
金
光
明
経
』で
す
。
こ
の
経
典
の「
鬼
神
品
」

に
は
「
難
陀
龍
王
・
跋
難
龍
王
、
か
く
の
ご

と
き
ら
の
百
千
龍
王
あ
っ
て
大
神
力
を
も
っ

て
つ
ね
に
来
た
っ
て
、
こ
の
経
を
聴
く
者
を

擁
護
し
て
昼
夜
離
れ
ず
」
と
あ
り
ま
す
。
現

代
人
か
ら
す
る
と
、
龍
は
空
想
上
の
怪
獣
で

あ
り
、
軽
ん
ず
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
よ
う
で

す
。
親
鸞
聖
人
は
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
非
科
学

的
な
こ
と
を
言
わ
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う

か
。

　 

浄
土
和
讃
の
中
で
も
こ
の
現
世
利
益
和

讃
は
、
当
時
生
き
て
い
た
人
々
の
日
常
生
活

に
密
着
し
た
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
こ

こ
に
出
て
く
る
龍
神
は
、
ま
さ
に
そ
の
象
徴

で
も
あ
り
ま
す
。
そ
も
そ
も
龍
と
は
、
日
本

に
限
ら
ず
世
界
各
地
の
神
話
や
伝
説
に
出
て

き
ま
す
。
西
洋
で
は
、
悪
や
暗
黒
と
い
っ
た

も
の
を
形
象
化
し
た
場
合
が
多
い
よ
う
で
す

が
、
東
洋
で
は
、
水
や
雨
に
関
連
し
て
神
格

化
さ
れ
た
場
合
が
多
い
よ
う
で
す
。
特
に
中

国
で
は
、
天
子
に
関
す
る
も
の
を
象
徴
化
し

て
龍
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
日
本
で
は
古

来
、
海
神
や
水
神
と
し
て
神
聖
化
さ
れ
、
祥

端
の
し
る
し
と
す
る
信
仰
も
行
わ
れ
て
い
ま

し
た
。

　
こ
の
よ
う
に
見
て
い
き
ま
す
と
、
龍
、
特

に
龍
神
や
龍
王
な
ど
は
、
広
い
意
味
で
の
自

然
、
そ
れ
も
科
学
の
対
象
と
な
る
自
然
で
は

な
く
、
人
間
の
理
解
や
考
え
を
遥
か
に
超
え

　
　　十
二
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
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　　　
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
）

　
　
　
　
　

　　　
三
十
一
日
・
歳
末
昏
時
勤
行
　
　（
午
後
三
時
）

※
諸
般
の
事
情
に
よ
り
今
月
の
同
朋
の
会
、

正
信
偈
書
写
の
会
、
定
例
法
話
は
お
休
み
で

す
。
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弥
陀
の
回
向
の　

　
　
　

御
名
す
れ
ば

　

功
徳
は
十
方
に

　
　
　
　

み
ち
た
ま
う

　
　
　
（
法
語
カ
レ
ン
ダ−
よ
り
）　
　
　

♦
仏
前
結
婚
式

　
二
〇
一
七
年
十
一
月
二
十
五
日
（
土
）、

天
満
別
院
に
お
い
て
尾
関
　
大
悟
様
、
寺

嶋
　
麗
様
の
仏
前
結
婚
式
を
執
り
行
い
ま

し
た
。

　
ご
結
婚
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　
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
だ
け

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
。
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後
一
ヶ
月
で
二
〇
一
七
年
が
終

わ
り
ま
す
。
今
年
は
良
い
年
だ
っ

た
か
と
自
身
に
問
い
ま
す
が
、
何

を
も
っ
て
良
い
年
に
な
る
か
も
定

ま
っ
て
お
ら
ず
、
も
っ
と
良
い
年

に
で
き
た
は
ず
と
毎
年
の
こ
と
で

す
が
、
思
い
ま
す
。
一
年
を
全
力

で
生
き
る
こ
と
は
難
し
い
で
す

が
、
日
々
を
当
た
り
前
と
思
わ

ず
、
大
切
に
過
ご
す
こ
と
が
で

き
た
な
ら
、
そ
の
結
果
が
良
い
年

だ
っ
た
と
胸
を
張
っ
て
言
え
る
こ

と
に
繋
が
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
こ
れ
を
機
に
意
識
し
て
過

ご
し
て
参
り
ま
す
。
　
　
　
堀
河

編　集　後　記
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た
と
こ
ろ
の
自
然
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で

し
ょ
う
。
難
し
い
言
葉
で
い
う
と
、
形
而
上

に
あ
る
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
阿

弥
陀
さ
ま
や
お
浄
土
な
ど
も
、
こ
の
形
而
上

に
あ
る
も
の
で
す
。
自
力
と
他
力
と
い
う
こ

と
を
考
え
る
と
き
も
、
こ
の
こ
と
が
当
て
は

ま
り
ま
す
。
自
力
と
は
い
わ
ゆ
る
形
而
下
の

こ
と
で
、
こ
れ
は
人
間
の
理
解
で
き
る
範
囲

の
こ
と
で
す
。
こ
れ
に
対
し
て
他
力
は
形
而

上
の
こ
と
で
す
。
で
す
か
ら
よ
く
世
間
一
般

で
他
人
任
せ
の
こ
と
を
他
力
本
願
と
言
い
ま

す
が
、
他
人
任
せ
と
い
う
こ
と
は
あ
き
ら
か

に
形
而
下
の
こ
と
で
、 

自
力
と
い
う
こ
と
に

な
り
ま
す
。

　
南
無
阿
弥
陀
仏
と
お
念
仏
を
称
え
る
者
を

八
大
龍
王
や
数
え
き
れ
な
い
ほ
ど
の
龍
神
が

尊
敬
し
て
く
だ
さ
り
、
夜
昼
常
に
護
っ
て
く

だ
さ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
南
無
阿
弥
陀
仏
と

い
う
こ
と
が
、
い
よ
い
よ
人
間
の
は
か
ら
い

を
超
え
た
不
滅
の
も
の
と
し
て
認
識
で
き
る

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

◆
新
年
互
礼
会

　
日
　
時
　
　
一
月
二
十
一
日
（
日
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
午
後
六
時
よ
り

　
場
　
所
　
　
太
閤
園
　
淀
川
邸

　
会
　
費
　
　
一
人
　
壱
萬
弐
阡
円

　
例
年
の
ご
と
く
僧
俗
懇
親
の
互
礼
会
と
い

た
し
ま
す
。
皆
様
多
数
の
ご
参
加
を
お
待
ち

し
て
お
り
ま
す
。

◆
年
末
年
始
の
行
事
予
定

　
　
十
二
月
三
十
一
日
　
午
後
三
時
よ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
歳
末
昏
時
勤
行

　
　
元
旦
〜
三
日
　
午
前
八
時
よ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
修
正
会

※
別
院
墓
地
で
は
、
元
旦
か
ら
三
日
ま
で
、

午
前
六
時
半
か
ら
午
後
五
時
ま
で
開
門
し
て

お
り
ま
す
。（
色
花
・
線
香
等
は
九
時
よ
り

販
売
）
お
墓
へ
は
開
門
時
間
内
に
お
参
り
い

た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

◎
修
正
会
と
は

　
修
正
会
と
は
年
の
は
じ
め
に
あ
た
り
、
仏

さ
ま
の
前
へ
出
て
仏
さ
ま
の
教
え
に
生
き
よ

う
と
決
意
を
新
た
に
真
宗
門
徒
の
自
覚
を
確

か
に
す
る
為
の
法
要
で
す
。

　
皆
様
お
誘
い
合
わ
せ
の
上
、
是
非
お
参
り

く
だ
さ
い
。

◎
お
正
月
の
お
内
仏
の
お
飾
り
に
つ
い
て

　
お
内
仏
は
、
前
日
の
大
晦
日
に
年
末
の
す

す
払
い
を
し
、
隅
々
ま
で
丁
寧
に
お
掃
除
く

だ
さ
い
。
　
　
　

　
ご
本
尊
前
、
上
卓
、
前
卓
に
打
敷
を
か
け

ま
す
。
打
敷
の
色
、
模
様
等
に
決
ま
り
は
あ

り
ま
せ
ん
が
、
お
正
月
ら
し
い
明
る
い
も
の

が
あ
れ
ば
一
層
よ
い
で
し
ょ
う
。

　
お
花
は
、
若
松
の
真
、
梅
、
南
天
、
熊
笹

等
を
使
っ
て
挿
し
交
ぜ
と
い
た
し
ま
す
。

　
お
正
月
に
は
お
華
束
で
な
く
「
お
鏡
餅
」

を
各
尊
前
に
お
供
え
く
だ
さ
い
。

　
以
上
を
大
晦
日
の
歳
末
勤
行
前
に
お
飾
り

く
だ
さ
い
。

　
元
旦
に
は
灯
明
を
つ
け
、香
炉
に
燃
香
し
、

蝋
燭
は
朱
（
又
は
白
）
を
立
て
ま
す
。
金
香

炉
に
焼
香
い
た
し
ま
し
て
お
勤
め
く
だ
さ

い
。

　
四
日
の
お
朝
事
過
ぎ
に
お
鏡
餅
を
下
げ
、

お
飾
り
を
取
払
い
ま
し
て
平
日
の
通
り
に
い

た
し
ま
す
。

　
　（
御
内
仏
の
お
給
仕
と
心
得
よ
り
抜
粋
）

◆
御
正
忌
報
恩
講
団
体
参
拝

　
去
る
十
一
月
二
十
六
日(

日)

に
大
阪
教

区
別
院
門
徒
会
と
し
て
天
満
別
院
よ
り
十
五

名
で
御
正
忌
報
恩
講
の
日
中
法
要
に
団
体
参

拝
い
た
し
ま
し
た
。

　
そ
の
後
、
昼
食
に
は
湯
豆
腐
、
懐
石
料
理

で
有
名
な
八
千
代
に
て
お
食
事
を
い
た
だ
き

ま
し
た
。
こ
の
南
禅
寺
周
辺
の
街
は
「
南
禅

寺
と
い
え
ば
湯
豆
腐
」
と
い
わ
れ
る
く
ら
い

有
名
な
場
所
で
、
こ
の
日
は
日
曜
日
と
い
う

こ
と
も
あ
り
非
常
に
多
く
の
観
光
客
で
賑

わ
っ
て
い
ま
し
た
。

　
そ
の
後
、
親
鸞
聖
人
御
誕
生
の
地
で
あ
る

日
野
誕
生
院
に
場
所
を
移
し
、
親
鸞
聖
人
が

産
湯
に
使
っ
た
と
さ
れ
る
「
親
鸞
聖
人
産
湯

井
戸
」、
そ
し
て
親
鸞
聖
人
の
へ
そ
の
緒
を

埋
め
た
と
い
う「
親
鸞
聖
人
胞
衣（
え
な
）塚
」

を
見
学
い
た
し
ま
し
た
。
こ
の
場
所
は
浄
土

真
宗
本
願
寺
派(

西
本
願
寺)

の
飛
地
境
内

に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
そ
し
て
国
宝
の
阿
弥
陀
堂
、
阿
弥
陀
如
来

坐
像
の
法
界
寺
を
見
学
い
た
し
ま
し
た
。

　
ご
門
徒
の
皆
様
に
は
朝
早
く
か
ら
お
集
ま

り
い
た
だ
き
、あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　 

今
年
も
残
す
と
こ
ろ
一
カ
月

と
な
り
、
一
年
の
経
つ
月
日
の

早
さ
に
少
な
か
ら
ず
嘆
息
が
で

た
。
そ
ん
な
時
、『
わ
が
心
の
よ

く
て
　
殺
さ
ぬ
に
は
あ
ら
ず
』

(

松
本
梶
丸
師
著
書)

を
再
読
し
て
い
た
ら
、

こ
ん
な
句
が
紹
介
さ
れ
、
次
の
よ
う
に
説
か

れ
て
い
た
。

「
去
年
今
年
煩
悩
無
尽
慈
悲
無
尽
」
永
久

　　
こ
の
漢
字
ば
か
り
を
連
ね
た
句
は
、
暁
烏

敏
先
生
を
終
生
よ
き
ひ
と
と
仰
い
だ
野
本
永

久
さ
ん
の
句
で
あ
る
。
私
も
、
い
ま
こ
う
し

て
過
ぎ
て
し
ま
っ
た
一
年
を
顧
み
る
と
き
、

ひ
と
こ
と
で
い
え
ば
、
尽
き
る
こ
と
の
な
い

煩
悩
に
さ
い
な
ま
れ
た
日
々
で
あ
っ
た
。
今

年
も
ま
た
、
人
間
と
し
て
生
き
る
限
り
、
煩

悩
無
尽
の
日
々
で
あ
ろ
う
。「
又
、
風
吹
き

て
華
を
散
ら
す
」。『
大
無
量
寿
経
』
に
出
て

く
る
言
葉
で
あ
る
。
私
た
ち
の
日
々
の
生
活

は
、
い
ろ
ん
な
ご
縁
の
風
が
吹
い
て
、
煩
悩

の
華
を
散
ら
す
。
そ
の
花
吹
雪
が
や
ん
で
仏

さ
ま
が
見
え
て
く
る
の
で
は
あ
る
ま
い
。
そ

の
花
吹
雪
の
ま
ん
な
か
に
「
念
仏
せ
よ
」
と

の
呼
び
か
け
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。
尽
き
る

こ
と
の
な
い
煩
悩
の
闇
な
ら
ば
こ
そ
、
こ
の

身
を
照
ら
す
如
来
の
大
悲
も
ま
た
尽
き
る
こ

と
の
な
い
深
さ
を
も
っ
て
い
る
。「
如
来
の

智
慧
海
は
深
広
く
し
て
涯
底
な
し
」 『
大
無

量
寿
経
』
こ
の
句
は
、
そ
の
こ
と
を
語
り
つ

く
し
て
い
る
。

　
た
と
え
一
年
の
経
つ
の
は
早
く
て
も
、「
本

願
力
に
遇
い
ぬ
れ
ば
空
し
く
過
ぐ
る
人
ぞ
な

き
」
と
親
鸞
聖
人
が
示
し
て
く
だ
さ
っ
て
い

る
よ
う
に
、
念
仏
の
教
え
に
遇
え
ば
、
こ
の

一
年
に
無
駄
な
こ
と
は
何
一
つ
な
か
っ
た
こ

と
に
う
な
ず
き
、
空
し
い
と
思
っ
て
い
た
一

年
が
充
実
し
、
進
歩
し
、
深
ま
っ
て
い
く
こ

と
を
教
え
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
。

輪番雑感
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