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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

『
勢
至
讃
（
八
）』

念
仏
の
ひ
と
を
摂
取
し
て

　
浄
土
に
帰
せ
し
む
る
な
り

　
大
勢
至
菩
薩
の

　
大
恩
ふ
か
く
報
ず
べ
し

(

念
仏
を
称
え
る
人
を
お
迎
え
し
て
下
さ
り
、

お
浄
土
に
向
か
わ
せ
る
菩
薩
が
大
勢
至
菩
薩

な
の
で
す
。
で
す
か
ら
大
勢
至
菩
薩
の
大
い

な
る
ご
恩
に
深
く
感
謝
す
る
べ
き
で
す
。)

　　

こ
の
一
首
が
『
勢
至
讃
』
の
最
後
で
あ
り
、

ま
た
『
浄
土
和
讃
』
最
後
の
ご
和
讃
に
も
な
り

ま
す
。
今
私
た
ち
が
お
念
仏
を
称
え
る
こ
と
に

よ
っ
て
お
浄
土
に
生
ま
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
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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
ー
八
ー
二
六
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　

電
　
話
　
六
三
五
一
ー
三
五
三
五

代
表
者
　
輪
　
番
　
武
宮
　
信
勝

は
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
な
勢
至
菩
薩
の

お
か
げ
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
の
広
大
な
ご
恩

徳
に
報
い
よ
う
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
一
首

は
、
後
に
書
か
れ
て
い
る

「
已い
じ
ょ
う上　

大だ
い
せ
い
し
ぼ
さ
つ

勢
至
菩
薩　

源げ
ん
く
う
し
ょ
う
に
ん
ご
ほ
ん
ぢ
な
り

空
聖
人
御
本
地
也
」

と
合
わ
せ
て
見
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の

箇
所
が
な
い
と
、
親
鸞
聖
人
が
『
首
し
ゅ
り
ょ
う
ご
ん
ぎ
ょ
う

楞
嚴
経
』

を
も
と
に
『
勢
至
讃
』
を
ご
制
作
な
さ
っ
た
意

図
が
つ
か
め
な
い
か
ら
で
す
。

　

親
鸞
聖
人
の
師
で
あ
る
源
空
聖
人
は
「
智
慧

第
一
の
法
然
坊
」
と
い
わ
れ
ま
し
た
。
阿
弥
陀

さ
ま
の
脇
侍
・
慈
悲
の
観
音
菩
薩
に
対
し
て
、

智
慧
の
勢
至
菩
薩
が
あ
り
ま
す
。
大
ま
か
に
言

う
と
、
源
空
聖
人
は
大
勢
至
菩
薩
が
本
地
、
つ

ま
り
源
空
聖
人
は
勢
至
菩
薩
の
生
ま
れ
変
わ
り

と
言
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
表

現
は
現
代
で
は
非
科
学
的
に
思
え
る
で
し
ょ
う

が
、
こ
の
よ
う
な
表
現
が
最
適
で
あ
る
こ
と
を

見
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

　
『
首
楞
嚴
経
』
で
は
、
勢
至
菩
薩
が
浄
土
の

悟
り
と
し
て
無
生
法
忍
に
入
っ
た
こ
と
を
説
い

て
い
ま
す
。
無
生
法
忍
に
つ
い
て
は
、
い
ろ
い

ろ
な
解
釈
が
あ
り
ま
す
が
、
親
鸞
聖
人
の
『
正

信
偈
』
の
「
與
韋
提
等
獲
三
忍
（
韋
提
と
等
し

く
三
忍
を
獲
）」
か
ら
解
釈
す
る
と
、
お
名
号

を
信
じ
て
い
た
だ
い
た
と
き
に
得
る
利
益
が
無

生
法
忍
で
す
。
そ
れ
を
さ
ら
に
進
め
て
考
え
て

い
き
ま
す
と
、
親
鸞
聖
人
は
念
仏
者
が
信
心
を

い
た
だ
く
と
こ
ろ
に
浄
土
の
お
悟
り
が
開
け
る

こ
と
が
決
定
す
る
不
退
転
の
位
に
入
る
と
見
て

い
か
れ
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
勢
至
菩
薩
が
無
生

法
忍
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
く
だ
さ
っ

た
お
か
げ
で
、
私
た
ち
が
お
念
仏
を
称
え
て
お

浄
土
に
生
ま
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
の

で
す
か
ら
、
そ
の
ご
恩
に
報
い
感
謝
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
詠
っ
て
い
る
の
で
す
。

　

そ
し
て
、
親
鸞
聖
人
に
と
っ
て
、
こ
の
勢
至

菩
薩
は
他
で
も
な
い
師
で
あ
る
源
空
聖
人
で

あ
っ
た
の
で
す
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
よ
う
な
教
え

の
流
れ
は
、
決
し
て
源
空
聖
人
お
一
人
に
よ
る

も
の
で
は
な
く
、
阿
弥
陀
さ
ま
か
ら
勢
至
菩
薩

へ
の
直
接
の
ご
教
化
か
ら
始
ま
り
、
龍
樹
菩
薩

か
ら
源
空
聖
人
に
至
る
ま
で
の
七
高
僧
方
の
伝

持
が
あ
っ
て
初
め
て
親
鸞
聖
人
の
も
と
に
受
け

継
が
れ
た
の
で
す
。
さ
ら
に
そ
の
教
え
を
い
た

だ
い
て
い
る
の
が
、現
代
の
私
た
ち
な
の
で
す
。　

　

  

三
月
の
法
座
・
行
事　
　

　
　

十
日
・
同
朋
の
会
例
会
（
座
談
会
）

　
　
　
　
大
阪
教
区
第
七
組

　
　
　
　
　
　
　
　
長
教
寺
住
職

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
稲
垣　
洋
信　
師

　
　
　
　
　
　
　
　
敎
應
寺
住
職

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
建
部　
智
宏　
師

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 （
午
後
二
時
）

　
十
一
日
・
東
日
本
大
震
災
犠
牲
者
追
悼
会　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
午
前
八
時
）

　

十
二
日
・
闡
如
上
人
御
逮
夜
・
常
永
代
経　
　
　

  

                                             （
午
後
一
時
半
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 　

十
三
日
・
闡
如
上
人
御
命
日    （
午
前
八
時
）

二
十
四
日
・
正
信
偈
書
写
の
会　
（
午
前
十
時
）

　
　
　
　

・
春
季
彼
岸
会
並
総
永
代
経
法
要

　
　
　
　

  

兼 

墓
地
納
骨
（
物
故
者
）
追
弔
法
要

　
講
題　
「 

人
は
何
故
〝
南
無
阿
弥
陀
仏
〟

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　    

で
救
わ
れ
る
の
か 

」

　
　
　
　

大
阪
教
区
第
十
三
組

　
　
　
　
　
　
　
　

心
願
寺
住
職　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
松
井　
聰　
師

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
午
後
一
時
半
）

　
二
十
五
日
・
蓮
如
上
人
御
祥
月
御
命
日

二
十
七
日
・
宗
祖
聖
人
御
逮
夜　
（
午
後
二
時
）

二
十
八
日
・
宗
祖
聖
人
御
日　
　
（
午
前
八
時
）

　本店
　〒５３０−００４２
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ご
法
事
と
は

そ
の
人
を

思
い
起
こ
す
と
い
う
事

語
り
継
ぐ
と
い
う
事

忘
れ
な
い
と
誓
う
と
い
う
事

　
　
　
　
　
　
　
　 
酒
井
義
一

◆
敬　
弔

　

生
前
の
遺
徳
を
偲
び
、
謹
ん
で
哀
悼
の
意
を
表

し
ま
す
。

　　

法
名　

専
念
院
釋
中
道

　　

俗
名　

田
中　

久
也

　　

一
月
六
日
寂　

享
年
四
十
八
歳

今
月
の
天
満
別
院
伝
道
掲
示
板

　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

  　

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

編　集　後　記
　

昭
和
３
８
年
８
月
の
第
１
号
に
始
ま

り
、
今
号
の
第
６
５
２
号
ま
で
に
及
ぶ

長
き
に
わ
た
り
、
ご
愛
顧
い
た
だ
き
ま

し
た
「
六
字
城
」
に
つ
き
ま
し
て
、
来

る
４
月
号
よ
り
こ
れ
ま
で
以
上
に
読
み

や
す
い
紙
面
作
り
を
考
え
、
紙
面
の
刷

新
を
致
す
こ
と
に
し
ま
し
た
。

　

皆
様
方
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
天
満

別
院
「
六
字
城
」
に
寄
せ
る
ご
意
見
等

を
賜
り
ま
す
れ
ば
、
幸
甚
に
存
じ
ま

す
。
今
後
と
も
天
満
別
院
「
六
字
城
」

の
ご
愛
読
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し

ま
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

H
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◆
真
宗
本
廟　
春
の
法
要
の
ご
案
内

　　

真
宗
本
廟
（
本
山
）
で
は
左
記
の
日
程
の
通
り
、

春
の
法
要
が
執
り
行
わ
れ
ま
す
。
皆
様
お
誘
い
合

わ
せ
の
上
、
是
非
ご
参
拝
く
だ
さ
い
。

四
月
一
日
（
月
）

　

師
徳
奉
讃
法
要　
　
　
　
　
　
　

 （
午
前
十
時
）

　

親
鸞
聖
人
御
誕
生
会　
（
音
楽
法
要
）

　
　

記
念
講
演　
「
人
間
に
生
ま
る
る
事
」

　
　

御
講
師　

真
宗
大
谷
派
教
学
研
究
所
長

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

楠　

信
生　

師

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 （
午
後
一
時
二
十
分
）　

四
月
二
日
（
火
）

　

全
戦
没
者
追
弔
法
会　
　
　

 　
　
（
午
前
十
時
）

　
　

記
念
講
演

　
　
「
ヒ
ロ
シ
マ
被
爆
者
と
し
て
生
き
つ
づ
け
て
」

　
　

御
講
師　

元
大
阪
市
原
爆
被
害
者
の
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

事
務
局
長
・
語
り
部　
　
　
　
　
　

                                        

髙
木　

静
子　

師

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

        （
午
前
十
一
時
半
）

四
月
三
日
（
水
）

　

相
続
講
員
物
故
者
追
弔
会 

兼

　
　

帰
敬
式
受
式
物
故
者
追
弔
会
（
午
前
十
一
時
）

四
月
四
日
（
木
）

    

法
然
上
人
八
百
回
御
忌
法
要
日
中 （
午
前
十
時
）

◆
春
季
彼
岸
会
並
総
永
代
経
法
要

　
　
兼 

墓
地
納
骨
（
物
故
者
）

　
　
　
　
　
　

   

追
弔
法
要
の
ご
案
内

　

天
満
別
院
で
は
左
記
の
日
程
で
春
季
彼
岸

会
並
総
永
代
経
法
要
兼
墓
地
納
骨（
物
故
者
）

追
弔
法
要
を
お
勤
め
い
た
し
ま
す
。

　

尚
、
法
要
の
後
、
法
話
が
あ
り
ま
す
。
ど

う
ぞ
皆
様
ご
参
拝
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
ご
案

内
申
し
上
げ
ま
す
。

日　
時　
　
3
月
24
日
（
日
）

　
　
　
　
　
　
　
午
後
１
時
30
分
よ
り
勤
行

　
場　

所　
　

天
満
別
院
本
堂

　
講　

題　
「 

人
は
何
故
〝
南
無
阿
弥
陀
仏
〟

　
　
　
　
　
　
　
　
　

で
救
わ
れ
る
の
か 

」

御
講
師　
　

大
阪
教
区
第
十
三
組

　
　
　
　
　
　
　
　

心
願
寺
住
職　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

松
井　

聰　

師

◆
み
ん
な
で
一
緒
に
唱
い
ま
し
ょ
う

　

天
満
別
院
で
は
２
０
１
９
年
度
か
ら
の
新

た
な
取
り
組
み
と
し
て
、「
仏
教
讃
歌
を
皆

さ
ん
と
共
に
歌
い
ま
し
ょ
う
」
と
い
う
願
い

を
込
め
て
合
唱
団
『
み
の
り
』
を
立
ち
上
げ

ま
し
た
。
人
と
人
と
が
ふ
れ
あ
う
交
流
の
場

と
し
て
も
楽
し
ん
で
い
た
だ
け
る
と
思
い
ま

す
。
老
若
男
女
問
わ
ず
誰
で
も
ご
参
加
い
た

だ
け
ま
す
。
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

開
催
日　
　
４
月
20
日
（
土
）

時　

間　

　
午
後
２
時
〜
午
後
４
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
毎
月
第
３
土
曜
日
）

場　

所　
　

天
満
別
院

　
指　

導　
　

大
阪
教
区
第
13
組

　
　
　
　
　
　
　

超
願
寺
住
職

　
　
　
　
　
　
　
　

村
上　

奈
津
子　

先
生

参
加
費　
　

無　

料　
　
　
　
　

　
　

　

※　

尚
、
今
月
号
の
「
六
字
城
」
に
合
唱

　
　

団
「
み
の
り
」
の
ご
案
内
を
同
封
し
て　

　
　

お
り
ま
す
。
参
加
ご
希
望
の
方
は
、

　
　

FAX

ま
た
は
お
電
話
に
て
お
申
し
込

　
　

み
く
だ
さ
い
。　

◆
登
高
座
作
法
講
習
会

　

去
る
２
月
15
日
か
ら
２
月
21
日
に
か
け

て
、
大
阪
教
区
教
化
委
員
会
「
儀
式
・
法
要

部
」
に
お
い
て
、
経
導
師
及
び
式
導
師
と
し

て
必
要
な
読
法
・
作
法
に
つ
い
て
習
得
す
る

こ
と
を
目
的
と
し
て
、
登
高
座
作
法
講
習
会

が
天
満
別
院
を
会
所
に
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

伝
授
師
に
は
信
悟
院
殿 

大
谷 

浩
之
師
、

教
授
師
に
は
清
澤 

悟
師
、
講
師
補
助
に
は

大
阪
教
区
准
堂
衆
会
の
方
々
に
お
越
し
い
た

だ
き
、
別
院
職
員
４
名
を
含
め
、
計
25
名
が

受
講
し
、
無
事
に
合
格
す
る
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。
　

　
　
「
深
い
悲
し
み
」
が
縁
と
な
っ
て　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　

輪
番　
　

武
宮　

信
勝　

　
　
　

２
０
１
１
年
３
月
１
１
日
の
東
日
本

　
　

大
震
災
か
ら
八
年
が
経
ち
ま
す
。
以
後

　
　

も
日
本
列
島
各
地
で
発
生
す
る
自
然
災

害
に
よ
り
今
も
な
お
、
多
く
の
方
が
悲
し
み

や
痛
み
を
抱
え
て
生
活
を
し
て
い
ま
す
。

　

私
は
震
災
の
６
ヶ
月
後
に
仲
間
と
、
大
津

波
に
よ
っ
て
跡
形
も
な
く
な
っ
た
岩
手
県
陸

前
高
田
市
に
あ
る
「
本
稱
寺
」
に
お
見
舞
い

に
行
き
ま
し
た
。
そ
こ
で
目
の
当
た
り
に
し

た
風
景
に
唖
然
と
し
た
気
持
ち
を
今
で
も
忘

れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
寺
族
の
方
も
犠

牲
に
な
ら
れ
、
た
だ
ゞ
沈
黙
の
中
に
合
掌
し

て
い
ま
し
た
。

　

ご
本
山
が
中
心
と
な
っ
て
の
全
国
か
ら
の

復
興
支
援
が
実
り
、「
本
稱
寺
」
は
数
年
後
、

同
地
に
見
事
な
本
堂
が
再
建
さ
れ
ま
し
た
。

土
砂
の
中
に
埋
も
れ
て
い
た
梵
鐘
を
立
ち
上

げ
「
勿わ
す
れ
な忘

の
鐘か
ね

」
と
し
て
、
毎
年
３
月
１
１

日
の
午
後
２
時
４
６
分
に
追
弔
法
要
が
勤
め

ら
れ
て
い
る
と
聞
い
て
い
ま
す
。

　

も
う
一
つ
忘
れ
ら
れ
な
い
こ
と
は
、
仙
台

教
区
内
の
あ
る
ご
住
職
さ
ん
が
「
私
達
が
今

本
当
に
一・

・

・

・

番
大
切
な
こ
と
は
、
義
援
金
・
物

資
で
も
な
く
、
炊
き
出
し
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で

も
な
い
。
こ
の
被
災
の
事
実
に
真
向
か
い
に

な
り
、
こ
こ
に
立
っ
て
、
こ
こ
で
生
き
て
い

け
る
生
き
ぬ
く
力
。
今
こ
そ
阿
弥
陀
仏
の
本

願
力
に
遇
わ
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
で
は
な

い
か
」
と
語
ら
れ
た
こ
と
で
す
。
非
常
、
い

や
無
常
の
事
態
な
れ
ば
こ
そ
、
金
剛
堅
固
の

信
心
こ
そ
が
大
切
な
こ
と
と
し
て
、
我
々
に

訴
え
ら
れ
た
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
の
為

に
は
一
日
も
早
く
、
被
災
し
た
本
堂
の
再
興

と
ご
門
徒
の
お
内
仏(

仏
壇)

の
安
置
で
あ

り
ま
す
。
手
が
合
わ
さ
れ
、仏
法
が
説
か
れ
、

聴
聞
で
き
る
「
場
」
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の

で
す
。

　

人
は
こ
れ
以
上
生
き
る
こ
と
の
で
き
な
い

よ
う
な
深
い
悲
し
み
の
中
に
あ
っ
た
時
、
そ

の
こ
と
が
逆
縁
と
な
り
、
命
あ
る
こ
と
の
有

難
さ
、
尊
さ
を
し
み
じ
み
と
感
じ
る
の
で
あ

り
ま
し
ょ
う
。
そ
し
て
同
時
に
「
ガ
ン
バ
ッ

テ
ネ
」
と
い
う
励
ま
し
を
と
お
し
て
人
の
優

し
さ
、
温
も
り
を
感
受
す
る
の
で
あ
り
ま

し
ょ
う
。

　

又
、
福
島
県
相
馬
市
に
い
る
友
人
が
「
御

本
尊
に
手
を
合
わ
せ
る
、
そ
れ
だ
け
で
心
の

支
え
に
な
る
。
震
災
を
と
お
し
て
、
改
め
て

お
寺
と
は
、
宗
教
と
は
何
か
が
問
わ
れ
ま
し

た
。
あ
ら
ゆ
る
視
点
か
ら
お
寺
の
可
能
性
を

さ
ぐ
り
な
が
ら
、
お
寺
と
い
う
場
で
ご
門
徒

の
方
々
と
共
に
歩
ん
で
い
き
ま
す
。」
と
伝

え
て
く
れ
ま
し
た
。

　

私
は「
天
満
別
院
に
お
い
て
も
今
以
上
に
、

ご
門
徒
の
方
々
、
地
域
住
民
の
方
々
に
と
っ

て
心
の
支
え
と
な
れ
る
よ
う
な
歩
あ
ゆ
み
を
共
に
い

た
し
ま
し
ょ
う
」と
願
わ
ず
に
お
ら
れ
な
い
。

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
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