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蓮

月

真
宗
教
学
に
お
い
て
、
特
に
本
願
寺
派
で
は
、
三
業
惑
乱
と
い
う
宗

学
論
争
が
あ
っ
た
時
以
来
、
今
日
に
お
い
て
も
信
心
は
非
意
業
で
あ
る

と
さ
れ
、
或
い
は
仏
智
印
現
説
が
正
し
い
と
さ
れ
て
い
る
。
今
こ
こ
に

私
は
六
方
面
か
ら
、
三
業
派
を
否
定
し
た
信
心
非
意
業
説
の
主
張
を
跡

づ
け
る
と
共
に
、
そ
の
学
説
を
い
か
な
る
基
盤
に
お
い
て
主
張
す
る
こ

と
が
正
当
で
あ
る
か
に
つ
い
て
考
究
し
た
い
。

第
二

に
、
三
業
惑
乱
に
つ
い
て
考
え
る
。

こ
れ
に
関
し
て
は
鳥
鼠
義

卿
著

『
三
業
惑
乱

の
始
終
』
(昭
和
四
六
、
一
二
、
広
島
県
廿
日
市
町
、
立

善
寺
出
版
)
に
詳
説
さ
れ
て
い
て
、
そ
れ
に
譲

っ
て
お
く
。
な
お
井
上

哲
雄
著

『
真
宗
本
派
学
僧
逸
伝
』
(昭
和
五
四
、
九
、
永
田
文
昌
堂
刊
)
の

大
瀬
の
項
下
に
も
解
説
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
三
業
派
が
正
し
く
な
い

宗
学

で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
本
如
上
人
(
一
七
七
八
-

一
八
二
六
)
の

『御

裁
断
御
書
』
に
示
さ
れ
た
。
そ
の
文
に
い
う
。
「
近
来
門
葉

の
中

に
此

の
た
の
む

一
念
に
付
い
て
、
三
業
の
規
則
を
穿
墾
し
、
或

い
は
記
憶

の

有
先
を
沙
汰
し
、
殊
に
凡
夫
の
妄
心
を
さ
し
て
金
剛
心
と
募
り
、
或

い

は
自
然
の
名
を
か
り
、
義
解
な
ど
と
い
う
珍
ら
し
き
名
目
を
立
て
、
種

々
の
妄
説
を
な
し
て
道
俗
を
惑
は
し
む
る
事
、

言
語
道
断
あ
さ
ま
し
き

こ
と
に
あ
ら
ず
や
」
と
。

第
二
に
、
欲
生
帰
命
に
つ
い
て
考
え
る
。

こ
れ
に
就
て
は

『宗
学
院

論
輯
』
第
九
輯
所
収
の
普
賢
大
円
稿

「
非
意
業

の
研
究
」
に
詳
し
い
。

三
業
派
の
主
張
で
あ
る
欲
生
帰
命
の
主
張
は
、
意
業
安
心
説
で
あ
る
と

い
う
意
味
の
こ
と
が
道
隠

(
一
七
四
一
-
一
八

二
ご
)
の

「簡
濫

五
条
」

の
な
か
、
「
信
と
意
業
と
相
濫
ず
る
事
」
と
い
う

一
条
に
お
い
て
示
さ

れ
て
い
る
。
文
に
い
う
。
「
如
来
回
向
の
他
力

の
大
信
心
山豆
凡
夫

の
意

思
業
に
同
じ
か
ら
ん
や
、
今
家
相
承
す
る
と
こ
ろ
三
業
は
仏
恩
報
謝
の

行
門
に
在
て
之
を
談
じ
、
信

一
念
は
行
者

の
意
業
を

し
て
も
論

ぜ
ん

や
、
三
業
に
か
か
わ
る
べ
き
に
非
ず
、
乃
至
明

に
知
ぬ
、
信
楽
開
発
の

一
念
帰
命
は
意
業
に
非
ず
、
仏
智
の
名
号
の
い
は
れ
を
信
念
執
持
す
る

の
み
、
然
れ
ば
そ
の
信
心
と
は
す
な
は
ち
仏
智
な
り
仏
心
な
り
、
行
者

三
業
相
応
の
意
業
に
あ
ら
ざ
る
事
知
る
べ
し
」
と
。
普
賢
大
円
氏
の
先

掲
の
論
文

(
一
七
七
頁
)
に
は
、
三
業
惑
乱

の
当
時
、
質
問
書
や
弁
駁

書
を
呈
出
し
て
、
三
業
派
を
批
難
し
た
学
者
に
は
、
道
隠

・
大
瀟

・
履
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善
、

そ
の
他
、
自
謙

・
道
粋

・
仰
誓

・
春
貞

・
智
蔵
等
が
い
た
と
報
じ

て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
宗
学
者
の
文
献
で
調
べ
て
も
、
ま
だ
信
心

の
意
業

・
非
意
業
の
論
は
起

っ
て
い
な
か

っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
大

瀕

・
道
隠
二
師
あ
た
り
か
ら
、

こ
の
論
が
起
こ
っ
た
で
あ
ろ
う
と
普
賢

大
円
氏

は
説
く
。

第
三

に
、
信
心
意
業
も
正
し
、
と
い
う
に
つ
い
て
で
あ
る
。
普
賢
氏

の
論
文
中
に
は
、
信

心
は
意
業
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
は
わ
れ

わ
れ
の
意
識
経
験
で
あ
る
と
い
う
点
、
ま
た
広
義
の
心
理
状
態
と
い
う

意
味
か
ら
、
さ
ら
に
倶
舎

・
唯
識
な
ど
の
所
謂
る
性
相
学
か
ら
見
て
、

許
さ
れ

る

こ
と
で
あ

っ
て
、
履
善

・
吉
谷
覚
寿

・
是
山
恵
覚

の
諸
師

も
、
信

一
念
を
も

っ
て
他
力
の
意
業
と
な
し
た
と
い
う
。

私
は
信
は
意
で
あ
る
と
す
る
こ
と
に
は
賛
成
す
る
。
し
か
し
信
は
意

業
で
あ
る
と
す
る
こ
と
は
性
相
学

の
上
で
も
許
さ
れ
ず
、
大
乗
に
お
い

て
も
許
し
え
な
い
と
言

い
た
い
。
性
相
学

に
お
い
て
信

は
心
所
で
あ

る
。
し
か
も
倶
舎
で
は
七
十
五
法
中
、

心
所
四
十
六
中
の

一
法
で
、
大

善
地
法
十
法
中
の

一
で
あ
り
、
意
即
ち
心
法
と
は
区
別
せ
ら
れ
た
。
大

乗
に
お
い
て
も

一
往
は
性
相
学
を
受
容
れ
、
そ
の
上
に
諸
法
を
眺
め
る

か
ら
、
信
は
意
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
許
す
は
ず
が
な
い
。
た
と
い
法

の
間
に
融
通
を
か
け
て
、
信
は
意
即
ち
心
法
と
別
も
の
で
は
な

い
と
扱

う
面
か
ら
言
う
と
し
て
も
、
意
即
ち
意
業
な
り
と
は
決
し
て
扱
わ
な
い

の
で
あ
る
。
業
は
思
を
体
と
な
す
と
説
か
れ
る
場
合
、

こ
れ
は
法
体
論

で
あ

っ
て
、
法
用
論
即
ち
因
縁
果
論
の
扱

い
で
な
く
、
ま
た
法
相
論
即

ち
迷

い
の
果
因
縁

(四
諦
中
、
苦
集
二
諦
)
や
悟

り
の
果
因
縁

(
四
諦
申
、

滅
道
二
諦
)
の
扱
い
で
は
な
い
。
倶
舎
論
に
お

い
て
み
る
と
き
、
諸
法

の
体
は
第

一
品
に
説
か
れ
、
諸
法
の
用
は
第

二
品
に
説
か
れ
、
諸
法
の

用
は
第
三
品
以
下
の
六
品
に
説
か
れ
て
い
る
。

そ
し
て
そ
の
六
品
中
、

初
の
三
品
即
ち
世
間

・
業

・
随
眠
に
お
い
て
迷
界
の
果

・
因

・
縁
、

い

わ
ゆ
る
業
惑
に
よ
る
迷
い
の
果
が
示
さ
れ
た
。

こ
こ
で
は
法
体

で
な

く
、
法
相
と
し
て
の
業
因

・
業
縁

・
業
果
が
説
か
れ
る
。
そ
し
て
後
の

三
品
即
ち
賢
聖

・
智

・
定
に
お
い
て
悟
界
の
果

・
縁
、

つ
ま
り
悟
り
と

そ
れ
へ
の
道

(智
・
定
)
が
示
れ
、

こ
れ
は
行

・
証
の
側
で
あ
る
。
迷
い

の
因
で
あ
る
業
と
悟
り
の
因
で
あ
る
行
と
の
相
違
は
あ
る
が
、
造
作
の

義
を
も

つ
業
と
、
造
作
進
趣
の
義
と
い
わ
れ
る
行
と
、
同
じ
扱

い
の
場

合
も
あ
る
こ
と
は
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
宗
祖
が
大
行
の

一
異
名
と

し
て

「
最
勝
真
妙

の
正
業
」
(真
聖
全
二
・
八
)
と
説
か
れ
る
の
は
、
そ

れ
を
示
す
。
婆
沙
論
に
も
聖
道
業
力
を
説
く

が
、

こ
れ
は
行

に
当
た

る
。
ま
た
阿
弥
陀
仏
の

「
大
願
業
力
」
と
い
う
時
の
業
は
、
行
力
と
い

う
て
も
よ
い
。
こ
れ
ら
の
場
合
、
業
は
行
と
同
じ
も
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
信
を
法
体
論
上
は
意
と
み
る
こ

と
は
大
乗

で
許

し

て
も

(倶
舎
は
心
所
と
な
し
意
と
は
別
法
と
な
す
)
、
こ
れ
を
直
ち
に
意
業

と
な

す
こ
と
は
上
記
の
理
由

(
法
相
論
と
混
同
す
る
故
)
許
さ
な
い
と

い
っ
て

よ
い
。

第
四
に
、
非
意
業
説
の
三
説
に
つ
い
て
、
普
賢
氏
の
論
文

に
は

(先

掲
論
文
、
一
七
七
-

八
五
頁
)
詳
細
に
、
(一
)空
華
学
派
、

口
曲我
山
師
、

三
業
安
心
と
信
心
非
意
業
説
 (福

原
)
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三
業
安
心
と
信
心
非
意
業
説
 (福

原
)

日
竜
華
学
派
の
三
説
を
紹
介
し
て
い
る
。
そ
し
て
三
説

の
共
通
点
と
し

て
次
の
三
点
を
挙
げ
ら
れ
た
。
(a
)そ
の
定
義
は
そ
れ
ぞ
れ
異
る
け
れ
ど

も
、
行
者
自
発
の
願
生
帰
命
に
あ
ら
ざ
る
こ
と
を
表
現
せ
ん
と
し
て
非

意
業
と
せ
る
こ
と
、
(b
)
一
念
の
時
間
を
唯
仏
与
仏
の
知
見
と
す
る
と
否

と
に
拘
ら
ず
、

安
心
に
起
行
を
混
ぜ
ざ
る
こ
と
、
(
c
)一念
を
有
覚
と
す

る
と
無
覚
と
す
る
と
を
論
ぜ
ず
、
無
念
無
想
に
あ
ら
ざ
る
こ
と
、
以
上

で
あ
る
。

こ
う
い
う
考
え
方
は
、
現
に
本
願
寺
派
の
教
学
に
お
い
て
生

き
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
し
か
し
非
意
業
と
い
う
否
定
的
表
現
は
、

積
極
的
に
は
仏
智
印
現
説
と
み
ら
れ
、
そ
れ
が
今
日
の
真
宗
教
学
に
お

い
て
許
さ
れ
る
か
否
か

と
い
う

こ
と
は
、
百
余
年
前

の
宗
学
論
争
以

来
、
今

日
の
宗
学
に
お
い
て
も
問
題
と
し
て
残

っ
て
い
る
。
そ
こ
で
こ

れ
を
次

に
紹
介
し
た
い
。

第
五

に
、
仏
智
印
現
説
批
判
に
つ
い
て
考
え
よ
う
。
私

は
先
き

に

『
印
度
学
仏
教
研
究
』
(
二
〇

・
二
-
昭
和
四
七
・
二
)
に

「真
宗
学
に
お

け
る
仏
智
印
現
説

に
つ
い
て
」
を
発
表
し
た
が
、
そ
の
中
の
信
相
成
施

の
問
答

の
こ
と
は
、

こ
こ
に
引
き
出
し
て
紹
介
し
た
い
。
祷
園
学
派
の

了
厳

(
一
八
一
一
-

一
八
六
六
)
は
、
三
業
安
心
の
異
義
に
陥
ら
な

い
説

と
し
て
、
信
相
成
施
を
主
張
し
た
。
即
ち
信
心
非
意
業
説
の
行
き

つ
く

と
こ
ろ
は
信
相
成
施
と
い
う
主
張
と
な
る
。
そ
の
主
張
に
お
い
て
は
、

法
体
の
名
号
に
能
帰
の
信
相
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
が
、

こ
れ
に
対

し
て
泰
厳

(
一
八
〇
二
-
一
八
六
二
)
は
問
難
し
て
い
る
が
、

そ
の
間
難

の
一
節

に
い
う
。
「
十
方
衆
生
の
疑
惑
を
破
す
べ
き
明
体
は
す

で
に
成

就
さ
れ
た
と
は
言
う
こ
と
が
で
き
て
も
、
十
方
衆
生
の
疑
い
は
、
早
や

晴
れ
た
と
か
、
十
方
衆
生
の
信
相
は
、
早
や
成
就
し
て
し
ま

っ
た
と
は

言
い
え
な
い
」
と
。
そ
の
信
相
成
施
の
説
で
は
、
い
か
に
主
張
す
る
か

と
い
う
に
、
も
ち
ろ
ん
現
機
に
の
ぞ
め
る
時

は
、
未
信
の
人
あ
り
、
正

に
信
ず
る
人
あ
り
、
已
信
の
人
が
あ
る
が
、
信
相
は
名
号
の
上
に
成
就

せ
ら
れ
、
そ
れ
が
施
さ
れ
る
と
い
う
。

そ
し
て
信
相
成
施
で
な
く
て
は

次
の
如
き
難
点

を
来
た
す
と
説
い
た
の
で
あ
る
。
(1
)六
字
の
名
義
を
失

う
難
、
(2
)名
号
為
因
の
義
を
失
う
難
、
(3
)聞
を
以

っ
て
信
と
な
す
義
を

失
う
難
、
(4
)安
心
は
全
べ
て
知
解
を
労
す
る
失
を
招
く
難
、
(5
)機
法

一

体
の
義
に
違
す
る
難
、
(6
)信
称
の
位
別
を
混
ず
る
難
、
(7
)聖
教
の
指
南

に
戻
る
難
を
説
く
。
そ
し
て
こ
の
論
争
は
本
願
寺
派
当
局
に
よ

っ
て
、

護
命
の
主
張
は
誤
り
と
な
し
て
決
着
を
み
た
。
そ
の
時
護
命
は
文
久
二

年
十

一
月

(
一
八
六
二
)
廻
心
状

一
札
を
提
出

し
た
、
と

『
芸
備

の
真

宗
学
侶
』
(
二
〇
七
頁
)
に
記
し
て
い
る
。
護
命
の
主
張
に
は
次
の
如
き

難
点
を
も

つ
、
と
い
う
。
(1
)一
物
相
合

の
難

(
一
心
に
仏
凡
二
心
が
合
し

仏
智
に
融
じ
取
ら
れ
一
つ
と
な
る
と
は
せ
ぬ
)
、(2
)凡
心
為
転
の
難

(有
漏
の

凡
心
は
死
漏
と
な
る
こ
と
な
し
)
、
(3
)心
識
正
因

の
難

(ま
よ
い
心
が
其
儘
浄

土
往
生
の
正
因
と
は
な
れ
ぬ
)
、
(4
)半
自
力
半
他

力

の
難

(凡
心
が
仏
心
の

カ
を
半
面
に
得
る
と
の
主
張
は
真
の
他
力
で
な
い
)
、(5
)自
心
発
起

の
難

(凡

夫
の
自
心
が
発
起
し
て
往
生
し
得
る
と
い
う
主
張
と
な
る
か
ら
真
の
他
力
に
背

く
)
、
(6
)衆
生
造
作

の
難

(凡
心
で
以
っ
て
信
心
を
起
す
と
い
う
主
張
は
自
力

の
造
作
と
な
る
か
ら
不
可
)
、
(7
)心
体
凡
心
の
難

(心
体
は
本
来
、
仏
心
以
前
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の
も
の
で
あ
る
に
拘
ら
ず
心
体
を
一
方
的
に
凡
心
と
な
す
は
不
可
)
、
(8
)二
心

同
異
の
難

(仏
心
凡
心
は
異
な
る
も
の
と
す
べ
き
で
あ
る
の
に
同
視
す
る
こ

と
に
な
る
の
は
不
正
当
)
の
八
難
が
あ
る
。

大
谷
派
碩
学
大
須
賀
秀
道
師
は
昭
和
五
年
に

「
真
宗
学
の
印
現
説
に

つ
い
て
」
(大
谷
学
報

一
一
ノ
四
)
と
い
う
論
文
に
お

い
て
、
印
現
説
に

対
し
八
項
目
に
分
け
て
難
点
を
説
い
た
。
そ
の
説
は
石
泉
派
に
近
い
。

そ
の
主
張

の
大
体
は
、
行
前
信
後
の
考
え
が
正
し
い
と
す
る
も
、
信

一

念
を
印
現

(投
入
)
と
な
す

の
は
、
機
械
的
物
質
的

で
、
他
力
廻
向

の

妙
処
を
顕
わ
す
に
適
せ
ず
、
純
粋
他
力
と
し
て
許
し
え
な
い
、
こ
の
印

現
説
で
は
、
宗
祖

の
開
発
、
発
起
、
能
発
、
能
生
等

の
語

が
解

し
え

ず
、
概
念
的
に
能
所
機
法
を
対
立
せ
し
め
る
か
ら
、
能
所
不
二
機
法

一

体
に
背
く

こ
と
と
な
り
、

一
念
発
起

の
時
剋

の
極
促
に
、
他
力
廻
向
の

成
立
を
み
る
安
心
の
根
本
を
壊
す
こ
と
に
な
る
、
信
相
の
印
現
と
い
う

こ
と
に
な

る
と
、
法
在

一
念
を
忘
れ
て
説
筆
次
第
に
重
き
が
置
か
れ
、

機
の
上
に
信
相
を
論
ず
る
自
力
に
堕
す
る
、
販
命
に
発
願
回
向
の
義
が

あ
る
こ
と
が
解
ら
ぬ
と
き
は
、
信
ず
る
と
も
、
た
の
む
と
も
言
え
ぬ
、

と
評
す
る
。

第
六
、

穏
当
の
非
意
業
説
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
信
相
成
施
と

い
う
こ
と

は
法
体
上
に
い
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
現
機
に
望
め

る
と
、

一
念
帰
命
と
い
う
信
心
の
と
こ
ろ
に
、
必
ら
ず
思
い
が
な
け
れ

ば
な
ら
な

い
。
「
信
じ
た
こ
と
」
は
自
分
に
わ
か
る
か
否

か
。

こ
の
問

い
は
、
(1
)信
じ
た
時
は
わ
か
る
か
、
(2
)信
じ
た
こ
と
は
正
し
い
と
わ
か

る
か
、
(3
)信
じ
た
と
き
思
い
が
あ
る
か
、
と
い
う
三
方
面
で
解
答
す
べ

き
で
あ
ろ
う
。
(1
)信
じ
た

一
念
と
い
う
も
の
は
、
時
は
わ
か
る
人
、
わ

か
ら
ぬ
人
、

い
ろ
い
ろ
あ

っ
て
差
支
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
仏
教
は
す
べ

て
時
を
固
執
す
る
外
道
説
と
は
異
な
り
、
世
先
別
体
依
法
而
立
で
あ
る

か
ら
、
必
ら
ず
信
心
の
時
間
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
と
固
執
し
て
は

な
ら
な
い
。
(2
)信
じ
た
こ
と
が
正
し
い
と
わ
か

る
か
、
と

い
う
問
題

は
、
正
し
い
と
わ
か
る
。
自
分
の
信
心
が
正
し
い
か
否
か
分
ら
な
い
と

い
う
の
で
は
信
心
の
智
慧
で
は
な
い
。
宗
祖
は

「
聞
思
し
て
遅
慮
す
る

莫
れ
」
と
誠
し
め
ら
れ
、
ま
た
浬
繋
経
を
引

い
て

「
聞
よ
り

し
て
生

じ
、
思
よ
り
生
ぜ
ず
、
是
の
故
に
名
け
て
信
不
具
足
と
名
つ
く
」
と
説

か
れ
、
聞

(耳
聞
)
の
上
の
思

(心
聞
)
に
よ
っ
て
往

生
が
可
能

で
あ

り
、
信
決
定

(聞
思
)
し
て
い
る
者
が
正
し
い
か
否
か
わ
か
ら
な

い
と

い
う
は
ず
は
な
い
。
(3
)信
じ
た
と
き
、
先
念
先

想

の
禅

で
は
な
い

か

ら
、
二
種
深
信
の
思
い
が
あ
る

(信
心
)
。
そ
れ
は

「
お
ち
る
も
の
を
お

た
す
け
」
と
い
う
ひ
と
思
い
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は

「
思
い
つ
め
る
」
意

業
自
力
の
思
い
で
は
な
い
。
「
お
た
す
け
」
と
思

う
ま
ま
非
意
業

(自
の

運
想
)
で
な
い
。
宗
祖
の
大
信
海
の
釈

(真
聖
全
二
・
六
八
)
に
四
不
十

四
非
の
文
が
あ
り
、
不
可
思
議
、
不
可
称
、
不
可
説
の
信
楽
で
あ
る
と

い
う
の
は
、
信
心
を
仏
智
と
な
す
も
の
で
あ
る
。
宗
祖
の

「
二
尊
大
悲

本
懐
」
の
弥
陀
大
悲
の
偶
に

「
信
受
仏
智
他
力
本
意
」
と
い
う
。
仏
智

を
信
受
す
る
こ
と
は
自
然
法
爾
で
あ
り
非
意
業

で
あ
る
。
如
来

の
真

実
、

そ
れ
に
は
随
順
の
ほ
か
は
な
い
。

(叡
山
学
院
助
教
授
)

三
業
安
心
と
信
心
非
意
業
説
 (福

原
)
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