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は
じ
め
に

本
願
寺
第
八
代
宗
主
蓮れ
ん

如に
ょ

上
人
が
、
ご
門
徒
に
出
さ
れ
た
ご
消
息
（
お
手
紙
）
を
『
御
文
章
』
と
言

い
ま
す
。
最
初
の
お
手
紙
は
、
一
四
六
一
（
寛か
ん

正し
ょ
う二
）
年
三
月
、
上
人
四
十
七
歳
の
時
の
も
の
で
す
。

こ
の
年
、
北
陸
・
近
畿
・
山
陽
・
山
陰
を
中
心
に
中
世
最
大
と
言
わ
れ
る
「
寛
正
の
飢
饉
」
に
見
舞
わ

れ
ま
す
。
前
年
の
長
雨
、
異
常
低
温
、
台
風
な
ど
に
よ
り
、
窮
乏
し
た
避
難
民
が
京
都
に
集
ま
り
、
餓

死
者
は
八
万
人
以
上
、
加か

茂も

川が
わ

は
一
面
死
者
で
覆
わ
れ
ま
し
た
。
蓮
如
上
人
は
、
そ
の
混
乱
と
苦
し
み

の
渦
中
で
、
民
衆
が
救
わ
れ
て
い
く
道
を
お
手
紙
に
認し
た
ため

、
御お
ん

同ど
う

行ぎ
ょ
うに

与
え
ら
れ
た
の
で
す
。

人
は
、
人
智
を
超
え
た
災
害
を
前
に
し
て
沈
黙
せ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
し
か
し
そ
の
沈
黙
の
な
か
か

ら
時
代
を
超
え
た
営
み
が
生
ま
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
本
書
で
は
、
こ
の
コ
ロ
ナ
蔓ま
ん

延え
ん

に
よ
る
不
安

の
な
か
で
も
色
あ
せ
る
こ
と
な
く
響
き
渡
り
、
生
き
る
支
え
と
な
っ
て
く
れ
る
言
葉
を
選
び
ま
し
た
。

生し
ょ
う

老ろ
う

病び
ょ
う死し

と
い
う
人
間
の
事
実
と
濁じ
ょ
く世せ

と
い
う
社
会
状
況
を
見
据
え
る
な
か
で
、
生
き
る
た
め
の
糧

と
し
て
本
書
が
そ
の
一
助
と
な
れ
ば
、
著
者
と
し
て
こ
れ
ほ
ど
う
れ
し
い
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

二
〇
二
一
（
令
和
三
）
年
、
世
相
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
翻ほ
ん

弄ろ
う

さ
れ
る
な
か
に
あ
り
ま
す
。

東
京
の
小
石
川
植
物
園
に
「
ケ
ン
ト
の
花
」
と
い
う
木
が
あ
り
ま
す
。
植
物
学
上
は
セ
イ
ヨ
ウ
リ
ン

ゴ
に
分
類
さ
れ
、
そ
の
な
か
の
品
種
名
に
あ
た
り
ま
す
。
物
理
学
者
ニ
ュ
ー
ト
ン
は
、
一
六
六
五
年
、

リ
ン
ゴ
が
落
下
す
る
の
を
見
て
万
有
引
力
を
発
見
し
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
木
は
そ
の
逸
話

の
も
と
に
な
っ
た
原
木
か
ら
接
ぎ
木
栽
培
し
た
も
の
で
す
。
ニ
ュ
ー
ト
ン
が
リ
ン
ゴ
の
落
下
か
ら
万
有

引
力
を
着
想
し
た
頃
、
ロ
ン
ド
ン
で
は
ペ
ス
ト
が
大
流
行
し
て
い
ま
し
た
。
勤
務
し
て
い
た
ケ
ン
ブ
リ

ッ
ジ
大
学
が
閉
鎖
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
は
十
八
か
月
に
わ
た
り
雑
事
か
ら
解
放
さ
れ
、
自

由
に
思
考
す
る
時
間
を
得
ま
し
た
。
そ
の
期
間
に
、
万
有
引
力
の
法
則
を
は
じ
め
「
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
三

大
業
績
」
は
成
し
遂
げ
ら
れ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
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わ
た
し
が
わ
た
し
の
ま
ま
で

よ
く
一い
ち

念ね
ん

喜き

愛あ
い

の
心し
ん

を
発ほ
っ

す
れ
ば
、
煩ぼ
ん

悩の
う

を
断だ
ん

ぜ
ず
し
て
涅ね

槃は
ん

を
得う

る
な
り
。

凡ぼ
ん

聖
し
ょ
う

・
逆
ぎ
ゃ
く

謗ほ
う

斉ひ
と

し
く
回え

入
に
ゅ
う

す
れ
ば
、
衆し
ゅ

水す
い

海う
み

に
入い

り
て
一い
ち

味み

な
る
が
ご
と
し
。

�

（
親
鸞
聖
人
「
正
信
偈
」、『
註
釈
版
聖
典
』
二
〇
三
頁
）

一
念
喜
愛
の
心

―
阿
弥
陀
さ
ま
の
救
済
を
喜
び
愛め

で
る
こ
こ
ろ
。

凡
聖

―
凡ぼ
ん

夫ぶ

と
聖し
ょ
う

者じ
ゃ

。
迷
っ
て
い
る
人
と
覚
っ
た
人
。

逆
謗

―〝
逆
〟
は
五
つ
の
罪
、〝
謗
〟
は
仏
の
正し
ょ
う

法ぼ
う

を
そ
し
る
こ
と
。

衆
水

―
さ
ま
ざ
ま
な
川
の
水
。

わ
た
し
は
島
根
県
の
生
ま
れ
で
す
。
島
根
県
は
、
銅ど
う

鐸た
く

の
出
土
な
ど
で
知
ら
れ
る
よ
う
に
歴
史
の
ロ

マ
ン
を
感
じ
さ
せ
る
郷
で
す
。
島
根
県
の
ど
こ
ま
で
も
続
く
山
々
の
風
景
は
、
有
史
以
前
の
パ
ノ
ラ
マ

を
見
て
い
る
よ
う
で
、
古
代
の
息
吹
、
悠
久
の
時
の
流
れ
に
引
き
込
ま
れ
ま
す
。

通
常
、
わ
た
し
た
ち
は
人
工
構
造
物
の
な
か
に
暮
ら
し
て
い
ま
す
。
こ
の
人
工
構
造
物
は
外
と
内
と

を
分
け
て
く
れ
ま
す
。
し
か
し
同
時
に
、
時
の
流
れ
か
ら
自
分
を
遮
断
し
て
し
ま
い
ま
す
。
人
工
構
造

物
の
谷
間
で
暮
ら
す
現
代
人
か
ら
は
、
悠
久
、
永
遠
、
無
量
と
い
っ
た
自
分
を
超
え
た
大
い
な
る
存
在

を
感
じ
な
が
ら
生
き
る
感
覚
が
失
わ
れ
つ
つ
あ
り
ま
す
。

仏
教
で
は
、
迷
い
の
根
本
は
分ふ
ん

別べ
つ

に
あ
る
と
説
き
ま
す
。
分
別
と
は
〝
分
〟
も
〝
別
〟
も
〝
わ
け

る
〟
と
い
う
意
味
で
す
が
、
と
も
に
対
象
と
な
る
も
の
や
こ
と
を
比
較
し
て
〝
優
劣
を
つ
け
る
〟
思
考

パ
タ
ー
ン
の
こ
と
を
言
い
ま
す
。
わ
た
し
た
ち
は
、
悲
し
み
よ
り
も
喜
び
を
、
苦
し
み
よ
り
も
楽
し
み

を
求
め
て
い
ま
す
。
じ
つ
は
、
そ
の
求
め
る
こ
こ
ろ
が
自
分
の
な
か
に
不
自
由
さ
を
つ
く
っ
て
い
く
の

で
す
。

あ
る
親
睦
会
で
の
こ
と
で
す
。
五
十
代
の
女
性
と
の
会
話
で
、
彼
女
は
が
ん
を
患
っ
て
い
る
と
い
う

お
話
で
し
た
。
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わ
た
し
が
、「
が
ん
を
体
験
さ
れ
た
こ
と
で
人
生
観
は
変
わ
り
ま
し
た
か
」
と
尋
ね
ま
す
と
、「
は
い
、

性
格
が
悪
く
な
り
ま
し
た
」
と
答
え
ら
れ
ま
し
た
の
で
、「
と
、
言
い
ま
す
と
？
」
と
重
ね
て
尋
ね
ま

す
と
、「
は
い
、
わ
が
ま
ま
に
な
り
ま
し
た
。
前
は
遠
慮
し
た
り
控
え
め
で
し
た
が
、
い
ま
は
、
何
で

も
我
慢
せ
ず
に
口
に
出
し
た
り
、
好
き
な
こ
と
を
し
て
い
ま
す
。
お
蔭か
げ

で
生
き
る
こ
と
が
す
ご
く
楽
に

な
り
ま
し
た
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
。

病
気
の
体
験
は
、
と
き
に
自
分
の
生
き
方
を
変
え
る
好
機
と
も
な
り
ま
す
。

知
人
の
Ａ
さ
ん
か
ら
い
た
だ
い
た
お
手
紙
を
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。

四
十
代
後
半
で
傷
だ
ら
け
の
人
生
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
私
が
が
ん
に
な
っ
た
こ
と
で
、

家
族
の
絆
が
い
ま
ま
で
以
上
に
強
く
な
り
ま
し
た
。
家
族
は
も
と
よ
り
、
私
を
励
ま
し
勇
気
づ
け

て
く
れ
た
友
人
の
お
蔭
で
、
い
ま
の
わ
た
し
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
何
よ
り
も
、
毎
日
す

べ
て
の
こ
と
に
感
謝
し
て
、
く
よ
く
よ
せ
ず
、
あ
る
が
ま
ま
に
生
き
る
と
い
う
こ
と
を
覚
っ
た
と

言
え
ば
大
げ
さ
で
す
が
、
こ
ん
な
気
持
ち
に
な
れ
た
の
も
病
気
の
お
蔭
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

あ
る
が
ま
ま
の
自
分
を
肯
定
で
き
る
。
と
て
も
シ
ン
プ
ル
で
す
が
、
大
事
な
こ
と
で
す
。
自
尊
心
に

も
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
。
Ａ
さ
ん
の
よ
う
な
自
分
が
自
分
で
あ
る
こ
と
へ
の
自
尊
心
も
あ
れ
ば
、
他
人

と
比
較
し
て
生
ま
れ
る
自
尊
心
も
あ
り
ま
す
。

他
人
と
比
べ
て
自
分
を
評
価
す
る
視
点
も
大
切
で
し
ょ
う
が
、
や
は
り
据
わ
り
は
〝
わ
た
し
は
わ
た

し
の
ま
ま
で
尊
い
〟
と
い
う
自
尊
心
で
す
。

こ
の
自
尊
心
を
ど
う
育
む
の
か
。
こ
の
こ
と
は
、
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
で
も
言
え
る
こ
と
で
す
。

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
は
、
身
体
的
な
機
能
回
復
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。
機
能
回
復
と
は
、
他
者

と
比
べ
て
、
過
去
の
自
分
と
比
べ
て
、
少
し
で
も
身
体
の
機
能
を
回
復
し
て
い
く
こ
と
だ
と
考
え
が
ち

で
す
。
し
か
し
、
終
末
期
医
療
に
お
け
る
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
考
え
方
は
、
身
体
的
な
機
能
回
復
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よ
り
も
、
患
者
の
尊
厳
と
自
尊
心
を
取
り
戻
す
た
め
の
訓
練
と
う
か
が
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
身
体

機
能
は
、
回
復
す
る
こ
と
も
あ
れ
ば
回
復
し
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
末
期
の
状
態
に
あ
っ

て
機
能
の
回
復
は
期
待
で
き
な
い
人
に
つ
い
て
も
、
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
可
能
性
が
示
さ
れ
て
い

ま
す
。

一
般
の
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
に
お
い
て
も
、
身
体
的
な
機
能
の
回
復
に
と
ど
ま
ら
ず
、
も
っ
と

〝
自
分
が
自
分
で
あ
る
こ
と
の
尊
厳
〟
を
重
視
し
た
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
導
入
が
望
ま
れ
ま
す
。

そ
の
た
め
に
は
、
あ
り
の
ま
ま
の
自
分
を
認
め
て
い
け
る
、
よ
り
大
き
な
存
在
に
出で

遇あ

っ
て
い
く
こ
と

が
大
切
で
す
。

さ
ま
ざ
ま
な
川
が
大
海
に
流
れ
入
る
と
き
、
海
の
は
た
ら
き
に
よ
っ
て
す
べ
て
の
川
の
水
は
海
の
潮
う
し
お

と
な
り
ま
す
。
人
は
苦
し
み
の
濁
流
に
あ
っ
て
も
、
ど
の
よ
う
な
わ
た
し
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
わ
た
し

を
肯
定
し
て
く
れ
る
大
き
な
存
在
と
の
出
遇
い
が
不
可
欠
で
す
。

さ
ま
ざ
ま
な
川
が
大
海
に
流
れ
入
る
と
、
ひ
と
つ
の
潮う
し
おと
な
る
。 

人
は
苦
し
み
の
濁
流
に
揉も

ま
れ
て
い
て
も
阿
弥
陀
さ
ま
の
光
に
出
遇
う
と
、 

怒
り
や
欲
望
・
愚
痴
と
い
っ
た
濁に
ご
り
か
ら
解
放
さ
れ
る
。


