
日
連

上
人

の
浄
土
宗
排
撃

に

つ
い
て

井

上

淑

男

か

の
日
蓮

は
貞
応
元
年

(
}
二
二
二
)

二
月
十
六

日
に
安
房
小

湊

の
漁
家

に
生
れ
た
時

は
、
法
然
が
す

で
に
こ
の
世
を
去

つ
て
十

年
後

の
こ
と
で
あ
る
。

た
め
に
法
然
と
日
蓮
と
は
、
こ
の
地
上
に

お
い

て
生

の
時
を
共
に
す
る
こ
と
は
な
か

つ
た
の
で
あ
る
。

β
蓮
は
嘉
禎
三
年

(
劇
二
三
七
)
十
六
歳

に
し
て
剃
髪

し
て
よ

り
後

の
十
五
年
間
、
諸
宗

の
学
者
に

つ
い
て
仏
教

一
般

に
対
す
る

研
究
を
積
み
、

そ
の
間
に
彼

の
法
華
経
を
中

心
と
す
る
宗
教
的
僑

念
が

確
立
し
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
建
長
五
年

(
}
二
五
三
)

四

月

二
十
八
日
、
清
澄
山
に
登
り
、

初
め
て
南
無
妙
法
蓮
華
経

の
題

自
を
提
唱
し
た
の
で
あ
る
。

目
蓮
宗
に
.於
い
て
は
、
こ
の
時
を
以

つ
て
立
教
開
宗

の
時

と
す
る
。
後

に
、
β
蓮

は
こ
の
時

の
こ
と
を

述
懐

し
て
、
'
「
波
木
井
殿
御
書
」
に
、

生
年
三
十

二
歳

に
し
て
建
長
五
年
発
丑
四
月
二
十
八
日
念
仏

は
無
間
の
業
な
り
と
見
出
し
け
る
ζ
そ
時

の
不
祥
な
れ
、
云
云
。

と
い
つ
て
い
る
。
不
祥

と
い
う
の
は
浄
土

宗
打
倒
が
、
彼

の
眼
目

で
あ

つ
た
事
が
.充
分
に
窺
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

打
倒
浄
土
宗
の
叫
吉
を
あ
げ
る
や
、
臼
蓮

は
鎌
倉

に
移
り
そ
こ

を
中

心
に
、
主
と
し

て
浄
土

宗
を
批
判

の
対
象

に
し
て
、
街
頭

で

の
所
謂
る
折
伏
に
着
手

し
た

の
で
あ
る
。

そ
の
上
さ
ら
に
多
数

の

論
書
を
起
草
し
て
、
こ
れ
を
幕
府
を
始
め
諸
方

に
配
付
し
、
そ
の

教
旨

の
弘
通

に
努

め
た
の
で
あ
る
。
殊
に
布
教

の
当
初
、
正
嘉
元

年

(
一
二
五
七
)
か
ら
正
元
元
年

(
鰰
二

五
九
)

・
文
応
元
年

(
一
二
六
〇
)

に
か
け
て
天
変
地
妖

相

つ
い
で
起

つ
た
。
そ

の
天

　

変

地
妖

の
起
る
原
因

は
、
浄
土
宗
と
い
う
邪
教
が
流
布
し
て
い
る

た
め
だ
と
し
て
、

「
守
護
国
家
論

」
を
正
元
元
年

に
作
り
、
念
仏

門
を
破
斥
し
末
法

の
時

こ
そ
、
法
華
経

弘
通
の
必
要
な
る
駈
以
を

論
じ
、
そ
の
翌
年

に
は
、

「
簿
難
対
治
鈔

」
を
著

し
、

つ
い
で

「
立
正
安
国
論

」
を
文
応

元
年

(
}
二
六
〇
)
に
著

し
て
い
る
。

「
穉
難
対
治
鈔
」
に
は
、

於

国

土

依

令

流

布

選

択

集

起

饗

難

。

と
い

つ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
社
会
生
活
の
不
安
と
人
心
の
悪
化

の

根
本
原
因
は
法
然
が
浄
土
宗
を
創
設

し
た
た
め
だ
と
し
、

「
選
択

集
」
を
よ
り
ど
ζ
う
と
し
た
浄
土
宗

の
興
行

は
、
天
災
地
変
を
起
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す
原
因
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
彼
が
鎌
倉
幕
府
に
提
出
し
た

と
こ
ろ
の

「
立
正
安
国
論
」
に
も
、
法
然
を
唯

一
の
教
敵
と
し
て

攻
撃

し
、

後

鳥

羽
院

御

宇

有

法

然

作

選

択

集

矣

則

破

一
代

之

聖
教

遍

迷

十

万

之

衆

生

と
い

つ
て
い
る
。
そ
し
て
今
の
内
に
浄
土
宗
の
流
布
を
停

め
、
法

華
経

を
ひ
ろ
め
な
か

つ
た
な
ら
ば
、
他
国
か
ら

の
侵
略
を
受
け
、

国
内

に
は
内
乱
が
起
る
で
あ
ろ
う
と
し
て
、

「
立
正
安
国
論
」
を

文
応

元
年
七
月
十
六
日
に
宿
谷
左
衛
門
光
則
を
経

て
、
之
を
時
頼

に
呈

し
た

の
で
あ
る
。

賃
蓮
が

「
立
正
安
国
論
」
を
幕
府
に
提
出

し
た
事
に
つ
い
て
は
、

之
を
以
て
唯
名
を
公
に
托
し
て
私
を
擠
さ
ん
と
し
た
も

の
で

あ

る
。
即
ち
天
変
地
妖
を
利
用
し
て
他
宗
を
排
擠
し
、
法
華
宗

を
以
て
之

に
代
え
、
自
己
の
顕
達
を
求
め
ん
と
す
る
利
己
論

た

る

に
過
ぎ
な
い
。
然
る
に
偶
然
に
も
蒙
古

の
事
が
起

つ
た
の
で
、

遂

に
他
宗
攻
撃

の
辞
柄
を
得
て
、
元
寇
豫
言

の
名
を
得
し
め
た

の
で
あ
る
。

と
い
う
評
も
あ
る
。

い
ず
れ

に
し
て
も
、
天
災
地
変
な
り
、
敵
国
侵
入
と

い
う
ζ
と

を
も

つ
て
、
直
ち

に
法
然
が

「
選
択
集

」
を
著
し
て
浄
土
宗
を
興

行
し
た
こ
と
の
た
め
で
あ
る
と
説

く
ζ
と

は
、
今

日
の
常
識

よ
り

す
る
な
ら
ば
ナ
ン
セ
ン
ス
な
こ
と
で
あ

る
。
も
と
よ
り
天
変
地
妖

は
自
然
界
の
現
象

で
あ
り
そ
れ
自
体
は
善

悪
を
起
え
て
い
る
も

の

で
あ
る
。

ま
た
蒙
古

の
侵
入
と
い
う
こ

と
も
、
元

の
世
祖
忽
必
烈

の
侵
略
的
野
心
の
た
め
に
引
起

さ
れ
た

と
こ
ろ
の
戦
争

で
あ

つ
て
、

い
ず
れ
に
し
て
も
こ
の
こ
と
を
持

つ
て
法

然
の
念
仏
興
行

が
直
接

原
因
で
あ
る
と
す
る

の
は
不
合
理
で
あ

ろ
う
。

さ
て
安
国
論
を
幕
府
に
提
出
し
た
が
、

か
え
つ
て
幕
府

よ
り
迫

害
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

つ
た
。

ま
た
、
彼
の
信
念

よ
り
発

す
る
言
葉

に
は
、
か
な
り
常
軌
を
逸
し

た
点
が
あ
り
、
随
所

で
そ

の
信
念

を
披
櫪

し
て
止
ま
な
か

つ
た
た
め
に
、
諸
宗

の
徒
か
ら
も

迫
害
を
受
け
、
こ
こ
に
所
謂
る
飼
蓮
宗

の

「
四
箇

の
法
難
」
と
言

う
、
松
葉
谷
σ
法
難

・
伊
東

の
法
難

・
東
条

の
法
難

・
龍

ノ
ロ
の

法
難
が
相
続
く

の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
省
略
す
る
。

文
永
元
年

(
一
二
六
四
)

に
昌
蓮
は
故
郷
に
於

い
て

「
当
世
念

仏
者
無
間
地
獄
事
」
と
い
う
書
を
作
り
、
盛
ん
に
念

仏
無
間
を
唱

え
て
お
り
、
文
永
五
年

(
=

一六
八
)

に
は
、
建
長
寺
の
蘭
溪
道

隆

に
与
え
た
書
に
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念

仏

者

無

聞

地

獄

業

禅

宗

天
魔

所

為

真

言

亡

国

悪

法

律

宗

国

賊

妄

説

と
い
え
る
。

「
四
釐
格
言
」
を
宣
言
し
て
い
る
の
で
あ

る
。

ζ

の
四
箇
格
言

に
つ
い
て
思
う

に
、
此

の
四
箇
は
皆
便
宜
に
従

つ
て
語

を
立

て
た
も

の
で
あ
ろ
う
。
た
め
に
無
間
矛

の
破

は
亦
互

に
相
通
ず
る
も
の
で
あ
る
。
即
ち
、
闘
目
鈔
巻
下
に

「
禅
宗
無
間
」

と
い
い
、
箇
御
器
鈔

に

「
真
言
師
無
間
」
と
い
い
、
開
目
鈔
巻
上

に

「
天
魔
法
然
」

と
い
い
、
撰
時
鈔
巻

下
に

「
念
仏
亡
国
」
と
云

う
語

が
あ
る
の
を

み
て
も
解
る
こ
と

で
あ

る
。
で
は
何
故
に
日
蓮

が
開

宗
後

の
伝
道
に
お
い
て
、
法
然

の
念
仏
宗
を
極
力
排
撃

し
た

か
と

い
う
な
ら
ば
、
当
時

の
仏
教
界

の
状
勢
と
し
て
法
然
寂
後

急

速
に
上
下

の
階
級

の
間
に
広
ま
つ
た
念
仏

は
転
換
期

の
時

代
の
混

乱
し
た
入

心
の
要
求

に
応
じ
て
、
そ

の
彌
陀

一
仏

の
信
仰

は
旧
来

の
聖
道
門
諸
宗
を

し
て
衰
微

の
淵

に
お
と
し
い
れ
再
起
不
可
能
な

る
か

の
感
を
い
だ
か
し
め
る
も

の
が
あ
り
、
そ
れ
と
と
も
に
彼

の

郷
里
安
房
国
東
み

の
地
頭
矛
が
念
仏
を
支
持

し
て
い
た
た
め
に
、

そ

こ
で
目
蓮

の
唱
題
成
仏

の
主
張
も
ま
ず
才

}
に
浄

土
宗

の
念
仏

を
打

倒
す
る
こ
と
を

さ
し
お
い

て
、
当
時

の
社
会

に
う
け
入
れ
ら

れ
る
余
地

は
濠

い
と
考

え
た
結
果
で
あ
ろ
う
。

円

戒

の

研

究

i

特

に
法
然

の
念

仏
と
戒

に
就

い
て
i

北

村

弘

法
然
上
人
は
久
安
六
年

(
一
噸
五
〇
)

十
八
歳

の
時
、
叡
山
黒

谷

の
慈
眼
房
叡
空

の
室

に
入
り
、
円
頓
戒

の
伝
受
を
さ
れ
た
こ
と

は

「
勅
修
御
伝
」

「
十
六
門
記
」
及

び

「
九
巻
伝
」
等

に
よ
り
明

ら
か
で
あ

る
。
而
し
て
法
然
上
人
は
伝
教
大

師
以
来

矛
十
代
目

の

天
台
円
戒

の
正
統
者

と
さ
れ
、
戒
徳

の
秀

れ
た
高
僧

と
し
て
親
し

ま
れ
皇
室
を
始

め
、
貴
族
庶
民

に
至
る
ま
で
多
く

の
人
々
よ
り
帰

依
を
受
け
、

こ
れ
ら
の
入

々
に
授
戒
さ
れ
た
事
は
諸
伝
に
記
す
と

こ
ろ
で
あ

る
。
貴
族

の
中

で
最
も
法
然

上
人
と
関
係

の
厚

か
つ
た

人
は
九
条
兼
実

で
あ
り
、
彼

の
日
記

「
玉
葉
」

の
中

で
も
文
治
五

年

C
i
1
八
九
)

か
ら
建
久
八
年

(
一
}
九
七
)
頃
ま
で
の
記
事

に
於
て
も
実
に
七
回
に
亘
る
授
戒

の
行

わ
れ
た
事

が
推
察
さ
れ
る

の
で
あ

る
。
そ

の

}
例
を
挙
げ
る
と
、
建
久
二
年
九
月
廿
九

日
の

条

に
次

の
如
く
記
さ
れ
て
い
る
、

一
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