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一

中
世
鎌
倉
時
代
に
興

っ
た
新
仏
教
の
祖
師
の
中
で
、
日
蓮
聖
人
ほ
ど
徹
底
し
て
数
多
く
の
法
難
に
値

っ
た
人
は
、
他
に
そ
の
例
を
見
る

こ
と
が
困
難
で
あ
ろ
う
。
コ
一十
余
年
が
間
此
法
門
を
申
す
に
、　
日
々
月
々
年
々
に
難
か
さ
な
る
。
少
々
の
難
は
か
ず
し
ら
ず
。

大
事
の

難
四
度
な
り
Ｔ
）。
」
と
日
蓮
聖
人
自
身
が
述
べ
て
い
る
如
く
、
鎌
倉

。
伊
豆

。
小
松
原

・
竜

口
・
佐
渡
と
、
聖
人
の
行
く
処
、
常
に
大
小

の
法
難
が
待
ち
構
え
て
お
り
、
い
つ
身
命
に
及
ぶ
か
も
し
れ
な
い
と
言
う
波
乱
に
満
ち
た
生
涯
で
あ
り
、
い
つ
も
死
と
隣
り
合
せ
た
受
難

の
祖
師
で
あ

っ
た
と
言
え
よ
う
。

「中
世
」
と
言
う
激
動
す
る
時
代
の
中
で
、　
政
治
権
力
者
か
ら
の
弾
圧
に
属
せ
ず
、　
他
宗
徒
の
根
強
い
迫
害
に
抗
し
つ
つ
、
自
己
の
信

仰

。
信
念
を
貫
き
通
し
、
「我
不
愛
身
命
、
但
惜
無
上
道

，
ど

の
法
華
経
の
精
神
に
生
き
た
者
に
と

っ
て
、

こ
れ
は
必
然
の
結
果
で
あ

っ

た
と
言
う
こ
と
も
で
き
よ
う
が
、

実
は
こ
の

「法
難
に
値

っ
た
こ
と
」

が
聖
人
の
宗
教
上
に
、　
特
に
大
き
な
意
義
を

持

っ
た
も
の
と
し
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蓮
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蓮
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四
〇

て
、
転
生

へ
の
礎
と
な

っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
↑
）。

即
ち
、
日
蓮
聖
人
は
、
建
長
五
年
貧

二
五
一こ

四
月
に

「安
一房
の
国
東
条
の
郡
に
始
で
此
の
正
法
を
弘
通
し
始
め
た
り
。　
随
て
地
頭
、

敵
と
な
る
Ｔ
）。
」

と
あ
る
如
く
、　
立
教
開
宗
の
当
初
よ
り
、
「
日
本
六
十
六
箇
国
嶋
二
の
中
に
、
　
一
日
片
時
も
何
れ
の
所
に
す
む
べ
き
や

う
も
な
し
↑
）。
」
と
言
う
状
態
の
連
続
で
あ
り
、
∧
ま
さ
に
値
難
の
人
∨
で
あ

っ
た
。　
し
か
し
聖
人
は
法
難
に
値
う
毎
に
、　
末
法
の
導
師

た
る

「法
華
経
の
行
者
」
と
し
て
の
使
命
を
深
め
、
「忍
難
弘
経
」
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
「仏
使
」
と
し
て
の
自
覚
を
高
め
て
い
っ
た
の

で
あ
る
。

い
つ
の
時
代
で
あ

っ
て
も
、
新
し
く

「法
を
弘
め
る
者
」
に
対
し
て
は
、
大
な
り
小
な
り
の
迫
害
は
必
ず

つ
き
も
の
で
あ
る
と
言

っ
て

も
よ
か
ろ
う
が
、
聖
人
の
場
合
は
、
殊
に
そ
の
度
合
が
烈
し
く
大
き
い
も
の
で
あ

っ
た
。
そ
れ
は
そ
の
当
時
、
法
華
経
の
真
義
を
知
る
者

は
日
蓮

一
人
で
あ
る
と
言
う
立
場
に
あ

っ
て
↑
）、　
末
法
に
法
華
経
を
弘
通
す
る
者
は
、　
必
ず
大
小
の
法
難
に
値
う
で
あ
ろ
う
と
す
る
仏

の
予
言
７
）を
承
知
の
上
で
、
敢
て
身
命
を
か
え
り
み
ず
、
迫
害
苦
難
の
道
を
選
び
、
も

っ
て
∧
本
化
仏
使
∨

と
し
て
の
使
命
を
果
そ
う

と
し
た
か
ら
に
は
か
な
ら
な
い
。

こ
の
法
難
の
連
続
と
も
言
う
べ
き
生
涯
を
送
り
な
が
ら
、
少
し
も
そ
れ
を
恐
れ
ず
、
悲
し
ま
ず
、
嘆
か
ず
に
、
む
し
ろ
受
難
の
度
毎
に

信
力
を
増
し
、　
ま
す
ま
す
積
極
的
な
弘
経
活
動
に
専
念
し
て
い

っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
上
更
ら
に
、　
法
難
に
値
う
こ
と
に
よ

っ
て
、
「法

華
経
行
者
」

と
し
て
の
資
格
を
備
え
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
考
え
、　
勧
持
品
に
示
さ
れ
た

「三
類
の
強
敵
」
に
よ
る
法
難
を
、
「大
に

悦
ば
し
」
と
も

「あ
ら
嬉
し
や
」

と
も
述
べ
↑
）、　
喜
悦
の
念
を
も

っ
て
甘
受
し
て
い
る
の
で
あ
り
、　
こ
こ
に
聖
人
の
法
難
に
対
す
る
受

取
り
方
の
特
色
が
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

こ
う
し
た
聖
人
に
対
す
る
迫
害
の
手
は
、
や
が
て
聖
人
滅
後
の
教
団
に
対
し
て
も
、
そ
の
ま
ま
引
き
継
が
れ
、
幾
多
の
宗
門
史
上
に
残



る
大
き
な
法
難
を
経
験
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
即
ち
日
蓮
教
団
に
お
け
る
法
難
の
問
題
は
、

①
聖
人
自
身
に
と

っ
て
当
身
の
問
題
た
る

「仏
使
」
と
し
て
の
資
格
を
備
え
、
自
覚
を
深
め
て
い
く
た
め
に
も
、

②
ま
た
、
法
華
経
の
文
を
実
際
に
色
読
体
験
し
て
、
経
文
に
自
身
の
血
を
か
よ
わ
せ
て
い
く
上
か
ら
も
、

③
更
に
叉
末
法
に
法
華
経
を
弘
め
よ
う
と
す
る
者
が
、
必
ず
経
験
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
試
錬
の
道
と
し
て
、
当
然
受
け
止
め
て
い
か

な
く
て
は
な
ら
な
い
問
題
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
こ
れ
よ
り
聖
人
の
法
難
か
ら
始
り
、
聖
人
滅
後
の
教
団
に
お
い
て
、
法
難
が
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
て
い
っ
た
か
、
ま
た
そ
れ

が
社
会
的
に
ど
の
よ
う
な
波
紋
を
描
い
て
い
っ
た
か
を
、
い
さ
さ
か
探

っ
て
み
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

二

先
ず
日
蓮
聖
人
自
身
の
法
難
に
つ
い
て
み
る
と
、
先
述
の
如
く
立
教
開
宗
の
当
初
、
東
条
左
衛
門
景
信
に
向

っ
て
第

一
声
を
挙
げ
た
と

こ
ろ
、
そ
の
怒
り
に
値
い
追
放
さ
れ
、
浄
顕

・
義
浄
の
両
名
の
計
い
に
よ

っ
て
脱
出
し
、
鎌
倉

へ
向

っ
た
が
、
こ
こ
で
聖
人
は
辻
説
法
を

試
み
、
更
に

「
刀
杖
瓦
石
」
の
難
に
値
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

そ
の
中
で
も
特
に
大
き
な
難
は
、
彼
の

『
立
正
安
国
論
』
を
幕
府
に
提
出
し
、
滅
亡
に
瀕
し
て
い
た
国
土
を
救
い
、
天
変
地
夭
に
よ

っ

て
不
安
と
恐
怖
に
沈
み
切

っ
て
、　
厭
世
主
義
に
傾
い
て
い
た
人
々
に
、
「活
き
る
力
」
を
与
え
よ
う
と
さ
れ
た
日
か
ら
数
え
て
、　
四
十
日

日
に
当
る
文
応
元
年
八
月
十
七
日
、
鎌
倉
松
葉
が
谷
の
草
庵
に
火
が
放
た
れ
、
焼
打
ち
の
難
に
値

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
後
年
に
こ
の
法

難
の
こ
と
を
次
の
よ
う
に
追
懐
し
て
い
る
。

「先
づ
大
地
震
に
付
て
去
る
正
嘉
元
年
に
書
を

一
巻
注
し
た
り
し
を
、
故
最
明
寺
の
入
道
に
奉
る
。
御
尋
ね
も
な
く
御
用
ひ
も
な
か
り
し

日
蓮
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に
お
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法
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本
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か
ば
、
国
主
の
御
用
ひ
な
き
法
師
な
れ
ば
あ
や
ま
ち
た
り
と
も
科
あ
ら
じ
と
や
お
も
ひ
け
ん
。
念
仏
者
並
に
檀
那
等
、
叉
さ
る
べ
き
人
々

も
同
意
し
た
る
と
ぞ
聞

へ
し
。
夜
中
に
日
蓮
が
小
庵
に
数
千
人
押
し
寄
せ
て
殺
害
せ
ん
と
せ
し
か
ど
も
、
い
か
ん
が
し
た
り
け
ん
、
其
の

夜
の
害
も
ま
ぬ
が
れ
ぬ
。
然
れ
ど
も
心
を
合
せ
た
る
事
な
れ
ば
、
寄
せ
た
る
者
も
科
な
く
て
、
大
事
の
政
道
を
破
る
。
乃
至
、
御
式
目
を

も
破
ら
る
る
敗
す
）。
」
と
言
う
の
で
あ
る
。　
こ
れ
は
明
ら
か
に

「
日
蓮
を
殺
害
せ
ん
」

と
す
る
目
的
で
、
「き
る
べ
き
人
々
」

の
同
意
を

え
た
上
で
お
こ
な
わ
れ
た
暴
動
で
あ
り
、　
本
来
な
ら
ば
重
く
処
罰
さ
れ
る
べ
き
は
ず
の
人
々
が
、
「心
を
合
せ
た
る
事
」

に
よ

っ
て
、
詮

義
も
さ
れ
て
い
な
い
。
即
ち
こ
の
事
件
２
異
に
あ
る
政
治
的
な
黒
い
動
き
を
、
鋭
く
見
ぬ
い
て
い
た
こ
と
が
知
れ
よ
う
。

従

っ
て
、
九
死
に

一
生
を
得
た
聖
人
が
、　
一
時
難
を
下
総
若
宮
方
面
に
の
が
れ
、
富
木

・
太
田

・
曽
谷

・
秋
元
等
の
有
力
信
徒
の
協
力

を
え
て
、
教
線
を
拡
張
し
、
再
び
鎌
倉

全
戻
る
や
、
直
に

「
日
蓮
が
生
き
た
る
不
思
議
な
り
と
で
伊
豆
の
国

へ
流
し
ぬ
」
と
言
う
第
二
の

法
難
を
用
意
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
幕
府
が
貞
永
年
間
に
制
定
し
た
五
十

一
箇
条
か
ら
な
る

「御
成
敗
式
目
」
を
、
自
ら
の
手
で
破
る

暴
挙
で
あ

っ
た
６
）。

伊
豆
に
流
さ
れ
た
聖
人
は
、　
こ
こ
で
も
船
守
弥
三
郎
夫
妻
の
外
護
を
受
け
、　
や
が
で
地
頭
の
伊
東
八
郎
左
衛
門
尉

朝
高
２

説
に
は
祐
光
と

門
の
帰
依
を
見
る
に
至

っ
た
。
こ
の
と
き
朝
高
は

「海
中
い
ろ
く
づ
の
中
よ
り
出
現
の
仏
体
」
を
聖
人
に
贈

っ

て
い
る
が
、
こ
の
仏
体
は
立
像
の
釈
迦
仏
で
あ
り
、
∧
随
身
仏
∨
と
し
て
常
に
奉
持
さ
れ
る
に
至

っ
た
も
の
で
あ
る
。

聖
人
は
更
に
三
年
後
の
文
永
元
年
貧

二
六
四
）十

一
月
十

一
日
に
、
安
房
の
国
の
小
松
原
に
於
て
、
地
頭
の
東
条
景
信
を
中
心
と
す
る

一

隊
に
襲
れ
、

弟
子
と
信
者
に
初
の
殉
教
者
を
出
し
、　
聖
人
自
身
も
、　
眉
間
に
刀
疵
を
負
う
と
言
う
大
き
な
事
件
に
値
い
、
文
永
八
年
貧

二
七

こ
九
月
十
二
日
に
は
、
「当
身
の
大
事
」
と
も
言
う
べ
き
彼
の
∧
龍
口
法
難
∨
及
び

∧
佐
渡
流
罪
∨

の
最
も
大
き
な
法
難
を
経
験
さ

れ
る
こ
と
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。
斬
罪
を
免
れ
た
あ
と
、
佐
渡

へ
わ
た

っ
た
聖
人
は
、
阿
仏
房
に
よ

っ
て
殺
害
さ
れ
よ
う
と
す
る
が
、
こ

れ
を
逆
く
に
教
化
し
、
そ
の
女
一房
も

一
緒
に
、
最
も
熱
烈
な
法
華
の
徒
た
ら
し
め
る
に
至

っ
た
の
で
あ
る
。



即
ち
、
こ
う
し
た
九
死
に

一
生
を
得
る
三
障
四
魔
の
大
難
に
値
う
毎
に
、
聖
人
は
逆
く
に
法
華
の
信
徒
同
門
を
増
や
し
、
益

々

「法
華

経
の
行
者
」
と
し
て
、
叉

「仏
使
」
と
し
て
の
自
覚
を
貧
）高
め
、　
確
信
を
深
め
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。　
こ
の
こ
と
は
聖
人
の
生
涯
に
お

い
て
、　
最
も
特
筆
注
目
す
べ
き
点
で
あ
り
、　
思
想

・
教
学
の
面
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
「値
難
」
と

「仏
使
」
に

つ
い
て
は
、
法
華
経
勧
持
品
の
二
十
行
の
偶
文
に
よ

っ
て
、
関
係
ず
け
ら
れ
て
お
り
、
聖
人
は
こ
れ
を
∧
行
じ
た
者
∨
と
し
て
、
法
華
経

の

「
色
読
」
（実
践
者
）
た
る
自
覚
を
、　
一
難
毎
に
凝
縮
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

特
に

「龍
の
日
」
を
経
て
佐
渡

へ
向
わ
れ
た
聖
人
は
、　
塚
原
に
於
て
こ
の
問
題
を
と
り
あ
げ
、
『
開
目
抄
』
を
著
し
て
い
る
。　
こ
の
書

の
中
で
聖
人
は
、
あ
ま
り
に
も
迫
害
さ
れ
続
け
た
こ
と
に
よ

っ
て
、
門
下
の
中
に
も
疑
間
を
持
ち
始
め
る
者
が
出
た
の
で
、
こ
れ
に
対
す

る
解
答
と
、
「法
華
経
の
行
者
」
た
る
資
格
を
究
明
し
て
い
る
。　
即
ち
末
法
に
お
け
る

「
弘
経
」
と

「値
難
」
と
は
、

勧
持
品
の
文
か
ら

見
る
と
き
、
切
り
離
す
こ
と
の
で
き
な
い
問
題
と
し
て
ク
ロ
ー
ズ

・
ア
ッ
プ
さ
れ
て
来
る
。
仏
の
予
言
に
よ
れ
ば
、
法
を
弘
め
る
者
は
必

ず
迫
害
に
あ
い
、
法
難
に
あ
う
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

っ
て
、
そ
の
値
難
が
即
ち

「仏
説
に
当
る
」
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
、
そ

れ
が
そ
の
ま
ま
仏
の
予
言
を
助
け
る
こ
と
に
つ
な
が
る
も
の
と
す
る
の
で
あ
る
。

「恐
怖
悪
世
中
　
我
等
当
広
説
　
有
諸
無
智
人
　
悪
口
罵
詈
等
　
及
加
刀
杖
者
　
我
等
皆
当
忍

（乃
至
）悪
口
而
揮
愛
　
数

々
見
濱
出

遠
離
於
塔
寺
っ
ご

と
言
う
さ
ま
ざ
ま
な
法
難
に

一
つ
一
つ
あ
う
こ
と
に
よ
り
、
法
華
経
を

「如
説
修
行
」
し
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ

っ
て
、
そ
こ
に

「持
経

者
」
と
し
て
叉

「弘
経
者
」
と
し
て
の
自
覚
を
深
め
、　
仏
の
予
言
と
自
身
の
体
験
と
が

一
致
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
「仏
使
」

と
し
て
の

条
件
を
具
備
し
た
も
の
と
す
る
の
で
あ
る
。

従

っ
て
、
法
難
に
値
う
こ
と
は
肉
体
的
に
は
苦
し
く
つ
ら
い
こ
と
で
あ

っ
た
が
、
そ
の
反
面
精
神
的
に
は
、
前
述
の
如
く
大
い
に
悦
ば

日
蓮
教
団
に
お
け
る
法
難
の
問
題

（上
日
本
昌
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一一一四
三



日
蓮
教
団
に
お
け
る
法
難
の
問
題

（上
田
本
昌
）

三
四
四

し
い
こ
と
と
し
て
、
法
悦
を
感
じ
益

々
堅
固
な
法
華
信
仰
を
す
す
め
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
即
ち

「仏
の
予
言
」
を

「実
説
化
」
す
る
と

こ
ろ
に
、
生
き
甲
斐
を
感
じ
て
い

っ
た
。

「数
々
見
招
出
等
云
云
、　
日
蓮
法
華
経
の
ゆ

へ
に
度
々
な
が
さ
れ
ず
ば
数

々
の
二
字
い
か
ん
が
せ
ん
。

此
の
二
字
は
天
台
伝
教
も
い

ま
だ
よ
み
給
は
ず
。

況
や
余
人
を
や
。

末
法
の
始
の
し
る
し
、　
恐
怖
悪
世
中
の
金
言
の
あ
ふ
ゆ

へ
に
、　
但
日
蓮

一
人
こ
れ
を
よ
め

当
世
法
華
の
三
類
の
強
敵
な
く
ば
誰
か
仏
説
を
信
受
せ
ん
。
日
蓮
な
く
ば
誰
を
か
法
華
経
の
行
者
と
し
て
仏
語
を
た
す
け
ん
。

経
文
に
我
が
身
普
合
せ
り
。
御
勘
気
を
蒙
れ
ば
い
よ
い
よ
悦
び
を
ま
す
べ
し
■
）。
」

龍
の
日
の
死
刑
に
代

っ
て
、
佐
渡

へ
流
刑
と
な

っ
た
聖
人
の
生
活
は
、
苛
酷
な
も
の
で
あ

っ
た
が
、
そ
の
時
点
で

「仏
使
」
と
し
て
の
認

識
を

一
層
明
確
な
も
の
と
し
て
い

っ
た
。　
一
方
に
お
い
て

「流
人
日
蓮
」
と
し
て
の
配
流
の
身
に
甘
ん
じ
、
佐
渡
の
配
所
に
在

っ
て
、
そ

の
境
遇
に
逆
ら
ず
、　
一
介
の
流
人
僧
と
し
て
の
苦
痛
に
も
堪
え
な
が
ら
、
叉

一
方
に
お
い
て
は
、
仏
語
を
助
け
る
末
法
の
導
師
と
し
て
、

「当
世
日
本
国
に
第

一
に
富
め
る
者
は
日
蓮
な
る
べ
し
２
）。
」

と
の
自
負
心
を

持
ち
、
「人
悉
帰
悪

・
善
神
捨
国
」

の
日
本
を
救
う
た
め

に
、
「柱
と
な
り
眼
目
と
な
り
大
船
と
な
る
」
と
の
使
命
に
燃
え
、　
更
に

「
日
本
国
の
諸
人
に
し
た
し
父
母
」
と
な

っ
て
、　
科
せ
ら
れ
た

使
命
達
成

へ
の
努
力
を
傾
け
て
い

っ
た
。

即
ち
聖
人
は
、
法
華
経
の
行
者
と
し
て
題
目
を
弘
め
た
こ
と
に
よ
り
、
幕
府
及
び
他
教
徒
に
よ

っ
て
、
あ
た
か
も
極
悪
重
罪
犯
人
の
如

く
に
、
鎌
倉
を
追
わ
れ
杖
木
瓦
石
に
送
ら
れ
て
、
法
難
の
集
中
す
る
身
と
な

っ
た
が
、
叉
反
面
そ
の
法
難
に
よ

っ
て
宗
教
的
精
神
面
を
重

厚
な
も
の
と
し
、
更
に
弘
経
の
行
動
範
囲
を
拡
大
し
て
い
っ
た
こ
と
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

聖
人
の
宗
教
に
と

っ
て
こ
の
よ
う
に
法
難
が
、
最
も
大
き
な
力
と
な

っ
て
深
い
影
響
を
与
え
て
い
る
と
こ
が
、
わ
か
る
の
で
あ
る
が
、



こ
れ
は
聖
人
滅
後
の
教
団
に
於
て
も
、
そ
の
ま
ま
に
反
映
さ
れ
て
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

三

日
蓮
聖
人
自
身
に
関
す
る
法
難
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
ほ
ぼ
上
述
の
通
り
で
あ
る
が
、
聖
人
を
中
心
と
す
る
そ
の
門
下
教
団
に
対
し
て

も
、
法
難
の
手
は
厳
し
く
の
び
て
い
っ
た
。
す
で
に
先
き
の
小
松
原
法
難
に
於
て
も
、
弟
子

。
信
徒
の
間
に
多
く
の
死
傷
者
を
出
す
迫
害

に
あ

っ
て
い
る
が
、
弘
安
二
年
九
月
に
駿
河
の
熱
原
で
起

っ
た
百
姓
神
四
郎
等
を
中
心
と
す
る
法
難
も
、
そ
の

一
例
と
い
え
よ
う
。

即
ち

「熱
原
法
難
」

と
言
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
　
こ
れ
は
建
治
元
年
に
大
老
僧
の
中
の
日
興

。
日
持
等
の
諸
師
が
中
心
と
な

っ

て
、
熱
原
や
岩
本
地
方
に
教
線
を
張
り
、
滝
泉
寺
や
実
相
寺
の
僧
徒
が
帰
伏
入
信
し
た
こ
と
に
端
を
発
し
、
両
寺
の
訴
え
に
よ

っ
て
、
平

頼
綱
は
神
四
郎
等
二
十
人
を
捕
え
た
。
こ
れ
は
新
し
い
教
え
が
弘
ま

っ
て
行
こ
う
と
す
る
場
合
、
他
の
教
団
と
の
接
触
に
よ
り
、
新
し
い

教
団
に
関
係
し
て
い
る
人
々
が
、
さ
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
道
と
し
て
、　
一
度
は
通
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
宿
命
で
あ

っ
た
と
言
え
よ
う
。

神
四
郎
を
始
め
と
し
て
弟
の
弥
五
郎
と
弥
次
郎
の
三
名
は
、
厳
し
い
拷
間
に
か
け
ら
れ
た
あ
と
、
逐
い
に
斬
罪
に
処
せ
ら
れ
た
。
い
ず

れ
も
熱
烈
な
法
華
信
仰
の
徒
と
し
て
、
他
教
団
の
教
線
を
お
び
や
か
し
、
批
判
し
た
と
言
う
罪
に
よ
る
も
の
で
あ

っ
た
が
、
幕
府
は
そ
の

激
し
い
信
徒
ら
の
団
詰
と
、
周
囲
の
情
況
か
ら
、
残
り
の
十
七
人
に
つ
い
て
は
斬
首
を
赦
免
し
て
釈
放
し
た
。
神
四
郎
兄
弟
は
聖
人
が
身

延

へ
入
山
さ
れ
た
直
後
頃
、
死
身
弘
経
の
意
気
に
燃
え
、
勇
猛
堅
信
な
信
徒
と
し
て
、
富
士
の
山
麓
に
お
け
る
伝
道
に
協
力
し
て
い
っ
た
。

こ
う
し
て
日
蓮
教
団
は
、
そ
の
初
期
か
ら
宗
祖
を
始
め
と
し
て
、
多
く
の
問
弟

。
僧
俗
に
対
し
、
次
第
に
法
難
の
手
が
、
厳
し
く
広
が

っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
た
び
重
な
る
法
難
に
堪
え
が
た
く
、
法
華
信
仰
の
線
列
か
ら
脱
落
し
て
行
く
者
や
、
他
教
団
や
為
政

者
か
ら
の
脅
迫
に
よ

っ
て
動
揺
す
る
者
も
何
人
か
出
て
い
っ
た
が
、
し
か
し
幾
多
の
追
害
に
も
め
げ
ず
、
「正
法
護
持
」
の
信
念
と
、
「身

日
蓮
教
団
に
お
け
る
法
難
の
問
題

（上
日
本
昌
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一一一四
五



日
蓮
教
団
に
お
け
る
法
難
の
問
題

（上
田
本
昌
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一二
四
六

軽
法
重
」
の
教
訓
と
に
よ
り
、
「我
不
愛
身
命
、　
但
惜
無
上
道
」
の
覚
悟
を
固
め
た
僧
俗
に
よ

っ
て
、　
宗
祖
亡
き
あ
と
の
教
団
は
、
逐
次

伸
展
さ
れ
る
に
至

っ
た
の
で
あ
る
。

「法
を
弘
め
る
こ
と
」
の
意
義
を
痛
感
し
、　
日
蓮
門
下
と
し
て
の
使
命
に
燃
え
た
人
々
に
よ

っ
て
、　
教
団
は
支
え
ら
れ
、
や
が
て
発
展

興
隆
期
を
迎
え
る
こ
と
と
な

っ
た
。
即
ち
身
延

・
池
上

。
中
山

・
鎌
倉
等
の
関
東
諸
寺
の
教
勢
が
盛
ん
と
な
り
、
聖
人
滅
後
十
二
年
の
永

仁
元
年
に
は
、
日
像
に
よ

っ
て
京
都
に
開
教
伝
道
が
お
こ
な
わ
れ
、
こ
れ
を
契
機
と
し
て
教
団
内
の
各
門
流
が
競

っ
て
関
西
方
面

へ
の
教

線
を
広
げ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
教
団
の
発
展
は

一
応
順
調
に
進
み
、
戦
国
時
代
の
天
文
法
難
に
至
る
ま
で
、
隆
昌
を
た
ど
る
の
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
中
に

あ

っ
て
も
、　
一
部
に
は
常
に
迫
害
に
よ

っ
て
、

そ
の
犠
牲
と
な

っ
て
い
っ
た
者
も
決
し
て
少
な
く
な
か

っ
た
。　
例
え
ば
応
長
元
年
貧

三

一
こ
に
、
熱
原
法
難
の
時
、
活
躍
し
た
中
老
僧
の
越
後
房
日
弁
は
、　
常
陸
国
に
布
教
を
お
こ
な
い
、　
伊
具
郡
桜
村
に
お
い
て
他
宗
徒
か

ら
の
迫
害
を
受
け
、　
逐
い
に
遷
化
す
る
に
至

っ
て
い
る
３
）。　
叉
教
団
が
京
都
に
進
山
し
て
伝
道
を
開
始
す
る
先
駆
と
な

っ
た
肥
後
房
日

像
は
、
徳
治
二
年
貧

〓
一〇
七
）教
線
が
拡
充
す
る
に
つ
れ
て
、
叡
山
を
始
め
と
す
る
諸
宗
徒
の
議
奏
に
よ
り
、　
院
宣
に
よ

っ
て
土
佐
流
罪

の
身
と
な
り
、
延
慶
二
年
盆

三
〇
九
二

旦
赦
免
と
な

っ
た
が
、　
そ
の
翌
年
再
び
紀
伊
獅
子
が
背
に
流
罪
と
な

っ
た
。

更
に
十
二
年
後
に

は
三
度
日
の
京
都
追
放
に
値
う
な
ど
、
祖
師
日
蓮
と
同
様
に
教
勢
が
進
展
す
る
度
毎
に
、
石
を
も

っ
て
所
を
追
わ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も

朝
廷
の
命
に
よ
る
流
罪
で
あ
る
が
、
実
は
政
権
と
結
び
つ
い
た
諸
宗
徒
の
強
い
要
請
に
よ

っ
て
起

っ
た
法
難
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
日

像
は
こ
う
し
て
前
後
三
回
に
わ
た
り
流
罪
追
放
の
迫
害
を
受
け
た
が
、
そ
う
し
た
中
に
あ

っ
て
着
々
地
盤
を
基
き
、
逐
い
に
京
都

へ
妙
顕

寺
を
建
立
し
、
法
華
弘
通
の
勅
許
を
得
る
ま
で
に
至
り
、
建
武
元
年
貧

三
三
四
）
に
は
教
団
に
お
け
る
最
初
の
勅
願
寺
と
な

っ
た
■
）。

し
か
し
、
弘
通
の
勅
許
を
与
え
た
り
勅
願
寺
と
定
め
た
こ
と
が
、
叡
山
の
衆
徒
を
強
く
刺
激
す
る
結
果
と
な

っ
て
、
日
蓮
教
団
に
対
す



る
憎
し
み
を
か
う
こ
と
と
な
り
、
応
永
十
八
年
２

四
一
こ
具
覚
日
明
が
朝
廷
か
ら
極
官
に
任
ぜ
ら
れ
た
こ
と
に
端
を
発
し
て
、　
逐
に
妙

顕
寺
は
破
却
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

月
明
は
妙
顕
寺
の
再
興
を
す
べ
く
尽
力
し
た
が
、
叡
山
の
衆
徒
は
復
興
を
許
さ
な
か
っ
た
為
に
、
止
む
な
く
寺
号
を
妙
本
寺
と
改
め
、

再
興
を
計

っ
た
。
と
こ
ろ
が
こ
の
妙
本
寺
も
叉
破
却
の
難
に
値
い
、
教
団
と
し
て
は
度
重
な
る
迫
害
に
痛
手
を
受
け
た
が
、
町
衆
の
根
強

い
外
護
に
支
え
ら
れ
て
復
興
を
と
げ
て
い
っ
た
。
こ
れ
は
法
難
に
値
う
毎
に
、
信
徒
の
護
法
意
識
が
強
ま
り
、
団
結
し
て
法
難
を
乗
り
越

え
て
い
く
こ
と
に
法
悦
を
感
ず
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
現
れ
で
あ
り
、
僧
俗

一
体
と
な

っ
て
教
団
の
危
機
を
救
う
べ
く
、
「死
身
弘
経
」

の
聖
人
の
教
え
が
、
実
践
さ
れ
て
い
っ
た
結
果
と
言
う
べ
き
で
あ

っ
て
、
こ
の
教
団
に
お
け
る

一
つ
の
大
き
な
特
徴
と
言
う
こ
が
と
で
き

■
で
つ
。

一
方
関
東
に
於
て
は
、
鎌
倉
の
日
蓮
教
団
が
、　
永
享
八
年
２

四
三
一Ｃ
に
管
領
足
利
持
氏
よ
り
、
ま
さ
に
取
り
潰
さ
れ
よ
う
と
す
る
大

き
な
難
に
値

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。　
こ
の
時
も
他
宗
徒
が
権
力
者
を
動
か
し
法
令
に
よ

っ
て

迫
害
を
加
え
よ
う
と
し
て
来
た
の
で
あ

っ

た
。
管
領
持
氏
は
鎌
倉
に
あ
る
妙
本
寺
や
法
華
寺
を
始
め
と
し
て
、
日
蓮
法
華
宗
の
十
六
か
寺
を
す
べ
て
没
収
し
、
信
徒
の
う
ち
侍
は
そ

の
所
領
を
召
上
げ
、
庶
民
は
頸
を
切

っ
て
、
僧
は
悉
く
流
罪
に
処
す
る
と
言
う
の
で
あ

っ
た
。

持
氏
と
し
て
は
こ
れ
を
機
に
、
教
団
を

一
気
に
取
り
潰
す
つ
も
り
で
あ

っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
名
乗
り
を
挙
げ
る
篤
信
の
身
命
を
惜
し

ま
ぬ
僧
俗
が
次
ぎ
次
ぎ
に
現
れ
、
布
告
の
不
当
を
訴
え
て
、
ま
さ
に
∧
法
華

一
揆
∨
の
蜂
起
の
寸
前
に
及
び
、
反
管
領
派
の
勢
力
が
こ
れ

に
誘
発
さ
れ
て
、
攻
勢
に
転
ず
る
こ
と
を
恐
れ
、
管
領
で
は
法
令
に
よ
る
教
団
取
り
潰
し
を
あ
き
ら
め
、
お
と
が
め
も
な
く
赦
免
放
置
と

言
う
こ
と
で
落
着
し
た
の
で
あ

っ
た

，
）。　
こ
の
一
件
を

「永
亨
法
難
」
と
呼
ん
で
い
る
が
、　
そ
れ
か
ら
三
年
後
、
久
遠
成
院
日
親
は
将

軍
義
教
に
対
し
て
、
『
立
正
治
国
論
』

一
巻
を
著
し
、　
諌
暁
を
お
こ
な

っ
た
為
に
、　
不
快
を
か

っ
て
入
牢
さ
せ
ら
れ
る
に
至

っ
た
。　
一
年

日
蓮
教
団
に
お
け
る
法
難
の
問
題

（上
日
本
昌
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一二
四
七



日
蓮
教
団
に
お
け
る
法
難
の
問
題

（上
田
本
昌
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一二
四
八

半
に
わ
た
っ
て
獄
舎
に
在
り
、
更
に
火
で
熱
し
た
錯
を
頭
に
冠
せ
て
、
拷
間
に
か
け
舌
先
き
を
切
ら
す
な
ど
の
責
苦
を
与
え
た
が
、
遂
い

に
法
華
信
仰
を
捨
て
ず
、
義
教
の
死
後
よ
う
や
く
赦
免
と
な

っ
た
。

こ
の

「錯
冠
り
日
親
」

の
例
を
見
て
も
わ
か
る
如
く
、　
幕
府
の
重
い
責
苦
に
た
え
つ
つ
、

文
字
通
り

「
不
惜
身
命
」

の
経
文
を
実
践

し
、
数
々
の
法
難
を
の
り
こ
え
て
い
っ
た
法
華
の
僧
俗
は
、
叉

「永
享
法
難
」
に
も
見
ら
れ
る
如
く
、　
一
致
団
結
し
て
事
に
当
り
、
教
団

が
危
機
に
瀕
す
る
度
毎
に
、
僧
俗
の
結
合
を
深
め
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
即
ち
日
蓮
教
団
の
僧
俗
は

一
体
と
な

っ
て
法
難
に
立
ち
向
い
、

そ
の
一
難
毎
に
協
力
体
勢
を
固
め
つ
つ
、
「法
華
経
を
行
ず
る
者
」

と
し
て
の
使
命
を
深
め
て
い
く
と
言
う
徹
底
的
な
優
れ
た
特
異
性
を

示
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

四

戦
国
時
代
に
移
る
と
、
日
蓮
教
団
の
動
き
は
更
に

一
層
烈
し
さ
を
増
し
て
い
っ
た
が
、
そ
れ
に
つ
れ
て
法
難
も
叉
厳
し
く
大
き
な
も
の

と
な

っ
て
い
っ
た
。　
即
ち
天
文
五
年
貧

五
三
工Ｃ
に
京
都

一
条
烏
丸
の
観
音
堂
に
於
て
、
上
総
の
茂
原
妙
光
寺
檀
徒
松
本
新
左
衛
門
久
吉

が
、
叡
山
西
塔
北
尾
の
華
王
房
と
問
答
を
交
わ
し
た
こ
と
に
直
接
の
端
を
発
し
、
叡
山
の
衆
徒
を
中
心
と
す
る
京
都

・
奈
良
及
び
そ
の
周

辺
の
諸
山
諸
寺
が
連
合
し
て
、
遂
い
に
京
都
市
内
に
お
け
る
日
蓮
教
団
の
壊
滅

・
粉
砕
を
計
り
、
七
月
二
十
二
日
か
ら
二
十
七
日
に
か
け

て
、
法
乱
戦
斗
が
あ
り
、
二
十

一
か
寺
に
及
ぶ
本
山
を
始
め
、
市
内
の
一
般
民
家
に
も
戦
火
が
延
び
た
。

こ
の
事
件
を
∧
天
文
法
難
∨
と
呼
ん
で
い
る
が
、
こ
の
時
、
摂
津
梶
原
の

一
乗
寺
普
明
院
日
燿
、
京
都
法
華
寺
の
立
正
院
日
将
、
妙
蓮

寺
塔
中
大
成
一房
の
法
性
院
日
漢
、
妙
覚
寺
円
頓
院
日
兆
等
、
及
び
在
俗
の
信
者
小
倉
中
将
公
右

・
卜
部
兼
永
等
を
始
め
、
彩
し
い
数
の
死

傷
者
を
出
す
に
至

っ
た
と
い
う
。
こ
れ
は
聖
人
滅
後
の
教
団
に
と

っ
て
、
最
も
大
き
な
手
痛
い
法
難
で
あ

っ
た
。
二
十

一
か
寺
の
本
山
は



そ
れ
ぞ
れ
の
末
寺
に
、
一
時
難
を
の
が
れ
た
が
、

」市
内
に
お
け
る
日
蓮
教
団
は
、
全
滅
に
近
い
状
態
と
な
り
、
そ
の
後
六
年
間
に
わ
た
り
、

京
都
市
内
で
の
復
興
帰
洛
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
叉
伊
勢
桑
名
の
寿
量
寺
も
こ
れ
と
時
を
同
じ
く
し
て
、
他
門
徒
の
襲
撃
に
値
い
、
火

を
か
け
ら
れ
堺

へ
難
を
脱
れ
た
こ
と
が
同
寺
の

「寺
記
」
に
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
の

「
天
文
法
難
」
は
、
従
来
の
日
蓮
教
団
だ
け
が

一
方
的
に
被
害
を
受
け
て
来
た
諸
法
難
と
異
り
、
相
手
教
団
に
対
し
て
も
漸
く
攻

撃
の
火
蓋
が
切
ら
れ
、
　
一
時
は
日
蓮
教
団
側
が
優
勢
に
立
つ
程
で
あ

っ
た
と
も
伝
え
ら
れ
て
い
る
■
）。　
こ
れ
は
度
重
な
る
法
難
に
備
え

て
、
自
衛
の
た
め
の
勢
力
を
教
団
内
部
に
必
然
的
に
保
持
し
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
く
な

っ
た
結
果
と
見
な
し
え
よ
う
。
か
く
し
て
連

合
し
た
多
教
団
と

一
教
団
と
の
衝
突
は
、　
市
民
に
対
し
て
も
叉
多
く
の
犠
牲
を
強
い
る

結
果
と
な

っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
「
こ
の
戦
火

に
よ

っ
て
京
都
の
大
半
は
灰
儘
と
な
り
、

幾
多
の
生
命

・
財
産
が
失
わ
れ
た
０
ざ

と
伝
え
ら
れ
て
い
る
点
か
ら
見
て
、　
こ
の
法
難
は
最

早
や
仏
教
々
団
内
部
の
事
件
と
し
て
で
は
な
く
、
当
時
の
社
会
に
対
し
て
大
き
な
影
響
を
与
え
た
∧
戦
乱
∨
と
し
て
の
様
相
を
呈
し
、
加

担
し
た
い
ず
れ
の
教
団
に
と

っ
て
も
、
甚
だ
不
本
意
な
結
果
を
見
る
こ
と
に
な

っ
て
し
ま

っ
た
。

次
に
織
田
信
長
が
天
下
統

一
を
計
り
、
政
権
を
握

っ
た
∧
安
土
桃
山
時
代
∨
に
入
る
と
、
信
長
の
強
い
気
性
に
よ
り
、
目
的
達
成
の
た

め
に
は
い
か
な
る
障
害
も
排
除
し
て
し
ま
お
う
と
す
る
手
段
に
よ

っ
て
、　
一
向

一
揆
に
よ
る
根
強
い
抗
争
に
手
を
や
い
た
こ
と
も
あ
り
、

仏
教
々
団
の
勢
力
を
弱
体
化
し
て
し
ま
お
う
と
す
る
意
図
を
持

っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
仏
教
各
教
団
を

一
気
に
弱
体
化

す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
悟
り
、
仏
教
教
団
内
部
か
ら
の
対
立
崩
壊
を
ね
ら

っ
て
い
た
も
の
の
如
く
で
あ

っ
た
。

そ
の
頃
、
安
土
に
お
い
て
浄
土
宗
の
僧
霊
誉
玉
念
ら
と
、
日
蓮
法
華
宗
の
頂
妙
寺
日
眺

・
常
光
院
日
諦
ら
が
問
答
を
行
う
こ
と
と
な

っ

た
。
信
長
と
す
れ
ば
こ
れ
を
機
に
、
安
上
で
勢
力
を
盛
ん
な
ら
し
め
て
い
る
法
華
宗
の
意
気
を
挫
く
べ
く
、
手
は
ず
を
整
え
た
。
天
正
七

年
貧

五
七
九
）
五
月
法
華
宗
は
間
答
に
勝
ち
な
が
ら
、　
謀
略
に
敗
れ
て
信
長
の
命
に
よ
り
、　
普
伝
日
間

。
大
脇
伝
介

・
建
部
紹
智
ら
は
首

日
蓮
教
団
に
お
け
る
法
難
の
問
題

（上
日
本
昌
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一二
四
九



日
蓮
教
団
に
お
け
る
法
難
の
問
題

（上
田
本
昌
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一一一五
〇

を
刻
ね
ら
れ
、
日
洸

ｏ
日
諦
ら
は
捕
え
ら
れ
て
安
上
の
正
覚
院
に
幽
閉
さ
れ
た
。

こ
の
事
件
を

「安
土
宗
論
」
と
称
し
て
い
る
が
、
表
面
上
は
宗
論
に
負
け
た
法
華
宗
が
信
長
に
よ

っ
て
処
罰
さ
れ
た
こ
と
に
な

っ
て
い

る
。
し
か
し
実
際
は
権
力
者
に
よ
る
弾
圧
で
あ
り
、
天
下
制
圧
の
野
望
を
逐
げ
ん
と
す
る
信
長
と
、
法
華
宗
の
隆
昌
を
押
え
ん
と
す
る
浄

土
宗

一
派
の
結
び
つ
き
に
よ

っ
て
生
じ
た
迫
害
以
外
の
何
に
も
の
で
も
な
か

っ
た
こ
と
が
、
今
日
明
確
に
さ
れ
て
い
る
昴
）。

更
に
豊
臣
秀
吉
の
時
代
に
は
、
文
禄
四
年
貧

五
九
五
）京
都
東
山
に
於
て
、　
大
仏
千
僧
供
養
が
催
さ
れ
た
折
り
、

妙
覚
寺
仏
性
院
日
奥

は
こ
れ
に
反
対
し
て

「
不
受
不
施
」
の
宗
制

。
信
条
を
堅
持
し
た
。
こ
の
た
め
濱
出
さ
れ
て
所
々
居
を
転
じ
た
が
、
慶
長
四
年
貧

五
九
九
）

徳
川
家
康
は
、
大
阪
城
に
日
奥
を
召
し
出
し
、
公
命
違
背
の
罪
に
よ
り
、
流
罪
の
言
い
渡
し
が
あ

っ
て
対
馬
に
送
ら
れ
た
。
爾
来
こ
の
不

受
不
施

一
派
は
、
永
く
切
支
丹
と
共
に
禁
制
宗
門
と
し
て
、
迫
害
の

一
途
を
た
ど
る
こ
と
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。
日
奥
の
信
仰
上
に
お
け

る
主
義
と
、
家
康
の
政
治
姿
勢
と
で
は
、
互
い
に
全
く
相
容
れ
な
い
と
こ
ろ
が
あ
り
、
穏
当
を
欠
く
も
の
と
し
て
苦
々
し
く
思
わ
れ
て
い

た
よ
う
で
あ
る
。

慶
長
十
三
年

（
〓
ハ〇
八
）
に
常
楽
院
日
経
が
、

尾
張
の
熱
田
で
浄
土
宗
正
覚
寺
の
綽
道
と
宗
論
を

起
し
た
の
に
端
を

発
し
て
起

っ
た

「慶
長
法
難
」
で
は
、
そ
の
翌
年
に
至

っ
て
身
延
の
日
遠
に
ま
で
難
が
及
び
、　
日
経
は
京
都
六
条
河
原
に
お
い
て
則
則
の
刑
を
受
け
、

弟

子
の
日
玄
は

一
命
を
失
う
と
い
う
惨
事
に
ま
で
発
展
し
て
し
ま

っ
て
い
る
。

こ
う
し
た
諸
法
難
は
、　
一
応
表
面
上
に
は
他
教
団
と
の
布
教
上
に
於
け
る
接
触
に
よ

っ
て
始
め
ら
れ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
そ
の
背
後

に
は
為
政
者
の
動
き
が
み
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
だ
け
に
単
純
な
宗
論

・
間
答
で
は
終
ら
ず
、
必
ず
日
蓮
教
団
側
に
そ
の
つ
ど
厳
し
い
迫
害

が
押
し
寄
せ
て
来
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
聖
人
が
受
け
た
法
難
と
全
く
同
様
で
、
法
華
経
勧
持
品
で
予
言
さ
れ
た
如
く
、
道
門

。

僣
聖

・
俗
衆
の
三
類
と
王
難
（為
政
者
）
と
が
、
常
に
か
ら
み
合
い
つ
つ
日
蓮
聖
人
と
そ
の
教
団
の
上
に
、
永
く
弾
圧
が
与
え
ら
れ
て
い
っ



た
。右

に
掲
げ
た
法
難
の
他
に
も
、　
幾
多
大
小
の
諸
法
難
が

日
蓮
教
団
の
上
に
、　
さ
ま
ざ
ま
な
影
響
を
与
え
て
い
っ
た
の
で
あ
る
が
、　
就

中
、
不
受
不
施
の

一
派
は
、
∧
邪
宗
門
∨
の
名
を
冠
せ
ら
れ
、　
実
に
二
百
十
余
年
間
の
永
き
に
わ
た

っ
て
禁
制
と
さ
れ
、　
為
政
者
か
ら
の

弾
圧
を
蒙

っ
て
来
た
の
で
あ

っ
た

，
）。

こ
う
し
た
日
蓮
教
団
の
歴
史
は
、
即
ち
法
難
の
歴
史
で
あ

っ
た
と
言

っ
て
、
敢
て
過
言
で
は
な
か
ろ
う
。
聖
人
は
自
ら

『
開
目
抄
』
の

中
で
、
法
華
経
を
弘
む
る
自
身
の
上
に
、
ど
一障
四
魔
必
競
起
る
べ
し
と
知
ぬ
”
ざ

と
述
べ
、
更
に

「仏
語
む
な
し
か
ら
さ
れ
ば
三
類
の

怨
敵
す
で
に
国
中
に
充
満
せ
り
。

」
と
も
述
べ
て
い
る
。　
し
か
し
こ
の
受
難
を
覚
悟
し
て
の
弘
通
を
実
践
し
、　
叉
門
下

へ
も
奨
励
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
が
、　
そ
の
反
面
に
は
必
ず
法
華
経
守
護
の
諸
大
に
よ
る
守
護
の
あ
る
こ
と
の
確
信
を
同
時
に
持

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

「法
華
経
の
諸
仏

・
菩
薩

・
十
羅
利
、
日
蓮
を
守
護
し
給

ふ
」

の
み
な
ら
ず

「
七
宗
の
諸
尊

・
守
護
の
善
神
、

日
蓮
を
守
護
し
給
ふ
ベ

し
宛
）。
」
と
言
う
諸
天
の
守
護
に
よ
り
、
法
華
弘
通
の
目
的
が
遂
げ
ら
れ
る
も
の
と
み
て
い
る
。

即
ち
、　
仏
に
成
る
た
め
に
は
生
命
を
捨
つ
る
程
の
覚
悟

「
不
惜
身
命
」

の
信
２
）を
必
要
と
す
る
の
で
あ

っ
て
、　
そ
の
信
に
生
き
る
者

を
諸
天
が
守
護
し
衛
護
し
て
い
く
と
す
る
の
で
あ
る
。
受
難
の
教
団
と
も
言
う
べ
き
日
蓮
教
団
で
は
こ
う
し
た
聖
人
の
信
念
に
基
き
、　
一

難
毎
に
結
団
を
堅
め
、
迫
害
の
つ
ど

「我
不
愛
身
命
」
の
信
を
深
め
て
い
っ
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
、
今
日
の
教
団
が
在
る
の
は
、
そ

の
た
ま
も
の
と
言
う
べ
き
で
ぁ
ろ
う
。

（１
）

開
目
抄
　
（昭
和
定
本
日
蓮
聖
人
遺
文
五
五
七
）

（２
）

法
華
経
勧
持
品
（大
正
蔵
九
―

一
―
三
二Ｃ

日
蓮
教
団
に
お
け
る
法
難
の
問
題

（上
日
本
昌
）

三

五

一



日
蓮
教
団
に
お
け
る
法
難
の
問
題

（上
田
本
昌
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一二
五
二

（３
）

内
村
鑑
三
著

「代
表
的
日
本
人
」
（岩
波
文
庫

一
六
八
）
に
は
、
「如
何
な
る
人
も
日
本
に
於
て
こ
れ
以
上
の
議
謗
を

積
み
重
ね
ら
れ
た
者
は
な

い
。」
と
述
べ

「日
本
人
と
し
て
最
も
勇
敢
な
る
日
本
人
」
と
評
し
て
い
る
。

叉
矢
内
原
忠
雄
著

「余
の
尊
敬
す
る
人
物
」
（岩
波
新
書
）
に
も
日
蓮

の
こ
と
を

「真
理
に
よ
っ
て
国
を
愛
し
、
真
理
の
敵
に
向
っ
て
強
く

「否
」
（
ノ
ウ
）
と
言
う
こ
と
の
出
来
た
人
」
貧

一
七
）
と
記
し
て
い
る
。

（４
）

新
尼
御
前
御
返
事
（昭
定
八
六
八
）

（５
）

報
恩
抄
（昭
定

一
二
三
七
）

（６
）

開
目
抄
（昭
定
五
五
六
）

（７
）

法
華
経
の
勧
持
品
に
は
、
仏
滅
後
こ
の
法
を
説
く
者
に
、
種
々
の
大
難
が
生
起
す
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
（大
正
九
―

一
―
三
六
）

（８
）

開
目
抄
に

「御
勘
気
を
家
れ
ば
い
よ
い
よ
悦
び
を
ま
す
べ
し
。」
（五
六
〇
）
如
説
修
行
抄

・
諸
法
実
相
抄
等
そ
の
他
の
祖
書
に
見
ら
れ
る
。

（９
）

下
山
御
消
息
（昭
定

一
三
三
〇
）

（１０
）

破
良
観
等
御
書
盆

二
八
六
）
に
よ
る
と
、
「
日
蓮
其
難
（松
葉
谷
法
難
）
を
脱
れ
し
か
ば
、　
両
国
の
吏
（執
権
長
時
と
連
署
政
村
の
二
人
）
心
を
あ

わ
せ
た
る
事
な
れ
ば
殺
さ
れ
ぬ
を
と
が
に
し
て
伊
豆
の
国
へ
な
が
さ
れ
ぬ
。」
と
あ
り
、
為
政
者
に
よ
る
弾
圧
で
あ
る
こ
と
が
明
確
で
あ
る
。

（ｎ
）

拙
論

「日
蓮
聖
人
に
於
け
る
仏
使
の
自
覚
」
（印
度
学
仏
教
学
研
究

一
七
ノ
一
）参
照

（‐２
）

法
華
経
勧
持
品
（大
正
蔵
九
―

一
―
三
六
）

（‐３
）

開

日

抄
　
（昭
定
五
六
〇
）

（・４
）

同
　
　
　
　
（昭
定
五
八
九
）

（‐５
）

日
蓮
教
団
全
史
上
（立
正
大
学
日
蓮
教
学
研
究
所
編
と

〇

一

（・６
）

同
　
　
　
　
（同
と

〇
八
以
下
参
照

（‐７
）

同
　
　
　
　
（同
Ｙ
一五
四
以
下
参
照

（‐８
）

同
　
　
　
　
　
（同
】
一一六
三

（‐９
）

同
　
　
　
　
　
（同
と
一一六
三

（２０
）

同
　
　
　
　
（同
）
四
七
〇

（２．
）

不
受
不
施
派
の
源
流
と
展
開
（宮
崎
英
修
著
）
四
三
四

（２２
）

開

目

抄
　
（昭
定
）
五
五
七



（２３
）

同
　
　
　
　
（同
）
五
八

一

（２４
）

拙
論

「仏
教
に
お
け
る
信
の
問
題
」
（日
本
仏
教
学
会
編
）
の

「
日
蓮
聖
人
の
信
に
つ
い
て
」
二
四

一
参
照

日
蓮
教
団
に
お
け
る
法
難
の
問
題

（上
日
本
昌
）

三

五

三
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