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諸
宗
勝
つ
か
日
蓮
負
け
る
か 

 

鎌
倉
の
極
楽
寺
の
住
職
良
観
の
居
間
で
あ
る
。
使
者
ら
し
い
若
い
僧
と
対
談
を
し
て
い
た
。 

「
日
蓮
坊
の
消
息
は
ど
う
じ
ゃ
な
あ
」 

 

良
観
が
問
う
た
。 

「
は
い
。
檀
家
の
も
の
を
使
い
ま
し
て
、
日
蓮
法
師
の
一
挙
一
動
を
し
ら
べ
て
お
り
ま
す
か
ら
、
ご
安
心
下
さ
い 

 
 
 

ま
し
」 

「
さ
よ
う
か
、
そ
れ
は
頂
上
至
極
、
近
頃
は
ど
う
し
て
お
る
の
か
」 

「
は
い
、
今
は
鎌
倉
に
お
り
ま
せ
ん
。
な
ん
で
も
、
噂
に
よ
り
ま
す
と
甲
州
か
駿
州
に
お
る
と
の
こ
と
で
ご
ざ
い 

 
 
 

ま
す
」 

「
と
き
ど
き
、
鎌
倉
か
ら
い
な
く
な
る
奴
じ
ゃ
な
あ
。
寺
一
つ
も
っ
て
お
ら
ん
坊
主
だ
か
ら
、
ど
こ
へ
で
も
、
風 

 
 
 

し
だ
い
で
は
雲
の
ご
と
く
流
れ
て
行
く
奴
じ
ゃ
。
気
ま
ま
な
も
の
よ
。
だ
が
、
日
蓮
法
師
が
鎌
倉
に
お
ら
ん
時 

 
 
 

は
、
例
の
宣
伝
を
た
の
ん
だ
ぞ
」 
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「
そ
れ
は
も
う
心
得
て
お
り
ま
す
。
日
蓮
法
師
は
ま
こ
と
に
ふ
ら
ち
な
坊
主
で
、
正
式
に
当
方
よ
り
問
答
を
申
し 

 
 
 

こ
む
と
、
急
に
鎌
倉
か
ら
姿
を
け
し
て
ど
こ
か
へ
い
っ
て
し
ま
う
、
と
こ
う
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
。
心
得
え
た
も 

 
 
 

の
で
、
そ
れ
ゆ
え
当
方
で
は
、
今
、
日
蓮
法
師
が
な
に
を
考
え
、
な
に
を
企
ら
ん
で
お
る
か
は
見
通
し
で
ご
ざ
い 

 
 
 

ま
す
」 

「
そ
れ
で
よ
ろ
し
い
。
鎌
倉
に
日
蓮
法
師
が
帰
っ
て
き
た
な
ら
、
当
方
は
、
昨
日
よ
り
病
気
と
い
っ
て
お
れ
ば
い 

 
 
 

い
の
だ
。
し
て
、
今
度
は
、
な
に
を
し
に
甲
州
に
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
」 

「
な
ん
で
も
、
富
士
山
に
登
っ
た
と
か
の
話
で
ご
ざ
い
ま
す
」 

「
え
え
っ
、
富
士
山
に
っ
。
な
に
し
に
登
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か…

…

」 

「
そ
こ
ま
で
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。
ま
さ
か
、
遊
山
す
る
程
の
も
の
ず
き
で
は
あ
り
ま
す
ま
い
」 

「
日
蓮
法
師
の
こ
と
だ
か
ら
、
富
士
山
の
頂
上
に
で
も
登
っ
て
、
例
の
悪
口
を
勢
一
杯
ど
な
り
た
て
て
お
る
の
で 

 
 
 

あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
早
く
蒙
古
よ
、
日
本
に
攻
め
て
き
て
く
れ
と
、
一
大
祈
禱
で
も
し
て
お
る
か
わ
か
ら
ん
。 

 
 
 

日
蓮
こ
そ
、
こ
っ
ち
か
ら
い
え
ば
、
亡
国
坊
主
と
い
い
た
い
と
こ
ろ
だ
」 

「
御
上
人
さ
ま…

…

」 

と
廊
下
に
膝
ま
ず
い
て
、
所
化
が
声
を
か
け
た
。 

「
円
覚
寺
か
ら
使
者
が
ま
い
り
ま
し
て
ご
ざ
い
ま
す
。
み
た
こ
と
の
な
い
御
坊
で
す
が
」 

「
よ
い
。
こ
こ
に
通
し
な
さ
い
」 
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良
観
は
、
機
嫌
が
大
変
に
よ
か
っ
た
。 

 
円
覚
寺
の
使
者
と
い
う
の
が
、
さ
っ
そ
く
に
良
観
の
前
に
通
さ
れ
た
。 

「
拙
僧
は
、
突
禅
と
申
す
雲
水
で
ご
ざ
い
ま
す
。
ま
こ
と
に
、
突
然
ま
い
り
ま
し
た
。
円
覚
寺
の
御
上
人
よ
り
、 

 
 
 

そ
の
話
な
ら
ば
、
自
分
が
良
観
上
人
に
申
し
上
げ
る
よ
り
、
貴
公
が
極
楽
寺
に
い
っ
て
、
直
々
に
申
し
上
げ
ろ
と 

 
 
 

の
こ
と
で
、
本
日
、
参
上
い
た
し
た
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
」 

「
そ
れ
は
、
ご
苦
労
さ
ま
。
話
と
い
う
の
は…

…

」 

「
は
い
。
実
は
、
拙
僧
は
、
昨
日
京
都
よ
り
こ
の
鎌
倉
に
所
用
か
お
り
ま
し
て
ま
い
っ
た
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

例
の
日
蓮
法
師
に
関
す
る
噂
が
京
都
に
も
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
そ
れ
を
何
か
の
ご
参
考
に
で
も
な
ろ
う
と
、
御
上 

 
 
 

人
さ
ま
に
申
し
上
げ
た
く
参
じ
ま
し
た
」 

「
そ
れ
は
ま
た
、
結
構
な
お
話
で…

…
」
こ
こ
に
お
る
方
は
念
仏
の
方
の
御
僧
侶
だ
が
、
や
は
り
、
日
蓮
坊
主
に
つ 

 
 

い
て
の
消
息
を
、
今
も
っ
て
き
て
く
れ
た
と
こ
ろ
じ
ゃ
、
だ
か
ら
ご
安
心
あ
っ
て
お
話
し
下
さ
れ
た
ほ
う
が
よ 

 
 
 

い
。
貴
僧
が
こ
こ
で
ご
報
告
し
て
下
さ
れ
ば
、
そ
れ
は
そ
っ
く
り
、
念
仏
宗
の
方
に
も
伝
わ
る
か
ら
ち
ょ
う
ど
便 

 
 
 

利
が
よ
い
。
こ
の
使
者
の
話
で
は
、
日
蓮
法
師
は
、
今
鎌
倉
に
お
ら
ん
と
い
う
か
ら
遠
慮
な
く
、
大
声
で
お
話
し 

 
 
 

な
さ
い
。
こ
れ
は
冗
談
だ
が
な
あ…

…

」 

 

良
観
の
言
葉
に
、
突
禅
も
、
に
っ
こ
り
し
な
が
ら
、
報
告
す
る
の
だ
っ
た
。 

「
実
は
、
日
蓮
法
師
が
自
分
の
弟
子
を
つ
か
い
ま
し
て
京
都
に
上
ら
せ
、
公
卿
た
ち
に
接
近
し
よ
う
と
運
動
し
て 
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お
る
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
」 

「
え
え
っ
、
そ
り
ゃ
、
本
当
か…

…

」 

 

良
観
の
顔
色
が
変
っ
た
。 

「
本
当
で
ご
ざ
れ
ば
こ
そ
。
円
覚
寺
の
御
上
人
が
、
拙
僧
に
良
観
上
人
を
尋
ね
て
、
詳
細
申
し
上
げ
て
こ
い
と
の 

 
 
 

こ
と
な
の
で
ご
ざ
い
ま
す
」 

「
う
う
む
。
そ
り
ゃ
一
大
事
だ
、
聴
こ
う
。
お
話
し
下
さ
れ
い
、
早
く
」 

 

良
観
は
、
も
う
一
人
の
使
者
と
顔
を
見
合
せ
て
、
突
禅
の
顔
を
み
る
の
だ
っ
た
。 

 

突
禅
は
、
自
分
の
言
葉
の
効
果
の
あ
っ
た
こ
と
に
満
足
し
て
、
突
然
ど
こ
ろ
か
必
然
だ
ぞ
と
い
う
よ
う
な
顔
を 

 
 
 

す
る
の
で
あ
っ
た
。 

「
日
蓮
法
師
の
弟
子
の
中
に
、
三
位
房
日
行
と
い
う
の
が
ご
ざ
い
ま
し
て
、
こ
れ
が
京
都
に
上
っ
て
、
蒙
古
襲
来 

 
 
 

を
師
匠
ゆ
ず
り
に
わ
め
き
た
て
て
、
こ
れ
を
調
伏
す
る
法
は
、
日
蓮
の
法
華
経
で
な
け
れ
ば
な
ら
ん
と
、
京
都
中 

 
 
 

に
が
な
り
た
て
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
ち
太
う
ど
、
本
年
（
文
永
六
年
）
の
春
頃
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
こ 

 
 
 

の
三
位
房
日
行
と
い
う
奴
は
、
え
ら
ば
れ
て
京
に
上
る
程
の
人
物
ゆ
え
、
な
か
な
か
上
手
に
と
び
ま
わ
り
ま
し 

 
 
 

て
、
言
葉
な
ぞ
も
、
何
時
の
間
に
か
、
関
東
の
田
舎
な
ま
り
を
ご
ま
か
し
て
、
京
の
言
葉
を
巧
み
に
ま
ね
る
と 

 
 
 
 

い
う
程
の
人
物
で
ご
ざ
い
ま
す
。
田
舎
法
師
が
京
法
師
を
ま
ね
た
歯
の
浮
く
よ
う
な
人
物
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
ど 

 
 
 

う
い
う
関
係
を
た
よ
っ
て
か
、
と
う
と
う
関
白
鷹
司
基
忠
さ
ま
の
持
仏
堂
に
お
い
て
、
説
教
を
す
る
と
こ
ろ
ま 
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で
、
こ
ぎ
つ
け
て
し
ま
っ
た
の
で
す
か
ら
、
京
中
で
の
大
評
判
で
ご
ざ
い
ま
す
」 

「
日
行
と
か
い
う
日
蓮
坊
主
の
弟
子
が
、
関
白
の
屋
敷
に
お
い
て
説
教
を
し
た
と
い
う
の
か
。
本
当
か…

…

ま
こ 

 
 
 

と
と
は
思
え
ん
な
あ
」 

「
本
当
で
ご
ざ
い
ま
す
と
も
、
説
教
を
し
た
三
位
房
日
行
も
な
か
な
か
得
意
に
思
い
、
慢
心
を
い
た
し
ま
し
た 

 
 
 

が
、
日
行
と
い
う
、
自
分
の
師
匠
た
る
日
蓮
法
師
か
ら
も
ら
っ
た
日
号
を
、
尊
成
と
改
名
し
た
と
申
し
ま
す
。
と 

 
 
 

こ
ろ
が
、
近
頃
は
尊
成
と
い
う
名
を
廃
し
ま
し
て
、
ま
た
ま
た
日
行
と
名
乗
る
の
で
、
ど
う
い
う
訳
か
と
調
査
い 

 
 
 

た
し
ま
し
た
と
こ
ろ
、
師
匠
の
日
蓮
坊
か
ら
、
尊
成
と
は
、
も
っ
た
い
な
く
も
隠
岐
島
で
亡
じ
ら
れ
た
る
後
鳥
羽 

 
 
 

天
皇
の
実
名
で
は
な
い
か
と
、
き
つ
く
怒
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
」 

「
田
舎
法
師
が
、
京
に
上
っ
て
、
関
白
の
持
仏
堂
で
説
法
し
た
と
あ
っ
て
は
、
そ
の
く
ら
い
の
慢
心
は
無
理
も
あ 

 
 
 

る
ま
い
。
し
て
、
そ
こ
で
、
ど
ん
な
説
法
を
し
た
か
、
さ
ぐ
っ
て
み
た
か…

…

」 

「
さ
れ
ば
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
が
、
そ
の
、
某
方
面
か
ら
も
れ
聞
い
た
の
で
ご
ざ
ト
ま
す
が
、
い
や
は
や
飛
ん 

 
 
 

で
も
な
い
説
法
を
し
て
お
り
ま
す
」 

「
日
蓮
法
師
の
弟
子
じ
ゃ
か
ら
、
無
論
そ
う
で
あ
ろ
う
が
、
ど
ん
な
話
だ
」 

 

良
観
は
、
突
禅
に
話
を
さ
い
そ
く
し
た
。 

「
日
蓮
坊
主
は
、
鎌
倉
の
諸
大
寺
の
大
徳
が
、
去
年
の
末
の
彼
の
公
場
対
決
の
手
紙
を
黙
殺
さ
れ
ま
し
た
の
で
、 

 
 
 

気
で
も
狂
っ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
か
。
立
正
安
国
論
を
鎌
倉
幕
府
に
提
出
し
た
時
に
は
天
台
沙
門
日
蓮
と
し 
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て
奏
状
を
さ
さ
げ
て
お
る
よ
う
で
す
が
、
最
近
で
は
、
そ
の
天
台
宗
の
悪
口
を
弟
子
に
い
わ
せ
て
お
る
よ
う
で
ご 

 
 
 

ざ
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
蒙
古
の
国
が
攻
め
て
く
る
の
は
、
叡
山
が
誇
法
に
な
っ
た
か
ら
だ
と
申
し
て
お
る
そ
う
で 

 
 
 

ご
ざ
い
ま
す
。
叡
山
の
誇
法
と
は
、
も
ち
ろ
ん
六
年
前
の
あ
の
出
来
事
を
さ
す
の
で
し
ょ
う
か
ら
、
叡
山
と
し
て 

 
 
 

は
日
蓮
法
師
に
対
し
ま
し
て
は
そ
れ
こ
そ
、
ぐ
う
の
音
も
で
ぬ
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
」 

 

突
禅
は
良
観
の
顔
を
そ
っ
と
、
み
な
が
ら
い
う
の
で
あ
る
。
六
年
前
の
あ
の
出
来
事
と
い
う
の
を
少
し
詳
細
に 

 
 
 

述
べ
る
と
、
こ
れ
は
聖
人
が
、
御
輿
振
御
書
と
い
う
御
書
に
一
寸
の
べ
て
お
る
こ
と
で
あ
る
が
、
叡
山
の
僧
侶
が 

 
 
 

道
念
も
信
念
も
な
い
事
実
を
は
っ
き
り
と
示
し
た
、
前
代
未
聞
の
話
で
あ
る
。 

文
永
元
年
の
三
月
二
十
日
、
叡
山
の
僧
侶
た
ち
は
自
分
の
手
で
火
を
つ
け
て
叡
山
の
戒
壇
院
、
大
講
堂
、
法
華 

 
 
 

堂
、
常
行
堂
を
焼
い
て
し
ま
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
諸
堂
宇
の
仏
さ
ま
も
焼
い
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
先
年
、
叡 

 
 
 

山
の
大
講
賃
が
小
僧
の
放
火
で
焼
失
し
て
、
金
閣
寺
の
焼
失
と
と
も
に
、
昭
和
の
人
び
と
を
お
と
ろ
か
せ
た
が
、 

 
 
 

歴
史
上
か
ら
み
れ
ば
先
輩
は
も
っ
と
派
手
な
こ
と
を
や
っ
て
お
る
の
だ
か
ら
、
大
講
堂
の
放
火
小
僧
を
せ
め
る
わ 

 
 
 

け
に
は
ゆ
か
な
い
の
で
あ
る
。
さ
れ
ば
こ
そ
、
こ
の
放
火
小
僧
に
は
全
山
を
あ
げ
て
の
減
刑
運
動
が
起
き
て
お
る 

 
 
 

と
い
う
こ
と
だ
か
ら
、
歴
史
に
照
ら
し
て
み
て
、
ま
こ
と
に
当
然
な
話
だ
と
思
っ
て
お
る
。 

 

さ
て
余
談
は
さ
て
お
い
て
、
坊
主
が
、
自
分
の
寺
に
自
ら
放
火
し
よ
う
と
は
、
昭
和
の
人
に
は
、
そ
の
非
常
識 

 
 
 

さ
は
理
解
で
き
ぬ
が
、
僧
兵
の
歴
史
で
焼
き
つ
焼
か
れ
つ
す
る
の
は
、
日
常
茶
飯
事
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
、
自
分 

 
 
 

か
ら
自
分
の
寺
を
焼
く
の
は
そ
の
例
は
た
び
た
び
な
い
が
、
絶
無
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
鎌
倉
時
代
に
は
、
四
天 
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王
寺
の
僧
覚
順
等
は
本
寺
を
焼
か
ん
と
し
て
九
十
余
人
誅
せ
ら
る
と
か
、
園
城
寺
の
僧
達
は
、
自
分
の
寺
に
戒
壇 

 
 
 

建
立
が
不
許
可
と
な
っ
た
の
を
恨
ん
で
、
自
分
の
寺
の
書
院
、
経
蔵
を
焼
い
た
の
が
、
聖
人
が
、
安
国
論
を
提
出 

 
 
 

し
た
年
の
文
応
元
年
の
前
年
で
あ
る
。 

 

さ
て
、
文
永
元
年
の
叡
山
の
自
分
達
で
の
焼
討
ち
と
い
う
の
ぱ
、
天
王
寺
の
貫
主
を
叡
山
の
方
か
ら
、
上
に
願 

 
 
 

い
で
た
の
に
対
し
て
、
勅
裁
が
な
が
び
い
た
と
い
う
の
が
理
由
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
面
白
い
こ
と
が
起
っ
た
。 

 
 
 

叡
山
の
僧
侶
は
叡
山
の
諸
堂
宇
を
全
部
自
分
の
手
で
焼
い
て
し
ま
っ
た
の
だ
か
ら
、
こ
れ
は
、
お
寺
も
仏
様
も
い 

 
 
 

ら
な
い
と
い
う
理
屈
だ
。
喜
ん
だ
の
は
、
日
頃
の
敵
た
る
園
城
寺
側
で
あ
っ
た
。
叡
山
で
戒
壇
堂
を
焼
い
て
し
ま 

 
 
 

っ
た
の
だ
か
ら
、
園
城
寺
が
、
戒
壇
堂
を
こ
し
ら
え
た
っ
て
文
句
の
つ
け
よ
う
が
な
い
筈
で
あ
る
。
叡
山
と
園
城 

 
 
 

寺
の
仲
の
悪
い
原
因
は
、
園
城
寺
に
戒
壇
堂
を
こ
し
ら
え
よ
う
と
す
る
の
を
、
叡
山
に
戒
壇
堂
が
あ
る
か
ら
、
許 

 
 
 

可
し
て
は
困
る
と
い
う
の
が
、
長
年
の
競
い
の
種
な
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
今
度
は
、
叡
山
の
戒
壇
堂
が
焼
け
た 

 
 
 

の
で
あ
る
か
ら
、
早
く
既
定
事
実
を
つ
く
っ
て
し
ま
え
と
考
え
て
四
月
二
十
九
日
、
私
設
の
戒
壇
堂
を
こ
し
ら
え 

 
 

て
、
権
僧
正
仙
朝
を
授
戒
の
師
と
し
て
、
授
戒
を
行
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

こ
れ
を
風
聞
し
た
叡
山
の
僧
侶
は
、
か
ん
か
ん
に
怒
っ
て
、
お
上
に
は
仙
朝
を
流
罪
に
せ
よ
と
強
訴
す
る
と
と 

 
 
 

も
に
、
五
月
二
日
に
は
、
叡
山
の
大
衆
は
大
挙
し
て
園
城
寺
に
押
し
寄
せ
て
、
新
た
に
建
立
し
た
る
戒
壇
堂
は
も 

 
 
 

ち
ろ
ん
の
こ
と
、
金
堂
以
下
の
堂
搭
房
舎
を
こ
と
ご
と
く
焼
払
っ
て
し
ま
い
、
重
宝
の
梵
鐘
を
戦
利
品
と
し
て
叡 

 
 
 

山
に
持
ち
帰
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
時
の
焼
討
ち
は
、
前
代
未
聞
で
、
三
日
間
に
渡
っ
て
焼
き
討
ち
が
続
き
、
大 
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津
東
西
の
浦
は
す
べ
て
灰
燼
に
帰
し
た
と
い
う
。
戦
利
品
の
梵
鐘
は
、
鎌
倉
幕
府
の
命
令
で
、
六
波
羅
が
取
り
戻 

 
 
 

し
て
、
園
城
寺
に
返
し
て
や
っ
た
。
文
永
四
年
四
月
二
十
八
日
ま
で
は
、
叡
山
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
聖
人
は
こ 

 
 
 

の
暴
挙
を
批
評
し
て
「
あ
る
い
は
、
生
身
の
本
尊
た
る
大
講
堂
の
教
主
釈
尊
を
焼
き
払
い
、
あ
る
い
は
生
身
の
弥 

 
 
 

勒
菩
薩
（
園
城
寺
金
堂
の
御
本
尊
を
さ
す
）
を
ほ
ろ
ぼ
す
。
進
ん
で
は
教
主
釈
尊
の
怨
敵
と
な
り
、
し
り
ぞ
い
て 

 
 

は
、
当
来
出
世
を
あ
や
ま
た
ん
と
狂
い
侯
か
、
こ
の
大
罪
は
経
論
に
い
ま
だ
と
か
れ
ず
」
と
い
わ
れ
て
お
る
。
以 

 
 
 

上
の
愚
挙
は
叡
山
の
大
衆
に
も
そ
の
後
、
気
に
な
っ
た
と
み
え
て
、
七
月
二
十
三
日
に
至
り
叡
山
三
塔
の
衆
徒
が 

 
 
 

法
華
経
百
部
を
手
写
し
て
懺
悔
し
た
と
い
わ
れ
て
お
る
。 

 

突
禅
は
な
お
も
言
葉
を
つ
づ
け
る
。 

「
叡
山
の
大
罪
は
、
叡
山
三
千
人
の
失
に
あ
ら
ず
、
公
家
武
家
の
失
た
る
べ
し
と
い
う
の
が
、
彼
の
日
蓮
の
所
論 

 
 
 

で
ご
ざ
い
ま
す
。
よ
っ
て
、
公
卿
の
筆
頭
職
た
る
関
白
に
む
か
っ
て
、
そ
の
弟
千
日
行
を
使
っ
て
い
わ
せ
た
と
申 

 
 
 

し
ま
す
。
日
本
中
、
上
下
万
人
一
人
も
な
く
謗
法
と
な
っ
た
の
で
、
大
梵
天
王
、
帝
釈
、
並
び
に
天
照
太
神
等 

 
 
 

が
、
隣
国
の
聖
人
に
仰
せ
つ
け
て
、
誇
法
を
戒
め
ん
た
め
に
蒙
古
が
攻
め
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
の
例
は
、
支 

 
 
 

那
、
朝
鮮
の
両
国
も
、
禅
宗
念
仏
宗
に
な
っ
た
が
故
に
蒙
古
に
攻
め
ほ
ろ
ぼ
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
国
を
た
す
け
家 

 
 
 

を
思
わ
ん
人
び
と
は
、
南
都
の
旧
宗
た
る
、
華
厳
、
法
相
、
三
論
、
律
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
真
言
、
浄
土
、
禅 

 
 
 

等
を
一
切
禁
止
し
、
特
に
禅
宗
、
念
仏
宗
の
寺
々
は
こ
と
ご
と
く
こ
れ
を
と
り
こ
わ
し
、
そ
の
僧
達
を
獄
屋
に
い 

 
 
 

ま
し
め
て
し
ま
い
、
焼
け
た
叡
山
の
大
講
堂
を
さ
っ
そ
く
に
建
設
し
て
、
霊
山
の
釈
迦
牟
尼
仏
の
御
魂
を
い
れ
る 

 
 
 



 

53 諸宗勝つか日蓮負けるか 
 

御
本
尊
を
つ
く
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
。
こ
と
し
な
け
れ
ば
、
日
本
国
守
護
の
八
百
万
神
も
、
日
本
国
に
帰
っ
て
き 

 
 
 

て
こ
の
国
を
守
護
す
る
こ
と
も
な
く
、
諸
仏
諸
菩
薩
も
、
こ
の
日
本
の
国
を
す
て
さ
る
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
と
い 

 
 
 

う
の
が
、
日
行
が
日
蓮
法
師
に
し
こ
ま
れ
て
、
関
白
の
持
仏
堂
に
お
い
て
行
っ
た
説
教
の
大
要
で
ご
ざ
い
ま
す
」 

 

突
禅
も
、
あ
ま
り
の
長
談
義
に
、
思
わ
ず
額
の
汗
を
手
の
甲
で
ぬ
ぐ
う
の
で
あ
っ
た
。 

 

良
観
は
突
禅
の
語
り
終
わ
る
の
を
待
っ
て
、
落
着
い
て
い
っ
た
。 

「
な
る
程
、
日
蓮
法
師
の
い
う
が
ご
と
く
、
京
都
の
仏
法
は
ま
っ
た
く
乱
れ
て
お
る
。
仏
教
の
統
領
た
る
叡
山
の 

 
 
 

大
衆
が
、
自
ら
わ
が
寺
に
火
を
放
っ
て
、
寺
を
仏
を
焼
く
と
い
う
こ
と
は
、
と
り
も
直
さ
ず
仏
法
滅
罪
の
証
拠
で 

 
 
 

あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
文
永
に
入
っ
て
よ
り
の
五
、
六
年
、
京
、
奈
良
に
お
い
て
は
、
僧
侶
は
何
を
し
て
お
る 

 
 
 

か
。
仏
法
の
利
生
を
離
れ
て
日
夜
闘
争
に
あ
け
く
れ
し
て
お
る
。
二
つ
三
つ
あ
げ
て
み
れ
ば
、
叡
山
の
衆
徒
が
、 

 
 
 

わ
が
非
を
悔
い
ず
、
三
日
間
に
渡
っ
て
園
城
寺
を
焼
き
払
う
だ
の
は
つ
い
四
、
五
年
前
の
こ
と
、
そ
の
後
も
、
一 

 
 
 

向
に
そ
の
暴
力
行
為
を
や
め
る
こ
と
な
く
、
本
年
（
文
永
六
年
）
の
正
月
十
目
に
は
、
御
興
を
奉
じ
て
京
に
乱
入 

 
 

し
、
六
波
羅
の
兵
が
こ
れ
を
ふ
せ
ぐ
と
い
う
騒
動
、
し
か
も
叡
山
の
僧
達
の
勝
手
さ
と
い
え
ば
、
そ
の
常
々
か
つ 

 
 
 

い
で
は
京
に
乱
入
す
る
御
興
を
、
去
年
は
日
吉
三
社
に
お
し
か
け
て
、
ぶ
っ
こ
わ
し
た
り
、
血
を
ぬ
っ
て
そ
の
御 

 
 
 

興
を
け
が
す
と
い
う
こ
と
を
し
た
。 

 

い
や
は
や
、
日
蓮
法
師
な
ら
ず
と
も
、
叡
山
謗
法
を
い
う
か
も
分
ら
な
い
。
そ
の
外
正
伝
寺
の
ぶ
ち
こ
わ
し
、 

 
 
 

北
野
神
社
の
閉
鎖
等
々
い
っ
た
ら
き
り
な
し
じ
や
。
興
福
寺
や
多
武
峰
の
連
中
も
、
叡
山
ば
か
り
に
暴
力
行
為
を 
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任
せ
て
お
け
ぬ
と
、
神
木
を
も
ち
出
し
て
騒
ぐ
や
ら
、
多
武
峰
の
連
中
は
、
御
神
体
の
鎌
足
の
木
像
を
か
つ
ぎ
だ 

 
 
 

し
て
奈
良
か
ら
京
に
入
り
、
関
白
の
屋
敷
に
強
訴
を
企
て
て
お
る
と
い
う
醜
態
で
あ
る
。
文
永
に
入
っ
て
の
、
こ 

 
 
 

の
五
、
六
年
の
京
、
奈
良
の
寺
々
の
僧
侶
の
こ
の
暴
力
沙
汰
は
、
日
蓮
法
師
が
い
う
が
ご
と
く
、
誇
法
の
証
拠
か 

 
 
 

も
し
れ
な
い
と
、
こ
の
良
観
も
内
心
は
秘
か
に
憂
い
て
お
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
し
か
し
、
以
上
は
京
都
、
奈
良 

 
 
 

の
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
の
鎌
倉
と
は
関
係
が
な
い
。
仏
の
御
利
生
は
、
京
、
奈
良
を
離
れ
て
こ
の
鎌
倉
に
あ
る
と 

 
 
 

断
じ
る
こ
と
が
出
来
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
だ
。
今
こ
の
鎌
倉
に
は
、
建
長
寺
、
円
覚
寺
、
寿
福
寺
、
浄
光
明
寺
、
多 

 
 
 

宝
寺
、
長
楽
寺
、
大
仏
殿
、
拙
僧
の
極
楽
寺
の
別
当
、
住
職
は
ま
こ
と
に
、
和
合
僧
の
範
を
示
し
て
互
い
に
水
魚 

 
 
 

の
思
い
を
な
し
、
お
上
よ
り
の
御
祈
禱
の
御
依
頼
に
は
こ
の
七
大
寺
の
和
尚
を
は
じ
め
、
そ
の
末
ま
で
が
み
ん
な 

 
 
 

一
致
協
力
を
し
て
お
る
現
状
、
京
、
奈
良
の
僧
達
が
、
互
い
の
寺
を
焼
い
た
り
焼
か
れ
た
り
の
騒
動
と
は
話
が
違 

 
 
 

う…
…

実
は
な
あ
、
突
禅
殿…
…

」 

 

良
観
は
、
息
を
の
む
と
、
突
禅
の
顔
を
に
っ
こ
り
微
笑
し
て
み
な
が
ら 

「
今
、
え
ら
い
こ
と
を
や
っ
て
お
る
の
だ
」 

「
え
ら
い
こ
と
と
申
し
ま
す
と
、
一
体
、
い
か
な
る
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
か
」 

 

突
禅
が
不
思
議
そ
う
な
顔
を
し
て
き
い
た
。 

「
実
は
、
執
権
職
北
条
時
宗
殿
は
、
弘
長
元
年
に
秋
田
城
介
義
景
の
息
女
を
御
内
室
と
さ
れ
た
。
し
か
る
に
彼
の 

 
 
 

堀
内
殿
が
、
八
年
ぶ
り
で
昨
年
御
懐
胎
あ
そ
ば
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
な
ん
と
か
し
て
男
子
御
出
産
を
と
い
う
、
お 
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上
の
御
願
い
も
、
も
っ
と
も
な
こ
と
、
こ
れ
が
昨
年
の
暮
で
あ
る
。
こ
の
御
祈
禱
の
大
将
格
は
、
園
城
寺
の
長
史 

 
 
 

を
わ
ざ
わ
ざ
や
め
て
、
再
び
若
宮
八
幡
宮
の
別
当
職
と
な
ら
れ
た
、
大
僧
正
隆
辨
上
人
で
あ
る
。
隆
辨
大
僧
正
の 

 
 
 

御
祈
禱
が
、
今
ま
で
、
か
な
わ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
か
つ
て
な
い
こ
と
、
わ
れ
ら
七
大
寺
の
住
職
連
も
、
隆 

 
 
 

辨
上
人
の
御
祈
禱
を
助
け
て
大
衆
を
列
座
さ
す
こ
と
七
八
百
人
と
い
う
豪
勢
さ
で
、
近
頃
に
な
い
大
祈
禱
を
つ
い 

 
 
 

最
近
も
行
い
、
こ
れ
で
、
変
成
男
子
の
大
々
祈
禱
を
三
、
四
回
も
行
っ
て
お
る
。
こ
の
祈
禱
の
大
が
か
り
は
、
さ 

 
 
 

す
が
、
日
蓮
法
師
の
方
に
も
も
れ
た
と
み
え
て
、
彼
は
門
下
の
弟
子
壇
那
に
「
法
華
経
を
も
て
祈
ら
ん
祈
り
こ 

 
 
 

そ
、
真
の
祈
り
で
あ
る
。
華
厳
、
法
相
、
三
論
、
真
言
、
天
台
等
の
祈
ら
ん
祈
り
は
、
こ
れ
も
仏
説
の
こ
と
と 

 
 
 

て
、
唯
一
応
の
祈
り
と
こ
そ
は
な
れ
、
終
に
そ
の
効
あ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
」
と
断
言
し
た
と
あ
る
か
ら
、
見 

 
 

事
、
こ
ち
ら
の
戦
法
に
ひ
っ
か
か
っ
た
も
同
然
で
、
そ
の
高
言
は
、
こ
の
四
、
五
日
で
わ
か
る
と
こ
ろ
な
の
だ
。 

 
 
 

今
度
の
祈
り
は
、
単
に
隆
辨
上
人
一
人
の
御
祈
禱
で
は
な
く
、
日
蓮
の
い
う
が
ご
と
く
、
華
厳
、
法
相
、
三
論
、 

 
 
 

真
言
、
天
台
ば
か
り
で
は
な
く
、
律
宗
も
禅
宗
も
念
仏
宗
も
加
え
た
未
曾
有
の
変
成
男
子
の
大
祈
禱
で
あ
る
。
さ 

 
 
 

に
よ
っ
て
、
今
こ
の
鎌
倉
で
は
、
諸
宗
が
勝
つ
か
、
日
蓮
が
勝
つ
か
と
、
街
々
で
評
判
し
て
お
る
と
か
い
う
話
で 

 
 
 

あ
る
が
、
今
き
け
ば
、
日
蓮
は
鎌
倉
に
お
ら
ず
、
甲
州
と
か
駿
州
と
か
に
い
っ
て
お
る
と
い
う
か
ら
、
こ
の
勝
敗 

 
 
 

で
恥
を
さ
ら
す
の
を
恐
れ
て
、
早
く
も
逃
げ
を
打
っ
た
の
か
も
わ
か
ら
ん
ぞ
。
ま
あ
ま
あ
あ
の
日
蓮
法
師
の
高
慢 

 
 
 

な
鼻
見
事
打
ち
く
だ
く
は
も
は
や
時
機
の
問
題
だ
。
こ
う
や
っ
て
お
る
う
ち
に
も
、
勝
利
の
し
ら
せ
が
く
る
か
も 

 
 
 

わ
か
ら
ん
」 
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「
申
し
上
げ
ま
す
。
申
し
上
げ
ま
す
」 

 
こ
の
時
、
あ
わ
た
だ
し
い
足
音
が
廊
下
に
し
た
。
良
観
は
突
禅
と
も
う
一
人
の
使
者
の
僧
の
顔
を
交
々
み
な
が 

 
 

ら
、
満
足
そ
う
に
い
う
の
で
あ
っ
た
。 

「
お
そ
ら
く
変
成
男
子
御
祈
禱
成
就
の
吉
報
で
あ
ろ
う
。
と
も
に
き
こ
う
で
は
な
い
か
。
は
は
は
は…

…

」 

 

良
観
は
、
お
だ
や
か
な
笑
い
声
を
立
て
る
の
だ
っ
た
。 

「
申
し
上
げ
ま
す
。
只
今
、
使
い
が
参
り
ま
し
た
」 

 

廊
下
か
ら
、
所
化
が
良
観
に
底
頭
し
な
が
ら
告
げ
た
。 

「
で
、
ど
う
し
た
。
祈
願
成
就
で
あ
ろ
う
な
あ
。
日
蓮
法
師
が
さ
ぞ
、
が
っ
か
り
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
早
く
い 

 
 

え
、
い
え
」 

「
そ
れ
が…

…

そ
の
」 

 

所
化
は
、
良
観
の
機
嫌
を
そ
ん
ず
る
こ
と
を
恐
れ
て
、
一
寸
口
ご
も
っ
た
。 

「
な
ぜ
い
わ
ぬ
。
こ
の
御
両
人
に
も
、
吉
報
を
き
か
せ
て
や
っ
て
く
れ
。
母
子
と
も
御
健
全
か
」 

「
は
い
、
母
子
と
も
御
健
勝
の
由
に
ご
ざ
い
ま
す
」 

「
そ
れ
は
よ
か
っ
た
。
め
で
た
い
。
め
で
た
い
」 

「
で
は
ご
ざ
い
ま
す
が
、
御
姫
様
御
誕
生
で
ご
ざ
い
ま
し
た
」 

「
馬
鹿
も
の
、
さ
が
れ
さ
が
れ
。
な
ぜ
、
そ
れ
を
早
く
い
わ
ぬ
の
じ
ゃ
」 
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鎌
倉
中
で
一
番
お
と
な
し
い
と
評
判
さ
れ
た
良
観
も
、
修
行
に
は
限
度
が
あ
る
。
思
わ
ず
、
人
ま
え
も
構
わ
ず 

 
 
 

ど
鳴
ら
ず
に
は
お
れ
な
か
っ
た
。 

 

諸
宗
が
負
け
て
、
日
蓮
が
勝
っ
た
の
で
あ
る
。 
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