
日
蓮
聖
人
の
政
治
批
判
に
つ
い
て上

本

田

日
fヨ

宗
祖
の
御
遺
文
中
に
は
、
諸
処
に
当
時
の
為
政
者
に
対
す
る
、
政
治
の
批
判
が
試
み
ら
れ
て
い
る
。
先
、
つ
立
正
安
国
論
か
ら
始
っ
て
、

鎌
倉
・
佐
渡
の
両
時
代
を
経
て
晩
年
身
延
時
代
に
至
る
ま
で
、
少
し
も
そ
の
批
判
の
筆
は
劣
え
て
い
な
い
。
む
し
ろ
益
々
力
の
入
っ
た
積

極
的
表
現
が
な
さ
れ
て
い
る
程
で
あ
り
、

「
宗
教
と
政
治
」
の
問
題
は
、
宗
祖
に
と
っ
て
大
き
な
意
義
を
持
っ
た
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ

て
米
た
こ
と
が
知
れ
る
。
事
実
、
宗
祖
は
為
政
者
に
対
し
て
諌
脱
を
行
う
度
ご
と
に
、
直
接
或
は
間
接
に
弾
圧
を
受
け
、
迫
害
の
場
に
し

ば
／
＼
立
た
れ
た
の
で
あ
り
、
他
に
そ
の
類
例
を
見
る
こ
と
が
出
来
な
い
程
で
あ
る
。

ま
た
、
宗
祖
が
政
治
批
判
を
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
ほ
と
ん
ど
例
外
な
く
法
華
の
信
仰
に
依
る
正
法
の
流
布
が
、
問
題
と
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
即
ち
「
正
法
に
よ
る
政
治
」
が
、
宗
祖
に
と
っ
て
の
最
大
関
心
事
で
あ
り
、
亦
理
想
で
も
あ
っ
た
。
当
時
の
宗
教
状
勢
は
、
云

う
ま
で
も
な
く
浄
土
教
に
よ
る
念
仏
一
辺
倒
の
頃
で
あ
り
、
亦
一
方
社
会
状
勢
は
、
鎌
倉
幕
府
の
権
力
政
治
下
に
於
て
二
般
庶
民
は
乱
政

に
よ
る
不
安
と
苦
役
の
貧
し
い
生
活
を
営
な
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
日
然
と
厭
世
的
な
思
惟
方
向
に
傾
き
、
現
実
に
望
み
を
み
た

す
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
と
し
理
想
境
を
到
来
の
世
に
求
め
る
と
云
う
行
さ
方
に
な
っ
て
い
っ
た
。
こ
う
し
た
庶
民
は
救
い
の
子
を
往
生
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信
仰
に
頼
り
、
そ
の
願
望
を
満
し
て
行
こ
う
と
専
念
し
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
む
し
ろ
当
時
の
状
勢
か
ら
考
え
て
み
る
と
き
、
当
然
の

な
り
ゆ
き
で
あ
っ
た
ろ
う
と
思
え
る
の
で
あ
る
。

宗
祖
は
こ
う
し
た
為
政
者
の
政
策
に
対
し
、
又
宗
教
政
策
に
対
し
て
も
、
常
に
公
正
な
批
判
が
下
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
、
法
華
杭
の
行

者
と
し
て
、
国
家
に
対
す
る
実
践
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
然
も
そ
れ
は
正
法
忠
怨
か
ら
の
体
系
的
な
行
為
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
先
づ

「
立
正
安
国
論
」
で
は
正
嘉
元
年
よ
り
文
応
元
年
に
至
る
ま
で
、
続
出
し
た
天
変
地
夫
に
つ
い
て
、
幕
府
の
対
策
に
は
根
本
的
に
訳
り
が

あ
る
と
し
て
こ
れ
を
批
判
し
、
第
一
諌
暁
が
行
わ
れ
て
い
る
。
即
ち
「
信
仰
の
寸
心
を
改
め
よ
」
と
為
政
者
の
正
法
帰
依
を
う
な
が
し
、

4

そ
れ
に
依
っ
て
「
ゴ
一
界
は
皆
仏
国
」
の
理
想
実
現
を
目
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
宗
祖
に
と
っ
て
正
法
と
は
法
華
経
以
外
に
な
く
、
法
華
経
の

弘
通
す
る
処
に
、
初
め
て
立
正
安
国
の
理
想
国
家
が
実
現
す
る
、
と
主
張
す
る
の
が
法
華
の
信
仰
に
立
っ
た
宗
祖
の
国
家
観
で
あ
っ
て
、

一時一

換
言
す
れ
ば
、
裟
婆
即
寂
光
の
理
を
実
現
す
る
為
に
は
、
政
治
も
宗
教
も
大
き
な
改
革
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
自
覚
し
て
お

ら
れ
た
よ
う
に
思
え
る
の
で
あ
る
。

（
尚
、
安
国
論
に
つ
い
て
は
「
大
崎
学
報
」
（
第
一
一
二
号
〉
の
拙
稿
を
参
照
せ
ら
れ
た
い
。
〉

次
に
、
文
永
八
年
九
月
十
二
日
付
を
も
っ
て
、
平
左
術
門
尉
に
宛
て
記
さ
れ
た
「
一
昨
日
御
書
」
に
依
っ
て
見
る
と
、
先
き
の
安
同
論

に
於
て
予
言
し
た
他
凶
侵
逼
の
前
兆
を
憂
い
、
再
び
幕
府
に
対
し
て
諌
脱
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
即
ち
、

七

ン

ア

グ

ュ

7

b

f

ヲ

ク

グ

ヲ

シ

ア

ス

か

ヲ

ア

シ

ト

ス

ト

同
貴
辺
者
当
時
天
下
之
棟
梁
也
。
何
損
二
国
中
之
良
材
一
哉
。
早
田
コ
賢
慮
－
須
v
退
コ
巽
敵
目
。
安
レ
叫
山
安
レ
国
為
レ
忠
為
レ
孝
失
。

三

ノ

ム

戸

セ

①

為
レ
身
不
レ
述
レ
之
。
為
ν
君
為
ν
仏
為
レ
神
為
二
切
衆
生
一
所
レ
令
二
三
一
一
口
上
－
也
。

是
偏へ



と
あ
り
、
此
の
第
二
諌
暁
は
安
国
論
の
提
出
後
も
一
向
に
幕
府
の
政
策
に
変
り
が
見
ら
れ
ず
、
依
然
と
し
て
旧
態
の
政
策
を
た
も
ち
、
特

に
当
時
の
政
治
に
於
け
る
根
本
を
な
す
宗
教
政
策
に
つ
い
て
、

い
さ
』
か
の
改
善
も
な
さ
れ
て
い
な
い
の
に
対
し
、
そ
の
善
処
を
強
く
要

望
す
る
た
め
の
も
の
に
外
な
ら
な
か
っ
た
と
見
る
こ
と
が
出
来
る
。

こ
れ
に
対
す
る
幕
府
の
反
響
は
直
に
現
れ
、
竜
口
に
於
て
秘
か
に
宗
祖
を
亡
き
者
に
し
よ
う
と
、
不
当
に
過
重
な
弾
圧
を
加
え
て
来
た

の
で
あ
り
、
こ
れ
か
ら
し
て
み
て
も
、
よ
り
宗
祖
の
政
治
批
判
が
痛
烈
な
も
の
で
あ
っ
た
か
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。
此
の
点
を
更
に
「
種

々
御
振
舞
御
書
」
に
依
っ
て
見
る
と
と
、
自
界
叛
逆
・
他
国
侵
逼
の
二
難
に
就
い
て
述
べ
、
そ
の
下
に
、

太
政
の
入
道
の
く
る
ひ
（
狂
）
し
よ
う
に
、
す
こ
し
も
は
ば
か
る
事
な
く
物
に
く
る
う
。
去
文
永
八
年
太
歳
辛
未
九
月
十
二
日
御
勘

気
を
か
お
る
。
其
時
の
御
勘
気
の
よ
う
も
常
な
ら
ず
、
法
に
す
ぎ
て
み
ゆ
。
了
行
が
謀
反
を
お
こ
し
、

大
夫
，
律
師
が
世
を
み
だ
さ
ん
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と
せ
し
を
、
め
し
と
ら
れ
し
に
も
こ
え
た
り
。
乃
至
、
大
体
事
の
心
を
案
ず
る
に
、
太
政
入
道
の
世
を
と
り
な
が
ら
国
を
や
ぶ
ら
ん

②
 

と
せ
し
に
似
た
り
。
た
Y
事
と
も
み
え
ず
。

と
記
さ
れ
て
あ
り
、
第
二
諌
暁
も
き
き
入
れ
よ
う
と
す
る
事
な
く
、

「
直
諌
者
日
蓮
」
に
対
し
て
極
刑
を
も
っ
て
の
ぞ
も
う
と
し
た
幕
府

要
人
に
対
し
、
宗
祖
は
か
く
政
治
責
任
者
が
、
自
ら
法
を
破
り
国
を
亡
ぼ
そ
う
と
し
て
い
る
狂
人
的
な
行
動
を
難
じ
、
特
に
迫
害
に
就
い

て
「
法
に
過
ぎ
た
」
取
扱
い
を
し
た
こ
と
を
指
摘
し
、
異
常
な
法
を
無
視
し
た
扱
い
を
重
視
し
て
い
る
。

尚
、
此
の
過
重
な
弾
圧
に
つ
い
て
は
後
に
述
べ
る
が
、
了
行
の
起
し
た
謀
反
や
太
夫
の
律
師
に
よ
る
騒
乱
罪
以
上
に
重
い
扱
い
を
受
け

た
こ
と
が
知
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
当
時
と
し
て
は
破
格
の
処
践
で
、
最
も
軍
一
い
と
さ
れ
て
い
た
謀
反
な
ど
と
同
罪
に
扱
わ
れ
た
点
か

ら
見
て
も
判
る
如
く
、
為
政
者
は
宗
祖
の
諌
暁
に
対
し
経
度
に
こ
れ
を
恐
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
え
る
。
比
処
に
於
て
考
え

ち
れ
る
事
は
、
当
時
の
仏
教
は
国
家
に
隷
属
し
、
律
令
に
依
っ
て
取
締
ら
れ
る
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
り
、
宗
祖
の
理
想
と
は
全
く
異
っ



た
方
向
に
む
か
つ
た
こ
と
に
な
る
。
又
か
か
る
、
当
時
の
仏
教
は
、
共
の
大
半
が
国
家
権
力
に
統
制
さ
れ
て
お
り
、
謂
わ
ば
御
用
仏
教
と

し
て
終
始
し
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
宗
祖
は
そ
う
し
た
為
政
者
の
権
力
に
追
随
す
る
他
宗
の
在
り
方
に
、
厳
し
い
批
判
を
加
え
て
い
る
の

で
あ
る
。
そ
れ
が
又
、
身
に
ふ
り
か
h

る
迫
害
の
火
の
手
を
よ
り
大
き
な
も
の
と
す
る
原
動
力
と
も
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

カ

フ

ヘ

大
事
の
難
四
度
な
り
：
：
・
今
度
は
す
で
に
我
身
命
に
及
。
其
上
弟
子
と
い
h

、
間
那
と
い
h

、
わ
ず
か
の
聴
問
の
俗
人
な
ん
ど
来
て

③
 

竜
一
科
に
行
る
。
謀
反
な
ん
ど
の
者
の
ご
と
し
。

此
の
文
に
依
り
更
に
一
一
層
明
ら
か
な
如
く
、
弟
子
・
檀
那
等
に
至
る
ま
で
、
章
一
科
の
加
え
ら
れ
た
こ
と
は
当
時
に
於
て
、
他
に
此
の
よ
う

な
迫
害
を
受
け
た
例
を
見
出
す
こ
と
が
困
難
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
御
振
舞
御
者
に
は
文
永
五
年
十
月
に
公
場
対
決
を
要
求
し
て
、
北
条
時

白
川
・
平
左
街
門
尉
頼
制
・
北
条
弥
源
太
入
道
等
の
何
れ
も
政
治
に
直
接
た
ず
さ
わ
っ
て
い
る
者
、
及
び
極
楽
寺
良
観
・
大
仏
殿
別
当
・
建

か
っ
た
こ
と
に
就
い
て
、

、r

レ

」

日

ソ

U
J

設
日
蓮
が
身
の
こ
と
な
り
と
も
、
同
主
一
と
な
り
、
ま
つ
り
（
政
）
事
を
な
さ
ん
人
々
は
取
つ
ぎ
申
た
ら
ん
に
は
政
道
の
法
ぞ
か
し
。
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長
寺
道
隆
等
の
鎌
倉
に
於
け
る
仏
教
界
を
代
表
す
る
僧
侶
に
宛
て
主
円
か
れ
た
「
十
一
通
書
状
」
に
対
し
、
各
々
満
足
の
回
答
が
得
ら
れ
な

い
わ
う
ぞ
こ
の
事
は
上
の
御
大
事
い
で
き
た
ら
む
の
み
な
ら
ず
、
各
々
の
身
に
あ
た
り
て
、
を
ほ
い
な
る
な
げ
き
出
来
す
べ
き
事
ぞ

④
 

か
し
。

一
国
の
政
治
を
司
る
者
と
し
て
、
定
め
ら
れ
た
「
政
道
の
法
」
に
そ
む
き
、
何
ら
の
詮
議
・
評
定
も
な
く
、
公
場

対
決
の
要
求
を
も
全
く
無
視
し
た
態
度
に
、
国
内
の
万
民
す
べ
て
が
法
辛
経
の
強
敵
と
な
り
、
狂
人
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か

と
述
べ
て
い
る
如
く
、

と
、
幕
府
の
要
人
ば
か
り
で
は
な
く
一
般
に
対
し
て
も
、
此
の
語
法
の
事
実
に
対
す
る
批
判
の
目
が
向
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

此
処
で
注
目
す
べ
き
点
は
、
た
と
え
日
蓮
個
人
の
私
事
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
同
主
と
し
て
い
や
し
く
も
政
治
を
担
当
す
る
身
で
あ
る



な
ら
ば
、
是
れ
を
取
り
上
げ
て
検
討
す
る
の
が
正
し
い
政
道
の
在
り
方
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
所
で
あ
る
。
思
う
に
幕
府
は
一
般
か
ら
の

陳
請
・
要
求
に
対
し
て
は
一
応
詑
議
の
上
で
、
其
の
可
否
を
決
定
し
て
い
た
よ
う
で
必
る
が
、
宗
祖
の
諌
暁
に
限
っ
て
此
の
方
式
に
従
わ

ず
、
他
宗
の
僧
俗
に
依
る
議
言
を
そ
の
ま
h
入
れ
て
、
処
分
し
よ
う
と
し
た
も
の
の
如
く
に
思
え
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば

国
す
で
に
や
ぶ
れ
な
ん
と
す
；
：
：
仏
の
諌
暁
を
重
ず
る
上
、
一
分
の
慈
悲
に
も
よ
を
さ
れ
て
、
同
に
代
て
身
命
を
捨
て
申
せ
ど
も
、

z

＠
 

国
主
等
彼
に
た
ぼ
ら
か
さ
れ
て
、
用
る
人
一
人
も
な
し
。

と
あ
り
、
国
主
等
（
幕
府
の
政
治
責
任
者
等
）
は
、
彼
（
即
ち
語
法
者
）
に
あ
ざ
む
か
れ
て
、
宗
祖
の
不
惜
身
命
の
諌
脱
も
取
り
挙
げ
ら

れ
な
い
ま
L

に
弾
圧
の
み
が
下
さ
れ
る
結
果
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た

h
q

チ

其
時
悪
王
・
悪
比
丘
等
、
大
地
微
塵
よ
り
多
し
て
、
・
：
：
国
主
は
ど
し
打
を
は
じ
め
、
餓
鬼
の
如
く
身
を
く
ら
い
、
後
に
は
他
国
よ

メ

フ

⑥

り
責
さ
せ
給
な
る
べ
し
云
一
式
。

と
も
述
べ
て
、
此
処
で
は
邪
法
を
信
じ
弘
め
る
悪
玉
・
悪
比
丘
に
つ
い
て
論
じ
、
更
に
国
主
の
内
乱
と
及
び
外
冠
に
就
い
て
言
及
し
て
い

- 21ー

る
。
此
の
文
の
下
に
続
け
て
、
日
蓮
門
下
は
一
人
た
り
と
も
臆
し
て
は
な
ら
な
い
と
し
、
親
・
妻
子
・
所
領
等
を
か
え
り
み
る
こ
と
な
く

悪
玉
・
悪
比
丘
ら
の
攻
勢
に
退
転
し
て
は
な
ら
な
い
と
督
励
し
て
い
る
。

ま
た
宗
祖
は
為
政
者
を
し
ば
／
＼
「
国
主
」
な
る
語
を
用
い
て
批
判
し
て
い
る
。
即
ち
「
国
は
現
在
に
は
守
認
の
善
神
に
す
て
ら
れ
、

⑦
 

国
は
他
の
有
と
な
り
」
と
か
或
い
は
「
彼
等
が
大
悪
法
を
尊
ま
る
る
故
に
、
斑
不
尽
の
政
道
で
き
ず
。
彼
の
国
王
の
僻
見
の
心
を
推
す
る

｛

O
o

－
 

に
云
云
」
ー
と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
っ
て
、
何
れ
も
国
主
の
政
治
的
欠
陥
・
無
能
を
指
摘
し
て
い
る
。
端
に
幕
府
の
政
策
そ
の
も
の
を
批
判

す
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
政
治
担
当
者
自
身
に
つ
い
て
も
そ
の
非
を
鋭
く
説
き
示
さ
れ
て
お
り
、
然
も
そ
の
根
本
的
観
念
的
な
誤
謬
を
、

国
主
の
宗
教
観
の
上
に
見
出
し
、
宗
教
政
策
の
改
革
を
主
眼
と
し
て
、
諜
脱
が
展
開
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。



か
L

る
宗
祖
の
政
治
批
判
は
、
次
の
「
下
山
御
消
息
」
の
一
文
に
よ
可
て
明
ら
か
な
如
く
、

「
た
だ
事
な
ら
ざ
る
」
迫
害
の
結
果
を
生

じ
た
の
で
あ
り
、
其
の
弾
圧
は
既
に
述
べ
た
如
く
他
に
例
を
見
る
こ
と
の
出
来
な
い
程
に
、
政
道
を
不
当
に
無
視
し
た
行
動
を
も
っ
て
現

れ
、
所
期
の
目
標
で
あ
っ
た
諸
宗
と
の
公
場
問
答
対
決
は
、
全
く
実
現
さ
れ
ぬ
ま
」
に
終
っ
た
の
で
あ
る
。

抑
日
本
国
の
主
と
な
り
て
、
万
事
を
心
に
任
給
え
り
。
何
事
も
両
方
乞
召
合
て
こ
そ
勝
負
を
決
し
御
成
散
を
な
す
人
の
、
い
か
な
れ

ば
日
蓮
一
人
に
限
て
諸
問
等
に
召
合
せ
ず
し
て
大
科
に
行
る
る
ら
ん
。
是
偏
に
た
だ
事
に
あ
ら
ず
。
た
と
ひ
日
蓮
は
大
科
の
者
な
り

⑨
 

と
も
国
は
安
穏
な
る
べ
か
ら
ず
。

と
あ
っ
て
、
こ
の
下
に
「
貞
永
式
目
」
の
条
項
に
つ
い
て
ふ
れ
て
い
る
。

リ

キ

セ

御
式
目
を
見
に
、
五
十
一
箇
条
を
立
て
て
、
終
に
起
請
文
を
書
載
た
り
。
第
一
第
二
は
神
事
仏
事
乃
至
五
十
一
等
云
云
。
神
事
仏
事

シ

セ

レ

の
肝
要
た
る
法
華
経
を
手
に
に
ぎ
れ
る
者
を
、
議
人
等
に
召
合
ら
れ
ず
し
て
、
彼
等
が
申
す
ま
ま
に
及
ぶ
。
然
ば
他
事
の
小
に
も
此

「
同
印
J

バ川
u
y

起
請
文
に
相
違
す
る
政
道
は
有
ら
め
ど
も
此
は
第
一
大
事
也
。
日
蓮
が
に
く
さ
に
同
を
か
え
、
身
を
失
わ
ん
と
せ
ら
る
」
敗
。

- ~2 ー

此
の
貞
永
式
目
と
は
北
条
幕
府
に
依
っ
て
貞
永
元
年
に
制
定
さ
れ
た
法
律
で
あ
り
、
全
文
五
十
二
個
条
で
最
後
に
起
訴
文
を
付
し
、
そ
の

条
項
に
も
と
ず
い
て
親
疎
な
く
成
敗
す
る
事
を
神
仏
に
誓
っ
て
い
る
。
即
ち
第
一
は
神
社
を
修
理
し
、
祭
妃
を
専
ら
に
す
る
こ
と
を
定
め

第
二
は
寺
塔
を
修
造
し
仏
事
等
を
勧
行
す
べ
き
事
を
決
め
て
い
る
。
こ
の
第
一
第
二
の
各
条
項
に
於
て
、
そ
れ
ん
＼
神
仏
尊
崇
の
旨
を
明

白
に
し
、
然
も
第
四
十
五
条
で
は
如
何
な
る
こ
と
も
、
そ
の
事
の
審
議
可
否
を
決
せ
ず
し
て
成
敗
せ
ざ
る
こ
と
を
記
し
、
更
に
第
四
十
九

条
に
於
て
は
、
訴
状
・
陳
情
等
に
対
し
て
は
、
そ
の
理
非
の
明
白
な
ら
ざ
る
も
の
以
外
は
対
決
を
行
わ
し
め
る
事
が
明
記
さ
れ
て
い
る
の



e

で
あ
る
。
然
る
に
そ
れ
に
も
か
』
わ
ら
ず
、
幕
府
は
宗
祖
に
対
し
て
、
既
に
上
奏
し
た
安
国
論
及
び
与
北
条
時
宗
主
百
に
於
て
、

「
国
家
の

安
危
は
政
道
の
直
否
に
あ
り
、
仏
法
の
邪
正
は
経
文
の
明
鏡
に
依
る
。
乃
至
日
蓮
が
申
す
事
御
用
い
な
く
ん
ば
定
め
て
倣
悔
こ
れ
あ
る
べ

し
、
日
蓮
は
法
華
経
の
御
使
也
。
乃
至
所
詮
は
万
祈
を
抽
っ
て
諸
宗
を
御
前
に
召
し
合
せ
、
仏
法
の
邪
正
を
決
し
給
え
」
と
述
べ
て
い
る

如
く
、
諸
宗
と
の
公
場
対
決
要
求
に
対
し
、
此
の
式
目
の
条
項
に
自
ら
違
反
し
て
、
議
言
の
ま
h
に
死
罪
の
大
科
に
し
よ
う
と
し
た
事
は

幕
府
自
ら
が
国
法
を
破
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
強
く
責
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
斯
様
な
片
手
落
ち
の
あ
や
ま
て
る
政
治
と
そ
の
責
任
者

に
対
し
「
是
偏
え
に
只
事
に
非
ず
」
と
正
道
を
失
っ
た
や
り
方
を
－
愛
い
、
日
注
を
に
く
む
あ
ま
り
、
国
を
亡
ぼ
し
身
を
失
う
結
果
と
な
る

の
で
は
な
か
ろ
う
か
、
と
深
慮
を
め
ぐ
ら
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
貞
永
式
目
の
違
反
に
対
す
る
宗
祖
の
批
判
の
目
は
更
に
こ
れ
以
前
鎌
倉
松
葉
谷
の
法
難
の
際
に
も
向
け
ら
れ
て
い
る
。
即
ち
、

シ

セ

念
仏
者
誼
に
檀
那
等
、
又
さ
る
べ
き
人
々
も
同
意
し
た
る
と
ぞ
聞
え
し
。
夜
中
に
日
蓮
が
小
庵
に
数
千
人
押
寄
て
殺
害
せ
ん
と
せ
し

ν

セ

セ

か
ど
も
、
い
か
ん
が
し
た
り
け
ん
、
其
の
夜
の
害
も
ま
ぬ
か
れ
向
。
然
ど
も
心
を
合
た
る
事
な
れ
ば
、
寄
た
る
者
も
科
な
く
て
、
大

事
の
政
道
を
破
る
O
i
－
－
－
御
式
目
を
も
破
ら
る
h

歎
ゆ
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と
あ
る
に
依
っ
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
右
の
文
中
「
さ
る
べ
き
人
々
も
同
・
怠
し
」
と
あ
る
の
は
、
恐
ら
く
幕
府
の
要
人
あ
た
り
の
人
々
を

指
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
故
に
当
然
、
式
目
の
上
か
ら
罰
せ
ら
れ
る
べ
き
は
ず
の
人
々
が
、

「
心
を
合
せ
た
る
」
こ
と

な
る
が
た
め
に
、
不
聞
に
ふ
さ
れ
、
式
目
を
も
無
視
し
て
、
政
道
を
破
る
結
果
に
落
ち
入
っ
て
し
ま
っ
た
も
の
で
あ
る
と
云
う
の
で
あ

る
。
故
に
ま
た
後
の
「
佐
渡
御
室
百
」
に
は

⑬
 

悪
王
の
正
法
を
破
る
に
、
邪
法
の
僧
等
が
方
人
を
な
し
て
智
者
を
失
わ
ん
時
は
、
云
云

と
述
べ
て
あ
り
、
妥
に
於
て
も
判
然
た
る
如
く
為
政
者
が
邪
法
の
僧
俗
に
よ
っ
て
、
益
々
正
法
を
失
い
国
家
を
危
機
に
導
く
結
果
と
な
る



回
目
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

つ
ま
り
為
政
者
に
邪
法
の
僧
俗
が
方
人
と
な
っ
て
、

国
を
減
す
凶
を
な
し
て
い
る
と
の
断
言
で
あ
る
。
此
の

「
人
の
思
は
日
々
に
増
長
し
、
政
道
は
月
々
に
衰
滅
す
る
か
の

現
れ
と
し
て
腐
敗
し
た
政
治
が
公
然
と
行
わ
れ
、
徒
ら
に
法
律
を
犯
し
、

⑭
 

故
に
、
又
三
災
七
難
先
よ
り
い
よ
／
＼
増
長
し
て
、
」
国
土
万
民
乱
れ
を
生
じ
、
曲
れ
る
為
政
者
の
行
動
と
政
治
の
貧
困
横
道
と
に
よ
り

遂
い
に
破
滅
の
一
途
を
た
ど
る
以
外
に
な
い
こ
と
を
主
張
し
宗
祖
の
政
治
批
判
は
常
に
、
万
民
の
安
穏
と
国
家
の
秩
序
維
持
と
か
ら
発
し

て
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
れ
る
の
で
あ
る
。

然
し
て
、
国
家
国
民
の
安
泰
を
願
う
に
は
如
何
な
る
方
策
を
施
す
べ
き
か
に
つ
い
て
、
先
づ
第
一
に
政
治
が
正
し
く
如
法
に
行
わ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
挙
げ
、
そ
の
政
治
が
如
法
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
す
る
為
に
は
、
政
治
の
根
本
と
な
る
べ
き
宗
教
が
最
勝
の
も
の

で
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
更
に
辰
勝
の
宗
教
と
は
何
か
、

と
云
う
問
題
に
就
い
て
、
こ
れ
を
宗
祖
は
正
法
・
法
華
経
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に
求
め
、
そ
の
宗
教
か
ら
「
裟
婆
即
寂
光
の
国
土
」
が
展
開
さ
れ
て
行
く
で
あ
ろ
う
こ
と
を
強
制
し
、
徹
底
し
た
法
華
経
の
正
法
思
想
に

基
ず
い
て
、
幕
府
の
政
治
に
対
し
鋭
い
批
判
の
目
が
注
が
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

四

斯
く
し
て
宗
祖
は
、
政
治
と
宗
教
と
の
関
係
に
於
て
、
こ
れ
を
切
り
離
し
て
考
え
る
こ
と
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
即
ち
常
に
密
接
な
関

連
性
を
持
っ
た
も
の
と
し
て
、
正
法
が
弘
ま
っ
て
い
る
国
土
で
は
政
治
が
如
法
に
行
わ
れ
、
邪
法
の
盛
ん
な
国
土
に
於
て
は
政
治
が
乱
れ

濁
っ
た
世
相
を
現
す
も
の
で
あ
る
、
と
の
考
え
に
よ
っ
て
一
貫
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
政
治
と
宗
教
の
両
者
に
於
け
る
比
重
は
、

「
神
国
王
御
室
こ
に
見
ら
れ
る
如
く
、
宗
教
に
中
心
を
置
い
て
考
え
て
お
ら
れ
る
。

国
土
の
盛
衰
を
計
る
こ
と
は
仏
鏡
に
は
す
ぐ
べ
か
ら
ず
。
；
：
：
仏
法
に
付
き
て
国
も
盛
え
人
の
寿
も
長
く
、
又
仏
法
に
付
て
閃
も
は



カ

ろ
び
、
人
の
寿
も
短
か
る
べ
し
と
み
へ
て
候
。
：
：
：
王
法
の
曲
る
は
小
波
小
凪
の
ご
と
し
。
大
凶
と
大
人
を
ば
失
い
が
た
し
。
仏
法

⑬
 

の
失
あ
る
は
大
風
大
波
の
小
舟
を
や
ぶ
る
が
ご
と
し
。
国
の
や
ぶ
る
る
事
疑
ひ
な
し
。

右
の
文
に
明
ら
か
な
如
く
、
対
比
は
仏
決
を
大
と
し
王
法
を
小
と
し
て
、
専
ら
仏
法
を
重
要
視
巴
て
い
る
。
こ
れ
は
暗
に
幕
府
の
宗
教

政
策
に
対
す
る
訳
ち
を
指
摘
し
た
も
の
と
併
す
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。

「
仏
法
の
失
あ
る
は
」
と
云
う
の
は
、
当
時
の
現
実
遠
献
を
建
前

と
し
た
ペ
シ
ミ
ズ
ム
に
依
る
宗
教
の
流
布
を
指
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
宗
祖
は
現
実
の
上
に
浄
土
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
法
市
信
仰

の
即
身
成
仏
門
に
従
い
、
否
定
さ
れ
た
現
実
世
界
の
意
義
を
恢
復
せ
ん
と
し
た
の
で
あ
る
。
事
実
に
於
て
、
現
実
述
離
の
宗
教
か
ら
は
、

国
家
の
安
穏
も
国
民
の
繁
栄
も
生
れ
て
こ
な
い
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
史
迭
し
「
悶
の
依
る
L

こ
と
疑
い
な
し
」
と
一
五
う
結
果
以
外
に
な
い

換
言
す
れ
ば
、
幕
府
の
か
L
る
誤
っ
た
政
道
は
、
主
因
と
す
る
処
、
為
政
者
を
始
め
一
般
に
至
る
ま
で
、
法
華
経
に
よ
る
立
正
安
悶
以

-25-

こ
と
に
な
る
。

外
の
宗
教
、
特
に
現
実
遠
離
の
信
仰
に
依
る
所
か
ら
来
て
い
る
の
で
あ
る
こ
と
を
、
安
副
論
及
び
共
の
他
の
諸
御
書
に
於
て
強
調
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
即
ち
欣
求
浄
土
の
信
仰
か
ら
来
る
絶
対
他
力
本
願
の
思
偲
は
、
現
実
を
汚
土
と
し
て
否
定
し
只
管
浄
土
の
み
を
求
め
る
と

一
五
う
在
り
方
で
、
こ
れ
は
益
々
現
実
を
窮
境
と
化
す
る
結
果
に
な
り
、
現
実
に
救
い
を
求
め
る
民
衆
の
真
の
宗
教
と
し
て
の
意
義
が
失
わ

れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
宗
祖
は
「
仏
法
乱
る
れ
ば
位
向
も
又
溺
乱
す
」
と
云
内
ノ
観
点
に
立
っ
て
、
濁
乱
し
た
国
土
及
び
無
軌
道
な

幕
府
の
政
治
に
対
し
、
こ
れ
を
根
本
的
に
改
革
す
る
た
め
に
は
、
先
つ
仏
法
の
乱
れ
を
併
決
し
て
行
く
こ
と
が
先
決
で
あ
る
と
し
て
、
法

華
経
の
正
法
信
仰
に
よ
り
こ
れ
を
統
一
し
よ
う
と
願
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
現
実
否
定
の
宗
教
か
ら
離
れ
、
此
の
国
土
の
中
に
浄

土
を
建
投
し
よ
う
と
す
る
目
標
を
か
L
げ
、
現
実
の
中
に
在
っ
て
法
不
信
仰
に
よ
る
正
法
忠
似
を
も
っ
て
、
宗
教
の
真
の
在
り
方
、
特
に

釈
尊
・
聖
徳
太
子
の
理
恕
に
つ
い
て
そ
の
現
実
的
立
義
を
災
践
的
に
示
し
、
専
心
に
浄
土
砂
」
他
地
に
追
求
し
よ
う
と
す
る
行
き
方
か
ら
一



歩
進
ん
だ
、
調
ぱ
実
人
生
に
即
し
た
積
極
的
な
行
き
方
を
選
び
、
裟
婆
即
寂
光
の
法
華
信
仰
を
基
調
と
し
た
政
治
を
理
想
と
し
た
も
の
に

、
外
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
故
に
「
法
華
初
心
成
仏
紗
」
に
は
、

此
時
（
末
法
〉
は
但
法
華
経
の
み
利
生
得
益
あ
る
べ
し
。
：
：
：
法
華
経
を
以
て
国
土
を
祈
ら
ば
、
上
一
人
よ
り
下
万
民
に
至
ま
で
悉

⑮
 

く
悦
び
栄
え
給
べ
き
鎮
護
国
家
の
大
白
法
也
。

と
述
べ
て
お
り
、
此
の
考
え
は
宗
祖
の
生
涯
を
一
貫
し
て
流
れ
て
い
る
宗
教
思
想
で
あ
り
、
こ
れ
が
当
時
の
幕
府
・
政
界
に
対
し
て
は

「
諌
脱
・
陳
情
」
と
し
て
現
さ
れ
、
鋭
い
批
判
と
警
告
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
同
時
に
宗
教
界
に
対
し
て
は
、
信
仰
の

改

輩
よ
折
伏
」
と
云
う
形
で
、
実
際
の
行
動
に
現
れ
て
行
っ
た
の
で
あ
る
と
見
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
そ
の
結
果
、
幕
府
の
要
人
及
び
他
宗

の
僧
俗
に
よ
る
迫
害
の
続
発
を
見
た
の
で
あ
り
、
所
謂
、
ゴ
一
類
の
強
敵
と
云
わ
れ
る
人
等
に
依
っ
て
、
宗
祖
の
政
治
批
判
と
宗
教
改
革
の

え
ばP

楽 L 諸「
1 宗 a 寺
⑪学’泊
者御
等書
執ス」

己モ
郎主

誤 2
故＝
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運
動
は
、
相
当
に
強
力
な
（
時
と
し
て
全
く
法
を
無
視
し
た
）
反
対
運
動
と
、
常
に
接
触
し
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
例

内

ヲ

セ

三

或
事
管
レ
機

或
譲
ニ
前
師

内

ヲ

ヒ

ヲ

或
一
語
二
郎
貝
王
－

ユ

ハ

一

－

シ

テ

シ

ヲ

結
句
最
後
一
恋
心
強
盛
起
－
一
斗
静
一

キ

ヲ

デ

プ

ス

無
ν
失
者
損
レ
之
為
レ

と
あ
っ
て
、
此
の
間
の
事
情
を
物
語
っ
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
出
来
る
。

即
ち
、
此
の
塩
田
は
竜
口
の
法
難
か
ら
脱
れ
て
佐
渡
へ
行
く
途
中
に
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
忠
心
強
盛
な
る
諸
宗
の
学
者
等
、
特
に

賞
王
を
語
ら
い
て
「
失
な
き
者
を
損
う
を
以
て
楽
み
と
な
す
」
と
云
う
態
度
か
ら
は
、
明
ら
か
に
宗
祖
の
標
携
す
る
主
義
に
対
し
て
「
反

対
の
為
の
反
対
」
運
動
以
外
に
は
何
に
も
な
い
よ
う
に
思
え
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
政
策
及
び
教
義
上
か
ら
の
正
当
な
る
反
対
異
議
は

見
当
ら
ず
端
に
宗
祖
の
主
義
を
無
視
し
弾
圧
し
よ
う
と
す
る
外
に
目
的
は
な
い
も
の
と
云
っ
て
、
敢
て
過
言
で
は
な
か
ろ
う
。
尚
、
竜
口



に
於
て
宗
祖
が
頼
綱
ら
数
百
人
の
兵
に
よ
っ
て
逮
捕
さ
れ
た
時
の
有
様
も
前
述
の
如
く
「
御
勘
気
の
よ
う
も
常
な
ら
ず
法
に
過
ぎ
て
見

ゆ
」
と
云
え
る
如
く
で
あ
っ
て
、
当
時
の
為
政
者
が
如
何
に
無
謀
で
あ
っ
た
か
が
知
れ
る
の
で
あ
る
。
又
つ
一
一
沢
抄
」
に
よ
る
と
、

法
華
経
の
行
者
を
つ
か
わ
し
て
御
い
さ
め
あ
る
を
あ
ぞ
め
ず
し
て
、
彼
の
法
師
等
に
心
を
あ
わ
せ
て
悦
間
出
世
の
政
道
を
b
ー
ぶ
り
、

⑩
 

法
に
す
ぎ
て
法
華
経
の
御
か
た
き
に
な
ら
せ
給
う
。
す
で
に
時
す
ぎ
ぬ
れ
ば
、
此
同
や
ぶ
れ
な
ん
と
す
。

と
あ
っ
て
、
此
処
で
云
う
「
彼
の
法
師
等
」
と
は
、

「
悪
法
の
者
ど
も
」
を
指
し
て
お
り
、
為
政
者
が
こ
れ
と
心
を
合
せ
て
政
治
を
破

乱
に
導
い
て
い
る
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
行
為
は
直
に
破
国
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
っ
て
、
既
に
そ
の
前
兆
は
疫
病
等

に
よ
っ
て
現
さ
れ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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然
し
て
、
宗
祖
の
幕
府
に
対
す
る
政
治
批
判
は
、
そ
れ
の
み
が
単
独
で
行
わ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
政
治
の
回
収
底
に
流
れ
る
宗
教
の
改

革
を
先
づ
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
、
次
に
政
治
の
正
常
化
を
強
く
叫
ば
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

宗
祖
に
と
っ
て
政
治
と
宗
教
は
、
影
像
と
実
体
と
の
如
く
に
芳
え
、
如
法
の
宗
教
な
き
処
に
は
誠
の
政
道
も
あ
り
え
ず
と
し
て
、
両
者

の
完
全
な
る
融
和
に
よ
っ
て
人
類
の
理
想
に
近
づ
く
こ
と
を
願
っ
た
の
で
あ
る
。
即
ち
、

（

1
）
 

総
て
の
民
衆
が
理
想
と
す
る
国
家
・
社
会
実
現
の
為
に
は
、
先
づ
正
常
な
政
治
が
実
践
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
云
う
定

義
に
基
き
、

ハ
2
）

そ
の
正
常
な
政
治
を
施
す
為
に
は
、
政
治
思
想
の
根
本
と
な
る
宗
教
が
、
最
も
勝
れ
た
〈
現
実
救
済
の
為
の
も
の
）
で
な
く
て

は
な
ら
な
い
。
と
断
定
し
、



（

3
〉

此
の
芯
味
で
の
宗
教
は
、
現
実
世
界
に
即
し
て
仏
国
土
を
笑
現
し
よ
う
と
す
る
裟
婆
即
寂
光
の
法
華
経
を
も
っ
て
、
最
も
適
し

且
つ
最
も
勝
れ
た
も
の
と
な
す
。

此
の
三
項
に
も
と
ご
つ
い
て
、
宗
祖
の
政
治
批
判
は
当
時
そ
の
例
を
よ
そ
に
見
る
こ
と
が
出
来
ぬ
程
に
、
強
烈
な
国
家
諜
暁
が
な
さ
れ
た

の
で
あ
り
、
如
何
な
る
圧
力
に
も
加
せ
ず
、
身
ム
叩
を
捨
て
」
国
十
一
の
安
穏
と
民
衆
の
理
想
実
現
の
為
に
、
幕
府
と
対
決
し
た
点
に
於
て
、

た
し
か
に
宗
祖
の
崇
一
れ
な
『
立
正
安
問
論
の
精
神
』
ど
も
云
う
べ
き
も
の
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。
法
然
・
親
鷺
等
の
諸
師
も
、
当
時
の
政

治
批
判
は
そ
れ
ル
＼
行
わ
れ
た
で
あ
ろ
う
が
、
宗
祖
の
如
く
徹
底
的
に
、
ま
た
具
体
的
・
実
践
的
に
は
行
わ
れ
て
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

要
す
る
に
、
法
草
信
仰
の
上
に
立
っ
た
政
治
に
よ
り
、
仏
同
士
の
建
設
を
計
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
て
、
再
三
の
国
家
諌
暁
は
、
宗
祖

の
か
L

る
法
事
信
仰
の
社
会
的
実
践
化
で
あ
っ
た
と
一
式
う
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
即
ち
、
国
家
統
治
の
精
神
的
基
盤
と
し
て
法
華
経

開
山

が
信
奉
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
我
国
仏
教
の
祖
と
云
わ
れ
る
聖
徳
太
子
の
掛
か
れ
た
「
一
乗
仏
教
」
に
よ

⑮
 

る
高
山
主
口
同
帰
の
理
惣
に
通
ず
る
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
間
恕
が
宗
組
に
よ
っ
て
実
践
化
さ
れ
て
行
っ
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
出
来
る
と
云

え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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「
法
華
義
疏
」
の
総
序
に
、
法
華
経
所
説
の
「
一
乗
の
教
法
」
を
、

妙
法
と
解
釈
し
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い
る
＠
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