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そ
う

け
ん

比
叡
山
の
創
建

ぶ

そ
う

武
装
す
る
僧
侶

比
叡
山
か
ら
の
迫
害

▼
９
支　

呉
・
妙
泉
寺

　
「
お
か
と
う
」
を
謹
製

　

去
る
５
月
３
日
、
有
志
11

名
で
「
お
か
と
う
」
の
謹
製

ご
奉
公
を
。
お
祖
師
さ
ま
の

お
召
し
物
ゆ
え
志
深
く
お
給

仕
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

（
妙
泉
寺
通
信
・
6
月
号
）

▼
11
支　

三
田
・
本
有
寺

　
「
寿
老
会
」
の
発
足

　

壮
年
会
の
会
員
の
年
齢
上

限
を
75
歳
ま
で
と
し
、
そ
れ

以
上
の
お
方
は
「
寿
老
会
」

（
仮
称
）
に
お
移
り
い
た
だ

く
こ
と
が
５
月
の
役
中
連
絡

会
で
決
定
し
た
。
来
年
度
か

ら
の
ス
タ
ー
ト
だ
が
、
婦
人

会
も
同
様
に
該
当
の
お
方
は

「
寿
老
会
」
に
お
移
り
い
た

だ
き
、
共
に
老
後
の
ご
奉
公

を
楽
し
ん
で
い
た
だ
く
。

（
本
有
寺
報
・
６
月
号
）

▼
11
支　

神
戸
・
本
法
寺

　

本
年
度
納
骨
式
挙
行

　

去
る
５
月
１
日
、
本
年
度

の
納
骨
式
が
挙
行
さ
れ
た
。

本
堂
で
総
講
に
引
き
続
き
納

骨
式
の
言
上
が
あ
り
、
遺
族

の
方
が
お
骨
を
持
っ
て
多
宝

塔
（
納
骨
堂
）
へ
移
動
。
多

宝
塔
に
て
納
骨
の
お
看
経
を

い
た
だ
き
無
事
終
了
し
た
。

（
本
法
寺
報
・
６
月
号
）

▼
２
支　

大
阪
・
清
風
寺

　

天
蓋
が
全
国
に
紹
介

　

仏
教
寺
院
の
実
務
専
門
誌

『
寺
門
興
隆
』
の
４
月
号
に

「
本
堂
を
荘
厳
す
天
蓋
の
選

び
方
」
と
い
う
特
集
記
事
が

組
ま
れ
、
当
寺
本
堂
の
天
蓋

が
紹
介
さ
れ
た
。「
仏
天
蓋

と
人
天
蓋
は
な
ん
と
陶
製
。

陶
芸
家
の
石
橋
裕
史
氏
が
手

掛
け
た
芸
術
性
の
高
い
も
の

で
現
代
的
な
本
堂
に
よ
く
マ

ッ
チ
し
て
い
る
」
と
記
載
さ

れ
て
い
る
。

（
清
風
寺
通
信
・
６
月
号
）

▼
２
支　

奈
良
・
本
妙
寺

　

身
障
者
用
駐
車
ス
ペ
ー
ス

　

車
で
お
寺
に
参
詣
の
際
、

高
齢
者
や
体
の
不
自
由
な
方

の
同
乗
の
車
や
運
転
手
本
人

が
体
が
不
自
由
な
場
合
、
優

先
的
に
境
内
に
近
い
場
所
に

駐
車
で
き
る
よ
う
「
障
害
者

用
駐
車
ス
ペ
ー
ス
」
を
設
置

し
た
。
使
用
す
る
方
は
申
請

手
続
が
必
要
。

（
本
妙
信
報
・
６
月
号
）

▼
５
支　

東
京
・
乗
泉
寺

　

お
寺
で
働
き
ま
せ
ん
か
？

　

当
寺
で
は
従
業
員
を
募
集

し
て
い
る
。
①
応
募
資
格
は

信
徒
か
教
務
・
信
徒
の
紹
介

者
。
②
職
種
は
受
付
事
務
、

清
掃
、
整
備
、
夜
警
（
男
子

の
み
）。
③
雇
用
形
態
は
契

約
職
員
ま
た
は
パ
ー
ト
。
④

勤
務
地
は
渋
谷
、
世
田
谷
、

新
座
、
八
王
子
。
詳
細
は
総

務
課
ま
た
は
職
員
課
ま
で
。

（
乗
泉
寺
通
信
・
６
月
号
）

▼
５
支　

東
京
・
立
正
寺

　
「
千
住
寺
小
屋
」
開
催

　

夏
休
み
に
入
っ
て
か
ら
７

月
31
日
ま
で
毎
日
「
千
住
寺

小
屋
」
が
開
催
さ
れ
る
。
20

分
の
お
看
経
の
後
、
40
分
間

夏
休
み
の
宿
題
を
す
る
。
そ

の
後
30
分
は
ゲ
ー
ム
や
ス
ポ

ー
ツ
、
ま
た
お
出
掛
け
等
が

計
画
さ
れ
て
い
る
。
朝
９
時

に
本
堂
集
合
、
10
時
30
分
解

散
予
定
。
沢
山
の
薫
化
会
員

の
子
供
た
ち
の
参
加
を
！

（
立
正
寺
通
信
・
６
月
号
）

▼
５
支　

東
京
・
信
泉
寺

　

ち
ょ
っ
と
い
い
話

　

境
内
に
咲
く
草
花
は
四
季

折
々
お
参
詣
者
の
目
と
心
を

和
ま
せ
て
く
れ
る
。
ご
主
人

の
介
護
の
合
い
間
を
ぬ
っ
て

「
花
の
ご
奉
公
」
を
さ
れ
る

の
は
南
板
橋
教
区
の
市
井
常

子
さ
ん
。
ま
た
寺
内
の
炊
事

場
や
ト
イ
レ
等
を
隅
々
ま
で

行
き
届
い
た
ご
奉
公
さ
れ
る

の
は
南
板
橋
教
区
の
岩
井
節

子
さ
ん
で
す
。

（
信
泉
寺
報
・
６
月
号
）

▼
５
支　

千
葉
・
唱
題
寺

　

れ
ん
げ
ま
つ
り
盛
大
に

　

去
る
５
月
12
日
、
恒
例
の

れ
ん
げ
祭
り
を
開
催
し
た
。

今
年
は
子
供
た
ち
や
地
域
の

人
に
よ
り
楽
し
ん
で
も
ら
え

る
よ
う
に
趣
向
を
凝
ら
し
、

千
葉
北
警
察
の
協
力
で
白
バ

イ
と
パ
ト
カ
ー
に
来
て
い
た

だ
い
た
。
白
バ
イ
と
パ
ト
カ

ー
に
は
、
子
供
た
ち
だ
け
で

な
く
大
人
も
群
が
り
、
記
念

撮
影
や
警
察
官
と
お
話
し
た

り
と
大
変
盛
り
上
が
っ
た
。

（
唱
題
寺
報
・
６
月
号
）

▼
６
支　

川
口
・
照
妙
寺

　

境
内
の
敷
石
が
き
れ
い
に

　

本
堂
か
ら
西
門
、
本
堂
西

側
か
ら
庫
裡
に
か
け
て
敷
か

れ
て
い
た
敷
石
が
、
ず
れ
た

り
、
ガ
タ
ガ
タ
に
浮
い
て
い

た
。
こ
れ
を
見
か
ね
た
高
橋

勇
氏
（
鳩
ヶ
谷
連
合
）
が
、

友
達
の
戸
舘
和
弘
氏
と
共
に

ご
奉
公
し
て
下
さ
り
、
き
れ

に
修
復
し
て
下
さ
っ
た
。
誠

に
有
難
う
ご
ざ
い
ま
す
。

（
照
妙
寺
通
信
・
６
月
号
）

　

延え
ん

暦り
ゃ
く

四
年
（
七
八
六
）
に
奈な

良ら

の
東と

う

大だ
い

寺じ

で

正せ
い

式し
き

に
僧そ

う

侶り
ょ

と
な
っ
た
伝で

ん

教ぎ
ょ
う

大だ
い

師し

・
最さ

い

澄ち
ょ
う

は
、

京き
ょ
う

都と

の
北
に
あ
る
比
叡
山
に
小
さ
な
お
寺
を
建た

て
て
、
仏ほ

と
け

様さ
ま

の
遺の

こ

さ
れ
た
お
経き

ょ
う

を
勉べ

ん

強き
ょ
う

さ
れ
る
ん

だ
。
そ
し
て
、
延
暦
二
十
三
年
に
は
遣け

ん

唐と
う

使し

船せ
ん

で

唐と
う

（
中
国
）
に
渡わ

た

り
、
当
時
の
色
々
な
仏
様
の
教

え
を
学
ん
で
日
本
に
伝つ

た

え
た
ん
だ
よ
。
や
が
て
、

比
叡
山
は
国
立
の
寺じ

院い
ん

で
あ
る
「
延え

ん

暦り
ゃ
く

寺じ

」
と

い
う
お
寺
に
な
り
、
日
本
の
総そ

う

合ご
う

大
学
の
よ
う
な

学が
く

問も
ん

所じ
ょ

に
な
る
ん
だ
。
そ
し
て
「
日
本
仏ぶ

っ

教き
ょ
う

の
母
」

と
ま
で
言
わ
れ
る
ん
だ
よ
。

　

そ
れ
と
、
比
叡
山
延
暦
寺
と
言
う
と
、
山
の
中

に
大
き
な
お
寺
が
一
つ
だ
け
建
て
ら
れ
て
い
る
よ

う
な
感か

ん

じ
が
す
る
け
ど
、
山
全ぜ

ん

体た
い

が
お
寺
な
ん
だ

よ
。
そ
し
て
山
の
あ
ち
こ
ち
に
、
多
い
と
き
で
は

三
千
も
お
寺
が
あ
っ
た
そ
う
な
ん
だ
。

　

や
が
て
、
延
暦
寺
で
学
ん
だ
僧
侶
か
ら
、
法ほ

う

然ね
ん

（
浄じ

ょ
う

土ど

宗し
ゅ
う

）
や
栄え

い

西さ
い

（
臨り

ん

済ざ
い

宗し
ゅ
う

）、
道ど

う

元げ
ん

（
曹そ

う

洞と
う

宗し
ゅ
う

）
や
親し

ん

鸞ら
ん

（
浄じ

ょ
う

土ど

真し
ん

宗し
ゅ
う

）
な
ど
、
日
本
を
代だ

い

表ひ
ょ
う

す
る
宗し

ゅ
う

派は

の
開か

い

祖そ

が
生
ま
れ
る
ん
だ
。
も
ち
ろ

ん
日に

ち

蓮れ
ん

大だ
い

士じ

も
こ
こ
で
学
ば
れ
た
ん
だ
よ
。
だ
か

ら
延
暦
寺
は
、
日
本
で
弘ひ

ろ

ま
っ
た
宗
派は

は
教
え
子

た
ち
が
立
て
た
も
の
だ
か
ら
、
自
分
の
配は

い

下か

で
あ

る
と
思
っ
て
い
た
ん
だ
ね
。

　

し
か
し
、
延
暦
寺
は
二
つ
に
分
か
れ
る
ん
だ
。

山
を
下
り
た
寺
門
派
（
園お

ん

城じ
ょ
う

寺じ

・
三み

井い

寺で
ら

）
と

呼よ

ば
れ
る
僧
侶
た
ち
と
、
山
に
残の

こ

っ
た
山さ

ん

門も
ん

派は

の

僧
侶
た
ち
と
で
激は

げ

し
く
争あ

ら
そ

う
よ
う
に
な
り
、
や
が

て
双そ

う

方ほ
う

で
武ぶ

器き

を
持も

つ
僧
侶
、
僧そ

う

兵へ
い

が
生
ま
れ
、

多
い
と
き
に
は
四
千
人
も
い
た
ん
だ
。
こ
の
延
暦

寺
の
僧
兵
に
よ
る
迫は

く

害が
い

は
、
安あ

土づ
ち

桃も
も

山や
ま

時じ

代だ
い

ま
で

続つ
づ

く
ん
だ
よ
。

　

日
蓮
大
士
か
ら
、
京
都
で
教
え
を
弘
め
な
さ
い

と
命め

い

じ
ら
れ
た
日に

ち

像ぞ
う

聖し
ょ
う

人に
ん

は
、
永え

い

仁に
ん

元
年
（
一

二
九
三
）
京
都
に
入
り
、
日
蓮
大
士
の
教
え
を
弘

め
ら
れ
る
ん
だ
。
そ
し
て
京
都
で
力
の
有あ

る
人
々

が
ご
信し

ん

者じ
ゃ

に
な
る
ん
だ
け
れ
ど
も
、
比
叡
山
は
、

こ
と
わ
り
も
な
し
に
勝か

っ

手て

に
ご
信し

ん

心じ
ん

を
弘
め
て
い

る
と
邪じ

ゃ

魔ま

を
す
る
ん
だ
よ
。

　

徳と
く

治じ

二
年
（
一
三
〇
七
）
か
ら
元げ

ん

亨こ
う

元
年
（
一

三
二
一
）
ま
で
の
間
に
、
三
度ど

も
京
都
か
ら
追お

い

出だ

さ
れ
る
ん
だ
。
し
か
し
、
そ
の
た
び
に
許ゆ

る

さ
れ

て
、
と
う
と
う
四
条じ

ょ
う

櫛く
し

笥げ

に
妙み

ょ
う

顕け
ん

寺
が
建こ

ん

立り
ゅ
う

さ

れ
る
ん
だ
よ
。

　

妙
顕
寺
は
、
大お

お

勢ぜ
い

の
人
々
が
ご
信
者
に
な
り
、

ま
た
貴き

族ぞ
く

か
ら
の
援え

ん

助じ
ょ

も
あ
っ
て
大
い
に
栄さ

か

え
る

ん
だ
。
し
か
し
、
妙
顕
寺
が
盛さ

か

ん
に
な
れ
ば
な
る

ほ
ど
比
叡
山
は
面お

も

白し
ろ

く
な
い
わ
け
で
、
と
う
と
う

嘉か

慶け
い

元
年
（
一
三
八
七
）
に
、
妙
顕
寺
は
比
叡
山

か
ら
の
僧
兵
に
よ
っ
て
壊こ

わ

さ
れ
て
し
ま
う
ん
だ
。

　

そ
の
後
、
室む

ろ

町ま
ち

幕ば
く

府ふ

の
三さ

ん

代だ
い

将し
ょ
う

軍ぐ
ん

・
足あ

し

利か
が

義よ
し

満み
つ

公
の
働は

た
ら

き
で
、
明め

い

徳と
く

四
年
（
一
三
九
三
）
に
、

三さ
ん

条じ
ょ
う

坊ぼ
う

門も
ん

堀ほ
り

川か
わ

に
お
寺
を
建
て
る
こ
と
が
で
き

る
ん
だ
け
れ
ど
も
、
妙
顕
寺
の
名
前
を
付つ

け
る
こ

と
が
で
き
ず
、「
妙
本
寺
」
と
い
う
名
前
を
付
け

な
け
れ
ば
許
し
て
も
ら
え
な
か
っ
た
ん
だ
。

　

ま
た
、
応お

う

永え
い

二
十
年
（
一
四
一
三
）
に
は
月
明

の
僧そ

う

正じ
ょ
う

位い

昇し
ょ
う

進し
ん

に
怒お

こ

り
、
妙
本
寺
も
壊
さ
れ
る

ん
だ
よ
。
日に

ち

隆り
ゅ
う

聖
人
も
苦く

労ろ
う

さ
れ
る
ん
だ
け
れ

ど
も
、
そ
れ
が
縁え

ん

と
な
っ
て
二
つ
の
お
寺
（
妙み

ょ
う

蓮れ
ん

寺じ

、
本ほ

ん

能の
う

寺じ

）
が
建
て
ら
れ
る
ん
だ
。

　

平へ
い

安あ
ん

時じ

代だ
い

の
四
十
二
年
間
（
一
〇
八
六
〜
一
一
二
九
）

に
わ
た
り
院い

ん

政せ
い

（
政せ

い

治じ

）
を
行
い
、
権け

ん

力り
ょ
く

を
持も

っ
た

白し
ら

河か
わ

法ほ
う

皇お
う

は
、
比
叡
山
か
ら
の
強ご

う

訴そ

（
本ほ

ん

尊ぞ
ん

を
担か

つ

い

だ
法ほ

う

師し

、
僧そ

う

侶り
よ

達た
ち

が
自
分
た
ち
の
意い

見け
ん

を
押お

し
通と

お

す
行
い
）
に
悩な

や

ま
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
有あ

り
様さ

ま

を
、

「
私わ

た
し

の
思
い
通
り
に
な
ら
な
い
こ
と
が
三
つ
あ
る
、

賀か

茂も

川が
わ

（
京

き
ょ
う

都と

市し

内
を
流な

が

れ
る
川
）
の
水
の
流
れ
と
、

サ
イ
コ
ロ
の
目
と
、
山や

ま

法ほ
う

師し

（
比
叡
山
の
こ
と
）」

と
言
っ
た
ん
だ
よ
。

比叡山の僧兵比叡山延暦寺根本中堂

比
叡
山
か
ら
の
迫
害

ひ

え
い

は
く

が
い

ざ
ん


