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第55号 初　校 　　月　　日

第
二
十
九
回
法
華
経
・
日
蓮
聖
人
・
日
蓮
教
団
論
研
究
セ
ミ
ナ
ー

教
科
書
に
お
け
る
鎌
倉
仏
教
論

中

　尾

　堯

　文

　

中
尾
で
ご
ざ
い
ま
す
。
私
に
課
せ
ら
れ
ま
し
た
の
は
、「
教
科
書
に
お
け
る
鎌
倉
仏
教
論
」
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
偶
然
か
ど

う
か
よ
く
分
か
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
非
常
に
大
変
な
課
題
を
課
せ
ら
れ
ま
し
た
。
と
と
も
に
、
大
変
う
れ
し
く
思
っ
た
次
第
で
あ
り
ま

す
。

　

私
は
、
教
科
書
の
体
験
と
い
う
の
は
非
常
に
微
妙
な
体
験
を
し
て
お
り
ま
し
て
、
昭
和
六
年
生
ま
れ
で
す
の
で
、
小
学
校
で
は
な
く
国

民
学
校
出
身
で
す
。
五
年
生
の
時
に
、
ま
ず
『
国
史
・
上
』
と
い
う
教
科
書
が
配
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
第
一
ペ
ー
ジ
を
開
け
ま
す
と
、
神

武
天
皇
の
弓
の
上
に
、
金
鵄
、
金
の
ト
ビ
が
ぴ
か
ー
っ
と
光
っ
て
い
る
口
絵
が
ご
ざ
い
ま
し
て
、
ま
ず
神
話
か
ら
始
ま
っ
た
の
で
す
。
で

す
か
ら
、
高
天
原
だ
と
か
、
ニ
ニ
ギ
ノ
ミ
コ
ト
だ
と
か
、
神
様
の
名
前
を
よ
く
覚
え
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。

　

実
は
昨
日
、
新
宿
で
日
蓮
聖
人
の
遺
文
講
読
の
講
座
を
や
っ
て
い
て
、
神
国
王
御
書
を
読
ん
だ
の
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
初
め
は
、
ま

さ
に
神
話
な
の
で
す
。『
日
本
書
紀
』
の
神
代
巻
と
い
う
の
が
一
冊
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
ま
さ
に
神
々
の
世
界
で
す
。
イ
ザ
ナ
ギ
ノ

ミ
コ
ト
、
イ
ザ
ナ
ミ
ノ
ミ
コ
ト
が
天
の
浮
橋
に
立
っ
て
日
本
の
国
を
お
つ
く
り
に
な
っ
た
と
い
う
話
。
そ
れ
か
ら
、
天
照
大
神
か
ら
ず
っ

と
下
が
り
ま
し
て
、
神
武
天
皇
の
東
征
、
橿
原
宮
で
即
位
と
い
う
よ
う
な
、
そ
う
い
う
よ
う
な
神
話
か
ら
始
ま
っ
た
の
で
す
。

　

中
学
に
参
り
ま
し
た
ら
、
中
一
の
時
に
終
戦
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
こ
に
書
い
て
お
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
中
学
校
に
入
っ
た
途
端
に
、
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五
月
二
十
二
日
、
学
校
授
業
停
止
令
が
発
布
さ
れ
ま
し
て
、
私
ど
も
は
学
校
に
行
け
な
く
な
り
ま
し
た
。
何
を
し
た
か
と
い
う
と
、
毎
日

土
方
を
い
た
し
ま
し
た
。
堤
を
造
り
、
田
ん
ぼ
を
耕
し
、
毎
日
が
勤
労
で
し
た
。
そ
し
て
八
月
六
日
に
、
私
は
広
島
で
す
の
で
、
原
爆
。

大
変
な
こ
と
で
し
た
。
そ
し
て
十
五
日
に
、
ち
ょ
う
ど
私
の
寺
の
お
施
餓
鬼
の
日
に
、
日
本
は
負
け
ま
し
た
。

　

九
月
に
な
り
ま
し
て
、
学
校
に
行
く
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
が
、
そ
の
学
校
に
は
、
野
戦
病
院
と
い
う
こ
と
で
、
負
傷
兵
が
た
く
さ
ん

お
り
ま
し
た
。
授
業
に
は
な
ら
な
か
っ
た
の
で
す
け
れ
ど
も
、
曲
が
り
な
り
に
も
授
業
ら
し
い
こ
と
は
い
た
し
ま
し
た
。
そ
の
と
き
に
、

教
科
書
を
、
ご
存
じ
の
と
お
り
、
墨
で
消
す
こ
と
を
や
り
ま
し
た
。
従
っ
て
、
日
本
史
の
教
科
書
と
い
う
の
は
、
一
年
生
に
入
る
時
に
も

ら
っ
た
教
科
書
を
持
っ
て
き
て
は
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
そ
の
年
の
十
二
月
に
日
本
歴
史
禁
止
令
が
出
ま
し
て
、
日
本
史
は
絶

対
に
話
し
て
は
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
、
日
本
史
を
習
っ
た
の
が
、
九
月
、
十
月
、
十
一
月
の
三
か
月
だ
け
。
日
本
の
縄
文
時

代
か
ら
、
奈
良
時
代
の
半
ば
ぐ
ら
い
ま
で
で
終
わ
っ
た
の
で
す
が
、
そ
れ
か
ら
は
、
全
然
日
本
史
は
学
ん
で
お
り
ま
せ
ん
。

　

高
等
学
校
に
な
り
ま
し
て
、
日
本
史
教
育
の
再
開
が
二
十
五
年
で
ご
ざ
い
ま
す
。
二
十
五
年
に
私
は
、
高
等
学
校
二
年
生
で
し
た
。
し

か
し
な
が
ら
、
困
っ
た
こ
と
に
、
教
科
書
が
な
い
の
で
す
。
教
科
書
な
し
に
日
本
史
の
学
習
を
し
な
く
て
は
い
け
な
い
。
そ
う
い
う
状
況

で
ご
ざ
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
私
ど
も
と
同
年
輩
の
方
々
、
歴
史
学
者
が
た
く
さ
ん
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
恐
ら
く
中
学
校
、

高
等
学
校
で
は
、
日
本
史
の
授
業
を
満
足
に
受
け
て
い
ら
っ
し
ゃ
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
昭
和
二
十
六
年
に
卒
業
で
し
た

が
、
大
学
受
験
の
と
き
に
大
変
で
し
た
。
日
本
史
で
受
け
る
の
か
、
あ
る
い
は
世
界
史
で
受
け
る
の
か
、
歴
史
は
や
め
て
時
事
問
題
で
い

く
の
か
、
社
会
で
い
く
の
か
、
そ
う
い
う
選
択
が
迫
ら
れ
た
の
で
す
。
し
か
も
、
手
元
に
は
教
科
書
は
な
い
の
で
す
。

　

昭
和
二
十
五
年
に
、
こ
こ
に
『
日
本
史
概
観
』
と
い
う
書
物
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
復
刻
版
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
う
い
う
本
が
出
た

の
で
す
。
昭
和
二
十
五
年
の
二
月
で
す
。
で
す
か
ら
、
二
年
生
に
な
る
時
に
出
ま
し
た
。
し
か
し
、
こ
れ
は
、
部
数
が
そ
ん
な
に
多
く
な

く
、
先
生
だ
け
が
持
つ
の
で
す
。
わ
れ
わ
れ
学
生
は
教
科
書
な
し
で
す
。
従
っ
て
私
は
、
受
験
と
い
う
中
で
は
、
日
本
史
は
や
め
ま
し
た
。

で
す
か
ら
、
私
ど
も
と
同
年
輩
の
方
は
、
恐
ら
く
ま
と
も
に
日
本
史
の
勉
強
を
し
な
い
で
、
ご
自
分
の
関
心
の
中
で
日
本
史
を
選
ば
れ
た

03-03　中尾.indd   83 2021/03/12   14:52



現代宗教研究　第55号（2021.3）　　84

方
だ
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
昭
和
二
十
六
年
ぐ
ら
い
ま
で
に
高
等
学
校
を
卒
業
な
さ
っ
た
方
々
は
、
自
分
の
関
心
の
中
で
し
か
日
本
史
を

見
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
、
そ
う
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

そ
れ
で
立
正
大
学
に
入
り
ま
し
て
、
史
学
科
に
入
っ
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
立
正
大
学
の
史
学
科
で
井
上
光
貞
先
生
と
い

う
素
晴
ら
し
い
先
生
に
お
目
に
か
か
り
ま
し
て
、
自
分
の
一
生
が
変
わ
っ
た
経
験
が
ご
ざ
い
ま
す
。

　

さ
て
、
日
本
史
教
育
の
再
開
と
い
う
と
き
に
、
二
十
五
年
の
二
月
に
こ
の
本
が
出
た
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
が
、
そ
の
後
の
教
科

書
の
一
つ
の
基
準
に
な
っ
た
よ
う
で
す
。
こ
の
『
日
本
史
概
観
』
は
東
大
の
史
学
会
で
作
っ
た
の
で
す
が
、
こ
れ
を
基
に
し
て
そ
れ
か
ら

後
の
も
の
が
で
き
て
い
く
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
資
料
に
書
い
て
お
き
ま
し
た
が
、
筆
者
は
、
安
藤
・
井
上
・
大
久

保
・
笠
原
・
関
・
尾
藤
・
安
田
先
生
と
い
う
新
進
の
メ
ン
バ
ー
で
す
。
今
、
申
し
ま
し
た
井
上
先
生
と
い
う
方
が
、
昭
和
二
十
三
年
か
ら

立
正
大
学
の
講
師
に
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
そ
う
い
う
巡
り
合
わ
せ
が
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

そ
こ
で
、
改
め
て
こ
の
本
を
開
い
て
み
ま
し
た
ら
、
い
ろ
い
ろ
新
し
い
見
方
も
書
い
て
あ
る
の
で
す
が
、
今
ま
で
の
中
学
校
の
日
本
史

の
内
容
は
、
日
本
の
神
話
と
縄
文
・
弥
生
と
い
う
よ
う
な
歴
史
学
の
成
果
を
、
う
ま
く
な
い
交
ぜ
に
し
た
内
容
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
そ
の

中
か
ら
神
話
的
な
も
の
を
抜
い
た
の
が
、
大
体
こ
の
内
容
と
考
え
て
よ
ろ
し
い
の
で
す
が
、
厳
し
い
見
方
に
よ
り
ま
す
と
、
あ
ま
り
新
味

は
な
い
で
す
。
新
味
は
な
い
の
で
す
け
れ
ど
も
、
従
来
の
考
え
方
を
踏
襲
し
な
が
ら
、
神
話
的
な
も
の
、
天
皇
制
的
な
も
の
を
マ
イ
ナ
ス

し
た
も
の
が
、
新
し
い
方
向
で
出
て
ま
い
り
ま
し
た
。

　

中
世
の
日
蓮
聖
人
と
い
う
こ
と
で
す
の
で
、
そ
の
記
述
さ
れ
て
い
る
場
所
を
申
し
ま
す
と
、
第
三
章
の
「
中
世
封
建
体
制
の
成
長
」
と

い
う
所
に
仏
教
が
入
っ
て
き
ま
す
。「
中
世
封
建
体
制
の
成
長
」
の
所
で
は
、
古
代
国
家
（
奈
良
時
代
）・
貴
族
（
平
安
時
代
）
を
踏
み
越

え
て
、
武
士
や
庶
民
を
対
象
と
し
た
新
し
い
仏
教
が
起
こ
っ
て
き
た
。
こ
れ
が
、
鎌
倉
仏
教
に
対
す
る
叙
述
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、
第
三
節
の
所
に
「
新
仏
教
の
興
隆
と
中
世
文
化
」
と
あ
り
ま
す
。
そ
の
文
化
の
中
で
、
第
一
に
「
新
仏
教
の
創
立
と
旧
仏
教

の
覚
醒
」。「
十
世
紀
の
末
葉
に
な
る
と
、
わ
が
世
を
楽
し
む
一
部
の
藤
原
貴
族
の
ほ
か
に
、
幾
多
の
失
意
と
没
落
に
沈
む
貴
族
が
増
え
て
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き
た
。
こ
の
傾
向
は
、
武
士
階
級
の
台
頭
、
武
家
政
権
の
確
立
等
に
よ
っ
て
い
よ
い
よ
そ
の
度
を
深
め
て
い
っ
た
。
時
代
と
政
治
の
大
き

な
移
り
替
わ
り
の
時
期
で
あ
っ
た
十
二
世
紀
末
に
か
け
て
、
没
落
し
て
ゆ
く
貴
族
階
級
の
間
か
ら
、
あ
る
い
は
ま
た
、
新
し
く
立
ち
あ
が

る
武
士
等
の
要
求
に
応
じ
て
、
幾
多
の
よ
そ
お
い
を
こ
ら
し
た
仏
教
が
生
ま
れ
た
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
古
代
仏
教
を
克
服
し

た
上
に
、
新
し
い
世
の
中
に
ふ
さ
わ
し
い
仏
教
と
し
て
、
鎌
倉
仏
教
を
位
置
づ
け
た
わ
け
で
す
。

　

そ
れ
は
、「
浄
土
宗
・
一
向
宗
・
時
宗
・
臨
済
宗
・
曹
洞
宗
・
日
蓮
宗
等
が
そ
れ
で
あ
る
」。
先
ほ
ど
お
話
が
あ
り
ま
し
た
け
ど
も
、
荘

園
の
没
落
に
よ
っ
て
貴
族
階
級
が
衰
退
し
て
い
く
。
そ
れ
に
代
わ
っ
て
武
士
階
級
が
成
長
し
て
い
く
。
そ
の
要
請
に
応
じ
た
新
し
い
仏
教

と
し
て
、
鎌
倉
新
仏
教
を
意
味
づ
け
て
い
ま
し
た
。
宗
祖
の
宗
派
を
開
い
た
年
に
従
っ
て
、
そ
の
順
に
、
浄
土
宗
・
浄
土
真
宗
・
時
宗
・

臨
済
宗
・
曹
洞
宗
・
日
蓮
宗
と
述
べ
て
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、
そ
の
も
と
に
末
法
思
想
と
い
う
思
想
を
説
明
し
ま
す
。
末
法
思
想
と
い
う
の
は
、
釈
尊
が
亡
く
な
っ
て
か
ら
最
初
の
一
千
年

を
正
法
、
次
を
像
法
、
そ
の
次
を
末
法
。
万
年
が
末
法
で
す
。
末
法
に
は
全
て
の
仏
教
が
な
く
な
っ
て
い
く
と
い
う
、
そ
う
い
っ
た
終
末

観
で
す
。
末
法
に
入
っ
た
頃
の
日
本
で
は
、
貴
族
だ
と
か
、
あ
る
い
は
有
力
な
寺
社
は
、
広
大
な
荘
園
を
持
っ
て
寺
を
運
営
し
て
い
た
の

で
す
が
、
そ
の
荘
園
が
だ
ん
だ
ん
と
武
士
に
よ
っ
て
蚕
食
さ
れ
て
い
く
と
、
力
を
失
っ
て
し
ま
う
。
そ
う
い
う
図
式
が
、
は
っ
き
り
と
説

明
さ
れ
て
お
り
ま
し
た
。
そ
の
と
き
に
逆
に
力
を
持
っ
て
く
る
の
は
、
武
士
で
あ
り
、
庶
民
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
で
す
。

　

そ
し
て
、
新
し
く
成
長
し
て
く
る
武
士
・
庶
民
と
い
っ
た
人
た
ち
は
、
貴
族
層
だ
と
か
寺
社
の
方
か
ら
考
え
て
み
ま
す
と
、
修
行
や
作

善
が
困
難
な
庶
民
と
あ
る
、
二
枚
目
に
書
い
て
あ
り
ま
す
。「
修
行
や
作
善
が
困
難
な
庶
民
に
と
っ
て
、
容
易
に
実
践
で
き
、
信
心
一
筋

で
成
仏
で
き
る
仏
教
が
切
実
に
望
ま
れ
た
。
こ
の
要
請
に
応
え
た
の
が
鎌
倉
新
仏
教
で
、
信
心
・
易
行
・
選
択
」。「
せ
ん
た
く
」
と
読
ん

で
良
い
の
で
し
ょ
う
か
、
仏
教
で
読
む
と
「
せ
ん
じ
ゃ
く
」
で
す
。
こ
れ
ら
の
「
三
要
素
が
共
通
し
て
い
る
」。
こ
れ
が
鎌
倉
新
仏
教
で

す
。
今
ま
で
古
代
仏
教
の
寺
院
と
い
う
の
は
、
自
ら
が
広
大
な
荘
園
を
持
っ
て
、
貴
族
の
寄
進
に
よ
っ
て
塔
を
造
り
、
あ
る
い
は
法
要
を

営
ん
で
い
く
。
そ
う
い
う
貴
族
仏
教
を
脱
却
し
て
、
民
衆
宗
教
の
萌
芽
が
鎌
倉
に
出
て
く
る
。
そ
う
い
う
考
え
方
が
基
本
と
な
っ
て
い
ま
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す
。

　

そ
の
中
で
、
漁
夫
の
生
ま
れ
で
、
法
華
経
に
よ
る
立
宗
・
他
宗
排
撃
・
他
宗
の
影
響
・
武
士
と
商
工
業
者
へ
の
布
教
な
ど
を
も
っ
て
、

日
蓮
宗
が
生
ま
れ
た
と
い
う
叙
述
が
あ
り
ま
す
。「
安
房
国
東
条
の
漁
夫
に
生
ま
れ
た
日
蓮
は
、
建
長
五
年
に
法
華
経
に
よ
っ
て
一
派
を

う
ち
た
て
た
。
日
蓮
宗
は
開
宗
が
他
宗
に
お
く
れ
た
た
め
、
諸
他
の
宗
派
を
排
撃
し
な
が
ら
、
ま
た
、
そ
れ
ら
の
宗
派
の
思
想
や
称
名
念

仏
の
方
法
を
と
り
入
れ
な
が
ら
、
発
展
し
て
い
っ
た
。
こ
の
宗
派
は
主
と
し
て
武
士
な
ら
び
に
商
工
業
者
な
ど
の
あ
い
だ
に
う
け
入
れ
ら

れ
て
い
っ
た
」
と
、
そ
う
い
う
記
述
が
ご
ざ
い
ま
す
。

　

仏
教
史
の
研
究
動
向
を
考
え
て
お
り
ま
す
と
、
当
時
脚
光
を
浴
び
た
の
が
井
上
光
貞
先
生
の
『
浄
土
教
成
立
史
の
研
究
』
で
、
立
正
大

学
で
井
上
先
生
が
講
義
さ
れ
た
の
が
、
浄
土
教
成
立
史
の
研
究
で
す
。
非
常
に
高
度
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
日
蓮
宗
の
宗
立
大
学
で
浄
土
教

の
研
究
を
講
じ
ら
れ
た
と
い
う
の
は
、
非
常
に
違
和
感
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
よ
く
宗
学
科
の
学
生
は
言
っ
て
お
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、

立
正
大
学
で
浄
土
教
の
講
義
を
随
分
な
さ
っ
た
こ
と
を
覚
え
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
笠
原
一
男
先
生
に
も
親
し
く
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

そ
の
先
生
が
お
っ
し
ゃ
る
の
は
、
今
ま
で
の
貴
族
仏
教
に
対
し
て
、
信
心
・
易
行
・
選
択
の
三
要
素
。「
こ
れ
が
新
な
ん
だ
よ
」
と
い
う

こ
と
を
、
よ
く
お
っ
し
ゃ
っ
て
お
り
ま
し
た
。

　

そ
う
い
う
浄
土
教
と
い
う
の
は
、
世
の
中
は
次
第
に
廃
れ
て
い
く
の
だ
と
い
う
末
法
思
想
に
触
発
さ
れ
て
、
現
世
の
救
い
を
諦
め
て
、

来
世
に
極
楽
往
生
し
よ
う
と
い
う
考
え
方
が
広
が
っ
て
く
る
の
で
、
日
本
の
古
代
国
家
が
次
第
に
衰
退
し
て
い
く
、
そ
の
姿
を
表
す
の
が

浄
土
教
だ
と
い
う
論
理
で
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
対
し
て
、
新
し
い
武
家
の
宗
教
と
し
て
鎌
倉
新
仏
教
を
考
え
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、

浄
土
教
を
中
心
に
考
え
て
い
る
。
日
蓮
宗
と
い
う
の
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
「
日
蓮
宗
も
あ
っ
た
」
と
い
う
考
え
方
で
、
非
常
に
付
随

的
な
位
置
付
け
だ
と
思
う
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
中
世
国
家
と
簡
単
に
言
っ
て
い
い
か
ど
う
か
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
古
代
か
ら
中
世
へ
移

っ
て
い
く
動
き
の
中
で
、
宗
教
の
動
向
を
浄
土
教
に
よ
っ
て
説
明
し
て
い
く
。
そ
れ
が
主
流
で
し
て
、
日
蓮
宗
の
現
世
主
義
と
い
う
の
は
、

ど
ち
ら
か
と
い
う
と
第
二
次
的
に
考
え
ら
れ
て
い
く
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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私
は
、
立
正
大
学
の
大
学
院
を
修
了
し
ま
し
て
か
ら
、
立
正
大
学
の
附
属
の
中
・
高
の
教
師
を
い
た
し
ま
し
た
。
そ
の
後
に
は
、
今
度

は
新
宿
高
校
の
講
師
を
い
た
し
ま
し
た
。
そ
の
頃
、
い
ろ
い
ろ
な
学
生
の
反
応
を
見
て
お
り
ま
し
た
。
立
正
高
校
に
は
日
蓮
宗
の
お
寺
さ

ん
の
子
が
た
く
さ
ん
い
る
の
で
す
が
、
日
蓮
聖
人
の
話
を
し
ま
し
て
も
、
積
極
的
に
は
関
心
を
持
っ
て
く
れ
な
い
の
で
す
。
ど
う
し
て
な

の
だ
ろ
う
か
と
随
分
悩
ん
だ
の
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
や
は
り
、
今
言
い
ま
し
た
よ
う
に
、
教
科
書
の
中
の
日
蓮
の
叙
述
と
い
う
の
は
、

日
本
史
の
古
代
か
ら
中
世
へ
と
い
う
大
き
な
移
り
変
わ
り
の
中
か
ら
「
日
蓮
」
を
説
明
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
な
か
な
か
自
分
の
寺
院
で

の
生
活
と
は
雰
囲
気
が
違
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
と
こ
ろ
で
す
。

　

し
か
し
、
や
は
り
日
蓮
宗
を
説
明
す
る
と
き
に
、
日
蓮
聖
人
が
漁
夫
の
生
ま
れ
で
あ
る
、
民
衆
の
生
ま
れ
で
あ
る
。
こ
う
い
う
の
が
、

次
の
室
町
時
代
の
民
衆
宗
教
の
時
代
と
い
う
考
え
方
と
つ
な
が
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
第
七
節
に
、「
文
化
の
地
方
普

及
と
庶
民
文
化
」
と
い
う
節
が
入
っ
て
く
る
。
室
町
文
化
で
す
。
民
衆
文
化
の
発
展
で
す
。「
日
蓮
宗
の
受
容
者
は
、
主
に
関
東
地
方
の

武
士
と
、
京
都
を
は
じ
め
と
す
る
商
工
業
者
と
し
、
こ
の
時
代
に
広
く
教
勢
を
伸
ば
し
た
。
特
に
京
都
で
の
勢
力
は
大
い
に
振
る
い
、
細

川
晴
元
と
対
立
す
る
山
科
本
願
寺
を
攻
略
し
た
が
、
や
が
て
比
叡
山
と
対
立
し
て
戦
い
、
京
都
市
中
の
二
十
一
ヶ
本
山
」、
天
文
法
乱
で

す
。「
焼
き
払
わ
れ
、
し
ば
ら
く
地
方
に
退
散
し
た
」。
そ
し
て
、「
禅
・
浄
土
・
日
蓮
等
の
諸
宗
派
は
、
地
方
の
武
士
や
都
市
の
商
工
業

者
と
密
接
に
結
び
つ
い
た
が
、
農
民
や
職
人
等
直
接
生
産
者
の
あ
い
だ
に
勢
力
を
伸
ば
し
た
の
は
、
一
向
宗
で
あ
る
」。
こ
れ
は
、
笠
原

一
男
先
生
の
文
章
で
す
。

　

日
蓮
宗
の
記
述
と
い
う
の
は
、
大
体
室
町
時
代
で
終
わ
り
で
す
。
そ
れ
以
降
、
教
科
書
に
は
、
日
蓮
宗
と
い
う
言
葉
は
一
言
も
出
て
き

ま
せ
ん
。
今
、
言
い
ま
し
た
の
は
、『
日
本
史
概
観
』
の
記
述
に
沿
っ
た
こ
と
で
し
て
、
私
の
考
え
と
は
少
し
違
い
ま
す
の
で
、
念
の
た

め
に
申
し
上
げ
て
お
き
ま
す
。

　

さ
て
、
こ
の
教
科
書
が
出
ま
し
た
の
は
、
私
が
高
等
学
校
を
卒
業
し
て
、
立
正
大
学
の
夜
間
部
に
通
っ
て
い
た
二
年
生
に
な
っ
た
時
で
、

新
し
い
教
科
書
に
つ
き
ま
し
て
は
、
私
は
何
も
存
じ
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
新
し
い
教
科
書
の
基
と
な
っ
た
の
は
何
か
と
い
う
と
、
昭
和
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二
十
六
年
の
「
学
習
指
導
要
領
」
社
会
科
で
す
。
こ
れ
は
文
部
省
か
ら
出
ま
し
た
。
日
本
史
の
目
次
の
中
に
、
古
代
社
会
の
「
貴
族
社
会

没
落
」
の
項
に
、「
荘
園
に
お
け
る
武
士
勢
力
の
増
大
」、「
荘
園
没
落
の
社
会
的
影
響
」、「
末
法
思
想
と
浄
土
」
が
列
挙
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
、
全
く
『
日
本
史
概
観
』
と
同
じ
内
容
で
す
。
そ
の
説
明
の
中
に
は
、
荘
園
制
の
没
落
に
よ
る
貴
族
・
寺
社
の
衰
退
が
、
末
法
思

想
を
実
感
さ
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
時
代
背
景
は
何
か
。
は
っ
き
り
話
を
説
明
し
て
い
ま
す
。「
荘
園
の
衰
退
の
な
か
か
ら
武
士
が
起
こ
り
、

鎌
倉
新
仏
教
を
生
み
出
す
基
盤
を
な
し
た
」
と
、
そ
う
い
う
こ
と
も
書
い
て
あ
る
。
次
に
「
封
建
社
会
」
と
い
う
項
が
あ
り
ま
し
て
、

「
貴
族
か
ら
武
士
へ
」
の
項
の
所
に
、「
武
家
政
権
の
確
立
」、「
農
業
生
産
力
の
発
展
」、「
新
仏
教
の
発
生
」
と
あ
り
ま
す
。

　

こ
れ
ら
を
全
体
的
に
読
ん
で
み
ま
す
と
、
古
代
末
期
か
ら
鎌
倉
時
代
へ
の
転
換
期
を
、
貴
族
社
会
の
衰
運
と
武
家
社
会
の
興
隆
と
捉
え
、

仏
教
史
を
こ
の
よ
う
な
歴
史
の
表
れ
と
し
て
見
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
提
起
さ
れ
た
歴
史
の
事
象
は
、
終
末
観
を
意
味
す
る
末
法
思
想
で
、

浄
土
教
の
展
開
が
主
軸
と
し
て
叙
述
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
今
ま
で
申
し
ま
し
た
こ
と
と
同
じ
こ
と
で
す
。「
中
世
で
は
、
武
士
階
級
を
主

客
と
す
る
禅
宗
・
日
蓮
宗
が
新
仏
教
と
し
て
扱
わ
れ
る
も
の
の
、
や
が
て
民
衆
宗
教
の
担
い
手
と
し
て
一
向
宗
が
脚
光
を
浴
び
る
」。
こ

う
見
て
お
り
ま
す
と
、
古
代
末
期
か
ら
中
世
に
か
け
て
の
仏
教
史
の
文
脈
は
、
浄
土
教
を
主
軸
に
し
て
展
開
さ
れ
て
、
論
述
が
さ
れ
て
い

る
。
こ
れ
が
特
徴
な
の
で
す
。

　

昭
和
四
十
何
年
で
し
ょ
う
か
、
金
子
日
威
宗
務
総
長
が
、「
日
蓮
の
記
述
に
つ
い
て
誤
解
を
生
む
か
ら
、
こ
れ
は
直
し
て
く
れ
」
と
い

う
話
を
文
部
省
に
お
持
ち
に
な
っ
た
こ
と
を
、
文
部
省
の
ほ
う
か
ら
聞
き
ま
し
た
。
当
時
、
知
人
が
お
り
ま
し
て
、「
ど
う
直
せ
ば
い
い

ん
だ
ね
」
と
、
そ
う
い
う
話
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
、
日
蓮
宗
か
ら
の
申
し
入
れ
と
い
う
の
は
、
日
蓮
聖
人
の
信
仰
の
中
か
ら
の
申

し
入
れ
で
あ
っ
て
、
今
ま
で
申
し
ま
し
た
よ
う
な
教
科
書
の
文
脈
の
中
で
の
日
蓮
と
は
意
味
づ
け
が
違
う
。
だ
か
ら
、
申
し
入
れ
を
い
た

だ
い
た
文
部
省
も
、
随
分
困
っ
た
よ
う
で
す
。

　

昭
和
二
十
六
年
の
学
習
指
導
要
領
を
踏
ま
え
て
、
昭
和
三
十
一
年
に
も
う
一
回
出
て
ま
い
り
ま
す
。「
鎌
倉
時
代
の
文
化
に
つ
い
て
」

の
項
で
す
が
、「
鎌
倉
時
代
の
新
仏
教
の
展
開
に
し
て
も
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
時
代
の
欲
求
に
基
づ
い
て
生
ま
れ
た
か
を
考
え
さ
せ
、
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旧
仏
教
と
の
差
異
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
」。
当
時
の
仏
教
史
の
考
え
方
で
は
、
旧
仏
教
を
克
服
さ
れ
る
客
体
と
考
え
て
、
旧
仏
教
を
ど

の
よ
う
に
克
服
し
て
、
ど
の
よ
う
に
新
し
い
信
仰
を
打
ち
出
す
か
が
新
仏
教
で
あ
る
と
、
そ
う
い
う
論
理
が
支
配
的
で
し
た
。
そ
の
よ
う

な
基
本
的
見
解
が
、
こ
こ
に
く
し
く
も
表
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。

　

室
町
時
代
の
文
化
は
ど
う
か
と
い
う
と
、「
貴
族
文
化
の
伝
統
と
と
も
に
、
そ
れ
が
庶
民
性
を
帯
び
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
庶
民
生

活
向
上
と
の
関
連
に
お
い
て
考
え
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
」。
常
に
庶
民
の
生
活
と
結
び
つ
け
て
考
え
る
。「
鎌
倉
時
代
の
仏
教
に
つ

い
て
、
新
仏
教
の
対
立
と
い
う
概
念
で
理
解
し
、
そ
の
差
異
は
貴
族
社
会
か
ら
武
家
社
会
へ
と
い
う
時
代
性
の
反
映
と
し
て
捉
え
る
」。

だ
か
ら
、
常
に
前
時
代
を
克
服
し
て
い
く
と
い
う
考
え
方
を
、
基
本
的
に
打
ち
出
し
て
い
ま
す
。「
室
町
時
代
の
仏
教
に
つ
い
て
は
、
庶

民
の
自
立
傾
向
を
前
提
と
し
て
、
庶
民
仏
教
の
成
長
を
特
徴
づ
け
る
」。
い
ろ
い
ろ
申
し
ま
し
た
が
、
大
体
こ
の
よ
う
な
図
式
で
叙
述
さ

れ
て
お
り
ま
す
の
で
、
鎌
倉
新
仏
教
の
旗
手
と
し
て
の
日
蓮
宗
と
い
う
考
え
方
は
、
教
科
書
に
は
求
め
よ
う
が
な
い
の
で
は
な
い
か
と
考

え
ま
す
。

　

続
き
ま
し
て
、
昭
和
二
十
七
年
の
史
学
会
編
『
日
本
史
』、
山
川
出
版
。
こ
れ
は
教
科
書
で
す
。
こ
の
教
科
書
も
、
も
う
残
部
が
な
い

の
で
、
深
川
に
教
科
書
セ
ン
タ
ー
の
図
書
館
が
あ
り
ま
す
の
で
、
そ
こ
に
貴
重
本
と
し
て
架
蔵
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
を
見
に
行
っ
た
の

で
す
が
、「
文
化
と
伝
統
と
創
造
」
と
い
う
、
中
世
の
部
に
項
目
が
立
て
ら
れ
て
い
ま
す
。
全
部
読
む
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
が
、
次
の

ペ
ー
ジ
の
一
番
下
か
ら
三
行
目
ぐ
ら
い
に
、「
ま
た
寺
・
仏
像
の
造
立
、
荘
園
の
寄
付
な
ど
を
必
要
と
せ
ず
、
信
仰
さ
え
あ
れ
ば
在
俗
生

活
の
ま
ま
で
だ
れ
で
も
救
い
に
あ
ず
か
る
こ
と
が
で
き
る
」。
要
す
る
に
、
庶
民
は
お
金
が
な
く
て
も
信
仰
で
き
る
、
そ
れ
が
新
仏
教
で

あ
る
。
そ
う
い
う
こ
と
を
結
論
づ
け
て
い
る
の
で
す
。

　

そ
う
考
え
て
み
ま
す
と
、
次
の
よ
う
な
こ
と
が
い
え
る
と
思
い
ま
す
。「
鎌
倉
時
代
に
お
け
る
文
化
の
諸
相
は
、
武
家
勢
力
の
優
位
性

の
反
映
と
み
る
と
と
も
に
、
衰
退
す
る
公
家
が
体
現
す
る
伝
統
文
化
の
営
み
に
も
評
価
を
与
え
る
」。
少
し
説
明
し
な
く
て
は
な
り
ま
せ

ん
。
と
に
か
く
新
し
い
、
前
代
の
仏
教
を
克
服
す
る
姿
で
、
鎌
倉
新
仏
教
は
現
れ
る
。
そ
う
す
る
と
、
克
服
さ
れ
る
旧
仏
教
は
全
て
崩
壊

03-03　中尾.indd   89 2021/03/12   14:52



現代宗教研究　第55号（2021.3）　　90

し
て
し
ま
う
の
で
は
な
く
て
、
そ
の
中
か
ら
も
新
し
い
芽
が
出
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
旧
仏
教
の
中
に
も
画
策
運
動

と
い
う
の
が
出
て
く
る
の
だ
ろ
う
と
、
そ
う
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。「
衰
退
す
る
公
家
文
化
が
体
現
す
る
伝
統
文
化
の
営

み
に
も
評
価
を
与
え
る
」。
評
価
を
し
な
い
の
で
は
な
く
て
、
そ
の
中
に
も
新
し
い
動
き
が
あ
る
の
だ
ろ
う
と
。
こ
の
公
・
武
の
文
化
は
、

や
が
て
室
町
時
代
に
な
っ
て
融
合
を
果
た
し
、
そ
し
て
北
山
・
東
山
文
化
に
結
実
す
る
と
い
う
、
文
化
史
の
構
図
を
描
い
て
い
ま
す
。

　
「
鎌
倉
新
仏
教
は
、
作
善
を
主
体
と
す
る
平
安
時
代
の
貴
族
仏
教
を
克
服
し
て
、
信
仰
を
旨
と
す
る
庶
民
仏
教
と
し
て
の
性
格
を
も
つ

も
の
で
あ
る
。
浄
土
宗
・
一
向
宗
・
時
宗
・
臨
済
宗
・
曹
洞
宗
・
日
蓮
宗
が
、
新
仏
教
と
し
て
姿
を
現
す
」。
何
回
も
同
じ
こ
と
を
言
っ

て
恐
縮
な
の
で
す
が
、
こ
う
い
う
考
え
方
が
、
こ
の
山
川
出
版
社
の
教
科
書
に
も
入
っ
て
お
り
ま
す
。
日
蓮
に
つ
い
て
の
記
述
は
、
次
の

要
点
で
す
。
一
、
生
ま
れ
な
が
ら
の
庶
民
で
あ
る
。
二
、
他
宗
を
攻
撃
し
た
。
三
、
他
宗
の
信
仰
形
態
を
と
り
入
れ
る
。
四
、
独
自
の
法

華
信
仰
の
境
地
を
開
く
。
五
、
武
士
・
商
工
業
者
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
。
そ
れ
が
、「
室
町
時
代
の
日
蓮
宗
は
急
激
に
勢
力
を
伸
ば
し
、

京
都
で
は
法
華
一
揆
を
お
こ
す
ほ
ど
で
あ
っ
た
」。
こ
れ
を
語
る
史
実
が
天
文
法
乱
で
す
。
こ
の
間
、
中
公
新
書
で
話
題
を
呼
び
ま
し
た

け
ど
も
、「
日
蓮
宗
は
戦
国
仏
教
で
あ
る
」
と
い
う
論
理
が
で
き
上
が
っ
て
く
る
わ
け
で
す
。
大
体
、
全
体
の
構
図
に
つ
い
て
は
、
ご
存

知
か
と
思
い
ま
す
。

　

実
は
教
科
書
図
書
館
で
教
科
書
を
見
て
お
り
ま
し
た
ら
、
懐
か
し
い
文
章
に
遭
遇
し
ま
し
た
。
昭
和
三
十
七
年
・
三
十
九
年
の
日
本
書

院
『
日
本
史
』。
現
在
は
出
て
お
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
日
本
書
院
の
『
日
本
史
』
の
編
纂
に
関
わ
り
ま
し
た
。
第
四
章
「
武
家
社
会
の

形
成
と
文
化
の
動
向
」
の
第
三
節
「
文
化
の
新
傾
向
」
と
い
う
所
は
、
元
の
原
稿
は
私
が
書
き
ま
し
た
。
原
稿
を
出
し
ま
す
と
、
ガ
リ
版

と
い
う
印
刷
が
あ
り
、
刷
っ
て
編
集
会
議
に
出
さ
れ
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
偉
い
先
生
が
た
く
さ
ん
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
て
、
く
そ
み
そ

に
た
た
か
れ
ま
し
て
、
訂
正
に
訂
正
を
重
ね
た
の
が
次
「
武
家
文
化
の
成
長
」
と
い
う
文
章
で
す
。

　

そ
の
と
き
に
私
ど
も
は
、
ど
う
い
う
編
集
を
し
た
か
。
も
う
時
効
で
す
か
ら
、
言
っ
て
も
い
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
け
ど
も
、

私
ど
も
が
書
い
た
原
稿
が
目
の
前
に
あ
り
ま
す
と
、
こ
ち
ら
に
た
く
さ
ん
、
山
川
と
か
実
教
だ
と
か
、
中
教
だ
と
か
、
三
省
堂
だ
と
か
、
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そ
う
い
う
教
科
書
を
山
と
積
ん
で
お
き
ま
し
て
、
そ
れ
と
比
べ
な
が
ら
話
を
し
て
い
く
の
で
す
。
そ
の
会
議
で
私
は
、「
日
蓮
と
い
う
な

ら
ば
、
龍
ノ
口
法
難
を
入
れ
た
ら
ど
う
で
し
ょ
う
か
」
と
い
う
話
を
し
ま
し
た
。
随
分
強
く
主
張
し
た
の
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
こ
に
来
て

い
る
先
生
方
は
龍
ノ
口
法
難
を
史
実
と
し
て
信
用
し
て
お
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
か
つ
て
東
大
の
あ
る
先
生
が
「
龍
ノ
口
法
難
は
な
か
っ

た
」
と
い
う
説
を
出
さ
れ
、
国
柱
会
を
は
じ
め
と
し
て
大
変
な
大
反
対
運
動
が
起
こ
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
後
、
鳴

り
を
潜
め
た
の
で
す
け
れ
ど
も
、
結
局
、
龍
ノ
口
法
難
を
積
極
的
に
認
め
よ
う
と
い
う
意
見
は
私
一
人
で
、
と
う
と
う
実
現
し
ま
せ
ん
で

し
た
。
一
度
だ
け
、
龍
ノ
口
法
難
と
い
う
の
を
書
い
て
文
部
省
へ
出
し
ま
し
た
ら
、
赤
い
附
箋
が
付
い
て
き
ま
し
て
、「
こ
れ
は
だ
め
」

と
い
う
の
で
。
従
っ
て
、
龍
ノ
口
法
難
は
、
教
科
書
に
は
出
て
お
り
ま
せ
ん
。

　

い
ろ
い
ろ
申
し
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
考
え
て
み
ま
す
と
、
こ
う
い
う
結
論
が
可
能
か
と
思
い
ま
す
。「
戦
後
の
日
本
史
教
科
書
は
、
昭

和
二
十
五
年
に
刊
行
さ
れ
た
史
学
会
編
『
日
本
史
概
観
』
を
出
発
点
と
す
る
。
こ
の
内
容
に
従
う
よ
う
な
内
容
で
、
昭
和
二
十
六
年
に
学

習
指
導
要
領
社
会
科
が
文
部
省
か
ら
出
さ
れ
、
高
校
日
本
史
の
教
授
方
針
が
定
立
し
た
。
つ
い
で
二
十
七
年
に
出
版
さ
れ
た
山
川
出
版
社

の
教
科
書
『
日
本
史
』
は
、
昭
和
二
十
五
年
『
日
本
史
概
観
』
の
基
本
線
に
沿
っ
た
内
容
で
あ
る
」。
従
っ
て
、
私
ど
も
が
教
科
書
を
作

る
と
き
に
常
に
一
番
意
識
し
た
の
が
、
山
川
出
版
の
『
日
本
史
』
で
す
。
読
ん
で
み
て
、
新
し
い
考
え
方
を
ど
な
た
か
が
言
う
と
、「
山

川
の
教
科
書
に
は
、
こ
う
書
い
て
あ
る
ぞ
」
っ
て
誰
か
が
言
う
ん
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
他
の
も
の
を
見
て
、「
そ
れ
は
や
っ
ぱ
り
ま
ず

い
ん
じ
ゃ
な
か
ろ
う
か
」
と
い
う
ん
で
入
れ
な
か
っ
た
り
、
あ
る
い
は
入
れ
た
り
す
る
ん
で
す
。
昭
和
二
十
五
年
の
『
日
本
史
概
観
』
の

基
本
線
に
沿
っ
た
内
容
が
、
恐
ら
く
現
在
も
通
っ
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
「
鎌
倉
新
仏
教
に
つ
い
て
の
論
述
の
前
提
と
し
て
、
平
安
時
代
後
期
に
お
け
る
貴
族
社
会
の
衰
退
と
武
士
の
勃
興
を
あ
げ
、
つ
い
で
武

家
政
権
の
確
立
に
よ
る
武
士
の
時
代
の
到
来
と
し
て
鎌
倉
時
代
の
社
会
相
を
叙
述
す
る
」。
こ
こ
で
は
、
仏
教
の
た
ど
っ
た
歴
史
の
原
理

を
、
末
法
思
想
に
求
め
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
は
間
違
い
な
い
と
こ
ろ
で
す
。
末
法
思
想
に
求
め
、
浄
土
教
の
展
開
を
軸
に
、
鎌
倉
新
仏
教

の
成
立
と
そ
の
特
色
を
説
明
し
ま
す
。
結
局
こ
れ
が
、
時
代
の
姿
を
表
す
宗
教
と
し
て
、
浄
土
教
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
理
由
だ
と
思
い
ま
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す
。
さ
ら
に
は
、
室
町
時
代
の
仏
教
の
動
向
を
庶
民
化
に
求
め
て
、
一
向
一
揆
と
法
華
一
揆
に
そ
の
表
象
を
求
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま

す
。

　

こ
の
と
き
に
私
が
、
笠
原
一
男
先
生
か
ら
随
分
突
っ
込
ま
れ
た
ん
で
す
け
ど
ね
、
日
蓮
宗
の
室
町
時
代
の
僧
と
し
て
、
日
親
上
人
を
挙

げ
た
ん
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
蓮
如
と
い
う
の
は
、
当
時
の
一
向
一
揆
に
象
徴
さ
れ
る
浄
土
真
宗
の
組
織
・
教
団
を
、
ま
さ
に
代
表
す
る

存
在
で
あ
る
。
こ
れ
は
間
違
い
な
い
こ
と
で
あ
る
と
。
日
親
は
、
当
時
の
日
蓮
宗
全
体
を
代
表
す
る
僧
で
あ
る
か
と
い
う
、
こ
う
い
う
こ

と
を
厳
し
く
問
い
詰
め
ら
れ
た
こ
と
を
、
よ
く
覚
え
て
お
り
ま
す
。
歴
史
教
科
書
の
中
で
人
物
を
取
り
上
げ
る
の
は
、
実
に
困
難
な
こ
と

で
す
。
限
ら
れ
た
字
数
と
固
有
名
詞
と
語
彙
の
中
で
、
適
切
な
叙
述
を
完
成
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
う
え
、
特
に
宗
教
者
の
経
歴

は
神
秘
に
包
ま
れ
て
い
て
、
そ
の
実
像
を
描
く
こ
と
は
、
教
科
書
で
な
く
と
も
困
難
を
極
め
ま
す
。

　

考
え
て
み
ま
す
と
、
日
蓮
聖
人
の
ご
生
涯
の
実
像
を
描
く
こ
と
は
、
こ
れ
は
不
可
能
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
可
能
な
わ
け
が
な
い
。
な

ぜ
か
と
い
う
と
、
日
蓮
聖
人
の
生
涯
を
描
く
イ
メ
ー
ジ
は
、
日
蓮
聖
人
自
身
の
著
作
し
か
な
い
の
で
す
。
外
か
ら
の
著
作
は
、
全
く
ご
ざ

い
ま
せ
ん
。
そ
う
す
る
と
、
日
蓮
聖
人
は
、
自
分
の
生
涯
を
法
華
経
と
い
う
信
仰
で
読
ん
で
い
ま
す
の
で
、
こ
れ
は
客
観
的
な
事
実
と
は

違
う
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
私
見
で
す
。「
そ
の
上
、
特
に
宗
教
者
の
経
歴
は
神
秘
に
包
ま
れ
て
い
て
、
そ
の
実
像
を
描
く
こ
と
は
教
科

書
で
な
く
と
も
困
難
を
極
め
る
」。
不
可
能
だ
と
思
い
ま
す
、
は
っ
き
り
申
し
ま
す
と
。「
限
ら
れ
た
史
料
に
よ
っ
て
、
現
象
面
を
辿
る
試

み
を
根
気
よ
く
続
け
な
く
て
は
な
ら
な
い
」。
こ
れ
は
当
然
の
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

日
本
史
の
教
科
書
に
見
る
鎌
倉
新
仏
教
、
日
蓮
の
叙
述
に
つ
い
て
考
え
る
と
き
、
立
正
中
・
高
で
教
鞭
を
執
っ
た
時
の
こ
と
を
は
る
か

に
思
い
起
こ
し
ま
す
。「
受
講
者
の
中
に
は
日
蓮
宗
寺
院
の
子
弟
が
多
か
っ
た
が
、
鎌
倉
新
仏
教
に
つ
い
て
語
っ
た
と
き
も
、
積
極
的
に

興
味
を
抱
い
て
学
習
す
る
学
生
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
学
生
自
身
が
起
居
す
る
寺
院
と
い
う
環
境
と
、
歴
史
の
実
像
と
し
て
描
か
れ
る
教

科
書
の
世
界
で
は
、
関
心
の
次
元
が
異
な
る
か
ら
だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
は
、
日
本
史
の
教
科
書
に
お
け
る
鎌
倉
新
仏
教
の
記
事
が
論
じ
ら

れ
た
際
、
宗
教
の
主
催
者
た
る
僧
侶
は
、
こ
れ
を
主
体
的
に
ど
う
受
け
止
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
」。
こ
こ
に
は
、
各
自
の
歴
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史
意
識
が
改
め
て
問
わ
れ
る
ん
じ
ゃ
な
か
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。

　

一
言
言
っ
て
お
き
た
い
ん
で
す
け
ど
も
、
昭
和
五
十
四
年
に
私
が
新
し
く
買
っ
た
家
に
、
五
、
六
人
で
み
ん
な
泊
ま
り
込
み
を
い
た
し

ま
し
た
。
家
族
は
み
ん
な
下
へ
追
い
出
し
て
集
ま
っ
た
ん
で
す
け
ど
ね
、
そ
こ
へ
来
た
の
は
、
ご
承
知
と
思
い
ま
す
け
ど
も
、
平
雅
行
、

佐
藤
弘
夫
、
佐
々
木
馨
、
今
井
雅
晴
、
そ
れ
に
私
。
と
に
か
く
み
ん
な
、
夜
も
寝
な
い
で
議
論
し
て
お
り
ま
し
た
。
そ
の
中
で
一
番
大
事

な
こ
と
は
、
克
服
さ
れ
る
形
で
新
仏
教
が
生
ま
れ
た
と
い
う
ん
じ
ゃ
な
く
て
、
古
代
仏
教
の
変
容
の
中
に
、
移
り
変
わ
り
の
中
に
、
変
質

の
中
に
新
し
い
仏
教
が
生
ま
れ
た
。
そ
う
い
う
こ
と
を
考
え
よ
う
じ
ゃ
な
い
か
と
。
従
っ
て
、「
鎌
倉
新
仏
教
」
と
い
う
名
称
じ
ゃ
な
く

て
、
鎌
倉
仏
教
と
し
て
の
名
称
を
作
ろ
う
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
の
が
、
み
ん
な
の
考
え
で
し
た
。

　

そ
う
い
う
こ
と
も
考
え
て
、
今
ま
で
申
し
ま
し
た
『
日
本
史
概
観
』
の
叙
述
と
、
私
ど
も
が
今
、
到
達
し
て
お
り
ま
す
中
世
仏
教
の
意

味
づ
け
は
、
随
分
差
が
あ
る
こ
と
を
念
の
た
め
に
申
し
上
げ
ま
し
て
、
終
わ
ら
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
ど
う
も
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た
。

司
会　

中
尾
先
生
、
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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教科書における鎌倉仏教論 
―「日蓮」の記述を焦点に― 

                              中尾 堯文 

 
1）戦後の日本史教育  GHQ の指令による日本史学習の禁止 
  （旧制）中学における日本史教育   

（戦中の教科書）神話と原始時代史との混交・皇室中心の歴史観 
  ※昭和 20 年 5 月 22 日 学校授業停止令 

8 月 15 日 敗戦  
  ※昭和 20 年 12 月    日本史教育の停止 

 
2）日本史教育の再開 昭和 25 年 

 昭和 25 年 2 月 史学会編『日本史概観』出版   （昭和 24 年の『世界史概観』と対） 
筆者：安藤良雄・井上光貞・大久保利謙・笠原一男・関晃・豊田武・尾藤昭英・安田元久 

   第三章 中世封建体制の成長 
   「概観」…なおこの時代の特徴として、十二世紀の頃から十三世紀初頭にかけて、新しい仏

教が相次いで起ってきたことは注目すべきことである。それらのすべては、古い仏

教とはことなり、簡単な念仏あるいは信仰だけによって、身分の上下をとわず、すべ

ての人々が救われることを説いたので、急激にこの時代にひろく受け入れられた。

そして仏教思想は、この時代の分化全般に強い影響を与えたのである。（P83） 
◎ここでは、古代の国家仏教（奈良時代）・貴族仏教（平安時代）を踏み越えて、武

士や庶民を対象とした新しい仏教がおこってきたと説明する。 

  

第三節 新仏教の興隆と中世文化  1.新仏教の創立と旧仏教の覺醒 
       十世紀の末歯になると、わが世を楽しむ一部の藤原貴族のほかに、幾多の失意と没落

に沈む貴族が増えてきた。この傾向は、武士階級の台頭、武家政権の確立等によっていよ

いよその度を深めていった。時代と政治の大きな移り替わりの時期であった十二世紀末に

かけて、没落してゆく貴族階級の間から、あるいはまた、新しく立ちあがる武士等の要求に

応じて、幾多のよそおいをこらした仏教が生まれたり、輸入されたりした。浄土宗・一向宗

（浄土真宗）・時宗・臨済宗・曹洞宗・日蓮宗（法華宗）等がそれである。（P103） 
◎荘園の没落によって貴族階級が衰退すると、これに代わって登場する武士階級の要

請に応じた、新しい仏教が生まれた。これが鎌倉新仏教で、浄土宗・浄土真宗・時

宗・臨済宗・曹洞宗・日蓮宗である。（以下、末法思想について叙述する） 
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（聖について述べ、つづいて）自分の身を苦しめることによって極楽往生の可能を説く聖

の教えには、一般の人々は近づこうとしても近づき難いものであった。もっと容易に、現実

の生活をつづけながら、信仰によって往生できる宗教が、社会全般の要望で、農民・職人・

商人をとわず、すべての人々から要求されていたのである。そういう当時の公家・武士に答

えて生まれたのが、先にあげたもろもろの新仏教であった。したがって新仏教の多くが特徴

とするところは、かつての仏教が要求した厳格な戒律主義が不要なものとなり、信仰第一主

義の庶民的色彩が強いものであり、… 

◎修行や作善が困難な庶民にとって、容易に実践でき、信心一筋で成仏できる仏教が

切実に望まれた。この要請に応えたのが鎌倉新仏教で、信心・易行・選択の三要素

が共通している。 

   

【日蓮宗】 

安房国東条郷の漁夫に生まれた日蓮は一二五三（建長五年）に法華経によって一派を

うちたてた。日蓮宗は開宗が他宗におくれたため、諸他の宗派を排撃しながら、また、それ

らの宗派の思想や称名念仏の方法をとり入れながら、発展していった。この宗派は主として

武士ならびに商工業者などのあいだにうけ入れられていった。（P107） 
◎漁夫の生まれ・法華経による立宗・他宗排撃・他宗の影響・武士と商工業者への布

教などをあげる。 

  

第七節 文化の地方普及と庶民文化  4.民衆文化の発展 
   【日蓮宗】 

日蓮宗の開宗当時から、この宗派は地方の武士・都市の商人層等に受けいれられてゆ

き、特に関東地方に多くの信徒をもったが、この時代には京都地方に大いに発展した。一

五三二（天文元年）には、細川晴元と本願寺との衝突に際し、日蓮宗は細川氏を援け山科

本願寺を焼いた。こうした京都における日蓮宗勢力の増大を憎んで、山門（天台宗）の僧

兵は一五三六（天文五年）京都の日蓮宗寺院二十一ヶ寺を焼き払った。この結果、京都に

おける日蓮宗の復興は一時阻止された。（P150） 
以上のような禅・浄土・日蓮等の諸宗派は中央地方の武士と密接に結びつき、その政治

的・経済的支援のもとに、教団の発展・維持をはかってきたのであった。これに比して、農

民・職人その他直接生産にたずさわる人々のあいだにうけ入れられ、それら人々の援助に

よって教団を維持してきた宗派が一向宗（浄土真宗）である。（P150,151） 
◎日蓮宗の受容者は、主に関東地方の武士と、京都をはじめとする商工業者とし、こ

の時代に広く教勢を伸ばした。特に京都での勢力は大いに振るい、細川晴元と対立

する山科本願寺を攻略したが、やがて比叡山と対立して戦い、京都市中の二十一箇

本山を焼き払われ、しばらく地方に退散した。 
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◎禅・浄土・日蓮等の諸宗派は、地方の武士や都市の商工業者と密接に結びついたが、

農民や職人等直接生産者のあいだに勢力を伸ばしたのは、一向宗（浄土真宗）であ

る。 

   ※これから後、日蓮宗の記事は表れてこない。 
 
3）「学習指導要領」社会科が文部省から出される 昭和 26 年 
 「日本史」の目次・項目をあげる。 
   古代社会 「貴族の没落」の項  

「荘園内における武士勢力の増大」「没落の社会的影響」「末法思想と浄土教」 
 荘園制の没落による貴族・寺社の衰退が、末法思想を実感させる時代背景となる。 
 荘園の衰退のなかから武士が起こり、鎌倉新仏教を生み出す基盤をなした。  
   封建社会  「貴族から武士へ」の項 
   「武家政権の確立」「農業生産力の発展」「新仏教の発生」 

◎古代末期から鎌倉時代への転換期を、貴族社会の衰運と武家社会の興隆ととらえ、

仏教史をこのような歴史の表象としてみる。ここで提起される歴史事象は、終末観

を意味する末法思想で、浄土教の展開が主軸として叙述される。 
   中世では、武士階級を主客とする禅宗・日蓮宗が新仏教として扱われるものの、や

がて民衆宗教の担い手として一向宗（浄土真宗）が脚光を浴びる。 

   古代末期から中世にかけての仏教史の文脈は、浄土教を主軸に展開され論述される。 

 

4）「学習指導要領」改訂版 社会科日本史 昭和 31 年 

 ・「鎌倉時代の文化について」の項 

鎌倉時代の新仏教の展開にしても、それがどのような時代の欲求に基づいて生まれたかを

考えさせ、旧仏教との差異を明らかにすることが必要である。 

 ・「室町時代の文化」の項 

貴族文化の伝統とともに、それが庶民的性格を帯びてきていることについて、庶民生活の向

上との関連において考えさせることが必要である。 

   ◎鎌倉時代の仏教について、新旧仏教の対立という概念で理解し、その差異は貴族社

会から武家社会へという時代性の反映として捉える。室町時代の仏教については、

庶民的の自立傾向を前提として、庶民仏教の成長を特徴づける。 

 

5）史学会編『日本史』山川出版 昭和 27 年 

中世 「文化の伝統と創造」 

鎌倉時代の文化の特質 

鎌倉時代は政治・経済の面で公家と武士の対立を経て、武士階級の勝利に進む過程で

あったが、文化の面にもこれが反映していた。古い伝統の上に立つ公家文化はまったく形
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式化し、新しい分野を切り開こうとする積極性を欠いていたが、文化担当者としての地位は

依然として確保され、文化の面に種々の成果を残している。これに対して武士は文化的教

養は低いが、徐々に着実な歩みをもって公家文化を摂取しながら進んでいった。公・武の

文化の流れは、公家文化を中心に互いに交流し合いながら発展してゆき、次の室町時代

に一つの文化として完成する。 

新仏教の興隆 

武士階級の台頭、武家政権の確立などによって、かつて我が世の春を謳歌していた平

安貴族たちは、失意と没落のふちにおいこまれていった。こうした時代と政治の大きく移り

替わる時代であった 12 世紀なかごろから 13 世紀なかごろにかけて、かつての天台宗や真

言宗のほかに新しい仏教がつぎつぎに生まれ、また大陸から輸入された。浄土宗・一向宗

（浄土真宗）・時宗・臨済宗・曹洞宗・日蓮宗（法華宗）がそれである。これらの諸宗は成立

の由来も、またその説くところもそれぞれ異なっていたが、新仏教の多くが特徴としたところ

は、かつての仏教が要求したような厳重な戒律や学問、また寺・仏像の造立、荘園の寄付

などを必要とせず、信仰さえあれば在俗生活のままでだれでも救いにあずかることができる

ということにあった。 

   法然…親鸞…時宗…臨済宗…曹洞宗… 

日蓮は安房国の漁夫の子に生まれて日蓮宗を開いた。日蓮は、他の宗派を攻撃する点

でもっとも勇敢であったが、またそれらの宗派の思想や修行を採り入れ、熱烈な法華信仰

の上に独自の立場を開いた。この宗派は主として武士・商工業者の間にうけ入れられた。 

民衆仏教の発展 

日蓮宗は開宗当時から引き続き武士・商工業者たちにうけ入れられ、この時代にはかな

りの発展を示した。16 世紀の中ごろには、京都の日蓮宗徒は法華一揆などを起こした。 

   ◎鎌倉時代における文化の諸相は、武家勢力の優位性の反映とみるとともに、衰退す

る公家が体現する伝統文化の営みにも評価を与える。この公・武の文化は、やがて

室町時代になって融合を果たし、北山・東山文化に結実するという、文化史の構図

を描く。 

◎鎌倉新仏教は、作善を主体とする平安時代の貴族仏教を克服して、信仰を旨とする

庶民仏教としての性格をもつものである。浄土宗・一向宗（浄土真宗）・時宗・臨

済宗・曹洞宗・日蓮宗（法華宗）が、新仏教として姿を現す。 

  ◎日蓮についての記述は次の要点である。①生まれから庶民である。②他宗を攻撃し

た。③他宗の信仰形態をとり入れる。④独自の法華信仰の境地を開く。⑤武士・商

工業者に受け入れられる。 
   室町時代の日蓮宗は急激に勢力を伸ばし、京都では法華一揆をおこすほどであった。 

 

6）日本書院『日本史』 昭和 37・39 年 

 第四章 武家社会の形成と文化の動向 第三節 文化の新傾向 
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武家文化の成長 

鎌倉時代には京都を中心とする優美繊細な公家文化が指導的地位を保っていたが、新

しい文化を切り開く積極性を欠いていた。これに対して鎌倉を中心として起こった武家文化

は、庶民的な生活と素朴かつ意志的な精神に支えられ、新文化を創造しようとする積極性

に満ち、徐々に公家文化と交流し、また仏教や宋・元の文化の著しい影響を受けながら、

独自の成長をとげた。 

新仏教 

平安末期から鎌倉初期にかけて、社会の大変動に加えて、戦乱・飢饉・天災などが相次

ぎ、しかも仏教界の堕落がはげしかったので、末法到来の意識はますます強められた。こう

した時、人々の苦悩を救うために新しい仏教が相次いで生まれた。 

天台宗から出て、新たに日蓮宗（法華宗）を開いた日蓮は、法華経を絶対視し、だれで

も南無妙法蓮華経の題目を唱えることによって成仏でき、またこの世がそのまま浄土になる

と説いた。彼は、他宗を激しく排撃し、政治をも批判して幕府の怒りにふれ、佐渡に流され

たが、のちに許されて甲斐の身延山に久遠寺を開いた。その教えは、関東や北國の武士

や農民の間に広まっていった。 

文化の庶民化の傾向 

日蓮宗では蓮如と同じころ日親がでて、京都を中心に教化をしき、公家の帰依をうけると

ともに庶民の間に進出し、北陸・九州にも勢力を伸ばした。 

京都を舞台とする伝統的な公家文化と、関東を中心とする素朴で意志的な武家文化を、

対立する形で叙述する。その公家文化を消極的、武家文化を積極的と判断して、文化の

加担者の交代を示唆する。それに、大陸における宋・元の輸入を指摘する。 

平安末から鎌倉初期にかけての天災と社会の混乱が、末法到来の現実と意識されて、

末法思想が実感をもって広まった。このような思潮が、鎌倉新仏教の起こる思想的基調とな

った。 

天台宗から出た日蓮は、法華経至上主義を鼓吹して此土の浄土を唱え、他宗を排撃し

幕政を批判したので迫害を受けた。身延山久遠寺を開き、武士・農民の間に広まった。  

室町時代には日親らが現れて、庶民の間に布教活動を伸ばし、全国的な広まりをみせ

る勢いとなった。 

 
7）戦後の日本史教科書は、昭和 25 年に刊行された史学会編『日本史概観』を出発点とする。

この内容に従う形で、昭和 26 年に「学習指導要領」社会科が文部省から出され、「高校

日本史」の教授方針が定立した。ついで昭和 27 年に出版された山川出版社の教科書『日

本史』は、昭和 25 年『日本史概観』の基本線に沿った内容である。 

 鎌倉新仏教についての論述の前提として、平安時代後期における貴族社会の衰退と武士

の勃興をあげ、ついで武家政権の確立による武士の時代の到来として鎌倉時代の社会相

を叙述する。ここでは、仏教の辿った歴史の原理を末法思想にもとめ、浄土教の展開を
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軸に鎌倉新仏教の成立とその特色を説明する。さらには、室町時代の仏教の動向を庶民

化に求め、一向一揆と法華一揆にその表象を求める。 

 歴史教科書のなかで人物を取り上げるのは、実に困難なことである。限られた字数と固

有名詞と語彙のなかで、適格な叙述を完成しなくてはならない。その上、特に宗教者の

経歴は神秘に包まれていて、その実像を描くことは教科書でなくとも困難を極める。限

られた史料によって、現象面を辿る試みを根気よく続けなくてはならない。 

 
 「日本史」の教科書にみる「鎌倉新仏教」「日蓮」の叙述について考えるとき、立正中・高で教鞭

をとった時のことをはるかに思い起こす。受講者のなかには日蓮宗寺院の子弟が多かったが、

「鎌倉新仏教」について語った時も、積極的に興味を懐いて学習する学生はみられなかった。学

生自身が起居する「寺院」という環境と、歴史の実像として描かれる教科書の世界では、関心の

次元が異なるからだろうか。さらには、日本史の教科書における「鎌倉新仏教」の記事が論じられ

た際、宗教の主催者たる僧侶は、これを主体的にどう受け止めることができるのだろうかと、各自

の歴史意識があらためて問われるところである。 
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