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ー
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倉
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と
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教

高

　橋

　典

　幸

　

日
本
史
学
を
専
門
に
研
究
し
て
お
り
ま
す
。
鎌
倉
幕
府
を
勉
強
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
日
蓮
聖
人
の
名
前
を
聞
く
こ
と
も
あ
り
ま
す
け

れ
ど
も
、
実
は
私
が
専
門
に
し
て
お
り
ま
す
の
は
鎌
倉
幕
府
の
御
家
人
制
と
か
荘
園
制
で
し
て
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
斬
っ
た
張
っ
た
の

世
界
の
こ
と
を
研
究
し
て
お
り
ま
し
て
、
宗
教
と
か
仏
教
と
は
、
非
常
に
縁
遠
い
と
こ
ろ
が
ご
ざ
い
ま
す
。
今
日
は
、
し
か
も
、
ご
専
門

の
蓑
輪
先
生
、
中
尾
先
生
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
の
で
、
思
い
切
っ
て
私
の
専
門
の
鎌
倉
幕
府
の
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
っ
て

お
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
全
然
関
係
な
い
話
を
す
る
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
の
で
、
鎌
倉
幕
府
と
宗
教
の
関
係
、
こ
の
場
合
、
宗
教
と
い

っ
て
も
仏
教
と
な
り
ま
す
け
ど
も
、
政
治
権
力
が
仏
教
と
ど
う
い
う
関
係
を
持
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
簡
単
に
お
話
し
さ
せ
て
い
た

だ
き
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

ま
ず
「
鎌
倉
幕
府
と
は
？
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
が
、
皆
さ
ん
よ
く
ご
存
じ
の
よ
う
に
、
十
二
世
紀
の
末
に
、
源
平
合
戦
、
日
本

史
の
世
界
で
は
「
治
承
・
寿
永
の
内
乱
」
と
い
う
言
い
方
を
よ
く
し
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
う
し
た
大
き
な
戦
争
を
経
て
、
鎌
倉
を
拠
点
に

成
立
し
た
新
し
い
政
治
権
力
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
ま
で
も
朝
廷
と
い
う
政
治
権
力
が
あ
り
ま
し
た
が
、
朝
廷
と

は
異
な
り
、
武
士
が
中
心
に
な
っ
た
武
家
政
権
、
そ
う
い
っ
た
意
味
で
、
新
し
い
政
治
権
力
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う

と
思
い
ま
す
。
私
自
身
も
、
鎌
倉
幕
府
が
成
立
し
た
こ
と
が
、
日
本
史
上
、
非
常
に
大
き
な
出
来
事
だ
、
画
期
的
な
出
来
事
だ
と
考
え
て
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い
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
逆
に
、
鎌
倉
幕
府
が
新
し
い
権
力
、
新
し
い
政
治
権
力
だ
と
い
う
こ
と
を
強
調
す
る
あ
ま
り
に
、
そ
れ
ま
で
の

朝
廷
と
全
く
違
う
、
全
く
性
格
の
異
な
る
政
治
権
力
が
登
場
し
た
の
だ
と
、
こ
こ
ま
で
言
っ
て
し
ま
う
と
、
ど
う
か
な
と
い
う
感
じ
が
す

る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。

　

か
つ
て
は
、
も
う
五
十
年
ぐ
ら
い
前
か
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
朝
廷
を
構
成
し
た
貴
族
た
ち
と
、
鎌
倉
幕
府
、
こ
れ
は
武
家
政
権
で

あ
り
ま
す
の
で
、
武
士
を
中
心
と
し
て
い
ま
す
が
、
貴
族
と
武
士
と
い
う
の
は
全
く
違
う
存
在
な
の
だ
と
、
両
者
の
違
い
が
強
調
さ
れ
る

傾
向
に
あ
り
ま
し
た
。
そ
も
そ
も
武
士
と
い
う
の
は
、
貴
族
が
い
た
都
で
は
な
く
て
、
辺
境
地
帯
、
東
国
の
農
村
か
ら
自
然
発
生
し
て
き

た
。
そ
の
よ
う
な
出
自
と
い
い
ま
す
か
、
出
身
か
ら
し
て
、
全
く
朝
廷
と
か
貴
族
と
は
違
う
ん
だ
と
い
う
ふ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
た
わ
け

で
あ
り
ま
す
。
違
う
か
ら
こ
そ
、
新
し
く
登
場
し
た
武
士
が
、
ど
ん
ど
ん
都
の
貴
族
や
朝
廷
を
圧
倒
し
て
い
く
と
い
う
形
で
、
鎌
倉
時
代

の
歴
史
が
語
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
の
で
す
。

　

と
こ
ろ
が
、
近
年
の
研
究
で
は
、
そ
う
い
っ
た
考
え
方
が
だ
い
ぶ
改
め
ら
れ
て
き
ま
し
て
、
む
し
ろ
武
士
の
発
生
そ
の
も
の
も
、
考
え

直
し
た
方
が
い
い
だ
ろ
う
、
東
国
の
農
村
か
ら
自
然
発
生
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
が
、
む
し
ろ
近
年
は
、
武
士
も
京

都
の
貴
族
社
会
の
中
か
ら
生
ま
れ
て
き
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
ご
説
明
し
だ
す
と
長
く
な
り
ま
し
て
、
き
ち
ん
と
ご

説
明
し
よ
う
と
思
う
と
、
今
日
の
夕
方
四
時
ぐ
ら
い
ま
で
か
か
っ
て
し
ま
い
ま
す
の
で
、
簡
単
に
言
い
ま
す
と
、
貴
族
社
会
と
密
接
な
関

係
を
取
り
な
が
ら
登
場
し
、
成
長
し
て
い
っ
た
存
在
が
武
士
で
あ
っ
て
、
あ
る
意
味
、
貴
族
社
会
の
一
員
と
考
え
て
も
い
い
の
で
は
な
い

か
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
お
り
ま
す
。

　

鎌
倉
幕
府
を
構
成
し
た
の
は
、
最
終
的
に
武
士
の
中
で
も
東
国
を
本
拠
地
と
す
る
武
士
で
あ
り
ま
す
の
で
、
貴
族
社
会
と
関
係
を
持
ち

な
が
ら
登
場
し
て
き
た
と
は
い
え
、
東
国
の
方
に
拠
点
を
持
っ
て
い
っ
て
し
ま
う
わ
け
で
あ
り
ま
す
け
ど
も
、
東
国
に
拠
点
を
持
っ
て
い

っ
た
あ
と
も
、
全
く
京
都
や
朝
廷
と
無
関
係
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
平
安
時
代
の
武
士
で
も
、
京
都
と
本
拠
地
の
東
国
を
し
ょ
っ
ち
ゅ
う

行
っ
た
り
来
た
り
し
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
単
に
京
都
に
来
る
だ
け
じ
ゃ
な
く
て
、
京
都
の
朝
廷
と
か
貴
族
社
会
と
密
接
な
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関
係
を
結
ん
で
過
ご
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
、
だ
ん
だ
ん
と
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
鎌
倉
幕
府
を
最
初
に
ま
と
め
た
初
代
将
軍
の
源
頼
朝
。
こ
れ
も
皆
さ
ん
も
ご
存
じ
と
思
い
ま
す
が
、
清
和
源
氏
、
最
近
は

「
河
内
源
氏
」
と
い
う
言
い
方
を
し
た
り
し
ま
す
け
れ
ど
も
、
河
内
源
氏
の
棟
梁
の
家
柄
で
あ
り
、
武
士
の
中
で
も
エ
リ
ー
ト
の
家
柄
で

す
。
頼
朝
と
い
う
と
ど
う
し
て
も
、
鎌
倉
幕
府
の
初
代
将
軍
で
あ
る
の
で
、
東
国
武
士
の
代
表
と
い
う
感
じ
が
す
る
の
で
す
が
、
よ
く
よ

く
考
え
て
い
き
ま
す
と
、
頼
朝
と
い
う
の
は
、
ち
ょ
っ
と
俗
な
言
い
方
を
す
る
と
京
都
人
な
の
で
す
。
別
に
い
け
ず
な
京
都
人
と
い
う
意

味
で
は
な
く
て
、
京
都
出
身
な
の
で
す
。
京
都
で
生
ま
れ
育
っ
て
、
京
都
で
成
長
し
て
い
た
。

　

武
士
と
は
い
え
、
河
内
源
氏
・
清
和
源
氏
と
い
う
の
は
エ
リ
ー
ト
で
あ
り
ま
し
て
、
ま
さ
に
貴
族
社
会
の
一
員
と
い
う
側
面
も
持
っ
て

お
り
ま
し
た
の
で
、
頼
朝
も
十
二
歳
で
元
服
し
ま
す
と
、
実
は
京
都
の
貴
族
社
会
、
朝
廷
で
位
と
官
職
を
も
ら
っ
て
、
朝
廷
の
儀
式
に
参

加
し
て
い
る
の
で
す
。
歴
史
に
「
も
し
」
と
い
う
言
い
方
は
禁
句
で
は
あ
り
ま
す
が
、
平
治
の
乱
で
頼
朝
は
伊
豆
に
流
さ
れ
て
し
ま
い
ま

す
け
れ
ど
も
、
も
し
そ
れ
が
な
け
れ
ば
、
か
つ
う
ま
く
出
世
し
て
い
れ
ば
、
む
し
ろ
平
清
盛
の
よ
う
な
生
き
方
を
歩
ん
だ
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
貴
族
社
会
の
中
で
、
貴
族
社
会
の
一
員
と
し
て
の
武
士
と
し
て
出
世
し
て
い
っ
た
、
存
在
感
を
高
め
て
い
っ
た
、

そ
の
よ
う
な
生
き
方
を
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

　

そ
の
た
め
、
鎌
倉
幕
府
の
新
し
さ
と
い
う
の
は
、
頼
朝
に
即
し
て
言
い
ま
す
と
、
そ
も
そ
も
河
内
源
氏
・
清
和
源
氏
の
家
柄
と
し
て
、

貴
族
社
会
の
中
の
武
士
と
し
て
生
き
て
い
く
生
き
方
、
こ
れ
を
や
め
て
、
新
し
く
東
国
で
生
き
て
い
こ
う
と
し
た
、
こ
う
し
た
生
き
方
の

選
択
を
自
ら
行
っ
た
と
い
う
点
に
頼
朝
の
新
し
さ
が
あ
り
、
そ
こ
に
、
頼
朝
に
よ
っ
て
創
始
さ
れ
た
鎌
倉
幕
府
の
新
し
さ
を
認
め
る
べ
き

だ
ろ
う
と
思
う
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

　

で
す
の
で
、
鎌
倉
幕
府
と
い
う
の
は
、
新
し
い
政
治
権
力
で
は
あ
り
、
政
治
的
な
立
場
と
し
て
は
そ
れ
ま
で
の
朝
廷
と
は
異
な
り
ま
す

が
、
頼
朝
を
は
じ
め
と
す
る
歴
代
の
将
軍
た
ち
や
、
そ
の
周
辺
に
集
ま
っ
て
き
た
武
士
・
御
家
人
た
ち
は
、
多
く
の
面
で
朝
廷
や
貴
族
社

会
と
、
例
え
ば
価
値
観
や
、
趣
向
を
共
有
す
る
側
面
も
、
少
な
か
ら
ず
あ
っ
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
難
し
い
話
に
な
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
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中
世
に
は
「
荘
園
」
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
し
て
、
貴
族
の
持
ち
物
、
財
産
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
り
ま
す
が
、
実
は
将
軍
も
荘
園
を
持

っ
て
い
る
の
で
す
。
そ
う
い
う
点
で
共
有
し
て
い
る
の
で
す
。
今
日
の
テ
ー
マ
、
宗
教
、
仏
教
と
い
う
点
に
関
し
て
も
、
や
は
り
鎌
倉
幕

府
は
、
先
行
す
る
朝
廷
や
貴
族
社
会
と
共
有
し
て
い
る
面
が
非
常
に
強
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

　

で
は
、
鎌
倉
幕
府
へ
行
く
前
に
、
当
時
の
朝
廷
・
貴
族
社
会
の
宗
教
、
仏
教
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
、
そ
れ
こ
そ
ご

専
門
の
先
生
が
今
日
は
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
の
で
、
非
常
に
簡
単
に
、
ご
く
ご
く
簡
単
に
か
い
つ
ま
ん
で
申
し
上
げ
ま
す
と
、
鎌
倉
時
代

の
朝
廷
・
貴
族
社
会
の
仏
教
と
い
い
ま
し
て
も
、
中
心
は
平
安
時
代
以
来
の
、
少
し
難
し
い
言
葉
を
使
い
ま
す
が
、
顕
密
仏
教
が
中
心
だ

っ
た
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
具
体
的
に
言
い
ま
す
と
、
奈
良
の
南
都
六
宗
、
天
台
宗
、
真
言
宗
。
こ
れ
を
中
心
と
す
る
顕
密
仏
教
が
、

鎌
倉
時
代
、
中
世
の
朝
廷
・
貴
族
社
会
の
仏
教
の
中
心
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
と
思
う
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

　

こ
れ
は
教
科
書
の
書
き
方
に
も
よ
る
の
で
す
が
、
教
科
書
を
読
ん
で
い
き
ま
す
と
、
鎌
倉
時
代
の
文
化
・
宗
教
の
と
こ
ろ
に
行
き
ま
す

と
、
鎌
倉
新
仏
教
を
大
き
く
取
り
上
げ
ま
す
。
ま
さ
に
日
蓮
聖
人
の
日
蓮
宗
が
あ
り
ま
す
し
、
法
然
や
親
鸞
の
浄
土
宗
・
浄
土
真
宗
も
あ

り
ま
す
け
れ
ど
も
、
確
か
に
そ
れ
も
大
事
な
の
で
す
が
、
あ
く
ま
で
も
当
時
の
実
態
に
即
し
て
い
き
ま
す
と
、
鎌
倉
新
仏
教
と
い
う
の
は

あ
く
ま
で
も
新
興
勢
力
で
あ
り
ま
し
て
、
決
し
て
鎌
倉
新
仏
教
が
、
社
会
全
般
と
か
、
更
に
は
朝
廷
の
全
体
を
覆
う
よ
う
な
、
そ
こ
ま
で

の
影
響
力
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
「
○
○
宗
、
△
△
宗
」
と
い
う
言
い
方
が
定
着
し
て
い
く
の
は
も
っ
と
時
代
を
下
っ
て
い

き
ま
す
の
で
、
や
は
り
顕
密
仏
教
が
中
心
だ
ろ
う
と
思
う
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

　

た
だ
、
個
人
の
問
題
は
別
で
す
。
朝
廷
・
貴
族
社
会
、
主
に
朝
廷
と
い
っ
た
よ
う
な
政
権
の
問
題
と
し
て
は
顕
密
仏
教
で
す
が
、
個
人

の
レ
ベ
ル
に
な
っ
て
い
き
ま
す
と
、
や
は
り
新
仏
教
が
一
定
の
影
響
を
持
っ
て
お
り
ま
す
。
先
ほ
ど
、
近
衛
家
と
い
う
貴
族
社
会
の
ト
ッ

プ
の
話
を
蓑
輪
先
生
が
さ
れ
ま
し
た
け
ど
も
、
近
衛
家
と
並
ぶ
ぐ
ら
い
の
朝
廷
・
貴
族
社
会
の
ト
ッ
プ
に
九
条
家
と
い
う
家
が
あ
り
ま
す
。

そ
こ
の
鎌
倉
時
代
初
め
の
当
主
に
、
九
条
兼
実
と
い
う
人
が
い
ま
す
。
こ
の
人
は
朝
廷
・
貴
族
社
会
の
ト
ッ
プ
で
す
の
で
、
仕
事
の
面
で

は
顕
密
仏
教
を
大
事
に
す
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
う
ち
へ
帰
る
と
法
然
の
非
常
に
熱
心
な
信
者
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
知
ら

03-02　高橋.indd   73 2021/02/24   15:43



現代宗教研究　第55号（2021.3）　　74

れ
て
お
り
ま
す
。
で
す
の
で
、
個
人
の
問
題
と
切
り
離
し
て
考
え
な
く
て
は
い
け
な
い
の
で
す
が
、
や
は
り
仏
教
界
の
主
流
、
特
に
朝
廷

と
い
っ
た
問
題
を
考
え
て
い
く
場
合
に
は
、
平
安
時
代
来
の
顕
密
仏
教
が
中
心
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

も
う
少
し
申
し
上
げ
ま
す
と
、
顕
密
仏
教
の
特
徴
と
し
ま
し
て
は
、
お
坊
さ
ん
の
位
や
官
職
が
あ
る
の
で
す
。
朝
廷
か
ら
お
坊
さ
ん
の

位
や
官
職
を
も
ら
っ
て
、
さ
ら
に
朝
廷
の
要
請
に
応
じ
て
、
も
し
く
は
貴
族
社
会
の
要
請
に
応
じ
て
、
祈
祷
を
行
う
。
個
人
的
な
祈
祷
も

あ
り
ま
す
し
、
朝
廷
全
体
、
国
家
全
体
の
祈
祷
も
行
う
。
こ
れ
が
、
顕
密
仏
教
の
非
常
に
大
き
な
特
徴
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
代
表
的
な

寺
院
を
あ
げ
る
と
、
南
都
六
宗
の
場
合
は
有
名
な
東
大
寺
や
興
福
寺
、
さ

ら
に
、
天
台
宗
や
真
言
宗
の
場
合
は
延
暦
寺
や
園
城
寺
、
仁
和
寺
や
東
寺
。

天
台
宗
の
場
合
は
、
延
暦
寺
を
「
山
門
」、
園
城
寺
を
「
寺
門
」
と
言
い
、

天
台
宗
は
二
系
統
あ
っ
た
わ
け
で
す
。
ま
た
、
真
言
宗
の
場
合
に
は
い
ろ

ん
な
お
寺
が
あ
り
ま
す
し
、
い
ろ
ん
な
流
派
も
あ
り
ま
す
が
、
全
体
を
ま

と
め
て
「
東
密
」
と
い
う
言
い
方
も
し
ま
す
。
こ
う
し
た
山
門
・
寺
門
・

東
密
が
、
顕
密
仏
教
の
中
心
で
あ
り
ま
す
。

　

こ
れ
が
鎌
倉
時
代
の
始
ま
る
頃
の
朝
廷
と
仏
教
の
関
係
の
大
き
な
枠
に

な
っ
て
く
る
わ
け
で
す
が
、
で
は
鎌
倉
幕
府
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
と
い
い

ま
す
と
、
ほ
ぼ
こ
れ
を
そ
っ
く
り
受
け
入
れ
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

も
う
少
し
具
体
的
な
お
話
し
が
し
た
い
と
思
い
ま
し
て
、
ど
う
し
よ
う
か

な
と
考
え
て
い
た
の
で
す
が
、
そ
う
し
た
鎌
倉
幕
府
と
仏
教
の
関
係
を
考

え
る
場
合
に
、
鎌
倉
の
地
図
が
、
鎌
倉
幕
府
と
仏
教
の
関
係
の
非
常
に
い

い
縮
図
に
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
鎌
倉
の
地
図
を
見
な
が
ら
、
鎌
倉
幕
府
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と
仏
教
の
関
係
を
お
話
し
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

ま
ず
鎌
倉
幕
府
と
仏
教
の
関
係
、
鎌
倉
幕
府
の
仏
教
政
策
を
考
え
る
場
合
に
重
要
な
の
は
、
三
つ
の
お
寺
と
神
社
に
な
り
ま
す
。
一
つ

が
、
鶴
岡
八
幡
宮
。
非
常
に
有
名
な
神
社
で
す
の
で
、
皆
さ
ん
も
ご
存
じ
と
思
い
ま
す
け
ど
も
、
地
図
で
は
四
角
で
名
前
を
囲
っ
て
い
ま

す
。
鎌
倉
の
南
側
は
海
に
面
し
て
い
ま
し
て
、
残
り
三
方
を
山
に
囲
ま
れ
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
ど
ん
つ
き
の
所
に
あ
る
神
社
、
鶴
岡
八

幡
宮
。
こ
れ
が
一
つ
で
す
。

　

二
つ
目
、
三
つ
目
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
の
で
、
こ
こ
で
少
し
強
調
し
て
お
き
た
い
の
で
す
が
、
二
つ
目
は
、
勝
長
寿
院
と
い
う

お
寺
で
す
。
ど
こ
か
と
い
い
ま
す
と
、
や
は
り
地
図
で
名
前
を
四
角
で
囲
っ
た
所
で
す
。
ち
な
み
に
、
鶴
岡
八
幡
宮
の
す
ぐ
右
隣
、
東
側

に
、
大
倉
御
所
と
い
い
ま
し
て
、
頼
朝
が
住
ん
で
い
た
御
所
が
あ
る
わ
け
で
す
が
、
勝
長
寿
院
は
、
大
倉
御
所
か
ら
み
る
と
す
ぐ
南
に
な

り
ま
す
。
こ
れ
が
二
番
目
。
三
番
目
が
、
永
福
寺
（
よ
う
ふ
く
じ
）
と
い
う
お
寺
で
あ
り
ま
し
て
、
こ
れ
ま
た
地
図
で
は
名
前
を
四
角
で

囲
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
大
倉
御
所
か
ら
み
ま
す
と
、
北
東
、
ま
さ
に
鬼
門
の
方
角
に
当
た
る
。
こ
の
三
つ
の
寺
院
・
神
社
が
、
鎌
倉

幕
府
の
仏
教
政
策
、
宗
教
政
策
を
考
え
る
場
合
に
、
非
常
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
ぞ
れ
見
て
い
き
ま
す
と
、
鶴
岡
八
幡
宮
は
、
現
在
で
も
鎌
倉
の
町
の
中
心
で
あ
り
ま
す
。
若
宮
大
路
と
い
う
道
路
は
鎌
倉
の
メ
イ

ン
ス
ト
リ
ー
ト
に
な
っ
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
今
で
も
そ
う
で
す
し
、
昔
も
そ
う
で
し
た
よ
う
に
、
鶴
岡
八
幡
宮
の
参
道
で
す
。

鶴
岡
八
幡
宮
の
参
道
を
中
心
に
、
鎌
倉
の
町
は
発
展
し
て
き
た
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

　

大
事
な
の
は
、
今
で
こ
そ
鶴
岡
八
幡
宮
、
神
社
と
し
て
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
実
は
江
戸
時
代
以
前
は
「
鶴
岡
八
幡
宮
寺
」
と
も
言
い

ま
し
て
、
神
社
と
お
寺
両
方
の
性
格
を
備
え
て
お
り
ま
す
。
神
仏
習
合
で
す
ね
。
神
仏
習
合
に
は
い
ろ
い
ろ
な
在
り
方
が
あ
り
ま
す
が
、

鶴
岡
八
幡
宮
寺
の
場
合
は
、
も
ち
ろ
ん
神
主
さ
ん
も
お
り
ま
す
が
、
中
世
に
は
お
坊
さ
ん
も
い
ま
し
て
、
む
し
ろ
お
坊
さ
ん
の
方
が
主
導

権
を
握
っ
て
い
る
。
そ
う
い
っ
た
神
社
、
お
寺
だ
っ
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
中
で
も
鶴
岡
八
幡
宮
の
ト
ッ
プ
は
、
別
当
と
呼
ば
れ
る
お
坊

さ
ん
だ
っ
た
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
鎌
倉
幕
府
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
て
い
た
。
ま
さ
に
鎌
倉
幕
府
の
公
的
な
寺
院
・
神
社
だ
っ
た
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の
で
あ
り
ま
す
。

　

で
は
、
ど
う
い
う
人
が
鶴
岡
八
幡
宮
寺
の
ト
ッ
プ
、
別
当
に
任
命
さ
れ
て
い
た
か
と
い
い
ま
す
と
、
歴
代
が
ず
っ
と
分
か
る
わ
け
で
す

が
、
鎌
倉
時
代
の
別
当
は
、
い
ず
れ
も
、
先
ほ
ど
申
し
上
げ
ま
し
た
寺
門
、
天
台
宗
の
中
で
も
園
城
寺
系
の
寺
門
の
お
坊
さ
ん
。
も
し
く

は
東
密
の
お
坊
さ
ん
、
真
言
宗
で
す
ね
。
こ
の
お
坊
さ
ん
た
ち
で
、
ず
っ
と
別
当
が
任
命
さ
れ
て
い
た
。
幕
府
は
、
寺
門
と
東
密
を
鶴
岡

八
幡
宮
の
ト
ッ
プ
に
据
え
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

さ
ら
に
こ
の
別
当
の
下
に
、「
供
僧
（
く
そ
う
）」、「
ぐ
そ
う
」
と
も
言
い
ま
す
が
、
鶴
岡
八
幡
宮
の
場
合
、
二
十
五
人
の
専
門
の
お
坊

さ
ん
が
任
命
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
す
。
こ
の
二
十
五
人
の
供
僧
は
、
ど
う
い
う
構
成
を
し
て
い
た
か
と
い
い
ま
す
と
、
こ
れ
も
ま
た
別
当

と
同
じ
で
あ
り
ま
し
て
、
別
当
が
寺
門
系
の
お
坊
さ
ん
か
、
東
密
系
の
お
坊
さ
ん
か
に
よ
っ
て
、
二
十
五
人
の
バ
ラ
ン
ス
は
微
妙
に
変
わ

り
ま
す
け
れ
ど
も
、
大
き
く
言
え
ば
、
寺
門
の
お
坊
さ
ん
、
東
密
の
お
坊
さ
ん
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
分
か
っ
て
い

ま
す
。

　

こ
う
し
た
、
ま
さ
に
顕
密
を
代
表
す
る
寺
門
と
東
密
の
お
坊
さ
ん
に
よ
っ
て
鶴
岡
八
幡
宮
寺
は
構
成
さ
れ
、
幕
府
の
命
令
を
受
け
て
、

幕
府
の
た
め
に
祈
祷
を
行
う
こ
と
を
求
め
ら
れ
て
い
た
、
期
待
さ
れ
て
い
た
。
そ
う
い
っ
た
お
寺
だ
っ
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

　

続
き
ま
し
て
、
先
ほ
ど
二
番
目
に
ご
紹
介
し
ま
し
た
、
勝
長
寿
院
を
見
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
場
所
は
御
所
の
南
側
に
な
り
ま
し

て
、
室
町
時
代
に
は
廃
絶
し
て
し
ま
っ
て
、
現
在
は
ほ
と
ん
ど
痕
跡
を
と
ど
め
て
お
り
ま
せ
ん
。
住
宅
街
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
の

で
、
よ
く
分
か
ら
な
い
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
相
当
大
規
模
な
寺
院
だ
っ
た
ら
し
い
。
元
々
は
、
頼
朝
が
幕
府
を
開
い
た
と
き

に
、
お
父
さ
ん
の
菩
提
を
弔
う
た
め
に
作
っ
た
お
寺
。
そ
う
い
っ
た
意
味
で
言
い
ま
す
と
、
源
氏
将
軍
の
菩
提
寺
の
よ
う
な
性
格
の
お
寺

だ
っ
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
源
氏
将
軍
、
ご
存
じ
の
よ
う
に
頼
朝
、
頼
家
、
実
朝
、
三
代
で
断
絶
し
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、

断
絶
し
て
し
ま
っ
た
あ
と
は
、
先
ほ
ど
の
鶴
岡
八
幡
宮
寺
と
同
じ
よ
う
に
、
幕
府
の
公
的
な
お
寺
、
官
寺
と
し
て
の
性
格
を
強
め
て
い
き

ま
す
。
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こ
ち
ら
の
勝
長
寿
院
の
方
の
別
当
は
ど
う
な
っ
て
い
た
か
と
い
い
ま
す
と
、
鶴
岡
八
幡
宮
寺
と
非
常
に
対
照
的
で
す
。
先
ほ
ど
鶴
岡
八

幡
宮
寺
が
寺
門
系
と
東
密
系
と
申
し
上
げ
ま
し
た
け
ど
も
、
こ
ち
ら
の
別
当
は
、
山
門
系
で
す
。
天
台
宗
の
中
で
も
、
園
城
寺
で
は
な
い

も
う
一
派
の
方
で
す
。
か
つ
て
は
鶴
岡
八
幡
宮
寺
だ
け
が
注
目
さ
れ
て
お
り
ま
し
て
、
鎌
倉
幕
府
と
い
う
の
は
、
顕
密
仏
教
の
中
で
も
東

密
と
寺
門
だ
け
。
比
叡
山
延
暦
寺
を
代
表
と
す
る
山
門
は
、
排
除
し
て
い
た
と
い
わ
れ
て
い
た
の
で
す
。
そ
れ
が
、
最
近
、
勝
長
寿
院
の

研
究
が
進
ん
だ
結
果
、
実
は
勝
長
寿
院
は
山
門
の
お
坊
さ
ん
が
占
め
て
い
た
。
幕
府
は
結
局
、
顕
密
仏
教
、
山
門
も
寺
門
も
東
密
も
全
部

ま
と
め
て
奉
仕
さ
せ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
、
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
の
で
す
。

　

も
う
一
つ
、
永
福
寺
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
ち
ら
も
勝
長
寿
院
と
同
じ
よ
う
に
、
室
町
時
代
に
廃
絶
し
て
し
ま
い
ま
し
て
、
現
在
は
何
も

残
っ
て
い
ま
せ
ん
。
ど
う
い
う
お
寺
か
と
い
い
ま
す
と
、
頼
朝
が
奥
州
平
泉
の
奥
州
藤
原
氏
を
滅
ぼ
し
た
あ
と
に
、
奥
州
合
戦
で
死
ん
だ

人
を
供
養
す
る
た
め
に
作
っ
た
お
寺
と
い
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
先
ほ
ど
申
し
上
げ
ま
し
た
よ
う
に
室
町
時
代
に
廃
絶
し
て
し
ま
っ
て
い
る

の
で
す
が
、
幸
い
、
非
常
に
遺
構
の
残
り
が
良
い
の
で
す
。
発
掘
調
査
が
進
み
ま
し
て
、
京
都
の
宇
治
に
平
等
院
と
い
う
お
寺
が
あ
り
ま

す
が
、
平
等
院
に
匹
敵
す
る
よ
う
な
大
寺
院
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
ま
し
た
。
あ
の
狭
い
鎌
倉
に
、
よ
く
こ
ん
な
お
寺
が
あ
っ
た

な
と
い
う
感
じ
が
し
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
ち
ら
も
顕
密
系
の
お
坊
さ
ん
が
別
当
を
務
め
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
分
か
っ
て
お
り
ま
す
。

　

以
上
、
鎌
倉
を
代
表
す
る
鶴
岡
八
幡
宮
寺
、
勝
長
寿
院
、
永
福
寺
を
ご
紹
介
し
て
ま
い
り
ま
し
た
け
ど
も
、
い
ず
れ
も
顕
密
の
お
坊
さ

ん
た
ち
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
お
り
、
顕
密
の
修
法
で
鎌
倉
幕
府
を
宗
教
的
に
護
持
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
、
鎌
倉
時
代
、

一
貫
し
て
変
わ
ら
な
い
。
顕
密
の
寺
院
が
幕
府
の
宗
教
政
策
の
中
心
だ
っ
た
こ
と
は
、
間
違
い
な
い
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

　

た
だ
し
時
代
が
経
過
し
て
い
き
ま
す
と
、
鎌
倉
幕
府
と
仏
教
の
関
係
に
も
、
新
し
い
要
素
が
付
け
加
わ
っ
て
き
ま
す
。
端
的
に
言
い
ま

す
と
、
こ
れ
ま
で
の
山
門
・
寺
門
・
東
密
の
顕
密
に
加
え
て
、
禅
宗
と
律
宗
と
い
う
要
素
が
加
わ
っ
て
く
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
も
ま
た
地

図
で
確
認
し
て
お
き
た
い
の
で
す
け
れ
ど
も
、
楕
円
で
囲
っ
た
名
前
、
皆
さ
ん
よ
く
ご
存
じ
だ
と
思
い
ま
す
が
、
北
鎌
倉
の
建
長
寺
。
ま

た
、
同
じ
く
北
鎌
倉
の
円
覚
寺
。
こ
れ
が
、
鎌
倉
の
禅
宗
を
代
表
す
る
二
大
寺
院
で
す
。
そ
し
て
も
う
一
つ
、
律
宗
。
現
代
の
感
覚
か
ら
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す
る
と
ピ
ン
と
こ
な
い
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
鎌
倉
時
代
に
は
律
宗
も
非
常
に
盛
ん
で
あ
っ
た
わ
け
で
す
が
、
鎌
倉
の
律
宗
を

代
表
す
る
寺
院
が
、
今
度
は
海
の
側
、
建
長
寺
・
円
覚
寺
の
山
の
側
に
対
し
て
、
非
常
に
対
照
的
な
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
海
の
側
に
あ

っ
た
極
楽
寺
で
す
。
こ
の
三
つ
の
寺
院
が
、
鎌
倉
の
禅
宗
と
律
宗
を
よ
く
象
徴
し
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

ま
ず
禅
宗
の
方
か
ら
見
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
禅
宗
と
鎌
倉
幕
府
の
関
係
は
意
外
に
早
く
て
、
臨
済
宗
の
開
祖
の
栄
西
と
い
う
方

が
十
三
世
紀
の
初
め
に
鎌
倉
に
や
っ
て
き
て
、
将
軍
に
仕
え
た
り
、
寿
福
寺
の
住
職
に
な
っ
た
り
し
た
と
い
う
こ
と
も
知
ら
れ
て
い
る
の

で
す
が
、
本
格
的
な
関
係
は
、
も
う
少
し
下
り
ま
し
て
、
十
三
世
紀
半
ば
に
な
り
ま
す
。
鎌
倉
幕
府
で
言
い
ま
す
と
、
有
名
な
北
条
時
頼

と
い
う
方
が
執
権
を
し
て
い
た
時
期
で
す
。
北
条
時
頼
は
、
寛
元
四
（
一
二
四
六
）
年
に
執
権
に
就
任
す
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
た
ま

た
ま
同
じ
年
、
こ
れ
は
単
な
る
偶
然
で
す
け
れ
ど
も
、
蘭
渓
道
隆
と
い
う
中
国
の
禅
宗
、
臨
済
宗
の
お
坊
さ
ん
が
、
九
州
に
や
っ
て
く
る
。

こ
の
あ
と
北
条
時
頼
は
蘭
渓
さ
ん
に
非
常
に
帰
依
し
ま
し
て
、
ぜ
ひ
鎌
倉
に
来
て
ほ
し
い
。
そ
し
て
、
鎌
倉
に
建
長
寺
と
い
う
新
し
い
お

寺
を
時
頼
が
作
る
と
、
今
度
は
ぜ
ひ
そ
こ
で
住
持
を
や
っ
て
ほ
し
い
。
こ
れ
が
、
建
長
五
年
（
一
二
五
三
）
に
な
り
ま
す
。
鎌
倉
に
お
け

る
禅
宗
の
発
展
・
興
隆
と
い
う
の
は
、
北
条
時
頼
が
建
長
寺
を
開
創
し
て
、
蘭
渓
を
据
え
た
。
こ
れ
が
非
常
に
大
き
な
き
っ
か
け
に
な
っ

て
い
る
わ
け
で
す
。

　

以
後
、
鎌
倉
に
は
続
々
と
、
中
国
出
身
の
お
坊
さ
ん
が
招
聘
さ
れ
て
、
建
長
寺
の
住
持
に
な
る
。
さ
ら
に
、
時
頼
の
息
子
、
モ
ン
ゴ
ル

襲
来
の
時
に
執
権
を
や
っ
て
い
た
北
条
時
宗
も
、
お
父
さ
ん
に
倣
っ
て
円
覚
寺
を
造
り
ま
す
が
、
円
覚
寺
や
建
長
寺
の
住
持
に
続
々
と
中

国
の
お
坊
さ
ん
を
招
い
て
く
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
お
坊
さ
ん
た
ち
が
、
そ
こ
で
新
し
く
弟
子
を
育
成
す
る
と

と
も
に
、
幕
府
の
要
請
に
応
じ
て
祈
祷
を
行
っ
た
り
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

　

一
点
北
条
時
宗
の
手
紙
を
ご
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
詮
蔵
主
、
英
典
座
と
い
っ
た
二
人
の
お
坊
さ
ん
に
対
し
て
、
中
国
に
行
っ
て
、

中
国
の
優
れ
た
禅
僧
を
日
本
に
お
招
き
し
な
さ
い
、
招
聘
し
て
き
な
さ
い
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
手
紙
な
の
で
す
（
円
覚
寺
文
書
）。

こ
れ
、
弘
安
元
年
（
一
二
七
八
）
と
い
う
年
号
が
つ
い
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
ち
ょ
う
ど
こ
の
年
の
七
月
に
蘭
渓
道
隆
が
死
ん
で
し
ま

03-02　高橋.indd   78 2021/02/24   15:43



79

鎌倉幕府と宗教（高橋）

っ
た
の
で
す
。
蘭
渓
に
代
わ
る
指
導
者
を
求
め
た
い
と
い
う
こ
と
で
、
中
国
に
行
っ
て
連
れ
て
き
な
さ
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
ぐ
ら

い
中
国
の
禅
宗
の
お
坊
さ
ん
に
時
宗
も
時
頼
も
心
酔
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
分
か
り
ま
す
し
、
注
目
さ
れ
る
の
は
、
弘
安
元
年
と
い
う

年
で
す
。
西
暦
で
言
い
ま
す
と
一
二
七
八
年
の
こ
と
な
の
で
す
が
、
こ
れ
は
ど
う
い
う
年
か
と
い
う
と
、
文
永
の
役
と
弘
安
の
役
の
ち
ょ

う
ど
戦
間
期
。
モ
ン
ゴ
ル
と
戦
争
し
て
い
る
最
中
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
中
国
に
行
っ
て
お
坊
さ
ん
連
れ
て
き
て
ほ
し
い
。
そ
れ
ぐ
ら
い
熱

心
に
、
中
国
の
禅
宗
の
お
坊
さ
ん
を
連
れ
て
こ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

　

禅
宗
と
い
う
の
は
、
鎌
倉
幕
府
が
帰
依
し
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
て
、
こ
の
あ
と
、
全
国
に
広
が
っ
て
い
き
ま
す
。
教
科
書
で
も
、
禅
宗

の
雰
囲
気
が
武
士
の
志
向
に
合
っ
て
い
た
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
鎌
倉
に
則
し
て
見
る
な
ら
ば
、
特
に
北
条
時
頼
・
時
宗

親
子
の
志
向
が
強
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
ま
す
。

　

で
は
、
律
宗
の
方
は
ど
う
か
。
律
宗
と
い
う
の
は
、
禅
宗
と
は
ち
ょ
っ
と
様
子
が
違
う
の
で
す
が
、
十
三
世
紀
の
前
半
、
専
ら
奈
良
の

お
寺
、
南
都
六
宗
の
中
で
も
、
例
え
ば
西
大
寺
と
か
、
唐
招
提
寺
と
い
っ
た
お
寺
を
中
心
に
、
お
坊
さ
ん
が
守
ら
な
く
て
は
い
け
な
い
戒

律
を
、
一
生
懸
命
復
興
し
て
い
こ
う
。
そ
う
い
う
運
動
を
起
こ
し
た
一
派
だ
と
お
考
え
く
だ
さ
い
。

　

律
宗
は
そ
う
い
っ
た
形
で
し
た
の
で
、
元
々
は
奈
良
や
京
都
に
活
動
の
中
心
が
あ
っ
た
の
で
す
が
、
十
三
世
紀
半
ば
、
こ
れ
も
さ
き
ほ

ど
の
北
条
時
頼
の
時
代
と
ぴ
っ
た
り
重
な
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
十
三
世
紀
半
ば
に
な
っ
て
、
関
東
地
方
、
更
に
は
鎌
倉
に
教
勢
を
拡

大
し
て
い
っ
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
北
条
氏
の
一
族
の
中
に
金
沢
氏
と
い
う
一
族
が
い
る
の
で
す
が
、
こ
れ
が
熱
心
な
律
宗
の
信
者
だ
っ

た
こ
と
も
あ
っ
て
鎌
倉
に
引
っ
張
っ
て
き
た
の
だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
て
お
り
ま
し
て
、
弘
長
元
年
、
一
二
六
一
年
に
、
忍
性
と
い
う
お
坊

さ
ん
が
、
ま
ず
鎌
倉
に
入
っ
て
き
ま
す
。
翌
年
、
忍
性
の
お
師
匠
さ
ん
に
当
た
る
叡
尊
と
い
う
方
を
鎌
倉
に
呼
ん
で
き
ま
す
。
す
る
と
、

鎌
倉
の
人
々
は
喜
ん
で
集
ま
っ
て
く
る
。
さ
ら
に
文
永
四
年
（
一
二
六
七
）
に
な
り
ま
す
と
、
先
ほ
ど
ご
紹
介
し
た
極
楽
寺
と
い
う
お
寺

に
、
忍
性
が
拠
点
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

　

そ
の
極
楽
寺
。
律
宗
の
お
坊
さ
ん
の
活
動
と
し
て
特
徴
的
な
の
は
、
も
ち
ろ
ん
宗
教
的
な
実
践
も
そ
う
な
の
で
す
が
、
病
気
の
人
の
救
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済
と
か
、
道
路
や
橋
の
修
理
、
今
風
に
言
う
と
公
共
事
業
で
す
が
、
こ
れ
を
熱
心
に
行
っ
た
と
い
う
こ
と
が
知
ら
れ
て
お
り
ま
し
て
、
極

楽
寺
の
中
に
も
病
院
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
面
白
い
の
は
、
公
共
事
業
に
熱
心
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
て
、
今
風
に
言

う
な
ら
ば
、
自
治
体
が
や
ら
な
く
て
は
い
け
な
い
。
誰
も
が
使
う
も
の
で
す
け
れ
ど
も
、
誰
の
も
の
で
も
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
や
っ
ぱ
り

行
政
が
や
ら
な
く
て
は
い
け
な
い
わ
け
で
す
が
、
中
世
の
行
政
は
、
そ
こ
は
無
力
で
す
。
必
要
だ
と
思
い
な
が
ら
で
き
な
い
の
で
す
が
、

あ
る
意
味
、
幕
府
が
や
ら
な
く
て
は
い
け
な
い
こ
と
を
、
代
わ
り
に
律
宗
が
や
っ
て
く
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
の
で
、
幕
府
に
と

っ
て
も
非
常
に
都
合
が
い
い
面
が
あ
っ
た
わ
け
で
す
。

　

そ
の
点
、
興
味
深
い
の
は
、
地
図
を
見
て
も
ら
い
ま
す
と
、
極
楽
寺
か
ら
見
て
真
東
、
鎌
倉
の
東
の
端
の
方
に
、
和
賀
江
島
と
い
う
小

さ
な
島
が
あ
る
。
こ
れ
は
何
か
と
い
い
ま
す
と
、
人
工
島
で
す
。
人
の
手
で
石
を
積
み
上
げ
て
作
っ
た
島
。
中
世
の
港
、
港
湾
施
設
で
す
。

今
も
一
部
痕
跡
が
残
っ
て
お
り
ま
し
て
、
石
が
積
ま
れ
て
い
る
様
子
が
、
干
潮
時
だ
と
見
え
る
の
で
す
。
こ
れ
を
幕
府
は
整
備
し
て
い
た

わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
う
い
う
状
況
で
あ
る
た
め
、
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
が
必
要
で
し
た
。
し
か
し
、
幕
府
は
「
や
り
た
く
な
い
」。
そ
こ

で
、
律
宗
、
極
楽
寺
が
管
理
す
る
よ
う
に
な
っ
た
わ
け
で
す
。
律
宗
の
お
坊
さ
ん
、
律
僧
た
ち
は
、
こ
の
よ
う
な
公
共
事
業
を
代
替
し
て

く
れ
る
と
い
う
点
で
も
、
幕
府
に
と
っ
て
は
便
利
な
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

　

日
蓮
聖
人
が
鎌
倉
で
活
動
を
始
め
た
と
い
う
の
は
、
ま
さ
に
北
条
時
宗
の
時
代
で
あ
り
ま
し
て
、
鎌
倉
幕
府
は
、
従
来
の
顕
密
に
加
え

て
、
律
宗
や
禅
宗
と
も
関
係
を
持
ち
始
め
て
い
る
。
そ
う
い
っ
た
時
期
で
す
。
そ
の
よ
う
な
と
き
に
有
名
な
四
箇
格
言
と
い
う
の
を
あ
ら

た
め
て
振
り
返
っ
て
み
ま
す
と
、
ち
ょ
う
ど
ま
さ
に
鎌
倉
幕
府
の
宗
教
政
策
と
、
ぴ
っ
た
り
対
応
し
て
い
る
と
感
じ
ま
す
。
す
な
わ
ち
、

「
真
言
」
と
い
う
の
は
、
ま
さ
に
鎌
倉
幕
府
の
宗
教
政
策
の
ベ
ー
ス
に
あ
っ
た
顕
密
仏
教
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
し
、「
禅
」
は
禅
宗
、「
律
」

は
律
宗
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

も
う
一
つ
、
で
は
、「
念
仏
」
は
ど
う
な
の
だ
ろ
う
か
。
念
仏
も
鎌
倉
幕
府
の
宗
教
政
策
に
ガ
チ
ッ
と
は
ま
っ
て
い
る
か
と
い
う
と
、

こ
れ
は
少
し
違
う
よ
う
で
す
。
念
仏
に
関
し
ま
し
て
は
、
幾
つ
か
鎌
倉
幕
府
は
法
令
を
出
し
て
い
る
の
で
す
が
、
代
表
的
な
文
暦
二
（
一

03-02　高橋.indd   80 2021/02/24   15:43



81

鎌倉幕府と宗教（高橋）

二
三
五
）
年
の
法
令
を
見
る
と
、
念
仏
者
の
う
ち
で
道
心
堅
固
の
者
は
お
構
い
な
し
、
問
題
な
い
け
れ
ど
も
、
ど
う
も
念
仏
者
と
い
う
の

は
か
く
か
く
し
か
じ
か
の
不
行
跡
が
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
念
仏
者
は
け
し
か
ら
ん
の
で
、
鎌
倉
を
追
放
し
て
し
ま
お
う
と
。
こ
う
い
っ
た

法
律
を
出
し
て
い
る
わ
け
で
す
。

　

た
だ
、
こ
れ
も
ま
た
先
ほ
ど
申
し
上
げ
ま
し
た
よ
う
に
、
幕
府
の
法
令
と
か
政
策
と
個
人
の
信
仰
の
問
題
は
、
別
に
な
っ
て
き
ま
す
。

鎌
倉
幕
府
の
御
家
人
や
、
北
条
氏
の
一
族
の
中
に
は
、
熱
心
な
念
仏
の
信
者
も
い
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
意
味
で
言
い
ま
す

と
、
幕
府
の
政
策
と
、
御
家
人
と
か
武
士
個
々
の
信
仰
と
い
う
の
は
、
密
接
な
関
係
が
あ
る
よ
う
で
い
て
、
少
し
違
う
と
こ
ろ
も
あ
り
、

非
常
に
複
雑
で
、
一
筋
縄
で
は
い
か
な
い
と
感
じ
ま
す
。

　

鎌
倉
幕
府
と
仏
教
、
主
に
仏
教
政
策
の
問
題
に
つ
い
て
、
全
体
的
な
様
子
を
概
観
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ど

う
も
ご
清
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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