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鎌
倉
中
期
に
お
け
る
鎌
倉
真
言
派
の
僧
侶

|
|
良
聡
・
光
中
1

・
実
賢
|
|

平

雅

'ー
イ丁

は
じ
め
に

本
稿
は
鎌
倉
幕
府
の
宗
救
政
策
を
解
明
す
る
基
礎
作
業
と
し
て
、
鎌
倉
で
活
動
し
た
僧
俗
の
事
蹟
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と

す
る
。
か
つ
て
巾
世
仏
教
は
民
衆
仏
教
と
討
さ
れ
て
き
た
が
、
顕
桁
体
制
論
は
、
こ
う
し
た
見
解
に
学
問
的
根
拠
が
存
在
し
な
い
こ
と

を
暴
露
し
て
み
せ
た
。
中
世
仏
教
の
長
靴
は
あ
く
ま
で
同
家
仏
教
で
あ
り
、
そ
れ
が
中
世
村
会
・
中
世
民
衆
に
圧
倒
的
な
影
響
を
及
ぼ

し
て
い
る
。

し
か
し
中
世
に
お
け
る
国
家
仏
教
は
朝
佳
や
幕
府
の
宗
教
政
策
に
大
き
く
依
存
し
て
お
り
、
中
世
仏
教
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
に

は
、
凶
家
の
宗
教
政
策
を
究
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
特
に
鎌
倉
幕
府
が
成
立
す
る
と
、
そ
の
政
策
は
顕
密
仏
教
に
多
大
な
影
響
を

及
ぼ
し
て
お
り
、
幕
府
政
策
の
分
析
は
中
世
仏
教
諭
に
と
っ
て
不
可
欠
の
説
題
と
い
え
る
だ
ろ
う
《
と
は
い
え
、
史
料
は
限
ら
れ
て
お

り
、
そ
の
具
体
化
は
科
易
で
な
い
。
そ
こ
で
筆
者
は
、
鎌
倉
で
活
動
し
た
僧
似
の
経
歴
を
、
京
都
・
鎌
倉
を
含
め
て
立
体
的
に
則
ら
か

l 

に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
欠
を
補
お
う
と
考
え
た
。
そ
し
て
北
条
氏
出
身
僧
六

O
名
、
鎌
倉
山
門
派
七
五
名
、
鎌
倉
キ
門
派
。



フ

五
名
の
事
践
を
洗
い
出
す
作
業
を
進
め
た
結
果
、
鎌
倉
幕
府
の
宗
教
政
策
の
変
化
が
汗
か
び
上
が
っ
て
き
た
。
そ
の
概
要
は
次
の
通
り

で
あ
る
。

〈

l
〉
淑
氏
将
軍
時
代
は
鶴
岡
八
幡
宵
・
勝
長
寿
院
・
永
福
寺
な
ど
将
軍
御
願
寺
を
中
心
に
顕
需
仏
教
の
整
備
を
進
め
、
将
軍
頼
経
時
代

に
は
人
的
充
実
を
阿
っ
て
将
軍
護
持
体
制
を
整
え
た
じ

@
官
騒
動
宝
治
合
戦
に
よ
っ
て
将
軍
権
刈
が
北
条
得
宗
に
敗
れ
る
と
、
幕
府
は
政
策
転
換
に
踏
み
切
っ
た
《
鎌
倉
の
阪
精
仏
教
界

を
縮
減
し
て
そ
れ
を
寺
門
派
に
主
導
さ
せ
る
一

h
、
制
押
律
僧
を
積
極
的
に
登
用
し
て
尽
都
へ
の
依
存
を
低
減
さ
せ
た
。

③
「
神
風
」
に
よ
る
モ
ン
ゴ
ル
撃
退
は
顕
密
仏
教
の
重
要
性
を
幕
的
に
再
認
識
さ
せ
、
幕
的
は
顕
密
仏
教
の
全
山
的
興
行
を
阿
っ
た
コ

う
し
て
嫌
倉
の
顕
併
仏
教
は
最
盛
期
を
迎
え
る
。

た
だ
し
、
こ
う
し
た
見
通
し
を
よ
り
堅
固
な
も
の
に
す
る
に
は
、
鎌
倉
山
(
一
口
派
の
実
態
解
明
が
欠
か
せ
な
い

η

し
か
し
鎌
倉
で
活
動
し

た
束
密
僧
は
膨
大
に
有
し
て
お
り
、
そ
の
全
容
解
明
は
容
易
で
は
な
い
じ
櫛
出
良
洪
氏
な
と
の
先
行
研
究
が
存
す
る
が
、
そ
れ
ら
は
な

お
概
観
に
留
ま
っ
て
い
て

l
分
と
は
い
え
な
い
。
そ
こ
で
木
杭
で
は
、
鎌
八
円
真
一
言
派
を
検
討
す
る
手
始
め
と
し
て
、
鎌
台
中
期
に
鎌
台

で
活
動
し
た
名
の
僧
仙
の
事
蝋
を
検
討
し
た
い
。
安
祥
寺
流
良
時
端
、
コ
宝
院
流
光
宝
、
そ
し
て
金
剛
T
1
院
流
実
賢
で
あ
る
ν

わ
ず
か

二
一
名
と
は
い
え
、

い
ず
れ
も
重
安
な
役
割
を
果
た
し
た
人
物
で
あ
る
。
鎌
倉
幕
府
の
宗
教
政
策
研
究
の
た
め
に
は
、
こ
う
し
た
地
道
な

作
業
が
な
お
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
c

安
祥
寺
流
良
璃

鎌
合
点
↓
一
円
派
は
執
権
北
条
貞
時
・
雨
時
時
代
に
最
椛
期
を
迎
え
る
。
北
条
氏
山
身
の
頼
助
政
助
有
助
が
鶴
岡
八
幡
宮
別
当
と



な
っ
て
鎌
倉
仏
教
界
に
君
臨
し
た
だ
け
で
な
く
、
彼
ら
幕
府
僧
が
東
寺
長
者
・
東
大
寺
別
当
・
醍
醐
守
座
主
に
進
出
し
て
尽
都
の
願
古
川

仏
教
界
を
席
指
し
た
。
そ
の
巾
心
と
な
っ
た
頼
助
は
良
聡
か
ら
伝
法
構
岡
山
を
、
つ
け
て
お
り
、
政
助
有
助
も
安
祥
寺
流
に
つ
ら
な
っ
て

い
る
。
鎌
倉
に
お
け
る
安
符
寺
流
の
動
向
は
、
鎌
倉
氏
一
百
派
の
展
開
を
検
討
す
る
う
え
で
非
常
に
重
要
で
あ
る
が
、
中
で
も
キ

l
パ

l

ソ
ン
と
も
い
う
べ
き
人
物
が
良
稔
で
あ
る

η

良
品
捕
は
安
祥
寺
流
を
初
め
て
鎌
倉
に
伝
え
た
僧
侶
で
あ
る
c

し
か
も
良
議
が
鎌
倉
で
活
動

し
た
時
代
の
う
ち
、
将
軍
頼
経
時
代
は
東
密
の
降
山
崎
期
で
あ
っ
た
が
、
逆
に
執
権
時
頼
・
時
宗
時
代
は
束
需
の
低
迷
期
で
あ
る
r

そ
の

鎌倉中期における鎌倉真言派の僧1M

発
展
と
侭
迷
の
両
期
に
お
け
る
鎌
倉
真
一
百
派
の
中
核
的
人
物
が
良
検
で
あ
り
、
彼
は
さ
ら
に
最
時
期
へ
の
橋
波
し
役
を
つ
と
め
た
u

こ

の
よ
う
に
良
稔
は
、

い
ろ
い
ろ
な
点
で
鎌
企
兵
一
百
派
の
重
安
人
物
で
あ
る
つ
そ
こ
で
木
節
で
は
、
安
祥
寺
流
良
稔
の
事
蹟
を
検
討
し
、

彼
の
活
動
が
鎌
倉
仏
教
界
に
果
た
し
た
意
義
、
お
よ
び
そ
れ
が
安
符
守
流
に
と
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
志
味
を
も
っ
て
い
た
の
か
に
つ
い

て
検
討
し
た
い

F

良
聡
権
僧
汁
(
一
一

O
四
l

一
六
七
)
は
九
条
兼
実
の
孫
に
あ
た
り
、
左
大
臣
良
輔
の
了
で
あ
る
。
母
は
汁
三
位
六
条
経
家
女
c

父
の
左
大
臣
を
公
名
と
し
、
安
祥
寺
僧
-
什
・
川
城
寺
僧
正
と
川
守
し
た
n

勧
修
十
寸
道
主
は
卯
ハ
腹
の
弟
で
あ
り
、
従
兄
弟
に
は
閲
'H九
条
道

家
や
附
城
寺
良
尊
・
道
山
鹿
が
い
る
。
父
の
良
輔
が
八
条
院
の
猶
L
J
と
な
っ
て

K
院
領
の
一
部
を
相
続
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
良
稔
も
幼

時
に
八
条
院
の
猶
L
J
と
な
り
安
弁
山
片
僧
正
道
尊
の
付
弟
と
な
っ
た
。
師
の
道
尊
は
以
d
1
王
の
了
で
あ
り
、
守
覚
法
畑
視
で
の
様
民
弟
子
で

あ
る
。
八
条
院
は
以
仁
王
を
猶
子
と
し
て
お
り
、
以
仁
王
の
挙
兵
後
は
道
尊
た
ち
を
匿
っ
た

L
、
以
仁
7
1

の
娘
に
女
院
領
を
一
議
ろ
う
と

つ
ま
り
九
条
良
輔
と
以

i
ー
土
は
い
ず
れ
も
八
条
院
か
ら
鍾
愛
さ
れ
た
経
緯
が
あ
り
、
そ
う
し
た
縁
を
踏
ま
え
て
良
聡
は
道
尊
の

付
弟
と
な
っ
た
の

し
た
。

3 

良
稔
は
永
久
一
年
二
二
一
心
)
法
眼
に
直
叙
さ
れ
、
承
久
川
年
に
権
大
僧
都
、
貞
応
一
年
(
一
三
一
)
に
道
尊
か
ら
伝
法
進
国



4 

を
う
け
た
。
色
衆
一

0
1
の
盛
儀
で
あ
る
つ
と
こ
ろ
が
経
緯
は
不
明
な
が
ら
、
良
球
は
道
尊
の
刊
弟
の
地
位
を
除
か
れ
、
道
尊
の
JK
井

門
跡
は
法
兄
の
親
寛
僧
正
が
継
ぐ
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
良
稔
は
安
祥
寺
成
肢
の
弟
子
と
な
り
嘉
禄
一
正
年
(
一
一
台
)
に
成
厳
か

ら
重
受
し
た
。

帥
の
成
厳

一『ハ一

1
二
二
九
)
は
少
柑
得
業
心
不

F

悼
の
息
で
、
頼
真
阿
陶
梨
か
ら
安
打
方
流
を
受
け
継
い
だ
じ
安
祥
寺
流
は
暦

代
九
条
家
と
の
関
わ
り
が
深
い
が
、
成
厳
も
そ
の
例
に
も
れ
な
い
《
米
側
一
年
(
二
一
三
川
)
に
九
条
道
家
の
た
め
に
も
ハ
壇
法
脇
培
を

勤
仕
し
た
し
、
貞
永
一
年
二
一
:
三
一
)
に
は
九
条
教
一
五
の
病
悩
半
憾
の
不
空
絹
索
護
摩
を
修
し
、
嘉
禎
瓦
年
(
二
:
-
五
)
に
は
大

勝
金
剛
供
や
如
志
輪
護
摩
を
勤
修
し
た
む
嘉
禎
四
年
に
は
凱
旋
卜
洛
し
た
将
軍
九
条
脈
経
の
丘
壇
法
脇
壇
を
六
波
羅
邸
で
つ
と
め
た
し
、

道
家
娘
の
病
悩
平
総
の
十
壇
法
を
修
す
る
な
ど
、
九
条
家
の
祈
祷
に
積
極
的
に
携
わ
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
九
条
家
と
の
深
い
つ
な
が

り
も
あ
っ
て
、
成
厳
は
良
品
市
に
安
打
キ
流
を
伝
授
す
る
こ
と
を
承
諾
し
た
ハ

安
打
寺
は
九
世
紀
中
葉
に

f
明
-
人
皇
女
御
藤
原
順
チ
に
よ
っ
て
恵
速
を
開
基
と
し
て
京
都
山
科
に
創
建
さ
れ
て
お
り
、
貞
馴
山
花
年

(
八
五
九
)
に
は
年
分
度
者
三
名
が
認
め
ら
れ
て
い
る
の
深
覚
(
九
五
五

1
一
O
阿
ゴ
)

の
時
か
ら
、
勧
修
キ
長
史
が
安
祥
寺
市
開
4T
を

兼
帯
す
る
よ
う
に
な
り
、
深
覚
信
覚
厳
党
寛
信
と
相
承
さ
れ
た
が
、
厳
党
の
弟
子
の
宗
立
(
一

O
七
阿
1
一

四
人
)
が
安
打

ム
守
流
を
別
立
し
安
祥
寺
近
く
の
上
野
の
地
に
伯
坊
を
建
て
た
戸
市
意
の
弟
子
の
実
厳
は
九
条
兼
実
の
支
援
を
、
つ
け
て
治
承
二
年
(

七
八
)
上
野
の
地
に
大
勝
令
剛
院
を
創
建
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
安
作
方
流
は
法
流
と
門
跡
の
双
方
を
備
え
る
に
至
り
、
実
厳
頼
山
(

成
口
融
と
相
示
さ
れ
て
い
る
《

と
こ
ろ
で
、
束
十
寸
呆
宅
が
執
筆
し
た
」
血
脈
紗
・
好
h

に
よ
れ
ば
、
成
厳
は
良
聡
に
法
流
と
門
跡
の
双
方
を
授
け
た
が
、
良
稔
が
閃

束
に
は
凶
住
し
た
た
め
、
も
う
一
人
の
弟
子
で
あ
る
寛
海
法
叩
が
寸
御
留
ふ
T
儀
」
と
し
て
上
野
坊
に
性
し
た
と
い
う
。

つ
ま
り
、
良
稔



頼
助
政
助
時
助
有
助
の
鎌
合
安
祥
寺
流
が
門
跡
の
H
統
で
あ
り
、
成
厳
寛
海
兼
山
川
寛
伊
成
甫
山
花
営
隆
雄
の
京
都

の
安
祥
寺
流
は
鎌
倉
幕
府
が
滅
亡
す
る
ま
で
寸
佐
々

U
門
跡
留
ふ
T
儀
」
に
過
ぎ
ず
、
隆
雅
の
代
に
な
っ
て
よ
う
や
く
後
醍
醐
天
皇
の
論

U
H
を
得
て
、
京
都
の
安
祥
寺
流
が
「
白
専
管
領
」
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
。
同
線
に
問
醐
用
性
院
に
つ
い
て
も
呆
宝
は
、
頼
助

耕
助
光
助
と
相
承
さ
れ
た
鎌
倉
用
性
院
流
が
理
性
院
門
跡
を
相
承

L
、
宗
遍
観
高
ら
の
京
都
の
理
性
院
流
は
「
代
代
為
一
留
主
之

儀

て
理
性
院
の
院
務
を
担
っ
た
、
と
述
べ
て
い
る
。
実
際
、
閉
山
俊
か
ら
版
助
、
頼
助
か
ら
親
助
へ
の
醍
醐
用
性
院
議
状
が
与
在
す

で
あ
っ
た
の
は
事
実
で
あ
ろ
う
。

鎌倉中期における鎌倉真言派の僧1M

る
こ
と
か
h

り
す
れ
ば
、
尽
都
の
理
性
院
流
が
「
留
ふ
丁
之
儀
L

た
だ
し
安
祥
寺
流
に
つ
い
て
も
岡
山
慌
の
こ
と
が
い
え
る
か
は
定
か
で
な
い
こ
延
応
元
年
(
一
二
九
)
に
成
厳
が
死
没
し
た
時
に
、

門
弟
し
い
足
で
あ
っ
た
良
聡
が
門
跡
を
相
承
し
て
、
寛
海
を
山
内
向
守
出
に
し
た
吋
能
性
は
十
分
に
あ
る
。
た
だ
し
良
総
・
頼
助
・
政
助
・
時

助
・
布
肋
は
安
祥
寺
流
を
伝
法
し
て
い
る
も
の
の
、
理
性
院
の
阻
叫
ん
け
の
よ
う
に
上
野
坊
の
相
承
に
関
わ
る
記
事
は
う
か
が
え
ず
、
京
都

の
安
祥
寺
流
が
「
刈
問
主
之
儀
」
で
あ
っ
た
か
ど
、
っ
か
判
断
す
る
の
は
容
易
で
な
い
c

た
だ
し
、
そ
れ
は
別
に
し
て
、
鎌
命
中
後
期
に
お

け
る
尽
都
安
祥
寺
流
が
逼
迫
し
た
有
在
で
な
い
こ
と
だ
け
は
確
か
で
あ
る
の
櫛
川
良
洪
氏
は

尽
部
の
完
海
兼
立
寛
伊
・
成
山
地
光
誉
・
隆
雅
と
数
代
は
佐
々
日
門
跡
留
守
儀
を
以
て
忍
ば
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
《
安
祥
寺

流
が
始
め
て
法
流
坊
合
を
白
専
管
領
し
た
の
は
隆
雅
か
ら
で
、
従
米
京
洛
に
在
っ
た
法
流
の
中
心
が
、
鎌
倉
末
期
に
は
完
全
に
鎌

倉
に
移
っ
て

(
巾
崎
)
京
洛
に
替
っ
て
関
東
が
法
流
の
中
心
と
な
っ
て

f
ま
っ
た
っ

5 

と
述
、
へ
、
あ
た
か
も
安
祥
寺
嫡
流
が
鎌
倉
に
移
り
尽
都
安
祥
寺
流
が
零
品
附
し
た
か
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
古
川
通
子
氏
も
そ
れ
に
同

調
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
実
態
と
は
異
な
る
。
そ
も
そ
も
交
作
寺
流
は
宗
志
か
ら
始
ま
る
と
は
い
え
、
安
川
作
キ
す
ら
掌
握
で
き
な
い
弱



6 

小
門
流
で
あ
る
つ
良
聡
は
安
祥
寺
流
が
迎
え
た
初
め
て
の
貴
種
で
あ
り
、
も
し
ろ
安
祥
寺
山
流
の
本
格
的
な
発
展
は
こ
こ
か
ら
始
ま
っ
た
ロ

た
と
え
ば
安
祥
寺
流
歴
代
の
極
宵
は
、
京
意
が
梓
律
師
、
実
ω
肢
も
権
律
削
、
頼
真
は
阿
閤
梨
ど
ま
り
で
あ
る

ν

成
厳
は
最
終
的
に
は

法
印
ま
で
の
ぼ
っ
た
が
、
七
五
歳
ま
で
は
権
律
削
に
過
ぎ
な
い
。
と
こ
ろ
が
そ
の
後
は
、
鎌
倉
安
祥
寺
流
の
場
合
、
良
聡
(
梓
伯
正
)
、

頼
助
(
大
僧
正
・
東
寺
一
長
者
)
、
政
助
(
法
印
権
大
伯
都
)
、
時
助
(
少
僧
都
)
、
有
助
(
大
僧
正
・
点
寺
一
長
者
)
と
高
位
の
僧
侶

に
継
承
さ
れ
た
r

尽
都
安
祥
寺
流
も
寛
海
(
法
印
権
大
僧
都
)
、
兼
恵
(
権
僧
汁
)
、
克
伊
(
権
僧
正
・
束
よ
寸
一
長
苫
)
、
成
恵
(
大
僧
H
-

束
寺
長
者
)
、
光
誉

(
僧
正
・
東
寺
長
者
)
、
良
伊
(
法
印
)
、
降
雅
(
棒
僧
正
・
束
十
寸
三
長
者
)
と
同
位
向
官
の
伯
相
が
跡
を
つ

い
で
い
る
ヘ

さ
ら
に
注
意
す
べ
き
は
太
冗
帥
法
阿
閣
梨
の
独
内
で
あ
る
太
元
帥
法
は
法
琳
キ
常
暁
が
巾
同
か
ら
伝
え
た
も
の
で
、
九
世
紀
中
葉

か
ら
明
治
維
新
ま
で
ほ
ぼ
千
午
問
、
木
川
季
世
持
の
た
め
旬
年
正
月
に
勤
社
さ
れ
た

η

そ
れ
を
つ
と
め
る
太
苅
削
問
梨
は
、
当
初
は
常
暁

門
流
の
法
琳
よ
寸
住
僧
が
相
承
し
た
が
、
天
仁
元
年

一
O
八
)

よ
り
束
密
諸
流
か
ら
登
山
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
じ
安
祥
寺
流
で
初

め
て
法
琳
寺
別
当
・
卜
A

川
阿
関
梨
と
な
っ
た
の
は
、
治
永
五
年

一
八
二
に
補
仔
さ
れ
た
実
肢
で
あ
る
の
前
任
の
太
一
川
阿
問
梨
勝

遍
の
代
に
兵
乱
が
相
次
い
だ
た
め
改
補
さ
れ
、
九
条
兼
尖
の
推
挙
に
よ
っ
て
実
肢
が
太
冗
阿
閣
梨
に
就
い
た
っ
実
厳
は
兼
実
の
父
藤
原

忠
通
の
護
持
伯
で
あ
っ
た
し
、
ま
た
兼
実
の
護
持
祈
院
を
椛
ん
に
お
こ
な
っ
た
伯
侶
で
あ
っ
て
、
兼
突
は
「
山
天
川
験
者
、
相
知
一
其
法
滞
、

弘
法
大
師
之
流
、
川
県
下
吋
レ
出
一
彼
右
之
者
鰍
」
と
賞
設
し
て
い
る
じ
と
は
い
え
、
実
厳
の
弟
了
の
頼
真
は
太
日
比
阿
閣
梨
に
就
い
て
お

ら
ず
、
実
厳
が
補
任
さ
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
安
打
寺
流
が
太
克
阿
閑
梨
を
独
ト
ー
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
c

醍
醐
寺
理
性

院
流
を
は
じ
め
と
す
る
束
栴
祐
一
流
が
そ
れ
を
競
望
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
嘉
禎
一
年
二
一
:
-
六
)
成
厳
が
七
六
歳
の
高
齢
で
法
琳
寺

別
当
に
補
任
さ
れ
て
か
ら
は
鎌
倉
末
に
至
る
ま
で
、
成
厳
寛
p

昨

兼

忠

寛

伊

成

恵

克

誉

良
伊
の
、
尽
都
安
祥
寺
流
が
太
元
阿



閣
梨
を
ほ
ぼ
独
り
ト
ハ
め
し
て
い
る
。
一
川
泌
一
年
二
今
二
心
)
か
ら
同
年
間
だ
け
何
時
性
院
伝
繰
が
太
古
阿
閥
梨
を
つ
と
め
て
い
る
が
、

そ
れ
を
除
け
ば
鎌
倉
幕
府
の
滅
亡
ま
で
京
都
交
符
寺
流
が
白
年
近
く
に
わ
た
っ
て
太
元
阿
閣
梨
を
独
占
し
た
。

こ
の
よ
う
に
良
取
の
受
法
後
、
安
祥
寺
流
は
京
都
で
も
鎌
倉
で
も
大
い
に
発
展
し
て
い
る
。
特
に
京
都
安
祥
寺
流
は
点
密
の
世
界
で

飛
躍
的
に
存
在
感
を
増
し
た
内
円
本
宝
の
い
う
よ
う
に
京
都
安
打
寺
流
が
た
と
え
「
留
ふ
丁
之
儀
」

で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
上
野
坊

の
管
領
権
の
問
題
に
過
ぎ
な
い
じ
束
手
長
者
や
僧
正
大
僧
正
に
封
っ
た
こ
と
か
ら
し
て
、
京
都
安
祥
寺
流
は
鎌
合
安
打
キ
流
に
勝
る

鎌倉中期における鎌倉真言派の僧1M

と
も
劣
ら
な
い
権
威
件
を
獲
得
し
て
い
る
の

H
中
一
川
年
(
:
-
一
四
)
九
月
、
鎌
倉
山
瓦
祥
寺
流
布
助
が
束
寺
三
長
者
を
辞
す
と
、
そ
の

後
任
に
京
都
安
祥
寺
流
光
誉
が
補
さ
れ
た
っ
翌
年
八
月
光
営
は
束
寺
一
長
者
に
任
じ
ら
れ
る
が
、
ー
一
月
に
な
る
と
光
誉
に
代
わ
っ
て

有
助
が
長
者
に
補
任
さ
れ
て
お
り
、
何
者
の
動
き
が
連
動
し
て
い
る
コ
京
都
と
鎌
倉
の
一
女
作
守
流
は
打
い
に
協
力
し
な
が
ら
顕
密
仏

教
界
で
の
地
位
を
向
上
さ
せ
て
お
り
、
安
祥
寺
流
の
焔
流
が
鎌
倉
に
移
っ
た
の
で
は
な
い
。
鎌
倉
安
祥
寺
流
は
京
都
安
打
方
流
の
権
威

性
を
I
止
加
え
る
大
き
な
杵
で
あ
っ
た
c

鎌
倉
安
祥
寺
流
が
滅
亡
し
尽
都
安
祥
寺
流
が
白
布
し
た
豆
町
時
代
に
、
太
元
阿
閑
梨
が
理
性
院
に

奪
わ
れ
た
の
は
そ
の
証
左
で
あ
る
。
鎌
倉
の
支
え
を
失
っ
た
京
都
安
祥
寺
流
は
、
そ
の
地
紋
を
下
げ
て
い
る
n

一
一
月
の
不
均
l

思
索
法
で
あ
る
つ
こ
れ
は
藻
壁
門
院
(
九
条
道
家
娘
)

き
て
、
良
稔
の
公
請
始
め
は
完
喜
三
年
(
二
二
一
)

が
凶
久
本

天
皇
を
生
ん
だ
時
の
御
座
祈
祷
で
あ
り
、
九
条
家
に
と
っ
て
き
わ
め
て
重
要
な
御
庄
で
あ
っ
た
っ
と
こ
ろ
が
良
総
は
そ
の
後
、
定
栄
の

弟
子
と
な
っ
て
顎
年
。
月
に
は
鎌
倉
で
不
空
間
相
索
護
摩
を
修
し
て
い
る
c

定
豪
大
伯
正

一
丘
一

1

二

八

は
永
久
の
乱
の

時
の
鶴
岡
八
幡
肖
別
当
で
あ
り
、
幕
府
の
勝
利
に
貢
献
し
た
ゆ
績
に
よ
っ
て
熊
野
三
山
検
校
・
新
熊
野
検
校
に
補
任
さ
れ
、
さ
ら
に
点

大
手
別
当
や
束
手
一
長
者
に
任
じ
ら
れ
た
iu
帯
府
僧
の
中
心
人
物
で
あ
る
υ

定
教
は
こ
の
こ
ろ
京
都
に
滞
在
し
て
い
た
u

一
兆
喜
元
午
十
一

7 

月
に
新
熊
野
社
で
弟
子
に
伝
法
准
頂
を
授
け
、
翌
年
八
月
に
は
束
大
寺
別
当
と
し
て
汗
堂
を
行
い
、
寛
喜
一
年
二
月
に
は
良
検
と
と
も
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に
同
条
天
皇
誕
生
析
結
に
携
わ
っ
て
お
り
、
さ
ら
に
瓦
吉
凶
年
の
後
七
日
御
修
法
を
勤
修
し
て
か
ら
鎌
倉
に
戻
っ
て
い
る
口
{
疋
豪
と
良

稔
は
そ
の
こ
ろ
接
触
し
た
の
で
あ
ろ
う
む
当
時
、
定
豪
は
束
南
院
道
快
(
右
大
臣
近
衛
道
経
息
)

や
定
親
(
内
大
臣
、
槻
通
親
息
)
を
弟

子
に
す
る
な
ど
、
点
都
の
顕
密
伯
を
積
極
的
に
鎌
倉
に
迎
え
て
い
た
。
九
条
道
家
の
従
兄
弟
と
い
う
良
取
は
、
将
軍
護
持
に
中
1
た
る
べ

き
好
個
の
人
材
で
あ
っ
た
じ
そ
れ
ゆ
え
に
定
栄
は
「
付
属
」
を
約
し
て
『
艮
域
を
鎌
倉
に
迎
え
た

η

方
、
良
磁
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、

JK祥
寺
流
は
実
厳
の
活
躍
に
よ
っ
て
声
望
を
高
め
た
と
は
い
え
、
新
興
の
弱
小
門
流
に
過
ぎ
な
い
c

鎌
倉
に
行
っ
て
将
軍
頼
経
の
護
持

析
轄
に
尽
く
す
方
が
、
未
米
が
聞
け
る
と
考
え
た
の
で
あ
ろ
、
つ
ロ

鎌
倉
で
は
『
H
、
水
一
正
年
(
二
一
一
)

の
天
変
祈
祷
で
不
空
絹
索
護
摩
を
勤
修
し
、
延
応
一
年
(
一
問
。
)
正
月
の
埜
思
祈
時
で
は

七
壇
北
斗
供
の
巾
培
を
つ
と
め
、
同
咋
六
月
に
は
祈
雨
の
た
め
孔
害
経
法
を
修
し
た
。
ま
た
嘉
禎
伝
1

(

二
一
七
)
に
は
、
大
経
寺

丈
六
堂
供
長
の
担
事
を
祈
っ
て
五
壇
法
中
壇
を
勤
引
し
て
い
る
c

天
福
一
午
(
二
ゴ
同
)
竹
御
所
の
御
一
症
で
関
東
で
初
め
て
如
法
愛

染
王
法
を
つ
と
め
た
し
、
延
応
元
年
五
月
の
将
軍
脈
経
の
病
悩
で
は
御
渇
加
持
の
如
意
輪
護
摩
を
修
す
る
な
ど
、
随
心
院
厳
海
鵠
岡

別
当
定
親
・
松
股
法
印
良
基
ら
と
と
も
に
定
栄
を
補
佐
し
な
が
ら
幕
府
析
結
や
将
軍
析
結
に
従
事
し
た
ロ
な
か
で
も
引
志
す
べ
き
は
、

延
応
一
年
六
月
の
祈
ー
州
祈
綜
で
あ
る
。
こ
の
時
は
ま
ず
鶴
岡
八
幡
宮
別
ψ
l
定
親
に
祈
時
を
命
じ
た
が
「
効
験
」
が
な
い
た
め
、
勝
長
寿

院
別
当
良
伝
に
梓
え
た
。
し
か
し
、
な
お
験
が
な
い
た
め
永
福
寺
別
当
行
勇
に
?
父
代
さ
せ
、

つ
い
に
け
む
な
く
良
成
に
孔
雀
経
法
を
修

さ
せ
て
い
る
じ
当
時
の
鎌
倉
仏
教
岸
は
館
岡
八
幡
・
勝
長
寿
院
・
永
福
寺
の
三
寺
が
別
格
的
地
位
に
あ
っ
た
が
、
良
時
哨
は
そ
れ
に
次
ぐ

存
在
と
し
て
幕
府
か
ら
評
価
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
じ

F

明
月
記
』
天
桁
二
午
九
月
六
日
条
に

J
U吉
祥
寺
法
印
巡
電
、
在
一
伊
豆
回
一
、
定
豪
僧
正
利
属
変
改
之
山
愁
欺
云
々
」
と
あ
り
、
{
止

栄
が
付
属
の
約
束
を
違
え
た
の
に
抗
議
し
て
良
品
川
は
伊
豆
に
逐
電
し
て
い
る
。
詳
し
い
こ
と
は
分
か
ら
な
い
が
、
こ
れ
は
恐
ら
く
同
年



七
月
の
竹
御
所
の
産
化
と
関
わ
り
が
あ
る
だ
ろ
う
。
竹
御
所
は
出
向
頼
家
の
娘
で
あ
り
、
源
航
朝
の
血
を
引
く
最
後
の
人
物
で
あ
っ
た
。

そ
こ
で
北
条
ぷ
時
は
れ
御
所
と
将
軍
九
条
頼
経
と
を
結
婚
さ
せ
、
二
人
の
子
ど
も
に
将
軍
職
を
継
が
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
幕
府
の
安

泰
を
阿
ろ
う
と
し
た
。
そ
の
た
め
定
蒙
を
巾
心
に
一
一
壇
の
修
法
を
行
わ
せ
る
な
ど
、
祈
祷
休
制
を
整
え
て
御
崖
に
臨
ん
だ
。
と
こ
ろ

が
、
竹
御
所
と
誕
ヰ
し
た
男
子
の
双
方
と
も
に
亡
く
な
っ
て
し
ま
い
、
泰
時
の
構
想
は
根
底
か
ら
崩
壊
し
た
c

{

疋
豪
は
責
任
を
と
っ
て

束
大
寺
別
当
と
束
寺
一
長
者
を
辞
任
し
て
い
る
c

衝
撃
の
大
き
さ
が
わ
か
る
だ
ろ
う
じ
し
か
も

『明
月
記
L

同
年
九
月
卜
一
円
条
で
の

鎌倉中期における鎌倉真言派の僧1M

親
厳
の
発
一
百
に
よ
れ
ば
「
関
東
将
軍
家
俄
被
レ
バ
U

一
厳
海
法
印

ら
東
寺
一
長
者
組
厳
に
対
し
、
拍
子
の
厳
泌
を
急
逮
鎌
倉
に
派
遣
す
る
よ
う
強
く
求
め
て
い
る
。
親
厳
は
大
江
広
冗
の
親
族
で
あ
り
、

〈
非
一
日
頃
事
者
、
無
L

断
之
由
、
巾
Y
A

々
〉
し
と
あ
り
、
将
軍
頼
経
か

慕
的
の
支
援
の
も
と
随
一
身
院
門
跡
の
実
質
的
な
創
始
者
と
な
っ
た
人
物
で
あ
る
。
将
軍
護
持
休
制
を
再
構
築
す
る
た
め
、
将
軍
が
率
先

し
て
顕
需
僧
の
招
特
に
動
い
て
い
る
。
こ
う
し
た
混
乱
と
定
豪
の
地
位
の
動
揺
の
な
か
で
、
良
取
の
将
来
も
危
う
く
な
り
、
そ
れ
故
に

彼
は
抗
議
の
意
志
を
示
し
た
の
で
あ
る
《
そ
の
結
末
は
不
明
で
あ
る
が
、
事
件
か
ら
コ
午
後
に
は
良
橋
が
h
壇
法
巾
培
を
勤
修
L
、
そ

の
聞
に
権
僧
止
に
も
昇
任
し
て
い
る
。
こ
の
昇
任
は
将
軍
航
経
の
推
挙
で
あ
ろ
う
n

詳
細
は
不
明
な
が
ら
、
そ
れ
な
り
の
折
り
合
い
が

付
け
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

こ
こ
で
良
取
の
所
臓
を
検
討
し
て
お
く
。

a
血
脈
類
集
記
r

内
品
取
の
項
に
「
鎌
倉
将
軍
家
御
持
仏
堂
別
当
」
と
あ
る
。
将
軍
家
持
仏

円
旦
は
淑
頼
朝
の
時
代
か
ら
設
け
ら
れ
て
い
て
建
久
六
年

九
14)
十
月
に
新
造
さ
れ
、
さ
ら
に
嘉
禎
一
汗
(
二
一
六
)

月

移
建
さ
れ
て
久
遠
寿
量
院
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
「
久
遠
方
量
院
別
当
次
第
」
に
よ
れ
ば
、
別
当
職
は
成
源
定
豪
定

説
教
精
能
厳
と
相
本
さ
れ
て
い
て
良
稔
の
名
が
み
え
な
い
。
良
取
が
将
軍
家
持
仏
堂
別
当
を
つ
と
め
た
の
は
嘉
禎
一
年
の
移
建
以

9 

前
の
こ
と
と
み
て
よ
い
。

つ
ま
り
I

貝
永
元
午
(
一
一
一
一
)
に
鎌
倉
に
下
向
し
て
か
ら
嘉
禎
一
年
の
聞
に
良
球
は
持
仏
企
別
中
l
に
任
じ
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ら
れ
た
と
い
え
る
ロ

方
、
寸
水
福
寺
別
当
次
第
」
に
は

荘
厳
房
伯
郡
行
勇
八
寺
〉

安
祥
寺
僧
正
良
稔
〈
醍
v

御
室
一戸
大
僧
正
道
擾
八
寺
v

と
あ
る
。
行
勇
は

『青
妻
鋭
'
延
応
二
年
(
一
川

O
)
六
月
九
日
条
に
「
永
福
方
別
当
荘
厳
民
伯
都
」
と
み
え
、
盛
年
七
月
に
七
九

歳
の
'
一
目
的
で
死
没
し
て
い
る
の
で
、
良
稔
の
永
福
寺
別
当
就
任
は
こ
の
こ
ろ
と
考
え
ら
れ
る
c

こ
の
よ
う
に
良
稔
は
鎌
台
で
は
将
軍
家

持
仏
堂
や
水
福
寺
の
別
当
に
任
じ
ら
れ
た
っ

と
こ
ろ
が
鎌
台
で
の
良
稔
の
記
事
は
延
応
一
年
六
月
で
途
絶
え
る
つ
立
冗
川
年
(
一
川
一
六
)

月
に
良
球
は
、
興
福
寺
唯
識
会
の

知
事
興
行
を
祈
っ
て
京
都
本
坊
で
不
山
絹
索
護
摩
を
修
し
、
宝
治
元
年
(
二
四
七
)
十
一
月
か
ら
父
良
輔
の
旧
八
条
邸
で
授
法
活
動

を
行
っ
て
い
る
の
台
、
良
品
市
は
宮
騒
動
以
前
に
帰
洛
し
た
こ
と
に
な
る
じ
彼
の
活
動
が
鎌
倉
で
再
開
さ
れ
る
の
は
一
『
ハ
年
後
の
康
元
苅

年
(
一
一
五
六
)

で
あ
り
、
そ
の
後
は
継
続
的
に
鎌
倉
で
活
動
し
て
い
る
仁
延
応
二
年
六
月
よ
り
後
に
良
械
が
永
福
寺
別
当
に
補
粁
さ

れ
て
い
る
の
で
、
鎌
台
の
不
在
期
間
は
六
年
よ
り
短
く
な
る
も
の
の
、
良
聡
は
帰
治
に
よ
る
長
い
雫
円
の
後
に
再
び
幕
府
に
出
引
L

た
こ
と
に
な
る

n

も
と
よ
り
、
京
都
と
鎌
台
を
柱
還
し
た
顕
符
僧
は
数
多
く
、
こ
う
し
た
空
白
は
決
し
て
珍
し
く
は
な
い

n

し
か
し
良

時
捕
は
他
の
僧
侶
と
は
立
場
が
児
な
る
。
彼
は
将
軍
航
経
と
同
じ
九
条
家
の
山
身
で
あ
る
c

良
械
の
鎌
倉
不
在
中
に
、
九
条
頼
経
と
北
条

得
宗
と
の
抗
下
が
激
化
し
、
肖
騒
動
・
宝
治
合
戦
を
へ
て
得
宗
が
勝
利
を
収
め
、
頼
経
派
の
顕
密
僧
が
鎌
企
を
追
放
さ
れ
た

U

良
時
哨
は

な
ぜ
鎌
台
を
離
れ
、
ま
た
彼
は
な
ぜ
鎌
倉
で
活
動
を
-
再
開
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
か
じ

そ
の
原
閃
は
道
慶
の
存
在
に
あ
る
だ
ろ
う
υ

良
聡
は
九
条
頼
経
と
北
条
得
宗
の
緊
張
が
激
化
す
る
以
前
に
鎌
倉
を
離
れ
て
い
る
u

こ

の
帰
洛
は
、
良
聡
に
代
わ
っ
て
道
慶
が
永
福
寺
別
当
に
補
任
さ
れ
た
こ
と
と
関
わ
っ
て
い
よ
う
コ
道
優
は
寺
門
派
で
は
あ
る
が
、
良
品
川



と
同
じ
く
九
条
家
の
円
で
あ
り
、
将
軍
頼
経
の
伯
父
に
あ
た
る
u

血
縁
的
に
は
良
球
よ
り
も
道
慶
の
方
が
頼
経
に
近
い
n

道
擾
は
仁

治
一
年
後
半
か
ら
翌
年
初
め
ご
ろ
の
聞
に
鎌
倉
に
卜
向
し
た
が
、
寛
げ
ん
元
年
(
一
二
凶
=
一
)
卜
二
月
に
は
将
軍
御
所
に
隣
接
す
る
地
に

的

ω

彼
専
川
巾
の
壇
所
が
新
造
さ
れ
る
な
ど
、
道
度
は
将
市
議
持
の
巾
心
と
な
っ
て
}
日
勤
し
た
。
良
械
の
祈
祷
記
事
が
消
え
る
方
、
道
慶
の

修
法
記
事
が
激
増
し
て
い
る

η

永
福
寺
別
当
の
交
替
は
、
将
軍
護
持
の
中
心
と
な
る
べ
き
九
条
家
出
身
僧
が
良
稔
か
ら
道
版
に
交
替
し

た
こ
と
を
象
徴
的
に
示
し
て
い
る
c

こ
の
よ
う
に
良
橋
は
道
慶
に
よ
っ
て
そ
の
立
場
を
奪
わ
れ
、
将
軍
護
持
体
制
か
ら
疎
外
さ
れ
た
た

鎌倉中期における鎌倉真言派の僧1M

め
帰
洛
し
た
u

逆
に
そ
の
結
果
、
良
聡
は
鎌
倉
で
活
動
を
内
閲
す
る
こ
と
が
で
き
た
し
、
安
打
キ
流
が
鎌
倉
に
定
着
す
る
こ
と
も
で
き

た
の
で
あ
る
コ

鎌
倉
と
の
関
係
が
復
活
す
る
の
は
建
長
五
年
二
二
五
一
一
一
)
十
二
月
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
時
、
良
取
は
日
比
一
械
の
有
職
解
1

止
を
放
っ

て
い
る
c

正
地
球
は
出
品
救
の
弟
子
で
あ
り
、
当
時
一
人
は
鎌
倉
で
活
動
し
て
い
た
c

こ
の
う
ち
冗
聡
権
僧
正
二
二
一
八

1
一
一
一
九
)

は
鎌
倉
巾
後
期
に
関
東
で
日
出
陣
し
た
人
物
で
あ
り
、
日
山
院
流
の
付
法
三
九
名
、
保
寿
院
流
の
付
法
二
九
人
と
膨
大
な
弟
了
を
残
し
て
い

一
方
、
そ
の
師
の
宏
教
権
律
師
(

一
八
四
1

二
4
4川
)

は
祈
鵡
活
動
こ
そ
あ
ま
り
目
立
た
な
い
も
の
の
、
西
院
流
の
付
法

るの凶
名
、
保
寿
院
流
の
付
法
一
八
名
を
残
し
た
。
宏
教
は
寛
元
冗
年
(
二
一
同
一
コ
手
ご
ろ
に
鎌
台
に
赴
い
て
い
る
の
で
、
永
福
寺
別
ψ
l
で

あ
っ
た
良
球
と
は
こ
の
頃
か
ら
の
知
音
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
好
も
あ
っ
て
、
宏
教
は
良
成
に
安
祥
寺
の
有
職
解
ー
え
を
朝
廷

に
M
M
山
す
る
よ
う
安
訂
し
た
c

鎌
余
幕
府
法
は
幕
府
伯
の
口
南
昇
進
を
禁
じ
て
い
る
の
で
、
良
取
へ
の
依
頼
は
幕
府
の
了
解
済
み
と
み

る
べ
き
だ
ろ
、
つ
r

前
年
の
建
長
凶
年
二
月
に
将
軍
九
条
頼
嗣
が
迫
放
さ
れ
、
九
条
造
家
も
死
没
し
て
、
九
条
家
の
脅
威
は
取
り
除
か
れ

て
い
た
。
右
職
解
文
の
要
請
は
山
民
総
に
鎌
命
復
帰
を
促
す
メ

y
セ
l
ジ
で
も
あ
っ
た
υ

11 

良
稔
は
や
が
て
鎌
倉
に
下
向
し
、
版
元
冗
年
二
二
五
l

ハ
)
十
二
月
に
大
門
寺
で
伝
法
瀧
国
を
行
っ
た
の
を
手
始
め
に
、
人
止
、
水
凶
年



12 

(
二
六
七
)
七
月
に
六
四
歳
で
亡
く
な
る
ま
で
、
連
年
桁
力
的
に
活
動
し
て
い
る
。
文
応
冗
年
(
二
『
ハ

O
)
六
月
に
は
汁
市
の
た

め
に
一
字
金
輪
法
を
修
し
て
験
を
施
し
た
し
、
翌
年
に
は
辛
再
御
祈
の
瓦
大
虚
空
蔵
法
を
つ
と
め
、
文
永
年
に
は
如
法
川
県
星
王
法
を

勤
仕
し
て
い
る
c

将
軍
護
持
で
は
ー
止
応
元
午
八
月
、
亦
痢
に
か
か
っ
た
宗
骨
親
ど
の
た
め
七
医
法
を
修
し
た
し
、
文
水
冗
年
の
惟
康
調

お
J

で
し
誕
牛
祈
幡
で
は
如
法
尊
勝
法
を
勤
位
し
た
ほ
か
、
翌
汗
九
月
の
将
軍
室
の
御
崖
で
も
験
者
の
一
人
と
し
て
活
躍
し
た
。

特
に
留
立
す
べ
き
は
、
こ
の
時
期
の
鎌
台
仏
教
界
に
ト
ハ
め
る
良
稔
の
依
置
で
あ
る
じ
正
嘉
元
年
(
二
一
計
七
)
八
月
、
幕
府
は
大
慈

寺
修
造
供
義
の
受
陀
羅
供
大
阿
悶
梨
を
誰
に
勤
め
一
さ
せ
る
か
、
そ
の
人
選
を
評
議
し
て
い
る
口
候
補
と
な
っ
た
の
は
頼
兼
(
守
門
)
、

の
六
名
で
あ
る

n

翌
年
六
月
の
勝
長
寿
院
修
造
供

別

養
で
も
品
A

陀
羅
供
大
阿
閣
梨
の
候
補
と
な
っ
た
の
は
、
大
慈
寺
受
陀
羅
供
を
つ
と
め
た
頼
兼
を
除
く
五
名
で
あ
る
c

つ
ま
り
こ
の
六
名

艮
稔
(
点
密
)
、
隆
弁
(
守
門
)
、
良
北
川
(
東
密
)
、
般
忠
(
東
密
)
、
尊
家
(
山
門
)

が
幕
府
僧
の
桁
老
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
じ
ま
た
弘
長
元
年
(
二
六
二
柏
崎
凶
大
仁
七
会
で
は
一

C
C
U
の
僧
侶
が
請
ぜ
ら
れ
た

均三

一
0
0
口
の
う
ち
鶴
岡
・
勝
長
寿
院
・
永
福
寺
・
大
必
寺
の
供
僧
が
八
三
口
で
あ
り
、
残
り
の
一
七
日
は
「
長
畑
寺
・
安
祥
寺
向

僧
正
弁
左
大
臣
法
印
厳
志
等
宿
老
僧
綱
等
」
が
人
選
し
て
請
定
し
た
と
い

長
福
寺
僧
正
降
弁
と
安
祥
寺
僧
-
汁
良
忠
ら
が
特
別
扱
い

を
さ
れ
て
お
り
、
良
品
川
が
鎌
台
仏
教
界
の
巾
核
的
位
置
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る

n

嫌
倉
に
復
帰
し
て
か
ら
の
所
職
は
明
IL
院
別
当
で
あ
ろ
う
c

a
山
脈
数
集
記
」
に
よ
れ
ば
冗
械
は
弘
長
一
年
に
良
山
崎
か
ら
「
明
ー
土
院

西
御
培
所
」
で
安
打
寺
流
を
重
受
し
た
が
、

『凶
院
血
脈
』
所
引
の
「
一
日
比
稔
僧
リ

H
製
行
状
記
」
に
よ
れ
ば
、
こ
の
時
の
伝
法
印
吋
は
「
僧

お
一

川
房
〈
良
橋
v
L

で
授
け
ら
れ
た
と
述
べ
て
お
り
、
良
品
耶
が
明
五
院
に
住
幼
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
c

鎌
台
の
将
一
中
御
願
寺
は
、

源
頼
朝
御
願
の
鶴
凶
八
幡
'H
・
勝
長
寿
院
・
永
福
寺
、
源
実
朝
の
大
慈
寺
、
そ
し
て
九
条
脈
経
御
願
の
明
五
院
の
五
ケ
寺
で
あ
る
u

北

条
時
制
時
宗
の
時
代
は
寺
門
偏
重
の
政
策
が
と
ら
れ
、
束
需
が
振
る
わ
な
か
っ
た
時
期
で
あ
る
が
、
そ
の
中
に
あ
っ
て
良
稔
は
明
五



院
別
当
と
し
て
鎌
倉
真
一
百
派
を
支
え
て
い
た
υ

良
球
の
刊
法
の
弟
子
は
一
三
名
い
る
コ
在
ー
呆
時
代
に
公
寛
九
条
道
家
厳
盛
・
聖
寛
の
凶
名
、
鎌
合
に
一戻
っ
て
か
ら
印
勝
・
朝
稔

頼
乗
・
冗
聡
・
道
J
t

厳
辛
・
聖
域
・
範
乗
・
頼
守
(
頼
助
)

の
九
名
に
伝
法
濯
頂
を
さ
ず
け
て
い
る
。
こ
の
う
ち
頼
助
大
伯
正
は
鎌

倉
真
プ
一
円
派
の
中
心
人
物
ー
と
し
て
鵠
岡
八
幡
肖
別
当
・
東
方
長
苫
・
東
大
寺
別
当
を
歴
任
し
た

L
、
八
ム
寛
も
佐
々
は
法
H
M

半
堂
洲
市
l
に
任
じ

ら
れ
た
c

鶴
岡
八
幡
宵
供
僧
と
な
っ
た
頼
乗
克
聡
は
権
僧
正
に
ま
で
昇
任
し
、
聖
聡
は
鶴
岡
大

f
王
会
議
師
を
つ
と
め
た
ほ
か
、
祈

鎌倉中期における鎌倉真言派の僧1M

時
而
で
も
活
躍
し
た
。
勧
修
守
道
宝
大
僧
正
は
鎌
倉
で
帆
弘
法
活
動
を
お
こ
な
っ
た
し
、
金
剛
五
院
範
乗
も
祈
祷
や
授
法
を
鎌
倉
で
展
開

し
、
厳
盛
・
聖
寛
・
印
勝
朝
稔
も
鎌
倉
で
活
動
し
て
い
る
。
九
条
道
家
と
事
蹟
の
不
明
な
厳
舟
ー
を
除
け
ば
、
良
稔
の
弟
L
J
は
い
ず
れ

も
鎌
倉
で
の
治
動
実
績
が
あ
る
コ
道
慶
に
よ
っ
て
将
軍
護
持
休
制
か
ら
排
除
さ
れ
た
こ
と
、
こ
の
こ
と
が
逆
に
良
域
を
復
活
さ
せ
、
鎌

倉
に
安
打
方
流
を
展
開
さ
せ
る
要
因
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

鎌
倉
で
の
伝
法
濯
頂

次
に
、
鎌
倉
で
伝
法
涯
頂
を
お
こ
な
っ
た
主
要
な
僧
侶
を
と
り
あ
げ
た
い
。
需
教
で
は
伝
法
準
原
に
よ
っ
て
後
継
者
を
育
成
す
る
が
、

鎌
倉
寺
門
派
の
場
合
は
、
師
資
と
も
に
鎌
倉
に
屑
住
し
て
い
て
も
、
伝
法
評
頂
は
必
ず
京
都
で
行
っ
て
お
り
、
鎌
倉
で
伝
法
准
頂
を
さ

mm 

ず
け
る
こ
と
は
一
皮
も
な
か
っ
た
{
鎌
倉
真
↓
一
円
派
で
も
当
初
は
師
資
と
も
に
上
治
し
て
伝
法
涯
一
頂
を
行
っ
て
い
た
が
、
鎌
倉
中
期
か
ら

鎌
合
実
施
に
変
化
し
て
い
る
r

こ
れ
は
術
教
僧
の
出
生
産
が
点
凶
で
完
結
す
る
こ
と
を
志
味
し
、
京
国
仏
教
白
立
の
指
標
と
な
る
c

そ
こ
で
本
舟
で
は
鎌
倉
で
の
伝
法
涯
頂
を
半
導
し
た
二
人
の
僧
似
の
事
蹟
を
検
討
し
た
い
。
:
-
宝
院
流
光
宝
方
の
九
7
4

玉
と
、
金
剛
下
院

13 

一
流
ム
ズ
賢
で
あ
る
つ



H 

ま
ず
先
主
法
印
権
大
僧
都
(

七
七

1

二
二
九
)

は
、
勧
修
寺
山
流
の
中
納
一
百
藤
原
光
晴
刊
の
了
で
あ
り
、
承
久
の
乱
で
処
刑
さ
れ

た
按
察
使
中
納
一
一
u
光
親
の
弟
に
ψ
l
た
る
ν

公
名
は
左
衛
門
督
ま
た
は
按
察
使
で
、
鳥
羽
法
印
干
等
心
院
法
印
と
称
さ
れ
た
む

族
の

勧
修
寺
成
主
の
弟
千
と
な
り
建
d
1
冗
し
年
(
二
一
。
こ
に
伝
法
権
日
明
を
、
つ
け
た
師
の
成
}
正
僧
汁
(
一

五
九

1

三
一
七
)
は
勧

修
土
す
雅
宝
の
入
山
主
溝
民
の
弟
子
で
あ
る
が
、
他
方
で
は
三
会
誌
帥
・
三
議
詮
義
も
っ
と
め
た
顕
密
併
修
の
僧
俗
で
あ
る
。
勧
修
土
す
長
史

や
花
興
寺
法
降
寺
大
安
寺
東
大
寺
別
ψ
I
、
束
よ
寸
一
長
苫
を
歴
任
し
て
い
る
c

光
主
の
初
見
は
、
建
久
四
午

一
九
三
)
仁
和
寺
御
室
守
覚
か
ら
道
尊
へ
の
伝
法
楳
頂
で
の
威
儀
僧
と
し
て
の
出
仕
で
あ
る
口
翌

年
の
{
和
キ
結
縁
様
原
の
小
附
閣
梨
を
つ
と
め
て
己
誕
頂
と
な
り
、
建

f
一
一
一
年
に
は
勧
修
寺
興
然
か
ら
も
重
受
し
た
コ
建
水
元
作
(
今

一
一
心
六
)
に
成
主
の
勧
賞
の
譲
り
で
法
眼
に
叙
さ
れ
、
承
元
三
年
(
一

O
九
)
成
宝
の
後
七
日
御
修
法
に
は
伴
伯
と
し
て
山
刊
し
て
、

八
示
奏
を
行
っ
て
い
る
c

そ
の
後
も
成
宝
の
側
近
と
し
て
活
動
し
、
建
脳
三
年
(
二
二
二
)
に
は
少
僧
都
と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ

か
ら
間
も
な
く
成
本
の
も
と
を
去
っ
た
よ
う
で
、
こ
の
あ
と
事
蹟
が
三
年
近
く
空
円
と
な
る
c

っ
密
宗
血
脈
紗
』
『
野
山
川
大
FMA脈
'
に
よ

れ
ば
、
成
主
が
秘
密
卜
人
事
を
教
授
し
よ
う
と
し
な
い
の
を
恨
ん
で
離
反
し
た
と
い
う
υ

そ
れ
が
ど
こ
ま
で
事
実
か
は
定
か
で
な
い
が
、

建
肝
三
年
一
八
月
に
成
宝
は
訪
雨
経
法
を
修
し
て
い
る
む
こ
の
修
法
で
成
宝
は
勧
賞
を
得
た
が
、
勧
賞
の
具
体
的
内
存
は
明
ら
か
で
は
な

こ
の
こ
ろ
成
本
の
最
も
、
土
要
な
側
近
は
光
宝
と
兼
成
で
あ
り
、

二
人
と
も
こ
の
時
に
作
伯
を
つ
と
め
た
が
、
光
玉
・
兼
成
と
も
に

こ
の
伴
僧
勤
仕
を
最
後
に
成
宝
の
も
と
を
離
脱
し
て
い
る
じ
こ
の
こ
ろ
に
彼
ら
と
成
宝
と
の
同
で
確
執
が
生
じ
た
の
で
あ
ろ
う
内

や
が
て
光
宝
は
限
醐
寺
山
肌
賢
の
弟
チ
と
な
っ
た
。
山
肌
賢
遍
智
院
僧
正

一
六
二

l
二
一
一
二

は
藤
原
伝
山
の
孫
に
あ
た
り
、
巾

納
一
口
成
範
の
了
で
あ
り
、
今
{
玉
院
成
町
H
流
の
相
で
あ
る
n

収
父
の
今
宝
院
勝
賢
か
ら
伝
法
様
頂
を
う
け
、
醍
醐
寺
市
開
4T
・
束
寺
長
者
を

歴
任
し
た
コ
成
賢
と
克
宅
と
の
直
同
性
的
な
按
山
…
は
、
承
今
ん
凹
年
(
今
二
心
)
成
賢
の
東
南
寸
長
者
拝
堂
の
折
り
に
お
宝
が
導
師
を
つ
一
と



め
た
の
が
最
初
で
あ
る
n

建
保
五
年
(
一
七
)
六
月
に
は
成
賢
の
勧
賞
で
光
宅
が
大
僧
都
に
任
じ
ら
れ
、
同
午
十
一
月
に
成
賢
か

ら
草
受
し
、
さ
ら
に
翌
年
九
月
に
は
成
賢
か
ら
醍
醐
寺
庫
4T
を
譲
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
後
も
成
賢
の
側
近
と
し
て
凶
従
し
た
が
、
単
独

-u
一

で
も
修
法
を
行
う
よ
う
に
な
り
、
建
保
7

ハ
午
一
月
に
は
金
輪
法
を
、
同
年
八
月
に
は
後
烏
羽
院
不
予
の
五
壇
法
印
刷
壇
を
勤
仕
し
た
。

と
こ
ろ
が
兄
の
中
納
言
光
親
が
北
条
義
時
追
討
の
院
宣
の
奉
者
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
承
久
今
年
(
二
二
二
六
月
に
幕
府
軍

が
入
尽
す
る
と
、
光
宝
は
醍
醐
寺
座
主
を
辞
し
て
三
宝
院
を
込
去
し
た
じ
そ
の
後
、
法
琳
寺
別
当
へ
の
就
任
を
め
ざ
し
、
す
ぐ
に
は
叶

鎌倉中期における鎌倉真言派の僧1M

わ
な
か
っ
た
が
、
成
賢
の
支
援
も
あ
っ
て
別
叶
に
補
さ
れ
貞
応
三
年
(
三
四
)

の
太
一
川
帥
法
を
勤
引
し
て
い
る
u

安
良
二
午

ノl、

三
月
に
は
成
賢
の
挙
で
醍
醐
寺
庫
4T
に
還
補
さ
れ
、

五
月
に
は
祈
雨
御
読
経
の
勧
賞
で
醍
醐
寺
清
治
官
に
阿
閣
梨
口
を
、

さ
ら
に
阿
弥
陀
院
に
も
阿
閣
梨
一
一
一
口
を
朝
佳
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
。
と
こ
ろ
が
成
賢
と
の
不
利
が
表
面
化
し
、
問
問
土
寸
衆
徒
と
の
対
立
も

あ
っ
て
寛
吉
元
年
(
二
二
九
)
五
月
、
光
宝
は
醍
醐
寺
出
直
下
の
辞
任
に
追
い
こ
ま
れ
る
。
寛
喜
三
年
九
月
に
成
賢
が
没
し
て
い
る
が
、

光
{
エ
は
葬
儀
に
も
参
列
し
て
い
な
い
。
義
絶
さ
れ
た
と
み
て
よ
い
《
光
ー
宝
は
尽
都
市
郊
の
鳥
羽
に
移
っ
て
授
法
活
動
を
し
て
い
る
が
、

山
)

展
望
の
み
え
な
い
光
宝
は
や
が
て
定
栄
の
弟
子
と
な
っ
て
鎌
倉
に
下
向
し
た
。

良
球
の
羽
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
当
時
、
定
豪
は
主
に
京
都
で
活
動
し
て
お
り
、
束
南
院
定
親
・
安
祥
寺
内
品
検
ら
を
鎌
倉
に
招
鴨
L

て
い
た
。
光
宝
の
鎌
倉
行
き
は
貞
水
一
正
年
(
一
一
三
一
)

か
ら
-
大
福
二
年
二
二
ニ
凶
)

の
間
の
こ
と
で
あ
る
の
で
、
光
宅
の
下
向
も

将
軍
頼
経
定
豪
に
よ
る
人
的
整
備
の
貫
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
光
宝
と
定
豪
と
の
接
点
を
考
え
る
う
え
で
重
要
な
の
が
、

定
患
へ
の
伝
法
滞
頂
で
あ
る
r

定
患
権
少
僧
都
(
一

九

0
1
二
一
五
九
)
は
定
教
の
入
室
源
頂
の
弟
了
で
、
鶴
岡
八
幡
肖
供
僧
で
あ
っ

15 

た
。
嘉
禄
二
年
(
一
一
二
『
ハ
)
定
豪
が
修
し
た
後
七
日
御
修
法
の
伴
僧
を
つ
と
め
た
の
を
は
じ
め
、
定
教
の
側
近
と
し
て
活
動
し
て
い

で
光
宝
か
ら
伝
法
滞
町
、
を
w

つ
け
て
い
る
」
こ
の
新
熊
野
社
は
承
久
の
乱

た
っ
そ
の
定
憲
が
時
期
は
不
明
な
が
ら
、
京
都
の
寸
新
熊
野
」
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後
に
定
豪
が
検
校
臓
に
補
任
さ
れ
た
も
の
で
、
死
没
す
る
ま
で
検
校
職
を
保
持
し
て
い
た
。
寸
新
熊
野
」
で
の
伝
法
滞
頂
は
定
豪
と
先

宝
と
の
提
騰
を
象
徴
す
る
も
の
と
し
て
実
現
し
た
。

嫌
倉
で
の
光
宝
は
幕
府
祈
祷
や
将
軍
護
持
に
尽
く
し
た
。
丈
暦
二
年
(
二
一
五
)
六
月
の
五
大
賞
(
明
王
院
)
供
養
で
は
、
職
衆

一
一
日
の
ト
y
プ
に
名
を
連
ね
て
い
る
し
、
盛
年
九
月
の
埜
星
祈
硲
で
は
定
栄
・
快
雅
(
山
門
)
ら
と
と
も
に
じ
壇
北
斗
護
摩
を
修

L

た仁
I

大
福
二
年
の
竹
御
所
の
御
産
で
は
立
壇
法
の
中
一
塩
や
脇
壇
を
つ
と
め
た
し
、
立
禎
司
年
の
将
軍
頼
経
病
悩
に
際
し
て
は
仏
眼
護
摩

や
十
一
而
護
摩
を
勤
仕
し
た
っ
ま
た
将
軍
御
所
で
「
れ
わ
れ
た
が
梁
経
論
義
に
も
出
仕
し
て
お
り
、
知
法
の
僧
と
し
て
活
牌
し
た
っ
特
に

竹
御
所
の
御
崖
祈
様
で
は
、
定
栄
と
光
宝
が
丘
壇
法
巾
壇
を
v

父
代
し
て
つ
と
め
て
お
り
、
こ
の
時
期
の
光
宝
が
鎌
余
点
一
吉
派
に
お
い
て

定
豪
に
次
ぐ
地
位
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

鎌
倉
に
お
け
る
光
宝
の
最
大
の
功
績
は
伝
法
濯
頂
の
実
施
で
あ
る

η

幕
府
僧
に
よ
る
伝
法
涯
頂
は
定
栄
か
ら
始
ま
る
が
、
准
頂
の
場

所
は
あ
く
ま
で
『
尽
都
で
あ
っ
た
じ
そ
れ
に
対
し
光
本
は
初
め
て
鎌
台
で
伝
法
逃
頂
を
実
施
し
た
c

『血
脈
煩
集
記
L

に
よ
れ
ば
、
時
期

は
小
明
な
が
ら
、
鎌
台
の
者
一
円
坊
・
胡
桃
谷
・
明
下
院
で
い
寸
海
・
親
ぷ
・
佑
親
(
定
弁
)

-
良
企
・
縁
長
・
尊
由
ω

・
覚
長
(
長
全
)
の

七
名
に
伝
法
誕
頂
を
行
っ
て
い
る
。

方
、
雨
間
醐
本
山
脈
h

は
光
宝
の
付
法
と
し
て
、
厳
除
・
浄
尊
賢
寛
・
逗
教
・
定
志
兼
成
・

栄
然
・
宗
禅
・
柿
親
(
定
弁
)

-
有
承
・
賢
玉
・
パ
サ
海
・
尊
山
で
{
宅
・
良
全
・
円
長
・
覚
長
(
長
全
)
の
計
七
名
を
挙
げ
て
い
る

一
樹

の
で
、
鎌
倉
で
の
授
法
は
さ
ら
に
増
え
る
は
ず
で
あ
る
c

鎌
倉
に
お
け
る
光
宝
の
初
見
記
ポ
は
天
福
二
年
(
一
三
回
)
七
月
で
あ
り
、

延
応
一
川
年
(
一
二
二
九
)

四
月
に
死
没
し
て
い
る
の
で
、
光
{
エ
の
伝
法
逃
頂
は
そ
の
聞
に
実
施
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
じ
こ
の
う
ち
守
海

法
印
権
大
僧
都
は
佐
々

H
遺
身
院
別
当
で
あ
り
頼
助
大
僧
け
を
は
じ
め
数
多
く
の
弟
子
を
残
し
た
し
、
祐
親
法
印
は
宝
「
下
新
日
白
別
ψ
!
と

な
り
北
条
貞
時
護
持
僧
と
し
て
話
回
附
し
た
。
兼
成
法
印
は
明
五
院
供
僧
で
あ
っ
た
し
、
定
主
権
少
伯
郡
は
的
凶
供
僧
に
任
じ
ら
れ
、
厳



盛
法
印
権
大
僧
都
・
良
八
十
法
印
・
仁
京
律
帥
・
覚
長
(
長
全
)
阿
閑
梨
も
鎌
倉
で
活
動
し
て
い
る

U

鎌
倉
で
の
光
宝
の
所
職
は
判
然
と
し
な
い
が
、
明
王
院
別
当
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
伝
法
瀧
市
闘
を
行
っ
た
場
所
に
若

H
す
る
と
、

「
鎌
倉
者
{
円
坊
」
が
今
度
、
別
で
院
が
二
度
で
あ
る
。
前
者
は
鶴
岡
八
幡
一
円
の
本
、
土
で
あ
っ
た
定
豪
の
配
慮
に
よ
っ
て
、
別
中
定
親
の

件
坊
を
借
用
し
た
の
で
あ
ろ
う
じ
明
王
院
は
文
麻
一
年
(
一
一
一
一

14)
六
月
に
将
軍
頼
絡
の
御
胤
と
し
て
附
起
立
さ
れ
、
定
案
が
初
代
の

鎌倉中期における鎌倉真言派の僧1M

別
当
と
な
っ
た
r

そ
の
定
豪
は
束
寺
一
長
者
に
就
任
し
た
た
め
翌
年
十
一
一
月
に
上
洛
し
、
京
禎
阿
年
(
一
二
二
八
)
九
月
に
八
七
歳
の

高
齢
で
京
都
で
亡
く
な
っ
て
い
る
。
明
半
院
別
当
次
第
が
伝
わ
っ
て
い
な
い
た
め
、
断
川
的
史
料
か
ら
別
当
を
復
古
し
て
ゆ
く
し
か
な

い
が
、
定
豪
に
次
ぐ
光
主
の
地
役
、
お
よ
び
定
豪
と
光
宗
と
の
関
係
か
ら
し
て
、
卜
洛
す
る
定
豪
が
別
T
1
院
別
中
l
職
を
光
主
に
譲
っ
て

後
事
を
託
し
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
し
か
も
こ
の
時
期
、
明
で
院
で
活
動
し
た
記
事
が
み
え
る
の
は
光
宝
だ
け
で
あ
る
つ
そ
の
山
…
か

ら
し
て
、
光
宝
は
疋
豪
か
ら
明
主
院
別
府
l
職
を
一
議
ら
れ
た
と
考
え
て
よ
い

F

沿
い
令
に
次
い
で
鎌
A
H
で
伝
法
溢
頂
を
行
っ
た
の
は
随
心
院
厳
聡
で
あ
る
が
、
紙
数
の
関
係
で
別
稿
に
譲
る
こ
と
と
し
、
次
に
突
出
買
を

と
り
あ
げ
た
い
の
実
賢
大
僧
正

一
じ
六

l

一
四
九
)

は
修
理
権
大
小
人
藤
原
頼
輔
の
孫
、
右
馬
権
断
基
輔
の
子
で
あ
る

U

母
は
源

盛
経

k
で
、
公
名
は
大
犬
、
金
剛
ー
土
院
僧
正
と
せ
し
た
。
建
久
七
年

一
九
六
)

に
醍
醐
寺
勝
賢
か
ら
伝
法
地
頂
を
、
つ
け
た
が
、
翌

月
、
勝
賢
が
亡
く
な
っ
た
た
め
、
金
剛
土
院
賞
海
の
弟
L
J
と
な
り
正
治
一
午
(
二

C
C
)
に
草
受
し
た
。
し
か
し
資
海
の
政
治
々
の

弱
さ
な
と
も
あ
っ
て
「
貧
道
無
縁
」
の
前
半
生
を
送
っ
て
お
り
、
権
律
師
に
任
じ
ら
れ
た
の
は
嘉
禄
一
年
(
一
三
『
ハ
)
カ
一
歳
に
な
っ

て
か
ら
で
あ
っ
た
。
寛
吉
二
作
(
一
二
今

O
)
に
権
少
僧
都
、
貞
永
一
川
年
二
二
三
一
)
に
は
賢
海
の
勧
賞
の
一
議
り
で
法
印
に
叙
せ
ら

れ
た
。
天
福
元
午
(
二
今
一
二
)
に
は
御
室
道
深
の

l
壇
愛
染
T
1
護
摩
脇
壇
に
出
仕
し
た
の
を
は
じ
め
、
藻
畦
門
院
御
産
祈
踏
で
転
法

17 

輪
法
を
修
し
た
し
、
そ
の
後
も
盛
ん
に
ー
ム
壇
法
脇
塙
を
つ
と
め
た
り
し
た
っ
嘉
偵
二
年
(
一
一
三
『
ハ
)
賢
況
の
一
議
り
に
よ
っ
て
醍
醐
寺
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座
、
土
と
な
り
、
相
年
賢
海
が
亡
く
な
る
と
醍
醐
金
剛
ー
土
院
・
蓮
H4院
を
相
本
し
た
ロ
嘉
禎
四
午
に
は
佐
伯
正
、
仁
治
冗
年
(
二
問
。
)

に
は
請
ー
州
経
法
を
修
し
て
験
を
施
し
、
ム
県
土
守
長
者
に
加
任
さ
れ
た
む
そ
の
後
も
「
治
一
午
、
克
正
二
作
(
一
二
四
阿
)
と
祈
ー
向
祈
時
で

活
躍
し
て
い
る
c

ま
た
仁
治
一
一
年
の
後
七
日
御
修
法
を
勤
刊
し
、
寛
叫
二
一
午
五
月
に
は
後
嵯
峨
正
人
阜
の
正
護
持
伯
と
な
っ
た
。
同
年
l

一
月
に
醍
醐
出
、
土
を
弟
L
J
の
勝
尊
に
譲
っ
た
が
、
口
ら
は
検
校
と
し
て
醍
醐
寺
の
実
権
を
保
り
続
け
た
c

…
百
川
四
午
H
月
に
後
嵯
峨
が

退
位
し
て
院
政
を
ひ
ら
く
と
、
実
賢
は
院
議
持
僧
と
し
て
廻
祈
祷
を
担
ψ
ー
し
て
い
る
じ
{
玉
治
元
年
(
二
一
四
七
)

同
月
に
後
深
中
天
皇

の
正
護
持
僧
、
同
年

l
二
月
に
束
寺
二
長
者
に
還
補
さ
れ
、
翌
年
間
十
一
月
に
長
者
と
な
っ
た
〉
醍
醐
寺
僧
が
束
寺
長
者
と
な
る

の
は
、
定
p

博
以
来
、
百
年
ぶ
り
の
こ
と
で
あ
る
。
建
長
日
ん
年
二
二
同
九
)
後
七

H
御
修
法
を
勤
仕
し
、
六
月
に
は
普
賢
延
命
法
で
後

深
中
天
皇
を
平
癒
さ
せ
て
大
僧
リ
に
任
じ
ら
れ
、
九
月
に
七
回
収
で
死
没
し
て
い
る
。
不
適
な
り
則

T
生
と
、
六
む
歳
以
降
の
急
激
な
封

-Mm 

進
ぶ
り
が
印
象
的
で
あ
る
じ

幕
府
と
の
関
係
で
は
、
嘉
禎
凶
年
(
今
二
一
八
)

上
洛
し
た
将
軍
頼
妊
の
た
め
に
六
波
探
邸
で
道
擾
・
成
厳
ら
と
I
A

壇
法
を
修
し
た

し、

f
治
三
年
に
は
少
な
く
と
も
桁
月
か
ら
翌
年
一
月
ご
ろ
ま
で
鎌
倉
で
活
動
し
て
い
る
ロ
」
血
脈
類
集
記
'
-醍
醐
木
血
脈
』
や
聖
敦

奥
斉
を
も
と
に
鎌
倉
滞
在
巾
の
実
賢
の
治
動
を
復
一
一
ん
す
る
と
、
{
治
三
年
五
月
に
大
倉
の
大
門
寺
誕
頂
堂
で
定
清
に
伝
法
様
原
を
さ
ず

け
た
。
こ
の
時
は
略
儀
で
あ
っ
た
が
、
七
月
に
は
定
撰
・
回
目
淳
・
阿
鎚
に
、
九
月
に
は
定
本
に
、
ー
月
に
は
範
来
に
伝
法
滞
日
闘
を
行
う

一
泊
)

た
ほ
か
、
良
人
王

-
E
Mに
も
実
施
し
て
い
る
じ
こ
の
う
ち
定
清
権
僧
正
は
ん
門
寺
別
ψ
ー
と
な
り
、
{
疋
撰
律
師
・
{
疋
宝
法
印
権
大
僧
都
・

範
乗
法
印
良
八
千
法
印
定
宗
法
印
権
大
僧
都
も
鎌
倉
で
活
動
し
た
人
物
で
あ
る
c

残
念
な
が
ら
、
実
賢
の
活
動
の
全
科
を
明
ら
か
に

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
実
は
ほ
ぼ
同
時
期
に
卜
来
院
艮
山
仙
も
鎌
倉
に
滞
在
し
て
い
た
。
良
恵
大
僧
正

二

九

一

1
一
一
一
六
八

は
九
条
兼
尖
の
子
で
あ
り
、
東
大
寺
別
中
ー
を
へ
て
{
治
五
年
二
二
問
。
)
に
坂
手
長
者
に
補
任
さ
れ
、
そ
の
後
も
一
長
者
に
一
-
度



還
補
さ
れ
た
東
密
の
重
鎮
で
あ
る
。
実
賢
の
伯
母
が
九
条
誠
実
と
結
婚
し
て
い
る
の
で
、
実
賢
と
良
恵
は
義
何
時
の
従
兄
弟
の
関
係
に
あ

る
つ
詳
し
い
考
祉
は
別
稿
に
譲
る
が
、
そ
の
ー
艮
山
U

が

1
治
コ
年
の
後
半
か
ら
翌
年
初
め
ま
で
鎌
倉
に
滞
在
し
て
祈
総
活
動
を
行
っ
て
お

り
、
実
賢
の
滞
在
時
期
と
ほ
ぼ
重
な
る
。

つ
ま
り
実
賢
・
良
出
と
い
う
中
代
き
つ
て
の
束
密
の
巨
匠
が
ほ
ぼ
同
時
期
に
鎌
倉
を
訪
れ
て

い
た
の
で
あ
る
u

『斉
妻
鏡
』
は
仁
治
三
汁
条
が
欠
け
て
い
る
う
え
、
翌
年
同
月
ま
で
伯
侭
の
祈
祷
記
事
が
み
え
な
い
の
で
、
二
人
の

活
動
実
態
や
米
訪
目
的
を
明
か
す
こ
と
が
で
き
な
い
《
将
軍
頼
経
に
よ
る
人
的
整
備
の
一
貫
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
に
し
て
は
突

鎌倉中期における鎌倉真言派の僧1M

出
し
た
重
鎮
で
あ
り
滞
在
期
間
も
短
い

U

留
意
す
べ
き
は

f
治
三
年
五
月
に
北
条
泰
時
が
病
悩
で
出
家
し
、
六
月
に
死
没
し
て
い
る
。

死
没
の
前
後
に
は
後
烏
羽
院
の
怨
需
が
跳
梁
し
た
と
い
う
。
幕
府
は
泰
時
治
病
の
た
め
医
師
派
遣
を
京
都
に
求
め
て
い
る
の
で
、
実
質
・

艮
恵
の
鎌
倉
下
向
が
北
条
奈
時
の
病
愉
祈
祷
を
目
的
と
し
て
い
た
可
能
性
も
十
分
に
あ
る
。

鎌
倉
滞
在
で
実
賢
は
幕
府
要
人
と
の
関
わ
り
を
深
め
た
だ
ろ
う
。
ち
な
み
に

a
密
宗
血
脈
紗
ド
に
よ
れ
ば
、
有
力
御
家
人
安
達
京
盛

が
出
家
し
て
受
法
を
望
ん
だ
と
こ
ろ
、
菩
提
院
行
温
は
拒
絶
し
た
が
、
実
賢
は
そ
れ
を
引
刑
し
た
の
で
、
長
盛
は
実
賢
を
た
僧
汁
・

長

の
名
が
み
え
る
し
、

-束
宝

記
ー
は
寸
実
賢
・
行
遍
相
論
、
及
一
都
郡
沙
汰
一
」
と
述
べ
て
い
て
、
東
寺
長
者
を
め
ぐ
る
一
人
の
争
い
が
幕
府
を
巻
き
込
ん
で
い
る
。

し
か
し
安
達
示
盛
は
宝
治
二
午
(
二
四
八
)
五
月
に
亡
く
な
っ
て
お
り
、
実
賢
の
長
者
・
大
伯
正
就
任
は
そ
れ
か
ら
八
ヶ
月
後
お

者
に
す
る
た
め
に
奔
走
し
た
と
い
、
っ
。
事
実
、
」
醍
醐
本
山
脈
h

に
は
実
賢
の
付
法
に
覚
智
(
安
達
景
時
)

よ
ぴ
一
年
二
ヶ
月
後
の
こ
と
で
あ
る
た
め
、
先
の
且
聞
を
鵜
呑
み
に
は
で
き
な
い

実
賢
が
幌
醐
+
J
伯
と
し
て
百
年
ぶ
り
に
東
守
一
長
苫

に
就
任
で
き
た
背
長
に
は
、
さ
ら
に
深
い
政
治
的
葛
藤
が
潜
ん
で
い
た
は
ず
で
あ
る
じ

寛
一
川
年
間
に
鎌
倉
幕
肘
で
は
、
将
単
九
条
頼
経
と
北
条
得
宗
と
の
対
烹
が
激
化
し
た
の
や
が
て
そ
れ
は
京
都
政
界
を
も
巻
き
込
み
、

19 

九
条
約
経
l
名
越
氏
l

三
浦
氏
l
九
条
道
家
と
、
北
条
時
頼
l

安
達
氏
l

一
条
良
実
l
西
附
寺
実
氏
の
対
抗
関
係
が
顕
在
化
し
、
宮
騒
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動
・
主
治
合
戦
を
経
て
後
者
が
勝
利
を
お
さ
め
た
。
こ
う
し
た
激
動
の
な
か
で
実
賢
は
ど
の
よ
う
に
身
を
処
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
九

条
道
家
は
朝
妊
~
の
権
勢
者
で
あ
り
遠
縁
で
も
あ
っ
た
の
で
、
実
賢
は
道
家
の
要
請
で
、

『検
伽
経
口
決
」
を
講
じ
た
り
九
条
忠
家
の
病

悩
祈
祷
を
行
っ
た
り
し
て
い
る
。
し
か
し
、
実
賢
が
よ
り
近
し
い
関
係
に
あ
っ
た
の
は
一
一
条
良
実
・
西
岡
寺
実
氏
で
あ
っ
た
。
完
封
は

良
突
の
「
御
祈
僧
」
と
し
て
「
夢
想
」
の
相
談
に
あ
ず
か
っ
て
い
た
し
、
西
附
寺
実
氏
に
つ
い
て
も
寛
一
川
四
汗
(
二
四
六
)

五
月
か

ら
そ
の
要
請
で
百
箇
日
小
附
宝
陸
印
陀
経
出
を
修
し
て
お
り
、
そ
の
結
師
、
か
ら
間
も
な
く
丙
園
キ
実
氏
は
九
条
道
家
に
代
わ
っ
て
関
東

申
次
に
任
じ
ら
れ
た
。
し
か
も
主
治
川
年
七
月
九
日
口
の
醍
醐
寺
憲
深
の
一
百
に
よ
れ
ば
、
「
実
賢
僧
正
、
法
性
寺
股
卜
御
気
色
不
レ
宜
」
と

道
家
が
実
賢
に
不
快
感
を
不
し
て
い
た
と
い
、
っ
。
ま
た
、
実
賢
が

1
和
守
御
虫
1

道
派
に
対
し
「
関
東
事
川
来
テ
、
無
為
ぷ
村
等
滅
亡
、

併
我
験
也
」
ー
と
豪
説
し
た
と
も
い
う
。
実
賢
は
宝
治
元
年
?
ハ
月
五
日
の
二
一
浦
一
族
の
滅
亡
を
自
分
の
法
験
と
み
な
し
て
い
た
。
完
封
が

醍
醐
寺
僧
と
し
て
白
年
ぶ
り
に
東
方
一
長
者
に
就
任
で
き
た
の
は
、
そ
の
効
験
に
刈
す
る
朝
幕
の
配
慮
で
あ
る
じ

3
2
川
血
脈
紗
L

σ〉

い
う
よ
う
に
、
安
達
景
慌
の
受
法
を
め
ぐ
る
伴
執
が
実
賢
を
束
十
寸
一
長
者
に
し
た
の
で
は
な
い
c

宝
治
合
戦
で
の
析
掃
が
実
賢
を
束
需

の
頂
点
に
押
し
上
げ
た
の
隆
弁
と
同
係
、
京
都
・
鎌
倉
を
巻
き
込
ん
で
の
権
力
闘
争
が
実
賢
の
運
命
を
大
き
く
変
え
た
の
で
あ
る
υ

お
わ
り
に

以
卜
、
鎌
倉
真
プ
一
円
派
三
名
の
事
蹟
を
た
と
っ
て
き
た
c

最
後
に
主
な
論
点
を
ま
と
め
て
お
く
c

〔叫
J

安
祥
寺
流
の
本
格
的
発
展
は
良
山
崎

の
鎌
倉
下
向
に
始
ま
り
、
鎌
台
JK刊
行
キ
流
と
京
都
安
祥
寺
流
は
打
い
に
協
力
し
な
が
ら
顕
密
仏
教
界
で
の
地
位
を
山
上
さ
せ
た
r

一
位
良

聡
・
光
宝
と
も
、
そ
の
鎌
倉
行
き
に
は
定
豪
が
深
く
関
与
し
て
お
り
、
彼
ら
の
鎌
倉
卜
向
は
将
軍
定
蒙
に
よ
っ
て
推
進
さ
れ
た
鎌
台

仏
教
界
の
人
的
充
実
徐
に
泌
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
一
一
刻
道
慶
の
山
牧
場
に
よ
っ
て
良
球
が
将
市
議
持
体
制
か
ら
押
し
だ
さ
れ
た
こ
と
が
、



〕
玉
治
合
戦
後
の
良
聡
の
復
活
と
鎌
合
安
祥
寺
流
の
展
開
を
可
能
に
し
た

υ
1
1光
宝
・
厳
聡
・
実
賢
ら
は
鎌
合
で
初
め
て
伝
法
准
頂
を
行

い
、
こ
れ
に
よ
り
鎌
倉
真
一
百
派
は
儒
教
僧
の
再
生
産
を
日
古
今
的
に
行
う
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。
。
¥
又
賢
は
配
醐
守
同
身
僧
と
し
て
百

年
ぶ
り
に
束
守
一
長
者
に
補
任
さ
れ
た
が
、
そ
の
背
示
に
は
宝
治
九
円
満
で
の
三
浦
氏
調
伏
祈
綜
が
あ
っ
た
。

本
稿
で
は
一
名
の
僧
俗
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
今
後
、
事
蹟
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
鎌
倉
真
一
百
派
の
僧
侶
は
な
お
。

。
名
を
越
え
る
仁
道
は
遠
い
が
着
実
に
研
究
を
積
み
重
ね
て
ゆ
き
た
い
じ

鎌倉中期における鎌倉真言派の僧1M

品工

(
1
)
干
雅
行
「
八
広
量
、
と
鎌
倉
幕
山
川
」

(
a

古
代
巾
世
の
社
会
と
同
志
』
清
文
常
、
九
九
八
年
、
以
卜
、

A
論
文
と
略
称
)
、
同
「
鎌
倉
山
門
派
の
成

立
と
炭
開
」
(
『大
阪
大
学
大
午
院
f
J

人
学
附
究
科
紀
要
f

問
。
、
一

0
0
0
年
、
以
卜
、
日
論
文
と
略
称
)
、
同
「
鎌
合
事
附
の
将
軍
祈
誠
に
附

す
る
一
小
児
科
」
(
阿
』
凶
七
、
一

3
0
七
年
、
以
卜
、

C
諭
正

E
略
称
)
、
阿
「
鎌
倉
t
J
門
派
の
成
げ
と
展
開
」
(
刷
』
同
九
、
一

C
C
九
年
、

必
卜
、

D
論
文
と
略
称
)
、
同
「
鎌
倉
に
お
け
る
顕
怖
仏
教
の
展
開
」
コ
日
本
仏
教
の
形
成
と
民
間
』
法
戯
館
、
一

C
C
一年
l
)

(
2
)
櫛
同
良
洪
ー
真
言
滑
教
成
立
過
程
の
術
究
『
(
山
再
一一
回
仏
書
林
、
九
六
四
年
)
第
一
編
第
六
章
、
橋
本
初
子
「
閃
取
と
也
教
情
」
(
『三
浦
肯

文
化
』
h
玉
、
一
九
九
阿
午
)

(
3
)
藤
原
良
輔
に
つ
い
て
は
没
年
条
(
『大
川
本
史
料
"
阿
一
凶
八
二
一
頁
)
、
多
賀
宗
年
「
兼
実
と
そ
の
周
囲
」
(
同
可
主
葉
必
引
"
吉
川
弘

文
齢
、
一
九
七
四
年
)
、
八
条
院
に
つ
い
て
は
と
り
あ
え
ず
石
井
進
「
掛
干
争
乱
期
の
八
条
院
周
辺
」
(
同
編
巾
世
の
人
と
政
治
ロ
川
弘

文
館
、
九
八
八
年
)
を
参
照
。

(
4
)

可
山
脈
類
集
記
"
(
副主
言
宗
全
書
"
三
九
一
一
一
民
阿
九
頁
)

(
一
丘
二
皿
脈
知
集
記
』
(『真
ロ
ャ
ボ
令
官
三
札
七
七
頁
・
二
二

JR)
、
『大

日

本

史

料

五

八

九

一

八

貝

、

五

九

五

口

頁

八

五

五
員
、

h

G

七
九
頁
、
五
一
八
口
『
ハ
頁
九
一
八
頁

(
6
)

a
血
脈
紗
・
野
』
(『統
真
六
宗
ん
で
古
"
一
五
九
頁
)
な
お
、
本
書
は
関
東
安
祥
寺
流
の
相
承
を
「
良
府
被
譲
与
旧
制
助
僧
止
了
、
頼
助
卜

21 



つつ
凶】

成
獄
、
慈
批
、
有
町
田
代
相
続
と
述
べ
る
と

F

」
ろ
が
「
成
批
一
慈
勧
な
る
点
行
憎
は
以
」
引
の
鎌
合
で
体
認
で
き
た
一
い
こ
り
っ
ち
一
境

問
叫
は
蛸
同
町
弟

i
で
鶴
岡
八
約
六
別
ψ
ー
で
も
あ
っ
た
政
均
で
あ
ろ
う
方
一
慈
凶
し
に
つ
い
て
は
北
完
持
H
門
的
孫
で
、
為
持
の

i
に
一
時

劫
ハ
梓
少
僧
剤
、
品
々
日
ご
が
い
る
ー
主
℃
正
庫
哉
払
川
王
流
員
d
ル
リ
庁
、
奥
井
一
に
よ
れ
ば

和
財
伝
説
大
悟
J
H
J
I
-
-
話
批
〈

l
最
抗
日
品
川
正
v
」
1
1
益
性

A

卜
来
花
v

T
i
u
-
v
防
ハ
権
少
僧
都
v

T
i
有
助
八
株
少
僧
都
v

「
1

経
効

A

持
情
汗
V

と
あ
る
¥
閑
録
d
l内
寺
山
川
抵
の
笠
敦
二
戸j

八
、
仲
人
J
川
叫
す
金
沢
文
庫
)
仁
祁
寺
山
川
流
が
北
条
出
身
の
時
同
・
古
防
に
伝
え
ら
れ
た
こ

》
を
小
す
が
こ
の
史
料
か
ら
し
て
友
祥
子
慌
も
時
効
右
劫

l
伝
法
さ
れ
た
〉
み
て
よ
い
し
目
別
有
効
に
関
し
で
は
前
掲
注

(
1
)
拙一一明

H
論
文
ネ
点
字
閉
山
〉

(
7
J
d
布
脈
砂
e

肝
ベ
=
二
い
恥
円
、
古
川
宗
ハ
丁
4
4
r
=
五
九
五
戸
(
)
、
工
、
水
六
午
七
n
け
日
制
投
設
状
束
三
報
産
直
正
〈
い
一
四
六
六
三
、
「
、
ぷ
仁
川

-i
い月一
f
i

一いh
九
州
制
劫
説
状
案
(
d
同
一
』
九

C
C
同
口
勺
)

一、o
o
F
枇
副
良
県
組
へ
の
三
削
剥
れ
い
H
f

五
百

Y
U
N、
出
子
氏
J
u
-
-
2リ人

1

鎌
台
後
印
刷
の
鶴
川
阿
川
叫
し
「
転
叫
叫
い
ド
つ
い
て
」
で
ほ
ぼ
同
内
容
の
J
山
涜
を
し
て
い

る
二
h
~
J
γ
=
九
円
川
、
九
八
五
午
、
七
五
)

(
2
j
k
u
悼
寺
流
歴
代
に
つ
い
て
は
、
院
制
寺
本
d
七
法
率
頂
師
資
抑
止
叩
脈
』
〕
醍
酬
削
J
立
化
財
研
究
所
制
究
紀
開
会
"
一
、
以
ト
、
本
史
料
を
甘
問
問

醐
Ai
血
批
=
こ
略
称
)
九
ハ
貞
を
参
加
山
な
お
、
良
伊
の
北
-
L
鎌
富
士
起
特
別
が
1

」
J
ν
だ
〉
簿
作
は
後
蹴
醗
丈
自
の
給
比
刊
で
安
詳
し
J
流
の
り
J
を

来
た
し
た
が
、
そ
の
後
も
出
引
に
従
っ
た
た
め
、
枠
組
の
一
円
守
H
H
民
」
は
文
際
に
は
有
抗
虹
…
売
で
あ
J
た

(
川
、
d
七
草
』
治
卓
八
年
f

己
月
一
1

1

じ
い
れ
条
一
ま
た
、
一
川
憎
厄
年

A
H

二
七
長
、
お
よ
び
間
同
一
凶
作
子
「
d
半
ノ
小
物
品
"
の
虚
仲
間
L

(

1

1

d

へ
学
史

研
究
=
王
、
一
比
八
開
門
す
)
か
幸
田
川
ワ

(
日
J
E
人
正
法
周
作
陥
川
市
承
次
第
L

に
よ
れ
ば
、
成
恥
か
ら
設
は
一
心
対
主
人
品
一
2
4
、
師
資
有
日
ぷ
号
判
ψ
」
職

L
Fる
こ
と
ピ
l

争
っ
て
み
一
川
阿
南
京

を
独
ト
刊
し
丈
と
い
う
一

F
九
日
本
史
料
"
ー
ハ
同
じ
一
聞
け
ム
瓦
で
各
年
度
の
太
克
門
間
前
は
『
大
日
木
史
判
P

J

枕
ル
ん
息
地
μ
P

十
月
八

C
条

を
巷
町
、

(ロ
J

7

一人

H
本
吏
川
和

五

ハ

八

七

十

L

-

h

七

ア

r
h



鎌倉中期における鎌倉真言派の僧1M

(
日
)
「
吾
妻
鏡
貞
水
万
年

l
月
十
七
日
条

h

長
景
に
つ
い
て
は

J

削
掲
、
円

(
I
)
捌
稿
A
論
文
を
参
照
円

(
H
)

大

H
本
史
料
』

h

一

九

4
0員、

E

門
主
記
一
一
(
大
止
新
情

λ
蔵
経
凶
保
部
ー

五
月

l
八

H
条

(
日
)
「
吾
妻
鏡
貞
水
万
年

l
月
十
四
日
条
、
延
応
一
年
正
月
十
七
日
条
、
同
年
六
月
十
?
ハ
日
条
、
事
禎
=
年
六
川

l
一
H
条

(
日
山
)
明
月
記
天
福
一
年
八
月
二
十
六
日
条
、
吾
妻
鏡
延
応
正
午
ハ
川
卜
一
日
条
一
本
州
で
は

E

明
月
記
』

I

人
福
一
年
九
月
六
日
長
「
安
祥

寺
法
印
」
、
お
よ
び

『明
月
記
』
天
栢
一
年
八
月
一

l
lハ
H
条
「
支
祥
寺
律
削
〈
如
法
愛
染
堂
↓
丁
〉
」
を
い
ず
れ
も
良
捕
と
判
附
し
た
。

F

削
百

は
定
豪
僧
正
の
付
属
蛍
改
を
愁
嘆
し
て
「
安
祥
守
法
印
」
が
伊
旦
に
逐
電
し
た
記
事
で
あ
り
、
ん
日
本
史
料
は
こ
の
人
物
を
成
般
に
比
止

す
る
が

二
大

H
本
史
料
』
丘

九

六

C
C頁
)
、
従
い
が
た
い
コ
第
に
血
脈
類
集
記
ー
は
込
磁
を
「
忍
辱
山

λ
仙
川
定
衰
弟
L
J
」
と

す
る
が
、
成
厳
と
定
量
と
の
削
弟
関
係
を
、
っ
か
が
わ
せ
る
記
事
は
位
認
で
き
な
い
、
第
二
仁
成
政
は
当
時
じ
阿
歳
で
あ
る
。
八
三
歳
の
一
疋
家

よ
り
も
年
下
と
は
い
え
、
定
豪
の
刊
属
を
受
け
る
に
は
高
齢
す
ぎ
る
。
第
に
良
取
は
当
時
法
印
で
あ
っ
た
が
、
成
肢
が
法
印
に
叙
さ
れ
る

の
は
五
午
後
の
嘉
禎
四
年
七
月
で
あ
る
(
一
大

H
本
史
料
』

h

一

九

八

向

(

)

J

以
ー
か
ら
、
こ
こ
に
煮
場
す
る
「
安
祥
寸
法
印
」
を
兵

捕
と
考
え
た

J

問
題
は
後
者
の
「
安
祥
寺
律
師
〈
如
法
愛
染
堂
+
に
ど
で
あ
る
憎
し

H
Rか
ら
す
る
と
こ
れ
は
成
政
と
い
う
こ
と
に
な
る
円
し
か
し
、
成
肢

は
貫
し
て
京
都
で
活
動
し
て
お
り
、
鎌
合
で
の
活
動
記
事
は
こ
れ
以
外
に
は
み
え
な
い
竹
御
刷
の
御
産
祈
結
が
亘
要
で
あ
る
に
し
て
も
、

こ
の
祈
轄
の
た
め
だ
け
に
ヒ
四
歳
の
成
政
が
鎌
倉
に
や
っ
て
く
る
と
は
考
え
に
く
い
υ

一
布
、
良
聡
は
そ
の
前
後
の
時
期
に
縁
台
で
品
川
ん
に

祈
隔
に
従
事
し
て
い
る
わ
し
か
も
成
肢
が
如
法
要
染
法
を
修
し
た
記
事
は
み
え
な
い
が
、
良
市
唱
の
場
合
は
「
良
市
哨
伯
ー
止
〈
広
祥
寺
〉
於
悶
東

修
之
ム
々
」
と
あ
る
ほ
か
(
高
橋
悠
介
「
随
心
院
蔵

E

如
法
愛
染
干
勤
例
翻
刻
」
随
心
院
聖
教
と
寺
院
ネ
y
ト
ワ

l
ク
』

、
一

C
C七

年)、

a
血
脈
記
』
に
も
「
於
関
東
行
如
法
愛
染
事
、
安
祥
寺
山
民
球
是
初
也
」
と
あ
り
(
『続
出
(
言
宗
主
書
』

一
五
一
一
目
)
、
時
則
は
不
明

な
が
ら
良
地
は
鎌
有
で
如
法
愛
染
法
を
勤
修
し
て
い
る

h

こ
れ
ら
の
点
か
ら
、
僧

1
1
t
に
蹴
飴
が
あ
る
も
の
の
、
こ
こ
に
み
え
る
安
祥
寺

律
師
〈
如
法
愛
染
堂
土
V

」
は
成
厳
で
は
な
く
、
良
磁
の
こ
と
で
あ
る
と
判
断
し
た
コ

(げ

)

J
口
妻
鏡
"
延
泌
一
年
ー
ハ
刀
一
日
条
九

H
条

l
iハ
日
条

(
刊
日
)
「
大

H
本

史

料

五

九

五

九

九

頁

、

開

局

け

(
I
)
捌
稿

A
論
文

(
日
)
一

E
妻
鏡
事
禎
三
午
六
月
一

l

日
条
に
「
権
僧
圧
」
と
み
え
る
。

三

一

三

六

頁

)

百
妻
鋭
』
良
、
水
一
日
凡
年
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(
却
)
「
血
脈
類
集
記
(
白
(
一
青
山
川
全
書
三
九
一
同
九
貞
)
、
櫛
田
良
洪
注
(
2
)
前
崎
吉
六
五
七
貞
、
前
掲
注
(
1
)
拙
稿
C
論?J人

(
幻
)
「
止
柿
寺
別
当
次
第
」
(
実
桐
院
1
4合
一
六
箱
二
六
円
勺
)
、
「
大

H
本

史

料

五

一

一

六

六

五

頁

(
泣
)
可
大

H
本

史

料

"

五

一

心

三

目

、

a血
脈
額
集
記
』
(『真
一
回
宗
全
A
H
』

一
九
一
四
九
頁
)

(
お
)
泊
慶
に
つ
い
て
は
、
前
掲
注
(
1
)
拙
稿
D
諭
?
え
を
事
m
u

(弘

)
a西
院
山
脈
1

づ
続
古
一
言
宗
令
書
』

ア
丸
一
六
頁
て
建
長
五
汗
段
階
に
込
聡
が
鎌
倉
に
い
た
吋
能
件
も
あ
る
が
、
そ
の
場
什
は
一
川
城
は

宏
教
で
は
な
く
良
械
の
も
と
で
修
乍
す
る
は
ず
で
あ
る
じ

(
お
)
-
血
脈
細
則
東
記
』
二
真
口
市
令
官
三
札
五
心
頁
)
、
再
妻
鏡
』
丈
応
一
バ
年
六
け
に
斗
日
条
、
丈
、
水
=
年
正
月
十
一

H
条
、
文
応
一
川
年
八

H

八
日
条
、
弘
長
三
午

l
一
月
十

H
条
、
文
、
水
一
年
l

九
月
一

Hhh末、

a弘
安
凶
年
呉
国
御
祈
+
恥
記
』
(『続
群
古
類
従
1

一
六
卜
一
八
『
ハ

頁
)

(出

)
-
E妻
鏡

正
1

晴
元
年
八
月
一

l

日
来
、
正
事
一
年
I
R
月
玉
川
条
よ
阿
山
市
梨
は
候
補
苫
か
ら
闘
で
伏
せ
ら
れ
た

(
幻
)
寸

E
妻
鏡
弘
長
冗
午
一
月
一

l
H条

(
お
)
可
山
脈
類
集
記
"
(
ぷ
(
一
青
山
川
九
土
井
"
三
九
一
五

O
R
)
、
『両
院
巾
脈
』
(『続
完
古
川
市
令
官
"
一
五
一
ー
ハ
貞
)

(
却
)
前
掲
作

(
I
)
拙
稿
D
論
文
。
な
お
、
鎌
倉
山
門
派
に
つ
い
て
は
史
料
が
欠
け
て
い
て
伝
法
植
民
の
場
所
を
訂
正
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

(
却
)

副市
川
脈
類
集
記
ー
づ
真
一
月
市
九
土

h

古
』
三
九
六
八
白
目
・
一
六
九
百
・
八
口
頁
・
二
一
一
山
貝
)
、
寸
尊
向
十
分
脈
』
一
心
七
頁
、
寸
醍
醐
寺

日
前
提
録
"
九
三
民
、

『ト
人
口
木
史
料
"
川
九
二
ム
三
員
、
凶
口
五

C

一
員
、
五
一
一
四
C
K
頁

G

ま
た
松
本
初
了
什
(
2
)

削
掲
論
主
を
孝
J
m
a

(
訂
)
“
野
沢
大
品
川
脈
』
(『統
点
言
宗
〈
エ
4
H
』

五
五
頁
)
、

a併
示
血
脈
紗
』
(『同
二
ム
一
一
一
八
頁
)
、

aト
九
日
本
史
料
1

凶

一

一

六

問

人
頁
、
「
建
暦
ι
岡
市
記
」
(
同
fv
悟
史
民
俗
博
物
館
蔵
、
田
中
穣
氏
旧
蔵
典
籍
古
士
宮
川
凶
四
号
)
、

E
岡
市
経
法
記
」
(
同
二
一
円
勺
)

c

l

江ト人

匝
法
印
兼
成
に
つ
い
て
は
別
稿
を
用
意
し
て
い
る

(
沼
)
可
大

H
本

史

料

同

一

回

三

九

一

頁

-
h
八
民
・
七
『
ハ
八
頁
、
凶
一
五
五
百
-
八
七
百
、

『東
寺
長
者
補
作
三
枇
々
#
4
H
類
従
』

二
五
じ
一
頁
)

(
お
)
一
大

H
本
史
料
』
四

六

三

九

阿

耳

、

二

九

百

、

五

六

七

八

百

、

i

2"1 

-11. 

凶

五

頁

、

五

二

二

王

貞

、

五

四

五

四

間

百

八

六

O
h
頁

、

五

五

一

一
頁
、
「
良
応
一
ザ
十
川
同

H
」
成
賢
書
状
案
寸
鎌
倉
遺
丈
1

三
一
七
一
号
)
、

『向



鎌倉中期における鎌倉真言派の僧1M

脈
知
県
記
』
(『真
一
回
宗
全
4
H
』

九

一

頁

)

、

醍

醐

木

血

脈

五

心

頁

(社
)

E

血
脈
組
長
記
』
(
一
白
(
古
川
宗
主
守
口
九
一
一
=
頁
・
二

h
問
頁
)
、

E

鶴
凶
八
幡
宮
J
V

諸
職
次
第

二
人
口
頁
)
、

『
K
日
本
史
料
』
虻

今

一

五

目

(
お
)
「
再
吾
鏡
』
丈
暦
一
年
六

H
一l
九
日
来
、
語
的
年
九
川
十
三
日
条
、
烹
偵
花
干

i
一
月
一

i
一
日
条
一

l
rハ
日
条
、
正
暦
一
年
一
月

l

五
日
来
、

E

大
日
本
史
料
1

五

九

r
A
九

頁

(
日
刊
)
可
山
脈
類
集
記
"
(
副主
一
再
示
九
土
井
"
三
九
二
今
一
員
)
、

『醍
醐
本
血
脈
'
五
O
R

(
訂
)
そ
の
ほ
か
光
半
は
一
人
の
伝
法
瀧
頂
を
「
鎌
倉
胡
桃
谷
」
で
行
っ
て
い
る
(
『山
脈
類
集
詰
)
】
胡
桃
ケ
ハ
什
は
後
に
大
悲
寺
が
造
?υ
さ
れ
た
地

で
あ
る
が
、
鎌
倉
山
T
期
に
お
け
る
実
態
は
不
明
で
あ
る
。

(刊品
)

J
口
妻
鏡
"
立
川
相
一
年
ー
ハ
刀
一

l
九
日
条
、

副大
日
本
史
料
』
五

九

五

心

頁

(
却
)
『血
脈
頭
集
記
』
(
真
言
宗
人
工
高
』
一
一
一
九
七
六
貞
三
六
頁
)
、

『野
沢
ん
血
脈
』
(
続
真
一
口
市
令
古
一
五
丘
一
貞
)
、
尊
卑
分
脈

二
八
一
頁
、
一
生
首
記
寛
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SUMMARY 

The priesls or ihe Shingon Ruddhism in Kamakura 

T AIRA Masayuki 

In this study， 1 c1arified the biography of three priests of the Shingon 

Buddhism who were active in Kamakura. 1 was going to clarify the 

religion policy of the Kamakura Shogunate and the historic change through 

this fundamental work 

Following the criticisrn by SASAKI Kaoru， the religious policy of the 

Kamakura shogunate has become a point of argument which decides the 

success or failure of the Exot訂正-esoterictheory (顕符体制論).As the 

Exoteric-esoteric theory attached too much importance to the influence of 

the temple-shrine power complexes In the Kyoto area， it has tended to 

disregard the Buddhist cornmunity in Kamakura and East ]apan. ln order 

to reconstruct the EXuteric-esoteric theory， it is necessary to elucidate the 

religious policy of the Kamakura government in a COllcrete way. However， 

there are not mally historical materials， alld it is llot easy to elucidate it 

Therefore 1 thought to press the problem by clarifying the career of the 

priest who was active in Kamakura 

1 examilled three priests of the Shingon Buddhism ill this article till 

1l0 W  because 1 studied priests of the Sallmom School alld the 1imoll 

School. The three pri白 tsare Ryoyu (良I融)， Koho (光主)and Jikken (実

賢).As a result of examination， 1 was able to darify the following facts 

(l)The Anjoji School (安祥守流)of the Shillgon Buddhism developed ill 

earllest since Ryoyu came to be active in Kamakura. And the Anjoji 

School in Kamakura and the Anjoji School in Kyoto cooperated and made 

ane宜"orttoward廿leIrstatus improvement in the Buddhist community 

(2)When Dokei (道出)came to play an active part in Kamakura， Ryoyu 

came to be removed by the system which protected the shogunate for 

prayer， and there was no help for it， Ryoyu returned to Kyoto. However， 

thanks to廿legrace， he was able to reopen activity in Kamakura after the 

Hoji岡田en(主治合戦)
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(3)Koho and Jikken held the ceremony 01 Buddhistische Taule (伝法}住

民)lor the lirst time in Kamakura. The Shingon Buddhism in Kamakura 

got possible to perform the reproduction of the priest of the esoteric 

Buddhism by the enforcement of this ceremony autonomously 

(4)Jikken was appointed as a priest Irom Daigo-ji Temple after an inter 

val 01 100 years by the Director General 01 the Shingon Buddhism. Such; 

the reason why a rare thing was realized is that he prayed for Hojo 

Tokuso (北条得~) at出etime of the Hoji-kassen 

キーワード 鎌倉幕府，北条得771，鎌倉貞子干派，伝法准J.ij，安祥寺流
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