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鎌
倉
時
代
の
暉
宗
と
護
國
思
想

(

一
)

唇

大

屋

徳

城

鎌
倉
時
代
は
日
本
佛
敢
の

一
大
轄
機
を
來
し
た
時
代

で
、
叡
山
佛
教

の
解
膿

の
行
は
れ
た
時
代

で
あ
る
。
叡
山

で

は
古
來
圓
密
輝
戒
の
四
種
相
承
と
い
つ
て
、
止
観
業
と
遮

那
業
と
職
と
大
乗
戒
の
四
科
を
集
め
て

一
山
に
弘
め
た
と

い
ふ
こ
と
に
爲

つ
て
居
る
。
帥
ち
止
観
業
と

い
ふ
の
は
、
天
台

止
観

の
こ
と
で
、
或
は
圓
宗
と
も
い
ふ
。
遮
那
業
と

い
ふ
の
は
、
眞
言
密
敏
の
こ
と
で
、
東
寺
の
密
敏

に
翌
し
て
台
密
を
い
ふ
。
灘
宗
と
い
.ふ
の
は
傳
敏
大
師
が
入
唐
以

前

に
其
師
行
表
か
ら
受
け
、
入
唐
し
て
脩
然
か
ら
受
け
た
の
と
併
せ
て
南
北
爾
宗

の
灘
を
受
け
た
と
稽
す
る
。
戒
は

即
ち
大
乗
戒
で
、
圓
頓
戒
と
も
稽
し
、
道
遽

か
ら
受
け
た
の
で
あ
る
。
こ
の
四
種
の
相
承
が
後
に
、
台
密

の
興
隆
に

依
り

て
、
殆
ん
ど
密
教
專
門

に
な
り
、
他

の
三
つ
は
あ
れ
ど
も
な
き
が
如
き
有
様
と
爲

つ
た
の
で
あ

る
。
.即
ち
叡
山

の
佛
教
は
解
膿
し
て
し
ま
つ
た
繹
で
あ
る
。
最
も
歴
史
の
上
か
ら
み
て
、
此
解
膿
は
鎌
倉
時
代
を
待
た
す
、
大
分
前

か
ら
起

つ
た
こ
と
で
あ
り
、
叉
此
四
種
相
承
と
い
ふ
こ
と
が
ど

こ
ま

で
本
統
で
あ
る
か
は
疑
問

の
飴
地
が
あ
る
。
殊

に
灘

の
相
承
に
つ
い
て
は

一
番
古

い
仁
忠

の
叡
山
大
師
傳

に
も
記
載
が
な
い
の
で
、
最
も
根
擦
薄
弱
と

い
は
ね
ば
な

ら
ぬ
。
仁
忠
は
傳
教
大
師

の
直
弟
子
で
あ
る
。
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」博
教
大
師

に
佛
法
血
豚

の
あ

つ
た
こ
と
は
上
顯
戒
論
表
に
佛
法
血
豚

一
巻
と

め
る
に
依

つ
て
明
か
で
あ
る
が
、
其

佛

法
血
豚
な
る
も
の
が
、
今
に
傳

ふ
る
内
謹
佛
法
相
承
血
豚
譜

で
あ

る
か
否
か
に
つ
い
て
は
疑
闇
の
蝕
地
十
分
で
あ

る
。
何
と
な
れ
ば
、
此
血
豚
譜
に
は
、
達
磨
相
承

(
藤
)
智
者
相
承
の
法
華

(
止
観
業
)
同
じ
く
相
承
の
大
乗
戒
、

終
に
胎
藏
、
金
剛
爾
界

の
相
承

(
遮
那
業
)
の
四
種
相
承
を
墨
げ

て
あ
る
が
、
第

一
に
達
磨
相
承
を
墨
ぐ
る
と
こ
ろ

が
、
叡

山
の
立
場
と
し
て
は
甚
だ

不
可
解

で
あ
る
。
而
し
て
、
榮
西
繹
師
を
始
め
。
鎌
倉
時
代
の
灘
宗
が
叡

山
の
非

難

に
封
し
て
、
灘

は
宗
祀
傳
教
大
師
の
相
承
す
る
も

の
で
あ
り
、
共
衰
微
を
再
興
す

る
の
に
何

の
非
難
が
あ

る
と
逆

襲
す

る
時

に
、

い
つ
も
此
内
謹
佛
法
相
承
血
豚
譜

を
引
い
て
ゐ
る
黙
か
ら
考
ゆ

る
と
、
此
書
は
鎌
倉
初
期

に
灘
宗

の

緑
鵬
監
礁
篇
聴
輔
篇
驚
毅
鉾
羅
藤
羅
魏
鍵
蠣

渉
に
な

る
が
、
從
來
の
読

に
依
れ
ば
、
と
に
か
く
叡
山
に
灘
と
い
ふ
も

の
が
あ
り
、
直
接
間
接

に
鎌
倉
時
代
、
輝
宗

興
隆

の
先
躍
を
爲
す
も
の
で
あ

る
と

い
ふ
こ
と

に
爲

つ
て
居

る
。

・

,

幽

叡
山
佛
教
中

に
灘
と
い
ふ
要
素
が
あ

つ
た
に
せ
よ
。
な
か

つ
た
に
せ
よ
、
榮
西
灘
師
も
、

道
元
暉
師
も
元

々
天
台

の
信

で
あ

つ
た
と
い
ふ
こ
と
は
明
か
で
あ
り
、
而
し
て
、
爾
灘
師
が
入
宋

し
て
、
夫
れ
く

臨
濟
と
曹
洞
を
傳

へ
た

こ
と
は
事
實
で
あ

る
。
共
後
、
彼
地

の
灘
僧
が
本
邦
に
蹄
化
し
、
本
邦
の
繹
僑
が
入
宋

し
て
蹄

つ
た
こ
と

に
依

つ
て

宋
朝

の
思
想
な
り
、
文
化
な
り
が
本
邦

に
輸
入
さ
れ
た
こ
と
は
こ
れ
亦
疑

ふ
べ
か
ら
ざ
る
事
實

で
あ
る
。
こ
の
鮎
は

鎌
倉
時
代
の
琿
宗
と
護
國
思
想

三
)

裏05



鍛
倉
時
代
の
灘
宗
と
護
國
思
想

(
・二
)

鎌
倉
時
代

に
於
け
る
藤
家
の
護
國
思
想
を
述
ぶ
る
に
つ
い
て
考

へ
ね
ば
な
ら
ぬ
重

要
な
る
要
素

で
あ

る
こ
と
を

知
ら

ね
ば
な
ら

ぬ
。

一
般
佛
教
に
於
け
る
鎌
倉
時
代
の
護
國
思
想
に
就

い
て
は
、
日
本
佛
敏
の
傳
統
的
精
神

に
依
る
も
の
と
、
交
永
、

弘
安

の
外
竃
に
刺
激

せ
ら

れ
て
俄
然
と
し
て
高
ま

つ
た
愛
國
的
精
紳

に
依

る
も
の
と
の
二
大
系
統
が
あ
る
、
随

つ
て

灘
家
の
護
國
思
想

に
も
、
此
の
二
つ
の
系
統
の
あ
る
こ
と
を
知
ら
ね
ば
な
ら

ぬ
。

ゆ

先
づ
日
本
佛
教

の
傳
統
思
想

に
依
る
護
國
思
想
と

い
ふ
は
、
飛
鳥
朝
以
來
の
傳
統
精
紳

で
あ

つ
て
、
佛
敏

の
信
仰

」

に
依

つ
て
個
人
の
安
心
立
命
を
は
か
る
と
共

に
、
國
家
を
守
護
し
、
國
家

の
安
泰
を
圖

る
と

い
ふ
考
が
あ

つ
た
。
推

覇

に
四
天
謝

力
に
依
つ
て
聚

の
安
泰
を
禽

し
た
珍

四
天
王
寺
の
建
立
で
あ
る
。
四
天
王
と
い
ふ
の
は
須

彌
山
の
四
方
に
あ
る
國
々
を
分
憺

し
て
守
護
す

る
四
柱
の
神
で
あ

つ
て
、

一
般
佛
敏

に
附
随
す

る
思
想
で
あ
る
が
、

最
も
よ
く
金
光
明
経
や
最
勝
王
三
経

に
読
か
る
～
と
こ
ろ
で
あ
る
。
推
古
朝
の
四
天
王
に
關
す
る
思
想
の
根
擦
は
明

か
で
な
い
が
、
其
後
寧
樂

朝
に
下
れ
ば
、
明
に
此
爾
脛

に
依
る
四
天
王
の
信
仰
が
盛
ん

で
あ
り
、
其
外
、
此
爾
糎

に

読
か
る
る
辮

才
天
と
か
吉
鮮

天
と
か
い
ふ
紳

々
の
信
仰
が
起

つ
て
、
佛
力
に
依

つ
て
國
家
を
保
護
し
よ
う
と
い
ふ
考

へ
が
行
き
渡

つ
て
來
た
の
で
あ
る
。
.即
ち
繹
尊

の
読
か
れ
た
正
し
き
法
を
行
ふ
と
こ
ろ

に
は
、
此
等

の
紳

々
が
來
て

國
土
を
護

つ
て
く
れ
る
と

い
ふ
こ
と
が
説
か
れ
て
あ
る
の
で
、
そ
れ
ら

の
信
仰
に
依

つ
て
國
分
寺
が
建

て
ら
れ
、
特

に
僧
寺
を
四
天
王
護
國
の
寺
と
呼

ぶ
の
は
、
最

も
明

に
之
を

い
ひ
現
は
し
て
居
る
の
で
あ
る
。
・即
ち
全
國

に
四
天
王
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護
國
の
寺
を
建
て

、
國
を
守
り
、
且

つ
盛
ん
に
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
未
だ
此
時
代
に
は
後
世
に
い
ふ
や
う
な

鎮
護
國
家
と
い
ふ
や
う
な
標
語
は
な
か
つ
た
が
、
假

に
之
を
名
げ

て
正
法
治
國
叉
は
正
法
護
國
と

い
つ
て
も
差
支
は

な

い
の
で
あ
る
。
帥
ち
教
法
を
以
て
國
家
を
守
護
す

る
と

い
ふ
思
想
で
あ

る
。

夫
れ
か
ら
卒
安
初
期
に
な
る
と
、
傳
敏
大
師

の
叡

山
宗
も
、
弘
法
大
師

の
眞
言
宗
も
、
共
に
鎭
護
國
家
と
い
ふ
こ

と
を
や
か
ま
し
く
い
ひ

立
つ
る
こ
と
と
な

つ
た
。
鎭
護
國
家
と

い
ふ
こ
と
は
、
法
華
維
な
う
、
大
日
経
な
b
を
韓
讃

し
て
、
國
家
を
守
る
と
い
ふ
考

へ
で
あ
る
。

さ
て
此

に
断

つ
て
置
か
ね
ば
な
ら

粗
こ
と
は
、
國
家
と
い
ふ
語

の
意
義

で
あ
る
。
國
家
と

い
ふ
語
は
支
那
の
言
葉

で
、
日
本
で
は
此
漢
字
を
借
用
し
た
に
過
ぎ
な

い
が
、
今

日
い
ふ
や
う
な

一
定

の
圭
椹
と
、

一
定
の
國
土
と
、

一
定
の
人
民
と
が
具
足
し

て
、
そ
こ
に
國
家
と

い
ふ
も
の
が
成
立
つ
と
こ
ろ
の

國
家
と
い
ふ
も

の
と
は
大
分
意
昧
が
違
ふ
の
で
あ
る
。
本
邦

で
國
家
と
い
ふ
本
來
の
意
味
は
天
子
を
國
家
と
申
す

の

で
あ
る
。
そ
こ
で
、
本
來
の
意
味
か
ら

い

へ
ば
、
鎭
護
國
家
と
い
ふ
の
は
、
天
子
の
玉
膿
安
穏
、
寳
壽
無
彊
を
所

る

こ
と
で
あ

つ
て
、
今

日
い
ふ
や
う
な
廣
.い
意
味

の
國
家

で
は
な

い
の
で
あ

る
。
さ
れ
ば
、
叡
山
佛
教
も
、
東
寺
佛
敏

も
鎭
護
國
家
と
い
ふ
根
本
の
意
味
は

一
般

人
民

に
は
何
の
關
係
も
な

く
、
上
御

一
人
の
玉
膿

の
安
穏
、
聖
壽
の
無
彊

を
所
り
奉

つ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
後
世
に
な

つ
て
、
國
家
と

い
ふ
意
味
が
段
々
廣
く
な

つ
て
、
い

つ
と
は
な
く

融

今

日

い

ふ
や

う
な

國

家
と

い
ふ
意

味

に
漫

つ
て
來
て

、
上
御

一
人
を
始

め
奉

り
、
廣

く

一
般

人
民

の
安
泰

を
圖

る
と

い

ふ
こ
と

に
爲

つ
た

の

で
あ

る
。

随

つ
て
、

國
家

と

い

ふ
意

味
が

大
分
廣

め

ら
れ

た

の
で
あ

る
。

鎌
倉

時
代

に

至

つ

嵐鎌
倉
時
ハ代
の
馳紳
出爪
と
護
國
思
類
…

(四
)

吻
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鎌
倉
時
代
の
輝
宗
と
護
國
思
想

(
五
)

て
、
此
の
考

へ
が

一
般

に
行
き
亘

つ
て
、
國
家
と
い

へ
ば
、
近
代
的
の
意
義

に
近
づ

い
て
解
繹
さ
れ
る
や
う
に
な

つ

た
の
で
あ
る
。

國
家
と
い
ふ
意
味

の
根
本
の
意
味
、
夫
れ
か
ら
い

つ
と

は
な

し
に
廣
め
ら
れ
た
意
味
は
と
に
か
く
乏
し
て
、
日
本

佛
教

に
は
教
法
を
以
て
國
家
を
守
る
と
い
ふ
思
想
は
鎌
倉
時
代

に
も
傳
は

つ
て
來
た
。
そ
こ
で
、
暉
家
に
於

い
て
は

榮
西
輝
師
が
興
灘
護
國
と

い
ふ
こ
と
を
唱

へ
ら
れ
た
。
興
職
護
國
は
讃
ん
で
字
の
如
く
、
慮

宗
を
興
し
て
國
家
を
護

る
と
い
ふ
考

へ
で
あ
る
。
最

も
今

の
興
灘
護
國
論
は
榮
西
灘
師
の
眞
撰
で
あ

る
か
、
後
世

の
假
作
で
あ

る
か
に
つ
い

て
は
、
議
論

の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
今

は
そ
う

い
ふ
詮
議
を
す
る
必
要
は
な

い
の
で
、
と
に
か
く
、
興
禮
護
國

と
い
ふ
言
葉

は
、
今
日
で
い

へ
ば
、
榮
西
灘
師
の

ス
ロ
ー
ガ

ン
で
あ

つ
た
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。
次
い
で
、
無
象
静

照
と

い
ふ
人
が
あ

つ
て
、
興
縄
記
と
い
ふ
も
の
を
か
い
て
居
る
。
こ
れ
は
九
ゴ
興
灘
記
と
あ

つ
て
、
護
國
と
も
何
と

も
な
い
け
れ
ど
、
共
文
章
を
讃
ん
で
み
る
と
、
灘
宗
を
興
し
て
國
を
盛

ん
に
し
た
い
と
い
ふ

こ
と
が
述

べ
て
あ
'り
、

其
趣
意
は
榮
西
暉
師
の
興
灘
護
國
論
と
大
膿
同
じ
で
あ

る
。
斯
様

に
鎌
倉
時
代
の
灘
家
に
は
興
灘
護
國
と

い
ふ
思
想

が
盛
ん
で
あ

る
が
、
こ
れ
は
本
邦
佛
敏

の
傳
統
思
想
で
あ

つ
て
、
別
に
南
宋
か
ら
輸

入
し
た
外
來
思
想
で
は
な

い
の

/
、

で
あ

添
。

其
謹
族

に
は
、
鎌
倉
時
代
は
灘
家
以
外

の
宗
派

に
も
敏
法
を
以
て
國
家
を
守
る
と

い
ふ
思
想
は
伺
じ
や
う

に
行
渡

つ
て
居
る
の
で
あ
る
。
其

の
最
も
著

し
い
例
は
日
蓮

上
人
で
あ
る
が
、

日
蓮
上
人
は
妙
法
蓮
華
経
を
以
て
佛
敷
ヰ
第

108



一
の
正
法
と
し
、
此
の
敏

へ
を
興
し
て
國
家
を
守

わ
、
且
つ
盛
ん

に
し
よ
う
と
い
ふ
考

へ
で
、
立
正
安
國
論
を
書
き
、

守
護
國
家
論
を
か
い
た
の
で
あ
る
。
其

立
正
の
正
は
正
法
の
正
で
あ
り
、
そ
の
正
法
は
妙
法
蓮
華
経

で
あ

る
。
安
國

の
國
は
申
す
ま

で
も
な
く
日
本

の
國
家

で
あ
る
。
守
護
國
家
の
國
家
も
亦
同
檬

で
あ

る
。
さ
れ
ば
、
興
繹
護
國
・と
い

ふ
も
、
立

正
安
國
と
い
ふ
も
、
其
内
容

こ
そ
ち
が

へ
、
各
自
分
の
信
す

る
正
法
を
以
て
國
家
を
盛
ん
に
し
よ
う
と

い

ふ
黙

は
、
寧
樂
朝
の
正
法
治
國
叉
は
正
法
護
國
と
も
、
李
安
朝
の
鎮
護
國
家
と
も

一
向
鍵
ら
ぬ
も
の
で
あ
り
、

つ
ま

り
寧
樂
朝
以
來
日
本
佛
敏
の
傳
統
的
精
紳
の
現
は
れ
に
外
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。

さ
て
次
に
現
は
れ
た
の
が
、
蒙
古
の
來
襲

に
刺
激

せ
ら
れ
て
、

一
時

に
勃
興
し
た
國
家
思
想
、
・即
ち
愛
國
精
神

に

依

つ
て
、
佛
敏
徒
も
亦
日
本
國
民
と

し
て
奮
起
七
た

の
で
、
共
結
果
と
し
て
盛
ん
に
な

つ
た
護
國
思
想
、
今
日
の
言

葉

で
い

へ
ば
、
日
本
精
紳

で
あ

る
。
此
の
日
本
精
紳
と
い
ふ
の
は
、
共
内
容
が
決

し
て
軍
純

で
は
な
い
が
、
簡
軍
に

い

へ
ば
、
旧
本
と
い
ふ
國
は
我
等
の
先
租
な

る
紳

々
の
建

て
ら
れ
た
國
で
、
外
國
に
異

る
由
緒
の
愈

い
正
し
い
國
で

あ
り
、
古
來
外
國

の
侮
を
受
け
た
こ
と

の
な

い
立
涙
な
國
で
あ
る
。
随
つ
て
、
蒙
古
な
ど
に
負
け
る
も

の
か
と

い
ふ

精
紳
が
中
堅
と
爲

つ
て
、
其
國
膿

の
奪
嚴
を
維
持
ず
る
爲
め
に
は
、

一
死
報
國
の
精
紳
が
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。

此
精

紳

に
依

つ
て
、
國
民
協
力

一
致
し
て
國
難

に
當
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と

い
ふ
考

へ
で
あ
る
。
帥
ち
今

日
で
い

へ
ば
、
國
民

総
親

和
、
國
民
総
動
員
と
い
ふ
考

へ
で
あ

る
。
さ
れ
ば
、
灘
家
に
於
い
て
も
、
斯
る
精
紳
が

一
時

に
盛
ん
に
爲
り
、

國
民
.大
衆

に
卒
先
し

て
、
大

に
活
動
し
た
の
で
あ
る
。

鎌
倉
時
代
の
輝
宗
と
護
國
思
想

(六
)
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鎌
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代
の
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宗
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護
闘
思
葱

(
七
)

之

に
附
随
し

て
、
今

一
つ
斯

る
思
想
を
刺
激
し
た
の
は
、
宋
朝
の
思
想
で
あ

る
。

こ
れ
は
建
長
寺
の
開
山
の
大
畳

灘
師
と
か
、
圓
畳
寺
の
開
山
の
佛
光
國
師
と
か
、
當
時

の
え
ら

い
灘
僑

は
皆
宋
朝

か
ら
渡
來
し
た
人

々
で
あ
り
、
又

榮
西
灘
師
を
始
め
と
し

て
、
本
邦
か
ら
入
宋

し
て
、
灘
を
受
け

て
蹄
朝
し
た
職
信
が
先
畳
者
と
な

つ
て
隙
宗
が
興
隆

し
た
の
で
あ

る
か
ら
、

こ
れ
ら
の
人
々
は
皆
宋
朝

の
思
想
な
り
、
交
化
な
り
を
見
聞
し
て
、
之
を
奪
敬
し
、
之
を
傳

へ
て
ゐ
る
の
で
あ

る
。

こ
れ
は
、
當
時

の
灘
僑
に
し
て
み
れ
ば
、
宋

の
國
と

い
ふ
の
は
唯

一
の
灘
宗
國

で
あ
り
、
文

化
國
で
あ
り
、
到
底
蒙
古
な
ど
の
比
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
宋
朝
は
世
界
文
化

の
中
心
で
あ
ケ
、
蒙
古
は
塞

外
の
野
攣
人
で
あ

る
。

そ
の
野
攣
人
が
文
明
國
の
宋
朝
に
侵

入
し

、
宋
朝
を
滅
す
と

い
ふ
こ
と
は
、
と
り
も
直

さ
す

文
化

の
破
壊
で
あ

る
。
蒙
古
人
は
文
化
の
破
壊
者
と
し
て
、
輕
蔑

さ
る

べ
き
も
の
で
あ
り
、
排
斥

さ
る
べ
き
も

似
禎

あ
る
と
い
ふ
考

へ
が
行
渡

つ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
に
、
今
度
蒙
古
が
日
本
ま
で
も
併
呑
し
よ
う
と
い
ふ
事

に
な
れ
ば
、
大

に
憤
慨

に
…堪

へ
ぬ
の
で
あ
る
。
外
來
の
灘
僧

に
し
て
も
、
此
織

に
於

い
て
、
義
憤
を
感
す
る
の
で
あ
る
。
さ
れ
ば
、

灘
宗

の
指
導
的
階
級

の
入

々
は
日
本
佛
教

の
傳
統
的
精
紳

の
外

に
も
、
斯

る
關
係

に
依
つ
て
、
護
國
の
思
想
が

一
時

に
盛
ん
に
な

つ
た
の
で
あ
る
。

　

右
述
べ
た
や
》
な
内
外

二
つ
の
條
件

に
依

つ
て
、
鎌
倉
時
代

の
灘
家
ー
特

に
臨
濟
宗
1

に
護
國

の
精
紳
が
欝
勃
と

し
て
起

つ
た
の
で
あ

る
。
今

二
三
の
實
例

に
依

つ
て
、
そ
れ
を
述

べ
て
み
よ
う
と
思
ふ
。

文
永

の
役
に
就
い
て
思
ひ
出
す
の
は
東
巖
慧
安
灘
師

で
あ
る
。
灘
師
は
宏
畳
と
詮
號
を
賜
は

つ
た
人
で
、
西
賀
茂
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の
正
傳
寺

に
居

つ
た
人
で
あ
る
。
文
永
年
中
、
蒙
古
の
牒
歌
が
來

て
、
國
論
沸
騰

に
際
し
、
文
永
六
年
十
二
月
二
十

七
貝
か
ら
、
同
七
年

三
月
朔
日
ま
で
六
十
三
日
間
、
石
清
水
八
幡
宮
に
於
い
て
、

一
衆
を
率
ゐ
、
蒙
古
調
伏
の
所
願

を
凝

し
た
の
で
あ

る
。
即
ち
朝
廷
に
於
い
て
、
先
度

の
牒
歌

に
は
之
を
黙
殺
し
て
返
牒
に
及
ば
な
か

つ
が
、
今
度
二

度
目

の
牒
状

に
は
返
牒
が
あ
り
さ
う
だ
と
い
ふ
風
聞
が
あ

つ
た
の
で
、
憤
慨
に
た

へ
す
、

三
百
萬
遍
経
王
の
神
叩几
を

唱

へ
、

「
萬
國
降
伏

、
皆
臨
聖
徳
」
を
所
願
し
た
の
で
あ
る
。
其
願
文
が
残

つ
て
ゐ
る
が
、
極
め
て
熱
烈
な
る
愛
國

の
精
紳
を
吐
露
し
て
居
る
。
願
文

の
初
め
に
、

大
衆
某
甲
今
王
地
に
在
り
、
樹
下
石
上
、
草

衣
木
食
、
滴
水
寸
土
、
朝
恩
に
非

る
は
な
く
、
這
を
行
じ
、
善
を
修

す
、
皆
國
家

に
蹄
す
。
恩
を
知
り
、
恩
を
報
す
る
は
眞
實
の
行
業

と
い
ひ
、

此
の
是
如
意
摩
尼
寳
珠
、
此
の
是
れ
金
剛
吹

毛
の
利
劒
、
乾
坤

の
中
、
何
物
が
降
ら
ざ
ら
ん
。
設

へ
三
千
世
界
に

満

つ
る
三
目
八
腎
大
那
.羅
延
、
擢
破
不
省
,
い
か

に
況
ん
や
、
蒙
古
は
磐

へ
ば
師
子

の
猫
子

に
封
す
る
が
如
し
。

と

い
つ
て
、
意
氣
蒙
古
を
呑
む
の
慨
が
あ

る
。
而

し
て
、
此
の
蒙
古
降
伏
所
願
文
の
終
に
、
小
さ
い
文
字

で
、
左
の

和
歌
を
か
き

つ
け
て
あ
る
。
此
歌
は
慧
安

の
自
作
か
ど
う
か
は
明
で
な
い
が
、
よ
し
他
作
と
し

て
も
、
慧
安
が
之
に

共
鳴
し
た
か
ら
、
か
き

つ
け
た
事
は
明
か
で
あ
る
か
ら
、
慧
安
の
精
神
が
こ

、
に
現
は
れ

て
ゐ
る
と

い
つ
て
も
差
支

な
い
の
で
あ
る
。

鎌
倉
時
代
の
¶騨
出不
と
剛護
國
田心想

(
八
)
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)

す

へ
の

よ

の

末

の

末

ま

で

わ

が

國

は

よ

ろ

つ

の

國

に

す

ぐ

れ

た

る

國

こ
れ
程
熱
烈
な
愛
國
調
が
あ

る
で
あ
ら
う
か
、
帥
ち
日
本
精
紳

の
満
ち
満
ち
に
立
涙
な
歌

で
あ

る
。
以
て
其
頃

の
人

心
が
如
何

に
昂
奮
し
、
随

つ
で

、
灘
家

に
於
け
る
護
國
の
精
神
が
如
何

に
高
潮

し
た
か
を
徴
す
る
こ
と
が
出
來
よ
う
。

蒙

古
降
伏
所
願
文
は
大
分
長
く
て
、
漢
交
で
あ

る
か
ら
、
此
に
出
す

こ
と
を
略
し
、
其
中

の
登
願
文
だ
け
を
載
せ
て

置

か
う
。

至
心

螢

願

功

徳

威

力

霧

験

神

威

虎

狼

威

猛

皆

蹄
聖

第

護

法
善

紳

率

土

安

寧

一
心

誠

諦

八

幡
椹

現

冥

加

國

土

蒙

古

怨

賊

亀

八

幡

大

士

皆

來

集

會

諸

大

乗

脛

法
樂

荘

嚴

今

上
皇

帝

闘

之

恐
怖

一
切

紳

祇

権
護

王
宮

置
ハ
言

紳

児

威

光

倍

増

師

子
大

勢

萬

國
降

伏

天
上

地

下

聖
朝

安

穏
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ー
ノ

世

に
文
永
年
中
の
も
の
と
思
は
る

、
所
願
文

の
断
簡

が
三
つ
程
傳
は

つ
て
居

る
。

こ
れ
は
最
後

に
住
持
道
隆
、
塞
性

首
座
と
署
名
が
あ

つ
て
、
妙
法
蓮
華
経
百
郡
、

二
十
五
人
各
四
部
と
あ
る
か
ら
、

二
十
五
人

の
徒
衆
が
建
長
寺
の
住

・



持
道
隆
灘
師
の
下
に
、
法
華
輕
百
部
を
讃
諦

し
て
、
蒙
古

の
降
伏
を
所

つ
た
時
の
願
文
と
思
は
れ
る
。
即
ち
鎌
倉
幕

府

の
執
権
北
條
時
宗
を
大
檀
越
と
し
て
、
道
隆
麗
師
が
導
師
と
爲

つ
て
、
蒙
古
來
襲
を
所
穰
し
た
時
の
願
文

で
あ

る
。

其

一
節

に
衣

の
や
う
な
言
葉
が
あ

る
。

'

十
方
大
調
御
、

一
切
得
道

の
諸
賢
聖
、
等
畳
妙
畳
仰
い
で
謹
明
を
乞

ふ
。
四
果
四
向
同
じ
く
昭
格
を
垂
れ
給

へ
。

家
に
祀
献
を
伸

ぶ
。

大
梵
奪
天
、
帝
繹
奪

天
、
守
護

正
法
十
八
諸
天
、
初
利
夜
摩
、
四
灘
八
定
、
総
べ
て
三
十
三
天
、
諸
天
仙
衆
、
蓋

天
界
列
位
聖
賢
、
專
ら
所
る
、
弟
子
時
宗
永

く

、

帝
詐
を
扶

け
、
久
し
く

宗
乗
を
護
り
、

一
箭
を
施

さ
す
し

て
四
海
安
和
、

一
鋒
を
露
さ
す
し
て
群
魔
頓
息
,
徳
仁
普
く
利
し
、
壽
編
愈
堅

く
、
慧
炬
を
乗

り
て
昏
衝
を
燭
し
、
慈
心
を
割

い
て
危
乏
を
賑
し
、
諸
天
匡
護
、
衆
聖
密
扶
、
二
六
時
中
、
吉
群

餅

集
し
、
次
に
翼
く
は
、
山
門
粛
清
、
中
外
安
寧
、
檀
信
蹄
崇

せ
ん
。

と
め
り
、
時
宗

の
國
難

に
封
す

る
精
紳
が
十
分

に
現
は
れ
て
居

る
。
別

の
断
簡

に
は

長

へ
に
佛
法
の
棟
梁
と
爲
り
、
永
く
皇
室
の
砥
柱
と
作
ら
ん
。

と

い
ふ
句
が
あ

つ
て
、
時
宗

の
奪
皇
護
國
の
精
紳
が
螢
揮

さ
れ
て
あ
る
。
而
し
て
、
其
指
導
を
爲
し
た
の
は
大
畳
藤

師

で
あ
る
こ
と
は
申
す
ま
で
も
な

い
。

鎌
倉
時
代
の
輝
宗
と
護
國
思
想

(
一
〇
)
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代
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宗
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國
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想

(
噌
一
)

大
畳
灘
師

の
示
寂

に
遭
う

て
、
時
宗
は
佛
光
國
師
を
宋
朝
か
ら
迎

へ
た
。
即
ち
圓
畳
寺
の
開
山
で
あ

る
。
時
宗
常

に
灘
師

に
謬
じ
得

る
庭
が
あ
つ
た
が
、
外
窟
の
事
實
切
迫
す

る
に
際
し
、
大
事
到
來

せ
り
、
如
何
ん
か
之
は
慮
せ
ん

と
教

へ
を
請

ふ
や
、
暉
師
「
莫
妄
想
」
の

一
語
を
以
て
、
大
喝
し
た
こ
と
は
有
名
な

る
話
柄
と
し
て
、
叢
林
周
知

の
事

實
で
あ
る
。
時
宗
卒
後
、
租
元
は
十
種
の
不
可
思
議
を
以

て
、
時
宗
の
徳
を
讃
歎

し
、
追
懐
し
て
居
る
の
で
あ
ろ
。

故
我
が
大
檀
那
呆
公
暉
門
、

一
願
力
に
乗
じ

て
來
り
、
刹
利
種

に
依

っ
て
位
す
。
其
所
以
を
親
、
共
所
由
を
観

る

に
、
十
種
の
不
可
思
議
あ
り
。
何
を
か
十
種
と

い
ふ
。
母
に
事

へ
て
孝
を
審
し
、
君
に
事

へ
て
忠
を
霊
し
、
民

に

事

へ
て
恵
を
牧
し
、
職

に
謬

し
て
宗
を
悟
り
、

二
十
年
乾
坤
を
握
り
、
喜
慣

の
色
あ
る
を
見
す
。

一
風
攣
煙
を
掃

蕩

し
、
略
濟
誇

の
朕
あ
ら
す
、
圓
畳
を
造
り

て
以
て
幽
鬼
を
濟
ひ
、
祀
師
を
禮
し
て
以
て
明
悟
を
求
む
。
此
乃
ち

人
天
韓
振
ひ
、
法

の
爲
に
來
る
。
乃
至
臨
絡

の
時
、
死
を
忍
び
、
以
て
老
僑

の
衣
法
を
受
け
、
了
々
偏
を
書
し
て

而
し
て
長

へ
に
行

く
、
此
は
是
れ
世
間
了
事

凡
夫
、
亦
菩
薩
鷹
世
と
名
く
。

時
宗
の
愛
國
護
國
の
精
紳
は
即
ち
大
畳
、
佛

光
雨
暉
師
の
護
國
精
神
の
磯
現
で
あ
り
、
と
り
も
直
さ
す
灘
宗
に
於
け

る
護
國
思
想

の
表
現
で
あ
る
。
降

つ
て
、
鎌
倉
末

に
至
れ
ば
、
虎
關
暉
師
あ
り
、
元
亨
繹
書
に
於

い
て

「
我
が
日
域

は
純
大
無
小
」

の
國
と

い
ひ
、
印
度
や
支
那

に
も
優
る
佛
敏
國
と

い
ひ
、

「
盛

ん
な

る
哉
、
吾
國
は
東
方
醇
淑
大
乗

の
彊
乎
」
と
い
ひ
、
前
古
に
比
な
く
日
本
精
神
を
登
揮
す
る
に
至

つ
た
。
こ
れ
鎌
倉
時
代
に
於
け
る
叢
林
の
間

に
、

如
何
に
愛
國
護
國
の
精
紳
の
盛
ん

で
き

つ
た
か
を
謹
し
て
絵
り
あ

る
も
の
と
い
ね
ば
な
ら

ぬ
。
(
九
月
二
十
日
稿
)
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