


刀
、
戦
、
僧
侶
、
仏
教
の
鎌
倉
時
代

こ
う
や
っ
て
国
語
に
つ
い
て
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
書
い
て
い
る
と
、
授

業
を
や
っ
て
い
る
よ
う
で
、
楽
し
く
な
っ
て
き
ま
す
。
校
長
は
授
業

が
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
昔
を
思
い
出
し
て
ど
ん
ど
ん
書
き
ま
す
ね
。

今
回
は
二
年
生
で
す
。
こ
れ
ま
で
「
枕
草
子
」
と
「
竹
取
物
語
」

に
つ
い
て
書
き
ま
し
た
。
ど
ち
ら
も
平
安
時
代
に
作
ら
れ
ま
し
た
。

時
代
が
一
つ
違
う
だ
け
で
作
ら
れ
る
作
品
が
が
ら
っ
と
変
わ
り
ま
す
。

平
成
か
ら
令
和
に
変
わ
っ
て
も
、
私
た
ち
の
文
化
は
劇
的
に
は
変
わ

ら
な
い
ん
だ
け
ど
ね
。
平
安
と
鎌
倉
で
は
全
く
違
い
ま
す
。
こ
れ
が

「
時
代
を
映
す
鏡
」
と
い
う
理
由
だ
ね
。

鎌
倉
時
代
は
こ
う
や
っ
て
覚
え
て
お
く
と
い
い
よ
。
「
鎌

倉
」
は
地
名
だ
け
ど
、
鎌
が
入
っ
て
い
る
ね
。
鎌
は
刃
物
だ

よ
ね
。
つ
ま
り
、
鎌
倉
時
代
は
刃
物
に
象
徴
さ
れ
る
時
代
だ

と
い
う
こ
と
で
す
。

「
切
る
も
の
」
が
あ
れ
ば
、
「
切
ら
れ
る
」
も
の
が
あ
る
。
命
の

な
い
も
の
を
切
る
な
ら
い
い
け
ど
、
命
あ
る
も
の
、
と
り
わ
け
、
人

間
が
「
切
ら
れ
る
も
の
」
な
っ
て
し
ま
う
と
た
ま
っ
た
も
の
じ
ゃ
な

い
よ
ね
。

「
人
間
を
切
る
刃
物
」
を
も
つ
人
々
が
こ
の
時
代
に
力
を
出
し
ま

し
た
。
そ
う
で
す
、
刀
と
い
う
武
器
を
も
っ
た
武
士
で
す
。
武
器
を

も
て
ば
人
々
は
戦
い
ま
す
。
だ
か
ら
、
鎌
倉
時
代
は
戦
（
い
く
さ
）

が
多
く
な
る
よ
ね
。
戦
が
多
く
な
れ
ば
人
が
傷
つ
い
た
り
死
ん
だ
り

し
ま
す
。
平
和
で
安
全
だ
っ
た
世
の
中
が
、
物
騒
な
血
な
ま
ぐ
さ
い

世
の
中
に
な
っ
て
い
ま
す
。
鎌
倉
時
代
は
そ
う
い
う
時
代
で
し
た
。

世
の
中
が
不
安
定
に
な
る
と
、
人
々
の
生
活
も
不
安
定
に
な
り
ま

す
。
「
何
と
か
落
ち
着
い
て
ほ
し
い
な
あ
」
「
戦
な
ん
て
こ
り
ご
り

だ
」…

…

そ
う
思
っ
た
か
ど
う
か
は
私
の
推
測
で
す
が
、
当
時
の
人

た
ち
は
世
の
中
が
落
ち
着
く
こ
と
を
願
い
、
救
い
を
求
め
ま
し
た
。

そ
れ
が
宗
教
で
す
。
と
り
わ
け
、
仏
教
に
当
時
の
人
た
ち
は
心
を

寄
せ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
仏
教
と
言
え
ば
僧
侶
で
す
よ
ね
。
つ
ま

り
、
お
坊
さ
ん
で
す
。
鎌
倉
時
代
は
、
僧
侶
が
力
を
出
す
こ
と
に
な

る
の
で
す
。
百
人
一
首
の
中
の
鎌
倉
時
代
の
歌
の
絵
札
に
は
、
僧
侶

が
多
く
な
っ
て
く
る
で
し
ょ
。
作
ら
れ
た
短
歌
、
物
語
、
随
筆
な
ど

に
も
、
仏
教
の
影
響
が
強
く
出
て
い
ま
す
。

仏
教
の
教
え
は
、
ひ
と
こ
と
で
言
う
と
「
同
じ
状
態
が
続
く
こ
と

は
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
を
意
識
し
て

「
平
家
物
語
」
を
読
む
と
、
鎌
倉
時
代
の
こ
と
が

よ
く
わ
か
り
ま
す
よ
。

（
五
月
二
日
の
分
）


