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は
じ
め
に 

中
世
日
本
の
宗
教
の
柱
と
な
る
の
は
仏
教
と
神
祇
祭
祀
で
あ
り
、
両
者
が
そ
の
独
自
性
を
保
持
し
つ
つ
、
融
合
し
て
い
る
の
が
特
徴
で
あ
る
と
し
た
上
島
亨
氏
は
、
宗
教
が

思
想
的
・
哲
学
的
な
思
惟
の
産
物
で
あ
る
と
と
も
に
、
社
会
的
・
歴
史
的
存
在
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
宗
教
史
を
検
討
す
る
方
法
と
し
て
、
「
思
想
・
教
学
や
信

仰
な
ど
の
思
想
的
・
哲
学
的
視
覚
と
宗
教
を
取
り
ま
く
国
家
・
政
治
や
社
会
な
ど
と
の
関
係
を
重
視
す
る
歴
史
学
的
視
点
」
の
大
き
く
二
つ
が
存
在
す
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
社
寺
内
部
組
織
や
機
構
は
社
会
的
な
存
在
と
し
て
歴
史
学
的
視
点
で
の
分
析
を
要
し
、
儀
礼
・
祭
祀
に
は
宗
教
思
想
が
凝
縮
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
維
持
運
営
に
は

世
俗
の
関
与
が
不
可
欠
と
い
う
こ
と
で
思
想
的
視
覚
と
歴
史
学
的
視
点
か
ら
の
検
討
が
必
要
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
１

本
論
に
お
い
て
も
、
こ
の
検
討
分
析
の
視
点
を
意
識

す
る
も
の
で
あ
り
、
戦
国
大
名
権
力
と
宗
教
的
権
力
と
の
関
係
性
を
論
じ
る
に
は
不
可
欠
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
佐
藤
弘
夫
氏
は
、
中
世
を
神
仏
の
時
代
と
し
、
社
寺
が
巨

大
な
社
会
的
勢
力
・
圧
倒
的
な
宗
教
的
権
威
と
し
て
社
会
に
位
置
づ
け
る
と
と
も
に
、
中
世
で
は
あ
ら
ゆ
る
主
張
や
言
説
が
神
仏
の
回
路
を
通
じ
て
発
せ
ら
れ
て
い
た
と

指
摘
し
、
更
に
病
気
・
災
害
か
ら
運
・
不
運
、
ま
た
人
間
の
意
思
決
定
な
ど
す
べ
て
の
事
象
が
神
仏
の
石
と
関
連
づ
け
ら
れ
、
説
明
・
納
得
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
２ 

中
世
に
お
い
て
社
寺
の
存
在
は
、
黒
田
俊
雄
氏
に
お
け
る
権
門
体
制
論
で
説
か
れ
る
、
国
家
に
お
け
る
支
配
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
政
治
的
な
社
会
勢
力
と
し
て
位
置
づ

け
ら
れ
、
戦
国
期
に
な
る
と
各
大
名
に
よ
る
領
国
経
営
が
進
む
な
か
、
そ
れ
ま
で
の
荘
園
基
盤
に
支
え
ら
れ
て
き
た
権
門
が
衰
退
し
て
き
た
と
さ
れ
て
い
る
。
３

ま
た
坂
本
勝

成
氏
は
中
世
的
社
寺
権
力
の
否
定
に
お
い
て
、
政
治
的
、
社
会
経
済
的
側
面
と
宗
教
的
側
面
と
の
両
面
か
ら
、
戦
国
末
期
か
ら
近
世
初
頭
に
か
け
て
、
世
俗
権
力

の
代
表
た
る
大
名
権
力
に
よ
っ
て
社
寺
権
力
の
否
定
が
行
わ
れ
た
と
し
、
検
地
に
よ
っ
て
社
寺
荘
園
は
崩
壊
し
、
改
め
て
社
寺
に
所
領
が
寄
進
、
安
堵
さ
れ
、
そ

れ
と
並
行
し
て
な
さ
れ
た
ア
ジ
ー
ル
権
の
否
定
は
古
代
的
伝
統
に
支
え
ら
れ
た
中
世
社
寺
の
宗
教
的
権
威
の
失
墜
を
招
い
た
と
し
て
い
る
。
４

ま
た
井
上
寛
司
氏

は
、
社
寺
の
経
済
的
衰
退
が
も
た
ら
し
た
変
質
と
し
て
中
世
後
期
の
一
宮
の
特
徴
を
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
①
「
国
」
支
配
秩
序
の
動
揺
、
②
諸
国

一
宮
の
世
俗
の
守
護
権
力
へ
の
相
対
的
な
従
属
制
の
強
化
５

、
③
一
宮
の
持
つ
絶
対
性
の
動
揺
、
④
「
国
鎮
守
」
と
し
て
の
機
能
を
失
っ
て
衰
退
・
解
体
し
た
一

宮
の
登
場
と
し
て
い
る
。
６

ま
た
荘
園
制
の
崩
壊
が
も
た
ら
す
こ
と
以
外
に
も
、
戦
乱
絶
え
な
い
戦
国
期
に
お
い
て
は
、
戦
火
に
よ
る
破
却
や
略
奪
な
ど
に
よ
り
、

社
寺
の
持
つ
力
は
物
理
的
に
も
精
神
的
に
も
削
が
れ
て
い
く
よ
う
に
な
る
。
萩
原
龍
夫
氏
は
、
も
と
も
と
戦
国
大
名
の
性
格
と
し
て
、
多
く
が
旧
秩
序
に
対
す
る

批
判
者
で
あ
り
、
社
寺
が
財
産
や
施
物
を
貪
っ
て
頽
廃
し
て
い
る
の
を
苦
々
し
く
感
じ
て
い
た
こ
と
を
、「
北
条
早
雲
廿
一
箇
条
」
に
お
い
て
「
祈
祷
の
本
意
は
財

物
を
捧
ぐ
る
に
あ
ら
ず
、
心
か
ら
の
畏
敬
で
あ
る
」
と
い
う
考
え
方
か
ら
説
明
し
て
い
る
。
７

さ
ら
に
社
寺
の
破
却
に
つ
い
て
横
田
光
雄
氏
は
、
多
く
の
社
寺
が

戦
乱
の
中
で
、
略
奪
・
放
火
に
遭
っ
た
こ
と
は
、
社
寺
の
宗
教
的
権
威
の
凋
落
と
し
、
そ
の
社
寺
破
壊
の
背
景
に
あ
る
精
神
的
風
土
と
し
て
地
縁
的
な
性
格
を
帯

び
た
日
常
的
信
仰
の
排
他
的
要
素
と
、
神
仏
の
擁
護
に
対
す
る
現
世
中
心
主
義
的
意
識
が
存
在
し
て
い
た
と
指
摘
し
て
い
る
。
８

ま
た
松
浦
義
則
氏
は
池
上
裕
子
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氏
の
論
を
ま
と
め
９

、
戦
国
期
が
中
世
の
人
々
を
強
く
規
制
し
て
き
た
神
仏
の
力
（
聖
な
る
も
の
）
が
決
定
的
に
衰
退
し
た
時
代
で
あ
る
と
示
し
て
い
る
。
１
０ 

し
か
し
、
こ
の
戦
国
期
に
お
け
る
社
寺
が
宗
教
的
権
威
を
失
い
、
た
だ
衰
退
の
一
途
を
進
ん
で
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
例
え
ば
、
西
国
に
お
い
て
一
大
領
国

を
有
し
た
大
内
義
隆
は
、
神
道
・
仏
教
・
儒
教
な
ど
に
関
心
を
寄
せ
、
特
に
吉
田
神
道
へ
の
関
心
が
強
く
、
吉
田
兼
右
を
山
口
に
ま
で
招
き
、
領
国
内
で
の
神
道

伝
授
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
伊
藤
聡
氏
は
兼
右
の
山
口
下
向
の
目
的
と
し
て
、
当
時
敵
対
し
て
い
た
出
雲
の
尼
子
晴
久
が
義
隆
に
向
け
て
行
っ
た
呪
詛
に
対
し
、

そ
れ
を
兼
右
に
よ
り
削
除
し
、
呪
詛
返
し
を
求
め
て
い
た
こ
と
を
示
し
た
。
大
内
・
尼
子
の
両
氏
の
呪
詛
・
祈
祷
合
戦
に
兼
右
が
有
力
な
祓
者
祈
祷
者
と
し
て
登

場
す
る
こ
と
に
は
注
目
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
１
１

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
井
上
智
勝
氏
は
、
地
域
社
会
に
お
け
る
吉
田
家
の
宗
源
宣
旨
の
授
受
の
目
的
の
一
つ
と

し
て
、
地
域
側
か
ら
怨
霊
神
か
ら
の
祟
り
に
対
す
る
予
防
・
解
除
を
す
る
呪
力
や
起
請
返
し
な
ど
が
求
め
ら
れ
て
い
た
と
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
戦
国
期
に
お
け

る
戦
乱
に
伴
っ
て
、
祟
り
を
解
除
す
る
必
要
性
が
高
ま
っ
て
い
た
か
ら
だ
と
指
摘
し
て
い
る
。
１
２

戦
国
武
士
の
宗
教
的
関
心
に
つ
い
て
も
、
河
合
正
治
氏
は
、
既

成
宗
教
に
対
し
て
、
多
少
批
判
的
で
現
世
的
合
理
思
想
が
あ
っ
て
も
、
少
な
か
ら
ず
宗
教
に
対
す
る
関
心
と
情
熱
が
あ
り
、
そ
れ
が
か
え
っ
て
祈
祷
的
な
面
を
好

む
傾
向
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
も
説
明
し
て
い
る
。
１
３ 

近
年
と
し
て
、
地
域
社
会
に
お
け
る
社
寺
に
つ
い
て
多
く
の
事
例
が
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
宮
島
敬
一
氏
は
地
域
社
会
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
方
社
寺
の

存
在
お
よ
び
祭
礼
・
神
事
の
執
行
を
重
要
な
目
的
と
し
た
上
で
、
土
豪
や
地
侍
が
祭
礼
・
神
事
に
積
極
的
に
関
わ
る
こ
と
で
、
地
域
社
会
の
「
秩
序
」
の
維
持
者

で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
こ
と
は
、
地
方
社
寺
が
も
つ
「
公
共
」
的
性
格
を
有
し
て
お
り
、
古
代
以
来
の
社
寺
の
持
つ
本
質
的
な
機
能
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
そ
し

て
地
方
社
寺
が
個
別
の
村
を
超
越
し
た
地
域
の
結
集
地
と
し
、
守
護
や
戦
国
大
名
な
ど
の
支
配
権
力
と
の
回
路
に
も
な
っ
た
と
し
て
い
る
。
１
４

ま
た
服
部
光
真
氏

は
、
近
江
国
甲
賀
郡
の
油
日
大
明
神
を
郡
鎮
守
化
す
る
こ
と
で
、
在
地
領
主
層
が
村
落
や
郡
内
の
社
寺
を
地
域
秩
序
に
組
み
込
む
意
図
を
見
い
だ
し
て
い
る
。
地

域
社
会
の
政
治
的
分
裂
の
な
か
、
油
日
大
明
神
を
中
核
に
置
く
こ
と
に
よ
っ
て
宗
教
的
秩
序
を
政
治
的
秩
序
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
で
地
域
的
結
集
を
生
み
出
し
た

と
し
て
い
る
。
１
５

中
世
の
宗
教
が
論
じ
ら
れ
る
場
合
、
中
世
前
期
は
黒
田
氏
を
は
じ
め
と
し
た
国
家
と
宗
教
の
枠
組
み
の
な
か
で
、
支
配
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て

全
て
の
社
寺
を
大
き
く
括
ら
せ
る
傾
向
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
影
響
を
受
け
な
が
ら
も
、
中
世
後
期
ま
た
は
戦
国
期
に
お
い
て
、
中
世
前
期
で
は
成
り
得

た
で
あ
ろ
う
支
配
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
崩
壊
し
、
各
論
と
し
て
元
来
地
域
に
根
ざ
し
て
い
た
社
寺
の
存
在
性
を
改
め
て
再
確
認
す
る
論
が
進
め
ら
れ
る
に
よ
う
に
な

っ
た
。
そ
こ
に
は
神
事
や
祭
礼
を
通
し
た
地
域
社
会
の
結
集
・
結
束
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
宗
教
的
権
威
を
地
域
社
会
の
秩
序
付
け
や
「
政

治
的
」
に
利
用
す
る
と
い
う
範
疇
に
あ
る
か
と
思
わ
れ
る
。 

戦
国
期
は
宗
教
的
権
威
が
衰
退
す
る
反
面
、
逆
に
地
域
社
会
に
求
め
ら
れ
る
新
た
な
社
寺
の
存
在
が
確
立
し
た
時
期
に
な
る
と
思
わ
れ
る
が
、
私
が
こ
れ
か
ら

本
論
で
示
し
て
い
く
こ
と
は
、
近
世
と
い
う
新
た
な
る
時
代
を
迎
え
る
過
渡
期
に
お
け
る
戦
国
期
で
、
直
接
的
に
戦
国
大
名
と
対
峙
す
る
日
本
国
内
と
し
て
も
ま
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た
地
域
と
し
て
も
有
力
で
あ
る
神
社
が
、
そ
の
存
在
を
守
っ
て
い
く
た
め
に
ど
の
よ
う
な
対
応
を
し
て
い
っ
た
か
を
神
社
内
部
の
動
き
か
ら
探
ろ
う
と
す
る
も
の

で
あ
る
。
神
仏
の
力
の
衰
退
や
宗
教
的
権
威
の
失
墜
な
ど
、
戦
国
期
の
社
寺
が
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
に
捉
え
ら
れ
る
傾
向
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
中
世
に
入
る
と
朝
廷
の
凋

落
や
荘
園
制
の
崩
壊
な
ど
か
ら
社
寺
で
の
経
済
的
打
撃
が
問
題
と
な
っ
て
く
る
。
経
済
基
盤
の
確
保
は
祭
祀
を
継
続
し
て
い
く
た
め
、
そ
し
て
神
社
を
守
る
た
め

に
は
必
須
で
あ
り
、
中
世
で
は
そ
の
経
済
基
盤
の
維
持
の
た
め
に
、
様
々
な
方
策
が
と
ら
れ
て
き
た
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
武
士
が
台
頭
し
て
、
社
寺
領
の
押
領
な

ど
が
横
行
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
社
寺
は
社
寺
領
を
維
持
し
て
い
く
た
め
に
、
諸
勢
力
ら
と
結
び
つ
き
を
持
つ
だ
け
で
な
く
、
自
ら
が
武
力
を
持
つ
よ
う
に
な
り
、

更
に
は
領
主
化
す
る
な
ど
力
を
つ
け
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
は
社
寺
が
次
の
よ
う
な
二
面
性
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
、
一
つ
は
祭
祀
な
ど
宗
教
的
側
面

（
＝
聖
的
側
面
）
、
も
う
一
つ
は
経
済
や
社
寺
経
営
な
ど
政
治
的
側
面
（
＝
俗
的
側
面
）
と
考
え
る
。
そ
の
点
で
は
、
経
済
的
に
打
撃
を
受
け
る
こ
と
で
、
造
替
や

祭
祀
の
懈
怠
・
緩
怠
な
ど
が
生
じ
る
の
で
、
そ
の
こ
と
が
宗
教
的
権
威
の
失
墜
と
さ
れ
て
し
ま
う
の
か
は
い
さ
さ
か
疑
問
を
感
じ
る
。
戦
国
期
に
お
け
る
社
寺
の

否
定
と
言
わ
れ
る
も
の
は
、
神
仏
が
否
定
さ
れ
て
い
る
と
同
義
に
は
で
き
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
社
寺
が
持
つ
、
中
世
を
通
し
て
構
築
さ
れ
た
荘
園
を
基

盤
と
す
る
在
地
勢
力
と
し
て
の
否
定
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
九
州
に
代
表
さ
れ
る
戦
国
大
名
大
友
義
鎮
は
、
豊
前
国
一
宮
で
あ
る
宇
佐
宮
を
破
却
す
る
反
面
、

祈
願
依
頼
や
放
生
会
の
再
興
な
ど
を
行
っ
て
い
る
。
こ
の
破
却
と
再
興
と
い
う
二
面
性
を
考
え
る
に
、
社
寺
が
持
つ
一
体
化
し
た
「
聖
」
と
「
俗
」
の
性
格
を
分

離
す
る
に
は
、
一
度
破
壊
す
る
こ
と
で
、
「
俗
」
的
要
素
を
取
り
除
き
、
本
来
あ
る
べ
き
「
祈
る
場
」
と
し
て
、
再
構
築
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。 

こ
の
論
の
ス
タ
ー
ト
と
な
る
大
友
義
鎮
の
社
寺
に
対
す
る
破
却
に
つ
い
て
考
え
て
い
く
中
で
、
何
か
こ
の
局
面
を
打
開
し
て
い
こ
う
と
い
う
社
寺
が
持
つ
何
か

し
ら
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
戦
国
期
は
伝
統
的
荘
園
制
度
な
ど
、
既
得
の
権
益
が
否
定
さ
れ
て
い
く
な
か
で
も
、
社
殿
の
修
理
造
替
、

祭
祀
の
斎
行
な
ど
を
い
か
に
し
て
「
社
例
」「
先
例
」
に
倣
い
、
次
世
代
に
継
承
さ
せ
て
い
っ
た
の
か
に
興
味
と
関
心
が
出
て
き
た
の
で
あ
る
。
今
回
、
九
州
と
い

う
地
域
を
選
択
し
た
の
は
、
戦
国
期
に
お
い
て
大
内
氏
・
毛
利
氏
・
大
友
氏
、
広
げ
れ
ば
少
弐
氏
、
龍
造
寺
氏
、
島
津
氏
と
、
群
雄
割
拠
の
地
で
あ
り
、
ま
た
そ

の
中
で
も
、
筑
前
・
筑
後
・
豊
前
と
い
う
地
は
、
そ
れ
ら
諸
勢
力
に
と
っ
て
は
要
衝
の
地
で
あ
り
、
社
寺
が
受
け
る
影
響
と
い
う
も
の
は
計
り
知
れ
ず
、
そ
れ
ぞ

れ
の
神
社
を
「
点
」
で
捉
え
、
大
名
を
通
し
て
「
線
」
と
し
て
結
ぶ
こ
と
が
で
き
る
か
を
試
み
る
も
の
で
も
あ
る
。
近
年
で
は
、
県
史
料
や
神
社
史
料
の
編
纂
が

進
み
、
膨
大
な
る
史
料
が
体
系
的
に
な
さ
れ
た
こ
と
も
、
研
究
を
大
き
く
進
め
る
恩
恵
と
な
っ
た
。
宇
佐
宮
は
社
家
組
織
の
一
体
化
に
よ
っ
て
、
積
極
的
に
自
ら

の
主
張
を
貫
く
姿
勢
を
示
し
、
太
宰
府
天
満
宮
は
内
部
組
織
の
対
立
構
造
に
よ
っ
て
弱
体
化
す
る
こ
と
を
契
機
に
、
そ
の
時
勢
に
あ
っ
た
柔
和
な
対
応
を
、
ま
た

そ
の
勢
い
及
ぶ
大
名
に
祈
祷
巻
数
を
贈
る
こ
と
で
、
自
ら
の
存
在
を
示
し
て
い
く
。
そ
し
て
高
良
社
で
も
戦
乱
の
中
、
分
裂
す
る
内
部
組
織
を
大
宮
司
家
に
集
束

す
る
た
め
に
『
高
良
記
』
を
記
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
神
威
の
向
上
と
体
制
の
刷
新
を
行
っ
て
い
く
。
さ
ら
に
、
筑
前
国
宗
像
社
の
宗
像
大
宮
司
は
大
内
氏
と
の
関

係
の
な
か
、
武
家
の
棟
梁
と
し
て
、
ま
た
祭
祀
者
と
し
て
、
そ
の
経
営
に
あ
た
る
が
、
大
内
氏
の
滅
亡
に
よ
る
後
ろ
盾
を
無
く
す
こ
と
で
、
周
囲
と
の
戦
を
行
い
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な
が
ら
も
、
宗
像
社
で
の
体
制
強
化
を
行
っ
て
い
く
。 

 
こ
れ
ら
を
見
る
だ
け
で
も
、
一
応
に
対
応
が
様
々
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
が
、
そ
こ
に
は
、
神
社
内
部
か
ら
生
み
出
さ
れ
る
「
主
体
性
」
と
い
う
も
の
が
垣
間

見
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の
が
、
出
発
点
で
あ
る
。
連
綿
と
現
在
も
継
承
さ
れ
る
神
社
に
お
い
て
、
時
代
や
人
や
様
々
な
こ
と
が
変
わ
っ
て
い
く
中
で
、

唯
一
変
わ
ら
ぬ
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
社
に
鎮
座
す
る
奉
斎
神
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
こ
の
奉
斎
す
る
神
々
が
拠
り
所
と
な
り
、
戦
乱
の
世

で
衰
退
し
て
い
く
神
社
が
、
そ
の
奉
斎
神
の
神
威
に
よ
っ
て
、
再
び
そ
の
存
在
性
を
顕
か
に
す
る
機
会
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
各
章
で
は
、
戦
国
期

か
ら
近
世
へ
の
過
渡
期
の
中
、
当
該
神
社
が
、
受
け
身
の
立
場
で
は
な
く
、
神
社
の
持
つ
本
質
的
な
祭
祀
と
信
仰
か
ら
生
ま
れ
る
「
主
体
性
」
と
い
う
も
の
を
導

く
こ
と
が
で
き
た
ら
幸
甚
で
あ
る
。 

 
                                        

          

 

１ 
 

上
島
亨
「
日
本
中
世
の
宗
教
史
」
（
吉
田
一
彦
・
上
島
亨
編
『
日
本
宗
教
史Ⅰ

 

日
本
宗
教
史
を
問
い
直
す
』
吉
川
弘
文
館 

二
〇
二
〇
） 

２ 
 

佐
藤
弘
夫
『
神
・
仏
・
王
権
の
中
世
』
（
法
藏
館 

一
九
九
八
） 

３ 

黒
田
俊
雄
『
権
門
体
制
論
』
（
『
黒
田
俊
雄
著
作
集
』
一 

法
藏
館 

一
九
九
四
） 

 

４ 

坂
本
勝
成
「
中
世
的
寺
社
権
力
の
否
定
過
程
に
つ
い
て
」
（
中
尾
堯
編
『
論
集
日
本
仏
教
史
』
第
六
巻
戦
国
時
代 

雄
山
閣 

一
九
八
八
） 

５ 

田
村
正
孝
「
中
世
後
期
に
お
け
る
信
濃
国
一
宮
諏
訪
社
と
地
域
」
（
ヒ
ス
ト
リ
ア 

一
九
九 

二
〇
〇
六
） 

田
村
氏
は
、
室
町
期
の
信
濃
国
で
は
一
宮
が
守
護
へ
の
依
存
を
強
め
る
動
き
を
見
せ
な
い
と
し
、
そ
れ
が
信
濃
で
は
守
護
支
配
に
脆
弱
で
あ
っ
た
こ
と
を
指

摘
し
て
い
る
。 

６ 

井
上
寛
司
『
日
本
中
世
国
家
と
諸
国
一
宮
制
』
（
二
〇
〇
九
、
岩
田
書
院
） 

 

７ 

萩
原
龍
夫
「
戦
国
大
名
と
神
社
お
よ
び
神
道
」
（
『
東
京
学
芸
大
学
研
究
報
告
』
第
九
集 

一
九
五
八
） 

 

８ 
 

横
田
光
雄
『
戦
国
大
名
の
政
治
と
宗
教
』
國
學
院
大
學
大
学
院
研
究
叢
書
文
学
研
究
科 

四
（
國
學
院
大
學
大
学
院 

一
九
九
九
） 

９ 

池
上
裕
子
『
戦
国
の
群
像
』
（
『
日
本
の
歴
史
』
⑩ 

一
九
九
二
、
集
英
社
） 

 

１
０ 

松
浦
義
則
「
戦
国
研
究
の
動
向
」
（
『
歴
史
論
評
』
五
二
三 
一
九
九
三
） 

 

１
１ 

 

伊
藤 

聡
「
天
文
年
間
に
お
け
る
吉
田
兼
右
の
山
口
下
向
を
め
ぐ
っ
て
」（
『
文
学
』
第
十
三
巻
第
五
号 

二
〇
一
二
） 

１
２ 

 

井
上
智
勝
「
地
域
社
会
に
お
け
る
吉
田
神
道
の
受
容
‐
宗
源
宣
旨
の
授
受
を
中
心
に
‐
」（
『
日
本
歴
史
』
四
一
六 

一
九
九
七
） 

１
３ 

 

河
合
正
治
『
中
世
武
家
社
会
の
研
究
』
（
吉
川
弘
文
館 

一
九
七
三
） 

１
４ 

宮
島
敬
一
「
戦
国
期
に
近
江
に
お
け
る
地
域
社
会
と
地
方
寺
社
‐
祭
礼
・
神
事
と
奉
加
の
政
治
性
‐
」 

 

（
地
方
史
研
究
協
議
会
編
『
宗
教
・
民
衆
・
伝
統
‐
社
会
の
歴
史
的
構
造
と
変
容
‐
』
一
九
九
五
、
雄
山
閣
） 

同
氏
『
戦
国
期
社
会
の
形
成
と
展
開
‐
浅
井
・
六
角
氏
と
地
域
社
会
‐
』（
一
九
九
六
、
吉
川
弘
文
館
） 

１
５ 

服
部
光
真
『
戦
国
期
に
お
け
る
地
域
秩
序
の
形
成
と
地
方
寺
社
‐
近
江
国
甲
賀
郡
を
事
例
に
‐
』 

（
稲
葉
伸
道
編
『
中
世
の
寺
社
と
国
家
・
地
域
・
史
料
』 

二
〇
一
七
、
法
藏
館
） 

 


