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鎌

倉

時

代

の
布

教

と

常

時

の
交

通

原

勝

郎

　

佛

教

が

始

め

て

我

国

に

渡

来

し

て

か

ら
、六

百

除

年

を

経

て

所

謂

鎌

倉

時

代

に

入

り
、浄

土

宗
、日

蓮

宗
、浄

土

眞

宗
、時

宗

、そ

れ

に

教

外

別

傳

の

羅

宗

を

加

へ

て
、総

計

五

ツ

の

新

宗

派

が

前

後

六

七

十

年

の

間

に

引

続

い

て

起

つ

た

の

は
、我

國

宗

敏

史

上

の

偉

観

と

す

べ

き

も

の

で

あ

っ

て
、

予

は

之

を

本

邦

の

宗

教

改

革

と

し

て
、西

洋

砂

耶

蘇

紀

元

十

六

世

紀

に

於

け

る

宗

教

改

革

に

封

比

す

る

に

足

る

も

の

と

考

へ

る
、其

理

由

は

雑

誌
「藝

交
しの

本

年

七

月

號

に
「東

西

の

宗

教

改

革
」と

し

て

載

せ

て

あ

る

か

　

　

　

　

鎌

倉
時
代
の
布
教
と
當
時
の
交
通
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
二
九



　

　

　

　

鎌
倉
時
代
の
布
教
と
當
時
の
交
題
　

　

　

　

　

　

　

　

　
二
三
〇

ら
、詳

細

は

そ

れ

に

譲

っ

て

今

は

省

略

に

從

ふ
、併

な

か

ら

講

演

の

順

序

と

し

て

は
、此

等

各

宗

の

教

義

の

内

容

に

深

入

せ

ぬ

に

し

て

も
、少

く

も

此

等

の

新

に

興

れ

る

諸

宗

派

を

通

じ

て

の

一
般

の

性

質

を

論

ず

る

必

要

ガ

あ

る
。

　

王

朝

か

ら

鎌

倉

時

代

に

遷

っ

た

の

は
、
=

言

以

て

之

を

被

へ

ば
、政

権

の

下

移

と

共

に
、文

明

か

京

都

在

住

の

少

数

者

の

聾

断

か

ら

脱

し

て
、地

方

の

武

人

に

も

行

き

わ

た

る

や

う

に

な

っ

た

の

で

あ

る
、勿

論

こ

の

政

権

の

下

移

に

際

し

て
、眞

の

李

民

.即

ち

下

級

人

民

Lま

で

ガ

政

権

に

塗

輿

す

る

こ

と

を

得

る

や

う

に

な

っ

た

と

云

ふ

課

で

は

な

く
、寧

ろ

軍

に

器

械

と

し

て

使

役

さ

れ

た

の

み

に

過

ぎ

な

い

の

で
、從

て

移

動

の

あ

っ

た

後

と

い

へ

と

も
、依

然

と

し

て

も

と

の

下

級

の

人

民

で

あ

っ

た
、然

れ

ど

も

既

に

赴

會

の

中

心

か

政

権

と

共

に

公

卿

か

ら

武

家

に

下

膨

し

た

る



以

上
.下

級

人

民

の

立

場

か

ら

云

っ

て

も
、
や

は

り

就

會

の

中

椹

に

一
歩

近

づ

い

た

課

で

あ

っ

て
、祉

會

史

の

上

か

ら

論

ず

れ

ば
、下

級

人

民

の

地

位

の

比

較

的

改

良

で

あ

る
、換

言

す

れ

ば

鎌

倉

時

代

に

於

て

は
、王

朝

に

於

け

る

よ

り

も
、下

級

人

民

と

い

ふ

も

の

を

よ

り

多

く

眼

中

に

置

か

な

け

れ

ば

な

ら

な

く

な

っ

た

の

で

あ

る
。

　

時

代

の

趨

勢

既

に

此

の

如

く

で

あ

る

か

ら
、之

に

適

摩

す

る

薦

め

に

は
、交

明

の

あ

ら

ゆ

る

、要

素

が
、
い

つ

れ

も

狡

隆

な

る

聾

断

か

ら

離

れ

て

普

遍

治

及

の

も

の

と

な

っ

た
、殆

と

佛

謁

に

限

ら

れ
、稀

に

貴

顕

の

似

顔

を

窮

す

位

に

止

ま

っ

て

居

っ

た

美

術

も
、鎌

倉

時

代

に

入

"。

と
、多

く

絃

巻

物

の

、形

に

於

て

あ

ら

は

れ
、輩

に

浮

世

の

日

常

の

出

來

事

が

書

題

の

中

に

収

め

ら

る

玉

に

至

っ

た

の

み

な

ら

ず
、美

術

の

賞

翫

者

の

範

囲

も

赤

大

に

振

ガ

リ
、文

學

ば

文

選

の

出

来

損

ひ

の

標

な

漢

文

か

ら
「候

畢
」
の

　

　

　

　

鎌
倉

時
代
の
布
敢
と
當
時
の
交
題
　

　

　

　

　

　

二
三



　

　

　

　

鎌
倉
時
代
の
布
教
と
常
時
の
交
題
　

　

　

　

　

　

　
二
三
二

文

膿

と

な

り
、漢

字

假

名

交

り

の

も

の

も

塘

加

し

た
、但

し

藝

術

も

文

學

も

文

明

の

要

素

と

し

て

は

い

つ

れ

も

贅

澤

な

要

素

で

あ

っ

て
、生

計

に

多

少

の

籐

裕

あ

る

も

の

で

な

け

れ

ば
、之

を

味

ひ

娯

む

こ

と

か

出

来

ぬ
・

で

あ

る

か

ら

予

と

錐

鎌

倉

時

代

の

水

呑

百

姓

が

今

日

の

農

民

の

如

く

文

學

の

教

育

も

あ

り

美

術

の

嗜

み

も

あ

っ

た

と

は

思

は

ぬ
、然

る

に

宗

教

は

之

に

反

し
、當

時

の

様

な

人

智

襲

達

の

程

度

に

於

て

は
・殊

に

一
日

も

訣

迄

か

ら

ざ

る

精

神

上

の

食

物

で

あ

る

か

ら
、此

似
黙

に

於

て

は

如

何

に

し

て

も

下

層

人

民

を

度

外

に

置

く

こ

と

は

禺

楽

な

か

っ

た
・要

す

る

に

極

め

て

玄

妙

に

し

て

而

か

も

難

解

で
、見

世

物

と

し

て

は

あ

ま

り

に

⊥

.
伽
で
、而

か

も

高

債

に

過

ぐ

る

從

來

の

聖

道

門

の

佛

教

で

は
・到

底

新

時

代

の

一
般

肚

會

の

渇

仰

を

満

足

せ

し

む

る

こ

と

ガ

出

来

ず
・必

・

や

下

級

人

民

を

も

済

度

す

る

こ

と

の

出

来

る

や

一

な

宗

教

が

起

こ

£

ゆ

0



●

.」凄

奪

な

け

れ

ば

な

ら

ぬ
、袋

に

於

て

此

必

要

を

充

足

す

る

薦

め

に

あ

ら

は

れ

た

の

は
、前

に

述

べ

た

易

行

門

の

諸

新

宗

で

あ

る
、尤

も

易

行

門

と

普

通

に

云

へ

ば

多

く

は

浄

土

門

の

諸

宗

派

を

斥

す

の

で
、口

蓮

宗

は

天

台

の

復

興

と

こ

そ

云

へ
、簡

易

佛

敏

と

は

自

稻

し

て

居

ら

ぬ
、け

れ

ど

も

日

蓮

宗

の

天

龍

の

性

質

か

ら

云

へ
ば
、や

は

り

鎌

倉

式

の

易

行

宗

に

似

た

所

が

あ

る
、女

た

輝

宗

の

如

き

も

敏

外

別

傳

と

云

ふ

か

ら

に

は
、爾

絵

の

鎌

倉

佛

敏

と

同

日

に

論

じ

ら

れ

ぬ

も

の

玉

如

く

に

も

見

え

る

け

れ

ど

も
、

其

手

敷

を

必

要

と

せ

ず
、
つ

ま

り

直

指

人

心

で
、階

級

制

度

に

拘

泥

す

る

こ

と

な

き

黙

に

於

て
、惜

に

天

台

暴

言

な

ど

よ

り

も

李

民
、的

な

る

の

み

な

ら

ず
、悟

入

に

つ

き

て

豫

備

の

學

問

を

必

要

な

り

と

せ

ぬ

こ

と
。正

に

新

時

代

の

宗

派

で

あ

る
、唯

暉

宗

が

不

立

文

字

を

呼

號

し

な

か

ら

其

實

は

立

文

字

の

極

端

に

流

れ

易

く
、そ

れ

故

に

其

感

化

は

武

士

に

止

ま

つ

　

　

　

　

鎌
倉
時
代
の
廊
敏
と
常
時
の
交
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三
三

藝

寒
　『



一

　

　

　

　

　

鎌

倉

時

代

の

布

教

と

常

時

の

交

通
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三
四

て
、
そ

れ

以

下

の

下

級

人

民

に

あ

ま

り

行

は

れ

な

か

っ

た

聖
の

は

面

白

き

現

象

と

い

は

な

け

れ

ば

な

ら

ぬ

。

　

因

み

に

噺

は

つ

て

置

く

が
、前

に

鎌

倉

時

代

の

文

明

の

特

徴

と

し

て

諭

し

だ

諸

の

貼

は

同

　

時

代

に

至

り

て

始

め

て
生

じ

だ

者

で

は

な

く
、其

實

は

王

朝

の

末

に

於

て

既

に

端

緒

を

啓

　

い

π

も

の

で

あ

る
、但

し

機

運

の

熟

さ

な

か

っ

た

薦

め

に
、充

分

の

登

達

を

途

げ

得

な

か

つ

　

だ

の

が
、政

治

上

の

大

饗

動

と

共

に
、
一
時

に
隆

興

し

た

の

で

あ

る
、故

に

文

明

史

上

に

於

て

　

は
、之

を

以

て

鎌

倉

時

代

の

も

の

と

す

る

方

が

寧

ろ

適

當

で

あ

る
、元

來

政

治

上

の

攣

遷

と

　

云

ふ

も

の

は

必

し

も

他

の

文

明

の

諸

要

素

の

攣

遷

に

先

ち

て

起

る

も

の

で

は

な

い
が
、溢

　

會

百

般

の

事

物

將

に
大

に
攣

せ

む

と

し

て
未

だ

愛

す

る

こ

と

舶55
は

す
、只

管

に

気

運

の

熟

　
す

る

を

待

て
居

る
際

に
、之

が

導

火

線

と

な

っ

て

大

饗

動

を

起

さ

し

む

る

の

は
、多

く

は

政

　

治

上

の

出

来

事

で

あ

る
、而

し

て

か

く

政

治

が

文

明

史

に

多

大

の

貢

献

を

な

す

は
、輩

に

鎌

　
倉

に
限

つ

だ

事

で

は

な

い
、古

今

東

西

例

讃

に

乏

し

か

ら

ぬ

こ

と

で

あ

る
。

　

払

以

上

論

じ

來

つ

た

所

に

よ

り

て

推

す

と

き

は

、文

明

を

構

成

す

る



諸

の

要

素

の
.中

で
、鎌

倉

時

代

を

最

も

よ

-

袋

し

得

る

も

の

は
、此

時

.代

に

興

隆

し

た

新

宗

教

で

あ

っ

て
、文

學

美

術

等

は

之

に

亜

ぐ

も

の

で

あ

る

こ

と

は

明

で

あ

る
、
で

あ

る

か

ら

今
「鎌

倉

時

代

の

布

教

と

當

時

の

交

通

」と

題

し

イ
工

場

の

講

演

を

試

み

る

の

は
、實

は

宗

敏

の

流

布

を

説

く

の

み

な

ら

ず

し
.て
、労

ら

之

に

よ

っ

て

當

時

の

文

明

一
般

の

傳

播

せ

る

径

路

を

辿

ら

む

と

欲

す

る

の

で

あ

る
、但

し

未

研

究

の

足

ら

ぬ

所

か

ら

し

て
・今

は

文

學

や

美

術

に

説

き

及

ぼ

す

こ

と

の

出

来

ぬ

の

は
、予

の

甚

遺

憾

と

す

る

所

で

あ

る
。

　

術

本

論

に

入

る

に

先

ち

て
、
い

ま

一

つ

断

は

つ

て

置

か

な

り

れ

ば

な

ら

ぬ

の

は
、此

講

演

の

論

説

の

基

礎

と

し

た

根

本

材

料

の

甚

脆

弱

な

も

の

で

あ

る

こ

と

で

あ

る
・と

い

ふ

の

は
、予

を

し

て

此

講

演

を

な

す

に

至

ら

し

む

る

に

つ

い

て
、最

多

く

暗

示

を

與

へ

た

の

は
、各

寺

院

に

存

す

る

　

　

　

　

鎌
倉
時
代
の
布
敷
-
常
詰

の
交
通

　

　

　

　

　

　
二
三
五
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縁

起

で

あ

る

ガ
、凡

そ

史

料

中

で

何

か

怪

し

い

と

云

っ

て

も

恐

ら

く

は

此

諸

寺

の

縁

起

ほ

ど

信

用

し

難

い

も

の

は

あ

る

ま

い
、
い

つ

れ

の

寺

院

も

皆

我

寺

貴

し

の

主

義

に

基

き

て
、盛

に

縁

起

を

飾

り

立

て

る

の

か

普

通

で
、中

に

は

飾

り

損

ひ

て
、有

り

得

ぺ

か

ら

ざ

る

事

實

を

捏

造

す

る

向

き

も

な

い

で

は

な

い
、例

へ

ば

日

蓮

や

法

然

の

生

れ

ぬ

以

前

に

出

来

た

法

華
、
寺

や

浄

t

寺

も

あ

る
、中

に

無

學

の

甚

し

い

僧

侶

は

曜

曾

を

以

て

門

徒

寺

の

開

基

と

し

て

す

ま

し

込

ん

だ

縁

起

を

作

っ

て

居

る

の

も

あ

る
、
よ

し

假

り

に

一
・歩

を

譲

っ

て

縁

起

に

誤

り

か

無

い

と

し

て

も
、生

憎

曾

侶

に

は

同

じ

様

な

名

聡

が

多

い
、.即

浄

土

宗

や

浄

土

眞

宗

に

腐

す

る

僧

侶

の

名

は
、多

く

は

三

部

経

中

の

字

を

繋

ぎ

合

せ

た

も

の

で

あ

る

か

ら

同

じ

名

か

屡

、出

来

す

る
、例

へ

ば

芝

居

な

ど

に

よ

く

出

て

來

る

西

念

な

ど

い

ふ

俗

は
、實

際

幾

た

O

も

あ

ゆ

得

る

も

の

で
、甲

の

寺

の

縁

起

に



見

え

る

西

念

と
、同

時

代

に

乙

の

寺

の

縁

起

に

裁

て

居

る

西

念

と
、
一

々

異

同

を

藪

別

す

る

こ

と

は

容

易

の

こ

と

で

は

な

い
、ま

た

同

一

の

名

稽

が

数

多

の

僧

侶

に

適

用

す

る

こ

と

ガ

出

來

て
、甚

曖

昧

な

る

こ

と

も

あ

る
、例

へ

ば

浄

土

眞

宗

に

属

す

る

も

の

で

常

陸

の

國

に

居

っ

た

順

信

と

い

ふ

曾

ガ

あ

る

此

順

信

の

二

字

の

下

に

房

の

一
字

を

加

ふ

れ

ば

同

じ

く

常

陸

の

曾

謹

信

の

名

と

な

る
、然

る

に

謹

信

の

名

あ

る

曾

は

必

し

も

,
順

信

房

と

號

し

た

も

の

の

み

で

は

な

い
、外

に

明

法

と

い

ふ

曾

侶

ガ

あ

っ

て
、
こ

れ

も

謹

信

と

い

ふ

號

を

持

て

居

る
、そ

し

て

爾

此

外

に

軍

に

順

信

と

の

み

構

す

る

僧

侶

も

別

に

あ

る
、
コ

ン

ナ

に

混

雑

し

て

居

っ

て

は

到

底

安

心

し

て

考

謹

を

す

る

こ

と

ガ

出

来

ぬ
、然

る

に

此

の

如

き

困

難

は

輩

に

浄

土

宗

と

眞

宗

と

に

於

て

出

逢

ふ

ば

か

紅

で

な

く
、時

宗

に

も

あ

ろ
、日

蓮

宗

に

も

あ

る
、ま

た

禅

宗

に

も

あ

る
、時

宗

で

は

阿

の

字

の

上

　

　

　

　

鎌
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-一
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童

ー
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ー

ー
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喜
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・詰逼蕩
一
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悪
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審叢

雲
一

書
毒
塾茎
婁
蚕篭
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…

葦
葺
ξ魯釜
宅
二》ー

ー

〒二　
傅



婁

　

　

　

　

鎌
倉
時
代
の
布
教
と
常
時
の
交
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ご
三
八

に

い

ろ

/
＼

の

字

を

加

へ

て

名

と

す

る

習

慣

で

あ

る

か

ら

時

々

重

複

を

免

れ

な

い

ガ
、日

蓮

宗

の

方

は

ま

た

二

字

の

俗

名

の

中

で

上

の

一
字

は

日

の

字

と

定

ま

っ

て

居

る

か

ら
、匠

別

の

用

と

し

て

は

二

番

目

の

字

た

け

で

あ

っ

て
、
こ

れ

も

同

名

異

人

が

多

い
、鐸

宗

に

至

っ

て

は
、
一
人

で

同

時

に

三

以

上

の

號

を

有

し

て

居

る

の

が

珍

ら

し

く

な

い
、殊

に

少

し

エ

ラ

イ

輝

曾

に

な

る

と

随

分

長

い

認

か

つ

い

て

居

る
、若

し

丁

寧

に

吟

味

す

れ

ば

全

く

同

名

と

云

ふ

こ

と

は

殆

ど

な

い

が
、其

う

ち

の

二

字

だ

け

書

い

て

あ

る

場

合

に

は

屡

、他

の

名

僧

の

詮

號

と

間

違

ふ

こ

と

が

あ

っ

て
、之

を

匠

罰

す

る

に

は

非

常

の

手

数

が

入

る
。

　

此

の

如

く

寺

院

の

縁

起

を

土

豪

と

し

て
、宗

教

史

を

研

究

す

る

に

は

種

々

の

危

険

と

困

難

と

を

件

ふ

の

で

あ

る

ガ
、
そ

れ

で

も

全

く

之

を

棄

て

る

に

忍

ば

ざ

る

の

み

な

ら

ず
、之

を

以

て

研

究

の

根

本

材

料

と

し

た



の

に

は
、亦

多

少

の

理

由

ガ

あ

る
、b即

個

々

の

寺

院

の

縁

起

の

中

に

は

信

用

の

出

来

ぬ

も

の

あ

る

け

れ

ど

も
、さ

り

と

て

如

何

な

る

縁

起

も

書

く

信

用

の

出

来

ぬ

と

云

ふ

課

で

は

な

い

の

み

な

ら

ず
、宮

廷

に

も

出

入

し

な

い
、叉

は

幕

府

の

春

顧

を

も

得

な

い

僧

侶
、及

び

僻

阪

に

あ

る

寒

寺

に

つ

き

て

は
、縁

起

の

外

何

等

文

献

に

記

載

の

な

き

こ

と

か

多

い
、而

し

て

其

他

の

場

合

に

於

け

る

よ

り

も

宗

教

界

に

於

て

は
、此

等

無

名

の

豪

傑

の

手

に

成

る

事

業

が

最

も

多

い

の

で

あ

っ

て

見

れ

ば
、今

講

演

せ

む

と

す

る

問

題

の

如

き

は
、有

名

な

本

邦

の

佛

教

史

籍

を

渉

猟

す

る

の

み

に

止

ま

ら

ず
、世

間

に

忘

れ

ら

れ

て

居

る

寺

や

曾

侶

を

も

考

察

の

材

料

と

せ

ざ

る

を

得

な

い
、換

言

す

れ

ば

此

鮎

に

於

て

寺

院

の

縁

起

も

忽

に

し

難

い

好

史

料

で

あ

る
、唯

此

史

料

は

.甚

危

険

な

史

料

で

あ

る

か

ら

之

を

採

用

す

る

に

は

一

々

査

照

を

要

す

る

の

で

あ

る

が
、予

は

未

充

分

に

此

　

　

　

　

鎌
倉
時
代
の
布
教
と
常
時
の
交
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　二
三
九



養

　

　

　

　

鎌
倉
時
代
の
布
教
と
當
時
の
交
通
　

　

　

　

　

　

　
二
四
〇

査

照

を

了

へ

て

居

ら

ぬ
、こ

れ

は

甚

残

念

の

こ

と

で

あ

っ

て
、而

し

て

講

演

に

充

ち

て

告

白

し

て

置

か

な

け

れ

ば

な

ら

ぬ

義

務

が

あ

る

の

で

あ

ηり
、但

し

右

の
危

険

を

自

愛

し

て

今

日

演

壇

に

上

っ

た

以

上
、成

る

べ

く

安

全

な

推

論

を

な

す

に

止

め
、あ

ま

り

大

膳

な

結

論

を

な

す

の

を

避

け

る

に

力

め

る

か

ら
、新

奇

な

名

論

を

紹

介

す

る

能

は

ざ

る

と
、同

時

に

大

抵

は

動

き

の

な

い

邊

で

断

ず

る

積

で

あ

る
、そ

れ

で

も

禽

怪

し

い

所
,は

更

に

他

日

の

研

鐙

に

よ

る

外

は

な

い

こ

と

に

な

る
。

随

分

冗

長

に

過

ぎ

た

前

置

を

し

て
、
こ

れ

か

ら

愈

,本

論

に

と

り

か

ふ

る

順

序

と

な

っ

た

ガ
、新

興

の

諸

宗

の

地

方

に

傳

播

し

た

径

路

を

探

ぐ

る

に

は
、五

宗

派

の

中

で

浄

土

と

暉

宗

と

の

二

宗

に

徴

す
.
る

の

ガ
、最

穗

當

な

方

法

だ

と

考

へ
る
、何

故

と

云

ふ
に
、鎌

倉

時

代

に

於

て

北

は

奥

州

の

は

て

か

ら

西

は

九

州

ま

で
、兎

に

角

常

時

の

日

本

六

十

六

國

の

全

禮

に



及

ん

だ

の

は

此

二

宗

で
、其

他

の

三

宗

は

東

北

方

に

は
、
い

つ

れ

も

傳

は

つ

た

け

れ

ど

も

西

は
、京

畿

附

近

を

限

り
、偶

ま

大

に

西

進

し

た

所

で
、中

國

の

西

端

に

止

ま

っ

て

居

る
、即

地

方

に

於

て

前

の

二

朱

よ

り

も

多

く

偏

在

し

て

居

る

と

云

て

よ

ろ

し

い
、就

中

日

蓮

宗

の

如

き

は

殆

ど

關

東

地

方

特

有

の

宗

教

と

し

て

も

差

支

な

い

程

地

方

的

制

限

ガ

あ

る
、
さ

れ

ば

當

時

の

新

佛

教

の

傳

播

を

考

察

し

て

併

せ

て

交

通

の

問

題

に

も

及

ぼ

さ

む

と

す

る

に

は
、先

づ

浄

土

と

輝

と

の

二

宗

の
、
場

合

に

つ

き

て

見

る

方

が

至

當

と

云

は

な

け

れ

ば

な

ら

ぬ
、因

て

予

は

今

此

二

宗

の

場

合

か

ら

帰

納

し

て

得

た

結

果

を

査

賊

す

る

に

他

の

三

栄

の

例

を

以

て

せ

む

と

欲

す

る

の

で

あ

る
。

　

浄

土

宗

に

も

輝

宗

に

も

共

通

な

る

黙

の

第

一
は
、南

宗

共

に

其

布

教

士

力

を

專

ら

東

國

に

注

ぎ

た

る

こ

と

で

あ

る
、
こ

れ

は

蓋

し

文

明

が

毎

　

　

　

　

鎌
倉
時
代
の
布
敏
と
當
時
の
交
通
　

　

　

　

　

　

二
里



　

　

　

　

鎌
倉
時
代
の
嚢

-
常
時
の
交
渣

　

　

　

　

　

二
四
二

に

西

方

か

ら

始

ま

っ

て

そ

れ

か

ら

次

第

に

東

國

に

及

ぼ

す

こ

と

を

以

て

習

と

し

て

居

っ

た

我

國

に

於

て

は
、當

然

の

こ

と

で

は

あ

る

ガ
・鎌

倉

時

代

に

は

此

歴

史

的

惰

性

の

外

に

も
、爾

ほ

別

に

原

因

ガ

あ

る
・
そ

れ

は

即

鎌

倉

に

新

に
幕

府

富

来

た

か

薦

め

に

日

本

に

は

食

に

二

つ

の

中

心

が

成

立

し
、
量

見
都

と

い

ふ
在

来

の

文

明

の

中

心

で
・》

」
れ

と

鎌

倉

と

い

ふ

政

模

武

力

の

新

中

心

か
、両

々

相

樹

立

す

る

こ

と

と

な

っ

た
・成

り

上

ガ

リ

の

首

府

な

る

鎌

倉

は
、文

物

の

鮎

に

於

て

容

易

に

京

都

と

比

肩

す

る

.
と

か

出

来

ず

、否

途

に

些

眉

す

る

こ

と

が

出

来

な

か

つ

だ

け

れ

ど

も
、し

か

し

鎌

倉

に

覇

府

が

開

け

た

衝

に

東

園

の

地

ぐ

ら

ゐ

は

著

し

く

臼呈

し
、今

迄

饗

し

て

入

ら

な

か

っ

た
・或

は

入

ら

う

と

し

て

も

受

け

つ

け

ら

れ

な

か

っ

た

東

園

地

方

に
、高

等

な

る

文

物

嘉

然

と

し

て

流

れ

込

む

.
、
と

姦

つ

た
、而

し

て

文

明

の

数

多

の

要

素

の

中

で



も

特

に

政

纏

を

利

用

し

得

る

性

質

を

有

す

る

宗

教

は
、文

學

や

美

術

よ

り

も

一
層

速

に

其

活

動

の

中

心

を

東

方

に

移

し

た

の

で
、相

模

の

鎌

倉

と

い

ふ

も

の

は

彼

等

に

よ

り

て

は

是

非

と

も

暑

取

せ

ざ

る

ぺ

か

ら

ざ

る

根

城

で

あ

っ

た
、京

都

の

小

天

地

に

の

み

銅

蹟

し

て

満

足

し

得

た

時

代

は

既

に

過

ぎ

去

っ

た

の

で

あ

る
。

　

然

ら

ば

数

多

き

東

國

の

間

を
、如

何

な

る

径

路

を

傳

は

つ

て
、此

等

新

佛

教

の

傳

道

者

が

鎌

倉

に

向

つ

た

か

と

云

ふ

に
、そ

れ

は

王

朝

以

来

の

東

に

向

ふ

大

通

り

を

進

ん

だ

も

の

で
、近

江

の

野

路
、鏡

の

宿

よ

り

美

濃

の

垂

井

に

出

で
、そ

れ

よ

り

箕

浦

を

経

て
、尾

張

の

萱

津
、三

河

の

矢

作
、豊

川

と

傳

は

り
、橋

本
、池

田

よ

り

遠

州

の

懸

河

を

通

り
、駿

河

の

蒲

原

よ

り

木

瀬

川
、酒

勾

に

か

ふ

り

て

鎌

倉

に

著

し

た

の

で

あ

る
、即

ち

今

の

鐵

道

線

路

と

大

な

る

隔

り

は

な

い
、日

数

は

日

足

の

長

い

時

と

短

い

時

と

で

　

　

　

　

鎌
倉
時
代
の
布
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と
當
時
の
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通
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四
三
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鎌
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四
四

高

機

に

は

行

か

ぬ

ガ
、冬

の

日

の

短

き

時

に

は

將

軍

の

上

り

下

り

な

ど

に

は
、十

六

七

日

を

要

し
、春

の

季

や

夏

の

日

の

長

い

時

な

れ

ば

十

二

三

日

位

で

達

し

得

た

の

で

あ

る
、個

人

の

旅

行

は

行

列

の

旅

行

よ

り

も

一

瞬

軽

便

に

出

来

る

黙
/
か

ら

考

ふ

れ

ば
、
い

ま

少

し

短

期

で

達

し

得

る

様

な

も

の

で

あ

る

ガ
、宿

羅

に

大

凡

定

ま

り

あ

る

ガ

故

に

甚

し

き

差

異

は

な

か

っ

た

ら

し

い
、そ

れ

は

東

關

紀

行

な

ど

に

照

ら

し

て

も

明

か

で

あ

.o
、阿

佛

尼

の

族

行

に

は

十

】
月

に

十

四

日

を

費

し

た
、最

も

こ

れ

は

女

の

足

弱

で

あ

る

か

ら

例

に

な

ら

ぬ

か

も

知

れ

ぬ
、伊

勢

路

即

海

道

記

の

著

者

が

取

っ

た

道

筋

は
、山

坂

も

険

阻

で

あ

る

の

み

な

ら

ず

H

轍

を

費

す

こ

と

も

孝

か

つ

た

と

こ

ろ

が

ら
、普

通

の

人

は

皆

美

濃

路

を

撰

ん

だ

も

の

と

見

え

る
、而

し

て

浄

土

俗

離

曾

も

背

比

美

濃

路

に

山

で

た

が
爲
、

伊

賀

伊

勢

志

摩

の

三

國

は

京

都

に

近

き

國

々

で

あ

り

な

か

ら
、鎌

倉

時



代

を

終

る

ま

で

姶

ど

新

宗

教

の

波

動

を

受

け

な

か

っ

た

と

云

っ

て

差

支

な

い

の

で

あ

る
。

　

美

濃

以

東

に

出

て

た

浄

土

宗

の

布

教

曾

は
、宗

祀

法

然

上

人

の

外

数

多

あ

る

ガ
、其

歪

な

る

も

の

は

相

模

地

方

ま

で

傳

遣

し

た

隆

寛

融

然

と

善

恵

謹

空

胴

と

で

あ

る
、就

中

善

悪

の

事

業

は

す

ば

ら

し

い

も

の

で
、其

布

教

路

は

中

山

道

を

信

濃

に

疏

て
、そ

れ

よ

り

し

て

南

は

武

蔵
、北

は

越

後

に

及

ん

で

居

り
、其

弟

子

隆

信

(立

偏

)ば

三

河

地

方

に

浄

青

法

興

は

美

濃

か

ら

越

前

に

か

け

て

布

教

し

て

居

る
、笈

に

注

意

す

べ

き

こ

と

は
、同

℃

く

北

陸

道

の

國

々

で

も
、若

狭

や

越

前

は

京

畿

の

布

教

圏

内

に

入

る

ガ
、越

後

は

之

と

異

り

て
、信

濃

か

ら

往

復

し

た

も

の

で
、全

く

ち

か

つ

た

方

面

に

属

す

る

こ

と

で

あ

る
、
こ

れ

は

善

悪

の

場

合

に

於

て

然

る

の

み

な

ら

ず

聖

光

の

弟

子

良

忠

一
派

の

場

合

に

つ

い

て

考

へ
て

も

同

じ

で

　

　

　

　

鎌
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こ
四
六

あ

る
、聖

光

は

所

謂

鎮

西

派

の

閑

居

で
、其

人

自

身

は

東

國

に

關

係

を

有

し

て

居

ら

ぬ

け

れ

ど
、其

弟

子

な

る

記

宝

鐸

師

即

良

忠

は
、實

に

善

恵

以

後

に

於

け

右

浄

土

宗

の

東

園

大

布

教

者

で

あ

っ

て
、大

往

還

に

外

つ

れ

て

居

る

伊

賀
、志

摩
、伊

豆
、安

房

の

四

囲

を

除

け

ば
、東

海

道

中

い

つ

れ

の

　

　

　

　

　

　

國

も

良

忠

か

若

く

は

其

弟

子

な

る

唱

阿

性

眞
、持

阿

良

心

及

び

良

曉

等

の

風

靡

す

る

所

と

な

ら

ぬ

は

な

い
、否

輩

に

海

道

の

諸

国

詐

り

で

な

一

東

山

道

に

於

て

信

濃

及

び

上

野
、下

野
、北

陸

の

越

後

背

比

良

忠

一
派

の

化

導

を

受

け

て

居

る
、北

陸

諸

国

の

中
、加

賀

、能

登
、越

中
、佐

渡

は

鎌

倉

時

代

の

中

に

ま

だ

浄

土

宗

の

風

化

に

接

し

な

か

っ

た
、
こ

れ

は

地

勢

の

不

便

に

よ

る

と

思

は

れ

る
。
　

　

　

L
　

、
　

　

亀L∵
、
,
　

「

・

　

新

余

数

に

特

有

な

る

現

象

と

し

て
、浄

土

宗

に

於

て

も

之

を

認

む

る

こ

と

の

轟

來

る

の

は
、奥

翔

の

布

教

に

つ

い

て

割

合

に

人

な

る

蓋

力

を



●

な

し

た

こ

と

で

あ

る
、陸

奥

に

入

っ

た

浄

土

宗

の

布

教

曾

の

中

に

は
、隆

寛

の
弟

子

實

成

房

と

云

ふ

者

も

あ

る

ガ
、そ

れ

よ

り

も

些

歪

日
の
奥

州

に

於

け

る

傳

播

に

與

り

て

大

功

の

あ

っ

た

の

は
、源

空

の

弟

子

の

金

光

坊

で

あ

る
、但

し

此

人

の

足

跡

は
、殆

と

陸

奥

の

北

端

に

及

ん

だ

け

れ

ど

も
・途

に

出

脅

は

入

ら

な

か

っ

た
、
こ

れ

は

蓋

し

陸

奥

出

羽

両

国

間

の

交

通

は

甚

稀

で
.出

費

入

ら

-

と

す

る

も

の

は

越

後

よ

り

し

イ、
進

ん

だ

か

ら

で

も

あ

ら

-
、文

治

年

間

の

頼

朝

の

泰

衡

征

伐

に

も
、左

翼

軍

を

ば

越

後

國

よ

り

出

羽

の

念

種

關

に

出

て

し

め
、
そ

れ

よ

り

比

内

ま

で

北

⊥

し

て
・そ

れ

か

ら

陸

奥

の

本

軍

に

合

せ

し

め

た

の

を

兜

イ、
も
、王

朝

末

よ

り

以

來

の

北

方

交

通

路

の

有

様

か

わ

か

る
、而

し

て

浄

土

宗

の

日

本

海

岸

に

於

け

る

布

教

は

鎌

倉

時

代

に
在

つ

イ、
は
、案

越

後

以

北

に

及

ぶ

逞

か

な

か

っ

た

の

か

も

知

れ

ぬ
。

　

　

　

　

鎌
倉
時
代
の
布
敷
と
常
時
の
夷
懸

　

　

　

　

　

　

二
塁



奪

噛

　

　

　

　

　
　　
　
ル
り
お
　
と
　
　
の
タ
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ニ
　
ス

浄

土

宗

は

此

の

如

き

布

教

路

を

辿

り
、東

園

に

於

て

文

永

弘

安

の

交

其

活

動

の
盛

を

極

め
た

象

、
あ

る

か
、次

に

建

長

の

頃

よ

り

東

園

に

頓

に

勢

を

得

海

宗

の

傳

播

は
、果

し

て

ど

-

で

あ

っ
た

か
、之

を

塗

宗

と

比

較

す

れ

ば
、極

め

て

興

味

が

多

い
。

抑

論

宗

と

云

ふ

も

の

は
、其

宗

派

と

し

て

の
性

質

組

織

大

に
他

の

諸

宗

と

異

り
、其

布

教

も

群

衆

を

相

手

乞

て

撫

留

を

す

る

の

で

は

な

く
、個

々

の
有

志

者

を

の

み

相

手

と

す

る

0

で

あ
6
、從

諸

宗

欝

の

布

教

上

の

活

動

を

批

壁

9
る

に

は
、必

し

も

参

潭

者

の

多

少

の

み

を

以

て

す

る

.
」
と

富

来

ぬ
、加

轟

宗

の

傳

播

を

研

究

す

る

に

別

に
困

難

な

る

事

情

ガ

あ

る
、そ

れ

は

外

で

も

な

い
ガ
、醒

否

は

他

宗

高

楼
・

師

資

相

承

と

い

ふ

.
」
と

か

あ

る

の

は

勿

論

で

あ

る

け

れ

ど
・
天

の

揮

曾

で

讐

の
先

進

に
就

い
霧

合

が
非

常

に

多

い
・そ

こ

で
他

宗

仁
抽



け

る

ガ

如

一

分

明

に

傳

統

を

辿

る

の

は

甚

困

難

で

あ

る

か

ら

で

あ

る
.

　

輝

宗

の

僧

侶

で

東

國

に

布

敏

し

た

主

た

る

人

々

は
、榮

西
、道

隆
、佛

源

輝

師
、大

休
、及

び

整

容

画

師

等

で

あ

る

ガ
、
一
驚

鐸

曾

と

云

ふ

も

の

は
、他

宗

の

僧

侶

よ

り

も

一
居

世

間

離

れ

か

し

て

居

り

な

か

ら
、而

か

も

頗

る

敏

活

に

機

微

を

察

し

得

る

も

の

で

あ

る
、
そ

こ

で

鎌

倉

を

取

り

こ

ま

な

け

れ

ば
、將

來

の

日

本

に

於

て

の

蛮

展

か

む

つ

か

し

い

と

云

ふ

.
と

は
、

輝

曾

の

方

が

浄

土

宗

の

人

々

よ

り

も
、
一
層

切

實

に

考

へ

た

様

で

あ

る

即

彼

等

の

東

方

に

向

ふ

や
、其

径

路

は

浄

土

曾

と

同

じ

筋

で

あ

っ

た

け

れ

ど
、其

道

筋

を

一
歩

一
歩

布

教

し

つ

玉

造

だ

の

で

は

な

く
、蕃

地

に

鎌

倉

へ

と

志

し

た

の

で

あ

る
、さ

れ

ば

伊

賀
、志

摩

の

如

き

殆

ど

鎌

倉

時

代

の

輝

曾

の

顧

み

る

所

と

な

ら

ざ

り

し

こ

と
、浄

土

宗

の

場

合

と

同

様

な

る

の

み

な

ら

ず
、伊

勢

又

は

尾

張
、三

河

の

如

き

鎌

倉

街

道

筋

の

國

々

で

　

　

　

　

鎌
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す

ら

も
、繹

宗

の

風

化

を

受

く

る

こ

と

關

東

の

諸

國

よ

り

後

れ
、而

か

も

尾
、参

の

爾

國

の

潮

吹

に

禅

宗

の

布

教

を

受

く

る

や
、京

都

よ

り

策

せ

る

繹

曾

よ

り

は

關

東

よ

り

し

て

西

に

戻

れ

る

繹

曾

の

感

化

を

よ

り

多

く

受

け

た

こ

と

は
、頗

面

白

き

現

象

と

云

は

な

け

れ

ば

な

ら

ぬ
、加

之

な

ほ

そ

れ

よ

り

も

奇

妙

な

こ

と

は
、後

年

灘

宗

界

に

於

て

一
廉

の

横

線

地

と

旧

せ

ら

る

墨

に

至

り

た

る

美

濃

の

如

き

も
内典

灘

宗

を

接

受

・し

た

の

は

遙

か

に

瀾

東

殊

に

相

武

よ

り

も

後

く

れ
、近

江

と

共

に

鎌

倉

中

葉

以

後

の

こ

と

で

あ

っ

た

の

は
、
つ

ま

り

浄

土

宗

に

比

べ

て

一
膳

東

進

の

方

針

の

急

劇

な

薦

め

で

あ

る
。
　

　
㌔
　

　

　

　

.
　
'
　

　

　

　

・

　

然

ら

ば

關

東

に

於

け

る

灘

宗

は

如

何

な

る

地

方

・的

傳

播

を

な

し

た

か
、鎌

倉

時

代

に

於

て

關

東

の

潭

宗

の

中

心

と

も

稽

す

べ

き

も

の

は

相

模

武

蔵

甲

斐

の

三

國

で

あ

る

こ

と

は

云

ふ

迄

も
な

い
、甲

斐

は

京

鎌

倉



問

の

大

道

で

は

な

い

け

れ

ど
、北

は

信

越

を

控

へ
、南

は

駿

河

か

ら

或

は

相

模

か

ら
、或

は

武

蔵

か

ら

頻

繁

な

る

往

来

ガ

あ

っ

た

と

見

え
、輝

宗

の

感

化

早

く

及

ん

だ

の

み

な

ら

ず
、真

成

効

も

亦

頗

る

日

豊

ま

し

い

庵

の

で

あ

っ

た
、さ

れ

ば

其

甲

斐

の

國

に

整

容

図

師

の

様

な

名

曾

の

生

れ

出

で

た

の

も

決

し

て

偶

然

で

は

な

い
、之

に

反

し

て

一
部

は

鎌

倉

街

道

に

當

て

居

る

伊

豆

は

安

房

上

総

と

同

じ

く
、浄

土

宗

の

み

な

ら

ず

灘

宗

の

感

化

を

受

く

る

こ

と

も

遅

く
、且

つ

蒲
W
か

つ

.・た
。

　

關

東

に

布

教

し

た

で

曾

及

び

其

弟

子

等

は
、更

に

其

活

動

の

匠

城

を

横

張

し

て

信

越

及

び

奥

州

に

入

っ

た
、即

榮

西

の

弟

子

記

外

の

如

き

は

陸

奥

の

宣

教

を

以

て

有

名

で

あ

っ

た
、其

後

で

は

道

隆

の

風

化

も

陸

奥

の

南

邊

迄

は

及

ん

だ

ら

し

い
、聖

一
國

師

辮

圓

の

東

方

に

於

け

る

活

動

は

甚

目

覚

ま

し

い

も

の

と

は

云

ひ

難

け

れ

ど
、其

弟

子

無

關

は

陸

奥

に

　

　

　

　

鎌
倉
時
代
の
布
教
と
當
時
の
交
通
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五
一

喚



　

　

　

　

鎌
倉
時
代
の
布
教
と
常
時
の
交
通
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五
二

入

り

た

り

と

畳

ゆ
、又

蹄

化

俗

な

る

佛

源

輝

師

の

如

き

は
、其

教

化

陸

奥

出

羽

二

國

に

及

ん

だ

、然

れ

ど

も

陸

奥

に

入

い

っ

た

輝

曾

は
、書

く

佛

源

輝

師

の

様

に

出

羽

に
.も

入

っ

た

の

で

は

な

い
、浄

土

宗

の

場

合

に

於

け

る

と

同

様

で

出

羽

の

輝

宗

は

主

と

し

て

越

後

か

ら

入

っ
た

も

の
で

あ

る
。

　

禅

宗

中

の

臨

濟

と

曹

洞

と

の

二

宗

派

の
、地

理

的

分

布

の

大

盤

を

述

ぶ

れ

ば
、鎌

倉

時

代

に

は

東

海

東

山

に

臨

濟

割

合

に

多

く
、曹

洞

か

少

い

こ

れ

は

曹

洞

が

臨

濟

よ

り

も

後

れ

て
、出

た

の

で
、曹

洞

の

起

つ

た

時

に

此

地

方

に

は

臨

濟

の

地

盤

既

固

ま

っ

て

居

っ

た

か

ら

で

も

あ

ら

う
、之

に

反

し

て

北

陸

道

に

は

曹

洞

が

多

い
、即

道

元

殊

螢

山

魏

登

山

の

弟

子

明

峯

素

哲

蹄

化

曾

明

極

等

は

主

と

し

て

其

活

動

力

を

北

陸

道

に

集

注

し

た
、但

し

其

径

路

に

至

っ

て

は

北

陸

道

を

若

狭

か

ら

越

後

に

向

て

順

次

に

感

化

し

た

の

で

は

な

く
、越

前

か

ら

海

路

能

登

に

向

ひ
、
そ

れ

よ

の



加

賀

へ
も
、ま

た

越

中

へ

も

傳

は

つ

た

如

く

に

見

え

る
、
こ

れ

は

當

時

の

海

陸

交

通

の

關

係

或

は

之

を

籐

俄

な

く

し
,
た

の

か

も

知

れ

ぬ
、
叉

上

述

の

曹

洞

の

暉

曾

の

中

明

峯

と

明

極

と

は
、軍

に

北

陸

道

の

み

な

ら

ず
、陸

羽

に

も

宣

教

し

て

居

る
、出

羽

が

鎌

倉

時

代

に

臨

濟

よ

り

も

多

く

曹

洞

の

影

響

を

受

け

た

の

は
、
こ

れ

ガ

爲

で

あ

る
。

　

時

代

を

以

て

す

れ

ば

輝

宗

は

建

長

頃

よ

り

關

東

に

頓

に

盛

に

し

て

鎌

倉

末

葉

に

至

る

ま

で

衰

へ

す
、中

仙

道

は

之

に

後

く

る

ふ

こ

と

半

世

紀

、奥

羽

は

そ

れ

よ

り

も

更

に

早

き

こ

と

四

分

一
世

紀
、
こ

れ

ま

た

注

意

す

べ

き

こ

と

で
、北

陸

道

に

至

り

て

は
、鎌

倉

末

の

二

三

十

年

間

に

至

っ

て

始

め

て

盛

に

な

っ

た

の

で

あ

る
。

　

以

上

の

如

く

浄

土

と

灘

と

の

二

宗

の

傳

播

の

跡

を

見

れ

ば
、大

に

相

類

似

し

て

居

る

鮎

が

あ

る
、即

布

教

地

と

し

て

特

に

關

東

に

重

を

措

た

　

　

　

　

鎌
倉
時
代
の
布
教
と
當
時

の
交
樋
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　二
玉
三



一

　

　

　

　

鎌
倉
時
代
の
布
教
と
常
時
の
交
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五
四

こ

と

玉
、其

傳

播

を

し

た

交

通

路

の

状

態

と

で

あ

る
、而

し

て

此

鮎

に

於

て

は

五

宗

中

の

残

り

の

三

宗

も

皆

同

じ

結

果

を

示

し

て

居

る

の

が

面

白

い
、今

先

づ

浄

土

眞

宗

か

ら

始

め

て
、此

原

則

を

適

用

し

て

見

や

う
。

　

眞

宗

の

開

祖

親

轡
…
は

京

都

の

入

と

云

ふ

こ

と

に

な

っ

て

居

る

け

れ

ど

も
、眞

宗

の

東

方

に

於

け

る

傳

播

の

状

態

を

察

す

る

時

は
、或

は

こ

れ

は

東

國

の

入

の

起

こ

し

た

宗

教

で

あ

る

ま

い

か

と

の

疑

を

起

こ

さ

し

む

る

位

で

あ

る
、今

こ

そ

眞

宗

と

云

ふ

も

の

は

京

都

風

な

宗

旨

で

あ

る

こ

と

紛

ふ

方

な

き

様

で

あ

る

け

れ

ど
、鎌

倉

時

代

に

は
、矢

張

關

東

を

先

き

に

し

た
、こ

れ

は

親

鷺

が

越

後

常

陸

の

間

に

遍

歴

し

た

爲

と

云

へ

ば

そ

れ

迄

で

あ

る

ガ
、其

痕

跡

は

浄

土

や

輝

と

殆

と

同

一
…轍

で

あ

る
。

　

越

後

、下

野
、常

陸

の

三

國

を

連

結

し

た

日

本

を

横

断

す

る

線

は

眞

宗

の

獲

物

線

で

あ

る
、此

中

で

常

陸

の

方

面

が

最

多

く

襲

戻

し

た

様

に

見



え

る
郎

改

宗

の

営

利

三

+

箇

年

詐

り

の

問

に
、常

陸

か

ら

下

総

、武

蔵
、甲

斐

相

模

と
云

ふ
順

序

に
霊

筋

轟

し

上

っ
て
三

河

に
活

動

の
大
勢

力

を

集

め
・
芳

に

於

て

は

越

後

か

ら

信

濃

に

入

り
、美

濃

を

犯

し

た
、
.
、

れ

ガ

即

眞

宗

西

漸

の

飴

で

あ

る
、然

ら

ば

此

時

代

に

東

國

の
布

教

に
従

事

し

た

も

の

は

誰

か

と

云

ふ

に
、
こ

れ

は

甚

焚

口
へ
難

い

問

題

で

あ

る
.

何

故

と

云

ふ

に
、東

園

と

西

園

と

を

論

せ

ず
、眞

宗

の

傳

播

の

仕

方

は

馨

外

の

宗

旨

と

導

居

る
所

が

あ

る
、他

の
宗

凶日
で

云

へ
ば
、
天

の

名

曾

が

足

に

任

せ

藪

箇

國

を

行

脚

し

て
、警

の
蹄

依

者

改

宗

者

を

作

る

と

云

ふ

順

序

に

な

る

の

で

あ

る

ガ
、眞

宗

に

あ

り

て

は

右

の

如

～
、

諸

国

を

遍

歴

す

る

僧

侶

の

全

蕪

い

で

は

な

い

ガ
、甚

僅

少

で

↓の

.。
、鎌

倉

時

代

に

於

け

る

眞

宗

は
、潮

の

押

寄

せ

る
様

に
、洪

水

の

氾

濫

す

る

様

に
蓮

績

性

を

以

て

將

棊

倒

し

に

傳

播

髪

μ
も

の

で
、若

干

の
偶

人

が
奔

　

　

　

　

鎌
倉
時
代
の
布
敷
-
當
時
の
交
通

　

　

　

　

　

二
五
五



　

　

　

　

鎌
倉
時
代
の
布
教
と
當
時
の
交
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五
六

走

し

た

結

果

の

み

で

は

な

い
、他

の

宗

旨

か

ら

改

宗

し

た

僧

侶

は
、妻

帯

し

て

其

寺

に

居

直

っ

て
、財

産

を

私

有

に

し

て

動

か

な

い
、俗

人

の

改

宗

し

た

も

の

は
、私

宅

を

攣

じ

て

寺

と

し

た

と

は

云

ふ

も

の

ふ
、今

日

で

謂

ふ

説

教

所

を

開

始

し

た

の

で
、其

寺

號

は

敷

十

年

、若

く

は

数

百

年

の

後

に
、始

め

て

本

願

寺

か

ら

許

可

に

な

っ

た

も

の

で

あ

る
、故

に

斯

か

る

俗

人

の

説

教

所

開

始

以

後

も
、以

前

と

同

様

俗

事

に

忙

は

し

く

勤

学

し

た

の

み

な

ら

ず
、僧

侶

に

し

て

改

宗

し

た

連

中

も

以

前

よ

り

一
層

深

く
、而

か

も

公

然

俗

事

の

問

に

浸

入

し
、中

々

遠

図

な

ど

へ
布

教

に

出

か

け

る

籐

裕

は

な

い
、斯

様

の

家

弟

で

あ

る

か

ら
、眞

宗

で

は

同

一

の

僧

侶

の

手

で

数

個

の

寺

が

開

か

れ

た

例

が

甚

乏

し

く
、從

ひ

て

布

教

の

径

路

を

探

ぐ

ろ

こ

と

ガ

困

難

で

あ

る
、け

れ

ど

も

今

其

等

少

数

者

の

場

合

に

つ

き

て

考

へ

る

老
、關

東

に

眞

宗

を

流

布

せ

し

あ

た

の

は
、開

耐

親

鷺

の

外
、其

亀



弟

子

と

稻

す

る

眞

佛
、了

智
、数

名

、明

光

、親

鷺

の

孫

唯

善
、其

外

明

空
、惟

信

西

念
、唯

信
、教

念
、善

性
、了

海

等

で

あ

る
、中

に

も

眞

佛

の

一
派

は

最

盛

に

東

園

に

布

教

し

た

而

し

て

其

基

線

よ

り

更

に

東

北

に

進

ん

だ

眞

宗

曾

に

は
、陸

奥

に

入

っ

た

も

の

に

前

に

塞

げ

た

惟

信

や
、親

鷺

の

弟

子

の

是

信

房

や
、無

篤

信

な

ど

玉

い

ふ

者

ガ

あ

り
、出

羽

の

方

へ

は

浄

土
、灘

と

同

様

越

後

か

ら

は

い

っ

て
、明

法

や

源

海

な

ど

玉

い

ふ

人

ガ

あ

っ

た
、し

か

し

な

が

ら

眞

宗

は

輝

宗

ほ

ど

北

陸

に

侵

入

は

し

な

か

っ

た

の

で
.あ

る
。

　

多

に

看

過

す

べ

か

ら

ざ

る

こ

と

は

眞

宗

が

三

十

箇

年

詐

り

東

國

に

盛

に

流

宣

し

て

後
、暦

仁

頃

か

ら

バ

ッ

タ

リ

と

其

活

動

を

停

止

し

た

こ

乏

で

あ

る
、最

も

之

と

同

時

に

近

江
、美

濃
、越

前
、加

賀

、能

登
、越

中

等

に

於

け

る

盛

な

る

傳

道

が

始

ま

っ

た

の

で

あ

る

か

ら
、眞

宗

が

全

く

活

動

を

止

め

た

課

で

は

な

く
、唯

關

東

に

於

て

し

た

の

を
、方

面

を

替

へ
て

中

山

　

　

　

　

鎌
倉
時
代
の
布
敷
と
常
時
の
交
通
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五
七

轟
一

罪
著
蓬
蓬
一

曇
蕃
書
ー

・ー

ー

書
壇重
書
、ー

多

重
,.息



　

　

　

　

㎜鎌
倉
時
代
の
布
教
と
常
時
の
交
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五
八

,
・

道

に

北

陸

道

に

移

し

た

も

の

と

云

ふ

こ

と

も

出

来

る
、然

る

に

奇

妙

な

こ

と

に

は
、此

眞

宗

が

活

動

を

停

止

し

た

跡

へ
、同

地

方

即

東

園

に

日

蓮

宗

の

興

隆

し

た

こ

と

で

あ

る
、日

蓮

宗

の

興

隆

の

薦

め

に

眞

宗

が

之

を

西

に

避

け

た

の

か
、或

は

眞

宗

が

西

に

向

つ

た

空

虚

に

乗

じ

て

日

蓮

宗

が

傳

播

し

得

た

の

か
、其

邊

は

な

ほ

詳

に

研

究

し

て

見

な

け

れ

ば

分

明

せ

ぬ
。

　

中

山

道

か

ら

北

隆

道

に

か

け

て

布

教

し

た

眞

宗

の

僧

侶

の

重

な

る

も

の

を

塞

ぐ

れ

ば
、笈

に

も

眞

佛

及

び

共

振

が

中

々

働

い

て

居

る
、其

外

に

は

畳

如

及

び

其

弟

子

宗

信
、畳

善
、畳

淳
、慶

順
、乗

專

、存

畳
、弄

び

に

善

鷺

法

善

な

ど

云

ふ

人

々

で

あ

る
、而

し

て

眞

宗

の

氾

濫

的

布

教

は
、飛

騨

を

も

度

外

に

置

か

な

か

っ

た

ガ

薦

め

に
、越

中

か

ら

之

に

宣

教

師

を

進

め

て

居

る
、要

す

る

に

此

地

方

に

於

け

る

眞

宗

の

宣

教

の

盛

時

は

覚

知

以

、

健



後

と

見

て

大

な

る
誤

は

な

い
。

　

何

よ

り

も

不

思

議

の

念

に

堪

え

ぬ

の

は

今

日

本

願

寺

の
所

在

地

た

る

京

都

及

び

其

附

近

の

諸

因
、即

所

謂

近

畿

に

於

て
眞

宗

の
弘

布

し

た

の

か
、鎌

倉

時

代

の
末

十

年

間

で

あ

る

こ

と

で

あ

る
、最

も

其

以

前

に

も

ボ

ツ

く

眞

宗

の

寺

と

云

ふ

も

の

か

見

え

る

ガ
、真

教

は

甚

少

く
、塞

げ

て

云

ふ

に

足

ら

ぬ

程

で

あ

っ

て
、正

中

頃

か

ら

漸

く
、活

動

ら

し

い

活

動

を

見

る

の

で

あ

る
、
こ

れ

は

主

と

し

て

存

豊

の

弟

子

な

る

佛

光

寺

の

了

源

の

力

で

あ

る
。

　

日

蓮

宗

に

至

り

て

は

真

東

國

的

宗

敏

で

あ

る

こ

と

甚

明

瞭

な

も

の

で
、其

傳

播

の

著

る

し

い

地

方

と

云

へ

ば
、關

東

の

入

ケ

國

に
、駿

甲
、豆

の

三

國

を

加

へ

た

も

の

で

あ

っ

て
、遠

江

に

入

る

と
、真

跡

甚

急

に

薄

く

な

る
、而

し

て

光

束

國

地

方

に

於

て

は

文

永

の

末

か

ら

正

鷹

の

末

に

か

け

　

　

　

　

鎌
倉
'時
代
の
布
教
と
常
時
の
交
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五
九



　

　

　

　

鎌
倉
時
代
の
布
教
・・
常
時
の
交
題

　

　

　

　

　

　

二
六
〇

て

の

二

十

年

間

を

以

て

最

活

動

の

盛

な

時

期

と

す

る

の

で

あ

る

け

れ

ど

も

、其

以

後

と

て

も

此

節

園

内

に

於

て

は
、殆

と

弛

み

な

一

翼

活

動

を

持

続

し

て
、以

て

鎌

倉

の

末

に

達

し

て

居

る
、而

し

て

此

地

方

に

主

と

し

て

書

力

し

た

僧

侶

は

宗

禮

の

日

蓮

を

笙

と

し
、日

昭

、日

朗
、日

頂
・日

向
・

日

興
、日

持

、日

位
、日

舞
、日

朗

の

弟

子

日

像
、日

善
、日

像

の

弟

子

日

源

等

で

あ

る
。

　

而

し

て

日

蓮

宗

も

亦

前

の

三

栄

と

同

じ

く

北

陸

の

感

化

に

砂

か

ら

ず

注

意

を

彿

つ

た
、即

日

蓮

の

直

弟

子

で

は

日

舞

が

磐

城

に

同

日

興

が

陸

中

φ
ぞ

日

日

か

陸

前

に

入

り

た

る

を

首

と

し

て
、日

朗

の

弟

子

日

善

の

又

弟

子

日

圓

が

岩

代

に
、
日

持

の

弟

子

日

圓

は

磐

城

に
、日

向

の

弟

子

の

日

進

の

そ

の

又

弟

子

の

日

榮

は

岩

代

に

入

い

っ

た
、傳

説

に

よ

れ

ば

日

蓮

其

人

の

感

化

も

既

に

岩

代

の

一
部

仁

及

ん

だ

と

の

こ

と

で

あ

る
・



ガ
、
そ

れ

は

信

ぜ

ら

れ

ぬ

と

し

て

も
、兎

に

角

日

蓮

宗

が

東

北

地

方

に

力

を

書

く

し

た

の

が

明

で

あ

る
、羽

前

へ

は

日

曜

の

弟

子

の

日

成

と

云

ふ

者

が

入

っ

て

布

教

し

た

が
、
こ

れ

も

以

前

の

場

合

と

同

じ

く
、越

後

か

ら

し

て

進

だ

の

て
、陸

奥

か

ら

入

っ

た

の

で

は

な

い
。

　

北

陸

道

で

は

日

蓮

宗

は

他

の

宗

旨

と

少

し

く

異

っ

た

径

路

を

と

っ

て

布

教

し

て

居

る
、
こ

れ

は

日

蓮

が

佐

渡

に

配

流

せ

ら

れ

た

薦

め

で

あ

る

の

で
、
一
方

に

於

て

は

北

陸

道

を

西

か

ら

東

に

進

ん

だ

も

の

も

あ

る

け

れ

ど
、叉

佐

渡

や

越

後

か

ら

し

て

海

路

を

も

利

用

し

越

中
、能

登

等

に

布

教

し

た

者

も

あ

る
、此

後

者

の

う

ち

で

重

な

る

も

の

は
、日

蓮

の

直

弟

子

で

は

日

向
、日

乗

等

で
、又

弟

子

で

は

日

進

の

弟

子

の

日

榮

の

越

前

に

赴

い

た

の

も
、目

印

剃

糊

の

越

中

に

布

教

し

た

の

も
、目

印

の

弟

子

の

日

順

日

進

の

越

中

に

布

敏

し

た

の

も

背

比

順

路

に

よ

っ

た

も

の

と

見

え

　

　

　

　

鎌
倉
時
代
の
布
教
と
常
時
の
交
通
　
　
　

　
　

　
　

　
　
　
二
三



樫

鎌

倉

時

代

の

布

教

と

常

時

の

交

通

二
六
二

る

。

　

日

蓮

宗

が

京

師

に

入

っ

た

の

は
、ロ

像

が

永

仁

年

間

に

傳

道

し

た

の

ガ

始

ま

り

で
、夫

よ

り

鎌

倉

時

代

の

末

ま

で
、振

は

ず

、衰

へ
す

に

纏

い

て

居

る
、東

方

か

ら

京

都

へ

入

る

の

に
、遠

江
、三

河
、尾

張

等

を

殆

と

素

通

り

に

し

て
、眞

一
文

字

に

京

都

に

突

入

し

た

の

は
、日

本

に

於

て

宗

敏

と

し

て

勢

力

を

得

る

に

は
、ど

う

し

て

も

京

都

と

云

ふ

文

明

の

中

心

を

隔

れ

な

け

れ

ば

な

ら

ぬ

と

云

ふ

こ

と

を

、純

粋

に

關

東

武

な

6

日

蓮

宗

す

ら

も

感

ぜ

ざ

る

を

得

な

か

っ

た

ガ

爲

で

あ

る

ら

し

く

考

へ

ら

る

玉

ガ
.此

時

代

と

両

統

迭

立

の

始

ま

っ

た

時

代

と

大

差

な

き

こ

と

を

考

へ
、而

し

て

両

統

迭

立

と

い

ふ

こ

と

は
、必

し

も

關

東

の

希

望

で

は

な

く
、寧

ろ

關

東

の

方

か

ら

譲

歩

し

た

も

の

と

す

る

時

は
、此

日

蓮

宗

が

京

都

に

入

っ

た

永

仁

正

安

の

頃

と

い

ふ

も

の

は
、鎌

倉

開

府

以

來

勢
….力

を

失

て

腸

つ



た

京

都

の
・日

本

の

中

心

と

し

イ
、
の

債

値

ガ
、丁

度

此

頃

に

回

復

さ

襲

も

の

と

も

考

ふ

る

こ

と

ガ

出

来

る

の

で
、氣

運

の

攣

遷

か

ら

観

察

し

て

鎌

倉

時

代

東

中

の

一
段

落

と

認

む

る

こ

と

畜

来

る

様

に

も

田心
は

れ

　

む

みり
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

日

像

の

京

都

に

於

け

る

活

動

の

影

響

は
、他

の

畿

内

諸

国

に

は

及

ば

な

か

っ

た

ガ
・丹

波

か

ら

若

狭

を

経

イ・
越

前
、加

賀
、能

登

迄

日

像

自

身

か

巡

錫

し

訴

が
見

ゆ

る

の
み

な

ら
ず
、其

弟

子

の
乗

純

及

び

呈

の
能

登

に

於

け

る
、日

揮

の

若

狭

に

於

け

る

布

教
、
い

つ

れ

も

同

系

統

に

属

す

る

も

の

で

あ

る
・
し

て

見

懸

京

都

の

み

な

ら

ず
ボ

山

道
、北

陸

道

に

於

け

る

日

像

の

功

債

は
、顕

著

な

る

も

の

で

あ

"φ
。

.
五

宗

中

最

後

に

現

は

れ

た

時

宗

に

就

い

♂・
之

ち
、
考

察

と

、
も
、前

に

掲

げ

た

原

則

の

術

誤

ら

ざ

る

こ

と

を

示

す

に
充

分

で

あ

る
、
毒

矢

　

　

　

　

鎌

倉
時
代
の
布
敷
と
當
時
の
交
彊

　

　

　

　

　

　

三
三

・一

翼
寒
暑
毫
一

聾



一

盛響
峯

　
ヒ

　

　

　

　

鎌
倉
時
代
の
布
教
と
常
時
の
交
通
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
二
六
四

の

一
宗

を

建

立

し

た

の

は
、近

畿

に

於

て

し

た

の

で

あ

っ

て

而

し

て

此

宗

旨

は
、遊

行

宗

と

稽

す

る

程

あ

っ

て
、遍

歴

化

道

を

主

と

し

て
、千

里

を

遠

し

と

せ

ず

邊

睡

の

地

髪

で

も

普

く

及

ん

で

居

る

け

れ

ど
、其

主

な

る

布

教

地

は

矢

張

關

東

諸

國

で

あ

る

こ

と

は
、二

尉

た

る

他

阿

眞

敏

及

び

同

じ

く

一
遍

の

弟

子

た

る

一
向

上

人

の

活

動

を

見

て

も

明
ノ
か

に

分

か

る
、又

奥

羽

に

於

け

る

時

宗

の

布

教

は
、其

遅

く

起

こ

っ

た

宗

旨

の

割

合

に

し

て

は
、中

々

盛

で
、宗

祖

一
遍

自

身

は

磐

城

岩

代

か

ら

陸

前

邊

迄

遊

行

し

て

居

る

の

み

な

ら

ず
、二

組

眞

教

も

磐

城

殊

に

岩

代

に

布

教

し
、二

甜

の

弟

子

其

阿

彌

は

陸

中

邊

ま

で
、湛

然

は

陸

奥

の

北

端

ま

で

行

っ

て

居

る
、其

外

二
遍

の

弟

子

の

宿

阿

算

道

と

い

ふ

曾

も

陸

中

邊

ま

で

巡

錫

し

た
、又

五

耐

の

安

国

上

人

は

磐

城

よ

り

陸

前

迄

遊

行

し

た
、其

外

時

宗

の

僧

侶

の

出

羽

に

多

く

入

っ

て

布

教

し

た

こ

と

は
、他

宗

の

遠

く

及

ば



ぬ

所

で
、
一
向

上

人

が

岩

代

か

ら

羽

前

に

は

い

っ

た

の

を

始

め

と

し

て

無

阿

相

術
、辮

阿

土

入
、崇

徹
、礎

念
、謹

阿
、向

何

等

羽

前

地

方

に

活

動

し

て

居

る
.而

し

て

此

等

の

僧

侶

ガ
、他

宗

に

於

け

る

ガ

如

く

羽

州

に

入

る

に

越

後

よ

り

せ

ず

し

て
、岩

代

よ

り

直

に

せ

る

の

は
、蓋

し

遊

行

の

名

に

背

か

ず
、天

険

を

も

事

と

せ

ず

し

て
、布

教

し

廻

は

り

し

こ

と

を

徴

す

る

に

足

る

も

の

で

あ

る
。
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
看

・

以

上

は

畿

内

以

東

に

つ

き

て

観

察

し

た

所

の

も

の

で

あ

る

ガ
、今

に

も

述

べ

た

通

り

新

宗

敏

は
、主

力

を

東

園

に

狂

い

だ

の

で

あ

る

か

ら
、畿

内

以

西

に

於

け

る

布

教

的

活

動

は

真

盛

な

鮎

に

於

て

到

底

東

方

と

比

べ

も

の

に

な

ら

ぬ
、然

れ

ど

も

西

園

は

ま

た

西

國

で
、其

布

教

の

径

路

の

・

研

究

に

面

白

い

黙

も

あ

る

か

ら
、
]
通

り

之

を

述

べ

ろ

必

要

ガ

あ

ろ
。

　

東

國

を

説

明

し

た

順

序

に

從

っ

て
、先

づ

浄

土

宗

か

ら

始

む

れ

ば
、京

　

　

　

　

鎌
倉
時
代
の
痛
敢
と
常
時
の
交
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
六
五
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嘱
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二
六
六

師

以

西

に

は

浄

土

宗

が

布
・教

⊥

大

に

重

き

を

措

い

た

と

云

ふ

課

で

は

な

い

け

れ

ど
、元

来

西

國

は

之

を

東

國

に

比

し

て
、京

洛

文

明

の

影

響

を

被

っ

た

こ

と

久

し

く

且

つ

深

い

か

ら
、源

空

の

新

宗

教

は

自

ら

西

方

に

傳

は

ら

ざ

る

を

得

ぬ

次

第

で

あ

る
、け

れ

ど

も

其

傳

播

は

常

時

の

交

通

の

關

係

に

よ

っ

て

規

定

せ

ら

れ

て

居

る

の

は

已

む

を

得

ざ

る

こ

と

で

即

山

陰

道

.で

は
、丹

波

は

直

接

に

京

都

の

波

動

を

受

け

て

居

る

け

れ

ど

も
、丹

後

か

ら

以

西

伯

者

に

至

る

ま

で

は
、鎌

倉

時

代

を

通

じ

て

殆

と

浄

土

宗

の

侵

略

を

蒙

っ

て

居

ら

ぬ
、山

陽

の

播

磨

は

猶

山

陰

の

丹

波

の

如

き

も

の

で

あ

る

が
、美

作

罐

篇

か

ら

西

備

中

に

至

る

ま

で

の

間

も
、山

陰

の

丹

後

以

西

と

同

じ

く

浄

土

宗

の

感

化

を

受

け

て

居

ら

ぬ
、南

海

道

の

紀

伊

は

播

磨

と

同

様

で

あ

る

ガ
、四

囲

に

於

て

は

讃

岐

と

伊

豫

に

浄

、

土

宗

が

傳

は

り
、
こ

れ

と

前

後

し

て

向

ひ

側

な

る

山

陽

道

で

は

備

後

に

.雷電



～

備

は

り
、備

後

か

ら

更

に

出

雲
、石

見

に

流

布

し

て

屠

る
、聖

光

の

弟

子

良

忠

が

中

國

に

布

教

し

た

時

は
、ま

さ

し

く

此

径

路

に

よ

っ

た

も

の

で

あ

る
、又

九

州

に

於

て

豊

前

の

浄

土

宗

は

論

ず

る

に

足

ら

ぬ

に

反

し
、豊

後

に

於

け

る

傳

道

の

跡

見

る

に

足

る

も

の

あ

る

の

は
、豊

後

の

佐

賀

の

關

が

伊

豫

の

佐

田

岬

と

相

封

し
、爾

國

の

交

通

か

甚

頻

繁

で

あ

る

薦

め
で
、

此

等

と

中

國

の

例

井

び

に

北

陸

の

例

を

併

せ

考

ふ

れ

ば
、當

時

の

布

教

は

必

し

も

陸

地

傳

へ

に

の

み

進

ん

だ

も

の

で

な

い

と

云

ふ

こ

と

が

分

か

り
、從

て

當

時

の

日

本

の

主

要

な

る

交

通

線

の

中

に

は

海

路

も

少

か

ら

ず

含

ま

れ

て

居

っ

た

こ

と

が

明

に

な

る
。

　

然

し

な

が

ら

九

州

の

浄

土

宗

の

主

な

る

活

動

は
、此

伊

豫

か

ら

豊

後

に

渡

っ

た

も

の

で

は

な

く
、鎌

倉

時

代

の

始

に

於

て

筑

後

の

善

導

寺

を

根

接

と

し

た

聖

光
、及

び

其

弟

子

蓮

阿

等

の

努

力

に

よ

る

の

で

あ

る
、
こ

　

　

　

　

鎌
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一

　

　

　

　

鎌
倉
時
代
の
布
教
と
當
時

の
交
通
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　二
六
入

れ

ガ

筑

前
、肥

前

、肥

後

と

披

か

つ

た

か
、日

薩

隅

の

三

州

に

は

新

宗

教

の

布

教

者

は

足

を

入

る

玉

こ

と

か

出

来

な

か

っ

た

檬

に

見

え

る
。

　

縄
…
宗

の

山

陰

道

に

落

莫

な

る

は
、浄

土

宗

の

…場

合

と

回

し

で

あ

る
、し

て

見

れ

ば
、丹

後
、但

馬
、因

幡
、伯

者

の

四

ケ

國

は
、京

都

か

ら

左

程

遠

く

な

い

に

も

拘

は

ら

ず
、鎌

倉

時

代

に

は

天

然

の

不

便

か

ら
、自

ら

別

境

を

な

し

て

居

て
、
一

●般

に

注

意

を

惹

く

度

に

於

て
、奥

州

な

ど

に

す

ら

及

ば

な

か

っ

た

の

か

も

知

れ

ぬ

と

思

は

れ

る
、唯

山

陰

道

に

於

て

揮

曾

の

活

動

と

し

て

見

る

に

足

る

も

の

は
、法

燈

図

師

の

弟

子

の

三

光

図

師

の
、鎌

倉

時

代

の

末

に

出

雲

に

活

動

し

た

こ

と

の

み

で

あ

る
、山

陽

道

は

京

都

か

ら

九

州

に

通

ず

る

大

道

で

あ

る

け

れ

ど

も
、浄

土

宗

の

場

合

に

於

て

見

え

た

と

同

様
、當

時

は

九

州

に

赴

く

に

主

と

し

て

海

路

を

利

用

し

た

も

の

玉

如

く

で
、播

磨

を

除

い

て
、其

以

西

備

中

ま

で

は
、あ

ま

い

沸

宗

の

影



諮

響

を

受

け

て

居

ら

ず
、備

後

以

西

に

於

イ
、
始

め

て

其

痕
跡

を

見

"⇔
、三

光

図

師

も

浄

土

曾

と

同

様

備

後

か

ら

出

雲

へ
入

っ

た

ら

し

い
、宗

派

か

ら

云

へ
ば

播

磨

に

は

臨

濟

も

曹

洞

も

混

入

し

て

居

る

け

れ

ど
、纏

以

西

は

臨

濟

の

み

で

あ

っ

た
。

南
海

道

の
甦

恋

云

へ
ば
紀

伊

の
法

燈

図

師

の
外
、伊

豫

に

傳
適

し

董

一
國

師

の

弟

子

の
佛

通

騨

師
、井

び

に

南

山

士

雲
、寒

岩

義

ヂ

あ

る

の

み

で

あ

る
。

九

州

に

於

て

縄

宗

が

他

の

宗

旨

に

比

べ

!し

一
層

の

盛

況

を

口壬
し

イ
、

居

る

の

は
・
こ

れ

は

蓋

し

博

多

が

當

時

支

那

と

の

交

通

の

要

路

5

の
た

っ

て

居

る

所

か

ら

し

て

、渡

唐

曾

や

嚇

化

曾

は
、多

く

は

暫

く

笈

に

滞

留

し
・從

っ

て
・九

州

の

鐸

宗

は

必

し

も

京

都

の

方

か

ら

の

布

教

の

み

に

ト
、

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ヘ　
　
　

セし
バ

ひ
し

ら

ず

に

傳

播

し

た

薦

め

で

あ

ら

う

と

思

は

れ

る
、
で

あ

る

カ

ら

」ノ

少

〆
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暉

宗

の

最

流

行

し

た

の

は

筑

前
、其

次

は

豊

後

で
、肥

前
、肥

後

は

ま

た

其

実

に

位

し

て

居

る
、九

州

の

布

教

に

蓋

力

し

た

灘

曾

の

有

名

な

も

の

は
、

先

づ

榮

西

を

第

一
と

し

て
、
そ

の

外

聖

一
図

師
、大

鷹

國

師

、繭

南

山

士

雲
、

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

勘≧

及

び

寒

岩

義

タ

な

ど

で

あ

る
、寒

岩

は

南

山

士

雲

と

似

て
、東

園

を

も

風

化

し

た

の

み

な

ら

ず
、西

國

に

も

巡

錫

℃

て

居

る
、即

南

山

同

様

伊

豫

に

布

教

し
、そ

れ

か

ら

九

州

に

渡

っ

た
、但

し

南

山

は

肥

前

筑

前

に

傳

適

し

た

け

れ

ど

も
、寒

岩

は

其

弟

子

鐵

山

等

と

共

に
、專

ら

豊

後

、肥

後

の

布

教

に

霊

力

を

し

た
、さ

れ

ば

繹

宗

が

豊

後

に

盛

で
、隣

り

の

豊

前

に

蓼

々

と

し

て

居

る

の

は

伊

豫

か

ら

の

交

通

の

關

係

か

ら

怪

む

に

足

ら

ぬ

の

で

あ

る
、而

し

て

寒

岩

は

道

元

の

弟

子

で

あ

る

か

ら
、豊

後

と

肥

後

と

に

は

筑

前

に

比

べ

て

曹

洞

が

多

い

の

で

あ

る
、其

外

大

鷹

は

主

と

し

て

力

を

筑

前

に

注

い

で

居

る
。



　

　

時

代

を

以

て

す

れ

ば
、九

州

の

灘

宗

は

仁

治

建

長

の

聞

筑

前

に

盛

に

豊

後

よ

り

進

ん

で

爾

肥

に

及

ん

だ

の

は
、鎌

倉

の

末

六

十

年

位

の

問

の

こ

と

で

あ

る
。

　

眞

宗

が

京

師

以

西

に

及

ぼ

し

た

影

響

は
、頗

る

稀

薄

な

状

態

で

鎌

倉

時

代

を

終

っ

た
、但

し

こ

れ

は

さ

す

が

氾

濫

的

傳

播

を

な

す

宗

旨

だ

け

あ

っ

て

薬

事

の

如

き

は

近

畿

布

教

の

序

に

但

馬

へ
も

入

っ

た

様

で

あ

る
、し

か

し

因

幡

や

伯

者

に

眞

宗

か

殆

と

入

ら

な

か

っ

た

の

は
、浄

土

や

琿

と

同

様

で

あ

る
、山

陽

道

に

於

て

は

播

磨

に

少

し

く

入

っ

た

外

に

は

や

は

り

備

後

を

中

心

と

し

て

備

中

安

藝

の

二

國

に

及

ん

だ

の

み

で

あ

る
、此

眞

宗

の

備

後

に

於

け

る

布

教

は

專

ら

親

鷺

の

弟

子

明

光

既

螺

寺

の
霊

力

に

よ

る

も

の

で
、明

光

は

眞

宗

に

は

珍

ら

し

く

遍

歴

布

教

を

し

た

人

で

あ

る
、軍

に

山

陽

の

み

な

ら

ず
、山

陰

の

出

雲

も

亦

明

光

の

手

に
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