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の
よ
う
に
日
本
仏
教
は
、
鎌
倉
期
に
盛
ん
に
な
っ
た
禅
お
よ
び
法
然
・
親
鸞
の
浄
土
系
思
想

が
と
も
に
無
戒
の
立
場
を
宣
揚
す
る
こ
と
を
通
し
て
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
転
換
を
と
げ
、
一
つ
の

頂
点
に
上
り
つ
め
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
こ
に
仏
教
の
奥

義
「
煩ぼ

ん

悩の
う

即そ
く

菩ぼ

提だ
い

」
が
現
実
の
も
の
と
な
っ
た
か
ら
で
す
。

渋
柿
の　

そ
の
ま
ま
甘
し　

吊
る
し
柿
。

第
一
七
話　

蛸
を
食
っ
て
お
ら
ぬ
（一
休
）

一
休
さ
ん
は
蛸た
こ

が
好
物
で
あ
っ
た
。
あ
る
日
、自
坊
で
蛸
を
た
ら
ふ
く
食
べ
た
後
、

檀
家
に
出
か
け
て
行
き
、
そ
こ
で
具
合
が
わ
る
く
な
っ
て
吐
い
て
し
ま
わ
れ
た
。

そ
れ
を
見
た
檀
家
の
人
た
ち
は
、「
一
休
和
尚
は
仏
様
の
よ
う
に
思
っ
て
い
ま
し

た
が
、蛸
を
召
し
上
が
る
と
は
生
臭
坊
主
で
す
な
あ
」と
、嘲
り
笑
っ
た
。
す
る
と
、

一
休
は
少
し
も
騒
が
ず
、「
わ
し
は
蛸
は
食
べ
て
お
ら
ん
」
と
言
い
張
っ
た
。
亭

主
が
、「
口
か
ら
吐
き
出
し
た
も
の
を
食
わ
ぬ
と
言
い
張
り
な
さ
る
か
」
と
、
追

い
打
ち
を
か
け
る
と
、
一
休
の
言
う
に
、「
浄
土
教
の
善ぜ

ん

導ど
う

大だ
い

師し

は
阿
弥
陀
を
食

べ
た
こ
と
は
な
い
が
、
口
か
ら
阿
弥
陀
三
尊
が
出
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
。
善
導
さ

ん
で
さ
え
、
食
べ
な
い
け
れ
ど
も
、
口
か
ら
出
る
阿
弥
陀
様
を
お
さ
え
ら
れ
な

い
。
ま
し
て
わ
た
し
の
よ
う
な
愚
僧
が
、
食
べ
な
い
が
、
口
か
ら
蛸
が
出
る
と
は
、
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さ
ら
に
仕
方
の
な
い
こ
と
じ
ゃ
」。

（
三
瓶
達
司
＋
禅
文
化
研
究
所
編
『
一
休
ば
な
し
集
成
』）

こ
の
話
を
い
わ
ゆ
る
頓と

ん

知ち

ば
な
し
と
だ
け
見
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
禅
の
立
場
で
見
れ
ば
、

一
休
さ
ん
の
主
張
は
間
違
っ
て
は
い
な
い
の
で
す
。
一
休
さ
ん
は
蛸
を
食
べ
て
も
実
は
食
べ

て
お
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
す
。
そ
の
わ
け
は
、
食
べ
る
と
き
は
食
事
三
昧
、
食
べ
る
こ
と
も

忘
れ
る
の
が
禅
者
の
行
き
方
だ
か
ら
で
す
。
禅
僧
は
お
酒
も
よ
く
嗜
み
ま
す
。
酒
の
こ
と
を

般は
ん

若に
ゃ

湯と
う

（
智
慧
の
涌
く
湯
）
と
呼
ん
だ
り
し
て
い
ま
す
。
飲
む
と
口
が
滑
ら
か
に
な
る
か
ら

で
し
ょ
う
。
た
だ
し
、「
酒
は
量
な
し
」
で
あ
っ
て
も
、「
乱
に
及
ば
ず
」
で
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。
酔
っ
ぱ
ら
っ
て
羽
目
を
外
す
こ
と
は
、
見
て
い
て
格
好
の
よ
い
も
の
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。

頓
知
と
頓
悟

檀
家
さ
ん
に
責
め
ら
れ
て
、
一
休
さ
ん
が
持
ち
出
し
た
言
い
訳
の
部
分
は
得
意
の
頓
知
の

部
類
に
属
し
ま
し
ょ
う
。
頓
知
の「
頓
」は「
す
ぐ
に
、急
に
、に
わ
か
に
」の
意
味
で
、「
漸
」（
よ
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う
や
く
、
し
だ
い
に
）
に
対
し
て
使
わ
れ
ま
す
。
禅
の
世
界
で
は
、「
直
覚
的
に
得
ら
れ
た
悟

り
」
の
こ
と
を
「
頓と

ん

悟ご

」、「
順
序
次
第
を
経
て
得
ら
れ
た
悟
り
」
を
「
漸ぜ

ん

悟ご

」
と
い
っ
て
区

別
し
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、「
と
っ
さ
の
知
恵
、
機
知
」
と
説
明
さ
れ
る
い
わ
ゆ
る
頓
知

は
頓
悟
と
似
て
い
ま
す
が
、
普
通
の
場
合
、
頓
知
が
有
心
か
ら
出
た
知
恵
で
あ
る
の
に
対
し

て
、頓
悟
は
無
心
か
ら
出
た
直
接
智（
直
覚
）で
あ
る
点
に
お
い
て
決
定
的
に
違
っ
て
い
ま
す
。

一
休
さ
ん
と
蓮れ
ん

如に
ょ

上し
ょ
う

人に
ん

善ぜ
ん

導ど
う

大だ
い

師し

（
六
一
三
―
六
八
一
）
は
中
国
、
唐
初
の
僧
で
浄
土
教
の
大
成
者
で
す
。
日
本

の
法
然
・
親
鸞
に
多
大
の
影
響
を
あ
た
え
ま
し
た
。
善
導
は
も
ち
ろ
ん
阿
弥
陀
を
食
べ
た
こ

と
な
ど
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
口
か
ら
自
然
に
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
念
仏
が
出
た
と

い
う
意
味
で
す
。
一
休
さ
ん
は
浄
土
真
宗
の
中
興
の
祖
で
あ
る
蓮
如
上
人
（
一
四
一
五
―
一

四
九
九
）
と
親
交
の
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
一
休
さ
ん
の
善
導
大
師
へ
の
言
及

に
は
そ
の
よ
う
な
背
景
も
考
慮
に
入
れ
て
お
い
て
よ
い
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
一
休
さ
ん
に

は
、

わ
け
の
ほ
る　

ふ
も
と
の
道
は　

お
ほ
け
れ
と

　
　
　
　
　

お
な
し
高
ね
の　

月
を
こ
そ
見
れ

と
い
う
歌
に
も
示
さ
れ
て
い
ま
す
よ
う
に
、
宗
派
に
囚
わ
れ
な
い
寛
容
の
心
が
も
と
も
と

あ
っ
た
よ
う
で
す
。

一
休
さ
ん
の
「
蛸
を
食
っ
て
お
ら
ぬ
」
の
話
に
因
ん
で
、一
つ
公
案
を
引
い
て
お
き
ま
し
ょ

う
。「

或わ
く

庵あ
ん

曰
く
、
西さ

い

天て
ん

の
胡こ

子し

、
甚な

ん

に
因よ

っ
て
か
鬚ひ

げ

無な

き
（
達
磨
さ
ん
に
は
ど
う
し
て
鬚
が
な

い
の
で
す
か
）」（『
無
門
関
』
第
四
則
）。
さ
あ
、
皆
さ
ん
は
ど
う
答
え
ま
す
か
。
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第
一
八
話　

わ
し
ん
と
こ
の
肉
は
す
べ
て
上
等
じ
ゃ
（盤
山
）

盤ば
ん

山ざ
ん

宝ほ
う

積
し
ゃ
く

禅
師
が
一
日
、
街
に
出
て
肉
屋
の
前
を
通
り
か
か
っ
た
と
こ
ろ
、
ひ

と
り
の
客
が
肉
屋
の
前
で
、「
上
等
の
肉
を
一
斤
も
ら
い
た
い
」
と
、
注
文
し
て

い
る
と
こ
ろ
に
出
く
わ
し
た
。
す
る
と
突
然
、
肉
屋
の
主
人
は
叉し

ゃ

手し
ゅ

し
て
、「
わ

し
ん
と
こ
の
肉
は
す
べ
て
上
等
じ
ゃ
」
と
言
っ
て
の
け
た
。
盤
山
は
そ
れ
を
聞

い
て
悟
り
を
ひ
ら
い
た
。

（『
五
灯
会
元
』
巻
三
）

叉し
ゃ

手し
ゅ

当と
う

胸
き
ょ
う

叉
手
、
す
な
わ
ち
叉
手
当
胸
（
胸
の
上
で
両
手
を
重
ね
る
）
は
無
字
の
形
姿
と
さ
れ
、
無

の
体
得
を
め
ざ
す
雲う

ん

水す
い

（
禅
の
修
行
僧
）
は
立
っ
て
い
た
り
歩
い
た
り
す
る
時
に
は
、
手
を

ぶ
ら
ぶ
ら
さ
せ
ず
、
叉
手
当
胸
す
る
こ
と
が
作
法
と
な
っ
て
い
ま
す
。
雲
水
が
手
を
ぶ
ら
ぶ

ら
さ
せ
て
歩
い
て
い
る
姿
は
い
か
に
も
だ
ら
し
な
く
見
え
ま
す
が
、
反
対
に
叉
手
当
胸
し
て

い
る
姿
を
見
ま
す
と
、
心
が
一
点
に
集
中
し
た
緊
張
感
が
伝
わ
っ
て
き
て
、
思
わ
ず
こ
ち
ら

も
し
ゃ
ん
と
し
た
気
持
ち
に
さ
せ
ら
れ
る
も
の
で
す
。

こ
の
話
の
ミ
ソ
は
、
肉
屋
の
主
人
が
叉
手
当
胸
を
し
て
客
に
対
応
し
た
と
こ
ろ
に
あ
り
そ

う
で
す
。
つ
ま
り
主
人
は
無
に
な
っ
て
「
わ
し
ん
と
こ
の
肉
は
す
べ
て
上
等
じ
ゃ
」
と
言
っ

た
わ
け
で
す
が
、
無
に
な
っ
て
い
た
以
上
、
一
切
の
分
別
や
差
別
は
超
え
ら
れ
て
い
た
こ
と

に
な
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
そ
こ
で
は
肉

の
質
に
関
し
て
も
上
等
下
等
の
沙
汰
は
な

く
な
り
ま
す
。
盤
山
は
そ
の
辺
の
消
息
に

う
な
ず
く
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
に
違
い
あ
り

ま
せ
ん
。
後
に
な
っ
て
、
そ
の
客
は
「
わ

し
は
つ
ま
ら
ん
こ
と
を
言
う
て
し
も
う
た

わ
い
」
と
悔
い
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。
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古
本
屋
で
の
経
験

わ
た
し
に
も
こ
れ
に
少
し
だ
け
似
た
経
験
が
あ
り
ま
す
。
学
生
の
頃
で
し
た
。
大
阪
の
天

満
橋
近
く
に
、
と
き
ど
き
覗
く
洋
書
専
門
の
古
本
屋
が
あ
り
ま
し
た
。
洋
書
の
場
合
、
そ
の

タ
イ
ト
ル
を
判
読
し
よ
う
と
す
る
に
は
、
横
文
字
で
す
か
ら
、
こ
ち
ら
の
首
を
横
に
傾
け
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
長
く
そ
う
や
っ
て
い
る
と
首
や
肩
も
凝
っ
て
き
ま
す
。
あ
る
と
き
、

そ
ん
な
こ
と
を
し
て
い
る
う
ち
に
疲
れ
て
き
て
、
面
倒
く
さ
く
な
っ
た
も
の
で
す
か
ら
、
店

の
主
人
に
「
何
か
面
白
い
本
は
あ
り
ま
せ
ん
か
」
と
つ
い
横
着
を
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
す

る
と
、
薄
暗
い
奥
の
方
か
ら
返
っ
て
き
た
店
主
の
返
事
が
、
先
の
肉
屋
の
主
人
と
似
て
い
て
、

「
う
ち
に
は
面
白
く
な
い
本
な
ん
か
お
い
て
お
ま
へ
ん
」
と
、
大
阪
弁
で
の
ひ
ど
い
し
っ
ぺ

返
し
。
ま
だ
生
意
気
盛
り
の
若
造
に
す
ぎ
な
か
っ
た
当
時
の
わ
た
し
は
、
そ
の
言
葉
に
ぎ
ゃ

ふ
ん
と
言
わ
さ
れ
て
、
す
ご
す
ご
と
そ
の
店
を
出
て
い
っ
た
も
の
で
し
た
。
も
し
あ
の
時
、

店
の
主
人
が
叉
手
当
胸
し
て
い
た
ら
と
今
は
夢
想
し
ま
す
が
、
万
が
一
、
そ
の
よ
う
な
こ
と

が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
あ
の
頃
の
わ
た
し
で
は
と
て
も
契
合
す
る
こ
と
は
か
な
わ
な
か
っ
た

で
し
ょ
う
。

第
一
九
話　

庵
を
焼
く
（婆
子
）

昔
、
あ
る
老
婆
が
い
つ
も
十
六
く
ら
い
の
娘
に
飯
を
運
ば
せ
て
、
ひ
と
り
の
庵

主
を
二
十
年
も
の
間
、
供
養
し
つ
づ
け
た
。
あ
る
日
娘
に
、
庵
主
を
抱
き
し
め

て
「
こ
の
よ
う
な
と
き
は
如
何
で
ご
ざ
い
ま
す
か
」
と
問
わ
せ
る
よ
う
に
し
た
。

す
る
と
、
庵
主
は
、「
古こ

木ぼ
く

寒か
ん

巌が
ん

に
倚よ

り
、
三さ
ん

冬と
う

暖だ
ん

気き

な
し
（
古
木
が
寒
巌
に
寄
り

か
か
っ
た
、
暖
気
の
な
い
真
冬
の
よ
う
な
境
地
だ
）」
と
答
え
た
。
娘
か
ら
そ
の
答
え

を
聞
い
た
老
婆
は
、「
わ
た
し
は
二
十
年
も
の
間
、
た
だ
ひ
と
り
の
俗
漢
を
供
養

し
た
だ
け
だ
っ
た
」
と
言
っ
て
、
庵
主
を
追
い
出
し
、
庵
を
焼
き
払
っ
た
。

（『
五
灯
会
元
』
巻
六
）

こ
の
話
は
「
婆ば

子す

焼し
ょ
う

庵あ
ん

」
の
名
で
知
ら
れ
、
公
案
の
一
つ
と
な
っ
て
い
ま
す
。
話
中
の


