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弘
長
二
年
の
鎌
倉
仏
教 

 

聖
人
が
伊
豆
の
伊
東
に
法
華
経
の
故
に
流
人
の
生
活
を
送
る
と
い
う
、
仏
教
史
上
未
曾
有
の
宗
教
的
生
活
を
営 

 
 
 

ん
で
お
っ
た
時
に
、
日
本
の
仏
教
界
は
ど
う
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
鎌
倉
の
仏
教
界
に
ど
ん
な
こ
と
が
あ
っ
た
か
を 

 
 
 

述
べ
る
の
も
、
聖
人
の
法
華
経
生
活
と
対
比
し
て
む
だ
で
は
な
い
と
思
う
の
で
あ
る
。 

 

聖
人
は
伊
豆
の
伊
東
に
は
弘
長
元
年
の
四
十
歳
よ
り
弘
長
三
年
二
月
に
い
た
る
約
一
か
年
と
八
か
月
の
流
人
生 

 
 
 

活
を
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。 

 

四
恩
抄
は
弘
長
二
年
の
正
月
の
述
作
で
あ
る
が
、
弘
長
二
年
と
い
う
年
は
、
仏
教
界
に
大
き
な
出
来
事
が
二
つ 

 
 
 

あ
っ
た
。 

 

一
つ
は
親
鸞
上
人
の
入
滅
で
あ
る
。
日
蓮
聖
人
の
御
遺
文
中
に
は
親
鸞
上
人
に
言
及
し
た
と
こ
ろ
は
一
か
所
も 

 
 
 

な
い
。
法
門
の
上
か
ら
い
え
ば
そ
の
師
匠
た
る
法
然
上
人
を
破
折
し
て
お
る
か
ら
、
親
鸞
上
人
に
言
及
す
る
要
は 

 
 
 

な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
四
恩
抄
の
中
に
「
世
末
に
な
り
て
候
へ
ば
妻
子
を
帯
し
て
侯
比
丘
も
人
の
帰
依 

 
 
 

を
う
け
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
が
親
鸞
上
人
の
こ
と
を
指
し
た
の
で
あ
る
と
い
え
ば
い
え
な
い
こ
と
も
な
い
が
、
御 
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遺
文
中
に
は
親
鸞
上
人
に
言
及
し
た
個
所
は
な
い
。
元
亭
釈
書
と
い
う
、
わ
が
国
に
仏
教
渡
来
以
後
、
元
亨
年
間 

 
 
 

ま
で
の
七
百
年
間
に
お
け
る
高
僧
の
事
蹟
、
仏
教
の
史
実
を
記
し
た
書
物
に
、
親
鸞
上
人
の
こ
と
が
の
っ
て
お
ら 

 
 
 

な
い
の
で
、
一
時
は
親
鸞
上
人
の
存
在
を
否
定
す
る
説
ま
で
で
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
史
上
の
人
物
を
抹 

 
 
 

殺
す
る
こ
と
の
流
行
し
た
時
代
の
余
波
で
あ
っ
て
、
今
は
も
っ
と
研
究
が
す
す
ん
で
い
る
の
で
そ
う
い
う
こ
と
は 

 
 
 

な
い
。
但
し
聖
人
の
時
代
に
は
親
鸞
上
人
は
今
の
真
宗
の
人
が
考
え
る
程
、
え
ら
い
人
で
は
な
か
っ
た
ら
し
く
、 

 
 
 

俗
人
の
間
に
は
い
っ
て
お
っ
た
の
で
、
聖
人
の
論
評
も
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
聖
人
が
、
伊
豆
の
伊
東 

 
 
 

に
流
人
の
生
活
を
な
さ
っ
て
お
っ
た
弘
長
二
年
の
十
一
月
二
十
八
日
に
親
鸞
上
人
が
入
寂
し
て
い
る
こ
と
は
、
こ 

 
 
 

こ
に
記
述
し
て
お
い
て
も
無
駄
で
は
な
い
と
思
う
。 

 

さ
て
も
う
一
つ
の
重
大
な
る
出
来
事
が
あ
る
。 

 

念
仏
無
間
、
禅
天
魔
、
真
言
亡
国
、
律
国
賊
と
は
聖
人
の
有
名
な
る
四
つ
の
格
言
で
あ
る
が
、
律
国
賊
と
聖
人 

 
 
 

が
い
わ
れ
た
律
宗
の
僧
侶
は
、
鎌
倉
の
極
楽
寺
の
良
観
を
当
面
の
人
と
し
て
お
る
の
で
あ
る
。
そ
の
良
観
は
弘
長 

 
 
 

元
年
に
鎌
倉
に
律
を
弘
め
る
た
め
に
き
た
り
、
文
永
四
年
に
は
、
聖
人
を
伊
豆
の
伊
東
へ
流
罪
す
る
た
め
に
運
動 

 
 
 

し
た
北
条
重
時
を
埋
め
た
極
楽
寺
に
住
し
た
の
で
あ
る
。 

「
良
観
が
ざ
ん
そ
に
よ
っ
て
、
日
蓮
聖
人
を
佐
渡
に
配
流
し
奉
り
侯
」
と
は
頼
基
陳
状
に
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る 

 
 
 

が
、
聖
人
を
伊
豆
へ
流
罪
し
た
重
時
の
菩
提
所
の
住
職
が
、
八
年
後
に
は
聖
人
を
佐
渡
へ
流
罪
す
る
こ
と
に
運
動 

 
 
 

し
た
の
も
不
思
議
な
因
縁
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。 
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そ
の
良
観
の
師
匠
た
る
叡
尊
は
弘
長
二
年
二
月
二
十
七
日
に
鎌
倉
に
き
て
八
月
十
五
日
ま
で
鎌
倉
に
滞
在
し
た 

 
 
 
 

の
で
あ
る
。 

 

叡
尊
は
蒙
古
襲
来
の
弘
安
四
年
に
敵
国
降
伏
を
祈
禱
し
て
効
験
が
あ
っ
た
と
さ
れ
、
そ
の
功
を
賞
せ
ら
れ
て
、 

 
 
 

所
望
は
な
い
か
と
い
わ
れ
た
時
に
「
わ
れ
本
よ
り
望
な
し
、
た
だ
天
下
の
酒
を
止
む
る
こ
と
三
日
に
し
て
可
な 

 
 
 

り
」
と
い
っ
た
の
で
、
お
上
の
命
令
を
も
っ
て
、
酒
屋
の
酒
が
め
を
全
部
ぶ
ち
こ
わ
し
て
し
ま
っ
た
。 

 

酒
は
り
ん
り
ん
と
し
て
流
れ
、
人
間
は
の
む
こ
と
が
で
き
な
い
の
だ
か
ら
、
鶏
や
犬
が
酒
を
の
ん
で
大
い
に
酔 

 
 
 

っ
た
と
本
に
書
い
て
あ
る
。
こ
れ
を
聖
人
の
「
た
だ
女
房
と
酒
う
ち
の
み
て
南
無
妙
法
蓮
華
経
と
と
な
へ
給
へ
。 

 
 
 

苦
を
ば
苦
と
さ
と
り
楽
を
ば
楽
と
ひ
ら
き
、
苦
楽
と
も
に
思
い
合
わ
せ
て
南
無
妙
法
蓮
華
経
と
う
ち
と
な
へ
ゐ
さ 

 
 
 

せ
給
へ
。
こ
れ
あ
に
自
受
法
楽
に
あ
ら
ず
や
」
（
全
集
一
一
四
三
ペ
ー
ジ
）
と
四
条
金
吾
殿
に
教
示
し
た
こ
と
を 

 
 
 

思
う
と
、
天
地
雲
泥
の
相
違
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。 

 

律
宗
の
僧
侶
は
国
師
を
も
っ
て
任
じ
て
お
っ
た
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
鶏
や
犬
に
酒
を
の
ま
せ
る
よ
う
な
の
は
国 

 
 
 

師
ど
こ
ろ
か
国
賊
で
あ
る
と
聖
人
が
叱
咤
し
た
の
で
あ
る
。 

 

こ
の
叡
尊
は
、
聖
人
が
伊
豆
の
伊
東
に
あ
っ
た
弘
長
二
年
に
鎌
倉
に
き
て
律
宗
を
弘
め
授
戒
し
た
の
で
あ
る
。 

 
 
 

鎌
倉
に
お
け
る
貴
賤
男
女
受
戒
聴
講
の
人
び
と
ぱ
大
変
な
人
数
に
の
ぼ
り
、
評
定
衆
大
名
奉
行
の
一
族
、
あ
る 

 
 
 
 

い
は
ま
た
遠
国
か
ら
く
る
者
は
そ
の
数
五
千
九
十
四
人
と
あ
る
書
に
の
せ
、
あ
る
い
は
ま
た
一
万
人
に
も
及
ん
だ 

 
 
 

と
の
せ
る
書
物
も
あ
る
の
で
あ
る
。 
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弘
長
二
年
の
七
月
十
三
日
、
北
条
時
頼
は
叡
尊
の
滞
在
し
て
お
る
寺
を
訪
ず
ね
た
。 

 
何
故
の
訪
問
か
と
の
叡
尊
の
問
い
に
対
し
て
、
時
頼
の
返
答
が
本
当
の
こ
と
を
い
っ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
に
引 

 
 
 

用
し
て
お
く
。 

 

時
頼
答
え
て
曰
く
「
か
た
じ
け
な
く
も
不
肖
の
身
を
も
っ
て
、
征
夷
の
権
を
執
り
（
こ
れ
を
略
し
て
執
権
職
と 

 
 
 

い
う
の
で
あ
る
）
外
出
の
こ
と
は
危
険
極
ま
り
も
な
く
競
々
の
思
い
薄
氷
を
ふ
む
が
如
く
で
あ
る
」
云
々
と
い
っ 

 
 
 

て
い
る
。
相
手
が
僧
侶
な
の
で
本
当
の
こ
と
を
訴
え
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
わ
れ
わ
れ
の
考
え
て
い
る
執
権
職
と
大 

 
 
 

分
違
う
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。 

 

さ
て
、
何
故
戦
々
競
々
の
思
い
で
あ
る
自
分
が
尋
ね
た
か
と
い
え
ば
、
授
戒
を
願
う
た
め
で
あ
る
と
い
っ
た
の 

 
 
 

で
あ
る
。
叡
尊
は
そ
ん
な
様
子
で
は
来
る
の
が
大
変
で
あ
ろ
う
か
ら
、
自
分
の
方
か
ら
出
掛
け
て
い
っ
て
授
戒
し 

 
 
 

て
や
る
と
い
っ
て
、
七
月
十
八
日
に
、
時
頼
の
屋
敷
に
お
も
む
い
た
の
で
あ
る
。
授
戒
が
終
っ
て
か
ら
後
で
し
ば 

 
 
 

ら
く
談
話
を
し
、
退
出
の
時
は
、
時
頼
は
庭
に
お
い
て
こ
れ
を
見
送
る
こ
と
し
ば
し
、
叡
尊
が
門
を
出
た
後
、
始 

 
 
 

め
て
座
に
つ
い
た
と
い
う
程
て
い
ね
い
を
極
め
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

 

こ
れ
を
も
っ
て
み
て
も
叡
尊
の
得
意
、
ま
た
わ
ざ
わ
ざ
京
都
か
ら
師
匠
の
叡
尊
を
鎌
倉
に
よ
ん
だ
、
極
楽
寺
良 

 
 
 

観
の
得
意
や
お
も
う
べ
し
で
あ
る
。
後
年
祈
雨
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
聖
人
に
負
け
た
良
観
が
、
聖
人
を
佐
渡
に
流 

 
 
 

す
程
の
運
動
が
出
来
た
の
も
故
な
し
と
し
な
い
の
で
あ
る
。 


