
日
本
佛
教
史
の
上
で
鎌
倉
時
代
の
占
め
る
比
重
は
極
め
て
大
き
い
。
著

者
・
戸
頃
重
基
氏
が
こ
の
ほ
ど
世
に
問
わ
れ
た
本
書
は
、
い
わ
ゆ
る
鎌
倉

新
佛
教
と
呼
ば
れ
る
意
義
深
い
現
象
を
支
え
る
三
人
の
顕
著
な
人
物
と
し

て
親
鴬
・
道
元
・
日
蓮
を
選
び
、
夫
点
の
思
想
的
意
義
と
生
涯
を
探
り
、

後
世
に
与
え
た
さ
ま
ざ
ま
な
影
響
を
、
頗
る
批
判
的
な
筆
致
で
叙
述
し
て

い
る
。
著
者
の
「
ま
え
が
き
」
に
よ
れ
ば
、
こ
の
三
者
が
特
に
選
ば
れ
た

理
由
は
、
「
彼
ら
三
人
の
信
仰
と
思
想
の
体
系
に
ふ
く
ま
れ
た
豊
か
な
価

値
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
制
約
と
限
界
を
も
ち
な
が
ら
も
、
現
代
の
時
点
か
ら

も
、
客
観
的
な
一
評
価
に
た
え
ら
れ
る
か
ら
」
で
あ
る
と
言
う
。
ま
た
著
者

は
「
親
鴬
の
杼
情
的
な
人
間
性
と
愛
欲
と
の
葛
藤
、
日
本
人
に
は
珍
ら
し

い
道
元
の
深
い
論
理
の
思
索
、
そ
し
て
日
蓮
の
苛
酷
な
受
難
の
生
涯
に
お

け
る
自
己
形
成
へ
の
ひ
た
む
き
な
蒋
闘
は
、
た
だ
こ
の
こ
と
だ
け
を
と
り

あ
げ
て
も
、
数
世
紀
の
時
間
の
距
離
を
こ
え
て
現
代
に
訴
え
る
。
親
鴬
・

道
元
・
日
蓮
の
三
人
に
よ
っ
て
鎌
倉
佛
教
は
思
想
の
豊
か
さ
を
増
し
、
こ

れ
ま
で
の
庶
民
不
在
の
日
本
佛
教
に
、
は
じ
め
て
庶
民
が
救
い
の
正
客
と

し
て
招
か
れ
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
言
葉
か
ら
わ
れ
わ
れ
は
著

戸
頃
重
基
著

「
鎌
倉
佛
教
」

ｌ
親
鴬
と
道
元
と
日
蓮
Ｉ坂

東
性
純

者
が
鎌
倉
佛
教
を
歴
史
の
一
時
期
に
お
い
て
の
み
捉
え
よ
う
と
し
て
い
る

の
で
は
な
く
、
そ
の
意
義
の
今
日
的
な
時
点
か
ら
の
再
評
価
を
試
み
よ
う

と
し
て
い
る
こ
と
を
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
れ
ま
で
に
同
様
な
主
題
の
下
に
書
か
れ
た
書
物
に
増
谷
文
雄
博
士
の

「
親
鷺
・
道
元
・
日
蓮
」
（
日
本
歴
史
新
書
）
が
あ
る
が
、
そ
れ
と
本
書

と
の
間
に
は
か
な
り
対
照
的
な
点
が
見
ら
れ
る
。
前
者
の
叙
述
は
三
者
を

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
並
行
的
に
記
し
て
お
り
、
著
者
の
主
題
に
対
す
る
態

度
は
か
な
り
控
え
目
で
あ
る
。
そ
れ
に
前
者
は
法
然
と
親
鴬
と
を
不
可
分

の
関
係
に
見
て
、
道
元
・
日
蓮
の
二
者
よ
り
は
、
法
然
・
親
鴬
の
叙
述
に

比
較
的
多
く
の
頁
を
割
い
て
お
り
、
次
い
で
分
量
的
に
は
道
元
・
日
蓮
の

順
に
と
り
扱
っ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
増
谷
博
士
は
か
な
り
浄
土
教
を
重

視
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
れ
に
反
し
て
本
書
で
は
、
「
ま
え
が

き
」
の
末
に
著
者
自
身
の
。
へ
て
い
る
よ
う
に
、
「
鎌
倉
佛
教
の
批
判
的
な

概
論
書
」
と
し
て
の
色
彩
が
濃
厚
で
、
各
所
に
著
者
の
史
観
か
ら
由
来
す

る
思
い
切
っ
た
価
値
評
価
が
な
さ
れ
て
お
り
、
三
人
の
宗
教
者
の
さ
ま
ざ

ま
な
主
題
に
対
す
る
態
度
を
縦
横
に
、
か
な
り
深
く
立
ち
入
っ
て
、
引
用

し
、
相
互
に
対
照
さ
せ
て
い
る
。
従
っ
て
人
物
に
よ
っ
て
別
宍
の
平
行
的

説
き
方
は
な
さ
れ
ず
、
問
題
別
の
詳
細
な
、
ク
ロ
ス
・
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
式

の
叙
述
で
一
貫
し
て
い
る
。
本
書
で
は
殊
に
日
蓮
に
置
か
れ
て
い
る
ウ
エ

イ
ト
が
重
い
点
が
目
立
ち
、
親
鷲
・
道
元
が
そ
れ
に
次
い
で
い
る
。

全
体
は
四
章
に
分
た
れ
、
１
日
本
佛
教
の
夜
明
け
、
２
信
仰
の
証
を
求

め
て
、
３
さ
と
り
と
愛
欲
の
相
剋
、
４
法
灯
の
ゆ
く
え
、
と
な
っ
て
い
る
。

第
一
章
に
お
い
て
は
日
本
に
佛
教
が
渡
来
し
て
か
ら
鎌
倉
時
代
に
至
る

ま
で
の
簡
潔
な
史
的
叙
述
が
な
さ
れ
、
聖
徳
太
子
、
聖
武
天
皇
、
光
明
皇

甲つ
ノ公



后
、
最
澄
、
空
海
、
空
也
、
源
信
等
の
事
蹟
を
、
日
本
歴
史
の
政
治
的
変

遷
と
共
に
辿
り
、
殊
に
各
時
代
の
庶
民
の
生
き
方
を
常
に
念
頭
に
置
い
て
、

こ
れ
迄
の
貴
族
、
僧
侶
、
政
治
家
等
上
層
階
級
の
み
か
ら
成
る
歴
史
を
斥

け
、
鎌
倉
佛
教
出
現
の
背
景
を
手
際
よ
く
描
写
し
て
い
る
。

著
者
は
こ
の
章
の
末
尾
で
法
然
・
親
購
・
道
元
・
日
蓮
の
四
者
が
当
時

の
日
本
佛
教
学
の
中
心
地
・
比
叡
山
に
お
い
て
夫
盈
学
ん
だ
事
実
に
殊
に

注
目
し
、
就
中
在
山
二
十
年
に
亘
る
親
鷺
の
比
叡
に
お
け
る
修
学
期
間
が

四
者
の
中
最
も
長
か
っ
た
事
実
や
、
比
叡
に
は
じ
め
て
登
山
し
た
年
齢
が
、

法
然
十
三
歳
、
親
鴬
が
九
歳
、
道
元
十
三
歳
に
比
、
へ
、
日
蓮
が
す
で
に
二

十
一
歳
に
達
し
て
い
た
事
実
等
を
挙
げ
、
比
叡
山
を
遂
に
は
見
棄
て
た
他

三
者
に
比
べ
、
日
蓮
が
比
叡
山
を
離
れ
て
も
、
比
叡
山
の
利
害
を
代
弁
し

て
い
た
と
述
ゞ
へ
て
い
る
。
そ
し
て
日
蓮
の
か
出
る
態
度
は
、
最
澄
へ
の
ひ

た
む
き
な
畏
敬
の
心
情
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
し
、
「
伝
教
大
師
は
其
功

を
論
ず
れ
ば
、
龍
樹
・
天
親
に
も
き
こ
え
、
天
台
・
妙
楽
に
も
勝
れ
て
お

わ
し
ま
す
聖
人
な
り
」
と
か
「
こ
の
日
本
国
は
伝
教
大
師
の
御
弟
子
に
あ

ら
ざ
る
者
は
外
道
な
り
悪
人
な
り
」
と
い
う
日
蓮
の
言
葉
を
引
き
、
「
日
蓮

は
、
他
の
開
祖
の
場
合
の
よ
う
に
、
下
山
が
直
ち
に
新
佛
教
の
路
線
に
は

つ
う
じ
て
い
な
か
っ
た
」
と
結
論
し
て
い
る
こ
と
は
甚
だ
興
味
深
い
。
す

な
わ
ち
、
著
者
は
他
の
開
祖
が
こ
の
山
に
対
し
て
教
学
上
の
疑
問
を
い
だ

い
た
ま
ま
下
山
し
た
の
に
対
し
、
日
蓮
の
場
合
を
「
法
華
経
」
中
心
の
比

叡
山
佛
教
を
東
国
に
伝
え
る
た
め
の
不
山
で
あ
っ
た
と
特
徴
づ
け
て
い
る
。

し
か
し
著
者
は
、
叡
山
修
学
が
等
し
く
こ
れ
ら
の
人
び
と
に
与
え
た
影
響

の
一
つ
を
、
次
の
よ
う
に
言
い
表
わ
し
て
い
る
。
「
新
佛
教
者
た
ち
が
そ

の
全
生
涯
を
つ
う
じ
、
教
団
経
営
に
一
切
、
干
与
し
て
い
な
い
の
は
、
比

叡
山
の
現
状
に
対
す
る
反
省
と
批
判
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
」

又
、
著
者
は
密
教
に
対
す
る
各
祖
の
態
度
を
比
較
し
て
次
の
如
く
言
う
。

「
鎌
倉
新
佛
教
の
な
か
で
、
意
識
的
に
密
教
の
影
響
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
い

た
の
は
、
親
憾
と
道
元
で
あ
ろ
う
。
法
然
や
一
遍
の
念
佛
は
、
ま
だ
密
教

の
圏
外
へ
完
全
に
脱
出
し
て
い
な
か
っ
た
。
臨
済
の
栄
西
な
ど
は
葉
上
流

と
呼
ば
れ
る
台
密
十
三
流
中
の
一
派
祖
で
さ
え
あ
っ
た
。
（
中
略
）
真
言

亡
国
を
唱
え
た
日
蓮
も
、
マ
ン
ダ
ラ
の
図
顕
や
題
目
の
口
唱
、
あ
る
い
は

法
門
の
口
伝
や
祈
藤
な
ど
の
諸
様
式
を
踏
襲
す
る
点
で
は
、
真
言
密
教
の

支
配
か
ら
脱
け
だ
し
て
い
な
か
っ
た
。
」
こ
の
様
に
一
つ
一
つ
の
問
題
を

巡
っ
て
、
各
祖
の
特
色
を
比
較
対
照
し
て
論
じ
て
い
る
点
、
こ
れ
迄
の
類

書
と
は
異
な
っ
た
効
果
を
上
げ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
さ
ら
に
、

著
者
は
平
安
朝
以
来
の
日
本
佛
教
の
も
う
一
つ
の
拠
点
・
高
野
山
と
叡
山

と
を
比
較
し
て
、
前
者
が
新
佛
教
発
生
の
母
胎
に
な
ら
な
か
っ
た
理
由
を
、

単
に
地
の
利
を
得
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
点
に
と
ど
ま
ら
ず
、
元
来
、
真

言
密
教
だ
け
に
こ
り
固
ま
り
、
比
叡
山
に
お
け
る
よ
う
な
教
学
の
多
元
性

を
欠
い
て
い
た
か
ら
で
あ
る
と
し
、
比
叡
山
は
一
方
「
法
華
経
」
を
最
高

の
聖
典
と
し
て
崇
拝
し
な
が
ら
、
そ
れ
だ
け
に
こ
だ
わ
ら
な
い
混
合
主
義

と
寛
容
を
宗
風
と
し
て
い
た
点
を
指
摘
し
て
い
る
。

著
者
は
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
教
義
的
な
術
語
の
下
に
括
孤
で
簡
単
な
注
釈
を

加
え
て
い
る
が
、
例
え
ば
三
十
四
頁
の
「
観
心
」
に
対
し
「
自
己
の
心
を

主
体
に
お
く
」
と
記
し
た
り
、
三
十
七
頁
に
お
い
て
「
廻
心
」
を
「
信
仰

の
転
換
を
企
て
る
」
と
説
明
し
て
い
る
の
は
、
余
り
当
を
得
て
い
な
い
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
前
者
は
天
台
教
学
の
「
教
相
」
と
い
う
理
論
的
側
面
に

対
す
る
実
践
的
側
面
を
表
わ
す
も
の
な
る
故
、
「
自
己
の
心
を
観
ず
る
」

再 今

ノ.、



と
し
た
方
が
明
確
で
あ
ろ
う
し
、
後
者
は
、
殊
に
法
然
の
場
合
に
用
い
ら

れ
て
い
る
故
、
「
企
て
る
」
と
い
う
言
葉
に
は
、
意
思
的
、
作
為
的
匂
い

が
し
て
妥
当
で
な
い
・
浄
土
教
の
廻
心
の
場
合
、
自
力
の
信
を
「
す
て
る
」

と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
「
す
た
る
」
と
い
う
内
面
的
意
味
が
濃
厚
で
あ

る
か
ら
で
あ
る
。

第
二
章
に
お
い
て
は
先
づ
自
力
と
他
力
に
関
し
各
祖
の
見
方
を
勘
考
し
、

「
親
鴬
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
浄
土
教
の
考
え
方
と
生
き
方
の
特
徴
を
他

力
と
し
、
道
元
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
禅
の
そ
れ
を
自
力
と
呼
ぶ
な
ら
ば
、

日
蓮
の
信
仰
の
特
徴
は
、
浄
士
の
他
力
と
自
力
の
中
間
に
位
置
を
占
め
る

ぐ
り
き

共
力
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
」
、
と
述
、
へ
て
い
る
。
又
、
「
法
然
と
親
鴬
と

は
、
こ
の
世
の
価
値
を
究
極
的
に
否
定
し
、
道
元
と
日
蓮
は
、
あ
の
世
の

実
在
を
否
定
し
た
」
と
か
な
り
割
り
切
っ
た
比
較
論
を
呈
示
し
て
い
る
。

こ
の
項
の
著
者
の
叙
述
は
多
分
に
表
面
的
、
図
式
的
に
過
ぎ
る
き
ら
い
な

し
と
し
な
い
。
一
方
著
者
は
又
、
「
普
通
自
力
佛
教
と
み
な
さ
れ
て
い
る

日
蓮
の
法
華
信
仰
は
、
道
元
の
禅
に
比
較
す
る
と
、
他
力
の
要
素
が
、
し

ば
し
ば
呪
術
的
な
霊
験
と
混
合
し
て
現
わ
れ
て
く
る
」
と
述
争
へ
、
道
元
と

日
蓮
と
を
対
照
さ
せ
て
い
る
。
尤
も
、
著
者
は
「
親
縛
の
念
佛
が
か
な
ら

ず
し
も
自
力
の
要
素
を
す
べ
て
排
除
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
う
か
が
わ

れ
る
」
と
も
述
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
を
『
末
灯
妙
」
中
の
「
信
の
一
念
、

行
の
一
念
ふ
た
つ
な
れ
ど
も
、
信
を
は
な
れ
た
る
行
も
な
し
、
行
の
一
念

を
は
な
れ
た
る
信
の
一
念
も
な
し
」
と
い
う
行
信
関
係
を
述
一
へ
た
親
鴬
の

言
葉
を
根
拠
と
し
て
い
る
こ
と
に
は
や
や
無
理
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

信
が
直
ち
に
他
力
で
は
な
く
、
行
が
直
ち
に
自
力
を
示
す
も
の
で
は
な
い

か
ら
で
あ
る
。
む
し
ろ
親
鴬
の
自
力
・
他
力
観
は
『
愚
禿
抄
』
の
中
に
明

確
化
さ
れ
た
所
謂
「
二
陸
四
重
の
教
判
」
に
依
っ
た
方
が
よ
い
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
ま
た
そ
の
中
で
浄
土
門
中
で
更
に
自
力
と
他
力
あ
る
こ
と
を
分

析
し
て
い
る
点
を
勘
考
す
れ
ば
、
著
者
の
考
え
方
は
少
し
形
式
的
に
す
ぎ

た
よ
う
で
あ
る
。
親
瀞
は
自
力
（
十
九
願
）
、
半
自
力
・
半
他
力
（
二
十

願
）
の
境
涯
を
も
窮
極
の
念
佛
の
信
心
（
十
八
願
）
の
内
容
と
し
て
包
摂

し
て
示
し
、
全
而
的
に
除
き
去
り
、
斥
け
る
よ
り
は
、
む
し
ろ
や
が
て
は

転
廻
さ
れ
る
べ
き
内
容
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

次
の
「
念
俳
の
救
い
に
つ
い
て
」
の
項
で
、
著
者
は
親
鴬
の
帰
洛
の
動

機
を
「
幕
府
の
念
佛
抑
圧
を
事
前
に
避
け
る
た
め
」
の
一
事
に
締
め
括
っ

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
人
間
の
行
動
の
動
機
に
は
、
ふ
つ
う
、
色
食

な
要
因
が
関
係
す
る
も
の
な
る
故
、
従
来
の
親
鶯
伝
、
真
宗
史
研
究
家
の

さ
ま
ざ
ま
な
所
説
に
照
ら
し
て
み
て
は
如
何
か
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ

て
、
主
著
「
教
行
信
証
」
の
推
敲
、
首
都
に
於
け
る
発
表
、
晩
年
に
お
け

る
生
誕
地
へ
の
憧
慢
、
等
さ
ま
ざ
ま
な
要
因
を
対
比
さ
せ
て
み
る
と
、
こ

の
で
き
事
の
意
義
が
一
層
は
っ
き
り
と
浮
き
彫
り
に
さ
れ
る
と
思
わ
れ
る

が
如
何
で
あ
ろ
う
か
。

出
家
の
動
機
を
親
鴬
・
道
元
・
日
蓮
の
三
者
を
対
照
せ
し
め
て
、
著
者

は
「
親
欝
も
道
元
も
早
く
両
親
と
死
別
し
、
子
ど
も
ど
こ
ろ
に
無
常
感
を

呼
び
さ
ま
さ
れ
る
だ
け
の
条
件
の
な
か
で
成
長
」
し
、
「
そ
れ
が
ま
た
出

家
の
動
機
の
ひ
と
つ
に
も
な
っ
て
い
た
」
が
、
「
日
蓮
の
場
合
は
、
父
は

日
蓮
が
三
十
七
歳
ま
で
、
母
は
同
じ
く
日
蓮
の
四
十
六
歳
ま
で
、
無
事
生

き
の
び
て
い
た
」
と
述
べ
、
日
蓮
の
「
動
機
は
最
初
か
ら
現
世
的
な
関
心

に
み
ち
び
か
れ
て
い
た
」
と
そ
の
根
本
的
相
違
を
指
摘
し
て
い
る
。
結
局
、

日
蓮
の
出
家
の
動
機
が
、
「
親
鶯
の
き
わ
め
て
主
観
的
・
宗
教
的
で
あ
る

甲州
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の
に
比
較
し
て
、
理
知
的
あ
る
い
は
論
理
的
で
あ
っ
た
」
こ
と
か
ら
、
両

者
の
宗
風
の
相
違
が
由
来
す
る
と
見
る
。
又
、
著
者
は
日
蓮
と
親
鶯
と
比

較
し
た
場
合
、
親
鴬
を
「
ど
ん
な
不
幸
に
出
会
っ
て
も
一
切
を
業
縁
に
帰

し
て
な
げ
く
だ
け
で
、
不
幸
を
な
く
す
る
自
力
の
道
を
誰
」
じ
よ
う
と
し
な

い
隠
遁
者
と
見
っ
典
も
、
法
然
と
対
比
し
た
場
合
、
親
鴬
は
、
他
力
の
論

理
を
法
然
以
上
に
深
め
る
反
面
、
現
世
肯
定
と
い
う
点
で
は
、
む
し
ろ
法

然
か
ら
離
れ
て
、
自
力
佛
教
に
接
近
し
て
い
た
と
見
て
い
る
。
そ
し
て
親

鶯
は
、
積
極
的
に
現
世
へ
働
き
か
け
る
と
い
う
こ
と
は
な
に
も
な
か
っ
た

点
で
、
「
彼
は
ど
こ
ま
で
も
隠
遁
者
で
あ
り
、
人
生
の
亡
命
者
に
す
ぎ
な

い
」
、
と
す
る
な
ど
著
者
は
極
め
て
手
き
び
し
い
論
断
を
行
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
人
生
に
於
け
る
身
の
処
し
方
を
問
題
と
す
る
場
合
、
た
Ｎ
単

に
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
な
振
舞
い
方
の
あ
る
な
し
が
、
宗
教
的
行
動
の
基
準
と

な
り
う
る
か
ど
う
か
は
慎
重
に
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
思
わ
れ
る

一
見
積
極
的
に
見
え
る
行
動
の
中
に
も
、
宗
教
的
・
非
宗
教
的
生
き
方
あ

り
、
又
反
対
に
一
見
消
極
的
に
見
え
る
身
の
処
し
方
の
中
に
も
、
宗
教
的
・

非
宗
教
的
性
格
の
何
れ
か
が
見
出
さ
れ
う
る
筈
で
あ
る
。
そ
の
懐
い
て
い

る
宗
教
的
自
覚
内
容
如
何
で
は
、
同
行
・
同
信
の
人
へ
一
本
の
手
紙
を
書

く
こ
と
で
す
ら
、
極
め
て
積
極
的
な
現
実
へ
の
関
心
の
表
明
で
あ
り
得
る

し
、
現
世
へ
の
働
き
か
け
で
あ
る
場
合
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
宗
教
者
の
行

動
の
本
質
は
、
外
見
上
の
積
極
・
消
極
の
差
異
を
超
え
た
と
こ
ろ
に
、
そ

の
評
価
の
基
準
が
据
え
ら
れ
て
然
る
・
へ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

著
者
は
、
布
教
の
拠
点
に
選
ば
れ
た
稲
田
と
鎌
倉
と
い
う
場
所
の
相
違

に
、
親
驚
と
日
蓮
の
宗
風
の
違
い
が
反
映
し
て
い
る
と
見
る
が
、
こ
れ
は

極
め
て
興
味
深
い
視
点
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
、
著
者
の
見
方
を
紹
介

す
る
と
左
の
如
く
で
あ
る
。
「
十
三
世
紀
後
半
、
当
時
、
日
本
を
代
表
す

る
都
市
鎌
倉
を
背
景
に
宗
教
活
動
を
展
開
し
た
日
蓮
に
比
較
す
る
と
、
越

前
や
常
陸
の
片
田
舎
で
生
涯
の
重
要
な
時
期
を
過
ご
し
た
道
元
や
親
鶯
に

は
、
そ
れ
ぞ
れ
禅
と
念
佛
の
性
格
に
ふ
さ
わ
し
い
隠
者
の
お
も
む
き
が
あ

る
」
、
「
下
層
庶
民
を
相
手
に
法
を
説
い
た
親
鴬
は
、
師
の
法
然
や
日
蓮
、

ま
た
禅
家
の
よ
う
に
、
武
士
の
精
神
生
活
と
対
応
す
る
よ
う
な
教
え
の
説

き
方
を
し
て
い
な
い
」
、
「
時
勢
と
政
治
に
対
す
る
鋭
敏
な
感
受
性
が
、
日

蓮
を
し
て
、
鎌
倉
を
布
教
の
拠
点
に
選
定
さ
せ
た
の
で
あ
る
」
、
「
農
村
の

稲
田
か
ら
内
省
的
な
『
教
行
信
証
』
が
生
ま
れ
、
都
市
の
鎌
倉
で
の
大
震

災
の
経
験
か
ら
行
動
的
な
「
立
正
安
国
論
」
が
世
に
問
わ
れ
る
歴
史
的
な

必
然
性
は
あ
っ
た
の
で
あ
る
」
。
こ
れ
ら
の
興
味
深
い
観
察
は
特
定
の
問

題
意
識
を
宿
し
た
視
点
か
ら
す
る
比
較
考
察
か
ら
の
み
浮
き
彫
り
に
さ
れ

う
る
も
の
で
特
に
注
目
に
値
し
よ
う
。

布
教
の
性
格
に
関
し
て
著
者
は
「
他
力
の
念
佛
を
や
さ
し
い
修
行
だ
と

し
て
ひ
ろ
め
た
法
然
や
親
賛
は
、
摂
受
の
方
法
に
た
よ
っ
て
い
た
」
と
し

普
通
折
伏
一
辺
倒
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
日
蓮
の
布
教
方
法
は
摂
受
と
折

伏
の
両
方
を
兼
ね
伽
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
述
隷
へ
、
「
佛
法
は
摂
受
・

折
伏
時
に
よ
る
寺
へ
し
。
替
え
ば
世
間
の
文
武
二
道
の
如
し
」
と
い
う
日
蓮

の
『
佐
渡
御
言
」
の
中
の
一
節
を
引
い
て
い
る
。
そ
し
て
更
に
、
「
日
蓮

の
折
伏
思
想
は
「
浬
築
経
」
の
遺
産
を
継
承
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の

こ
と
は
、
日
蓮
遺
文
中
、
経
典
で
は
、
『
法
華
経
」
に
次
い
で
『
浬
藥
経
」

の
引
用
頻
度
が
も
っ
と
も
多
い
の
で
も
想
像
さ
れ
る
」
と
述
べ
、
一
般
の

誤
解
を
正
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
「
「
法
華
経
』
の
伝
道
法
は
概
し
て
摂
受

で
あ
っ
て
、
折
伏
で
は
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
『
歎
異
抄
』
の

ワ民
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中
に
見
ら
れ
る
「
こ
の
上
は
念
佛
を
と
り
て
信
じ
た
て
ま
つ
ら
ん
と
も
、

ま
た
棄
て
ん
と
も
、
面
之
の
御
計
な
り
」
の
如
き
親
驚
の
言
葉
な
ど
に
は
、

あ
な
が
ち
摂
受
に
か
た
よ
っ
て
い
る
と
は
言
え
ぬ
厳
し
さ
が
あ
る
こ
と
も

忘
れ
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
「
勅
修
御
伝
』
の
中
に
伝
え
る

法
然
と
聖
光
房
と
の
有
名
な
初
見
参
の
く
だ
り
で
、
「
そ
の
と
き
空
聖
人

（
法
然
）
は
た
と
か
の
修
行
者
（
聖
光
）
を
に
ら
み
ま
し
ま
す
に
、
修
行

者
ま
た
聖
人
を
に
ら
み
か
へ
し
た
て
ま
つ
る
。
か
く
て
や
や
ひ
さ
し
く
た

が
い
に
言
説
な
し
」
と
描
写
さ
れ
た
法
然
の
厳
し
さ
や
、
南
都
北
嶺
の
総

攻
撃
に
も
た
ぢ
ろ
が
な
か
っ
た
態
度
な
ど
か
ら
も
、
法
然
が
摂
受
と
折
伏

の
二
道
を
兼
ね
備
え
た
気
骨
の
人
で
あ
っ
た
こ
と
が
伺
わ
れ
よ
う
。

第
三
章
に
お
い
て
は
家
庭
生
活
、
肉
親
へ
の
恩
愛
、
孝
行
、
在
家
生
活
、

宿
業
、
妻
帯
等
と
俳
道
の
問
題
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
肉
親
へ
の
恩
愛
に

関
し
て
著
者
は
日
蓮
の
父
母
に
対
す
る
孝
養
の
態
度
を
論
じ
、
日
蓮
が
法

弟
を
連
れ
て
身
延
の
山
頂
か
ら
、
父
母
の
地
、
安
房
の
方
へ
向
っ
て
題
目

を
唱
え
る
日
課
を
欠
か
さ
な
か
っ
た
故
事
な
ど
を
挙
げ
、
「
た
だ
肉
親
愛

だ
け
に
惹
か
さ
れ
て
、
他
を
顧
み
よ
う
と
し
な
い
こ
と
が
い
け
な
い
の
で

あ
っ
て
、
出
家
が
両
親
を
愛
す
る
こ
と
は
、
な
ん
ら
非
佛
教
的
で
は
な
い

と
い
う
の
が
、
日
蓮
の
倫
理
感
な
の
で
あ
る
」
と
述
舎
へ
て
い
る
。
ま
た
著

者
は
日
蓮
の
か
虫
る
態
度
は
、
近
き
よ
り
遠
き
に
お
よ
ぼ
す
儒
教
か
ら
学

び
と
っ
た
も
の
で
、
「
両
親
に
対
す
る
孝
養
も
儒
教
か
ら
学
ん
だ
も
の
で
、

こ
れ
に
佛
教
の
報
恩
の
倫
理
を
結
び
つ
け
た
」
も
の
と
解
し
て
い
る
。
し

か
し
日
蓮
が
決
し
て
儒
教
倫
理
に
留
ま
り
満
足
し
て
い
な
か
っ
た
文
証
と

し
て
、
『
報
恩
鋤
」
の
中
の
「
是
非
に
つ
け
て
、
出
離
の
道
を
わ
き
ま
え

ざ
ら
ん
ほ
ど
は
、
父
母
・
師
匠
等
の
心
に
随
う
べ
か
ら
ず
」
と
い
う
言
葉

を
引
き
、
日
蓮
が
親
や
師
の
命
に
盲
従
す
る
こ
と
が
却
っ
て
不
忠
・
不
孝

こ
れ
に
す
ぎ
た
る
も
の
は
な
い
と
考
え
て
い
た
こ
と
に
も
注
意
し
て
い
る

そ
し
て
か
ふ
る
日
蓮
の
態
度
と
道
元
が
「
学
道
の
人
は
人
情
を
乗
・
へ
き
な

り
」
、
「
遁
世
と
云
う
は
世
人
の
情
を
心
に
か
け
ざ
る
な
り
」
、
「
父
母
は
し

ば
ら
く
生
死
の
な
か
の
親
な
り
」
と
言
っ
て
徹
底
的
な
出
家
主
義
を
自
ら

貫
き
通
し
実
践
し
た
こ
と
を
対
照
さ
せ
、
「
道
元
は
、
冷
徹
な
知
性
と
厳

粛
な
意
志
に
よ
っ
て
し
か
、
高
い
愛
情
を
意
味
す
る
慈
悲
の
実
践
は
で
き

な
い
、
と
し
た
の
で
あ
る
」
と
述
舎
へ
、
日
蓮
と
道
元
が
共
に
在
家
生
活
に

対
し
出
家
の
意
義
を
強
調
し
つ
つ
も
、
極
め
て
対
照
的
な
見
方
を
と
っ
て

い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
「
感
傷
的
な
性
格
の
強
い
日
蓮
は
、
道
元
の

よ
う
な
冷
徹
な
出
家
主
義
を
つ
ら
ぬ
き
と
お
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
」

と
見
て
い
る
。
親
鴬
に
関
し
て
は
、
「
愛
欲
の
広
海
に
沈
没
」
し
、
恩
愛

の
な
か
に
身
を
浸
し
て
い
た
点
の
み
を
挙
げ
、
「
道
は
清
虚
を
尚
ぶ
。
そ

れ
恩
愛
を
お
も
く
せ
ん
や
。
法
は
平
等
を
尚
ぶ
」
と
「
教
行
信
証
』
の
中

で
親
鶯
が
述
・
へ
て
は
い
る
が
、
「
恩
愛
を
こ
え
た
平
等
思
想
が
、
肉
食
妻

帯
の
生
活
を
営
ん
だ
親
鶯
の
実
際
の
生
き
方
を
規
定
し
て
い
た
と
は
思
わ

れ
な
い
」
と
評
し
て
い
る
。
し
か
し
、
た
艮
単
に
「
愛
欲
の
広
海
に
沈
没
」

し
て
い
る
の
み
の
人
か
ら
「
恥
づ
↑
へ
し
、
傷
む
、
へ
し
」
の
痛
切
な
漸
槐
の

言
葉
は
そ
も
そ
も
吐
か
れ
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
「
恩
愛
は
な
は
だ
断
ち
難

く
、
生
死
は
な
は
だ
尽
き
難
し
」
の
宗
教
的
痛
み
の
言
葉
が
出
て
来
る
と

は
、
ど
う
し
て
も
思
わ
れ
な
い
。
い
な
、
む
し
ろ
こ
れ
ら
は
実
に
「
恩
愛

を
超
え
た
平
等
思
想
」
の
境
地
か
ら
の
み
出
て
来
う
る
自
覚
の
言
葉
で
は

な
い
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
章
に
お
け
る
著
者
の
述
べ
る
親
鴬
の
宿
業
観
は
、
問
題
点
の
多
い
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箇
処
で
あ
る
。
例
え
ば
、
『
歎
異
紗
」
の
「
な
に
ご
と
も
、
心
に
ま
か
せ

た
る
こ
と
な
ら
ば
、
往
生
の
た
め
に
千
人
殺
せ
と
い
わ
ん
に
、
す
な
わ
ち

殺
す
。
へ
し
。
し
か
れ
ど
も
一
人
に
て
も
か
な
い
い
、
へ
き
業
縁
な
き
に
よ
り

て
害
せ
ざ
る
な
り
。
わ
が
心
の
よ
く
て
殺
さ
ぬ
に
は
あ
ら
ず
。
ま
た
害
せ

じ
と
お
も
う
と
も
、
百
人
千
人
を
殺
す
こ
と
も
あ
る
べ
し
」
の
く
だ
り
で
、

著
者
は
次
の
よ
う
に
述
・
へ
て
い
る
。
「
晩
年
弟
子
の
唯
円
に
語
っ
た
と
い

わ
れ
る
こ
の
言
葉
を
聞
く
と
、
私
た
ち
は
、
お
よ
そ
親
鴬
の
老
境
の
静
け

さ
と
は
ま
っ
た
く
逆
に
、
乱
世
を
く
ぐ
り
ぬ
け
て
き
た
人
で
な
け
れ
ば
と

う
て
い
口
に
は
で
き
な
い
、
危
険
な
思
想
を
感
じ
る
の
で
あ
る
。
〈
人
殺

し
は
い
け
な
い
〉
と
い
う
こ
と
が
い
く
ら
わ
か
っ
て
い
て
も
、
殺
さ
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
業
が
あ
れ
ば
、
や
は
り
殺
さ
ざ
る
を
え
な
い
、
と
い
う
の
で

あ
る
。
〈
往
生
の
た
め
に
千
人
殺
せ
と
い
わ
ん
に
、
す
な
わ
ち
殺
す
べ
し
〉

と
は
、
な
ん
と
い
う
非
情
き
わ
ま
り
な
い
言
葉
で
あ
ろ
う
か
。
」
こ
の
後

で
著
者
は
更
に
「
親
鴬
に
お
い
て
は
、
生
物
を
殺
す
こ
と
を
禁
じ
た
不
殺

生
戒
を
守
ろ
う
と
す
る
慈
悲
心
の
ひ
と
か
け
ら
さ
え
も
、
宿
業
の
前
に
は
、

無
力
と
し
て
あ
き
ら
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
述
奪
へ
て
い
る
が
、
こ

こ
で
は
「
歎
異
紗
」
の
原
文
の
仮
定
的
意
味
を
断
定
的
に
取
り
、
「
す
な

わ
ち
殺
す
べ
し
」
を
、
命
令
型
的
に
解
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ

れ
は
す
べ
て
の
人
間
が
等
し
く
内
包
し
て
い
る
罪
業
へ
の
可
能
性
を
洞
察

し
た
言
葉
で
あ
ろ
う
。
著
者
は
、
こ
う
い
う
親
鶯
の
言
葉
を
「
親
鶯
が
吐

い
た
物
騒
千
万
な
言
葉
」
と
形
容
し
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
親
鶯
の
言
葉

や
、
そ
の
表
わ
す
思
想
が
非
情
冷
酷
で
物
騒
千
万
で
あ
る
と
い
う
よ
り
は
、

む
し
ろ
人
生
の
現
実
そ
の
も
の
が
非
情
冷
酷
だ
と
い
う
こ
と
を
親
鶯
が
指

摘
し
た
ま
で
な
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
章
の
妻
帯
と
女
犯
の
項
に
お
い
て
、
著
者
は
法
然
・
親
灘
・
道
元
．

日
蓮
の
四
者
の
女
人
観
を
縦
横
に
、
夫
々
の
語
録
か
ら
尋
ね
て
い
る
。
著

者
は
法
然
は
「
肉
食
妻
帯
を
出
家
の
倫
理
で
う
け
と
め
て
い
た
」
と
し
、

親
鴬
に
つ
い
て
は
、
「
妻
帯
に
踏
み
切
っ
た
の
は
、
当
時
、
僧
侶
の
あ
い

だ
で
な
さ
れ
て
い
た
公
然
の
秘
密
を
、
行
動
的
に
秘
密
で
な
く
し
た
ま
で

の
こ
と
」
で
「
親
鴬
は
妻
帯
を
誇
り
と
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
」
と
見

る
。
道
元
に
関
し
て
は
、
「
佛
法
を
会
す
る
こ
と
、
男
女
貴
賎
を
え
ら
ぶ

雫
へ
か
ら
ず
」
、
「
男
女
を
論
ず
る
こ
と
な
か
れ
、
こ
れ
佛
道
極
妙
の
法
則
な

り
」
、
「
断
惑
証
理
の
と
き
は
、
男
子
女
人
、
簡
別
さ
ら
に
あ
ら
ず
」
と
云

う
道
元
が
「
女
身
成
佛
の
説
あ
れ
ど
、
ま
た
こ
れ
正
伝
に
あ
ら
ず
、
佛
祖

正
伝
す
る
は
出
家
成
佛
な
り
」
と
も
云
っ
た
事
を
挙
げ
、
日
蓮
に
つ
い
て

は
、
「
生
母
を
こ
の
う
え
な
く
愛
し
た
日
蓮
が
、
母
と
同
性
の
女
人
を
蔑

視
す
る
は
ず
は
な
い
」
と
述
べ
つ
つ
も
、
「
日
蓮
は
、
僧
侶
の
妻
帯
を
好

ま
し
い
行
為
と
み
て
い
な
い
」
事
実
を
指
摘
す
る
。
そ
し
て
日
蓮
と
親
鴬

の
女
人
観
に
関
し
、
「
出
家
の
愛
欲
生
活
は
、
出
家
の
道
を
ご
ま
か
す
こ

と
に
な
る
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
を
認
め
な
い
日
蓮
も
、
在
俗
信
者
に
関

し
て
は
、
親
鴬
以
上
に
急
進
的
な
論
調
で
、
そ
れ
を
認
め
て
い
た
」
と
対

比
し
て
い
る
。
た
且
、
著
者
は
、
親
鴬
の
「
非
僧
非
俗
」
の
立
場
を
「
〈
半

僧
半
俗
〉
と
い
う
中
途
半
端
な
生
活
を
招
く
妻
帯
行
為
」
と
見
て
い
る
が
、

こ
れ
は
反
面
自
己
及
び
他
の
佛
教
者
の
従
前
か
ら
の
偽
善
的
生
き
方
へ
の

批
判
と
徴
悔
で
も
あ
っ
た
点
に
注
意
し
て
頂
き
た
か
っ
た
。

第
四
章
で
は
法
灯
の
ゆ
く
え
が
論
じ
ら
れ
る
が
、
総
じ
て
開
祖
以
後
の

各
宗
の
発
展
を
概
観
し
、
宗
祖
の
教
え
や
思
想
が
い
か
に
継
承
さ
れ
た
か

の
跡
を
追
い
、
就
中
そ
れ
ら
の
法
灯
が
、
開
祖
滅
後
ど
の
よ
う
に
変
質
を

ワ ワ
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と
げ
て
き
た
か
を
述
、
へ
る
。
こ
典
で
は
、
そ
れ
ら
の
変
質
が
、
単
に
歴
史

的
必
然
や
弟
子
た
ち
の
歪
曲
に
よ
っ
て
ば
か
り
で
は
な
く
、
各
宗
祖
の
思

想
の
内
に
す
で
に
宿
さ
れ
て
い
た
胚
芽
が
、
発
展
し
た
も
の
で
あ
る
場
合

の
多
い
こ
と
を
鋭
く
追
求
し
て
い
る
。
｝
」
典
で
は
総
じ
て
各
宗
の
腐
敗
・

堕
落
の
経
路
が
、
宗
祖
の
基
本
思
想
と
の
つ
な
が
り
か
ら
明
ら
か
に
さ
れ

て
い
る
。
著
者
自
身
の
言
葉
に
よ
れ
ば
、
鎌
倉
佛
教
の
各
祖
滅
後
か
ら
室

町
時
代
ご
ろ
迄
に
関
す
る
限
り
、
次
の
よ
う
な
結
論
が
導
き
出
さ
れ
る
と

い
う
。
第
一
に
、
鎌
倉
新
佛
教
の
法
灯
は
、
各
宗
と
も
そ
れ
ぞ
れ
祖
師
一

代
で
消
え
て
し
ま
っ
て
い
た
こ
と
。
第
二
に
、
後
継
者
の
か
か
げ
た
法
灯

は
、
鎌
倉
佛
教
の
新
し
い
側
面
で
は
な
く
、
祖
師
た
ち
の
思
想
に
ふ
く
ま

れ
て
い
た
旧
佛
教
的
性
格
の
非
常
に
強
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
。
第
三
に
、

後
継
者
が
教
団
を
維
持
発
展
さ
せ
る
た
め
、
権
力
へ
の
接
近
を
深
め
、
そ

の
結
果
、
鎌
倉
佛
教
は
、
旧
佛
教
に
完
全
に
同
質
化
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
。

著
者
は
こ
の
よ
う
な
成
行
き
の
結
果
、
日
本
で
は
鎌
倉
時
代
以
後
、
宗

教
的
巨
人
が
輩
出
し
て
い
な
い
の
は
、
祖
師
と
呼
ば
れ
る
人
び
と
が
並
は

ず
れ
て
偉
大
で
あ
っ
た
た
め
、
後
継
者
に
も
っ
ぱ
ら
祖
述
を
余
儀
な
く
さ

せ
た
か
ら
で
あ
る
と
も
見
て
い
る
。

最
後
の
む
す
び
の
項
で
著
者
は
、
親
鶯
・
道
元
・
日
蓮
に
よ
っ
て
代
表

さ
れ
る
日
本
民
族
の
光
栄
あ
る
遺
産
と
も
称
す
べ
き
こ
の
鎌
倉
佛
教
か
ら
、

現
代
人
が
何
を
継
承
し
た
ら
よ
い
か
と
問
い
、
次
の
四
つ
を
挙
げ
て
い
る
。

第
一
は
、
世
間
の
政
治
や
道
徳
よ
り
も
、
自
分
の
信
ず
る
佛
教
の
価
値
を

つ
ね
に
第
一
義
と
考
え
る
正
法
為
本
の
思
想
。
第
二
は
、
貴
賎
・
男
女
・

僧
俗
の
差
別
を
否
定
す
る
平
等
思
想
、
つ
ま
り
貴
族
主
義
で
は
な
く
、
平

民
主
義
と
い
う
べ
き
も
の
。
第
三
に
、
鎌
倉
佛
教
の
開
祖
が
生
涯
の
大
半

を
庵
室
で
過
ご
し
、
王
朝
佛
教
の
よ
う
な
壮
麗
な
殿
堂
生
活
を
拒
否
し
た

事
蹟
、
つ
ま
り
簡
素
を
旨
と
す
る
日
常
の
宗
教
生
活
。
第
四
に
、
理
論
が

簡
素
化
さ
れ
、
そ
れ
が
端
的
な
実
行
力
と
結
合
し
て
い
た
こ
と
。

本
書
を
終
始
貫
い
て
い
る
の
は
、
著
者
の
厳
し
い
批
判
的
精
神
で
あ
る
。

従
っ
て
、
こ
れ
は
客
観
的
な
歴
史
的
事
実
と
目
さ
れ
る
も
の
の
単
な
る
羅

列
で
は
な
く
、
著
者
の
極
め
て
個
性
的
な
歴
史
観
に
基
づ
く
鎌
倉
佛
教
の

意
義
探
求
の
害
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
時
に
は
著
者
の
主
観

が
極
め
て
濃
厚
に
支
配
的
と
な
る
場
合
が
あ
る
が
、
こ
の
点
が
一
面
に
於

て
、
本
書
の
他
の
類
書
に
は
見
ら
れ
ぬ
特
色
を
な
し
て
い
る
。
日
本
佛
教

を
学
ぶ
も
の
に
と
っ
て
本
書
は
数
多
の
重
要
な
視
点
を
与
え
て
く
れ
る
で

あ
ろ
う
。
ま
た
同
時
に
現
代
の
日
本
佛
教
の
過
去
と
未
来
と
を
展
望
す
る

に
当
っ
て
の
数
煮
の
貴
重
な
示
唆
を
含
ん
で
お
り
、
本
書
を
公
に
さ
れ
た

著
者
の
ご
労
苦
に
対
し
こ
こ
に
深
甚
な
る
謝
意
を
表
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
昭
和
四
十
二
年
四
月
中
央
公
論
社
中
公
新
書
一
三
○
、
一
九
一
頁
、
二
百
円
）

78


