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日
本
　

禅
宗
の

勃
興

釈し
ゃ

迦か

牟む

尼に

が
開
い
た
仏
教
が
中
国
を
経
て

日
本
に
も
た
ら
さ
れ
た
の
は
六
世
紀
頃
の
こ
と
。

中
国
で
は
達
磨
大
師
を
始
祖
と
す
る
禅
宗
が

大
陸
全
土
へ
伝
播
し
始
め
て
い
た
時
期
で
も
あ
っ
た
。

と
同
時
に
、日
本
に
も
中
国
か
ら
の
渡
来
僧
ら
に
よ
っ
て

細
々
と
禅
宗
が
伝
え
ら
れ
て
は
い
た
が
、

本
格
的
に
禅
宗
が
国
内
で
根
付
い
て
い
く
の
は
、

鎌
倉
時
代
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。

栄
西
禅
師
八
百
年
大
遠
諱

栄
西
と
禅
の
世
界



022023 栄 西 と 禅 の 世 界

　

言
う
ま
で
も
な
い
が
、
仏
教
を
開
い
た

の
は
お
釈
迦
様
で
あ
る
。
釈
迦
牟
尼
（
俗

名
ガ
ウ
タ
マ
・
シ
ッ
ダ
ー
ル
タ
）
は
、
紀

元
前
７
～
５
世
紀
頃
、
現
在
の
イ
ン
ド
と

ネ
パ
ー
ル
の
国
境
付
近
で
暮
ら
し
て
い
た
、

シ
ャ
ー
キ
ャ
族
の
王
子
と
し
て
生
ま
れ
た
。

裕
福
な
家
に
生
ま
れ
、
何
不
自
由
な
く
暮

ら
し
て
い
た
が
29
歳
で
出
家
。
難
行
苦
行

を
続
け
て
も
救
い
の
道
を
見
い
だ
す
こ
と

が
で
き
ず
、
菩
提
樹
の
下
で
瞑
想
に
入

り
、
つ
い
に
大だ

い

覚か
く

（
悟
り
）
を
成
就
さ
れ

た
。
35
歳
の
こ
と
だ
っ
た
と
い
う
。
こ
れ

が
、
す
べ
て
の
禅
宗
の
源
流
と
な
る
。

　

禅
宗
の
初
祖
は
、
波は

し斯
国
（
ペ
ル
シ

ャ
）
か
ら
１
５
０
歳
で
中
国
に
渡
来
し
た

達
磨
大
師
と
言
わ
れ
て
い
る
。
達だ

る

ま磨
大
師

に
関
し
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
エ
ピ
ソ
ー
ド

や
伝
説
が
語
ら
れ
て
き
た
た
め
、
架
空
の

人
格
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
面
も
あ
る
が
、

６
世
紀
頃
の
中
国
に
実
在
し
た
僧
で
あ
る
。

　

伝
承
に
よ
る
と
、
達
磨
大
師
は
５
２
７

年
に
南
海
か
ら
広
州
に
上
陸
後
、
釈
尊
の

正
し
い
教
え
を
伝
え
る
た
め
、
梁

り
ょ
う

の
都
で

あ
る
建
康
（
南
京
）
で
武
帝
と
問
答
し
た

が
、
話
が
噛
み
合
わ
ず
嵩す

う

山ざ
ん

少し
ょ
う
り
ん
じ

林
寺
へ
去

っ
て
し
ま
っ
た
。

　

少
林
寺
に
入
っ
た
達
磨
は
、
９
年
に
わ

た
っ
て
ひ
た
す
ら
壁
に
向
か
っ
て
坐
禅
を

修
し
た
と
さ
れ
る
。
後
に
﹁
面め

ん
ぺ
き
く
ね
ん

壁
九
年
﹂

慧可という僧が、少林寺において面壁坐禅中の
達磨に参禅を請うたが聞き入れられず、慧可は自
分の左腕を切り落として禅道入りの決意を示し、
ようやく入門を許されたという一場面を、禅僧だっ
た雪舟が晩年の77歳に描いた作品とされる。

雪舟筆『慧可断臂図』
せっしゅうひつ｜えかだんぴず

紙本墨画淡彩、室町時代（1496年）、
雪舟筆、愛知県斎年寺蔵

日
本
禅
宗
の
勃
興

禅
宗
と
は
何
か

中
国
で
起
こ
っ
た
禅

1
菩
提
樹
の
下
で
の
、

釈
尊
の
大
覚
成
就
が

禅
の
ル
ー
ツ

達
磨
よ
り
六
代
目
に
あ
た
る

六
祖
慧
能
の
代
以
降
、禅
宗
は

五
家
七
宗
に
分
か
れ
て
い
く

禅
の
目
的

「
無
生
心
」・「
無
住
心
」

    

む
し
ょ
う
し
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
む
じ
ゅ
う
し
ん

釈
尊
は
厳
し
い
難
行
苦
行
を
し
て
も
救
い
の
道
が
開
け
ず
、菩
提
樹
の
下
で
坐
禅
を
し
た
こ

と
で
大
覚
に
至
っ
た
。自
ら
の
内
に
あ
る
清
い
心
を
信
じ
、清
浄
な
る
心
に
目
覚
め
る
こ
と
で
、

釈
尊
の
悟
っ
た
仏
心
へ
と
至
る
こ
と
が
で
き
る
。す
な
わ
ち
無
生
心（
心
に
な
に
も
生
じ
る
こ

と
の
な
い
空
無
の
状
態
）、無
住
心（
心
が
一
箇
所
に
留
ま
る
こ
と
な
く
自
由
な
状
態
）の
境
地

に
達
す
る
こ
と
で
あ
る
。や
が
て
、そ
れ
が
単
純
化
さ
れ
、無
心
と
い
う
言
葉
に
集
約
さ
れ
た
。

お
釈
迦
様
か
ら
達
磨
大
師
へ

達
磨
大
師
が
大
成
し
た
禅
宗

と
言
わ
れ
る
逸
話
で
、
禅
画
の
題
材
と
し

て
好
ん
で
描
か
れ
て
い
る
。

　

﹁
本
来
、
清
浄
な
自
性
に
目
覚
め
、
成

仏
せ
よ
﹂
と
達
磨
大
師
が
説
い
た
禅
宗
は

中
国
全
土
へ
広
ま
っ
て
い
く
。

　

中
国
の
禅
宗
は
、
初
祖
達
磨
に
始
ま
り
、

二
祖
慧え

か可

－

三
祖
僧そ

う
さ
ん璨

－

四
祖
道ど

う
し
ん心

－

五

祖
弘ぐ

に

ん忍
と
受
け
継
が
れ
て
い
っ
た
。
７
世

紀
に
な
り
、
五
祖
弘
忍
の
門
下
か
ら
神し

ん
し
ゅ
う

秀

と
慧え

の

う能
と
い
う
優
れ
た
弟
子
が
輩
出
さ
れ

た
こ
と
に
よ
っ
て
、
中
国
北
部
の
長
安

や
洛
陽
に
禅
宗
を
広
め
た
神
秀
の
﹁
北

宗
禅
﹂、
中
国
南
部
で
活
動
し
た
慧
能
の

﹁
南
宗
禅
﹂
と
に
分
か
れ
た
。

　

８
４
５
年
、
唐
の
武
宗
が
仏
教
弾
圧
を

行
う
（
会か

い
し
ょ
う

昌
の
破は

ぶ

つ仏
）。
こ
れ
は
仏
教
そ
の

も
の
を
弾
圧
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
銅
銭

不
足
で
逼
迫
し
た
財
政
状
況
を
立
て
直
す

た
め
の
経
済
政
策
の
一
環
だ
っ
た
と
考
え

ら
れ
て
い
る
が
、
　

そ
の
影
響
が
及
ん
だ
北

宗
禅
は
、
次
第
に
勢
い
が
衰
え
て
い
く
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
弾
圧
の
影
響
が
少
な

か
っ
た
南
宗
禅
は
生
き
残
り
、
慧
能
が
六

祖
と
な
っ
て
後
世
に
脈
々
と
伝
承
さ
れ
続

け
る
禅
宗
の
祖
と
仰
が
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

10
世
紀
に
入
る
と
、
南
宗
禅
は
ま
す

ま
す
隆
盛
を
誇
り
、
中
で
も
慧
能
の
直

弟
子
・
南な

ん
が
く
え
じ
ょ
う

嶽
懐
譲
（
６
７
７

－

７
４
４

年
）
弟
子
の
馬ば

そ

ど

う

い

つ

祖
道
一
（
７
０
９

－

７

８
８
年
）、
同
じ
く
慧
能
の
直
弟
子
・

青せ
い
げ
ん
ぎ
ょ
う
き

原
行
思
（
？

－

７
４
０
年
）
弟
子
の

石せ
き
と
う
き
せ
ん

頭
希
遷
（
７
０
０

－

７
９
０
年
）
の
２

流
が
最
も
栄
え
た
。
慧
能
の
孫
弟
子
に
あ

た
る
石
頭
希
遷
と
馬
祖
道
一
は
、
そ
れ
ぞ

れ
門
下
で
多
く
の
門
弟
を
集
め
て
一
大

勢
力
を
成
し
、﹁
二に

だ

い

か

ん

ろ

も

ん

大
甘
露
門
﹂
と
言
わ

れ
た
。

　

そ
し
て
、
中
国
の
各
地
で
は
石
頭
希
遷

の
系
統
か
ら
洞

ど
う
ざ
ん
り
ょ
う
か
い

山
良
价
を
祖
と
す
る
曹そ

う
と
う洞

宗し
ゅ
う、

雲う
ん
も
ん
ぶ
ん
え
ん

門
文
偃
（
８
６
４

－

９
４
９
年
）

を
祖
と
す
る
雲

う
ん
も
ん
し
ゅ
う

門
宗
、
法ほ

う
げ
ん
も
ん
え
き

眼
文
益
（
８
８

５

－

９
５
８
年
）
を
祖
と
す
る
法

ほ
う
げ
ん
し
ゅ
う

眼
宗
が

誕
生
し
た
。
ま
た
、
馬
祖
道
一
の
系
統
か

ら
は
、
潙い

ざ

ん

れ

い

ゆ

う

山
霊
祐
（
７
７
１

－

８
５
３

年
）
と
弟
子
の
仰

き
ょ
う
ざ
ん
え
じ
ゃ
く

山
慧
寂
（
８
０
２

－

８

８
２
年
）
に
よ
る
潙い

ぎ
ょ
う
し
ゅ
う

仰
宗
、
臨
済
義
玄

（
？

－

８
６
７
年
）
を
祖
と
す
る
臨

り
ん
ざ
い
し
ゅ
う

済
宗

が
、
そ
れ
ぞ
れ
誕
生
し
た
。

　

さ
ら
に
宋
代
に
な
り
、
勢
い
の
盛
ん
だ

っ
た
臨
済
宗
か
ら
楊よ

う

ぎ

ほ

う

え

岐
方
会
（
９
９
２

－

１
０
４
９
年
）
の
楊よ

う

ぎ

は

岐
派
、
黄お

う
り
ゅ
う
え
な
ん

龍
慧
南

（
１
０
０
２

－

１
０
６
９
年
）
の
黄
龍
派

の
２
派
に
分
か
れ
た
。

　

中
国
で
起
こ
っ
た
禅
宗
の
系
統
は
、
曹

洞
宗
・
雲
門
宗
・
法
眼
宗
・
潙
仰
宗
・
臨

済
宗
を
五
家
、
そ
れ
に
楊
岐
派
・
黄
龍
派

の
２
派
を
加
え
、
総
称
し
て
﹁
五
家
七

宗
﹂
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

中国河南省鄭州市登封に位置する中岳嵩山の中
の少室山の北麓にある中国禅の古刹で、世界遺
産に指定されている。インドから渡来した達磨大師
による禅の発祥地として知られる。

嵩山少林寺
すうざんしょうりんじ

五
家
七
宗
の
誕
生
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飛
鳥
時
代
に
伝
来
し
た

日
本
の
禅
宗
は
、

栄
西
に
よ
っ
て
開
花
し
た

日
本
禅
宗
の
勃
興

海
を
渡
っ
た
禅
の
教
え

日
本
禅
宗
の
黎
明
期

2

　

日
本
に
禅
宗
が
広
く
普
及
し
た
の
は
、

鎌
倉
時
代
の
栄
西
に
よ
る
。
し
か
し
、
禅

宗
は
そ
れ
以
前
に
も
日
本
に
渡
っ
て
き
て

お
り
、
６
世
紀
の
欽き

ん
め
い明

天
皇
の
時
代
ま
で

溯
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。

　

禅
宗
が
日
本
に
伝
来
し
た
こ
と
を
確
認

で
き
る
歴
史
的
史
料
﹃
続し

ょ
く
に
ほ
ん
ぎ

日
本
紀
﹄
に
よ

る
と
、
白は

く

雉ち

４
年
（
６
５
３
）
唐
に
渡
っ

た
道ど

う
し
ょ
う昭

（
６
２
９

－

７
０
０
年
）
が
帰
朝

後
、
飛
鳥
・
元
興
寺
の
一
角
に
禅
院
を
建

て
て
坐
禅
し
た
と
あ
る
。
道
昭
は
﹃
西さ

い
ゆ
う遊

記き

﹄
で
広
く
知
ら
れ
る
玄

げ
ん
じ
ょ
う
さ
ん
ぞ
う

奘
三
蔵
に
師
事

し
て
法
相
教
学
を
学
ん
だ
。
ま
た
、
河

南
省
の
隆り

ゅ
う
け
じ

化
寺
・
慧え

ま

ん満
の
も
と
で
禅
を

学
ん
で
い
る
。
道
昭
は
法
相
教
学
の

初
伝
に
と
ど
ま
ら
ず
、
熱
心
な
禅
の

修
行
者
で
も
あ
っ
た
。
文
武
天
皇
４
年

（
７
０
０
）
３
月
10
日
、
72
歳
の
生
涯
を

閉
じ
た
と
き
も
、
縄

じ
ょ
う
し
ょ
う

床
の
上
に
端
座
し
た

ま
ま
息
絶
え
て
い
た
と
い
う
。
そ
し
て
、遺

命
に
よ
っ
て
火
葬
さ
れ
た
が
、
日
本
で
初

め
て
火
葬
さ
れ
た
人
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。

　

道
昭
よ
り
遥
か
以
前
、
禅
宗
と
の
関
わ

り
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
聖
徳
太
子
に
ま
つ

わ
る
伝
説
が
残
っ
て
い
る
。
達
磨
大
師
が

来
日
し
、
飛
鳥
時
代
の
皇
族
で
摂
政
の
聖

徳
太
子（
５
７
４

－

６
２
２
年
）と
相
ま
み

用明天皇の王子で、推古女帝の皇太子として摂政
となる。仏教を国の宗教と宣告したことから、日本仏
教の初祖と仰がれる。四天王寺（大阪府）や法隆寺

（奈良県）を建立し、仏教の興隆に寄与した。

聖徳太子肖像画
しょうとくたいししょうぞうが

達
磨
大
師
の
四
聖
句
①

「
不
立
文
字
」

    

ふ
り
ゅ
う
も
ん
じ

文
字
や
言
葉
で
は
、
釈
尊
の
悟
り
の
内
容
は
表
現
で
き
な

い
。
し
か
し
、
文
字
や
言
葉
を
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
は

な
く
、
表
現
に
限
界
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
大
切
に
扱
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
逆
説
的
肯
定
の
意
味
も
含
ん
で

い
る
。

達
磨
大
師
の
四
聖
句
②

「
教
外
別
伝
」

    

き
ょ
う
げ
べ
つ
で
ん

釈
尊
の
教
え
を
集
大
成
し
た
経
典
以
外
に
、別
の
教
え
が

あ
る
わ
け
で
は
な
い
。し
か
し
、そ
れ
は
文
字
だ
け
で
は
伝

え
き
れ
な
い
か
ら
こ
そ
、日
常
の
修
行
の
中
か
ら
釈
尊
の

悟
り
を
直
接
体
験
に
よ
っ
て
つ
か
む
の
で
あ
る
。

達
磨
大
師
の
四
聖
句
③

「
直
指
人
心
」

    

じ
き
し
に
ん
し
ん

人
の
心
と
仏
心
は
別
の
も
の
で
は
な
く
、我
々
の
心
の
中

に
も
と
も
と
仏
心
が
具
わ
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。こ
れ
を

忘
れ
る
か
ら
迷
い
が
生
じ
る
。だ
か
ら
こ
そ
、真
っ
直
ぐ
に

「
自
分
の
心
が
仏
心
に
ほ
か
な
ら
な
い
」と
指
し
示
す
の

だ
。

達
磨
大
師
の
四
聖
句
④

「
見
性
成
仏
」

    

け
ん
し
ょ
う
じ
ょ
う
ぶ
つ

言
葉
や
文
字
で
表
現
で
き
な
い
仏
性
は
、自
分
の
中
に
あ

る
。人
間
の
本
性
の
な
か
に
真
の
人
間
性
、仏
性
を
見
る

こ
と
が
、成
仏（
人
間
を
完
成
・
成
就
さ
せ
る
こ
と
）す
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

日
本
に
お
け
る
禅
宗
の
黎
明

え
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
真
偽
は
さ

て
お
き
、
こ
の
伝
承
は
鎌
倉
末
期
に
著
さ

れ
た
仏
教
史
書
﹃
元

げ
ん
こ
う
し
ゃ
く
し
ょ

亨
釈
書
﹄
に
取
り
上

げ
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
禅
宗
の
歴
史

上
重
要
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し
て
刻
ま
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
。
達
磨
大
師
の
生
没
年

が
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
５
世
紀
後
半
か

ら
６
世
紀
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
２

人
が
同
時
代
に
生
き
て
い
た
と
い
う
同

時
性
が
逸
話
創
作
の
基
に
な
っ
た
の
か

も
し
れ
な
い
。

　

天
平
８
年
（
７
３
６
）、唐
か
ら
来
朝
し

た
道ど

う
せ
ん璿

は
、
華
厳
宗
と
と
も
に
禅
宗
を
日

本
に
伝
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
道
璿
が
も

た
ら
し
た
禅
宗
は
、
弟
子
の
最
澄
へ
と
受

け
継
が
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

　

天
台
宗
の
祖
・
最
澄
（
７
６
６
？
７

６
７

－

８
２
２
年
）
は
延
暦
４
年
（
７

８
５
）、
東
大
寺
で
具
足
戒
を
受
け
る
。

延
暦
７
年
（
７
８
８
）、
比
叡
山
延
暦
寺

に

一
い
ち
じ
ょ
う

乗

止し

か

ん

い

ん

観
院

を

建
立

し
、
延
暦

23
年
（
８

０
４
）
に

入
唐
。
天

台
山
に
登

り
天
台
教

学
や
菩
薩

戒
を
学
ぶ

傍
ら
、
禅

林
寺
の
翛し
ょ
う
ぜ
ん

然
か
ら
初
期
禅
宗
一
派
の
牛ご

頭づ
し
ゅ
う宗

の
教
え
を
受
け
た
。

　

最
澄
は
、
円
（
法
華
円
教
）・
戒
（
菩

薩
戒
）・
禅
（
禅
宗
）・
密
（
密
教
）
を
統

合
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
﹁
四
宗
相
承
﹂

を
天
台
宗
の
立
場
と
し
た
。
そ
の
後
、

天
台
三
代
座
主
・
円
仁
や
天
台
寺
門
宗

祖
・
円
珍
な
ど
が
入
唐
の
際
に
も
重
要

な
禅
宗
典
籍
な
ど
を
持
ち
帰
り
、
天
台

宗
の
内
に
、
脈
々
と
禅
宗
に
対
す
る
関

心
が
受
け
継
が
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　

時
を
同
じ
く
し
て
、
最
澄
と
激
し
い
論

争
を
戦
わ
せ
た
真
言
宗
の
祖
・
空
海
は
、

延
暦
23
年
（
８
０
４
）、
長
安
で
密
教
を

学
ぶ
た
め
入
唐
。
帰
国
し
た
空
海
は
高た

か

雄お

山さ
ん

寺
に
入
り
、
嵯
峨
天
皇
の
帰
依
を
受
け

本
格
的
に
真
言
密
教
の
布
教
に
乗
り
出
す
。

同
時
に
、
中
国
で
盛
ん
だ
っ
た
禅
宗
の
情

報
を
嵯
峨
天
皇
な
ど
に
伝
え
て
い
る
こ
と

か
ら
、
禅
宗
の
片
鱗
に
触
れ
て
い
た
こ
と

は
確
か
で
あ
ろ
う
。

　

鎌
倉
時
代
前
期
に
は
、
大だ

い

日に
ち

房ぼ
う

能の
う

忍に
ん

（
生
没
年
不
詳
）
が
独
学
で
禅
を
学
び
、

日
本
達
磨
宗
（﹁
日
本
﹂
の
枕
言
葉
は
後

の
研
究
者
に
よ
っ
て
付
さ
れ
た
）
の
開

祖
と
な
っ
た
が
、
能
忍
の
禅
は
紛
い
物

で
あ
る
と
批
判
の
的
と
な
り
、
宗
勢
は

徐
々
に
衰
え
て
い
っ
た
。

　

日
本
に
伝
来
し
た
初
期
の
禅
宗
は
、

中
国
渡
来
の
仏
教
の
一
部
で
し
か
な
か

っ
た
た
め
、
国
内
で
広
が
り
を
見
せ
る

こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
日
本
に

禅
宗
を
根
付
か
せ
た
の
が
、
明
庵
栄
西

（
１
１
４
１

－

１
２
１
５
年
）
で
あ
る
。

達
磨
と
聖
徳
太
子

最
澄
と
空
海
の
禅

photo by aflo

弘仁10年（819）、弘法大師空海が修行の場として開い
た高野山真言宗の総本山。和歌山県伊都郡高野町にあ
る高野山内には、100を超える寺と宿坊がある。

高野山金剛峯寺 こうやさん｜こんごうぶじ

延暦７年（788）、伝教大師最澄が一乗止観院を開いたこ
とに始まる天台宗の総本山。滋賀県大津市坂本町にあ
り、東塔、西塔、横川など、三塔十六谷の堂塔の総称。

比叡山延暦寺 ひえいざん｜えんりゃくじ

最澄と空海 さいちょう｜くうかい

平安時代の僧。両者とも遣唐使船に乗って唐に渡り、最
澄は天台宗を、空海は真言密教をもたらした。日本仏教史
を飾る平安仏教界の双璧として、比較されることが多い。
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日
本
の
三
大
禅
宗

臨
済
宗
・
曹
洞
宗
・
黄
檗
宗

日
本
禅
宗
の
勃
興

3
日
本
に
伝
来
し
た
禅
宗
は

お
お
い
に
発
展
し
、

独
自
の
道
を
歩
み
続
け
る

　

達
磨
大
師
に
よ
っ
て
中
国
に
伝
え
ら
れ

発
展
し
た
坐
禅
を
、
教
義
の
中
心
に
据
え

た
禅
宗
だ
が
、
日
本
に
お
い
て
は
、
臨
済

宗
・
曹
洞
宗
・
黄
檗
宗
の
３
宗
が
あ
る
。

　

日
本
に
は
、
５
世
紀
頃
か
ら
中
国
か
ら

来
朝
し
た
僧
に
よ
っ
て
禅
宗
が
伝
え
ら
れ

て
き
た
が
、
広
く
禅
宗
を
広
め
た
の
は
、

鎌
倉
時
代
、
臨
済
宗
開
祖
の
栄
西
に
よ
る
。

　

臨
済
宗
が
鎌
倉
幕
府
の
庇
護
を
受
け
、

宗
教
教
団
の
一
つ
と
し
て
の
地
位
を
確
立

し
て
以
降
、
中
国
か
ら
優
れ
た
禅
僧
が
日

本
に
渡
来
し
、
禅
宗
の
普
及
に
大
き
く
貢

献
し
た
。
臨
済
宗
は
、
14
派
（
妙
心
寺
派
、

建
長
寺
派
、
円
覚
寺
派
、
南
禅
寺
派
、
方

広
寺
派
、
永
源
寺
派
、
佛ぶ

っ

通つ
う

寺
派
、
東
福

寺
派
、
相そ

う

国こ
く

寺
派
、
建
仁
寺
派
、
天
龍
寺

派
、
向こ

う

嶽が
く

寺
派
、
大
徳
寺
派
、
國こ

く

泰た
い

寺
派
）

に
分
か
れ
、
寺
院
数
７
６
７
４
ヵ
寺
、
信

者
数
１
１
０
万
７
７
０
０
人
に
の
ぼ
る
。

　

栄
西
の
示
寂
後
、
道
元
が
曹
洞
宗
を
開

く
。
曹
洞
宗
は
、
永
平
寺
と
総
持
寺
を
大

本
山
と
し
て
、
寺
院
数
１
万
４
５
９
７
ヵ

寺
、
信
者
数
１
５
５
万
４
１
９
４
人
と
、

三
宗
の
中
で
最
大
の
教
団
に
発
展
し
た
。

　

江
戸
時
代
に
な
り
、
中
国
渡
来
の

僧
・
隠
元
が
黄お

う

檗ば
く

宗
を
開
く
。
黄
檗
宗
は
、

萬ま
ん
ぷ
く福

寺
を
大
本
山
と
し
て
、
寺
院
数
４
５

４
ヵ
寺
、
信
者
数
30
万
人
と
な
っ
て
い
る
。

（﹃
宗
教
統
計
調
査
・
平
成
22
年
12
月
31
日

現
在
﹄
文
化
庁
文
化
部
宗
務
課
よ
り
）

　

禅
宗
は
、
美
術
・
書
・
食
・
建
築
・
庭

園
な
ど
、
日
本
の
精
神
文
化
に
も
多
大
な

影
響
を
与
え
た
。
他
の
仏
教
宗
派
に
も
優

れ
た
仏
教
芸
術
や
精
神
文
化
は
、
あ
ま
ね

く
存
在
す
る
が
、
禅
宗
か
ら
の
影
響
は
甚

だ
顕
著
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
禅
の
教
え
に

起
因
す
る
と
言
え
る
。

　

禅
は
、
坐
禅
を
通
じ
て
自
身
の
内
面
に

あ
る
仏
性
を
発
見
す
る
こ
と
に
あ
る
と
説

く
。
す
な
わ
ち
、
自
己
の
精
神
性
を
高
め

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
釈
尊
が
悟
ら
れ
た
境

地
に
達
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。
そ

の
過
程
は
、
芸
術
や
文
化
を
高
め
る
精
神

性
に
も
共
通
す
る
。

　

栄
西
は
、
日
本
に
飲
茶
の
文
化
を
普
及

さ
せ
た
﹁
茶
祖
﹂
と
言
わ
れ
る
。
栄
西
が

著
し
た
﹃
喫
茶
養
生
記
﹄
に
は
、
茶
の
健

康
効
果
が
医
学
的
見
地
か
ら
紹
介
さ
れ
て

い
る
が
、
そ
れ
は
や
が
て
作
法
を
重
ん
じ

る
禅
と
融
合
し
、
茶
道
と
い
う
道
を
開
い

て
い
っ
た
。
他
に
も
、
武
道
、
華
道
、
書

道
な
ど
、﹁
道
﹂
の
世
界
の
発
展
に
多
大
な

影
響
を
与
え
て
い
る
。

　

高
度
な
精
神
性
を
探
究
す
る
芸
術
家
や

文
人
墨
客
、
思
想
家
の
サ
ロ
ン
と
な
っ
た

禅
寺
は
、
禅
の
精
神
に
芸
術
を
究
め
る
ヒ

ン
ト
を
与
え
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

現
在
、
中
国
に
お
け
る
禅
宗
の
勢
い
は
、

日
本
と
比
べ
る
と
劣
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。

そ
れ
は
、
日
本
人
が
禅
宗
を
単
な
る
一
宗

教
と
し
て
受
け
入
れ
た
の
で
は
な
く
、
そ

の
深
い
精
神
性
に
共
感
を
抱
い
た
か
ら
に

他
な
ら
な
い
。

　

さ
ら
に
言
え
ば
、
禅
宗
は
今
日
の
日
本

人
の
心
そ
の
も
の
を
確
立
し
た
宗
派
と
言

え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

日
本
で
発
展
し
た
三
大
禅
宗

禅
の
精
神
世
界

大本山｜萬福寺｜1661年、宗祖｜隠
元隆琦［1592‐1673］、本尊｜釈迦如来、
所在地｜京都府宇治市五力庄

黄檗宗
大 本 山 ｜ 永 平 寺・総 持 寺 ｜1244年・
1321年、宗 祖 ｜ 希 元 道 元［1200－
1253］・螢山紹瑾［1268－1325］、本尊
｜釈迦牟尼仏、所在地｜福井県吉田郡
永平寺町・神奈川県横浜市鶴見区鶴見

曹洞宗
大本山｜建仁寺｜1202年、宗祖｜明
庵栄西［1141‐1215］、本尊｜釈迦如来、
所在地｜京都府京都市東山区大和大路
通四条下る

臨済宗

花
頭
窓

か
と
う
ま
ど

禅
寺
建
築
様
式
の
特
徴
を
な
す
飾
り
窓

（
写
真
は
南
禅
寺
法
堂
）
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坐
禅
は
、
本
来
誰
で
も
心
の
奥
に
持
っ

て
い
る
仏
性
を
自
覚
す
る
た
め
、
身
心
を

清
浄
な
状
態
に
保
ち
、
自
己
と
向
き
合
う

た
め
の
手
法
と
い
え
る
。

　

お
釈
迦
様
が
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
の
菩
提
樹
の

下
で
大
悟
さ
れ
、
釈
尊
の
教
え
を
継
ぐ
26

代
目
に
あ
た
る
禅
の
始
祖
・
達
磨
大
師
は
、

天
台
山
で
﹁
面め

ん

壁ぺ
き

九く

年ね
ん

﹂
を
修
し
た
。
ま

た
、
達
磨
大
師
か
ら
六
代
目
に
あ
た
る
慧え

能の
う

禅
師
は
、﹁
外
、
一
切
の
境
地
に
於
い
て

信
念
起
こ
ら
ざ
る
を
名
付
け
て
坐
と
な
し
　

内
、
自
性
を
見
て
動
ぜ
ざ
る
を
名
付
け
て
、

禅
と
な
す
﹂
と
記
し
て
い
る
。（﹃
六
祖
大

師
法
宝
壇
経
（
六
祖
壇
経
）﹄
よ
り
）。
ど

坐
禅
の
目
的

清
浄
な
心
と
身
体
で

自
身
に
内
在
す
る

仏
性
と
向
き
合
う

坐
禅
の
目
的
と
作
法

各
宗
派
に
よ
る
作
法
の
違
い

日
本
禅
宗
の
勃
興

4

の
よ
う
な
環
境
の
中
で
生
き
よ
う
と
も
、

左
右
さ
れ
な
い
心
が
﹁
坐
﹂。
自
ら
の
心
の

内
に
あ
る
仏
性
を
信
じ
て
疑
わ
な
い
こ
と

が
﹁
禅
﹂
な
の
だ
と
い
う
。

　

禅
宗
の
基
本
は
坐
禅
で
あ
る
が
、
臨
済

宗
と
曹
洞
宗
と
で
は
根
本
か
ら
大
き
く
異

な
る
。
臨
済
宗
は
、﹁
看
話

禅
﹂
が
基
本
で
あ
る
。
黄

檗
宗
も
臨
済
宗
の
流
れ
を

汲
む
宗
派
で
あ
る
こ
と

か
ら
看
話
禅
で
は
あ
る

が
、
黄
檗
宗
の
開
祖
・
隠

元
が
来
朝
し
た
当
時
の
中

国
で
は
、
禅
と
念
仏
を
兼

修
し
た
﹁
浄
禅
一
致
﹂
を

説
い
て
い
た
た
め
、
隠
元

も
こ
の
考
え
方
を
踏
襲
し

た
。
ゆ
え
に
、
黄
檗
宗
は

﹁
念
仏
禅
﹂
に
な
る
。
曹
洞

宗
は
﹁
黙
照
禅
﹂
で
あ
る
。

こ
の
﹁
看
話
禅
﹂
と
﹁
黙

照
禅
﹂
は
、
ど
の
よ
う
に
違
う
の
で
あ
ろ

う
か
。

　

﹁
看
話
禅
﹂
の
看
話
と
は
、
話
（
公
案
）

を
看み

る
こ
と
。
つ
ま
り
、
公
案
を
重
視
し
、

研
究
を
深
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
大
悟
に
至

る
こ
と
を
め
ざ
し
て
い
る
。

　

公
案
と
は
、
禅
の
修
行
者
を
悟
り
へ
と

導
く
た
め
に
師
家
か
ら
与
え
ら
れ
る
課
題

（
問
題
）
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の

多
く
が
無
理
難
題
で
あ
る
。
一
般
に
い
う

﹁
禅
問
答
﹂
と
い
う
言
葉
は
、
公
案
に
由
来

す
る
。
代
表
的
な
公
案
に
、﹁
隻せ

き

手し
ゅ

の
声
﹂

﹁
狗く

し
ぶ
っ
し
ょ
う

子
仏
性
﹂﹁
祖そ

師し

西せ
い

来ら

意い

﹂
な
ど
が
あ
る
。

看
話
禅
は
、
公
案
禅
と
も
呼
ば
れ
る
。

　

﹁
黙
照
禅
﹂
は
、
中
国
宋
代
曹
洞
宗
の

僧
・
宏わ

ん
し
し
ょ
う
が
く 

智
正
覚
（
１
０
９
１

－１
１
５
７
）

が
示
し
た
﹃
黙
照
銘
﹄
の
言
葉
に
由
来
す
る
。

曹
洞
宗
の
開
祖
・
道
元
は
、﹁
所い

わ
ゆ
る謂

坐
禅
は

習し
ゅ
う
ぜ
ん

禅
に
は
非あ

ら 

ず
。
唯
だ
是こ

れ

安
楽
の
法
門
な

り
、
菩
提
の
究ぐ

う
じ
ん尽

す
る
修

し
ゅ
う
し
ょ
う

証
な
り
（
坐
禅

を
す
る
こ
と
、
そ
れ
自
体
が
悟
り
で
あ
る
）﹂

と
﹃
普ふ

勧か
ん

坐ざ

禅ぜ
ん

義ぎ

﹄
に
記
し
て
い
る
。

　

曹
洞
宗
の
坐
禅
は
﹁
只し

か

ん

た

ざ

管
打
坐
﹂
を
基

本
と
し
、
た
だ
ひ
た
す
ら
坐
る
。
何
か
他

に
目
的
を
達
成
す
る
手
段
と
し
て
坐
禅
を

す
る
の
で
は
な
く
、
坐
禅
を
す
る
姿
そ
の

も
の
が
﹁
仏
の
姿
﹂
で
あ
り
、
悟
り
の
姿

だ
と
い
う
考
え
方
に
基
づ
い
て
い
る
。

　

悟
り
を
目
的
と
し
て
坐
禅
を
す
る
看
話

禅
。
坐
禅
そ
の
も
の
が
悟
り
で
あ
る
と
す

る
黙
照
禅
。
ま
た
、
両
者
は
坐
り
方
も
ま

っ
た
く
違
う
。
看
話
禅
は
、
修
行
者
が
対

面
し
て
座
る
の
に
対
し
、
黙
照
禅
は
壁
に

向
か
っ
て
坐
禅
を
組
む
。
無
論
、
坐
す
る

向
き
が
違
う
の
で
、
修
行
者
を
戒
め
る
た

め
に
肩
な
い
し
は
背
中
を
叩
く
警
策
（
臨

済
宗
で
は
﹁
け
い
さ
く
﹂、
曹
洞
宗
で
は

﹁
き
ょ
う
さ
く
﹂）
の
作
法
も
異
な
る
。
食
事

の
作
法
一
つ
と
っ
て
も
、
臨
済
宗
に
は
食

堂
が
あ
る
の
に
対
し
、
曹
洞
宗
は
僧
堂
で

行
う
。
食
事
も
修
行
の
一
つ
と
考
え
て
い

る
た
め
だ
。

　

禅
宗
は
、
達
磨
大
師
に
は
じ
ま
り
、
そ

れ
ぞ
れ
の
宗
派
に
枝
分
か
れ
し
て
い
っ
た
。

根
本
に
あ
る
原
理
や
到
達
す
べ
き
目
的
は

一
緒
だ
が
、
そ
の
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
独

自
の
考
え
方
を
も
っ
て
発
展
し
、
今
日
に

至
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

看か

ん

な

ぜ

ん

話
禅
と
黙も

く
し
ょ
う
ぜ
ん

照
禅

そ
れ
ぞ
れ
に
違
う
坐
禅
の
作
法

海北友松作の「雲龍図」が襖８面
に描かれた客間で参禅する。

建仁寺本坊方丈
けんにんじ｜ほんぼうほうじょう

京都市東山区にある東福寺の禅堂は、興国
７年（1347）に再建された我が国最大最古、
そして唯一の坐禅道場と言われる。

禅堂
ぜんどう

京都市右京区嵯峨の天龍寺で定期的に開
催されている、一般者を対象とした坐禅会

天龍寺暁講座
てんりゅうじ｜あかつきこうざ
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備
中・吉
備
津
宮
の
神
官
の
子
と
し
て
生
ま
れ
、

若
く
し
て
仏
道
を
志
し
、比
叡
山
で
密
教
僧
と
し
て
大
成
す
る
も
、

２
度
の
渡
宋
を
経
て
、禅
僧
と
な
っ
た
栄
西
。

鎌
倉
幕
府
の
庇
護
の
も
と
日
本
に
禅
宗
を
普
及
さ
せ
、

そ
の
後
の
日
本
仏
教
界
に
新
し
い
風
を
起
こ
し
た
。

日
本
禅
宗
の
勃
興

4

日
本
の
禅
宗
を

開
い
た
宗
祖
た
ち

禅
を
日
本
に
広
め
た
臨
済
宗
の
開
祖

栄
西

Yosai

茶礼などが行われる際に合図として打ち鳴
らされる拍子木。禅寺では、さまざまな日常
生活を営む際の合図に、開板、雲版、巡
照板などが鳴らされる。

柝
たく｜き

絶
海
中
津
賛
『
明
庵
栄
西
像
』

ぜ
っ
か
い
ち
ゅ
う
し
ん
さ
ん
｜
み
ん
な
ん
よ
う
さ
い
ぞ
う

室
町
時
代（
14
～
15
世
紀
）

建
仁
寺
塔
頭
両
足
院
蔵

室
町
時
代
初
頭
の
臨
済
宗
の
僧
で
、義
堂
周
信
と
と
も
に
五
山
文
学

の
双
璧
を
な
す
絶
海
中
津［
建
武
元
年（
１
３
３
４
）
～ 

応
永
12
年

（
１
４
０
５
）］の
賛
が
記
さ
れ
た
栄
西
の
肖
像
画
。現
存
す
る
栄
西
禅

師
の
像
と
し
て
は
、最
古
の
作
と
さ
れ
て
い
る
。

　

日
本
に
お
け
る
臨
済
宗
の
開
祖
・
明み

ん
な
ん庵

栄よ
う
さ
い西
は
、
保
延
７
年
（
１
１
４
１
）
４
月

20
日
、
備
中
・
吉
備
津
神
社
（
岡
山
県
岡

山
市
）
の
権ご

ん

ね

ぎ

禰
宜
（
神
職
）
で
あ
っ
た

賀か

や陽
氏
の
子
と
し
て
生
ま
れ
た
。
幼
名
は

千せ
ん

壽じ
ゅ

丸ま
る

と
い
っ
た
。

　

栄
西
の
出
生
に
関
し
て
は
、
他
の
偉
人

と
同
じ
く
逸
話
が
伝
わ
る
。
栄
西
の
母
親

が
吉
備
津
宮
の
支
神
楽

ら
く
し
ん
び
ょ
う

神
廟
に
祈
り
を
捧

げ
る
と
、
あ
る
夜
に
明
星
の
夢
を
見
て
子

を
孕
み
、
８
ヵ
月
を
経
て
明
星
の
出
現
と

と
も
に
栄
西
を
出
産
し
た
。﹁
期
を
満
た

さ
ず
に
生
ま
れ
た
子
は
、
父
母
の
利
に
あ

ら
ず
﹂
と
し
て
３
日
間
も
乳
が
与
え
ら
れ

な
か
っ
た
が
、
栄
西
は
泣
き
も
し
な
か
っ

た
と
い
う
の
だ
。
事
の
真
偽
は
別
と
し
て
、

幼
少
か
ら
あ
る
種
の
宿
命
を
背
負
っ
て
こ

の
世
に
出
た
こ
と
を
印
象
づ
け
る
エ
ピ
ソ

ー
ド
で
あ
る
。

　

わ
ず
か
８
歳
で
出
家
を
決
意
し
、
11
歳

の
と
き
安
養
寺
（
岡
山
県
岡
山
市
）
の
僧

侶
静

じ
ょ
う
し
ん

心
に
師
事
。
14
歳
を
迎
え
た
久
寿
元

年
（
１
１
５
４
）、
比
叡
山
延
暦
寺
で
得
度

受
戒
。
栄
西
と
名
乗
っ
た
。

　

比
叡
山
に
登
っ
て
修
行
を
は
じ
め
た
後
、

父
が
園お

ん
じ
ょ
う
じ

城
寺
（
三
井
寺
）
の
出
身
だ
っ
た

こ
と
も
あ
り
、
栄
西
も
ま
た 

園
城
寺
で
台

天
台
宗
を
建
て
直
そ
う
と

南
宋
留
学
を
決
意

建仁寺の庫裏。拝観者の入り口にもなっ
ている。

本坊
ほんぼう

吉備津神社
きびつじんじゃ

岡山県岡山市にあり、大吉備
津彦大神を主祭神として祀る。



032033 栄 西 と 禅 の 世 界

比
叡
山
延
暦
寺
に
の
ぼ
り

天
台
密
教
を
学
ん
だ
栄
西
は
、

祈
祷
僧
と
し
て
活
躍
す
る

釈
迦
の
大
い
な
る
心
は
、天
の
高
さ
よ
り
高
く
地
の
厚
さ
よ
り
厚
い
も
の
で
あ
る
、と
仏
教
の
偉
大
さ
を
謳
い
、こ
の
力
を
も
っ

て
護
国
と
安
泰
を
願
い
た
い
と
、栄
西
は『
興
禅
護
国
論
』の
冒
頭
に
記
し
て
い
る
。ま
た
、栄
西
は
こ
の
書
を
通
じ
て
比
叡
山

延
暦
寺
か
ら
の
批
判
に
対
し
、自
身
の
禅
は
最
澄
の
教
え
と
一
致
し
て
お
り
、批
判
は
あ
た
ら
な
い
と
反
論
し
て
い
る
。

大
い
な
る
哉か

な

心
や
、天
の
高
き
は
極
む
べ
か
ら
ず
。

而
し

か

る
に
心
は
天
の
上
に
出
づ
。地
の
厚
き
は
測
る
べ
か
ら
ず
。

而
る
に
心
は
地
の
下
に
出
づ
。

栄
西
の
言
葉
●『
興
禅
護
国
論
』よ
り

延
暦
７
年（
７
８
８
）、最
澄
が
比
叡
山
に
の
ぼ
り
一
乗
止

観
院（
い
ち
じ
ょ
う
し
か
ん
い
ん
）を
構
え
た
こ
と
に
始
ま

る
。１
２
０
０
年
以
上
、絶
え
る
こ
と
の
な
い
不
滅
の
法
灯

の
も
と
、天
台
僧
が
修
行
を
行
う
延
暦
寺
の
総
本
堂
。

比
叡
山
延
暦
寺
根
本
中
堂

ひ
え
い
ざ
ん
え
ん
り
ゃ
く
じ
こ
ん
ぽ
ん
ち
ゅ
う
ど
う

禅
を
日
本
に
広
め
た

臨
済
宗
の
宗
祖

栄
西

Yosai

密
三
井
寺
流
を
学
ん
で
い
る
。

　

栄
西
が
比
叡
山
で
有
弁
に
従
っ
て
台
密

を
学
ん
で
い
た
頃
、
長
年
仏
教
界
の
頂
点

に
君
臨
し
た
天
台
宗
は
、
形
骸
化
が
進
ん

で
い
た
。
幼
少
の
頃
か
ら
仏
道
を
志
し
、

い
ざ
比
叡
の
門
を
叩
い
て
み
る
と
、
そ
こ

に
は
権
力
と
結
び
つ
き
世
俗
化
し
て
し
ま

っ
た
僧
た
ち
の
サ
ロ
ン
と
化
し
て
い
た
。

そ
の
荒
廃
ぶ
り
を
目ま

の
当
た
り
に
し
た
栄

西
の
失
望
ぶ
り
は
、
相
当
の
も
の
だ
っ
た

で
あ
ろ
う
。

　

後
に
著
し
た
﹃
興こ

う
ぜ
ん
ご
こ
く
ろ
ん

禅
護
国
論
﹄
の
中
で
、

自
分
の
禅
こ
そ
、
伝
教
大
師
最
澄
と
同
じ

禅
戒
一
如
の
禅
だ
と
言
い
、
自
分
は
ひ
た

す
ら
天
台
宗
の
立
て
直
し
と
国
家
安
泰
を

め
ざ
し
て
い
る
と
、
栄
西
を
弾
圧
を
す
る

現
勢
力
に
反
論
し
て
い
る
。

　

20
代
後
半
を
迎
え
て
い
た
栄
西
は
、
す

べ
て
の
原
点
に
立
ち
返
ろ
う
と
最
澄
が
学

ん
だ
中
国
の
天
台
山
へ
の
留
学
を
決
意
す

る
。
仁
安
２
年
（
１
１
６
７
）、
栄
西
は
伯

耆
国
（
鳥
取
県
）
の
大
山
寺
を
訪
れ
、
基

好
上
人
か
ら
天
台
密
教
を
伝
授
さ
れ
る
。

そ
の
翌
年
、
九
州
へ
と
渡
り
阿
蘇
山
に
て

入
宋
祈
願
を
行
う
。
２
月
に
博
多
に
到
着
、

太
宰
府
天
満
宮
に
入
り
出
発
ま
で
の
間
、

渡
海
祈
願
を
行
っ
た
。

　

仁
安
３
年
（
１
１
６
８
）
４
月
３
日
博

多
の
袖
湊
か
ら
商
船
に
乗
っ
て
出
帆
し
、

４
月
24
日
明め

い
し
ゅ
う

州
（
寧に

ん
ぽ
ー波

）
に
到
着
。
上
陸

し
た
栄
西
は
、
偶
然
に
も
後
に
東
大
寺
復

興
の
大
勧
進
と
な
る
重

ち
ょ
う
げ
ん

源
上
人
と
出
会
う
。

２
人
は
一
緒
に
阿
育
王
寺
へ
と
向
か
っ
た
。

　

最
澄
が
学
ん
だ
と
い
う
天
台
宗
の
根
本

道
場
で
あ
る
国
清
寺
に
や
っ
て
き
た
栄
西

が
見
た
も
の
は
、
禅
宗
一
色
に
変
わ
っ
た

密
教
寺
院
の
姿
だ
っ
た
。
当
時
の
南
宋

で
は
禅
宗
が
盛
ん
で
、
最
澄
が
訪
れ
た
時

代
と
は
大
き
く
様
変
わ
り
し
て
い
た
の
で

あ
る
。

　

失
望
感
を
禁
じ
得
な
い
栄
西
だ
っ
た
が
、

天
台
山
万
年
寺
や
阿
育
王
山
阿
育
王
寺
な

ど
を
訪
ね
歩
い
く
。
結
局
、
栄
西
は
思
う

よ
う
な
成
果
を
得
ら
れ
ず
、
わ
ず
か
４
ヵ

月
半
あ
ま
り
の
滞
在
で
、
同
年
９
月
、
帰

国
の
途
に
つ
い
た
。

　

帰
国
に
際
し
、
天
台
の
典
籍
﹃
新し

ん
し
ょ
う
そ

章
疏
﹄

30
余
部
60
巻
を
持
ち
帰
り
、
天
台
座
主
の

明
雲
に
献
上
し
て
い
る
。
明
雲
は
、
栄
西

の
留
学
を
支
援
し
た
一
人
で
あ
る
。
最
澄

が
開
い
た
天
台
宗
の
源
流
に
身
を
置
い
て
、

栄
西
が
南
宋
留
学
で

得
た
も
の
と
は
？

比叡山で受戒した栄西が修行したとさ
れる庵はないが、東塔にある入り口前
の駐車場から山道を少し下った山中
に、栄西修行の地の碑が立っている。

栄西禅師修行の地
ようさいぜんじしゅぎょうのち

天
台
宗
寺
門
派
の
総
本
山
。日
本
四
箇
大
寺
の
一
つ
で
、

天
智
・
天
武
・
持
統
天
皇
の
産
湯
に
用
い
ら
れ
た
冷
泉
が

あ
る
こ
と
か
ら「
御
井（
み
い
）の
寺
」、三
井
寺
と
呼
ば
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
。

園
城
寺
金
堂

お
ん
じ
ょ
う
じ
こ
ん
ど
う
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鎌
倉
幕
府
に
接
近
し
、

禅
宗
の
普
及
に
力
を
注
ぎ
、

そ
の
地
位
を
確
立
す
る

禅
を
日
本
に
広
め
た

臨
済
宗
の
宗
祖

栄
西

Yosai

も
う
一
度
純
粋
な
教
義
で
も
っ
て
薄
汚
れ

た
比
叡
山
を
浄
化
し
た
い
と
考
え
て
い
た

栄
西
の
目
論
見
は
肩
す
か
し
に
あ
っ
て
し

ま
っ
た
。
し
か
し
、
栄
西
は
秀
で
た
宗
教

者
で
あ
る
。
南
宋
で
流
行
し
た
禅
に
対
し

て
、
心
を
動
か
さ
な
か
っ
た
訳
が
な
い
。

現
に
、
南
宋
滞
在
中
に
は
、
方
々
の
禅
刹

を
尋
ね
て
禅
に
関
す
る
知
識
を
学
び
と
っ

て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
栄
西
の
１
回
目

の
渡
宋
は
下
見
の
よ
う
な
も
の
で
、
本
番

は

20
年
後
の
２
回
目
の
渡
宋
と
言
え
る
か

も
し
れ
な
い
。

　

１
回
目
の
渡
宋
か
ら
20
年
後
の
文
治
３

年
（
１
１
８
７
）、
47
歳
に
な
っ
て
い
た
栄

西
は
再
び
南
宋
を
目
指
し
た
。
目
的
地
は

天
竺
（
イ
ン
ド
）。
天
台
の
源
流
を
さ
ら
に

溯
っ
て
、
仏
教
の
源
流
で
あ
る
お
釈
迦
様

の
境
地
に
近
づ
き
た
い
と
考
え
た
栄
西
は
、

南
宋
を
経
て
海
路
で
渡
る
つ
も
り
で
あ
っ

た
が
、
政
情
の
不
安
を
理
由
に
そ
の
願
い

は
叶
わ
ず
、
一
度
は
帰
国
の
途
に
つ
く
。

し
か
し
、
乗
っ
た
船
が
嵐
に
遭
い
、
命
か

ら
が
ら
瑞ず

い

安あ
ん

の
湊
に
漂
着
し
た
。

　

こ
れ
を
天
命
と
悟
っ
た
栄
西
は
、
20
年

前
に
訪
れ
た
天
台
山
万
年
寺
へ
と
向
か
う
。

そ
し
て
、
そ
こ
で
臨
済
禅
直
系
の
黄お

う
り
ゅ
う
は

竜
派

８
代
虚
庵
懐
敞
と
運
命
的
な
出
会
い
を
果

た
す
。
懐
敞
禅
師
が
天
童
山
に
移
っ
た
の

に
伴
い
、
栄
西
は
天
童
山
で
２
年
に
わ
た

っ
て
臨
済
禅
を
学
び
、
懐
敞
禅
師
か
ら
臨

済
宗
黄
龍
派
の
印
可
を
授
か
り
、
平
戸
葦

あ
し
う
ら

浦
に
帰
着
し
た
。

　

宋
で
４
年
の
歳
月
を
過
ご
し
た
栄
西
は
、

建
久
２
年
（
１
１
９
１
）
７
月
、
天
童
山

で
学
ん
だ
臨
済
禅
や
手
に
入
れ
た
多
く
の

什
物
を
携
え
て
帰
国
し
た
。

　

日
本
に
戻
っ
た
栄
西
は
、
九
州
を
活
動

の
拠
点
に
禅
宗
の
普
及
に
乗
り
出
す
。
時

期
を
同
じ
く
し
て
、
広
が
り
始
め
て
い
た

日
本
達
磨
宗
開
祖
の
大だ

い
に
ち
ぼ
う
の
う
に
ん

日
房
能
忍
の
禅
と

も
相
ま
っ
て
、
禅
は
急
速
に
普
及
し
て
い

っ
た
が
、
そ
う
し
た
動
き
を
快
く
思
わ
な

い
比
叡
山
か
ら
弾
圧
を
受
け
る
よ
う
に
な

る
。
一
度
は
京
に
上
ろ
う
と
し
た
も
の
の
、

こ
う
し
た
圧
力
に
よ
っ
て
上
洛
で
き
な
か

っ
た
。

　

栄
西
が
九
州
に
開
い
た
禅
寺
は
東
林

寺
・
寿
福
寺
・
徳
門
寺
・
常
楽
寺
・
妙
徳

寺
・
報
恩
寺
（
福
岡
市
）、
専
光
寺
（
福
岡

県
糸
島
市
）
な
ど
が
あ
る
。
中
で
も
、
鎌

倉
幕
府
初
代
将
軍
源
頼
朝
か
ら
博
多
百
堂

跡
地
を
賜
っ
て
創
建
さ
れ
た
聖
福
寺
は
、

日
本
で
初
と
な
る
禅
寺
で
あ
る
。
山
門
に

は
﹁
扶ふ

よ
う
さ
い
し
ょ
ぜ
ん
く
つ

桑
最
初
禅
窟
﹂
と
い
う
勅
額
が
掛

か
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
栄
西
の
偉
業
を

称
え
、
後
鳥
羽
上
皇
か
ら
下
賜
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
。

　

建
久
９
年
（
１
１
９
８
）﹃
興
禅
護
国

論
﹄
を
著
し
た
そ
の
翌
年
頃
に
、
栄
西
は

鎌
倉
に
入
る
。
そ
し
て
、
鎌
倉
幕
府
に
急

速
に
接
近
し
て
い
く
。

　

正
治
２
年
（
１
２
０
０
）
源
頼
朝
の
妻

北
条
政
子
は
、
栄
西
の
た
め
に
寿
福
寺
を

建
立
し
、
住
職
と
し
て
招
聘
し
た
。
ま
た
、

建
仁
２
年
（
１
２
０
２
）
鎌
倉
幕
府
第
２

代
将
軍
源
頼
家
は
栄
西
を
開
山
と
し
て
、

建
仁
寺
を
京
都
に
建
立
さ
せ
る
。
こ
の
と

虚き

あ

ん庵
懐え

敞じ
ょ
う

禅
師
よ
り

印
可
状
を
授
か
る

鎌
倉
幕
府
の
庇
護
を
受
け

禅
の
普
及
に
尽
力

中
国
浙
江
省
天
台
県
万
年
山
麓
に
位
置
し
、南
宋
時
代

に
は
中
国
の
五
山
十
刹
に
数
え
ら
れ
た
名
刹
。お
よ
そ
１

６
０
０
年
前
、東
晋
年
間（
３
６
３‐３
６
５
年
）に
甘
粛
省

敦
煌（
か
ん
し
ゅ
く
し
ょ
う
と
ん
こ
う
）の
僧
・
雲
猷（
ど
ん

ゆ
う
）と
尊
者
が
万
年
山
の
麓
に
茅
屋（
ぼ
う
お
く
）を
建

て
た
こ
に
始
ま
る
。

天
台
山
万
年
寺 

て
ん
だ
い
さ
ん
ま
ん
ね
ん
じ

中
国
浙
江
省
寧
波
市
太
白
山
の
麓
に
位
置
し
、中
国
五

山
の
一つ
に
数
え
ら
れ
る
阿
育
王
寺
は
西
晋
太
康
３
年（
２

８
２
）に
創
建
さ
れ
た
禅
寺
で
、栄
西
が
訪
れ
た
時
は
中
国

五
山
制
度
確
立
前
で
あ
る
が
、す
で
に
臨
済
宗
の
一
大
道

場
と
し
て
栄
え
て
い
た
。

阿
育
王
山
阿
育
王
寺 

あ
し
ょ
う
か
お
う
じ
ん
あ
し
ょ
か
お
う
じ

是
れ
即
ち
法
を
持じ

す
る
者
の
法ほ

う

ぼ

う宝
を
滅め

つ

し
、

我
に
あ
ら
ざ
る
者
の
我

わ

が

こ

こ

ろ心
を
知
ら
ん
や
。

た
だ
に
禅ぜ

ん

か

ん関
の
宗

し

ゅ

う

も

ん門
を
塞ふ

さ

ぐ
の
み
に
あ
ら
ず
、

そ
も
そ
も
ま
た
叡え

い

が

く嶽
の
粗そ

ど

う道
を
毀そ

し

る
。

慨が

い

ぜ

ん然
、悄

し

ょ

う

ぜ

ん然
た
り
、是ぜ

な
る
や
非ひ

な
る
や
。

栄
西
は『
興
禅
護
国
論
』の
中
で
、比
叡
山
か
ら
の
批
判
に
対
し
、「
仏
法
を
守
ろ
う
と
す
る
者
の
教
え
を
滅
ぼ
す
」、「
私
の

思
い
な
ど
、そ
の
よ
う
な
人
た
ち
に
は
分
か
ら
な
い
」な
ど
と
自
ら
の
思
い
を
吐
露
し
、さ
ら
に
は
最
澄
の
教
え
を
も
貶（
お
と

し
）め
る
も
の
だ
、ま
っ
た
く
嘆
か
わ
し
い
と
、か
な
り
厳
し
い
口
調
で
反
論
し
て
い
る
。

栄
西
の
言
葉
●『
興
禅
護
国
論
』よ
り

［
保
元
２
年（
１
１
５
７
）～
嘉
禄
元
年（
１
２
２
５
）］源
頼

朝
の
正
室
で
、北
条
時
政
の
長
女
。頼
朝
亡
き
後
は
出
家

し
て
、尼
御
台（
あ
ま
み
だ
い
）（
法
名
は
安
養
院
・
あ
ん
に

ょ
う
い
ん
）と
呼
ば
れ
た
が
、藤
原
頼
経（
よ
り
つ
ね
）の
後

見
と
な
り
幕
府
の
実
権
を
握
っ
て
豪
腕
を
ふ
る
っ
た
こ
と

か
ら
、尼
将
軍
と
も
呼
ば
れ
た
。

北
条
政
子 

ほ
う
じ
ょ
う
ま
さ
こ

　

鎌
倉
幕
府
の
初
代
将
軍
源
頼
朝
よ
り

博
多
の
地
に
八
町（
９
０
０
ｍ
四
方
）の
土

地
の
寄
進
を
受
け
、建
久
６
年（
１
１
９

５
）に
聖
福
寺
を
創
建
し
た
。宋
か
ら
帰
国

後
、比
叡
山
延
暦
寺
を
は
じ
め
既
存
の
宗

教
団
体
か
ら
冷
遇
さ
れ
、京
都
に
入
る
こ

と
も
ま
ま
な
ら
な
か
っ
た
栄
西
は
、九
州

各
地
に
禅
寺
を
建
立
し
た
。

　

﹃
興
禅
護
国
論
﹄
は
、聖
福
寺
創
建
か
ら

３
年
後
の
建
久
９
年（
１
１
９
８
）に
著
さ

れ
た
が
、
そ
の
翌
年
あ
た
り
に
鎌
倉
入
り

し
て
い
る
。そ
し
て
、頼
朝
の
正
室
北
条
政

子
や
２
代
頼
家
、３
代
実
朝
ら
の
信
頼
を

得
て
、頭
角
を
現
す
よ
う
に
な
る
。﹃
興
禅

護
国
論
﹄の
中
で
栄
西
は
、自
分
こ
そ
が
伝

教
大
師
最
澄
の
教
え
を
忠
実
に
守
る
王

道
だ
と
言
い
切
っ
て
い
る
。比
叡
山
の
衆

徒
に
し
て
み
れ
ば
、
お
株
を
奪
わ
れ
た
よ

う
な
も
の
で
あ
る
。

　

肖
像
画
な
ど
を
見
る
と
、一
見
温
和
で

物
静
か
そ
う
な
宗
教
者
と
い
う
イ
メ
ー

ジ
だ
が
、栄
西
の
内
面
に
持
ち
合
わ
せ
て

い
る
激
し
い
一
面
が
垣
間
見
ら
れ
る
。

　

﹃
興
禅
護
国
論
﹄
は
臨
済
禅
の
教
書
と

評
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
根
底
に
は
古

く
な
っ
て
形
骸
化
し
た
既
存
宗
教
に
対

す
る
批
判
が
あ
り
、
自
分
こ
そ
が
最
先

端
を
行
っ
て
い
る
と
い
う
自
負
心
が
あ

っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

『
興
禅
護
国
論
』は

形
骸
化
し
た
既
存
宗
教
へ
の

批
判
か
、助
言
か

『
興
禅
護
国
論
』

  

こ
う
ぜ
ん
ご
こ
く
ろ
ん

建
久
９
年（
１
１
９
８
）、明
庵
栄
西
筆
、

国
立
国
会
図
書
館
蔵

建久６年（１１９５）、源頼朝から寺領を授かり、栄西
が創建した日本初の禅寺。後鳥羽上皇より、日本
で最初の禅寺を意味する「扶桑最初禅窟（ふそう
さいしょぜんくつ）」の号を賜った。

聖福寺
しょうふくじ

北
条
政
子
が
創
建
し
、栄
西
は
初
代
住
職
に
招
聘
さ
れ
た
。

鎌
倉
五
山
第
３
の
位
を
有
し
、本
尊
に
釈
迦
如
来
を
ま
つ

る
。 寿

福
寺 

じ
ゅ
ふ
く
じ



036037 栄 西 と 禅 の 世 界

栄西関連年表●
永治元年（1141）
4月20日備中・吉備津神社神官の子と
して生まれる。
久安４年（1148）
８歳で出家を志す。
仁平元年（1151）
安養寺・静心和尚に師事。
仁平３年（1153）
比叡山にのぼる。　
久寿元年（1154）
比叡山で受戒し、栄西と称す。
平治元年（1159）
有弁から台教を学ぶ。
仁安３年（1168）
阿蘇山にて入宋渡海を祈願。4月入
宋、9月帰朝。天台座主明雲に天台章
疏を呈す。
嘉応元年（1169）
備中に清和寺を建立。
文治３年（1187）
再入宋・虚庵懐敞に師事。
建久２年（1191）
虚庵懐敞から印可を授かる。7月平戸
葦浦に帰着。
建久３年（1192）
筑前香椎に建久報恩寺建立。初めて
布薩式（ふさつしき）を行う。
建久６年（1195）
博多に聖福寺創建。
建久９年（1198）

『興禅護国論』を著す。
正治２年（1200）
鎌倉・寿福寺の住持となる。
建仁２年（1202）
建仁寺創建、開山となる。
元久元年（1204）
建仁寺僧堂造営、『日本仏法中興願
文』を草す。
建永元年（1206）
東大寺勧進職に任ぜられる。
建歴元年（1211）

『喫茶養生記』を撰す。
建保２年（1214）
道元、栄西に相見。『喫茶養生記』を源
実朝に献じる。
建保３年（1215）
7月5日、建仁寺に寂す（鎌倉の寿福寺
という説も）

建
仁
寺
に
確
固
た
る
禅
宗
の

礎
を
築
い
た
栄
西
の
も
と
に
は
、

多
く
の
仏
徒
が
集
ま
っ
た

禅
を
日
本
に
広
め
た

臨
済
宗
の
宗
祖

栄
西

Yosai

き
、
58
歳
を
迎
え
た
栄
西
は
、
鎌
倉
幕
府

の
庇
護
を
受
け
、
よ
う
や
く
京
都
に
活
動

の
足
が
か
り
を
得
た
の
で
あ
っ
た
。

　

権
力
と
の
結
び
つ
き
に
よ
っ
て
存
在
が

増
し
て
い
っ
た
栄
西
は
、
東
大
寺
の
勧
進

職
に
ま
で
昇
り
詰
め
る
。
そ
し
て
、
禅
宗

普
及
の
た
め
、
中
国
か
ら
多
く
の
禅
僧
を

招
き
入
れ
、
南
宋
に
始
ま
る
五
山
の
寺
院

制
度
を
定
着
さ
せ
た
。

　

こ
れ
に
よ
っ
て
日
本
国
内
に
は
多
く
の

臨
済
宗
派
が
誕
生
し
隆
盛
を
極
め
る
こ
と

に
な
る
が
、
臨
済
宗
に
お
け
る
栄
西
の
存

在
は
他
派
の
開
祖
の
陰
に
隠
れ
て
し
ま
い
、

目
立
た
な
い
存
在
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

　

他
の
宗
派
に
見
ら
れ
る
開
祖
を
絶
対
の

存
在
と
し
て
崇
め
る
よ
う
な
カ
リ
ス
マ
性

を
、
栄
西
に
見
て
と
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

そ
の
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
栄
西
は
決
し

て
権
力
志
向
の
強
い
宗
教
者
で
は
な
く
、

あ
く
ま
で
も
純
粋
に
禅
の
普
及
に
務
め
る

た
め
、
単
に
手
段
と
し
て
権
力
を
利
用
し

た
と
言
え
な
く
も
な
い
。

　

晩
年
の
栄
西
は
禅
の
教
え
を
説
く
傍
ら
、

南
宋
か
ら
持
ち
帰
っ
た
茶
を
普
及
す
る
た

め
、﹃
喫
茶
養
生
記
﹄
を
著
し
て
い
る
。

　

栄
西
は
２
回
目
の
入
宋
か
ら
帰
国
す
る

際
、
茶
の
種
を
持
ち
帰
り
、
筑
前
の
背
振

山
（
佐
賀
県
背
振
村
）
に
植
え
て
お
り
、

こ
れ
が
﹁
岩い

わ

上が
み

茶ち
ゃ

﹂
の
起
こ
り
と
さ
れ
て

い
る
。
ま
た
、
栂と

が

尾お

の
明
恵
上
人
に
茶
種

を
贈
っ
た
こ
と
か
ら
﹁
栂
尾
茶
﹂
が
始
ま

っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
宇
治
茶
は
、
栂

尾
か
ら
移
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　

喫
茶
と
禅
宗
の
伝
来
と
は
深
い
関
係
が

あ
る
。
禅
宗
僧
侶
の
集
団
修
道
生
活
の
規

則
は
、
中
国
で
は
す
で
に
唐
代
に
確
立
さ

れ
、﹁
清し

ん

規ぎ

﹂
と
呼
ば
れ
た
。
清
規
と
は
清

浄
な
状
態
に
保
つ
た
め
の
禅
僧
の
規
則
で

あ
り
、
そ
の
一
つ
に
茶
礼
・
点
茶
・
煎
茶

や
茶
に
関
す
る
儀
式
が
あ
る
。
ま
た
、
坐

禅
の
際
の
茶
礼
は
、
眠
気
覚
ま
し
の
意
味

が
あ
り
、
禅
宗
と
は
切
っ
て
も
切
れ
な
い

も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
。

　

坐
禅
修
行
に
限
ら
ず
、
一
般
に
対
し
て

も
、
茶
に
は
医
薬
的
効
能
が
あ
り
、
延

命
・
長
寿
を
も
た
ら
す
良
薬
で
あ
る
と
、

﹃
喫
茶
養
生
記
﹄
に
は
記
さ
れ
て
い
る
。

　

す
べ
て
の
人
の
健
康
と
幸
福
、
そ
し
て

国
家
安
泰
を
願
い
、
さ
ら
に
は
腐
敗
し
た

天
台
宗
の
再
興
を
目
指
し
て
南
宋
に
２
度

も
わ
た
り
、
遂
に
は
臨
済
宗
黄
竜
派
の
印

可
を
持
ち
帰
っ
て
、
日
本
に
禅
宗
を
広
め

た
千
光
師
祖
明
庵
栄
西
禅
師
。

　

﹃
喫
茶
養
生
記
﹄
を
記
し
た
４
年
後
の
建

保
３
年
（
１
２
１
５
）、
建
仁
寺
で
示し

じ
ゃ
く寂

。

そ
の
前
年
、
道
元
は
栄
西
と
謁え

っ
け
ん見
し
、
禅

の
歴
史
は
、
こ
こ
で
栄
西
か
ら
道
元
に
引

き
継
が
れ
る
こ
と
と
な
る
。 

空
門
、無
相
門
、無
作
門
の
三
解
脱
門
。現
在
の
三

門
は
大
正
12
年
、静
岡
県
浜
名
郡
の
安
寧
寺
か
ら

移
建
さ
れ
た
。「
御
所
を
望
む
楼
閣
」と
い
う
意
味

か
ら「
望
闕
楼
」と
名
づ
け
ら
れ
る
。

建
仁
寺
三
門 

け
ん
に
ん
じ
さ
ん
も
ん

明
和
２
年（
１
７
６
５
）の
上
棟
。仏
殿
兼
用
の「
拈
華
堂（
ね
ん
げ

ど
う
）」で
、正
面
須
弥
壇
に
は
本
尊
釈
迦
如
来
座
像
と
脇
侍
迦
葉

尊
者（
か
し
ょ
う
そ
ん
じ
ゃ
）・
阿
難
尊
者（
あ
な
ん
そ
ん
じ
ゃ
）が
祀

ら
れ
て
い
る
。天
井
に
は
創
建
８
０
０
年
を
記
念
し
て
、平
成
14
年

（
２
０
０
２
）に「
小
泉
淳
作
画
伯
」に
よ
る
双
龍
が
描
か
れ
た
。

法
堂 

は
っ
と
う

慶長４年（１５９９）、恵瓊（えけい）が安芸の安国寺から移築
した。優美な銅板葺の屋根が印象的な禅宗方丈建築。堂
内の襖絵全 50 面を、桃山時代から江戸時代にかけて活躍
した絵師の海北友松の水墨画が飾る。また前庭の枯山水
様式の「大雄苑（だいおうえん）」が訪れる人を迎える。

方丈 ほうじょう

　

﹃
喫
茶
養
生
記
﹄
は
、
栄
西
晩
年
の

建
歴
元
年
（
１
２
１
１
）
に
書
か
れ
た
。

日
本
に
飲
茶
の
文
化
を
も
た
ら
し
普
及

さ
せ
た
の
が
、
栄
西
で
あ
る
。
日
本
に

茶
の
種
が
も
た
ら
さ
れ
た
の
は
、
奈
良

時
代
に
ま
で
溯
る
。
平
安
時
代
に
は
、

一
部
の
上
流
階
級
の
み
に
愛
飲
さ
れ
て

い
た
。
そ
れ
を
一
般
に
普
及
さ
せ
た
こ

と
に
よ
り
、
栄
西
は
別
名
﹁
茶
祖
﹂
と

呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

﹃
吾
妻
鏡
﹄
に
よ
る
と
、
鎌
倉
幕
府
第

３
代
征
夷
大
将
軍
源
実さ

ね
と
も朝
が
二
日
酔
い

で
苦
し
む
身
を
案
じ

て
、
栄
西
が
献
本
し

た
と
記
さ
れ
て
い
る
。

　

上
下
２
巻
か
ら
な

る
﹃
喫
茶
養
生
記
﹄

の
上
巻
に
は
、
茶
の

種
類
や
抹
茶
の
製
造

方
法
、
喫
茶
の
効
用

が
解
説
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
下
巻
は
桑
の

効
用
を
解
説
し
て
お

り
、
糖
尿
病
、
中
風
、

食
欲
不
振
、
瘡そ
う

、
脚
気
の
五
病
に
対
す

る
医
学
書
的
な
内
容
に
な
っ
て
い
る
。

　

建
仁
寺
の
境
内
に
は
、
栄
西
禅
師
の

功
績
を
顕
彰
し
、
後
世
へ
と
伝
え
る
た

め
の
﹃
茶
碑
﹄
が
建
立
さ
れ
て
い
る
。

宋
か
ら
飲
茶
文
化
を

持
ち
帰
り
茶
を
広
く

普
及
さ
せ
た
茶
祖

『
喫
茶
養
生
記
』

  

き
っ
さ
よ
う
じ
ょ
う
き

建
歴
元
年（
１
２
１
１
）、

国
立
国
会
図
書
館

建仁寺三門東側に茶碑があり、
その傍らには、桑碑も立つ。

茶碑ちゃひ

権
力
と
の
結
び
つ
き
は

禅
普
及
の
た
め
の
手
段
？

禅
と
茶
を
広
め
た

文
化
的
先
導
者

建仁寺開創８００年を記念して、平成 14 年（２００２）法
堂の天井に描かれた双龍図。大きさは縦 11・４m×横
15・７m（畳１０８枚分）もの大きさがあり、２年の歳月を
費やして完成した。

双龍図 そうりゅうず




