
鎌
倉
新
仏
教
に
お
け
る
浬
禦
経
受
容

の

一
側
面

-

源

信

と
」親

驚

・
日

蓮

-

関

戸

尭

海

日
蓮

の
初
期
の
教
学
と
浄
土
教
批
判
は
密
接
な
関
係
を
持

つ
が
、
意

外
に
も
浬
繋
経
の
受
容
を
め
ぐ

っ
て
日
蓮
と
浄
土
教
と
の
間
に
平
安
時

代
の
天
台
僧
源
信
と
い
う
共
通
項
が
み
う
け
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の

キ
ー
ワ
ー
ド
が
浬
葉
経
迦
葉
品
の

「
阿
褥
多
羅
三
貌
三
菩
提
は
、
信
心

を
因
と
為
す
と
説
く
。
是
の
菩
提
の
因
は
復
無
量
な
り
と
錐
も
、
若
し

(1
)

信
心
を
説
く
と
き
は
則
ち
已
に
摂
し
尽
す
」
で
あ
り
、

こ
の
文
を
め
ぐ

っ
て
日
蓮
と
浄
土
教
、

と
り
わ
け
親
攣
と
の
間
に

『
一
乗
要
決
』
と
い

う
共
通
す
る
支
点
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

高
木
豊
氏
は
源
信
と
法
然

・
親
黛
の
浬
梨
経

引
用
を
比
較
対

照
し

て
、
ま
ず

『
選
択
本
願
念
仏
集
』
に
お
け
る
浬
葉
経
引
用
が
皆
無

で
あ

る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
さ
ら
に

『
往
生
要
集
』
で
源
信
が
浬
桀
経

を

「
大
経
」
と
呼
ん
で
し
ば
し
ば
引
用
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

『
教
行
信
証
』
と
共
通
す
る
文
が
信
巻
に
み
え
る
前
掲
の
迦
葉
品
の
信

(2
)

心
為
因
の
文
だ
け
で
あ
る
こ
と
も
指
摘
す
る
。

『
往
生
要
集
』
の
念
仏
往
生
の
思
想
や
克
明
な
地
獄
の
描
写
が
鎌
倉

時
代
の
浄
土
教
興
隆
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
こ
と
は
周
知
の

と
お
り
で
あ
る
が
、
迦
葉
品
の
信
心
為

因

の
文
が

『
往
生
要
集
』
と

『
教
行
信
証
』
と
に
共
通
す
る
唯

一
の
浬
葉
経
文
で
あ
る
こ
と
は
興
味

あ
る
こ
と
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
、

こ
の
迦
葉
品
の
文
は

『往
生

要
集
』
と

『
教
行
信
証
』
の
関
係
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
な
が
ら
、
さ
ら

に

『
一
乗
要
決
』
と

『
教
行
信
証
』
の
結
び
つ
き
を
示
す
経
文
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。

八
木
昊
恵
氏
は

『
教
行
信
証
』
行
巻
に
お
け

る

一
乗
海
釈
に
注
目
し

た
上
で
、
勝
壼
経
を
め
ぐ
る
親
攣
の
自
釈
と
も

い
う
べ
き
見
解
が

『
一

乗
要
決
』
大
文
第
八
を
下
敷
き
と
し
て
い
る
点
を
と
り
あ
げ
て
、
親
鷺

の
源
信
著
作
依
用
を

『
往
生
要
集
』
に
限
る
点

に
再

考
を
促

し
て
い

(3
)

ゆ
。ま

た
神
戸
和
磨
氏
は

『
一
乗
要
決
』
大
文
第
七

(仏
性
差
別
を
弁
ず
)

に
み
ら
れ
る
源
信
の
仏
性
観
を
と
り
あ
げ
、
「
一
切
衆
生
悉
有
仏
性
」

の
理
論
を
可
能
性
に
と
ど
ま
ら
せ
る
こ
と
な
く
、

そ
れ
を
源
信
が
い
か

鎌
倉
新
仏
教

に
お
け
る
浬
梨
経
受
容

の

一
側

面

(
関

戸
)
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鎌
倉
新
仏
教
に
お
け
る
浬
梨
経
受
容
の
一
側
面

(関

戸
)

に
現
実
化
し
実
証
し
て
い

っ
た
か
に

つ
い
て
、
阿
弥
陀
如
来
の
救
済
を

(
4
)

念
頭
に
置

き
つ
つ
検
討
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
指
摘
に
よ

っ
て

『
一
乗
要
決
』
と
親
鷺
と
の
関
わ
り
に
留

意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
点
が
う
か
が
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
八
木
昊
恵
氏

は
さ
ら
に
興
味
深

い
意
見
を
提
示
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち

『
教
行
信
証
』
信
巻
に
み
え
る
迦
葉
品
の
信
心
為
因
の
文

が

『
一
乗
要
決
』
大
文
第
六

(無
性
有
情
の
執
を
遮
す
)
に
引
か
れ
る
経

文
で
あ
る

こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
引
用
の
次
下
で
源

信
が

一
閾

提
を
信
不
具
足
と
み
な
し
て
い
る
文
意
が
、
意
外
に
も

『
教

行
信
証
』
に
お
け
る
信
心
為
因
の
引
用
の
次
下
の
文
意
に
通
ず
る
こ
と

を
明
し
て
、
大
文
第
六
に
お
け
る
源
信
の
仏
性
論
が
考
慮
さ
れ
る
べ
き

旨
を
明
示
し
て
い
る
。
さ
ら
に

『
一
乗
要
決
』
に

つ
い
て

「
要
集
に
於

け
る
菩
提

の
因
と
し
て
の
信
心
強
調
と
相
侯

っ
て
、
信
心
仏
性
の
問
題

が
提
起
せ
ら
れ
、
『
一
乗
要
決
』
の
信
心
為
因
、

一
閲
提
を
信

不
具
足

(
5
)

と
す
る
事

の
意
義
を
考
慮
す
べ
き
」
こ
と
を
指
摘
す
る
の
で
あ
る
。

『
一
乗

要
決
』
は
法
華
経
の
一
乗
思
想
を
閲
揚
す
る
と
同
時
に
、

一

方
で
浬
桀

経
を
中
心
と
し
た
諸
経
論
か
ら
の
広
範
な
引
用
に
よ

っ
て
、

仏
性
の
検
討
を
詳
細
に
行

っ
て
い
る
。

こ
の
点
で

『
一
乗
要
決
』
と
鎌

倉
新
仏
教
と
の
つ
な
が
り
を
見
る
時
、

<法
華
経

の

一
乗
思
想

を
明
し

た
書
>
で

あ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん

の
こ
と
、
<
一
切
衆
生
悉
有
仏
性

の

現
実
化
を
め
ざ
し
た
書
>
で
あ
る
こ
と
に
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ

し
て
、
仏
性
論
と
い
う
問
題
に
主
眼
を
置
い
て
見
れ
ば
、
迦
葉
品
の
信

心
為
因
の
文
を
め
ぐ

っ
て
親
鷺
と

『
一
乗
要
決
』
と
の
関
わ
り
が
う
か

が
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
次
に
直
接

『
一
乗
要
決
』
を
み
て
み
る
と
、
大
文
第
六
で
は

慈
恩
の

『
成
唯
識
論
掌
中
枢
要
』
を
ま
ず
あ
げ

て
端
を
発
し
、
法
宝
の

『
一
乗
仏
性
究
寛
論
』
で
そ
れ
に
対
せ
し
め
、
徳

一
の

『
慧
日
羽
足
』

で
さ
ら
に
反
対
さ
せ
、
最
後
に
源
信
の
私
引
文

を
引
い
て
無
性
有
情
実

有
の
執
を
破
し
て
い
る
。
中
で
も

『
枢
要
』
に
お
い
て
慈
恩
が
無
種
姓

人
を
証
す
文
と
し
て
あ
げ
た
浬
繋
経

・
善
戒
経

・
勝
壼
経
な
ど
の
十
文

(6
)

一
量
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
慈
恩
の
説
を
論
破
し
て
い
る
が
、
親
鷺

(7
)

と
の
関
わ
り
が
う
か
が
わ
れ
る

「枢
要
の
第
五
文
」
と
は
、
浬
桀
経
の

恒
河
七
種
衆
生
に
つ
い
て
検
討
さ
れ
る
部
分
で
あ
る
。
慧
沼
が
恒
河
七

種
衆
生
の
第

一
を
畢
寛
無
性
常
没
閲
提
と
力
説
す
る
の
に
対
し
て
、
源

信
は

「
常
没
」
の
語
に
固
執
す
べ
き
で
は
な
い
と
反
論
し
て
い
る
。
そ

こ
に
は
浬
架
経
に
基
づ
い
て

一
閲
提
を
信
不
具
足
と
す
る
源
信
の
見
解

が
提
示
さ
れ
る
が
、

そ
の
例
証
の

一
と
さ
れ
る
の
が
迦
葉
品
の
信
心
為

(8
)

因
の
文
で
あ
る
。

ひ
る
が
え

っ
て
日
蓮
の
遺
文
を
み
て
み
る
と

『
顕
諦
法
鋤
』
と

『
法

華
題
目
砂
』
に
、
迦
葉
品
の
信
心
為
因
の
文
を
通
し
て
の
源
信
と
の
関

(
9
)

わ
り
が
う
か
が
わ
れ
る
。

『
顕
諺
法
砂
』
で
は

「
信
」
と

「解
」
の
あ
り
よ
う
と

「諦
法
」
と

の
関
係
に
つ
い
て
考
察
さ
れ
て
お
り
、

こ
こ
で
、
仏
教
に
つ
い
て
の
知

的
解
了
が
な
く
と
も
信
仰
心
さ
え
あ
れ
ば
得
道
を
と
げ
る
こ
と
が
で
き
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る
と
し
、

そ
の
証
拠
と
し
て
法
華
経
響
喩
品
の

「
以
信
得
入
」
の
文
と

と
も
に
迦
葉
品
の
信
心
為
因
の
文
が
引
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
日
蓮
は

「信
」
と

「解
」

の
あ
り
よ
う
と

「諺
法
」
に

つ
い
て
検
討
す
る
に
あ

(10
)

た

っ
て
、
浬
繋
経
の
恒
河
七
種
衆
生
を
と
り
あ
げ
て
い
る
が
、
浬
藥
経

の
経
文
に
も
と
つ
い
て
結
局
、
諺
法
で
あ
る
か
な
い
か
は
信
仰
の
あ
り

(1
1
)

よ
う
に
よ
る
と
見
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
日
蓮
の
見
解
は
、
親
鷺

の
場
合
と
同
様
、
『
一
乗
要
決
』
大
文
第
六
に
お
け
る
源
信

の
解
釈
を

下
敷
き
と
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た

『
顕
諺
法
砂
』
著
作
の
五
年
程
後

に
著

さ
れ
た

『
法
華
題
目

紗
』
に
お
い
て
も
、
法
華
経
響
喩
品
の

「
以
信
得
入
」
の
文
と
迦
葉
品

の
信
心
為
因
の
文
を
と
り
あ
げ
て
、
信
心
の
重
要
性
を
力
説

し

て
い

る
。
そ
し
て
、
た
と
え

「
さ
と
り
」
が
あ

っ
て
も

「
信
心
」
な
き
も
の

は
誹
諺
閾
提
の
者
で
あ
り
、
た
と
え

「
さ

と
り
」
が

な
く
と
も

「
信

心
」
が
あ
る
者
は
鈍
根
と
て
も
正
見

の
者

で
あ

る
と
言

い
切

っ
て
い

(12
)る

。
『法
華
題
目
鋭
』
の
こ
の
よ
う
な
見
解
は
(
1
)
著
作
年

次
(
2
)証
拠

と
し
て
い
る
法
華
経

・
浬
繋
経
文

(
3
)
信
心
の
な
い
者
を
誹
諺
闘
提
と

み
な
し
、
諺
法
と
な
ら
な
い
た
め
に
は
信
仰
心
が
必
要
で
あ
る
、
と
い

う
以
上
の
(
1
)
-
(
3
)
の
点
か
ら
、
『
顕
諺
法
紗
』
の
見
解
を
継
承

し
て

い

る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

そ
し
て
こ
の
こ
と
は

『
法
華
題
目
紗
』
に
示
さ

れ
る

「信
心
を
本
と
為
す
」
思
想
の
底
流
に

『
一
乗
要
決
』
が
あ
る
こ

と
を
示
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
源
信
の
評
価
に

つ
い
て
浄
土
教

の
側
か

ら

す
れ
ば
、

日
本
の
浄
土
教
思
想
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
こ
と
か
ら

『
往
生
要
集
』
の
源
信
に
ウ

ェ
イ
ト
が
置
か
れ
が

ち
で
あ

っ
た
と
い
え

よ
う
。
そ
の
点
で

『
一
乗
要
決
』
を
再
度
見
直
す

心
要
が
あ
る
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。
ま
た

『
一
乗
要
決
』
を
み
る
に
あ
た

っ
て
も
、
序
分
に

(
13
)

源
信
自
ら

「
自
他
宗
の
偏
党
を
捨
て
専
ら
権
智
実
智
の
深
奥
を
探
る
」

と
語

っ
て
い
る
よ
う
に
、
宗
派
的
な
偏
見
を
捨
て
た
視
点
に
立
ち
、
『往

生
要
集
』
と
の
関
わ
り
ば
か
り
に
目
を
う
ば
わ
れ

る
こ
と
な
く
、
純
粋

な
教
学
書
と
し
て
う
け
と
め
る
こ
と
を
提
唱
し
た

い
。
そ
の
こ
と
に
よ

っ
て
逆
に
親
鷺
が
源
信
の
仏
性
論
の
ど
こ
に
着
目

し
て
い
た
か
が
よ
り

明
ら
か
に
な
り
、
源
信
の

「
一
切
衆
生
悉
有
仏
性
」
の
具
現
化
に

つ
い

て
の
見
解
が
、
親
鷺
の
た
ど
り
え
た
阿
弥
陀
如
来

の
救
済
の
世
界
に
ど

の
よ
う
に
反
映
し
て
い
た
か
が
、

よ
り
明
確
化
す
る
と
い
え
る
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。

ま
た
日
蓮

の
側
か
ら
み
れ
ば
、
源
信
が
鎌
倉
時
代
の
浄
土
教
興
隆
に

果
し
た
役
割
に
注
目
さ
れ
が
ち
で
あ

っ
た
た
め

「
獅
子
身
中
の
虫
」
と

厳
し
く
批
判
さ
れ
て
き
た
点
の
み
が
浮
き
上
が

っ
て
き
た

こ
と

に
よ

り
、
源
信
と
の
関
わ
り
は
う
す
い
と
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し

『
顕
諺
法

紗
』
『法
華
題
目
鋭
』
は

『
一
乗
要
決
』
の
見
解
を
下
敷
き
と
し

て
い

(
14
)

る
と
思
わ
れ
る
上
、
日
蓮
に
は
他
に
も

『
一
乗
要
決
』
の
抜
き
書

き
や

書
写
が
い
く

つ
か
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に

『
往
生
要
集
』
の
著
者
と
し
て
の
源
信
の
存
在
ば
か

り
に
目
を
う
ば
わ
れ
て
き
た
た
め
、
従
来
軽
視
し
が
ち
だ

っ
た

『
一
乗

鎌
倉
新
仏
教

に
お
け
る
浬
墾
経
受
容

の

一
側
面

(
関

戸
)
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鎌
倉
新

仏
教

に
お
け

る
浬
繋
経
受
容

の

一
側

面

(
関

戸
)

要

決

』

に

お

け

る
源

信

の
仏
性

論

が
、

鎌

倉

時

代

と

い
う
新

場

面

に

お

い
て

「
信

心
」

を

媒

介

と

し
て

浮

び

上

っ
て
く

る

の

で

は

な

か

ろ

う

か
。そ

し

て
、

親

黛

・
日
蓮

が
源

信

の

二

閾

提

と

は

信

不

具

足

」

と
す

る
見

解

に
着

目

し

て

い

る

こ
と

の
背

景

に

は
、

鎌

倉

時

代

に

お

い

て
仏

教

に
求

め

ら

れ

た

課

題

を

示

す

と

と

も

に
、

平

安

天

台

宗

か

ら

鎌
倉

新

仏

教

へ
の
継

承

と

断

絶

を

探

る

て

が

か

り

の

一

つ
が

あ

る

の

で
は

な

か

ろ

う

か
。

1
「

大
正

新
脩
大
蔵
経
」
十

二
巻
五
七
三
頁
C
。

2
 
高
木
豊

『
鎌
倉
仏
教
史
研
究
』

一
〇

一
-
三
頁
参

照
。

3
 

八
木
昊

恵

『
恵
心
教
学

の
基
礎

的
研
究
』

六
四
三
頁
参
照
。

4
 
神
戸
和
麿

「源
信

に
お
け
る
仏

性
観
(上
)・
(中
)」
(
『
同
朋
大
学
論
叢
』

二

八

・
三
五
所

収
)

参
照
。

5
 

八
木
昊

恵
前
掲
書
五
六

一
頁
参
照
。

6
「

正
蔵
」

四
三
巻
六

一
二
頁

a
。

7
「

正
蔵
」

七
四
巻
三
五
四
頁

b
。

8
 

ま
た
八
木
昊

恵
氏
は

『
一
乗
要
決
』

大
文

第
六
と

『
往
生
要
集
』
大
文

第

五
助
念
方
法

と
の
関
わ
り
に

つ
い
て

「
閲
提

を
約
位
と
し
、

成
仏
を
約

束
す

る
恵

心
の
論
結

は
同
時

に
浄

土
教
学

の
読

法
閲
提

廻
心
皆
往

と
連
結

し
、
往
生
要
集

逆
講

除
取
釈

も
想
起

せ

ら

れ

る
」

(
前
掲
書
二

二
〇
頁
)

と
す

る
が
、
浄

土
教
学
に
お
け
る
五
逆

・
読
法

・
閲
提

の
あ
り

か
を

と
、

源
信

の
仏
性
論

と
の
関
わ
り
に

つ
い
て
は
今
後

検
討

す

べ
き
興
味
あ

る
問

題

で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

9
 
拙
稿

「
源

信

『
一
乗
要
決
』

と
日
蓮
聖
人
1
」
(
『
立

正
大
学

日
蓮
教
学

研
究

所
紀
要
』
十
三
号
所
収
)

を
参
照

さ
れ
た

い
。

10
 
渡

辺
宝
陽
氏
は
恒
河
七
種
衆
生
理
解

に

つ
い
て
日
蓮

・
善
導

・
源
信

・

浬
繋

経

(
南
本

・
北
本
)

そ
れ
ぞ

れ
を
対
照
す

る
こ
と
に
よ

っ
て
、

日
蓮

の
浄

土
教
批
判

の
視
座

が
五
逆

・
誇
法

に
あ
る
こ
と
を
明
確

化
し

て
い
る

(『
日
蓮
宗
信
行
論

の
研
究
』

一
〇
頁
以
下
参
照
)
。

11
「

昭
和
定
本

日
蓮
聖
人
遺
文
」

二
七
三
頁
。

12
 

同
右
三
九

二
頁
。

13
「

正
蔵
」
七

四
巻

三
二
七
頁

C
。

14
 

日
蓮

の
初
期
布
教

の
課
題

と
浄

土
教
批
判

は
密
接

な
関
係

を
持

ち
、

法

蔵
比
丘

の
四
十

八
願

を
め
ぐ

っ
て
誹
諺
正
法

の
問
題

が
大
き
く

ク
ロ
ー
ズ

ア

ッ
フ
さ
れ

て
く

る
。

そ
し
て
日
蓮

が
末
法

の
誹
誘
正
法

の
者

こ
そ
、

救

済
困
難
な
人
間

と
す
る
位
置

づ
け

は
源
信

の

『
一
乗
要
決
』

の
思

想
を
継

承
す
る
も

の
で
あ

る

(
渡

辺
宝
陽

「
日
蓮

の
初
期
布
教

の
課
題
」

<『
宗
教

研
究
』
二
六

八
号
所
収
>
参
照
。

(
立
正
大
学
大
学
院
修

了
)
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