
鎌
倉
中
葉
以
前

に
於
け
ろ
論
註
研
究
の

一
斑

伊

藤

眞

徹

鞘

我
が
國
淨
土
教
各
派
の
等
し
く
正
依
の
論
の
註
疏
の
最
高
峰
と
し
て
、
尊
重
す
る
處
の
鸞
師
の
論
註
が
、
何
時

如
何
な
る
入
に
依
て
我

國

に
將
來
せ
ら
れ
た
る
か
に
つ
い
て
は
、
今
日
推
定
す
る
に
資
料
に
乏
し
く
、
正
確
を
缺
く
こ
と
は
誠
に
遺
憾
と
す
べ
き
で
あ
る
。

唯
文
獻

上
そ
の
存
在
を
知
り
得
ら
る
丶
最
古
に
屬
す
べ
き
時
代
と
し
て
は
既
に
早
く
智
光
の
在
世
に
そ
の
流
布
の
片
鱗
を
知
る
こ
と
が

、

Q

出
來
る
の
で
あ
る
。
印
ち
智
光
の
著
往
生
論
疏
五
卷
の
現
存
零
丈
の
内
容
檢
討
と
龍
樹
曇
鸞
の
芳
躅
を
追
慕
す
る
念
の
熾
烈
で
あ
つ
た
等

②

の
行
業
上
よ
り
之
れ
を
決
定
す
る
こ
と
が
出
來
る
。
元
來
智
光
が
淨
土
を
願
生
せ
し
こ
と
は
、
そ
の
所
屬
の
宗
風

に
依
る
影
響
を
多
分
に

受

け
た
も
の
で
あ
つ
て
、
既
に
凝
念
は
此
點
を
指
摘
し
て

日
本
國
元
興
寺
智
光
法
師
作
・往
生
論
鑒

卷
一叢

・曇
變

驀

・毳

曇

響

光
倶
是
「諞

(淨
全
一
五
、

五
八
五

)

と
述

べ
、
兩
者
の
關
係
の
み
な
ら
す
、
兩
師
の
著
述
の
關
係
を
も
明
白
に
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

以
上
は
之
れ
論
註
の
我
國
初
期
淨
土
歡
思
想
の
表
面
に
表
は
れ
、
影
響
葱
與

へ
た
初
め
で
あ
る
が
、
典
籍
の
在
存
を
知
る
古
き
tlt�
録
と

し

て
は
、
正
倉
院
文
書
天
卒
二
十
年

六
月
十
日
の
寫
章
疏
目
録
中
に
は

㎝鎌
倉
中
葉
以
前
に
於
け
る
論
註
研
究
の
一
斑
(伊
藤
)

二
一



一=
一

仕
仙
生

論

私

記

劵
一請
留

(
大
日
本
古
丈
書

三
、

八
七
)

と
あ
り
、
美

纛

寶
四
年
+
月
二
+
言

の
奉
請
經
論
疏
目
録
籍

院
に
は

往
生
論
私
記

一
卷
「婆
藪
盤
豆
述
」

と
あ
る
。
古
來
論
註
の
異
稱
と
し
て
知
ら
れ
た
る
も
の
に
往
生
論
記
、
私
記
、
註
解
、
註
論
等
が
あ
る
。
此
の
天
雫
勝
寶
四
年
は
智
光
が

③

般
若
心
經
述
義

一
卷
を
著
は
せ
し
年
に
相
當
し
、
當
時
は
既
に
佛
教
公
傳
後
二
百
年
に
達
し
、
惠
隱
か
無
量
壽
經
を
宮
講
し
て
か
ら
百
年

に
及
ん
で
ゐ
る
。
他
方
支
那
に
於
て
は
鸞
師
寂
後
二
百
十
年
、
道
綽
を
經
て
善
導
に
至
り
、
正
に
淨
土
教
の
極
盛
期
に
入
つ
て
既
に
百
餘

④

1

年
を
經
過
し
た
時
代
で
あ
る
。
か
く
の
如
き
情
勢
に
あ
つ
て
既
に
綽
導
二
組
の
著
作
は
、
我
が
國
に
流
傳
し
轉
寫

せ
ら
れ
た
る
を
以
て
、

此
等
二
租
の
教
義
信
仰
の
源
泉
礎
底
を
な
し
、
殊
に
當
時
奈
良
佛
教
を
代
表
す
べ
き
三
論
に
關
係
あ
る
鸞
師
の
著
作
も
、
綽
導
二
祗
の
そ

れ
と
殆
ん
ど
同
時
に
將
來
せ
ら
れ
た
り
と
推
定
す
る
も
、
敢
て
當
を
失
し
た
る
も
の
で
は
な
か
ら
う
。

史
籍
に
傳
ふ
る
所
に
依
れ
ば
、
惠
隱
の
大
經
宮
講
以
後
智
光
に
至
る
間
の
淨
土
教
信
仰
は
、
杳
と
し
て
淌
息
を
絶

つ
の
で
あ
る
が
、
今

そ
の
原
因
に
つ
い
て
考
察
す
る
に
、
元
來
古
京
の
六
宗
は
學
解
佛
教
と
も
云
ふ
べ
く
、
特
に
奈
良
朝
の
前
牛
期
は
三
論
法
相
時
代
と
も
云

は
れ
、
宗
教
と
し
て
よ
り
も
哲
學
と
し
て
、
民
衆
よ
り
も
僭
侶
と
云
ふ
特
殊
階
級
に
そ
の
面
目
を
維
持
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
此
の
事
を

傍

證
す
る
も
の
と
し
て
は
、
當
時
の
寫
經
所
に
於
け
る
經
論
章
疏
筆
寫
目
録
が
あ
る
、
之
れ
を

一
々
詳
細
に
檢
す
れ
ば
、
自
ら
此
の
間
の

事

情
は
首
肯
し
得
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
か
く
の
如
く
此
の
時
代
の
佛
教
が
學
解
の

一
面
に
の
み
偏
せ
し
こ
と
は
、

自
己
の
心
靈
の
救
濟
を

求
む
る
信
仰
佛
教
、
悟
道
佛
教
發
展
の
素
地
稀
薄
な
り
し
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。
さ
れ
ど
奈
良
佛
教
の
底

流
と
し
て
、

一
部
の
篤

信

者
間
に
潜
行
的
に
尊
信

せ
ら
れ
た
、
所
謂
素
朴
西
方
願
生
思
想
は
、
法
相
三
論
兩
宗
中
に
於
い
て
は
、
寧
ろ
三
論
を
温
床
と
し
て
多
く



の
仰
信
者
を
出
し
、
漸
次
發
展
流
通
し
た
の
で
あ
つ
て
、
之
れ
偏

へ
に
そ
の
宗
風
に
由
來
す
る
も
の
で
あ
る
。

此
の
西
方
願
生
思
想
は
逐
次
年
と
共
に
發
展
の
過
程
を
辿
れ
る
な
ら
ん
も
、
而
も
關
係
曲
ハ籍
の
丈
獻
に
表
は
れ
る
こ
と
の
少
く
、
薦

經

目
録
に
そ
の
名
を
留
め
な
い
原
因
は
、
根
本
に
遡

つ
て
寫
經
の
目
的
を
究
明
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
元
來
寫
經
は
公
立
の
寫
經
所
に
於

て
各
專
門
の
技
術
家
に
依
り
準
備
を
調

へ
、
寫
經
師
に
依
つ
て
書
寫
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
ふ
他
面
必
要
と
供

養
の
爲
め
に
私
的
の
寫
經

事
業
も
發
願
せ
ら
れ
た
こ
と
で
あ
ら
う
。
此
の
私
的
の
寫
經
事
業
の
目
的
は
概
括
し
て
二
途
と
せ
ら
れ
る
で
あ
ら
う
、
印
ち
、

一
は
法
寶

奪
重
恭
敬
の
爲
め
で
あ
り
、
他
は
學
餮
研
究
の
資
料
の
爲
め
と
で
あ
る
。
更
に
前
者
の
㎡
・に
は
令
法
久
佳
の
精

神
と
叉
書
寫
の
功
徳
に
依

り
先
亡
者
の
離
苦
得
樂
と
現
存
者
の
現
世
安
穩
後
生
善
處
の
所
願
心
と
を
認
め
得
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
又
後
者
に
於
て
は
純
學
餮
的
の
も

の
と
祕
傳
書
的
性
質
を
含
め
る
も
の
と
あ
る
。
若
し
果
し
て
此
の
如
く
な
り
と
す
れ
ば
、
學
究
に
據
ら
す
し
て
實
踐
を
要
と
す
る
淨
土
教

は
、
當
時
大
規
模
な
る
寫
經
事
業
の
官
の
勞
を
煩
は
す
こ
と
な
く
、
そ
の
典
籍
流
傳
は
世
塵
を
遜
け
、
專
ら
心
靈
の
修
養
と
眞
理
探
求
に

精
進
せ
る
、

一
部
の
願
生
者
に
依
り
信
仰
の
熟
情
を
籠
め
て
韓
寫

せ
ら
れ
、
祕
か
に
信
仰
的
價
値
あ
る
傳
書
と
し
て
傳
持
せ
ら
れ
た
も
の

と
考

へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
若
し
此
の
推
定
に
し
て
大
過
な
し
と
す
れ
ば
、
論
註
も
寫
經
事
業

と
は
縁
薄
く
、

從
つ
て
瓧
會
の
表
面
に
立

ち
、

一
般
教
界
入
の
覗
聽
を
集
め
欹
た
し
め
な
か
つ
た
こ
と
が
原
因
し
て
、
今
日
そ
の
傳
來
弘
布
の
史
實
が
明
瞭
を
缺
く
こ
と

丶
な
つ
た

所
以
で
あ
ら
う
。

二

智
光
以
後
雫
安
末
期
に
至
る
間
も
亦
論
註
の
流
布
研
究
の
史
實
は
全
く
闇
黒
に
屬
し
、

一
言
に
し
て
言

へ
ば
往
生
論
の
末
疏
と
し
て
は

單
に
智
光
の
釋
あ
る
こ
と
を
知
つ
て
、
鸞
師
の
註
の
存
す
る
こ
と
を
知
ら
ざ
る
が
如
き
歌
態
で
あ
つ
た
。
僅
か
に
此
の
聞
に
於
い
て
論
註

鎌
倉
中
葉
以
前
に
於
け
る
論
註
研
究
の
.一
斑
(伊
藤
)

二
三



二
四

書

己
の
響

に
馨

し
霞

驫

(
一六
九
三

一
七
七
一)疹

些

筆

)と
の
二
師
あ
る
の
み
で
瓮

而
し
て
此
の
蠱

の
研
襄

び
援
用
は
、

後
世
に

見
る
が
如
き

信
仰
成
立
の
根
本
基
調
を
な
す
も
の
で
は
な
く
、

そ
の
目
的
は
自
己
の
彌
陀
信
仰
を
彊
化
す
る
爲
め

に
、
先
聖
の
金
言
を
以
て
龜
鏡
と
な
せ
る
、
所
謂
傍
證
的
の
價
値
の
み
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
若
し
然
り
と
す
れ
ば
、

二
師

以
前
に
於

い
て
、
彌
陀
信
仰
を
以
て
瓧
會
大
衆
に
多
大
の
教
化
を
及
ぽ
せ
し
典
籍
を
著
は
し
、
そ
の
行
履
亦
篤
き
西
方
願
生
の
行
者
な
る
こ
と
を
以

て
知
ら
れ
た
る
良
源
・源
信
の
兩
師
に
つ
い
て
も
、
永
觀
・
珍
海
と
同
樣
の
方
途
を
採
る
べ
き
が
自
然
な
を
方
式

と
云
ふ
べ
き
で
あ
る
。
然

る
長

源
の
九
。瞿

生
龝

惠
心
の
笙

蹇

禦

の
霍

嬬

當
筑

用
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
處
に
於
い
て
も
・
蠱

に
據
ら
す
し
て

寧
ろ
智
光
の
釋
を
出
し
、
智
光
ガ
論
註
の
文
を
釋
の
中
に
引
用
せ
る
文
を
も
、
智

光
釋
日
と
な
し
て
何
等
の
注
意
を
拂

ふ
こ
と
な
く
、
後

入
を
し
て
宛
も
良
源
、
源
信
の
二
師
は
鸞
師
に
徒
生
論
の
註
あ
る
こ
と
を
知
ら
ざ
り
し
が
如
き
感
を
抱
か
し
め
る
の
で
あ
る
。

以
上
之
れ
を
要
す
る
に
、
時
代
的
に
見
て
源
信
の
入
寂
は
永
觀
の
示
寂
に
先
立
つ
こ
と
九
十
五
年
で
あ

つ
て
、
可
成
接
近
す
る
に
も
係

ら
す
、
良
源
、
激
信
が
之
れ
を
用
ひ
な
か
つ
た
こ
と
、
叉
地
理
的
に
は
北
嶺
系
に
於
い
て
用
ひ
ら
れ
す
南
都
系

に
於
て
論
註
が
重
覗
せ
ら

れ
た
こ
と
、
更
ら
に
宗
派
的
の
立
場
よ
り
す
れ
ば
天
台
宗
に
用
ひ
ら
れ
す
、
三
論
宗
に
於
い
て
用
ひ
ら
れ
た
こ
と
等
の
諸
點
が
見
出
さ
れ

る
の
で
あ
る
。
今
此
等
の
諸
點
を
綜
合
的
に
考
察
す
れ
ば
¥
當
時
日
本
佛
教
界
の
最
高
峰
で
あ
り
最
高
佛
教
學
園
と
し
、
學
徒
常
に
雲
集

す
る
叡
岳
に
、

論
註
の
存
在
を
見
ざ
り
し
と
は

容
易
に
考

へ
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

源
信
の
寂
後
七
十
五
年
印
ち

堀
川
帝
の
嘉
保
元
年

0

に
、
南
都
興
幅
寺
沙
門
永
超
の
撰
述
せ
し
東
城
傳
燈
録
に
は
、
智
光
の
釋
と
共
に
列
擧
せ
ら
る

臥
を
以
て
、
當
時
現
存
せ
し
も
の
な
る
こ

と
は
自
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
而
も
そ
れ
を
北
嶺
系

に
於
い
て
故
ら
に
援
引
せ
ざ
り
し
こ
と
は
、
恐
ら
く
は
そ
の
所
屬
宗
派
の
相
違
に
依
る

顧
慮
に
依

る

も

の

で
あ
ら
う
。
反
之
、
南
都
系
の
西
方
願
生
者
の
思
想
及
び
撰
述
に
鸞
師
の
そ
れ
を
見
出
す

こ
と
は
、
何
等
そ
の
所
屬



本

宗
に
對
し
些
か
も
顧
慮
す
べ
き
必
要
を
認
め
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
然
る
所
以
は
之
れ
智
光
の
先
蹤
を
踏
め

る
略
の
で
あ
つ
て
、
三
論

宗

と
鸞
師
の
關
係
は
既
に
凝
然
の
指
摘
せ
し
處
に
依

つ
て
明
ら
か
な
る
が
如
く
で
あ
る
。

三

珍
海
の
示
寂
は
仁
干
1
1年
(
1
八

1
1
1)
で
宗
組
の
黒
谷
蟄
居
後
二
年
帥
ち
二
十
歳
の
時
で
あ
る
。
宗
祀
の
曇
鸞
教
學
を
研
究
せ
ら
れ
し

年

代
及
び
そ
の
期
間
に
つ
い
て
は
今
之
れ
を
明
ら
か
に
す
る
に
由
な
き
も
、

二
尊
院
藏
國
寶
唐
畫

「
淨
土
五
祀
像
」

一
幅

に
つ
い
て
勅
修

ti
傳
に
示
す
處
に
據
れ
ば
、
俊
乘
房
重
源
の
入
唐
以
前
に
唐
末

二
代
の
高
僣
傳
中
よ
り
、
曇
鸞

・
道
綽

・
善
導

・
懐
感

・
少
康

の
五
師
を

ぬ

⑫

き

一
宗
の
相
承
を
立
て
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

⑬

重
源
の
入
宋
は
六
條
天
皇
の
仁
安
1
1年
(
1
八
二
七
)
に
て
、
そ
の
翌
年
九
月
聾
朝
せ
る
を
以
て
、
宗
租
は
仁

安
二
年
帥
ち
三
十
五
歳
以

前

に
、
廣
く
支
那
淨

土
教
諸
師
の
歡
義
傳
記
に
つ
い
て
深
き
研
鑽
を
重
ね
、
後
日
他
力
易
行
易
修
の
大
法
幢
を
建

つ
べ
き
素
地
は
培
養
せ

ら
れ
、
鸞
師
教
學
に
つ
い
て
も
綿
密
な
る
研
學
と
深
き
思
索
が
累
ね
ら
れ
た
こ
と
は
當
然
で
あ
る
。

彼
の
日
本
淨

土
教
各
派
が
尊
重
し
、
根
本
聖
典
と
も
な
す
選
擇
集
は
、
藤
原
象
實
の
懇
請
に
依
り
、
建
久
九
年
宗
詛
六
十
六
歳
の
時
撰

進

せ
ら
れ
た
る
も
の
な
れ
ど
、
そ
の
大
綱
は
既
に
そ
れ
よ
り
以
前
に
組
織

せ
ら
れ
た
る
も
の
に
て
、
決
し
て
短
時
日
の
間
に
大
成
せ
ら
れ

た
る
庵
の
と
は
考

へ
ら
れ
な
い
。
故
に
宗
組
が
選
擇
集
の
劈
頭
第

】
章
段
に
於
い
て
、
論
註
に
読
く
難
易
二
道

も
、
安
樂
集
に
明
す
聖
淨

　

二
門
と
同
意
の
教
判
ど
な
し
、
聖
淨
二
門
を
取
捨
し
て
淨

土

一
宗
を
建
立
す
る
重
要
な
る
曲
ハ據
と
な
し
、
且
叉
淨

土
宗

正
依
の
經
論
中
天

親
の
往
生
論
を
選
ぶ
に
は
、
此
の
時
代
に
於
け
る
鸞
師
研
究
の
結
果
の
然
ら
し
む
る
と
こ
ろ
な
り
と
言

ふ
も
敢
え
て
大
過
な
か
ら
う
。

淨
土
の
法
門
開
闡

せ
ら
れ
、
宗
祀
に
依
つ
て
正
依
の
論
の
支
那
淨
土
教
註
家
の
最
高
權
威
と
し
て
、
且
叉
教
相
判
釋
の

】
典
據
と
し
て

鎌
倉
中
葉
以
前
に
於
け
る
論
註
研
究
の
一
斑
(伊
藤
)

二
五



二
六

論
註
が

一
度
重
観
せ
ら
る

エ
や
、
論
註
の
研
究
は
室
前

の
活
況
を
呈
す
る
こ
と

丶
な

つ
た
の
で
あ
る
。
印
ち
宗
祀
門
下
及
び
そ
の
流
れ
を

汲
む
者
は
勿
論
、
宗
詛
の
教
團
を
嫉
観
し
其
弘
布
を
阻
止
せ
ん
と
企
圖
せ
し
者
の
間
に
於
て
す
ら
、
等
し
く
共
に
此
書
に
思
ひ
を
潜
む
る

こ
と

丶
な

つ
た
。
此
の
研
究
の
目
的
は

一
は
宗
法
興
隆
護
法
愛
宗
の
爲
め
で
あ
り
、
他
は
論
難
破
斥
排
濟
の
爲
め
と
の
二
途
に
該
括
す
る

こ
と
が
出
來

る
。

宗
組
に
依

つ
て
昂
揚
せ
ら
れ
た
論
註
研
究
の
、
鎌
倉
鼡
葉
に
至
る
迄
の
間
の
成
果
と
し
て
、
今
日
吾
人
に
殘
さ
れ
た
る
も
の
に
つ
い
て

考

察
す
れ
ば
、
凡
そ
二
樣
に
大
別
し
得
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

}
は
純
粹
に
註
丈
に
つ
い
て
そ
の
研
究
成
果
を
殘
せ
る
も
の
と
、
他
は
扶
宗

顯

正
的
に
註
丈
を
援
引
せ
る
も
の
と
で
あ
る
。
後
者
に
つ
い
て
は
論
註
研
究
と
し
て
は
異
論
な
き
に
非
ざ
る
も
、

一
面
に
於
い
て
は
多
大

の
關
心
を
有
し
、
研
究
を
重
ね
し
結
果
た
る
こ
と
を
推
定
す
る
に
足
る

一
資
料
な
り
と
認
む
る
點
に
於
い
て
は
異
論
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ら
.

、フ
○純

論
註
研
究
の
著
述
と
し
て
は
三
組
記
主
に
「論
註
記
」
五
卷
を
初
め
と
し
て
、
了
慧
の
「
論
註
略
鈔
」
二
卷
、
「淨

土
論
註
拾
遺
鈔
」
三

卷
、
良
榮
の
「
論
註
記
見
聞
」
五
卷
等
が
あ
る
。
更
ら
に
金
澤
丈
庫
に
は
「無
量
壽
經
論
註
聞
書
」
と
題
す
る
書
籍
上
卷
の
み
を
襲
藏
す
る
こ

と
は
、
我
國
論
註
研
究
史
上
に

一
大
光
彩
を
添

へ
る
も
の
で
あ
り
、
宗
學
上
の

一
大
幸
慶
と
云
ふ
べ
き
で
あ
る
。
作
者
は
不
明
な
る
も
、

建

長
八
年
三
月
十
九
日
良
聖
に
依
り
筆
寫
せ
あ
れ
た
る
も
の
で
、
大
和
綴
見
返
し
共
六
十
枚
で
あ
る
。
更
ら
に
西
山
淨
音
に
は

「
往
生
論

註

剛
補
鈔
」
あ
り
て
、
實
に
鎌
倉
中
葉
に
至
り
論
註
は
俄
然
淨

土
教
派
の
重
要
宗
典
と
な
り
、
そ
の
研
究
は
燦
然
た
る
光
輝
を
放
つ
に
至

つ
た
の
で
あ
る
。
此
の
研
究
勃
興
の
原
因
と
し
て
は
、
宗
組
の
支
那
五
祀
の
立
祀
と
立
教
開
宗
の
根
本
要
素
た
る
判
歡
の
典
據
と
な
れ
る

⑮

こ

と
、
及
び
鸞
師
が
捨
聖
歸
淨
の
大
先
達
と
し
て
仰
が
れ
た
る
點
等
を
擧
け
る
こ
と
が
出
來
る
で
あ
ら
う
。



次
ぎ
に
扶
宗
顯
正
的
援
引
を
な
せ
る
も
の
は
、
更
に
正
流
と
異
流
と
に
分
た
れ
る
。
前
者
の
中
に
は
宗
組
の
選
擇
集
を
初
め
、
二
組
の

「
徹
選
擇
」
、
「
西
宗
要
」
、
「
淨
土
宗
名
目
問
答
」
、
三
組
の

「
傳
通
記
」
、
「
觀
經
疏
略
鈔
」、
「
東
宗
要
」
、
「
決
疑
鈔
」、
良
榮
の
「
淨
土
宗
要

見

聞
」
等
が
あ
る
。
次
ぎ
に
異
流
の
中
に
は
西
山
證
筌
の
「密
要
決
」、
眞
宗
親
鸞
の
「教
行
信
證
」
等
を
擧
げ
る
こ
と
が
出
來

る
。
か
く
の

如
く
論
註
研
究
が
隆
昌
を
來
せ
し
こ
と
は
、
獨
り
本
書
の
眞
價
が
不
朽
な
る
が
爲
め
の
み
で
は
な
く
、
機
教
相
應

の
淨
土
門
の
獨
立
に
依

る
こ
と

ふ
、
宗
祀
の
熟
烈
な
る
研
究
と
鸞
師
鑽
仰
と
が
自
然
弟
子
及
び
そ
の
末
流
に
反
映
せ
る
結
果
で
あ
り
、
率

ひ
て
は
淨

土
宗
學
研
究

の
基
礎
學
と
な
る
に
至
つ
た
の
で
あ
る
。

四

最
後
に
前
節
.に
於
て
述
べ
る
べ
く
し
て
述

べ
な
か
つ
た
、
未
傳
稀
覯
の
無
量
壽
經
論
註
聞
書
卷
上
に
つ
い
て

一
言
觸
れ
る
こ
と

・
せ
ん

本
書
の
體
裁
は
大
和
綴
毎
紙
十
三
、
四
行
で
あ
り
、
各
行
は
十
八
字
乃
至
廿

一
字
詰
で
あ
る
。
内
題
の
下
に
金
澤
稱
名
寺
の
墨
書
あ
り
、

表

紙
見
返
し
に
は

建
長
八
年
乙
卯
三
月
十

一
日
雨
大
霰
也
先
例
難
有

と
書
寫
中
に
於
け
る
天
變
を
記
し
て
ゐ
る
、
表
紙
左
肩
に
曇
鸞
註
聞
書
上
と
あ
り
右
下
に
良
聖
花
押
の
自
署
あ

つ
て
、
筆
者
が
所
持
者
な

る
こ
と
を
傳

へ
て
ゐ
る
。

本
書
の
記
述
の
體
裁
は
「
沙
門
曇
鸞
註
解
事
」
、
「謹
案
龍
樹
菩
薩
十
住
眦
婆
娑
等
」
、
「
五
濁
之
世
於
無
佛
時
事
」
等

と
標
し
て
、
そ
れ
に

づ
き
簡
潔
な
る
問
答
體
を
以
て
全
篇
を
終
始
し
て
ゐ
る
。

今
本
書
に
つ
い
て
考
ふ
べ
き
默
ぱ
、
先
づ
初
め
に
撰
者
で
あ
る
。
若
し
撰
者
を
推
定
し
得
れ
ば
、
撰
者
の
類
書

と
の
關
係
及
び
そ
の
製

鎌
倉
中
葉
以
前
に
於
け
る
論
註
研
窕
の
}
斑
(伊
藤
)

二
七



二
八

作

の
前
後
、筆
者
良
聖
等
に
つ
い
て
の
問
題
等
が
考

へ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
此
等
の
諸
問
題
の
解
決
に
當
り
手
引
と
な
る
も
の
は
、

金

澤
文
庫
に
傳
ふ
る
良
聖
手
澤
古
鈔
本
の
奥
書
で
あ
る
。
本
書
は
奥
書
に
依
れ
ば
良
聖
廿
三
歳
の
時
下
總
國
匝
蹉
莊
米
倉
郷
に
於
て
、
建

長

八
年
三
月
十
九
日
に
書
終
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
前
年
に
は
「
觀
經
疏
聞
書
」を
書
寫
し
て
ゐ
る
、
印
ち
「
玄
義
分
聞
書
」
の
奥
に

建
長
七
年
乙
卯
五
月
十
六
日
、
於
下
總
國
嗟
匝
御
莊
、
幅
岡
郷
被
談
、
能
化
然
阿
彌
陀
佛
五
十
七
、
良
聖
時
年
二
十
二
歳
也

と
云
ひ
、
「
定
善
義
聞
書
」
の
奥

に
は

建
長
七
年
乙
卯
二
月
六
日
讀
了
、
中
間
日
數
三
十
六
日
除
闕
日
八
日
之
定
也
、
同
聞
衆
五
十
人
、
・能
化
然
阿
彌
陀
佛
生
年
五
十
七
也
、
抑
此
定
善
義
者

建
長
六
年
十
二
月
二
十
日
被
談
始
(下
略
)云
云

と
あ
つ
て
、
之
等
か
ら
推
せ
ば
、
共
に
能
化
然
阿
彌
陀
佛
の
講
義
を
同
聞
衆
中
の

一
人
た
る
良
聖
の
筆
録
た
る
こ
と
を
知
り
得
る
の
で
あ

る
。
そ
の
他
良
聖
の
手
澤
本
に
は
「
往
生
禮
讃
聞
書
」
と
「
群
疑
論
見
聞
」
七
卷
と
あ
り
、
「
群
疑
論
見
聞
」
の
奥
書
に
は

建
長
八
年
丙
辰
入
月
十
六
日
、
於
常
陸
國
東
條
莊
小
,野
郷
書
寫
之
了
、
執
筆
良
聖
年
二
十
三
歳
也
、
聖
忍

花
押

と
あ
り
、
「
往
生
禮
讃
聞
書
」
に
は

康
元
二
年
正
月
十
四
日
、
於
上
總
國
伊
南
關
郷
常
樂
寺
書
了
、
但
此
借
他
人
本
以
書
之
、
筆
師
良
聖
時
年
廿
四
歳
、
聖
忍
房

花
押

と
あ
つ
て
、
共
に
聞
書
と
題
名
を
附
す
る
點
よ
り
見
る
も
同

一
人
の
講
述
で
あ
り
、
其
れ
を
同

一
人
の
良
聖
が
筆
受
せ
る
も
の
な
る
こ
と

は

明
白
で
あ
る
。
さ
れ
ば
「
觀
經
疏
聞
書
」
に
書

せ
る
能
化
然
阿
彌
陀
佛
の
名
は
上
掲
の
書
目
全
般
に
通
す
る
丈
字

と
見
る
こ
と
を
得
ら
れ

⑯

る
で
あ
ら
う
。

若
し
以
上
に
述
べ
た
る
こ
と
が
事
實
に
大
差
な
し
と
す
れ
ば
、
一、無
量
壽
經
論
註
記
L
五
卷
と
は
如
何
な
る
關
係

を
有
す
る
も
の
で
あ
ら

　

う

か
。
註
記
は
既
に
今
岡
逹
音
氏
が
指
摘
せ
る
如
く
、
第

}
草
稿
は
弘
長
三
年
、
第
二
改
定
は
文
永
二
年
、
第
三
改
定
は
文
永
九
年
、
第



四
改
定
は
建
治
元
年
、
第
五
改
定
は
弘
安
九
年
に
と
、
數
度
の
改
定
を
經
た
も
の
で
あ
つ
て
、
今
の
此
の
見
聞

と
は
如
何
な
る
關
係
に
あ

る
か
と
云
ふ
に
、
年
代
上
本
書
は
註
記
の
第

一
草
稿
の
時
よ
り
は
七
年
、
極
再
治
本
の
成
れ
る
時
よ
り
は
三
十

一
年
の
昔
に
書
寫
せ
ら
れ

た
る
も
の
で
あ
つ
て
、
徒
弟
教
育
の
目
的
を
以
て
弟
子
等
の
爲
め
に
講
述
せ
る
も
の
の
要
點
を
録
せ
る
も
の
で
、
所
謂
根
底
を
な
せ
る
も

の
と
云
ふ
べ
き
で
あ
る
。
何
ん
と
な
れ
ば
數
度
の
講
述
は
他
日
述
作
の
豫
備
的
性
格
を
帶
び

る

も

の

で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
れ
ど
此

れ
を
以
て
直
ち
に
草
稿
的
遺
品
と
見
堂

」
と
は
出
來
な
い
の
で
あ
つ
て
、
他
に
之
れ
と
同

一
地
位
を
鮮
め
且
つ
記
主
の
筆
を
染
め
し
草
稿

的
古
鈔
本
の
存
せ
し
こ
と
は
、
西
師
の
註
記
見
聞
に
「
御
抄
」、
「
鎌
倉
御
抄
」
と
表
一π
せ
る
も
の
が
、
今
の
文
と

一
致
せ
な
い
こ
と
に
依

つ

て
も
知
ち

れ
る
。

註
記
の
草
本

と
な
れ
る
も
の
に
は
非
る
も
、
そ
の
根
底
を
な
せ
る
も
の
な
る
こ
と
は
、
内
容
の
檢
討
に
依

つ
て
窺
ひ
得
ら
れ
る
の
で
あ

る
、
帥
ち
聞
書
の
開
卷
劈
頭
の
丈
を
比
較
す
る
に

(聞

書
)

問
論
注
倶
廣
囗
□
本
末
別
見
如
何

答
孝
經
云
朱
以
發
經
墨
以

起
傳
丈
議
日
經
傳
不
相
辨
故
朱
墨
爲
別
後
漢
以
來
注
事
者
皆
以

廣
細
爲
異
故
不
改
朱
墨
丈

(註

記
)

井
註
卷
上
卷
下
者
鸞
師
註
解
釋
偈
頌
爲
上
釋
上
行
爲
下
此
文
上

下
往
往
擧
論
作
釋
本
末
相
雜
論
註
難
辨
蓋
是
存
古
體
朱
墨
爲
別

註
孝
經
序
云
朱
以
發
經
墨
以
起
傳
已
上
議
日
經
傳
不
相
分
辨
故

朱
墨
爲
別
後
漢
以
來
註
書
者
皆
以
驫
細
爲
異
故
不
改
朱
墨
已
上

と
具
略
の
差
は
あ
れ
ど
中
心
は
同

一
で
あ
り
、
叉
五
濁
之
世
於
無
佛
時
を
釋
す
る
に
當
り
、
世
と
時
と
の
別
を
読
け
る
如
き
も

(
聞

書
)

一

(
註

記
)

鎌
倉
・甲
葉
以
前
に
於
け
る
論
註
研
究
の
一斑
(伊
藤
)

二
九



問
云
世
云
時
有
何
別
歟
總
無
別
但
今
丈
世
者
總
指
濁
世
時
者
別

指
無
佛
時
歟
丈
意
可
思
之

有
云
世
者
非
時
代
世
世
間
云
事
歟

意
云
國
土
事
也

itiO

問
世
時
何
別
答
總
而
言
之
世
時
無
別
但
今
文
意
世
通
有
佛
無
佛

時
局
無
佛
思
而
可
見
有
去
世
者
五
濁
世
界
非
時
代
世

と
あ
つ
て
、
此
の
他
兩
者
の
内
容
比
較
を
な
す
事
は
、
繁
に
過
ぎ
る
を
以
て
單
に

一
例
を
擧
げ
た
の
み
で
あ
る
。
要
す
る
に
兩
者
の
關
係

は
殆
ん
ど
そ
の
諡
明
釋
義
の
中
心
、
換
言
す
れ
ば
そ
の
結
論
的
部
面
に
於
い
て
は

一
致
す
る
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
諸
點
を
綜
合
的
に
考
察
し
、
聞
書
の
作
者
及
び
性
格
に
つ
い
て

一
言
す
れ
ば
、
本
書
は
そ
の
筆
者
、
書
名
及
び
内
容
上
能
化
記

主
然
阿
の
所

論
を
些
も
私
見
を
雜
ゆ
る
こ
と
な
く
記
せ
る
も
の
で
あ
る
。
然
れ
ば
記
主
の
講
諡
に
列
し
た
る
良
聖
が
結
集
筆
録
せ
る
記
録

的
書
籍
な
る
か
、
又
は
他
の
高
足
の
録
せ
る
も
の
を
轉
寫
せ
る
も
の
な
る
か
、
將
叉
記
主
が
講
筵
に
臨
む
に
先

立
ち
、
備
忘
的
に
中
心
問

題
に
つ
い
て
の
解
義
を
録
せ
し
も
の
を
借
覽
し
、
書
寫
せ
る
も
の
な
る
か
の
三
點
が
注
意
に
登
る
の
で
あ
る
。

此
等
の
點
に

つ
い
て
結
論
的
に
去

へ
ば
筆
者
良
聖
は
師
の
講
席
に
列
し
て
學
を
受
け
、

そ
の
要
を
録
し
九
も

の
で
あ
ら
う
。
如
此
想
像

を
な
し
得

ら

る

丶
根
據
は
、
前
掲
の
「
往
生
禮
讃
聞
書
」
の
奥
書
中
に
「但
此
借
他
人
本
以
書
之
」
と
あ
れ
ば
、
青
年
良
聖
は
同
聞
衆
ど
共

に
熟
意
を
含
め
て
師
読
を
受
け
、
そ
の
要
を
記
し
た
も
の
が
聞
書
と
稱
せ
ら
れ
る
所

以
で
あ
る
。
之
れ
に
對
し
記
主
は
別
に
草
を
起
し
述

作
せ
る
も
の
が
、
「御
抄
」
「
鎌
倉
御
抄
」
と
稱
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
數
度
の
改
定
を
經
て
世
に
出
せ
る
も
の
が
現
今
傳
は
る
「註
記
」

で
は
な
か
ら
う
か
。
大
方
諸
賢
の
指
教
を
仰
ぐ
次
第
で
あ
る
。

註
①
智
光
の
論
疏
は
今
散
逸
し
傳
は
ら
ざ
る
も
、
そ
の
存
在
は
足
利
時
代
に
迄
及
び
、
酉
譽
聖
聰
は
小
經
直
談
要
註
記
に
引
用
す
。
此
書
は
淨
土
教
諸
師

に
用
ひ
ら
れ
、
諸
處
に
散
見
す
る
竜
の
を
綜
合
す
れ
ば
凡
そ
の
思
想
信
念
は
推
知
せ
ら
れ
、
此
書
の
撰
述
に
當
り
特
に
論
註
を
重
覗
せ
し
こ
と
は
、



往

生
要
集

に
智
光

の
疏

の
文

と
し
て
引

用

せ
し
文
(
淨
全

一
五
、

一
二

一
)
が
論
註
上
卷

(淨
全

一
、

二
三

一
)
の
丈

と
同

一
な
る
こ
と

に
依

つ
て
知
ら

れ
る
。

②

日
本
往

生
極
樂

記
等

の
諸

傳

に
載

す

る
夢
想
感
見

の
智
光
曼
荼
羅

の
製
作
後
、
師

は
之

を
極
樂
坊

に
安
置

し
、
淨
土

の
莊
嚴

を
觀

ぜ
し

こ
と
は
、
曇

鸞

の
勸

む
る
五
念
門

中

の
觀

察
門

の
實

修
で
あ

る
と
云

ふ
べ
き

で
あ
る
o

③
日
本
書
紀

二
三
卷
、
舒

明
天
皇
十

二
年

(
=
一一〇
〇
)
五
月
、
日
本
書
紀

二
五
、
孝

徳
天
皇

白
雉

三
年

四
月

の
兩
度

あ
り
。

④
善
導

の
寂

年
は
永
隆

二
年

(西
紀
六

八

一
)
一
詭

に
は
龍
朔

二
年

(西
紀

六
六

一
)
と
鼓
ふ
。

さ
れ
ば
天
夲
勝
寶

を
遡

る
こ
と
七
+
年
乃
至
九
+
年

に
及

ぶ
。

⑤
岩
波
講
座

日
本

歴
史
「
佛
教

の
初
期
丈
化
」
(
石
田
茂
作
)
八
七
頁
、

五

二
頁
參

照

⑥
往

生
拾
因

の
第

+
因

に
論

註
上
卷

の

一
念
を
釋

す
る
文

を
引
き
「
余
遇
一一此
注
一雖
レ
喜

不
レ
傳

二
口
授

一
是
恨
然
有

人
云
向
=
於
西
方

一折
レ指

念
佛

一
心
不

亂

自
知
二
頭
數

一行
レ
之
可
レ
知
是
途
聽
耳
」
と
(淨

全

一
五
、

三
九

一
)

⑦
決
定
往

生
集
卷
下

⑧
臨
絡

の
十
念

と
五
逆

十
惡

の
繋
業

と
の
輕

重
を
校
量
す
る

に
論

謎
を
用
ひ
ず
、

天
台
+
疑
論

の
第

八
ナ
念
往

生
疑
中

の
在

心
在
縁
在
決
定

の
詭
明

を

用
ゆ
(
淨
全

一
五
、

1
10
)
°
之
れ

自
己

の
宗

派

の
祀
師

の
丈

に
依

れ

る
も

の
な
ら
ん
も
、

曇
鸞

に
同

一
主
張

の
あ

る
こ
と
を
指
示
せ
ぎ

る
は
不
可

な

り
o

⑨
大
丈
第

+
に
有
師

云
と
て
鸞
師

の
略
論

安
樂

淨
土
義
を
引

き
乍
ら
、
大
丈
第

七
に
は
往

生
論
智
光
疏
釋

此
丈
云

と
し
註
①

に
指゚
摘

せ
る
如

く
論
註

の

丈

を
引
く
。

⑩
大
正
藏

五
五

・
二
五
六

に

無

量
壽
經
論
偈

註
解

一
卷
曇
鸞

同

論
釋

目
本
智
光
述

⑪
勅
修
傳

(淨

全

=

ハ
、

七

二
)

鎌
倉
中
葉

以
前

に
於
け

る
論

註
研
究

の

一
斑

(伊
藤
)

ご
二



三
二

⑫
選
擇
集
第

一
章

段

に
淨

土
宗

の
師
甕

相
承
血
脈
を
明
し

て
支
那

の
五
祀
を
立

て
、
叉
類
聚
淨
土

五
祀
傳

の
編
纂

あ
り
。

⑲

元
亭

釋
書

一
四

本
朝

高
僣
傳

三
、

東
國
高
僣
傳
九

⑭

選
擇
集

(淨
全

七

・
五
)

⑮
選
擇
集

(淨
全

七

・
五
)

⑯
今
岡
教
授

還
暦
記
念

論
丈
集
「
淨
土
宗
學

上
の
未
傳
稀
覯

の
鎌
倉
古
鈔
本
」
(塚
本
善
隆
氏
)
參
照

⑰

淨
全

一=

(四
〇
)


