
日
本

に
お
け

る

『
群
疑
論
』

の
引

用

(
一
)

金

子

寛

哉

二

『
釈
浄
土
群
疑
論
』
の
著
者
懐
感
は
中
国
唐
代
の
人
で
あ
る
。
従
つ

て

『群

疑
論
』
(以
下
略
称
)
に
つ
い
て
考
え
る
に
は
中
国
と
言
う
場
所

と
、
唐

と
い
う
時
代
を
は
ず
す
こ
と
は
出
来
な
い
。
更
に
、
そ
の
よ
う

な
観
点
に
立
つ
た
上
で
、
な
お
か
つ

『
群
疑
論
』
自
体
の
持
つ
特
性
と

価
値
を
充
分
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
を
抜
き
に
し
て
種
々
の
論

を
進
め

て
も
時
に
よ
る
と
正
鵠
を
失
す
る
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

中
国
仏
教
の
研
究
に
た
ず
さ
わ
る
日
本
の
研
究
者
の
多
く
は
、
日
本

仏
教
を
研
究
す
る
上
で
、
必
要
に
せ
ま
ら
れ
て
中
国
仏
教

へ
展
開
し
て

行
く
場
合

が
多
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
中
国
浄
土
教
の
祖
師
の
著

述
の
研
究
に
た
ず
さ
わ
る
研
究
者
の
多
く
も
そ
の
例
外
で
は
な
い
。
同

じ
中
国
仏
教
の
研
究
と
は
言
つ
て
も
、

そ
の
研
究

の
動
機
と
目
的
に

は
、
以
上
述
べ
た
よ
う
に
、
中
国
独
自
の
仏
教
研
究
と
、
日
本
仏
教
研

究
の
必
要
上
か
ら
の
研
究
と
い
う
二
面
性
の
あ
る
こ
と
は
否
定
出
来
な

い
。私

が

『
群
疑
論
』
を
取
り
あ
げ
る
場
合
、
今
述
べ
た
二
面
性
と
密
Z接

な
か
か
わ
り
を
持

つ
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
私
自
身
方
と
し
て
は

中
国
独
自
の
も
の
と
し
て

『群
疑
論
』
の
研
究
を
進
め
て
行
き
た
い
と

考
え
て
い
る
。
し
か
し
、
振
り
返

つ
て
考
え
て
見
る
と
、
私
が

『
群
疑

論
』
を
取
り
挙
げ
た
動
機
は
や
は
り
日
本
浄
土
教
の
研
究
と
言
う
視
点

に
立

つ
て
の
こ
と
で
あ
る
。
若
し
も
そ
れ
を
は
ず
し
て
、
中
国
仏
教
独

自
の
研
究
と
言
う
立
場
の
み
で
考
え
る
と
す
れ
ば
、
私
が
何
故

『
群
疑

論
』
を
取
り
あ
げ
た
の
か
と
言
う
こ
と
の
意
味
が
半
減
す
る
こ
と
に
な

る
。
従

つ
て

『
群
疑
論
』
の
研
究
を
進
め
て
行
く
場
合
、
常
に
こ
の
二

面
性
の
あ
る
こ
と
を
意
識
し
つ
つ
、
し
か
も
こ
の
両
面
を
相
即
さ
せ
て

行
く
必
要
が
あ
る
。

今
回
の
テ
ー
マ
が
後
者
の
視
点
に
立
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま

で
も
な
い
。
し
か
し
、
そ
う
は
言
つ
て
も
そ
れ

は
日
本
の
立
場
か
ら
中

国
を
見
返
す
と
言
う
、

一
方
通
行
の
み
を
意
味
す
る
訳
で
は
な
い
。
つ

ま
り
、
『
群
疑
論
』
が
日
本
に
何
時
、

ど
の
よ
う
に
受
容

さ
れ
、
ど
の

よ
う
に
伝
承
さ
れ
、
咀
囎
、
展
開
さ
れ
て
行
つ
た
の
か
と
言
う
こ
と
を

正
し
く
把
握
し
、
そ
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
た
内
容
が

『
群
疑
論
』
の
持

日
本

に
お
け
る

『
群
疑
論
』

の
引

用

(
一
)

(金

子
)

三

三
九
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日
本

に
お
け
る

『
群
疑
論
』

の
引
用

(
一
)

(金

子
)

三
四
〇

つ
本
来
的
な
意
味
と
照
合
し
た
場
合
、

そ
れ
を
正
し
く
伝
え
て
い
る
か

ど
う
か
を
確
認
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

そ
れ
と
同
時
に
、
そ
の
展

開
さ
れ
て
行
つ
た
過
程
で

『
群
疑
論
』
が
ど
の
よ
う
な
意
義
を
持
つ
て

い
た
の
か

と
言
う
こ
と
も
注
意
し
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
で
あ
る
。

二

さ
て
、

日
本
に
お
け
る

『
群
疑
論
』
の
受
容
、

つ
ま
り
、
現
在
確
認

出
来
る
著
作
中
に
引
用
さ
れ
て
い
る

『
群
疑
論
』
の
引
用
回
数
を
こ
れ

ま
で
に
検
出
し
得
た
も
の
の
み
、
年
代
の
古
い
順
に
、
人
師
、
著
作
別

に
示
す

と
次
の
よ
う
に
な
る
。

良

源

『極
楽
浄
土
九
品
往
生
義
』

1
回

源

信

『
往
生
要
集
』

25
回

永

観

『往
生
拾
因
』

4
回

珍

海

『
決
定
往
生
集
』

9
回

珍

海

『
安
養
知
足
相
対
抄
』

3
回

良
慶

?

『
安
養
抄
』

26
回

法

然

『
法
然
上
人
全
集
』

41
回

聖

光

現
存
著
作
全
体

21
回

明

恵

『
擢
邪
論

・
荘
厳
記
』

16
回

良

遍

『
念
仏
往
生
決
心
記
』

9
回(1

)

良

遍

『善
導
大
意
』

7
回

以
上
、

非
常
に
大
ま
か
な
図
表
で
は
あ
る
が

『
群
疑
論
』
の
引
用
回

数
を
掲
示
し
た
。
た
だ
こ
こ
で
こ
の
表
を
作
成
す
る
に
あ
た
つ
て
留
意

し
た
点
に
つ
い
て

一
言
述
べ
て
置
き
た
い
と
思
う
。
そ
れ
は
、
日
本
に

浄
土
教
の
典
籍
が
伝
来
さ
れ
て
浄
土
教
の
信
仰
が
芽
生
え
た
の
は
何
時

頃
の
こ
と
で
あ
る
の
か
、
も

つ
と
単
的
に
言
え
ば

『群
疑
論
』
が
日
本

の
浄
土
教
関
係
の
典
籍
に
引
用
さ
れ
始
め
た
の
は
何
時
頃
か
ら
で
あ
つ

た
の
だ
ろ
う
か
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
点

に
つ
い
て
は
ま
だ
多
く

の
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
か
と
思
わ
れ
る
が
、

今
こ
こ
で
は
そ
の
こ
と

を
取
り
あ
げ
る
余
裕
も
な
い
の
で
、
石
田
充
之
著

『
日
本
浄
土
教
の
研

究
』
で
取
り
あ
げ
て
い
る
人
師
を
基
本
に
お

い
て
考
え
る

こ
と
と
し

た
。
今
こ
の
書
に
よ
つ
て
浄
土
教
に
か
か
わ
る
主
な
人
師
と
そ
の
著
作

を

一
覧
し
て
見
る
と
、
前
述
し
た
良
源
以
下
の
数
名
の
外
に
、
ま
だ
多

く
の
未
見
の
書
の
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
、
今
そ

の
主
な
も
の
を
示
す
と
、

禅
喩

『新
十
疑
論
』

千
観

『
八
箇
条
起
請
』
、
『十
願
発
心
記
』

静
照

『極
楽
遊
意
』

覚
超

『往
生
極
楽
問
答
』

覚
鍵

『現
存
著
書
』

実
範

『病
中
修
行
記
』

等
は
当
然
見
る
べ
く

し
て
ま
だ
未
検
討
の
も
の
で
あ

つ
て
、
早
急
に
検

討
を
進
め
て
行
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

法
然
以
前
の
人
師
の
主
な
著
作
は
以
上
で
略

ぼ
尽

さ
れ
る
と
思

う

が
、
法
然
已
後
に
つ
い
て
は
、
ど
の
よ
う
な
方
向
で
整
理
す
べ
き
か
、

ま
だ
模
索
中
で
あ
る
。
出
来
る
だ
け
多
く
の
引
用
例
を
検
索
し
、
そ
の
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展
開
を
跡
付
け
て
見
た
い
と
考
え
て
い
る
。

今
回
掲
出
し
た
聖
光

・
明
恵

・
良
遍
の
三
師
を
何
故
取
り
挙
げ
た
の

か
と
言
う
点
に
つ
い
て
は
特
別

の
理
由
が
あ
つ
た
訳
で
は
な
い
。
聖
光

に
つ
い
て
は
法
然
の
そ
れ
と
の
関
係
で
、
浄
土
宗

の
祖
師
と
し
て
の
懐

感
が
ど

の
よ
う
に
扱
か
わ
れ
て
い
た
か
と
言
う
こ
と
を
考
え
た
こ
と
が

(
2
)

あ

つ
た
の
で
、
そ
れ
を
転
記
し
た
。

ま
た
、
明
恵

・
良
遍
に
つ
い
て
は
、
た
ま
た
ま
法
然
に
(接
近
し
た
年

代
の
人
と
し
て
、
し
か
も

『
群
疑
論
』
を
か
な
り
重
く
見
て
浄
土
教
を

理
解
し
て
い
る
点
で
、
早
く
か
ら
注
意
さ
れ
、
私
自
身
の
手
元
に
検
索

が
既
に
出
来
て
い
た
の
で
掲
出
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
三
者
を
掲
出
す

る
の
で
あ

れ
ば
他
に
も
ま
だ
出
す
べ
き
多
く
の
人
師
も
あ
る
訳
で
あ
る

が
、

そ
れ
を
し
な
か
つ
た
の
は
以
上

の
よ
う
な
理
由
に
よ
る
。

更
に
、

『群
疑
論
』
の
受
容
と
展
開
を
こ
の
よ
う
な
形

で
見

て
行
く

場
合
注
意
を
要
す
る
の
は
、
『
群
疑
論
』
そ
の
も
の
に
対
す

る

「
注
釈

書
」

の
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
既

に
坪
井
俊
映
氏

の

(
3
)

「鎌
倉
時

代
に
於
け
る
群
疑
論
釈
書
に
つ
い
て
」

の
論
稿
が
あ
り
、
そ

れ
に
よ
る
と

『
群
疑
論
』
の
日
本
伝
来
以
来
、
奈
良

・
平
安
時
代
に
は

直
接
の

「注
釈
書
」
が
な
く
、

こ
れ
の
最
初
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の

は
、
良
遍

の
著
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る

『
群
疑
論
科
』

一
巻

(『
蓮
門

経
釈
録
』
記
名
)
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
従
つ
て
、
法
然
以
前
の
人
師

を
中
心
と
す
る
場
合
、

こ
の
点
か
ら
の
検
討
は
そ
れ
程
直
接
的
な
関
連

は
な
い
と
見
て
良
い
。
し
か
し
、
逆
に
法
然
以
後
、

鎌
倉
時
代
以
降
に

お
け
る
検
討
に

つ
い
て
は
充
分
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

こ
れ
ら
種

々
の
問
題
は
と
も
角
、
私
自
身
の
予
定
と
し
て
は
法
然

の

直
接
の
門
下
、
及
び
浄
土
宗
三
祖
良
忠
上
人
ま
で
は
ぜ
ひ
進
め
た
い
と

考
え
て
い
る
。三

今
引
用
文
全
体
に
わ
た
つ
て

一
一
細
か
く
検
討
す
る
こ
と
は
出
来
な

い
が
、
特
に
注
意
さ
れ
る
幾

つ
か
の
点
を
取
り
あ
げ
て
述
べ
て
見
た
い
。

最
初
に
全
体
的
な
観
点
か
ら
、
各
祖
師
の
引
用
の
仕
方
に
つ
い
て
見

る
と
、
良
漁

の

『
九
品
往
生
義
』
で
引
か
れ
た

『
群
疑
論
』
の

「
逆
諺

除
取
章
」
は
、
そ
の
ま
ま
源
信
、
永
観
、
珍
海
、
『安
養
抄
』

へ
と
承

け
継
が
れ
て
い
る
。
ま
た
源
信
の
引
用
の
中
で

『
群
疑
論
』
の

「事
理

倶
生
章
」
「専
雑
二
修
章
」
「
二
処
校
量
章
」
「
二
処
同
異
章
」
「
空
有
随

機
章
」
「多
観
念
仏
章
」
「
一
念
十
念
章
」
「極
楽
時
劫
章
」
「闇
室
念
仏

章
」
「懐
感
伝
」
等

の
部
分
は
、
何
等
か
の
形

で
そ
の
後

の
人
師

に
承

け
継
が
れ
て
い
る
。

こ
の
意
味
で
も
、

日
本
に
お
け
る

『
群
疑
論
』

の

受
容
の
上
で
、
源
信
の

『
往
生
要
集
』
の
は
た
し
た
役
割
は
極
め
て
重

要
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
点
か
ら

『
群
疑
論
』

の
引
用
を
見
る
場
合
、

そ
の
著
書
中
で
は
解
釈
も
何
も
さ
れ
ず
、
本
文

の
抄
出
し
た
も
の
の
寄

せ
集
め
で
あ
る
と
は
言
え

『
安
養
抄
』
の
持
つ
意
義
も
大
き
い
と
言
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

法
然

・
聖
光
の
引
用
の
特
色
に
つ
い
て
は
既
に
拙
稿
で
述
べ
た
こ
と

が
あ
る
の
で
割
愛
す
る
。
た
だ
、
今

こ
の
よ
う
な
全
体
的
な
引
用
表
の

日
本
に
お
け

る

『
群
疑
論
』

の
引
用

(
一
)
(
金

子
)

三
四

一
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日
本
に
お
け
る

『
群
疑
論
』

の
引
用

(
一
)

(
金

子
)

三
四
二

中
で
見

た
場
合
、
法
然

・
聖
光
に
共
通
し
て
言
え
る
こ
と
は
、
聖
光
の

稿
で
も
述
べ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
聖
光
の
持
つ
懐
感
観
が
、
法
然
の
影

響
を
強
く
受
け
て
い
る
と
言
う
こ
と
を
再
確
z認
出
来
た

こ
と
と
、
法

然

・
聖
光
が
と
も
に

『
群
疑
論
』
の
引
用
に
関
し
て
、
そ
の
要
点
を
漁

信

・
永
観

・
珍
海
等
の
著
作
等
か
ら
承
け
継
い
で
い
る
の
で
は
な
い
か

と
言
う

こ
と
で
あ
る
。

明
恵

・
良
遍
に
関
し
て
言
え
ば
、
独
自
の
立
場
か
ら
の
引
用
と
言
う

よ
り
は
、
既
に
取
り
あ
げ
ら
れ
て
来
た
問
題
を
再
解
釈
す
る
と
言
う
意

味
が
強

い
。
勿
論
個

々
の
問
題
に

つ
い
て
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
持

つ
教
義

上
の
立
場
が
あ
る
の
で
、
同

一
箇
処
を
引
用
し
て
い
て
も
そ
れ
ぞ
れ
受

け
と
り
方
が
異
な
る
の
は
当
然
で
あ
る
。

以
上
、
非
常
に
大
ま
か
に
各
人
師
を
中
心
に
見
た
の
で
あ
る
が
、
次

に
引
用

さ
れ
た

『
群
疑
論
』
の
方
か
ら
考
え
て
見
た
い
と
思
う
。
細
か

な
点
は
省
略
し
て
、
各
人
師
が
共
通
し
て
引
用
す
る
箇
処
に
注
目
す
る

と
、
(
1
)
会
別
時
意
章
、
(
2
)
逆
諺
除
取
章
、
(
3
)
専
雑
二
修
章
、
(
4
)
二
処
校

量
章
、
(
5
)
多
勧
念
仏
章
、
(
6
)
闇
室
念
仏
章
で
あ
る
。
こ
の
中
(
1
)
は
念
仏

を
称
え
て
も
す
ぐ
に
は
往
生
出
来
な
い
と
す
る
、
所
謂
浄
土
の
実
践
行

に
係
わ
る
も
の
、
(
2
)
は
浄
土
の
三
部
経
中
の

『
無
量
寿
経
』
と

『
観
無

量
寿
経
』
の
説
相
に
係
わ
る
問
題

で
あ
る
。

そ
れ
が
念
仏
往
生
の
中
心

と
な
る

『
無
量
寿
経
』
四
十
八
願
中
の
第
十

八
願
文

に
係
わ
る
だ
け

に
、
教
義
上
か
ら
も
注
目
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ

が
良
漁
か
ら

『
安
養
抄
』
ま
で
、
掲
出
し
た
人
師
の
全
員
が
引
用
す
る

の
に
対
し
、
法
然
以
降
の
諸
師
は
全
く
触
れ
て

い
い
。
な
こ
れ
は

一
体

何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
理
由
は
種
々
あ
る
こ
と
と
思
わ

れ
る
が
、
今
こ
こ
で
考
え
ら
れ
る
の
は
経
典
解
釈
が
単
な
る
表
面
的
な

説
相

の
異
な
り
を
論
義
す
る
こ
と
か
ら
、
或
る
教
義
的
な

一
つ
の
立
場

を
通
し
て
理
解
し
て
行
く
と
言
う
、
経
典
解
釈

の
展
開
で
あ
り
、

そ
れ

は
同
時
に
ま
た

『
群
疑
論
』

の
受
容
の
転
換
で
あ
る
と
も
言
え
る
の
で

は
な
い
か
と
思
う
。

次
に
(
3
)
に
つ
い
て
見
る
と
、
日
本
の
人
師

に

よ

つ
て
引
用
さ

れ
る

『
群
疑
論
』
の
文
と
し
て
は
、
今
ま
で
検
出
し
た
中
で
は
最
も
多
く
の

人
師
に
よ
つ
て
引
か
れ
て
い
る
部
分
で
あ
る
。

今
掲
出
し
た
中
で
こ
の

部
分
に
触
れ
て
い
な
い
の
は
、
良
源

・
永
観

・
明
恵
の
四
師
で
、
そ
の

他
の
人
師
は
何
等
か
の
意
味
で
皆
触
れ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
は
日
本

に
お
け
る

『
群
疑
論
』
の
引
用

の
最
も
中
心
と
な
る
べ
き
点
で
は
な
い

か
と
思
わ
れ
る
の
で
、
今
繁
を
厭
わ
ず
、

そ
れ
ら
の
引
用
文
を
検
討
し

て
見
た
い
と
思
う
。

こ
の
文
を
引
用
し
た
最
初

の
人
で
あ
る
漁
信

は

『
群
疑
論
』
の
問
の

文
を
引
用
し
、
そ
の
答
の
部
分
に
つ
い
て
、
「
群
疑
論
引
二善
導
和
尚
前

文

一而
釈
二此
難
殉
又
自
助
成
云
」
と
い
い
、
『
群
疑
論
』
の
文

の
要
点

を
示
し
て
い
る
。
源
信
が
こ
こ
で
言
お
う
と
し

て
い
る
の
は
道
紳

・
善

導

・
懐
感
と
言
う
次
第
を
考
え
、
し
か
も

「終
始
善
導
の
義
意
を
展
開

し
て
専
雑
得
失
を
判
じ
、
今
問
答
に
於
け
る
懐
感
の
地
位
も
善
導
釈
義

(
4
)

に
還
元
せ
ら
る
べ
き
媒
体
的
存
在
」
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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次
に
珍
海
の

『
決
定
往
生
集
』
を
見
る
と

『
菩
薩
処
胎
経
』
の
解
慢

国
往
生
を
解
釈
す
る
の
に
、
従
来
多
く
の
人
は
癬
慢
国
に
生
ず
れ
ば
決

定
往
生
極
楽
と
す
る
が
、
永
観
は
こ
れ
を
順
次
往
生
で
は
な
く
、
第
三

生
に
お
け
る
極
楽
往
生
を
言
う
と
し
、
そ
の
あ
と

テ

ニ

テ

ス
ト

ニ

ハ

又
懐
感
禅
師
依
二導
和
尚
一云
、
執
心
牢
固
者
定
生
二極
楽
一
、又
云
専
修
之
入

ニ

ル

ニ

ノ

ノ

ニ

ニ
 (
5
)

千
無
二
一
失
一云
云
、
准
二此
文
意
一慨
慢
国
之
人
未
レ生
二極
楽
一

と
言
う
。

つ
ま
り
、
珍
海
は
解
慢
国
往
生
の
意
味
内
容
を
説
明
す
る
為

に

『
群
疑
論
』
の
文
を
引
く
の
で
あ
る
。
執

心
牢
固
で
し
か
も
専
修
の

も

の
は
必
ら
ず
極
楽
往
生
出
来
る
が
、
不
牢
固

・
不
専
修
の
者
は
解
慢

国
に
生
ず
る
こ
と
し
か
出
来
な
い
と
す
る
懐
感
の
説
を
も
と
に
、
解
慢

国

と
極
楽

の
性
格
の
異
な
り
を
見
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
考
え
方

は
珍
海

の

『
安
養
知
足
相
対
抄
』
に
更
に
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
。
即

ち
、
『
決
定
往
生
集
』
と
同
様
に
論
文
を
引
用
し
、

今
謂
准
二感
師
初
釈
一
。唯
楽
二西
□
一不
レ願
二余
生
一
。而
修
レ善
者
名
為
二専
修
一
。

唯
生
二浄
土
一
。設
不
二専
修
一堕
二解
慢
国
土
一
。准
二十
因
一外
錐
三暫
滞
一解
慢
一
。

而
遂
得
レ
生
二極
楽
一耳
。
若
依
二群
疑
後
解
一
。雑
修
之
者
多
不
レ
生
二報
土
一
。処

胎
経
説
拠
レ此
以
明
。
錐
二雑
修
之
者
一□
多
生
二化
土
一
。観
経
等
意
拠
レ此
而

(
6
)

説
。
若
准
二此
釈
↓
雑
修
之
者
。
即
以
二安
養
化
土
一為
二辮
慢
一耳

と
述
べ
て
い
る
。
以
上
の
よ
う
に
珍
海
が

「
専
雑
二
修
章
」
を
引
く
の

は
、
極
楽
浄
土
の
性
格
で
あ
る
、
報
土
化
土
の
判
断
を
行
な
う
為
で
あ

つ
て
、
漁
信
が
善
導
教
義
を
助
証
す
る
為
に
、
ま
た
念
仏
の
実
践
行
に

か
か
わ
る
問
題
解
釈
の
為
に
引
く
の
と
は
異
な
る
。

つ
ま
り
、
珍
海
が

引
用
し
た
の
は
専
修
と
雑
修
と
言
う
行
の
性
格
を
論
ず
る
為
で
は
な
く

て
、
慨
慢
国
土
の
性
格
を
論
ず
る
為
に
用
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ

が
の
ち
に
法
然

・
聖
光
等
に
よ
つ
て
引
用
さ
れ
る
場
合
、

そ
の
主
目
的

が
、
念
仏

一
行
専
修
と
言
う
行

の
性
格
内
容
を
と
り
あ
げ
て
い
る
の
と

は
大
い
に
異
な
る
点
で
あ
る
。
法
然

・
聖
光

の
引
用
内
容
に
つ
い
て
は

(
7
)

既

に
述

べ

た

こ
と
が

あ

る

の
で

そ

れ

に

ゆ
ず

る
。

以

上
、

非

常

に
大

ま

か

で
は

あ

る

が
、

主

と

し

て
法

然

以

前

に

お
け

る

『
群

疑

論

』

の
引

用

文

を

検

討

し

て
見

た
。

各

引

用

文

に

つ

い

て
は

「
専

雑

二
修

章

」

で
試

み
た

よ
う

に
、

そ

の
引

文
内

容

を
細

か

く

検
討

す

べ

き

で

は

あ

る

が
、

こ

の
点

に

つ

い

て
は

又

他

の
機

会

に

取

り

あ
げ

て
見

た

い
と

思

う
。

1

出

典
と
そ

の
頁
数

も
掲
出

し
た

い
が
紙
面

の
都

合

で
割

愛

し

た
。

な

お
、

こ
の
中
漁
信

の
分

は
八
木
昊
恵
著

『
恵
信
教
学

の
基

礎

的

研

究
』
、

法

然

の
分
は
拙
稿

「
法
然
上
人

の
見
た
懐
感
禅
師
」

(『
藤
原
先
生
記
念
史

学

仏
教
学
論
集
』
)
、
聖
光

の
分

は
同

じ
く

「
聖
光

上

人

の
見

た

懐

感

禅

師
」

(
『
浄
土
宗
学

研
究
』
第
七
号
)

に
そ
れ
ぞ
れ
よ

つ
た
。

2

註
1

の
拙
稿
。

3

坪

井
俊
映
稿

『
日
本
仏
教
史
学
会
年
報
』

21
号
、

S

・
31

・
3
収
。

4

註
1

の
八
木
昊
恵

氏
の
著
、

三

三
四
頁
参
照
。

5

浄
全

・
十
五

・
四
七
九
頁
下
。

6

正
蔵

・
八
四

・
一
一
八
頁

a
。

7

註

1
の
拙
稿
。

(
大
正
大
学
講
師
)

日
本

に
お
け

る

『
群
疑
論
』

の
引
用

(
一
)

(
金

子
)

三
四
三
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