
今
般
、
櫻
部
建
、
小
谷
信
千
代
両
氏
に
よ
っ
て
『
倶
舎
論
」
第
六
章

「
賢
聖
品
」
の
和
訳
「
倶
舎
論
の
原
典
解
明
賢
聖
品
』
が
上
梓
さ
れ
た

両
氏
は
大
谷
大
学
に
お
け
る
倶
舎
学
の
伝
統
の
な
か
に
あ
っ
て
、
こ
れ
ま

で
ア
ビ
ダ
ル
マ
関
係
の
研
究
で
学
会
に
寄
与
さ
れ
て
き
た
こ
と
多
大
な
る

こ
と
は
こ
こ
に
記
す
ま
で
も
な
い
。
櫻
部
は
倶
舎
を
は
じ
め
と
す
る
ア
ビ

ダ
ル
マ
を
專
門
と
し
、
そ
の
分
野
の
業
績
は
枚
挙
に
暇
が
な
い
。
氏
は
ま

た
〈
ダ
ル
マ
〉
と
し
て
の
阿
含
・
’
一
カ
ー
ャ
も
渉
猟
さ
れ
て
い
る
。
小
谷

は
唯
識
の
分
野
の
諸
業
績
に
加
え
、
数
年
前
に
『
チ
ベ
ッ
ト
倶
舎
学
の
研

①究
」
を
出
さ
れ
た
。
ま
た
、
最
近
で
は
学
位
論
文
を
ま
と
め
な
お
さ
れ
た

②

「
法
と
行
の
思
想
と
し
て
の
仏
教
』
を
刊
行
さ
れ
た
。
こ
の
櫻
部
、
小
谷

に
よ
っ
て
倶
舎
六
章
和
訳
が
刊
行
さ
れ
た
こ
と
は
上
記
の
伝
統
の
中
で
必

然
的
で
あ
る
と
は
言
え
、
ま
こ
と
に
有
難
い
こ
と
で
あ
る
。

本
書
は
「
緒
言
」
に
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
当
該
大
学
内
外
の
研
究

者
が
勉
強
会
の
メ
ン
バ
ー
と
し
て
貢
献
さ
れ
、
検
討
・
修
正
の
上
、
櫻
部

が
世
親
釈
（
カ
ー
リ
カ
ー
を
含
む
）
、
小
谷
が
称
友
疏
の
和
訳
を
担
当
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
労
作
を
筆
者
が
評
す
る
な
ど
と
い
う
こ

櫻
部
建
・
小
谷
信
千
代
訳

『
倶
舎
論
の
原
典
解
明
賢
聖
品
』秋

本

勝

③

櫻
部
は
最
新
稿
「
大
谷
大
学
の
倶
舎
学
の
伝
統
に
つ
い
て
」
に
、
倶
舎

は
学
科
課
程
の
中
で
、
仏
教
の
教
理
を
学
び
始
め
よ
う
と
す
る
人
々
の
た

め
の
入
門
の
学
、
基
礎
の
学
で
あ
っ
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
確
か
に
倶

舎
は
全
編
に
わ
た
っ
て
仏
教
術
語
辞
典
と
な
っ
て
い
る
感
が
あ
り
、
そ
こ

に
繰
り
広
げ
ら
れ
る
議
論
と
と
も
に
〈
法
〉
の
宝
庫
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

ま
ず
倶
舎
か
ら
始
め
る
こ
と
は
自
然
で
あ
る
と
も
言
え
る
。
し
か
し
ま
た

同
時
に
倶
舎
を
修
め
る
と
い
う
こ
と
は
あ
る
意
味
で
仏
教
を
修
め
る
と
い

う
こ
と
で
も
あ
る
か
ら
単
な
る
入
門
な
い
し
基
礎
学
で
は
す
ま
な
い
と
も

言
え
る
。
こ
の
よ
う
な
倶
舎
を
現
代
に
お
い
て
基
礎
学
と
し
て
位
置
付
け

る
た
め
に
は
一
つ
に
現
代
語
訳
の
完
備
が
要
請
さ
れ
る
。
術
語
に
つ
い
て

は
現
段
階
で
は
玄
英
訳
を
用
い
る
こ
と
が
最
善
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、

と
も
か
く
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
テ
キ
ス
ト
を
日
本
語
で
読
め
る
よ
う
に
な
る

こ
と
が
急
が
れ
る
。

こ
れ
ま
で
、
第
一
章
（
界
品
）
、
第
二
章
（
根
品
）
に
つ
い
て
は
荻
原

④

雲
来
、
山
口
益
に
よ
っ
て
称
友
疏
が
和
訳
さ
れ
て
お
り
、
世
親
釈
は
櫻
部

⑤

に
よ
っ
て
「
倶
舎
論
の
研
究
』
お
よ
び
「
世
界
の
名
著
』
（
第
二
巻
「
大

⑤

乗
仏
教
」
）
に
和
訳
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
第
三
章
（
世
間
品
）
は
山
口

益
、
舟
橋
一
哉
に
よ
っ
て
釈
（
底
本
は
チ
ベ
ッ
ト
語
訳
）
、
疏
と
も
和
訳

⑦

さ
れ
、
第
四
章
（
業
品
）
に
つ
い
て
は
舟
橋
一
哉
に
よ
っ
て
釈
、
疏
と
も

⑧

サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
テ
キ
ス
ト
か
ら
の
和
訳
が
成
し
遂
げ
ら
れ
た
。
そ
し
て
、

と
は
と
て
も
及
び
が
た
い
の
で
、
以
下
に
本
書
に
ま
つ
わ
る
事
柄
の
い
く
、

っ
か
に
触
れ
て
本
書
の
紹
介
に
代
え
た
い
と
考
え
る
。



四

本
書
の
「
緒
言
」
に
も
触
れ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
和
訳
の
仕

事
に
必
ず
起
こ
る
訳
語
の
問
題
が
あ
る
。
仏
教
文
献
の
翻
訳
に
も
必
ず
付

き
ま
と
う
問
題
で
あ
り
、
答
え
は
一
様
で
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ

ま
で
の
日
本
の
仏
教
研
究
の
伝
統
か
ら
言
え
ば
、
そ
こ
に
浸
透
し
た
漢
訳

一
一
一

⑩

「
凡
例
」
に
よ
る
と
、
章
節
の
分
け
方
は
前
二
書
が
国
訳
大
蔵
経
に
依

る
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
本
書
は
「
目
次
対
昭
衾
」
に
お
い
て
冠
導
軸
と

対
比
さ
れ
て
い
る
。
主
な
違
い
は
「
三
賢
」
、
「
四
善
根
」
が
冠
導
本
で
は

「
第
三
章
見
道
の
加
行
論
」
中
に
含
ま
れ
る
の
に
対
し
て
、
本
書
（
目

次
）
で
は
そ
れ
ぞ
れ
「
４
」
（
第
四
章
）
、
「
５
」
（
第
五
章
）
と
し
て
独
立

し
て
い
る
。
他
は
ほ
ぼ
冠
導
本
に
一
致
し
て
い
る
。
ま
た
、
世
親
釈
の
語

句
が
称
友
疏
に
引
か
れ
て
い
る
場
合
は
、
い
ず
れ
の
訳
文
中
に
も
そ
の
語

句
に
傍
線
が
施
さ
れ
て
い
る
点
は
三
害
に
共
通
で
あ
る
。
ま
た
、
サ
ン
ス

ク
リ
ッ
ト
の
語
句
な
ど
を
補
う
（
）
や
訳
者
が
語
句
を
補
う
〔
〕
の

使
い
方
も
ほ
ぼ
共
通
で
あ
る
。
本
書
の
訳
注
に
は
、
法
宣
の
「
阿
毘
達
磨

倶
舎
論
講
義
」
が
多
用
さ
れ
て
い
る
が
、
「
凡
例
」
五
に
そ
の
理
由
ｌ
論

旨
を
理
解
し
や
す
く
す
る
こ
と
、
お
よ
び
東
ア
ジ
ア
の
倶
舎
学
の
水
準
を

示
す
一
助
と
す
る
こ
と
ｌ
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

⑲

本
書
が
そ
れ
に
続
く
わ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
書
名
も
第
三
章
か
ら

の
も
の
が
踏
襲
さ
れ
て
「
倶
舎
論
の
原
典
解
明
』
と
さ
れ
、
構
成
も
ほ
ぼ

合
わ
せ
ら
れ
て
い
る
。

語
を
用
い
る
こ
と
が
今
日
で
も
妥
当
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
し
、
最
も
便
利

で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
ま
た
仏
教
学
專
門
家
だ
け
に
仏
教
を
独
占
さ

せ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
そ
れ
は
適
切
な
現
代
語
に
置
き
換

え
る
こ
と
が
最
も
望
ま
し
い
と
考
え
ら
れ
る
所
以
で
も
あ
る
が
、
倶
舎
論

の
よ
う
な
仏
教
教
理
の
高
度
の
専
門
書
で
術
語
が
頻
繁
に
用
い
ら
れ
て
詳

細
な
議
論
が
展
開
さ
れ
る
書
に
あ
っ
て
は
容
易
い
こ
と
で
は
な
い
。
先
に

挙
げ
た
「
世
界
の
名
著
』
第
二
巻
に
お
け
る
櫻
部
の
訳
は
、
そ
の
点
で
優

れ
た
現
代
語
訳
の
試
み
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
後
こ
の
手
法
が

あ
ま
り
広
が
り
を
見
せ
な
い
の
は
残
念
で
あ
る
。

櫻
部
は
『
倶
舎
論
の
研
究
」
（
一
二
六
頁
）
で
以
下
の
よ
う
に
、
述
べ

て
お
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
の
術
語
を
す
べ
て
現
代
Ｈ
本
語
の
形
に
改
め
て
訳
出
す
る

こ
と
は
、
可
能
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
お
そ
ら
く
訳
文
を
幾
分

煩
雑
に
あ
る
い
は
冗
長
に
す
る
だ
け
で
、
そ
れ
に
よ
っ
て
読
者
の
理

解
を
著
し
く
容
易
に
す
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
わ
れ
わ
れ
に
得
ら
れ

》
て
い
る
説
一
切
有
部
の
論
言
の
大
部
分
が
玄
葵
に
よ
る
漢
訳
の
そ
れ

で
あ
る
こ
と
か
ら
し
て
、
ア
ビ
ダ
ル
マ
の
術
語
に
限
っ
て
、
玄
葵
の

訳
語
を
踏
襲
す
る
こ
と
が
却
っ
て
理
解
に
便
で
あ
る
こ
と
は
、
少
し

く
こ
れ
ら
の
論
耆
に
親
し
ん
だ
者
の
等
し
く
知
る
所
で
あ
る
。

と
。
た
し
か
に
、
現
時
点
で
は
、
ほ
と
ん
ど
漢
訳
で
残
さ
れ
ま
た
仏
教
術

語
が
頻
出
す
る
ア
ビ
ダ
ル
マ
文
献
で
は
玄
桀
の
訳
語
を
用
い
る
こ
と
が
最

善
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
れ
で
も
な
お
、
前
途
遼
遠
で
あ
る

の
か
も
し
れ
な
い
が
、
い
つ
か
現
代
日
本
語
で
『
倶
舎
論
』
が
読
め
る
よ

う
に
な
る
こ
と
を
筆
者
は
期
待
し
た
い
。

71
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五

『
倶
舎
論
』
第
六
章
の
標
題
に
つ
い
て
も
「
緒
言
」
に
詳
し
く
論
じ
ら

⑫

れ
て
い
る
。
プ
ラ
ダ
ン
本
で
は
標
題
は
冨
腎
隠
冒
信
巴
凹
己
ａ
の
曾
‐
で
あ

り
日
倒
品
四
‐
を
「
聖
道
た
る
見
、
修
、
無
学
の
三
道
」
、
宮
付
巴
“
‐
を

「
四
向
四
果
の
八
聖
者
」
の
意
に
と
っ
て
、
標
題
を
「
［
聖
］
道
と
［
聖
］

者
と
の
解
説
」
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
至
極
妥
当
な
も
の
と
思
わ
れ
る
。

た
だ
、
冨
胃
唱
巳
ａ
①
段
で
も
十
分
で
あ
る
と
も
思
え
る
と
こ
ろ
、
な
ぜ

⑬

こ
の
章
だ
け
に
冒
侍
凶
匿
‐
が
付
せ
ら
れ
る
の
か
が
不
明
で
あ
る
。
特
別

な
意
味
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
ロ
訂
自
己
ａ
①
獣
‐
か
ら
始
ま
っ
て

ｒ
白
目
農
目
ａ
の
段
‐
に
至
る
ま
で
第
六
章
だ
け
が
例
外
的
で
あ
る
と
も

言
え
る
。
内
容
的
に
見
る
と
「
見
道
」
以
下
に
お
い
て
い
わ
ゆ
る
「
四
向

四
果
」
（
聖
者
）
の
解
説
が
行
わ
れ
る
か
ら
、
も
ち
ろ
ん
不
思
議
な
こ
と

⑭

で
は
な
い
。
本
書
四
頁
註
（
３
）
に
引
用
さ
れ
る
法
宣
（
巻
七
、
八
七

頁
）
の
解
説
に
は
、
「
倶
舎
論
』
の
第
三
章
か
ら
第
五
章
は
有
漏
法
を
、

第
六
章
か
ら
第
八
章
は
無
漏
法
を
明
か
す
と
あ
る
。
も
し
そ
れ
ぞ
れ
の
章

が
「
果
」
「
因
」
「
縁
」
を
示
し
て
有
漏
・
無
漏
で
対
応
す
る
と
す
る
な
ら
、

Ｆ
○
百
日
ａ
①
獣
‐
（
第
三
章
）
と
当
該
の
冨
画
品
呂
且
隠
嚴
昌
己
の
獣
‐
（
第

六
章
）
と
が
果
と
し
て
対
応
す
る
こ
と
と
な
り
、
「
聖
道
と
聖
者
」
は

Ｆ
○
百
（
世
間
）
す
な
わ
ち
「
器
世
間
と
有
情
世
間
」
と
で
対
応
す
る
と

⑮

考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

ま
た
、
玄
英
訳
で
の
標
題
が
「
賢
聖
品
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い

て
も
妥
当
な
見
解
を
記
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、
サ
ン
ス
ク

リ
ッ
ト
原
典
と
の
直
接
的
な
対
応
は
な
い
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
た
上
で

（
「
緒
言
」
皿
‐
Ⅳ
頁
）
、

説
一
切
有
部
阿
毘
達
磨
の
説
く
修
行
道
で
は
聖
道
に
入
る
前
の
行

者
に
念
住
や
四
善
根
を
修
す
る
過
程
が
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、

そ
の
過
程
に
在
る
行
者
を
「
賢
者
」
と
呼
ぶ
こ
と
も
不
適
当
だ
と
は

思
わ
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
第
六
章
を
「
賢
聖
品
」
の
名
を

も
っ
て
呼
ぶ
こ
と
は
、
上
記
の
ご
と
く
、
そ
の
内
容
か
ら
い
っ
て
は

む
し
ろ
適
切
で
あ
ろ
う
。

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。

一
ハ

本
書
が
訳
出
し
て
い
る
第
六
章
の
内
容
に
つ
い
て
も
い
さ
さ
か
触
れ
な

い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
ま
ず
本
章
の
位
置
付
け
で
あ
る
。
先
に
触
れ
た

法
宣
も
同
様
で
あ
る
が
、
普
光
は
、
『
倶
舎
論
』
第
一
章
（
界
品
）
・
第

二
章
（
根
品
）
は
総
じ
て
有
漏
・
無
漏
を
明
か
し
、
第
三
章
（
世
間
品
）

か
ら
第
五
章
（
随
眠
品
）
ま
で
は
有
漏
を
明
か
し
な
が
ら
そ
れ
ぞ
れ

「
果
」
、
「
因
」
、
「
縁
」
の
関
係
に
あ
る
と
す
る
。
ま
た
、
第
六
章
か
ら
第

八
章
ま
で
は
無
漏
を
明
か
し
な
が
ら
同
様
に
本
書
が
訳
出
す
る
第
六
章
を

「
果
」
と
し
、
後
の
第
七
章
、
第
八
章
を
そ
れ
ぞ
れ
「
因
」
、
「
縁
」
の
関

⑯

係
に
あ
る
と
す
る
。
小
谷
合
チ
ベ
ッ
ト
倶
舎
学
』
二
‐
一
二
頁
）
は
第

三
章
以
下
に
つ
い
て
の
チ
ム
ゼ
ー
の
よ
り
具
体
的
な
説
明
を
以
下
の
よ
う

に
紹
介
す
る
。

す
な
わ
ち
、
雑
染
の
存
在
で
あ
る
三
界
や
五
趣
の
有
情
世
間
と
は

何
か
、
雑
染
が
そ
こ
に
お
い
て
生
ず
る
器
世
間
と
は
何
か
、
雑
染
は

四
生
や
十
二
縁
起
と
し
て
い
か
に
し
て
生
ず
る
か
、
と
い
う
こ
と
を

ワワ
Iと



説
明
す
る
「
世
間
を
説
く
章
」
（
世
間
品
）
と
、
雑
染
せ
し
め
る
も

の
を
主
題
と
す
る
「
業
を
説
く
章
」
（
業
）
と
「
随
眠
を
説
く
章
」

（
随
眠
品
）
と
で
あ
る
。
…
す
な
わ
ち
、
浄
化
す
る
者
で
あ
る
人

（
プ
ド
ガ
ラ
）
と
は
誰
か
、
浄
化
の
行
わ
れ
る
場
所
で
あ
る
三
界
と

は
何
か
、
ど
う
い
う
順
序
で
浄
化
の
た
め
の
現
観
は
行
わ
れ
る
か
を

説
く
「
道
と
人
を
説
く
章
」
（
賢
聖
品
）
と
、
浄
化
せ
し
め
る
「
智

を
説
く
章
」
（
智
品
）
と
、
智
の
所
依
を
説
明
す
る
こ
と
を
主
題
と

す
る
「
定
を
説
く
章
」
（
定
品
）
と
で
あ
る
。

し
」
Ｏ

⑰

次
に
、
内
容
で
あ
る
が
、
ま
ず
本
書
は
「
目
次
」
を
十
章
立
て
と
す
る
。

す
な
わ
ち
、
１
道
に
つ
い
て
の
総
説
／
２
諦
／
３
道
へ
の
最
初
の
出
発
／

４
順
解
脱
分
（
三
賢
）
／
５
順
決
択
分
（
四
善
根
）
／
６
見
道
／
７
修
道

／
８
無
学
道
／
９
阿
羅
漢
と
そ
の
種
性
な
ど
／
岨
種
々
の
道
、
で
あ
る
。

１
（
本
書
一
‐
五
頁
）
は
序
論
と
も
言
う
べ
き
も
の
で
、
見
道
が
無
漏
、

修
道
が
有
漏
・
無
漏
二
種
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
直
前
の
章
（
随
眠
品
）

と
を
つ
な
ぐ
。

２
（
五
‐
六
五
頁
）
は
凹
諦
の
解
説
で
あ
る
。
『
倶
舎
論
』
第
一
章
で
説

か
れ
た
こ
と
を
引
用
し
な
が
ら
、
「
そ
れ
ら
四
諦
の
順
序
は
、
現
観
の
順

⑱

序
の
ご
と
く
で
あ
る
。
（
屋
）
」
（
六
頁
）
と
言
い
、
さ
ら
に
「
そ
れ
ら
四

諦
の
中
で
、
果
と
し
て
あ
る
五
取
恕
が
苦
諦
で
あ
る
。
因
と
し
て
五
取
穂

が
集
諦
で
あ
る
。
…
…
そ
れ
ら
苦
と
集
と
は
、
そ
れ
ら
が
果
で
あ
り
因
で

あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
た
だ
名
と
し
て
別
な
の
で
あ
り
，
実
体
と
し
て
別
な

の
で
は
な
い
。
」
（
一
二
頁
）
と
説
い
て
、
特
に
苦
と
集
と
に
つ
い
て
詳
細

⑲

な
解
説
（
一
五
頁
以
下
）
が
行
わ
れ
る
。
世
俗
諦
と
勝
義
諦
の
二
諦
も

「
傍
論
」
と
し
て
触
れ
ら
れ
て
い
る
（
六
一
‐
六
五
頁
）
。

３
（
六
五
‐
七
六
頁
）
・
４
（
七
六
‐
二
三
頁
）
・
５
（
二
三
‐
一
五

七
頁
）
は
見
道
等
（
聖
道
）
へ
入
る
準
備
と
し
て
の
実
践
方
法
を
説
く
。

こ
れ
は
後
の
無
漏
の
修
道
に
対
し
て
、
有
漏
の
修
道
で
あ
る
。
ま
ず
「
戒

と
い
う
実
践
に
居
る
者
が
、
聞
と
思
と
を
備
え
、
修
習
を
行
ず
る
。

（
ｇ
ご
」
（
六
五
頁
）
と
言
う
。
諦
を
見
よ
う
と
志
す
者
は
ま
ず
戒
を
守

り
、
正
し
い
習
慣
づ
け
か
ら
始
め
て
、
い
わ
ゆ
る
聞
・
思
・
修
（
三
昧
）

の
知
恵
を
得
る
。
「
二
つ
の
遠
離
を
な
す
彼
に
修
習
は
完
成
す
る
こ
と
に

な
る
。
（
ｇ
）
」
（
七
○
頁
）
と
言
っ
て
、
衆
人
と
離
れ
、
悪
心
か
ら
離
れ

る
こ
と
に
よ
っ
て
「
聖
道
に
向
か
う
器
」
（
七
六
頁
）
と
な
る
こ
と
を
示

す
。

そ
の
人
が
も
し
「
負
」
が
多
け
れ
ば
「
不
浄
観
」
、
「
尋
」
（
対
象
に
向

か
っ
て
の
心
の
動
揺
）
が
多
け
れ
ば
「
入
拙
息
念
」
を
行
う
と
い
う
（
七

六
－
七
七
頁
）
。
さ
ら
に
不
浄
観
と
入
出
息
念
の
解
説
（
七
八
‐
九
八
頁
）

が
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
「
箸
摩
他
を
全
う
じ
た
者
」
と
な
る
。
次
に
、

「
毘
鉢
舎
那
を
成
す
た
め
に
」
（
九
八
頁
）
「
四
念
住
」
を
な
す
べ
き
で
あ

る
。
そ
れ
に
は
、
身
・
受
・
心
・
法
の
四
に
つ
い
て
順
に
身
は
不
浄
、
受

は
苦
、
心
は
無
常
、
法
は
無
我
で
あ
る
と
観
察
し
、
そ
れ
ら
各
々
が
ど
れ

も
非
常
、
苦
、
空
、
非
我
で
あ
る
と
観
ず
る
「
別
相
念
住
」
と
、
そ
れ
ら

⑳

四
を
ま
と
め
て
非
常
、
苦
、
空
、
非
我
で
あ
る
と
観
ず
る
「
総
相
念
住
」

が
あ
る
と
い
う
（
九
八
‐
二
三
頁
）
。

三
賢
を
終
え
た
も
の
は
四
善
根
に
進
む
。
「
媛
」
、
「
頂
」
、
「
忍
」
、
「
世

第
一
法
」
を
順
当
に
進
め
ば
見
道
（
無
漏
道
）
に
入
る
こ
と
に
な
る
。
そ

れ
ら
四
は
す
べ
て
有
漏
の
知
恵
に
よ
っ
て
四
諦
を
繰
り
返
し
観
察
す
る
も
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の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
凡
夫
か
ら
聖
者
に
至
る
点
に
つ
い
て
「
そ
れ
ら
は
、

ま
た
、
す
べ
て
の
世
間
的
な
（
有
漏
の
）
諸
法
の
中
の
最
も
勝
れ
た
も
の

な
る
ゆ
え
世
間
的
で
あ
り
か
つ
第
一
の
法
で
あ
る
か
ら
、
世
第
一
法
で
あ

る
。
世
第
一
法
は
有
漏
で
あ
っ
て
、
そ
の
次
の
刹
那
に
生
ず
べ
き
無
漏
の

道
の
た
め
の
同
類
因
と
な
り
得
な
い
が
、
同
類
因
は
な
く
と
も
無
漏
道
は

そ
の
世
第
一
法
の
士
用
力
に
よ
っ
て
士
用
果
と
し
て
引
か
れ
る
か
ら
で
あ

る
。
」
（
一
二
七
頁
）
と
言
う
。

６
（
一
五
七
‐
一
九
九
頁
）
・
７
（
二
○
○
‐
二
九
七
頁
）
・
８
（
二
九
八

‐
三
四
六
頁
）
は
聖
道
（
無
漏
道
）
で
あ
る
。
ま
ず
、
見
道
は
四
諦
そ
れ

ぞ
れ
に
対
し
て
法
智
忍
、
法
智
、
類
智
忍
、
類
智
が
順
に
起
こ
っ
て
、

「
こ
の
四
諦
の
現
観
は
十
六
心
に
亙
る
」
（
一
六
四
頁
）
と
言
う
。
十
六

刹
那
の
間
に
四
諦
を
観
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
九
八
随
眠
の
う
ち
の
八

八
が
断
ち
切
ら
れ
る
（
直
前
章
「
随
眠
品
」
に
基
づ
く
）
。
例
え
ば
、
欲

界
の
見
苦
所
断
の
随
眠
は
苦
法
智
忍
・
苦
法
智
に
よ
っ
て
断
た
れ
る
。
但

し
、
十
五
刹
那
ま
で
が
見
道
で
あ
り
、
色
・
無
色
界
の
見
道
所
断
の
随
眠

が
断
た
れ
る
最
後
の
第
十
六
刹
那
は
す
で
に
修
道
で
あ
る
（
一
八
一
頁
）
。

見
道
に
あ
る
者
は
、
聖
者
の
位
と
し
て
の
四
向
四
果
の
う
ち
の
「
預
流

向
」
と
呼
ば
れ
る
（
一
九
○
頁
）
。

見
道
第
十
六
刹
那
以
降
の
長
い
道
の
り
が
修
道
で
あ
る
。
こ
こ
で
残
り

の
十
随
眠
が
断
た
れ
る
。
聖
者
の
位
は
「
預
流
果
」
（
二
○
四
頁
以
下
）
、

．
来
向
」
、
．
来
果
」
、
「
不
還
向
」
（
二
二
三
頁
以
下
）
、
「
不
還
果
」

（
二
三
二
頁
以
下
）
、
「
阿
羅
漢
向
」
（
二
八
三
頁
以
下
）
と
進
む
こ
と
に

な
る
。修

道
を
終
え
た
と
き
、
、
無
学
道
に
入
る
。
す
な
わ
ち
「
尽
智
が
生
じ

た
と
き
か
の
阿
羅
漢
向
は
無
学
と
な
り
、
阿
羅
漢
性
な
る
果
を
得
た
阿
羅

漢
と
な
る
。
」
（
二
九
八
頁
）
と
言
う
。
ま
さ
に
「
阿
羅
漢
果
」
で
あ
る
。

「
彼
は
、
も
は
や
余
の
果
に
つ
い
て
さ
ら
に
学
ぶ
べ
き
も
の
は
な
い
か
ら

「
無
学
」
で
あ
り
、
ま
さ
に
そ
の
ゆ
え
に
彼
は
利
他
を
な
す
に
ふ
さ
わ
し

い
か
ら
、
ま
た
、
あ
ら
ゆ
る
有
負
の
者
か
ら
の
供
養
を
受
け
る
に
ふ
さ
わ

し
い
か
ら
、
「
阿
羅
漢
」
と
呼
ば
れ
る
。
」
（
同
頁
）
と
言
う
。

９
（
三
四
七
‐
四
一
四
頁
）
で
は
阿
羅
漢
に
も
六
種
あ
り
と
し
て
解
説

が
行
わ
れ
る
。

叩
（
四
一
四
‐
四
六
五
頁
）
で
は
経
に
説
か
れ
て
い
る
種
々
の
道
に
つ

い
て
論
じ
ら
れ
る
。七

以
上
極
め
て
大
雑
把
な
内
容
の
概
観
を
試
み
た
。
尚
、
本
書
の
「
緒

言
」
三
（
Ⅳ
‐
加
頁
）
に
「
有
漏
道
に
お
け
る
断
惑
」
と
「
転
根
す
な
わ

ち
練
根
」
と
に
つ
い
て
明
快
で
興
味
深
い
解
説
が
施
さ
れ
て
い
る
が
、
こ

こ
で
は
そ
の
こ
と
を
指
摘
す
る
だ
け
に
止
め
る
。

こ
れ
は
怠
け
者
の
望
み
か
も
し
れ
な
い
が
、
ひ
と
つ
だ
け
願
望
し
て
お

き
た
い
。
今
後
の
刊
行
の
際
に
で
き
る
な
ら
当
該
章
の
カ
ー
リ
ヵ
ー
の
番

号
を
上
に
付
し
て
、
和
訳
と
と
も
に
太
字
体
に
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
よ

り
一
層
見
や
す
く
便
利
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

最
後
に
、
本
書
の
紹
介
を
十
分
に
な
し
え
た
と
は
と
て
も
思
え
な
い
が
、

本
書
の
刊
行
は
ア
ビ
ダ
ル
マ
研
究
、
倶
舎
研
究
に
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
も
の

と
な
る
と
い
う
こ
と
は
言
う
に
及
ば
ず
、
残
る
章
の
和
訳
の
一
日
も
早
い

刊
行
を
切
に
期
待
し
た
い
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
、
こ
の
拙
文
を
終
え
た
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い
C⑮

第
六
章
の
内
容
解
説
の
個
所
で
、
普
光
（
「
倶
舎
論
記
乞
、
法
寶
二
倶
舎
論

⑭
前
掲
の
櫻
部
建
「
大
谷
大
学
の
倶
舎
学
の
伝
統
に
つ
い
て
」
三
八
頁
に
触
れ

⑬
第
一
章
か
ら
第
八
章
ま
で
、
‐
昌
己
の
圏
‐
を
省
い
て
章
名
を
示
す
と
、

ロ
｝
国
目
，
》
旨
〔
岸
ご
画
》
Ｆ
（
詩
、
》
患
留
日
煙
〕
鈩
冒
』
笛
く
い
）
冨
胃
、
四
宮
ａ
、
画
医
〕
冑
国
ロ
画

註①
副
題
ｌ
「
チ
ム
ゼ
ー
』
賢
聖
品
の
解
読
ｌ
が
付
せ
ら
れ
て
、
文
栄
堂
よ
り
一

九
九
五
年
に
出
版
さ
れ
て
い
る
。

②
文
栄
堂
よ
り
二
○
○
○
年
八
月
に
出
版
。

③
『
仏
教
学
セ
ミ
ナ
ー
」
第
七
○
号
（
一
九
九
九
、
一
○
）
所
収
。

④
荻
原
雲
来
訳
註
「
和
訳
称
友
倶
舎
論
疏
（
一
こ
（
梵
文
倶
舎
論
疏
刊
行
会
、

一
九
三
三
年
）
、
荻
原
雲
来
・
山
口
益
訳
註
『
同
（
二
）
」
（
同
、
一
九
三
九
年
）

⑤
法
蔵
館
よ
り
一
九
六
九
年
に
出
版
。

⑥
中
央
公
論
社
よ
り
一
九
六
七
年
に
出
版
。

⑦
『
倶
舎
論
の
原
典
解
明
世
間
品
』
、
法
蔵
館
、
’
九
五
五
年
（
’
九
八
七

年
に
再
版
）
。

⑧
「
倶
舎
論
の
原
典
解
明
業
口
聖
、
法
蔵
館
、
一
九
八
七
年
。

⑨
第
五
章
（
随
眠
品
）
も
す
で
に
原
稿
は
で
き
あ
が
っ
て
い
る
と
聞
く
。

⑩
論
部
第
十
二
巻
。
国
民
文
庫
刊
行
会
よ
り
、
’
九
七
五
年
に
出
版
。

⑪
「
冠
導
阿
毘
達
磨
倶
舎
論
』
（
Ｉ
。
Ⅱ
。
Ⅲ
）
。
法
蔵
館
よ
り
一
九
七
八
年
に

出
版
。
Ｉ
の
「
は
し
が
き
」
に
、
Ｈ
次
は
「
国
訳
一
切
経
』
毘
曇
部
二
六
（
大

東
出
版
社
、
一
九
七
六
年
改
訂
出
版
）
を
ほ
ぼ
借
用
し
た
と
あ
る
。
そ
れ
は
ま

た
、
「
国
訳
大
蔵
経
』
の
目
次
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。

⑫
小
谷
信
千
代
享
ベ
ッ
ト
倶
舎
学
の
研
究
」
（
一
二
‐
一
三
頁
）
に
も
触
れ
ら

⑫
四
日
四
℃
里
毎
で
単
め
る
ｃ

わ
れ
て
い
る

れ
て
い
る
か

疏
』
）
、
チ
ム
ゼ
ー
と
も
に
そ
れ
ぞ
れ
「
聖
道
に
約
し
て
人
を
弁
ず
る
こ
と
」
、

「
道
に
就
い
て
人
を
弁
ず
る
こ
と
」
、
「
修
習
す
る
人
に
関
す
る
解
説
」
と
あ
る

の
は
注
意
し
て
よ
い
（
小
谷
『
チ
ベ
ッ
ト
倶
舎
学
の
研
究
』
一
三
‐
一
四
頁
）
。

ま
た
、
本
稿
「
六
」
に
引
用
し
た
「
チ
ム
ゼ
ー
の
説
明
」
参
照
。

⑯
「
倶
舎
論
（
仏
典
講
座
天
）
』
（
大
蔵
出
版
、
’
九
八
一
）
一
九
頁
以
下
参
照
。

⑰
櫻
部
建
「
倶
舎
論
（
仏
典
講
座
略
）
」
三
○
‐
三
二
頁
、
小
谷
信
千
代
『
チ
ベ

ッ
ト
倶
舎
学
の
研
究
」
一
二
‐
二
○
頁
に
要
約
さ
れ
る
。

⑱
〔
〕
等
は
省
略
し
て
こ
こ
に
引
用
し
た
。
以
下
同
様
。

⑲
「
倶
舎
論
』
も
、
有
漏
を
説
く
と
い
う
第
三
’
五
章
が
苦
・
集
、
無
漏
を
説

く
と
い
う
第
六
’
八
章
が
減
・
道
に
当
た
る
も
の
と
考
え
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
。

⑳
本
書
に
は
、
四
行
相
の
第
一
の
訳
語
と
し
て
「
非
常
」
と
「
無
常
」
と
が
現

れ
る
が
、
非
と
無
の
使
い
分
け
が
意
図
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
二
二

頁
で
は
偶
中
で
「
非
常
」
、
釈
中
で
「
無
常
」
（
九
八
、
二
四
頁
で
も
釈
中
で

「
無
常
」
）
と
訳
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
区
別
で
あ
る
の
か
。
＆
．
玄

英
訳
（
大
正
大
蔵
二
九
巻
一
一
九
頁
脚
‐
巴
は
、
す
べ
て
「
非
常
」
で
あ
る
。

局イー
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