
書
評
・
紹
介

桜
部
建
著

「
倶
舎
論
の
研
究
界
・
根
品
」平

川
彰

本
書
は
新
し
く
発
見
せ
ら
れ
た
倶
舎
論
の
梵
文
原
典
に
も
と
づ
い
た
研

究
で
あ
る
。
倶
舎
論
の
梵
本
は
、
一
九
三
五
年
に
戸
曽
巳
騨
留
日
胃
‐

ご
母
騨
ロ
煙
に
よ
っ
て
、
チ
。
ヘ
ッ
ト
の
ｚ
唱
笥
僧
院
で
発
見
さ
れ
た
。
そ

の
う
ち
隅
文
の
み
は
、
一
九
四
六
年
ぐ
ご
○
○
冒
昌
の
に
よ
っ
て
川
版

さ
れ
た
が
、
論
（
国
目
曙
騨
）
の
出
版
は
お
く
れ
て
い
た
。
そ
し
て
一
九

六
七
年
に
な
っ
て
、
よ
う
や
く
も
国
且
冨
口
》
少
ｇ
巨
〕
胃
目
鼻
ｃ
蟹
‐

ず
ロ
鼎
罰
印
』
嵐
．
弓
．
言
営
閉
乏
巴
閃
①
い
①
色
目
琶
冒
牌
拝
具
の
、
弓
胃
冒
四
己
司

と
し
て
出
版
さ
れ
た
。
し
か
し
こ
の
害
の
本
文
の
組
版
は
す
で
に
十
年
以

上
も
前
に
で
き
上
っ
て
い
た
の
で
、
桜
部
建
博
士
は
ジ
ャ
ャ
ス
ワ
ー
ル
研

究
所
の
所
長
故
ア
ル
テ
ィ
カ
ー
博
士
の
好
意
に
よ
り
、
か
ね
て
か
ら
こ
の

梵
本
の
コ
ピ
ー
を
入
手
さ
れ
、
研
究
を
す
す
め
て
こ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
の
研
究
が
み
の
っ
て
、
大
谷
大
学
に
提
出
さ
れ
た
学
位
論
文
と

な
っ
た
の
で
あ
る
。
本
書
は
そ
の
学
位
論
文
の
一
部
分
で
あ
る
と
い
う
。

倶
舎
論
の
梵
文
原
典
に
も
と
づ
い
た
研
究
と
し
て
は
、
本
吉
が
最
初
で
あ

り
、
学
界
へ
の
大
き
な
貢
献
で
あ
る
。

し
か
も
本
書
の
背
後
に
は
、
博
士
が
こ
れ
ま
で
長
年
に
わ
た
っ
て
、
有

部
の
ア
ビ
ダ
ル
マ
に
つ
い
て
研
究
を
す
す
め
て
こ
ら
れ
た
成
果
が
ふ
く
ま

れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
彪
大
な
る
有
部
ア
ビ
ダ
ル
↓
、
論
に
た
い
す
る
徹
底

し
た
研
究
成
果
を
ふ
ま
え
て
、
本
書
が
成
立
し
て
い
る
。
本
書
の
内
容
は

二
部
に
わ
か
れ
て
お
り
、
第
一
部
は
、
倶
舎
論
を
頂
点
と
す
る
「
有
部
ア

ビ
ダ
ル
マ
の
体
系
」
の
成
立
史
的
研
究
で
あ
り
、
原
始
佛
教
に
さ
か
の
ぼ

っ
て
、
ア
ビ
ダ
ル
マ
の
思
想
的
発
展
が
解
明
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
っ

て
、
倶
舎
論
の
界
・
根
二
品
に
示
さ
れ
て
い
る
「
法
の
体
系
、
お
よ
び
組

織
」
が
、
有
部
ア
ビ
ダ
ル
マ
の
体
系
の
完
成
態
で
あ
る
こ
と
が
論
証
さ
れ

て
い
る
。

第
二
部
は
、
ラ
ー
フ
ラ
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
た
倶
舎
論
梵
本
の
界
・
根

二
品
の
翻
訳
と
註
記
と
で
あ
る
。
倶
舎
論
は
「
彼
我
品
」
を
加
え
て
九
品

あ
る
が
、
ア
ビ
ダ
ル
マ
の
法
の
体
系
・
組
織
は
、
は
じ
め
の
界
・
根
二
品

に
示
さ
れ
て
い
る
。
本
書
で
は
、
こ
の
二
品
を
「
原
珊
諭
」
を
説
く
も
の

と
理
解
し
、
つ
ぎ
の
三
・
四
・
五
品
と
、
六
・
七
・
八
品
の
第
二
部
、
館

三
部
は
実
践
論
で
あ
っ
て
、
第
一
部
の
原
理
論
が
そ
の
基
礎
に
な
っ
て
い

る
と
見
る
。
こ
れ
が
本
書
（
二
頁
）
の
見
解
で
あ
る
が
、
広
く
学
界
で

も
認
め
ら
れ
た
説
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
本
書
が
、
「
倶
舎
論
の
研
究
」

と
題
し
な
が
ら
、
と
く
に
界
・
根
二
品
を
取
り
上
げ
た
の
は
理
由
の
あ
る

こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
本
書
で
は
、
第
二
部
に
界
・
根
二
品
の
梵
文

の
翻
訳
と
註
記
と
を
お
こ
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
を
ふ
ま
え
て
、
第
一
部
の

研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

本
書
の
第
一
部
は
、
「
序
説
」
・
第
一
章
「
阿
毘
達
磨
倶
舎
論
の
背
景
」

・
第
二
章
「
倶
舎
論
界
・
根
品
の
内
容
」
の
三
部
分
か
ら
な
っ
て
い
る
。

第
一
の
「
序
説
」
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
有
部
ア
ビ
ダ
ル
マ
諭
書
の
研
究
の
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つ
ぎ
に
第
二
早
「
阿
毘
達
磨
倶
舎
論
の
背
景
」
は
、
倶
舎
論
に
お
い
て

「
ア
ピ
ダ
ル
マ
の
体
系
」
が
完
成
す
る
ま
で
の
「
前
史
」
を
解
明
し
た
部

分
で
あ
る
。
本
書
で
は
阿
含
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
、
ア
ビ
ダ
ル
マ
の
萠
芽
を

問
題
点
を
指
摘
し
、
本
書
の
立
場
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
木

村
泰
賢
博
士
以
来
、
有
部
ア
ビ
ダ
ル
マ
諭
書
の
研
究
は
非
常
に
進
歩
し
て

き
た
が
、
し
か
し
そ
れ
は
も
っ
ぱ
ら
諭
書
の
形
式
的
発
達
の
面
の
究
明
、

す
な
わ
ち
資
料
的
研
究
が
主
で
あ
っ
た
。
有
部
ア
ビ
ダ
ル
マ
の
思
想
・
教

理
の
発
展
、
教
理
の
内
容
の
研
究
は
、
こ
れ
ま
で
充
分
に
な
さ
れ
て
い
な

か
っ
た
。
こ
れ
に
た
い
し
て
、
本
書
（
一
○
頁
）
の
立
場
は
「
成
立
史
的

研
究
」
で
あ
る
と
う
た
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
本
書
が
有
部
教
理
の
思

想
的
発
展
、
内
容
的
研
究
に
主
眼
を
お
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
に

本
書
の
特
色
が
あ
る
。

倶
舎
論
の
み
に
よ
っ
て
、
有
部
の
教
理
を
理
解
す
る
こ
と
は
困
難
で
は

な
い
が
、
し
か
し
倶
舎
論
に
い
た
る
ま
で
の
思
想
的
発
展
を
跡
づ
け
る
こ

と
は
容
易
で
な
い
。
そ
れ
は
、
有
部
ア
ビ
ダ
ル
マ
諭
書
の
量
が
あ
ま
り
に

も
彪
大
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
ら
の
諭
書
の
年
代
的
前
後
は

不
明
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
諭
書
に
の
尋
へ
ら
れ
て
い
る
教
理
の
発
達

形
態
に
即
し
て
、
諭
書
の
新
古
を
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た

め
に
は
、
無
数
に
多
く
の
教
理
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
諭
書
の
解
釈
を

精
査
し
、
そ
の
新
古
を
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
こ
れ
は
短

日
月
に
で
き
る
こ
と
で
は
な
い
。
本
書
の
著
者
の
ご
と
く
長
年
に
わ
た
っ

て
、
ア
ビ
ダ
ル
マ
研
究
に
と
り
く
ん
で
き
た
学
者
に
よ
っ
て
の
み
、
は
じ

め
て
な
し
う
る
こ
と
で
あ
る
。

発
見
し
、
そ
れ
が
有
部
の
ア
ピ
ダ
ル
マ
諭
書
に
、
い
か
に
発
展
し
て
い
っ

た
か
を
、
諭
書
に
即
し
て
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
本
章
は
三
節
に
分
れ
て

い
る
。
す
な
わ
ち
第
一
節
に
ア
ビ
ダ
ル
マ
の
起
源
を
論
じ
、
第
二
節
に
阿

含
中
の
ア
ビ
ダ
ル
マ
の
形
態
を
明
ら
か
に
し
、
第
三
節
に
有
部
の
諭
書
を

ア
ピ
ダ
ル
マ
の
発
展
に
即
し
て
、
新
古
の
位
置
を
確
定
し
て
い
る
。
著
者

は
ま
ず
「
ア
ビ
ダ
ル
丘
と
い
う
言
葉
の
原
意
が
何
で
あ
っ
た
か
を
取
り

上
げ
、
ア
ピ
ダ
ル
マ
の
原
意
は
「
法
に
つ
い
て
」
と
い
う
意
味
で
あ
っ
た

と
す
る
ガ
イ
ガ
ー
等
の
説
に
賛
意
を
表
し
て
お
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
パ
ー

リ
上
座
部
よ
り
も
、
有
部
あ
る
い
は
倶
舎
論
な
ど
の
解
釈
の
方
が
原
意
に

近
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
「
ア
ピ
ダ
ル
ご
と
い
う
言
葉
は
阿
含
時
代
に

現
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
と
き
に
は
ま
だ
後
世
の
「
諭
蔵
」
と
い
う
用

例
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
に
部
派
仏
教
時
代
に
は
、
こ
の

語
に
種
々
の
意
味
が
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
摩
訶
僧
祇
律
に
「
阿
毘

曇
と
は
九
部
修
多
羅
な
り
。
毘
尼
と
は
広
略
の
波
羅
提
木
叉
な
り
」
（
大

正
二
二
、
三
四
○
下
．
四
七
五
下
）
等
と
い
っ
て
、
阿
毘
曇
で
も
っ
て
九

分
教
を
指
す
用
例
が
あ
る
こ
と
も
、
こ
の
点
か
ら
理
解
で
き
る
。

法
の
研
究
、
分
別
（
己
冒
吋
日
砦
国
ａ
ｏ
身
色
）
と
し
て
の
ア
ピ
ダ
ル
マ

が
、
す
で
に
阿
含
経
に
現
れ
て
い
る
こ
と
は
、
多
く
の
学
者
の
認
め
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。
著
者
は
そ
う
い
う
ア
ビ
ダ
ル
マ
の
原
形
を
、
阿
含
中
の

号
巨
号
騨
冒
昌
農
具
目
に
認
め
、
日
興
邑
畠
は
教
法
を
「
ま
と
め
る
」
意

味
だ
け
で
あ
る
の
で
、
ア
ビ
ダ
ル
マ
の
原
形
と
し
て
は
充
分
で
な
い
こ
と

を
論
証
し
て
い
る
。
著
者
は
現
存
阿
含
を
検
討
し
て
、
こ
れ
は
教
義
学
的

性
格
の
も
の
で
あ
り
、
ア
ピ
ダ
ル
マ
的
性
格
の
も
の
で
あ
る
と
規
定
し
、

な
ま

そ
れ
以
前
に
佛
陀
の
教
え
を
生
の
ま
ま
で
つ
た
え
て
い
た
胃
‐
樹
四
目
段

70



が
あ
っ
た
と
想
定
す
る
。
た
し
か
に
著
者
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
現
存
阿

含
に
は
ア
ビ
ダ
ル
マ
的
性
格
が
、
随
処
に
現
れ
て
い
る
。
そ
し
て
ま
た
阿

含
は
、
論
蔵
的
な
傾
向
の
声
聞
に
よ
り
伝
持
さ
れ
、
整
理
さ
れ
て
い
る
か

ら
、
そ
う
い
う
着
色
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
た
し
か
で
あ
ろ
う
。
著
者

は
、
阿
含
の
ア
ビ
ダ
ル
マ
的
性
格
と
し
て
、
法
数
に
よ
る
ま
と
め
、
相
応

に
よ
る
ま
と
め
、
分
別
・
広
釈
の
諸
経
典
を
示
し
て
い
る
。
そ
う
い
う
点

は
、
著
者
の
言
わ
れ
る
通
り
で
あ
る
。
し
か
し
現
存
阿
含
に
も
、
法
句
経

や
ス
ヅ
タ
’
一
・
ハ
ー
タ
な
ど
に
示
さ
れ
る
教
説
、
あ
る
い
は
大
般
浬
築
経
な

ど
に
見
ら
れ
る
佛
陀
の
晩
年
の
い
き
い
き
と
し
た
捕
写
な
ど
を
見
る
と
、

現
存
阿
含
が
本
質
的
に
ア
ピ
ダ
ル
マ
的
で
あ
る
と
い
い
切
れ
る
で
あ
ろ
う

か
。
あ
る
い
は
ま
た
逆
に
「
法
の
簡
択
」
号
肖
日
脚
目
自
首
沙
ご
］
○
四
菌
目

と
い
う
性
格
が
、
佛
陀
の
悟
り
に
本
来
ふ
く
ま
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ

う
か
と
い
う
問
題
も
あ
る
。
た
と
え
ば
「
四
種
記
問
」
や
分
別
と
中
道
の

関
係
、
あ
る
い
は
上
座
部
が
佛
説
を
「
分
別
説
」
と
と
ら
え
て
い
る
点
な

ど
、
佛
陀
の
悟
り
の
性
格
と
ア
ピ
ダ
ル
マ
と
の
関
係
が
研
究
さ
れ
ね
ば
な

ら
な
い
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
ア
ビ
ダ
ル
マ
の
起
原
は
佛
陀
に
あ
っ
た
の

か
、
あ
る
い
は
こ
れ
は
、
仏
陀
の
あ
づ
か
り
知
ら
な
い
も
の
で
、
弟
子
の

創
作
で
あ
っ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
ア
ピ
ダ
ル
マ
を
仏
説

と
み
る
世
親
の
ア
ビ
ダ
ル
マ
観
を
理
解
す
る
核
心
で
も
あ
る
の
で
、
も
う

少
し
著
者
の
見
解
を
期
待
し
た
か
っ
た
。

な
お
本
書
の
シ
ャ
マ
タ
デ
ー
ヴ
ァ
の
倶
舎
論
註
所
引
の
経
典
の
研
究
は

貴
重
な
成
果
で
あ
る
．
こ
れ
に
よ
っ
て
、
部
派
時
代
の
阿
含
に
い
ろ
い
ろ

な
性
格
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

第
二
節
で
阿
含
中
の
ア
ビ
ダ
ル
マ
の
在
り
方
を
明
ら
か
に
し
た
の
で
、

第
三
節
で
は
そ
れ
に
つ
づ
く
有
部
論
耆
の
位
置
づ
け
が
な
さ
れ
て
い
る
。

ま
ず
著
者
は
、
「
六
足
・
発
智
」
と
い
う
在
来
の
有
部
論
書
の
見
方
を
否

定
し
て
い
る
。
こ
れ
は
有
部
諭
書
を
理
解
す
る
上
に
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。

つ
い
で
著
者
は
、
有
部
の
論
書
を
三
つ
の
発
展
段
階
に
位
置
づ
け
て
い
る
。

す
な
わ
ち
阿
含
に
つ
ぐ
有
部
諭
書
は
集
異
門
論
で
あ
り
、
そ
れ
に
次
ぐ
の

は
法
悪
論
で
あ
る
と
す
る
。
一
般
に
は
施
設
論
も
こ
の
二
言
と
同
列
に
お

か
れ
る
が
、
著
者
は
こ
の
論
の
内
容
を
検
討
し
て
、
第
二
期
の
論
言
に
入

れ
て
い
る
。
集
異
門
論
が
有
部
諭
書
の
中
で
最
も
古
い
こ
と
は
、
た
し
か

で
あ
ろ
う
。
最
近
、
集
異
門
論
の
梵
本
を
川
版
し
た
ロ
ー
ゼ
ン
女
史
は
、

こ
れ
を
衆
集
経
の
註
釈
と
見
て
い
る
。
（
ご
・
い
”
○
ぬ
の
国
》
蟹
信
冒
め
昇
国

ロ
且
い
①
旨
因
○
日
目
①
日
胃
⑳
豊
彊
丘
も
四
ｑ
母
四
画
目
①
胃
》
シ
丙
且
①
目
討

ご
①
Ｈ
盲
中
国
①
匙
自
己
認
・
）

つ
ぎ
に
第
二
期
の
諭
吉
を
、
著
者
は
⑪
識
身
、
界
身
、
施
設
、
②
品
類
、

⑥
発
智
、
尊
婆
須
蜜
菩
薩
所
集
、
④
大
毘
婆
沙
・
韓
婆
沙
、
⑥
甘
露
味
の

五
類
に
分
け
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
五
類
に
分
け
る
論
拠
が
明
示
さ
れ
て

い
る
が
、
こ
れ
は
著
者
の
よ
う
に
論
耆
の
内
容
を
精
査
し
た
学
者
に
よ
っ

て
の
み
、
は
じ
め
て
な
し
う
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
に
も
有
部
論
害

の
新
古
を
論
じ
た
学
者
は
多
い
が
、
本
書
ほ
ど
に
詳
し
く
、
ま
た
具
体
的

に
論
じ
て
い
る
も
の
は
な
い
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
の
論
害
に
つ
い
て
も
、

簡
明
に
そ
の
特
徴
が
示
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
品
類
論
に
つ
い
て
は
、

こ
れ
は
世
友
の
著
と
し
て
こ
れ
ま
で
に
も
注
目
さ
れ
て
き
た
論
で
あ
る
が
、

し
か
し
こ
の
論
耆
は
は
じ
め
か
ら
一
言
と
し
て
ま
と
ま
っ
て
い
た
も
の
で

は
な
く
、
独
立
し
て
い
た
論
の
よ
せ
集
め
で
あ
る
ら
し
い
こ
と
、
こ
の
論

に
説
か
れ
る
五
位
の
体
系
、
十
智
、
諸
門
分
別
、
九
十
八
随
眠
な
ど
に
っ

甸 可

イ上



つ
ぎ
に
第
二
章
「
倶
舎
論
界
・
根
品
の
内
容
」
は
｝
」
の
二
品
に
取
り

あ
つ
か
わ
れ
て
い
る
教
理
の
研
究
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
倶
舎
論
以
前
の
有

部
諭
書
で
発
達
し
て
い
た
教
理
が
、
倶
舎
論
で
大
成
し
た
こ
と
を
、
界
・

根
二
品
の
内
容
の
考
察
よ
り
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
著
者
は
ま
ず
、
界
・

根
二
品
の
内
容
を
十
一
の
項
目
に
ま
と
め
て
、
そ
の
意
義
を
考
察
し
、
そ

の
六
番
目
に
位
置
し
て
い
る
「
二
十
二
根
の
解
説
」
は
（
二
十
二
根
が
あ

い
て
、
本
論
に
そ
れ
以
前
の
諭
書
か
ら
一
歩
す
す
ん
だ
説
が
あ
る
こ
と
、
さ

ら
に
五
位
説
は
、
こ
れ
ま
で
の
学
界
で
と
く
に
重
要
視
さ
れ
て
い
た
品
類

論
の
教
理
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
の
萠
芽
は
、
す
で
に
そ
れ
以
前
の
集
異
門

諭
や
法
瀧
論
な
ど
に
も
見
ら
れ
る
こ
と
な
ど
を
、
簡
明
に
指
摘
し
て
い
る
。

此
処
な
ど
に
も
、
著
者
の
有
部
諭
吉
へ
の
深
い
学
殖
が
示
さ
れ
て
い
る
。

な
お
品
類
論
の
弁
五
事
品
に
つ
い
て
は
、
最
近
梵
文
断
片
が
公
刊
さ
れ
た
。

ｃ
、
冑
昌
騨
昌
雌
巨
〕
ｐ
凹
め
で
餌
凱
ｏ
ゆ
く
少
牌
ロ
穴
騨
日
昌
昌
昌
①
弔
四
副
Ｃ
自
国
牌
ロ
穴
四
‐

菖
匡
］
關
凹
ｚ
四
の
毎
秒
風
ゐ
ぽ
①
ロ
ロ
①
Ｈ
シ
丙
四
・
①
冒
旨
〔
庸
蜀
軍
国
鵲
①
ｐ
ｍ
Ｃ
ｐ
騨
津
の
ロ

旨
Ｑ
算
は
］
閃
①
ロ
》
閂
弔
巨
さ
旨
唱
胃
亨
国
賦
さ
凰
唾
Ｃ
彦
①
嵐
両
脇
の
》
己
宅
》
ｚ
局
．

ニ
ン

ト
』

本
書
は
倶
舎
論
に
お
い
て
完
成
し
た
「
法
の
体
系
」
を
終
局
と
す
る
有

部
論
害
の
研
究
で
あ
る
た
め
、
パ
ー
リ
諭
吉
と
の
比
較
が
な
い
の
は
や
む

を
得
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
こ
れ
ら
の
有
部
諭
書
に
関
し
て
、
成
立

年
代
に
つ
い
て
、
何
等
か
の
見
解
を
期
待
す
る
こ
と
は
無
理
で
あ
っ
た
で

あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
フ
ラ
ウ
ワ
ル
ナ
ー
の
提
起
し
た
世
親
二
人
説
な
ど

に
つ
い
て
も
、
倶
舎
論
の
著
者
と
も
関
連
し
て
、
著
者
の
見
解
が
聞
け
た

ら
幸
い
で
あ
っ
た
。

る
か
ら
、
根
品
の
名
を
得
て
い
る
の
で
あ
る
が
）
、
倶
舎
論
が
解
明
し
よ

う
と
し
て
い
る
「
法
の
理
論
」
の
体
系
に
は
、
余
分
な
も
の
で
あ
る
こ
と

を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
れ
は
た
し
か
に
著
者
の
言
わ
れ
る
通
り
で
あ
る
。

法
の
体
系
と
は
「
五
位
七
十
五
法
」
の
こ
と
で
あ
る
が
、
著
者
は
ま
ず
、

こ
の
「
五
位
」
の
呼
び
名
が
有
部
の
諭
吉
に
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
お
ら

れ
る
。
倶
舎
論
の
梵
本
に
も
「
位
」
に
相
当
す
る
語
が
な
い
。
か
か
る
指

摘
は
、
梵
本
を
依
用
し
て
研
究
し
て
、
は
じ
め
て
論
断
し
う
る
一
」
と
で
あ

り
、
本
書
の
す
ぐ
れ
た
特
徴
の
一
つ
で
あ
る
。
称
友
釈
（
や
畠
巴
に

は
も
畠
。
色
‐
く
“
め
日
冨
の
語
が
あ
る
が
、
倶
舎
論
そ
の
も
の
に
は
、
使

わ
れ
て
い
な
か
っ
た
ら
し
い
。
上
記
今
西
氏
の
五
事
論
に
は
《
《
も
勘
８

号
閏
日
型
〕
』
』
と
出
て
い
る
。
「
位
」
の
原
語
は
ゆ
く
四
黒
目
で
あ
る
場
合

が
多
い
が
、
こ
の
場
合
の
五
位
に
は
、
こ
の
語
は
適
切
で
な
い
。
そ
の
点

か
ら
も
「
五
位
」
の
語
が
、
シ
ナ
や
日
本
で
で
き
た
こ
と
が
推
知
さ
れ
る

が
、
こ
れ
を
は
っ
き
り
と
指
摘
し
た
の
は
、
著
者
の
大
き
な
功
績
で
あ
る

と
考
え
る
。
な
お
著
者
は
、
五
位
と
三
科
の
関
係
、
五
位
説
の
起
原
な
ど

に
つ
い
て
も
明
快
な
解
釈
を
示
し
、
五
位
説
が
、
集
異
門
論
や
法
瀧
論
を

通
じ
て
、
次
第
に
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
論
証
し
て
い
る
。

倶
舎
論
で
は
、
法
は
↓
《
⑳
ご
呂
鳥
い
ゅ
屋
騨
〔
冒
胃
四
口
目
〔
房
胃
日
昌
］
』
】
と
定

義
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
と
同
じ
定
義
が
、
雑
阿
毘
曇
心
論
に
も
あ
る
こ
と

を
、
著
者
（
七
八
頁
）
が
指
摘
し
て
い
る
の
は
、
大
き
な
収
獲
で
あ
る
。

こ
れ
と
同
じ
定
義
は
プ
ラ
サ
ン
ナ
パ
ダ
ー
言
．
ぢ
饅
⑦
房
・
）
に
も
あ
る
。

さ
ら
に
バ
ー
リ
の
《
《
四
尊
秒
国
○
冨
匡
旨
留
国
ョ
（
言
腎
曾
］
罰
註
Ｑ
ご
自
己
日
凹
》
》

（
ぐ
勝
負
匡
冨
昌
侭
唱
〆
ご
い
や
色
巴
と
い
う
定
義
も
、
意
味
の
上
で

は
同
じ
と
見
て
よ
い
。
し
た
が
っ
て
ア
ピ
ダ
ル
↓
、
時
代
に
、
広
く
か
か
る

甸向
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解
釈
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
「
五
見
」
は
、
有
部

ア
ビ
ダ
ル
マ
に
な
っ
て
、
は
じ
め
て
成
立
し
た
と
い
う
指
摘
（
八
二
頁
）
、

不
定
法
を
八
法
と
す
る
普
光
の
説
が
正
し
い
こ
と
の
論
証
（
七
九
、
八
四

頁
）
、
不
相
応
行
の
研
究
、
有
部
の
物
質
観
の
解
明
、
法
の
倶
生
の
問
題
、

六
因
四
縁
五
果
の
問
題
等
、
本
書
に
は
注
目
す
。
へ
き
研
究
成
果
が
多
い
。

す
べ
て
の
場
合
に
お
い
て
、
教
理
の
発
展
の
究
明
が
、
読
書
に
即
し
て
な

さ
れ
て
お
り
、
本
書
が
有
部
教
理
の
研
究
に
貢
献
し
た
功
績
は
大
き
い
・

本
書
（
一
○
八
頁
）
に
は
「
三
世
実
有
と
刹
那
減
」
の
研
究
が
あ
る
が
、

周
知
の
ご
と
く
こ
れ
は
倶
舎
論
で
は
「
随
眠
品
」
や
「
業
口
四
に
説
か
れ

る
も
の
で
あ
り
、
界
・
根
二
品
に
は
そ
れ
を
予
想
し
た
説
が
あ
る
の
み
で

あ
る
。
本
書
が
界
・
根
二
品
を
と
り
上
げ
な
が
ら
も
、
三
世
実
有
と
刹
那

減
に
言
及
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
は
、
有
部
の
法
の
性
格
が
こ
の
二
つ

の
教
理
に
密
接
に
関
係
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
六
因

や
五
果
の
問
題
も
、
業
品
や
随
眠
品
と
関
係
が
深
い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な

い
。
わ
れ
わ
れ
と
し
て
は
、
桜
部
博
士
が
さ
ら
に
研
究
を
す
す
め
ら
れ
て
、

倶
舎
論
全
体
の
研
究
を
大
成
さ
れ
る
こ
と
を
待
望
す
る
も
の
で
あ
る
。

本
吉
の
第
二
部
（
二
一
五
頁
以
下
）
は
、
界
・
根
二
Ｍ
の
本
文
の
訳
註

で
あ
る
。
プ
ラ
ダ
ン
の
出
版
し
た
倶
舎
諭
梵
本
は
、
破
我
品
を
も
ふ
く
み
、

四
七
九
頁
の
大
冊
で
あ
る
。
こ
の
中
、
界
品
は
三
七
頁
、
根
仙
は
七
三
頁

（
三
八
’
二
○
頁
）
で
あ
り
、
全
休
の
約
四
分
の
一
で
あ
る
。
本
書
で

は
、
こ
の
梵
本
を
、
漢
訳
二
本
、
チ
ベ
ッ
ト
訳
、
フ
ラ
ン
ス
語
訳
、
称
友

疏
、
安
慧
疏
、
シ
ヤ
マ
タ
デ
ー
ヴ
ァ
疏
等
と
比
較
し
つ
つ
、
訳
出
し
、
註

を
つ
け
て
い
る
。
入
念
な
翻
訳
で
あ
り
、
学
者
を
益
す
る
点
、
多
大
で
あ

る
と
思
う
。
と
も
か
く
倶
舎
論
の
梵
本
が
出
版
さ
れ
な
い
前
に
、
す
で
に

そ
の
翻
訳
が
公
表
さ
れ
る
ほ
ど
に
、
わ
が
国
の
倶
舎
学
の
水
準
は
高
い
の

で
あ
る
。
し
か
し
卒
直
に
言
っ
て
、
日
本
に
倶
舎
を
専
攻
す
る
学
徒
が
多

い
と
は
言
え
な
い
。
今
後
、
本
吉
の
公
刊
を
契
機
に
、
倶
舎
論
の
研
究
に

す
す
む
学
徒
が
多
数
輩
出
す
る
こ
と
を
念
願
し
た
い
。
梵
本
が
出
版
さ
れ

た
現
在
、
倶
舎
論
研
究
の
資
料
は
出
そ
ろ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
の
で
あ
る
。

な
お
本
書
に
は
、
巻
末
に
、
倶
舎
論
の
梵
本
、
旧
訳
、
新
訳
、
チ
ベ
ッ
ト

訳
（
北
京
版
）
の
対
照
表
が
添
え
ら
れ
て
お
り
、
研
究
者
の
た
め
に
、
行
き

と
ど
い
た
配
慮
が
く
ば
ら
れ
て
い
る
。

（
昭
和
四
四
年
三
月
刊
本
文
四
二
○
頁
。
索
引
・
諸
木
頁
数
対
照
一
八

頁
。
法
蔵
館
、
Ａ
５
版
、
三
、
五
○
○
円
）
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