
｜
序

「
三
彌
底
部
諭
』
が
様
様
な
意
味
で
看
過
で
き
な
い
諭
書
で
あ

る
こ
と
は
夙
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
『
三
彌
底
部
論
』

そ
の
も
の
を
直
接
取
扱
っ
た
研
究
は
少
な
く
、
我
我
は
次
の
二
つ

の
研
究
業
績
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
に
過
ぎ
な
い
。

⑩
赤
沼
智
善
、
西
尾
京
雄
両
氏
に
よ
る
国
訳
一
切
経
毘
曇
部
六

に
収
め
ら
れ
て
い
る
「
三
彌
底
部
論
」

②
ぐ
の
ロ
厨
冨
３
日
四
口
ゅ
ロ
》
断
白
日
旨
冒
口
房
ご
Ｐ
閾
の
曾
色
》

ぐ
扉
ぐ
ゅ
ず
ぽ
四
目
沙
は
シ
ロ
冒
巴
い
く
巳
．
ぐ
》
ご
切
四

し
か
し
い
ず
れ
も
優
れ
た
労
作
で
あ
り
、
以
下
の
研
究
は
総
て
右

の
両
氏
の
業
績
に
負
う
も
の
で
あ
る
。

こ
の
論
が
犢
子
部
・
正
量
部
の
主
張
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
特
異

な
有
我
諭
を
真
正
面
か
ら
展
開
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言

を
俟
つ
迄
も
な
い
。
し
か
し
、
有
我
説
を
主
張
し
た
と
い
う
事
で

、
１
１
ノ
／

『
三
彌
底
部
論
』
の
研
究
Ｉ
我
に
関
す
量
ｌ
止

一
般
に
同
執
と
し
て
扱
わ
れ
る
犢
子
部
と
正
量
部
で
は
あ
る
が
、

犢
子
部
が
五
蔵
説
を
そ
の
有
我
諭
の
要
と
も
し
て
い
る
の
に
対
し
、

こ
の
論
で
は
五
蔵
説
そ
の
も
の
に
言
及
し
な
い
。
詳
細
は
別
稿
に

譲
ら
ざ
る
を
得
な
い
が
、
つ
ま
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
教
理
体
系
全
体

の
中
で
有
我
諭
が
占
め
る
位
置
が
異
っ
て
い
る
こ
と
は
一
言
し
て

お
か
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

ま
た
殆
ど
南
方
上
座
部
と
有
部
系
の
も
の
し
か
現
存
し
て
い
な

い
ア
ビ
ダ
ル
マ
論
書
の
中
で
、
稀
な
そ
れ
以
外
の
文
献
の
一
つ
で

あ
り
、
部
派
仏
教
研
究
に
当
っ
て
等
閑
に
で
き
な
い
こ
と
、
更
に

は
大
乗
仏
教
、
就
中
、
常
楽
我
浄
を
主
張
す
る
浬
藥
経
成
立
の
思

想
的
背
景
を
探
る
上
で
閑
却
で
き
な
い
こ
と
等
等
が
諸
師
に
よ
っ

補
注
一

て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

さ
て
こ
の
論
は
大
略
三
つ
の
部
分
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

仙
我
に
つ
い
て
の
（
存
在
、
五
認
と
の
異
同
等
等
に
つ
い
て
の
）

議
論
。
⑨
輪
廻
の
主
体
の
問
題
に
関
連
し
て
導
か
れ
る
中
有
に
っ

加

治

洋

一
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い
て
の
議
論
。
③
実
践
道
と
関
連
さ
せ
て
の
議
論
で
あ
る
。
今
回

我
我
は
こ
の
三
部
分
の
中
、
㈹
の
部
分
に
つ
い
て
の
解
読
を
試
み

よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
次
に
論
全
体
の
科
段
を
掲
げ
る
が
、

議
論
の
流
れ
を
読
み
取
り
易
く
す
る
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
説
明
的
な

文
章
で
示
し
て
い
る
。

＊
帰
敬
文

Ｉ
序
論

１
人
の
往
生
に
つ
い
て

２
業
に
つ
い
て

３
中
有
に
つ
い
て

Ⅱ
我
に
つ
い
て
の
他
部
派
の
見
解

１
主
題
の
提
示

２
我
の
存
在
に
つ
い
て
の
他
部
派
の
見
解

①
我
は
存
在
し
な
い
と
い
う
主
張

イ
生
起
す
る
の
は
苦
の
み
で
あ
る

ロ
我
が
存
在
す
る
と
は
説
か
れ
て
い
な
い

〈
自
ら
自
分
自
身
の
肉
体
を
見
て
い
る
か
ら
で
あ
る

一
一
我
も
我
所
も
把
握
さ
れ
な
い

ホ
我
と
は
実
体
な
き
も
の
と
し
て
の
存
在
で
あ
る

②
我
の
存
在
。
非
存
在
に
つ
い
て
は
論
じ
る
、
へ
き
で
な
い

と
い
う
主
張

イ
我
の
相
を
規
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

ロ
我
の
存
在
に
関
す
る
問
題
は
捨
置
記
で
あ
る

〈
我
に
は
互
い
に
矛
盾
し
た
規
定
を
関
係
さ
せ
る
こ
と

が
で
き
る

一
一
我
は
常
と
も
無
常
と
も
言
う
こ
と
が
で
き
る

ホ
有
無
の
二
辺
に
よ
っ
て
論
じ
て
は
な
ら
な
い
と
説
か

れ
て
い
る

③
我
は
存
在
す
る
と
い
う
主
張

イ
五
穂
の
繋
縛
が
次
生
に
至
る
と
説
か
れ
て
い
る

ロ
化
生
の
有
情
有
り
と
見
る
の
が
正
見
で
あ
る

〈
四
念
住
の
主
体
で
あ
る

一
一
声
聞
の
過
去
世
が
説
か
れ
て
い
る

ホ
一
人
の
プ
ド
ガ
ラ
が
世
に
生
じ
る
と
説
か
れ
て
い
る

３
プ
ド
ガ
ラ
と
五
瀧
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
他
部
派
の
見
解

①
五
穂
が
プ
ド
ガ
ラ
で
あ
る
と
す
る
主
張

②
プ
ド
ガ
ラ
と
五
詔
と
は
別
の
も
の
で
あ
る
と
す
る
主
張

イ
五
瀧
と
い
う
重
荷
を
担
う
の
が
プ
ド
ガ
ラ
で
あ
る

ロ
プ
ド
ガ
ラ
と
は
取
と
愛
と
を
持
つ
も
の
で
あ
る

ハ
プ
ド
ガ
ラ
は
業
の
果
報
を
受
け
る
主
体
で
あ
る

二
過
去
世
の
何
某
は
私
で
あ
る
と
説
か
れ
て
い
る

4局
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ホ
プ
ド
ガ
ラ
の
常
・
無
常
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い

４
プ
ド
ガ
ラ
の
常
・
無
常
に
つ
い
て
の
他
部
派
の
見
解

①
プ
ド
ガ
ラ
は
常
で
あ
る
と
い
う
主
張

イ
プ
ド
ガ
ラ
に
は
本
源
が
な
い

ロ
過
去
世
の
こ
と
を
記
憶
し
て
い
る

〈
彼
岸
に
永
住
す
る
と
説
か
れ
て
い
る

二
不
動
の
楽
に
至
る
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る

②
プ
ド
ガ
ラ
は
無
常
で
あ
る
と
い
う
主
張

イ
プ
ド
ガ
ラ
に
は
本
源
が
あ
る

ロ
新
た
に
生
ま
れ
る
と
説
か
れ
て
い
る

〈
倒
れ
る
と
い
う
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る

一
一
没
し
生
じ
る
も
の
で
あ
る

ホ
生
老
病
死
す
る
も
の
で
あ
る

５
他
部
派
の
見
解
の
整
理

Ⅲ
我
に
つ
い
て
の
他
部
派
の
見
解
に
対
す
る
批
判

１
主
題
の
確
認

２
我
の
存
在
に
つ
い
て
の
他
部
派
の
見
解
に
対
す
る
批
判

①
我
は
存
在
し
な
い
と
い
う
主
張
に
対
す
る
批
判

イ
苦
の
生
滅
を
我
に
敷
術
し
て
は
な
ら
な
い
（
Ⅱ
２
①

イ
に
対
す
る
批
判
）

ロ
我
は
有
為
法
に
よ
っ
て
施
説
さ
れ
て
い
る
（
Ⅱ
２
①

ロ
に
対
す
る
批
判
）

〈
誼
は
我
で
は
な
い
が
無
知
な
者
は
そ
れ
を
我
と
言
う
、

そ
の
こ
と
に
対
す
る
教
え
で
あ
る
（
Ⅱ
２
①
〈
に
対
す

る
批
判
）

’
一
自
在
で
な
い
か
ら
我
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

（
Ⅱ
２
①
’
一
に
対
す
る
批
判
）

ホ
実
体
が
な
い
と
は
我
の
否
定
で
は
な
い
（
Ⅱ
２
①
ホ

に
対
す
る
批
判
）

②
我
の
存
在
・
非
存
在
に
つ
い
て
は
論
じ
る
ゞ
へ
き
で
は
な

い
と
い
う
主
張
に
対
す
る
批
判

イ
相
は
規
定
で
き
な
く
と
も
存
在
す
る
と
言
い
得
る

（
Ⅱ
２
②
イ
に
対
す
る
批
判
）

ロ
問
い
の
立
て
方
が
適
切
で
な
い
か
ら
捨
置
記
と
な
る

（
Ⅱ
２
②
ロ
に
対
す
る
批
判
）

ハ
我
に
つ
い
て
明
ら
か
で
あ
る
な
ら
有
為
法
で
あ
る
か

否
か
を
説
く
事
が
で
き
る
筈
で
あ
る
（
Ⅱ
２
②
〈
に
対

す
る
批
判
）

｜
一
我
は
常
・
無
常
と
い
う
在
り
方
で
存
在
し
て
い
る
の

で
は
な
い
（
Ⅱ
２
②
’
一
に
対
す
る
批
判
）

ホ
我
に
つ
い
て
有
の
依
止
も
説
か
れ
て
い
る
か
ら
存
在

し
な
い
の
で
は
な
い
（
Ⅱ
２
②
ホ
に
対
す
る
批
判
）
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③
我
は
存
在
す
る
と
い
う
主
張
に
対
す
る
批
判

イ
我
は
存
在
し
な
く
と
も
繋
縛
と
い
う
こ
と
に
矛
盾
は

生
じ
な
い
（
Ⅱ
２
③
イ
に
対
す
る
批
判
）

ロ
有
漏
の
五
瀦
に
依
っ
て
プ
ド
ガ
ラ
有
り
と
説
か
れ
た

の
で
あ
る
（
Ⅱ
２
③
ロ
に
対
す
る
批
判
）

〈
心
念
住
に
於
て
存
在
す
る
の
は
心
の
み
で
あ
る
と
説

か
れ
て
い
る
（
Ⅱ
２
③
〈
に
対
す
る
批
判
）

’
一
十
二
処
を
声
聞
と
説
か
れ
た
の
で
あ
る
（
Ⅱ
２
③
’
一

に
対
す
る
批
判
）

ホ
我
が
存
在
し
な
い
と
す
る
主
張
と
同
類
で
あ
る
（
Ⅱ

２
③
ホ
に
対
す
る
批
判
）

④
我
の
存
在
に
関
す
る
議
論
の
決
着
ｌ
我
は
存
在
す
る

３
プ
ド
ガ
ラ
と
五
穂
の
関
係
に
つ
い
て
の
他
部
派
の
見
解
に

対
す
る
批
判

①
五
穂
が
プ
ド
ガ
ラ
で
あ
る
と
す
る
主
張
に
対
す
る
批
判

（
Ⅱ
３
①
に
対
す
る
批
判
）

②
プ
ド
ガ
ラ
と
五
穂
と
は
別
の
も
の
で
あ
る
と
す
る
主
張

に
対
す
る
批
判

イ
別
の
も
の
で
あ
っ
て
も
身
体
全
体
の
一
部
で
あ
れ
ば

矛
盾
す
る
（
Ⅱ
３
②
イ
に
対
す
る
批
判
）

ロ
愛
が
断
滅
す
れ
ば
流
転
し
な
い
（
１
３
②
ロ
に
対
す

る
批
判
）

〈
有
漏
の
五
穂
に
依
っ
て
生
死
す
る
か
ら
果
報
を
受
け

る
（
Ⅱ
３
②
〈
に
対
す
る
批
判
）

’
一
有
為
法
を
三
世
に
分
か
ち
説
か
れ
て
い
る
（
Ⅱ
３
②

’
一
に
対
す
る
批
判
）

ホ
プ
ド
ガ
ラ
と
五
謡
が
別
で
あ
る
と
も
説
か
れ
て
い
な

い
（
Ⅱ
３
②
ホ
に
対
す
る
批
判
）

４
プ
ド
ガ
ラ
の
常
・
無
常
に
つ
い
て
の
他
部
派
の
見
解
に
対

す
る
批
判

①
プ
ド
ガ
ラ
は
常
で
あ
る
と
す
る
主
張
に
対
す
る
批
判

イ
生
死
に
も
本
源
が
な
い
か
ら
常
で
あ
る
こ
と
に
な
る

（
１
４
①
イ
に
対
す
る
批
判
）

ロ
過
去
の
記
憶
が
同
一
相
続
の
人
に
限
ら
れ
て
い
る
の

は
矛
盾
し
て
い
る
（
Ⅱ
４
①
ロ
に
対
す
る
批
判
）

〈
彼
岸
に
留
ま
る
の
は
有
余
依
浬
葉
で
あ
る
（
Ⅱ
４
①

〈
に
対
す
る
批
判
）

二
不
動
の
楽
と
は
無
余
依
浬
藥
で
あ
る
（
Ⅱ
４
①
二
に

対
す
る
批
判
）

②
プ
ド
ガ
ラ
は
無
常
で
あ
る
と
す
る
主
張
に
対
す
る
批
判

イ
有
漏
の
五
源
の
生
起
を
プ
ド
ガ
ラ
と
説
い
た
（
Ⅱ
４

②
イ
に
対
す
る
批
判
）
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ロ
業
も
一
緒
に
滅
尽
す
る
こ
と
に
な
る
（
Ⅱ
４
②
ロ
に

対
す
る
批
判
）

Ⅳ
プ
ド
ガ
ラ
の
種
類

１
名
目
の
建
立

２
依
説
の
プ
ド
ガ
ラ

３
度
説
の
プ
ド
ガ
ラ

４
減
説
の
プ
ド
ガ
ラ

Ｖ
輪
廻
す
る
の
は
何
か

１
主
題
の
導
入

２
他
部
派
の
見
解

①
五
穂
の
一
辺
が
輪
廻
す
る

②
五
湘
で
は
な
い
プ
ド
ガ
ラ
が
輪
廻
す
る

③
輪
廻
す
る
プ
ド
ガ
ラ
は
存
在
し
な
い

３
他
部
派
の
見
解
に
対
す
る
批
判

①
五
穂
の
一
辺
が
輪
廻
す
る
の
で
は
な
い

②
プ
ド
ガ
ラ
の
み
が
単
独
で
輪
廻
す
る
の
で
は
な
い

Ⅵ
中
有
の
生
起
に
関
す
る
問
題

１
中
有
の
生
起
に
つ
い
て
の
総
説

２
先
ず
生
有
を
捨
て
次
い
で
中
有
を
受
け
る
の
で
は
な
い

３
先
ず
中
有
を
受
け
次
い
で
生
有
を
捨
て
る
の
で
は
な
い

４
捨
て
る
の
と
受
け
る
の
は
同
時
で
あ
る

Ⅶ
生
死
（
’
五
穂
）
の
本
源
を
巡
る
議
論

１
主
題
の
提
示

２
生
死
の
本
源
は
存
在
す
る
が
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
か

①
存
在
す
る
も
の
で
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
例
は
な
い

②
推
量
し
た
も
の
は
存
在
す
る
と
は
言
え
な
い

３
生
死
の
本
源
は
存
在
せ
ず
知
る
こ
と
が
で
き
な
い

①
存
在
し
な
い
も
の
を
知
る
こ
と
は
な
い

②
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
存
在
し
な
い
の
で
は
な
い

③
存
在
し
な
い
か
ら
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
は
な
い

④
生
死
の
本
源
は
存
在
せ
ず
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と

の
論
証

イ
生
死
と
は
無
窮
に
流
転
す
る
も
の
で
あ
る

ロ
生
死
（
’
五
源
）
が
滅
尽
し
て
も
浬
渠
す
る
本
体
は

あ
る

く
我
が
本
源
で
あ
る
と
生
死
は
尽
き
な
い
こ
と
に
な
る

二
想
起
す
る
過
去
の
生
涯
は
無
限
に
あ
る

ホ
本
源
の
本
源
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に

な
る

へ
生
死
と
は
有
と
愛
の
展
転
で
あ
る

⑤
法
が
存
在
し
な
く
て
も
名
は
存
在
す
る

⑥
生
死
と
は
五
瀧
の
展
転
相
続
で
あ
る
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⑦
単
に
「
本
源
は
存
在
し
な
い
」
と
説
く
こ
と
か
ら
生
じ

る
三
種
の
邪
見

⑧
二
種
の
説
法

Ⅷ
中
有
の
存
在
に
つ
い
て
の
議
論

１
中
有
は
存
在
し
な
い
と
す
る
他
部
派
の
主
張

①
主
題
の
提
示

②
中
有
に
到
達
す
る
道
が
説
か
れ
て
い
な
い

③
中
有
に
生
ま
れ
る
と
授
記
さ
れ
て
い
な
い

④
中
有
を
果
と
し
て
受
け
る
業
が
説
か
れ
て
い
な
い

⑤
中
有
と
い
う
趣
が
説
か
れ
て
い
な
い

⑥
直
ち
に
無
間
地
獄
に
堕
ち
る
と
説
か
れ
て
い
る

⑦
中
有
を
認
め
る
と
中
有
と
生
有
の
間
に
更
に
中
有
が
必

要
と
な
る

③
中
有
を
認
め
て
も
そ
れ
に
は
何
の
作
用
も
な
い

⑨
中
有
と
共
に
同
類
の
法
が
生
じ
る
に
せ
よ
異
類
の
法
が

生
じ
る
に
せ
よ
誤
り
で
あ
る

⑩
中
有
の
相
が
説
か
れ
て
い
な
い

⑪
そ
っ
く
り
体
ご
と
落
ち
て
受
生
す
る
と
説
か
れ
て
い
る

２
中
有
が
存
在
し
な
い
と
す
る
主
張
に
対
す
る
批
判

①
批
判
の
導
入

②
過
程
は
説
か
れ
な
く
と
も
存
在
す
る
（
Ⅷ
１
②
に
対
す

ろ
批
判
）

③
中
有
と
は
留
ま
る
処
で
は
な
い
か
ら
授
記
さ
れ
な
い

（
Ⅷ
１
③
に
対
す
る
批
判
）

④
中
有
と
は
趣
へ
向
う
も
の
で
あ
る
（
Ⅷ
１
④
に
対
す
る

批
判
）

⑤
説
か
れ
る
べ
き
こ
と
が
説
か
れ
な
い
場
合
も
あ
る
（
Ⅷ

１
⑤
に
対
す
る
批
判
）

⑥
無
間
と
い
わ
れ
た
の
は
他
の
趣
の
否
定
で
あ
っ
て
中
有

の
否
定
で
は
な
い
（
Ⅷ
１
⑥
に
対
す
る
批
判
）

⑦
中
間
静
慮
が
更
に
中
間
を
必
要
と
せ
ず
定
ま
っ
て
い
る

の
と
同
様
で
あ
る
（
Ⅷ
１
⑦
に
対
す
る
批
判
）

⑧
中
有
に
は
趣
へ
至
る
と
い
う
作
用
が
あ
る
（
Ⅷ
１
⑧
に

対
す
る
批
判
）

⑨
同
類
で
あ
り
異
類
で
あ
る
こ
と
に
過
失
は
な
い
（
Ⅷ
１

⑨
に
対
す
る
批
判
）

⑩
諭
靜
の
材
料
を
増
や
す
か
ら
で
あ
る
（
Ⅷ
１
⑩
に
対
す

る
批
判
）

⑪
未
だ
生
じ
て
い
な
い
時
が
中
有
で
あ
る
（
Ⅷ
１
⑪
に
対

す
る
批
判
）

３
中
有
は
存
在
す
る
と
い
う
自
ら
の
主
張

①
此
の
世
界
と
彼
の
世
界
と
の
中
間
の
処
が
説
か
れ
て
い
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る
②
意
成
の
衆
生
が
説
か
れ
て
い
る

③
中
般
浬
梁
す
る
者
が
い
る

④
身
体
そ
の
も
の
が
次
生
に
引
続
い
て
い
か
な
い
以
上
中

有
の
存
在
が
必
要
で
あ
る

⑤
天
眼
に
よ
っ
て
衆
生
が
没
し
生
じ
る
の
を
見
る
と
説
か

れ
て
い
る

⑥
健
閾
婆
が
説
か
れ
て
い
る

⑦
中
有
が
死
有
と
生
有
と
を
互
に
連
絡
さ
せ
る

⑧
稲
か
ら
苗
が
生
じ
更
に
稲
が
生
じ
る
よ
う
に
生
有
、
中

有
、
生
有
と
連
鎖
す
る

⑨
菩
薩
が
降
胎
さ
れ
た
時
、
全
世
界
を
遍
く
照
ら
さ
れ
た

⑩
中
有
は
受
生
に
際
し
て
の
心
の
転
変
の
依
所
で
あ
る

４
中
有
が
存
在
す
る
と
い
う
主
張
に
対
す
る
他
か
ら
の
批
判

①
中
間
の
処
と
は
六
識
の
こ
と
で
あ
る
（
Ⅷ
３
①
に
対
す

る
批
判
）

②
意
よ
り
身
体
を
生
み
出
す
と
は
禅
味
に
執
箸
す
る
こ
と

で
あ
る
（
Ⅷ
３
②
に
対
す
る
批
判
）

③
有
行
般
浬
薬
す
る
者
に
つ
い
て
は
過
失
と
な
る
（
Ⅷ
３

③
に
対
す
る
批
判
）

④
肉
体
が
連
続
し
な
く
と
も
像
が
影
を
生
じ
る
よ
う
に
生

じ
る
こ
と
は
で
き
る
（
Ⅷ
３
④
に
対
す
る
批
判
）

⑤
天
眼
で
見
る
の
は
微
細
な
趣
で
あ
る
（
Ⅷ
３
⑤
に
対
す

る
批
判
）

⑥
次
の
趣
へ
向
う
こ
と
を
健
闘
婆
と
説
か
れ
た
（
Ⅷ
３
⑥

に
対
す
る
批
判
）

⑦
死
有
と
生
有
と
が
互
に
連
絡
し
て
い
る
（
Ⅷ
３
⑦
に
対

す
る
批
判
）

⑧
稲
と
苗
の
書
え
は
同
一
趣
以
外
へ
相
続
す
る
者
に
は
不

適
切
で
あ
る
（
Ⅷ
３
⑧
に
対
す
る
批
判
）

⑨
同
じ
光
明
を
出
さ
れ
て
も
菩
薩
と
成
仏
と
の
中
間
は
な

い
（
Ⅷ
３
⑨
に
対
す
る
批
判
）

⑩
実
際
に
行
か
な
く
と
も
夢
に
見
る
よ
う
に
心
の
転
変
が

あ
る
（
Ⅷ
３
⑩
に
対
す
る
批
判
）

５
中
有
の
存
在
に
つ
い
て
の
議
論
の
決
着
ｌ
中
有
は
存
在

す
る

Ⅸ
実
践
道
と
プ
ド
ガ
ラ

ー
八
種
の
プ
ド
ガ
ラ

２
十
三
種
の
プ
ド
ガ
ラ

３
生
有
に
つ
い
て

①
八
種
の
生
有

②
善
根
と
の
関
係

Rワ
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是
人
臨
欲
死
時
成
無
記
心
。
其
以
何
業
往

生
。
答
日
。
有
業
記
心
惑
業
往
悪
道
。
無

惑
記
心
白
業
往
善
道
。
休
性
記
心
以
是
故

随
行
。
以
無
記
心
起
無
記
業
。
為
茉
制
故

往
生
如
是
。
是
故
行
無
隔
。
若
眠
若
悶
若

無
心
死
行
制
故
往
業
遊
。
此
二
段
語
顕
相

応
。
第
三
段
語
顕
不
失
。

＊
帰
敬
文

帰
命
一
切
智
。
我
従
此
語
如
是
。
一
切
智
者
に
帰
命
し
奉
る
。

我
我
は
こ
の
帰
命
の
語
に
従
う
者
で
あ
る
。

「
帰
命
一
切
智
我
従
此
語
如
是
」
の
十
一
字
を
こ
こ
に
含
め
た
。
勿
論
、
国
訳
の
よ
う
に
「
我
従
…
。
：
」
か
ら
序
論
と
し
、
「
我
、
此

れ
従
り
語
る
こ
と
是
く
の
如
し
」
と
読
む
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
論
の
「
如
是
」
の
使
用
例
か
ら
判
断
し
て
、

右
の
よ
う
に
理
解
し
た
。

④③

欲
界
を
厭
離
す
る
こ
と
と
の
関
係

二
根
の
者
と
生
有

二
解
読
研
究

人
は
正
に
死
の
う
と
す
る
時
に
無
記
の
心
を
起
す
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
人
は
如
何
な
る

①

業
に
よ
っ
て
次
の
生
存
を
受
け
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
（
第
一
段
）

②

〔
そ
の
最
後
心
が
〕
有
覆
無
記
の
心
で
あ
れ
ば
〔
そ
れ
に
応
じ
た
〕
惑
業
に
よ
っ
て
悪

③

趣
へ
往
く
し
、
そ
れ
が
無
覆
無
記
の
心
で
あ
れ
ば
白
業
に
よ
っ
て
善
趣
へ
往
く
。
即
ち
自

④

性
心
（
Ｉ
無
記
心
）
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
無
記
で
あ
る
と
い
う
そ
の
こ
と
に
随
っ
て
往

く
。
つ
ま
り
無
記
の
心
に
よ
っ
て
無
起
の
業
を
起
こ
し
、
業
と
い
う
も
の
の
法
則
に
従
っ

て
次
生
へ
往
く
の
で
あ
る
。
（
第
二
段
）

Ｉ

序
論

１

人
の
往
生
に
つ
い
て

４
各
種
の
生
有
と
プ
ド
ガ
ラ
と
の
関
係

＊
結
語

辰』］
1JQ）



以
上
の
こ
と
か
ら
、
輪
廻
す
る
こ
と
に
障
害
は
な
い
。
眠
っ
た
ま
ま
死
ん
で
も
、
苦
悶

し
つ
つ
死
ん
で
も
、
或
は
無
心
に
死
ん
で
も
、
輪
廻
の
法
則
に
従
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
業
に

応
じ
た
趣
へ
往
く
の
で
あ
る
。
（
第
三
段
）

こ
の
第
二
段
の
記
述
は
相
応
を
顕
わ
し
、
第
三
段
の
記
述
は
総
ゆ
る
場
合
に
過
失
が
な

い
こ
と
を
顕
わ
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
段
は
、
人
は
そ
の
最
後
心
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
て
も
必
ず
次
生
を
受
け
る
こ
と
を
明
か
す
。

①
の
原
文
は
往
生
。
勿
論
極
楽
往
生
の
義
で
は
な
く
、
三
界
の
諸
諸
の
趣
に
転
生
す
る
意
味
で
あ
る
。
②
③
の
原
文
は
そ
れ
ぞ
れ
「
有

業
記
心
」
「
無
惑
記
心
」
で
あ
る
。
無
記
の
業
は
異
熟
果
を
取
ら
な
い
筈
で
あ
る
の
に
何
故
輪
廻
し
異
熟
身
を
受
け
得
る
の
か
、
と
い
う

疑
問
に
対
し
て
、
無
記
を
分
類
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
合
を
明
ら
か
に
す
る
。
従
っ
て
④
の
「
体
性
記
心
」
に
つ
い
て
も
国
訳
の
註
に
従
い
、

「
自
性
心
」
つ
ま
り
無
記
の
心
の
意
味
に
理
解
し
た
。

彼
業
自
作
自
業
。
自
作
者
何
義
。
答
受
義

故
。
自
業
者
何
義
。
答
分
義
。
何
以
故
。

不
往
他
故
。
是
生
。
何
以
故
。
方
便
故
。

是
行
処
。
何
以
故
。
由
彼
故
。
是
不
滅
。

何
以
故
。
受
故
。
此
顕
現
故
。
此
世
作
業

不
滅
故
。
由
報
業
受
生
四
処
。

右
に
説
い
た
業
と
い
う
も
の
は
、
自
ら
造
作
す
る
も
の
で
あ
り
、
自
ら
の
業
で
あ
る
。

自
ら
造
作
す
る
と
い
う
の
は
〔
そ
の
果
を
〕
自
ら
受
け
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
自
ら
の

業
と
は
自
ら
の
分
限
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
自
ら
の
分
限
以
外
〔
の

趣
〕
へ
往
く
こ
と
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
又
、
こ
れ
は
生
じ
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
何

①

故
な
ら
、
近
づ
き
到
達
す
る
か
ら
で
あ
る
。
又
、
趣
に
行
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
何
故

な
ら
、
彼
の
業
に
従
う
か
ら
で
あ
る
。
又
、
こ
れ
は
減
す
る
こ
と
が
な
い
。
何
故
な
ら
、

〔
そ
の
業
の
果
を
時
を
隔
て
て
〕
受
け
る
し
、
そ
れ
が
〔
現
象
と
し
て
〕
顕
現
す
る
か
ら

で
あ
る
。
つ
ま
り
＄
こ
の
世
で
業
を
造
れ
ば
そ
れ
が
減
す
る
こ
と
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

②

異
熟
業
に
よ
っ
て
四
種
の
処
に
受
生
す
る
の
で
あ
る
。

ワ
白

業
に
つ
い
て
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此
欲
界
死
欲
界
生
有
処
往
中
間
有
処
受
中

間
有
如
是
。
若
欲
界
処
若
色
界
処
第
一
処

第
三
処
異
生
可
説
。
如
是
従
欲
界
中
間
有

受
欲
界
中
間
有
。
従
欲
界
中
間
有
受
色
界

中
間
有
如
是
。
此
欲
界
死
受
生
中
間
有
如

是
。
如
是
第
三
処
従
色
界
中
間
有
受
色
界

中
間
有
。
如
此
我
等
死
受
中
間
有
如
是
。

云
何
世
尊
声
聞
。
従
中
間
有
受
中
間
有
。

非
凡
夫
云
何
爾
。
須
陀
疸
従
此
七
生
七
死

受
天
中
間
有
。
住
彼
作
斯
陀
含
果
証
。
是

其
従
天
中
間
有
受
人
中
間
有
。
住
此
作
厭

欲
界
証
。
是
其
従
人
中
問
有
受
色
界
中
間

有
。
是
其
住
彼
中
間
般
浬
樂
地
作
向
一
・

従
彼
入
別
中
間
有
。
於
此
処
而
般
浬
藥
。

前
節
で
業
に
よ
っ
て
次
の
生
存
を
受
け
る
と
説
い
た
の
で
、
そ
の
業
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。

①
の
原
文
は
「
方
便
」
で
あ
る
。
し
か
し
手
立
て
、
手
段
と
い
う
熟
し
た
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
訳
出
し
た
よ
う
に

匡
冨
畠
の
原
意
に
近
い
所
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
②
の
「
四
処
」
の
意
味
は
明
確
で
な
い
。
次
節
で
説
か
れ
る
欲
界
と
色
界
の
第
一
か

ら
第
三
の
計
四
種
の
処
の
意
か
。
し
か
し
四
趣
或
は
生
有
、
本
有
、
死
有
、
中
有
の
四
有
等
も
考
え
ら
れ
、
こ
れ
だ
け
で
は
執
れ
と
も
確

定
す
る
こ
と
は
難
し
い
。

此
の
欲
界
で
死
ぬ
と
、
欲
界
の
生
有
（
愚
息
騨
昏
‐
ｇ
煙
く
脾
）
の
処
か
ら
中
有
（
目
冨
働
‐

ｇ
煙
く
秒
）
の
処
へ
往
き
、
中
有
を
受
け
る
。

欲
界
処
、
若
く
は
色
界
処
の
第
一
処
や
第
三
処
の
そ
れ
ぞ
れ
の
異
生
（
胃
昏
Ｐ
四
目
Ｐ
）
に

つ
い
て
説
明
す
寺
へ
き
で
あ
ろ
う
。
〔
先
ず
、
欲
界
の
異
生
は
〕
欲
界
の
中
有
か
ら
欲
界
の
中

有
を
受
け
る
者
と
、
欲
界
の
中
有
か
ら
色
界
の
中
有
を
受
け
る
者
と
で
あ
る
。
此
の
欲
界

で
死
廻
と
中
有
を
受
生
す
る
の
は
以
上
の
通
り
で
あ
る
が
、
同
様
に
〔
色
界
の
〕
第
三
処

〔
の
異
生
〕
は
、
色
界
の
中
有
か
ら
色
界
の
中
有
を
受
け
る
。

以
上
の
如
く
、
我
我
が
死
ぬ
と
中
有
を
受
け
る
が
、
世
尊
や
声
聞
の
場
合
は
ど
う
で
あ

ろ
う
か
。
即
ち
、
や
は
り
中
有
か
ら
中
有
を
受
け
る
の
で
あ
る
。
〔
世
尊
や
声
聞
は
〕
凡

夫
で
は
な
い
に
も
拘
ら
ず
何
故
そ
う
で
あ
る
か
と
言
え
ば
、
預
流
（
閏
。
菌
‐
幽
冒
昌
鯉
）
の
聖

者
は
七
度
生
ま
れ
七
度
死
ん
で
天
の
中
有
を
受
け
、
そ
こ
に
留
ま
っ
て
一
来
果
（
の
鳥
ａ
‐

侭
自
己
日
‐
目
巴
四
）
の
証
を
得
る
・
こ
の
者
は
天
の
中
有
か
ら
人
の
中
有
を
受
け
、
そ
こ
に
留

ま
っ
て
欲
界
を
厭
離
す
る
証
を
得
る
。
そ
こ
で
こ
の
者
は
人
の
中
有
か
ら
色
界
の
中
有
を

①

受
け
、
そ
の
中
般
浬
盤
地
に
留
ま
っ
て
向
一
と
な
る
。
更
に
そ
こ
か
ら
別
の
中
有
処
に
入

３
中
有
に
つ
い
て
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如
是
声
聞
過
四
中
間
有
。
有
諸
部
説
家
已
り
、
こ
の
処
に
於
て
般
浬
薬
す
る
。
こ
の
よ
う
に
声
聞
は
四
種
の
中
有
を
通
過
す
る
。

②

斯
陀
含
。
斯
陀
含
人
中
間
有
処
至
一
間
地
幾
つ
か
の
部
派
の
者
は
、
家
家
（
胃
毎
日
‐
冒
底
）
の
一
来
を
説
き
、
一
来
の
聖
者
は
人
の

処
。
度
人
中
間
有
如
是
。
如
是
従
欲
天
受
中
有
処
か
ら
一
間
（
の
富
‐
ａ
。
房
騨
）
の
地
に
至
り
、
人
の
中
有
処
へ
渡
る
と
主
張
し
て
い
る
。

欲
天
。
如
是
可
知
。
又
、
同
様
に
欲
界
の
天
か
ら
欲
界
の
天
〔
の
中
有
〕
を
受
け
る
の
も
同
じ
で
あ
る
と
知

る
べ
き
で
あ
る
。

１
１
で
受
生
す
る
と
説
い
た
が
、
そ
の
受
生
す
る
と
い
う
の
は
即
ち
中
有
を
受
け
る
こ
と
で
あ
る
、
と
説
明
す
る
。
こ
こ
で
漸
く
生
有

を
捨
て
中
有
を
受
け
る
主
体
へ
と
議
論
が
展
開
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
中
有
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
後
に
再
び
纒
っ
た
議
論
が
な
さ
れ
る

の
で
詳
細
は
そ
こ
で
検
討
し
た
い
。
①
の
「
向
こ
は
、
文
脈
か
ら
言
っ
て
も
最
後
か
ら
二
番
目
、
後
一
つ
を
残
す
の
み
の
者
、
即
ち
不

還
の
者
と
い
う
意
味
か
と
想
像
す
る
が
、
或
は
何
等
か
の
修
道
過
程
の
名
称
か
も
知
れ
ず
、
確
定
で
き
る
材
料
が
な
い
の
で
「
向
こ
の

儘
と
し
た
。
②
の
原
文
は
「
家
已
斯
陀
含
」
で
あ
る
が
、
「
已
」
は
「
・
色
の
誤
写
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
訂
正
し
た
。

Ⅱ
我
に
つ
い
て
の
他
部
派
の
見
解

１
主
題
の
提
示

有
人
捨
五
陰
生
有
処
受
五
陰
中
間
有
処
。
〈
正
量
部
〉
プ
ド
ガ
ラ
（
自
侭
巴
“
）
が
あ
っ
て
、
五
禰
を
生
有
の
処
に
捨
て
、
五
瀧
を

如
是
一
切
我
従
此
語
今
当
説
。
云
何
有
我
。
中
有
の
処
で
受
け
る
。
こ
の
こ
と
に
関
す
る
総
て
を
こ
の
命
題
に
基
づ
き
つ
つ
こ
れ
か
ら

我
捨
此
有
受
彼
有
若
為
。
問
日
。
何
所
疑
。
説
明
し
よ
う
。

答
日
。
見
先
師
意
互
相
違
故
生
疑
。
〈
他
部
派
〉
我
が
存
在
す
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
又
、
我
が
こ
の
生
存
を
捨
て
、

次
の
生
存
を
受
け
る
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
。

〈
正
〉
何
を
疑
問
に
思
う
の
か
。

〈
他
〉
先
学
諸
師
の
意
見
が
そ
れ
ぞ
れ
互
に
相
違
し
て
い
る
か
ら
、
そ
れ
を
知
る
に
つ

け
疑
問
が
生
じ
る
の
だ
。
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復
次
何
義
説
言
無
我
。
答
無
説
故
。
世
尊

又
語
先
尼
梵
志
。
如
師
所
見
法
諦
実
説
無

我
。
世
尊
言
。
如
是
見
者
是
名
為
師
。
是

句
が
あ
る
。
又
、
雑
加
、
醜
（
大

仏
陀
に
代
っ
て
教
示
し
て
い
る
。

２
我
の
存
在
に
つ
い
て
の
他
部
派
の
見
解

①
我
は
存
在
し
な
い
と
い
う
主
張

イ
生
起
す
る
の
は
我
の
み
で
あ
る

有
諸
部
説
実
無
我
。
唯
陰
処
是
我
。
何
以
幾
つ
か
の
部
派
は
次
の
よ
う
に
主
張
す
る
。
確
か
に
我
は
存
在
し
な
い
。
唯
、
五
穂
十

故
。
苦
起
而
已
故
。
世
尊
語
迦
栴
延
。
唯
二
処
の
み
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
我
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
苦
が
生
起
す
る
時
に
は
〔
そ
の

苦
生
生
。
唯
苦
滅
滅
。
彼
但
見
苦
起
而
已
。
生
起
し
て
い
る
と
い
う
〕
そ
の
こ
と
し
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。

故
知
諸
部
見
無
有
我
如
是
。
世
尊
が
カ
ッ
チ
ャ
ー
ャ
ナ
（
厨
。
。
ご
騨
目
》
望
昇
．
園
ご
葛
四
目
）
に
語
ら
れ
て
い
る
Ｉ

唯
苦
が
生
じ
た
時
に
は
生
じ
た
の
み
で
あ
り
、
唯
苦
が
減
し
た
時
に
は
減
し
た
の
み
で
あ

る
。
人
は
但
、
苦
が
生
起
（
し
消
滅
）
す
る
の
を
見
る
の
み
で
あ
る
、
と
。
こ
の
こ
と
に
よ

っ
て
、
こ
の
幾
つ
か
の
部
派
は
我
が
存
在
す
る
こ
と
は
な
い
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

成
実
論
巻
三
無
我
品
三
十
四
の
「
又
経
中
説
。
若
人
不
見
苦
是
人
則
見
我
。
若
如
実
見
苦
則
不
復
見
我
。
若
実
有
我
見
苦
者
、
亦
応
見

我
」
（
大
・
認
・
湖
・
上
）
と
い
う
主
張
は
、
こ
の
無
我
論
と
同
質
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
論
事
（
Ｉ
剛
）
に
も
同
様
の
主
張
が
見
ら
れ
る
。

こ
こ
で
引
か
れ
る
経
は
、
雑
廻
、
川
（
大
・
２
・
妬
・
下
）
の
「
仏
告
踊
陀
迦
施
延
。
世
間
有
二
種
依
、
若
有
若
無
。
（
中
略
）
苦
生
而
生
。

苦
滅
而
滅
。
於
彼
不
疑
不
惑
。
不
由
於
他
而
自
知
。
是
名
正
見
」
と
対
応
す
る
。
平
行
経
の
い
届
．
勗
命
．
鴬
弓
）
に
も
対
応
す
る
語

句
が
あ
る
。
又
、
雑
加
、
雌
（
大
・
２
．
“
・
下
）
、
ｍ
圏
．
ｇ
命
．
旨
．
扇
ｅ
に
も
同
じ
議
論
が
見
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
ア
ー
ナ
ン
ダ
が

口
施
説
さ
れ
て
い
な
い

〈
正
〉
復
次
に
、
ど
の
よ
う
な
理
由
で
我
が
存
在
し
な
い
と
主
張
す
る
の
か
。

〈
他
〉
〔
世
尊
が
、
我
は
存
在
す
る
と
〕
説
か
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

世
尊
が
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
Ｉ
七
－
’
一
ャ
窃
目
冒
吻
犀
．
聾
・
ロ
民
・
）
婆
羅
訂



復
次
何
義
説
無
我
。
答
自
見
其
身
故
。
世

尊
説
言
。
無
聞
無
知
凡
夫
見
色
是
我
。
我

亦
是
色
。
色
在
我
中
。
我
在
色
中
如
是
。

四
種
四
陰
亦
如
是
。
若
有
我
者
不
応
自
捨

其
身
、
見
五
陰
是
其
体
。
警
如
有
人
自
捨

其
身
取
提
婆
達
多
身
、
見
為
其
身
。
見
其

身
是
提
婆
達
多
。
其
身
中
有
提
婆
達
多
。

提
婆
達
多
中
有
其
身
。
如
捨
其
眼
根
取
提

婆
達
多
眼
。
見
象
牙
。
見
為
其
知
見
。
而

名
為
多
他
阿
伽
度
阿
羅
訶
三
貌
三
仏
陀
。
門
よ
、
も
し
も
師
が
諦
ら
か
に
法
を
観
察
す
る
な
ら
、
必
ず
や
「
我
は
存
在
し
な
い
」
と

是
我
所
説
。
彼
諸
部
見
無
説
故
。
是
故
無
説
く
で
あ
ろ
う
、
と
。
世
尊
は
〔
続
け
て
〕
言
わ
れ
て
い
る
Ｉ
そ
の
よ
う
に
〔
法
を
正

我
如
是
。
し
く
〕
観
察
す
る
人
を
師
と
呼
び
、
又
、
如
来
、
応
供
、
正
偏
智
と
名
づ
け
る
。
以
上
が

私
の
説
く
所
で
あ
る
、
と
。

こ
の
幾
つ
か
の
部
派
は
、
〔
我
が
存
在
す
る
と
〕
説
か
れ
て
い
な
い
か
ら
、
そ
れ
故
、
我

は
存
在
し
な
い
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

こ
の
経
は
、
雑
５
、
叩
（
大
・
２
．
銅
・
上
）
に
「
仏
告
仙
尼
。
汝
莫
生
疑
。
以
有
惑
故
彼
則
生
疑
。
仙
尼
当
知
。
有
三
種
師
。
（
中
略
）
彼

第
三
師
不
見
現
在
世
真
実
是
我
。
命
終
之
後
亦
不
見
我
。
是
則
如
来
応
等
正
覚
説
。
現
法
愛
断
離
欲
滅
尽
浬
藥
」
と
あ
る
の
と
対
応
す
る
。

こ
の
経
は
論
事
（
１
哩
に
も
引
か
れ
、
又
、
成
実
論
で
も
「
又
先
尼
経
説
。
於
三
師
中
若
有
不
得
現
我
後
我
。
我
説
是
師
則
名
為
仏
。

以
仏
不
得
故
知
無
我
」
（
大
・
鑓
・
湖
・
中
）
と
、
我
が
存
在
し
な
い
と
い
う
主
張
の
教
証
と
し
て
引
用
さ
れ
る
。

ハ
自
ら
自
分
自
身
の
身
体
を
見
て
い
る

〈
正
〉
復
次
に
、
ど
の
よ
う
な
理
由
で
我
が
存
在
し
な
い
と
主
張
す
る
の
か
。

〈
他
〉
自
ら
自
分
自
身
の
身
体
を
見
て
い
る
か
ら
だ
。

世
尊
が
次
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
Ｉ
真
の
教
え
を
聞
か
ず
、
真
理
を
知
ら
な
い
凡

夫
は
、
色
は
我
で
あ
る
、
或
は
我
は
色
で
あ
る
、
或
は
色
は
我
の
中
に
存
在
す
る
、
或
は

我
は
色
の
中
に
存
在
す
る
、
と
考
え
、
同
様
に
四
通
り
に
受
想
行
識
の
四
語
に
つ
い
て
考

語
え
る
、
‐
と
。

仮
に
我
が
存
在
す
る
と
考
え
る
と
し
て
も
、
自
ら
〔
今
こ
こ
に
あ
る
〕
自
分
自
身
の
身

体
を
〔
考
察
の
対
象
か
ら
〕
除
外
し
て
、
〔
観
念
的
に
〕
五
穂
が
我
の
本
体
で
あ
る
等
と
考

え
て
は
な
ら
な
い
。
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非
其
見
。
是
故
無
我
如
是
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
の
は
、
例
え
ば
、
或
る
人
が
自
分
自
身
の
身
体
を
捨
て
去
っ
て
、

デ
ー
ヴ
ァ
ダ
ッ
タ
日
①
ご
色
（
ご
言
勢
）
の
身
体
を
藷
り
、
そ
れ
を
自
分
の
身
体
で
あ
る
と
考
え

る
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
又
、
そ
の
自
分
の
身
体
は
デ
ー
ヴ
ァ
ダ
ッ
タ
で
あ
る
、
或
は
自

分
の
身
体
の
中
に
デ
ー
ヴ
ァ
ダ
ッ
タ
が
居
る
、
或
は
デ
ー
ヴ
ァ
ダ
ッ
タ
の
中
に
自
分
の
身

体
が
あ
る
、
と
考
え
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

又
、
例
え
ば
、
自
分
の
眼
根
を
捨
て
去
り
、
デ
ー
ヴ
ァ
ダ
ッ
タ
の
眼
を
藷
り
、
象
牙
を

見
て
、
そ
れ
を
自
分
の
知
見
で
あ
る
と
考
え
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
自
分
自
身

の
〔
知
〕
見
で
は
な
い
。

以
上
に
よ
っ
て
、
我
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
引
用
さ
れ
る
経
は
、
例
え
ば
雑
則
、
訓
（
大
・
２
．
皿
・
上
）
の
「
復
問
、
尊
者
。
云
何
為
身
見
。
答
言
長
者
。
愚
痴
無
聞
凡
夫

見
色
是
我
。
色
異
我
。
色
中
我
。
我
中
色
。
受
想
行
識
見
是
我
。
識
異
我
。
我
中
識
。
識
中
我
。
長
者
。
是
名
身
見
」
等
と
対
応
す
る
の

で
あ
ろ
う
が
、
右
の
よ
う
に
「
色
是
我
、
色
異
我
」
と
し
て
お
り
、
こ
の
論
の
如
く
「
色
是
我
、
我
亦
是
色
」
と
す
る
も
の
は
見
当
ら
な

い
。
又
、
論
事
（
Ｉ
畑
）
で
は
「
色
は
プ
ド
ガ
ラ
で
あ
る
」
「
色
の
中
に
プ
ド
ガ
ラ
は
あ
る
」
「
色
の
外
に
プ
ド
ガ
ラ
は
あ
る
」
「
プ
ド
ガ
ラ

の
中
に
色
は
あ
る
」
の
四
種
を
立
て
る
が
、
「
色
の
外
に
プ
ド
ガ
ラ
は
あ
る
」
は
「
色
異
我
」
に
相
当
す
る
か
ら
、
順
序
が
入
れ
代
っ
た
だ

け
で
、
阿
含
と
対
応
す
る
。
し
か
し
こ
の
「
色
是
我
我
亦
是
色
」
は
誤
記
や
誤
写
の
類
で
は
な
く
、
Ⅲ
３
①
に
「
若
陰
是
我
・
…
・
若
我
是

陰
：
。
：
」
と
同
じ
形
が
現
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
を
明
ら
か
に
異
っ
た
も
の
と
し
て
取
り
挙
げ
論
じ
て
い
る
。
即
ち
「
Ａ
は
Ｂ
で
あ
る
」
「
Ｂ
は
Ａ

で
あ
る
」
「
Ａ
は
Ｂ
に
存
す
」
「
Ｂ
は
Ａ
に
存
す
」
と
い
う
寧
ろ
阿
含
よ
り
後
期
の
整
理
さ
れ
た
論
理
形
式
を
取
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る

こ
の
こ
と
は
、
こ
の
論
が
、
今
迄
の
無
我
の
論
証
の
仕
方
か
ら
も
分
る
よ
う
に
、
論
理
学
の
影
響
を
大
き
く
受
け
て
い
る
こ
と
か
ら
も

裏
付
け
ら
れ
る
。
即
ち
、
「
宗
Ｉ
我
は
存
在
し
な
い
」
「
因
Ｉ
．
…
．
故
に
」
と
い
う
論
式
に
則
り
、
嘘
と
し
て
教
証
を
出
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
こ
の
三
支
作
法
（
時
に
五
支
を
思
わ
せ
る
場
合
も
あ
る
が
）
に
則
っ
た
論
証
形
式
は
こ
の
論
全
体
に
渡
っ
て
見
ら
れ
、
論
の
構
造
そ
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の
も
の
の
整
理
の
仕
方
と
相
俟
っ
て
、
論
理
学
の
影
響
の
強
さ
を
感
じ
さ
せ
る
。

後
半
に
出
さ
れ
る
書
え
も
読
み
や
す
い
も
の
で
は
な
い
が
、
右
の
四
種
と
対
応
す
る
よ
う
に
理
解
し
た
。

’
一
我
も
我
所
も
把
握
さ
れ
な
い

復
次
何
義
説
言
無
我
。
答
我
我
所
不
可
得
〈
正
〉
復
次
に
、
ど
の
よ
う
な
理
由
で
、
我
が
存
在
し
な
い
と
主
張
す
る
の
か
。

故
。
世
尊
告
諸
比
丘
。
若
有
我
者
即
有
我
〈
他
〉
我
も
我
所
も
把
握
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

所
。
若
有
我
所
即
有
我
。
我
及
我
所
諦
実
世
尊
が
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
Ｉ
比
丘
達
よ
、
も
し
も
我
が
存
在
す
る
の
で
あ

不
可
得
。
是
故
無
我
。
彼
諸
部
見
我
我
所
れ
ぱ
、
我
所
も
存
在
す
る
し
、
も
し
も
我
所
が
存
在
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
我
も
存
在
す
る

不
可
得
故
。
是
故
無
我
如
是
。
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
我
も
我
所
も
、
明
ら
か
に
決
し
て
把
握
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
そ

れ
故
我
は
存
在
し
な
い
、
と
。

こ
の
幾
つ
か
の
部
派
は
、
我
も
我
所
も
把
握
さ
れ
な
い
か
ら
、
そ
れ
故
我
は
存
在
し
な

い
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

こ
の
経
は
倶
舎
論
破
戒
品
（
シ
属
回
国
且
冒
口
》
砂
冒
＆
も
陛
囹
＆
、
大
・
鋤
・
晩
・
下
）
及
び
諭
事
（
１
叩
）
に
も
引
用
さ
れ
て
い
る
。
中

阿
含
川
阿
梨
旺
経
（
大
・
１
．
油
・
中
）
及
び
言
．
侭
．
ど
品
胤
目
冒
日
Ｐ
‐
唾
三
国
（
冨
自
．
扇
ら
に
対
応
す
る
一
節
が
あ
る
。

ホ
実
体
な
き
も
の
と
し
て
の
存
在
で
あ
る

復
次
何
以
故
説
無
我
。
答
不
実
言
有
故
。
〈
正
〉
復
次
に
、
何
故
に
我
が
存
在
し
な
い
と
主
張
す
る
の
か
。

如
富
楼
那
語
諸
比
丘
長
老
。
仏
所
説
法
甚
〈
他
〉
実
体
な
き
も
の
に
つ
い
て
、
「
存
在
す
る
」
と
言
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

為
難
測
。
於
無
物
中
有
我
。
仏
自
言
。
我
例
え
ば
、
プ
ン
ナ
（
四
目
少
〕
望
鼻
．
国
員
屋
）
が
長
老
比
丘
に
対
し
て
、
次
の
よ
う
に
語

亦
有
如
是
。
長
老
。
我
但
知
此
語
不
測
探
っ
て
い
る
Ｉ
仏
の
説
か
れ
た
教
え
は
、
そ
の
真
の
義
を
推
し
測
る
こ
と
が
大
層
難
し
い
。

旨
如
是
。
不
実
言
有
故
知
。
諸
部
見
不
実
仏
は
自
ら
「
何
物
も
存
在
し
な
い
中
に
我
が
存
在
す
る
。
我
が
存
在
す
る
と
い
う
の
は
そ

義
故
。
是
故
無
我
如
是
。
う
い
う
こ
と
で
あ
る
」
と
お
説
き
に
な
っ
た
。
長
老
達
よ
、
私
は
但
こ
の
言
葉
を
知
っ
て
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い
る
だ
け
で
、
そ
こ
に
隠
さ
れ
た
深
い
意
趣
を
推
察
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
。
つ
ま

り
実
体
の
な
い
も
の
に
つ
い
て
「
存
在
す
る
」
と
言
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
幾
つ
か
の
部
派
は
、
こ
の
「
実
体
な
き
も
の
」
と
い
う
語
の
意
味
を
考
察
し
て
、

そ
れ
故
、
我
は
存
在
し
な
い
と
結
論
す
る
の
で
あ
る
。

遺
憾
乍
ら
、
こ
の
経
典
を
阿
含
ニ
ヵ
ー
ャ
中
に
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
従
っ
て
「
不
実
言
有
」
「
於
無
物
中
有
我
」
の
意
味
は
文
脈

か
ら
想
定
す
る
し
か
な
か
っ
た
。
こ
の
無
我
説
に
対
す
る
批
判
で
あ
る
Ⅲ
２
①
ホ
の
「
不
実
与
無
法
共
合
無
」
も
理
解
し
づ
ら
い
一
文
で

あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
筆
者
の
非
才
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
漢
訳
そ
れ
自
体
の
拙
劣
さ
、
補
強
資
料
の
乏
し
さ
等
か
ら
訳
語
を
決
定

で
き
な
い
部
分
が
多
い
。
先
輩
諸
兄
の
御
教
示
を
仰
ぐ
次
第
で
あ
る
。

補
注

例
え
ば
高
井
観
海
氏
は
、
そ
の
著
『
小
乗
仏
教
概
論
」
一
二
○
頁
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
「
此
の
三
燗
底
部
論
を
観
る
に
「
我
」

の
問
題
を
提
起
し
、
種
々
の
方
面
よ
り
有
我
無
我
常
無
常
を
論
究
し
、
其
の
一
節
に
左
の
如
く
云
へ
り
。
「
是
故
無
人
者
成
上
諸
過
後
過
亦

生
若
有
人
有
我
者
上
所
説
無
過
如
仏
説
修
多
羅
真
当
知
是
故
実
有
我
」
こ
れ
に
依
り
て
こ
れ
を
観
れ
ば
、
正
量
一
派
も
亦
有
我
論
者
な
り

し
が
如
し
。
吾
人
は
曇
に
犢
子
一
派
の
有
我
思
想
を
大
乗
的
大
我
思
想
の
萌
芽
と
し
て
、
こ
れ
を
肯
定
し
た
る
立
場
に
於
て
正
量
一
派
の

有
我
思
想
も
亦
無
我
の
上
に
建
設
せ
ん
と
欲
す
る
大
我
思
想
の
萌
芽
と
し
て
、
こ
れ
を
承
認
せ
ん
と
す
。
」
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