
浅
学
で
し
か
も
専
門
外
の
私
に
と
っ
て
、
こ
の
書
の
正
確
に
し
て
厳
密

な
書
評
を
書
く
こ
と
は
お
ぼ
つ
か
な
い
。
し
か
し
、
佛
教
が
セ
ク
ト
的
に

各
食
安
立
し
て
い
る
態
に
お
い
て
理
解
を
釈
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
い

う
立
場
に
立
つ
限
り
、
如
何
な
る
時
代
に
あ
っ
て
も
、
如
何
な
る
地
域
に

あ
っ
て
も
、
誰
も
が
目
指
し
て
き
た
究
党
的
大
乗
的
な
佛
教
の
あ
り
方
に

お
い
て
、
互
に
相
通
ず
る
道
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
『
原
始
佛
教
』
と
い

え
ど
も
、
「
原
始
』
と
い
う
時
代
的
制
約
が
、
か
り
そ
め
に
加
え
ら
れ
て

い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
、
佛
教
の
精
神
が
実
践
せ
ら
れ

て
き
た
一
つ
の
動
向
な
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
点
に
留
意
し
つ
つ
、
書
評

と
い
う
こ
と
に
な
ら
な
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
イ
ン
ド
大
乗
佛
教
の
研
究

に
志
す
一
学
徒
が
〃
本
書
に
よ
っ
て
何
を
教
え
ら
れ
た
か
〃
と
い
う
読
後

感
ら
し
き
所
感
を
少
し
く
書
い
て
み
た
い
と
思
う
。

平

「
原
始
佛
教
の
研
究
」

川

彰
著＊ 器

小

川

一

乗

著
者
に
よ
る
と
、
本
書
は
、
「
原
始
佛
教
の
教
団
組
織
の
解
明
」
で
あ

っ
て
、
「
内
容
的
に
は
、
『
律
蔵
の
研
究
」
（
昭
和
三
十
五
年
）
に
つ
づ
く
も

の
で
あ
り
、
『
律
蔵
の
研
究
」
が
盗
料
論
で
あ
っ
た
の
に
た
い
し
、
本
書

は
そ
の
内
容
的
な
研
究
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
従
来
、
原
始
佛

教
に
お
け
る
教
皿
面
に
対
す
る
研
究
は
、
多
を
公
表
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
が
、
「
教
団
組
織
の
解
明
」
と
い
う
実
践
面
に
対
す
る
研
究
は
、
比
較

的
に
少
な
い
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
佛
教
は
実
践
の
宗
教
で
あ
り
」

（
九
七
頁
）
、
教
理
も
実
践
せ
ら
れ
て
こ
そ
生
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
『
如

説
行
者
如
行
説
者
』
の
立
場
に
お
い
て
、
原
始
佛
教
の
教
団
（
サ
ン
ガ
）

が
如
何
な
る
細
織
を
有
し
、
そ
の
中
に
あ
っ
て
、
如
何
な
る
宗
教
的
実
践

が
行
わ
れ
て
い
た
か
、
と
い
う
こ
と
を
解
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
が
本

書
の
目
的
で
あ
る
。

第
一
章
「
原
始
佛
教
に
お
け
る
サ
ン
ガ
の
意
義
」
の
中
か
ら
、
二
、
三

の
事
衲
を
取
り
出
し
て
み
る
と
、
第
一
に
、
佛
教
の
『
教
団
』
に
対
す
る
原
語

に
つ
い
て
の
検
討
が
あ
る
。
略
説
す
れ
ば
、
〃
『
教
団
』
が
正
式
に
笛
ョ
響
騨

（
僧
伽
・
サ
ン
ガ
）
と
固
有
名
詞
的
に
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、

「
律
』
の
確
立
し
た
こ
ろ
で
、
佛
法
側
の
三
宝
の
一
つ
と
し
て
帰
依
の
対

象
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
為
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
は
、
『
教
団
Ⅷ
』
に
対

応
す
る
原
語
と
し
て
は
、
サ
ン
ガ
（
砂
昌
警
騨
）
の
外
に
、
ガ
ナ
（
彊
冨
）

と
い
う
用
例
も
一
般
的
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
『
律
」
の
確
立
と
共
に
、

「
律
で
ガ
ナ
（
盟
愚
）
と
い
え
ば
不
完
全
な
集
剛
を
指
す
場
合
が
多
い
」

（
三
三
八
頁
）
、
「
ガ
ナ
と
は
サ
ン
ガ
の
中
の
若
干
の
集
団
（
別
衆
）
を
指
す
」

（
三
五
ｍ
頁
）
、
「
ガ
ナ
と
い
う
の
は
サ
ン
ガ
の
中
の
若
干
の
比
丘
を
指
す
」

（
三
七
八
頁
）
、
な
ど
と
云
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ガ
ナ
は
サ
ン
ガ
の
中
の
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一
部
分
の
集
団
を
指
す
用
語
に
転
落
し
た
〃
と
い
う
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ

で
、
こ
の
点
に
関
し
て
、
大
乗
佛
教
の
諭
書
の
中
に
は
、
三
宝
の
一
つ
と

し
て
の
『
僧
』
に
対
し
て
ガ
ナ
（
噌
冒
）
と
い
う
用
語
を
用
い
て
い
る
用

例
ｌ
例
え
ば
、
究
党
一
乗
宝
性
諭
命
冒
℃
皇
々
一
＆
：
］
・
沙
）
ｌ
も

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
佛
教
の
『
教
団
』
が
、
当
初
に
お
い
て
、
単
に
サ

ン
ガ
と
だ
け
呼
ば
れ
ず
に
、
ガ
ナ
と
も
呼
ば
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、

た
と
え
、
律
蔵
に
お
い
て
、
「
サ
ン
ガ
が
正
式
の
呼
称
と
な
っ
た
」
と
い

う
こ
と
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
固
定
化
せ
ら
れ
ず
に
大
き
な
影
響
を
与
え

て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

第
二
に
、
サ
ン
ガ
は
、
佛
教
が
世
界
の
宗
教
た
り
得
た
一
つ
の
哩
巾
と

し
て
の
一
‐
平
等
Ⅷ
一
と
、
浬
喋
の
本
質
と
し
て
の
「
平
和
（
和
合
こ
と
を
、

本
質
的
な
特
色
と
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
佛
教
が
人
間
の
平
等

性
を
主
張
し
て
い
る
こ
と
は
、
四
姓
の
階
級
（
カ
ー
ス
ト
）
を
否
定
し
て

凸
卜
ｂ
ｔ
、
、
陪

い
る
事
実
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
て
い
る
が
、
サ
ン
ガ
に
あ
っ
て
も
、
｜
」
》
ノ

未
紳
有
法
』
と
し
て
実
践
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
「
平
準
・
一
の
サ
ン
ガ

に
お
い
て
、
実
現
さ
れ
る
の
が
『
平
和
（
和
合
）
』
で
あ
る
が
、
「
和
合
僧

（
望
目
騨
脂
騨
‐
闇
目
廻
国
）
」
と
い
わ
れ
る
如
く
、
サ
ン
ガ
は
、
平
和
の
実
現

を
、
単
な
る
修
行
の
手
段
と
し
た
の
で
は
な
く
、
究
極
の
目
標
・
浬
喋
と

し
て
い
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
和
合
は
サ
ン
ガ
に
と
っ
て
理
想
で

あ
る
と
同
時
に
、
現
実
な
の
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
平
等

と
平
和
と
が
、
サ
ン
ガ
に
お
い
て
実
践
せ
ら
れ
目
標
と
さ
れ
て
い
た
と
い

う
実
態
が
、
本
書
に
よ
っ
て
解
明
さ
れ
つ
つ
あ
る
の
で
あ
る
。

第
一
二
に
、
四
衆
（
比
丘
、
比
丘
尼
、
優
婆
塞
、
優
婆
夷
）
と
サ
ン
ガ
と
の

関
係
が
注
意
さ
れ
る
。
サ
ン
ガ
と
い
え
ば
、
四
衆
（
君
島
且
）
で
椛
成
さ

ﾄ

れ
て
い
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
や
す
い
が
、
サ
ン
ガ
と
は
、
比
丘
サ
ン
ガ
と

比
丘
尼
サ
ン
ガ
と
だ
け
で
あ
っ
て
、
「
四
衆
と
サ
ン
ガ
と
は
面
接
関
係
が

な
い
」
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
四
衆
が
、
広
義
の
サ
ン
ガ
と
呼
ば
れ
た
こ

と
も
な
か
っ
た
し
、
そ
れ
は
、
「
川
弟
子
の
四
つ
の
グ
ル
ー
プ
を
示
す
に

す
ぎ
ず
、
こ
の
四
者
が
一
団
と
な
っ
て
有
機
的
統
一
体
と
し
て
活
動
し
て

い
た
も
の
で
も
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

第
四
に
、
原
始
佛
教
時
代
に
は
、
サ
ン
ガ
の
統
率
者
の
出
現
す
る
余
地

は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
従
来
、
法
相
承
説
が
種
々
に
汎
か
れ

て
い
る
の
で
あ
る
が
、
世
尊
「
滅
後
の
サ
ン
ガ
に
サ
ン
ガ
の
統
率
者
が
順

次
呪
わ
れ
た
と
考
え
る
雷
へ
き
で
は
な
い
」
と
い
う
こ
と
は
、
『
法
に
依
り

て
人
に
依
ら
ざ
れ
』
、
「
佛
の
あ
と
は
伽
の
み
が
継
ぐ
の
で
あ
る
」
と
い
う

原
始
サ
ン
ガ
の
精
神
に
よ
っ
て
も
当
然
な
こ
と
な
の
で
あ
る
。

館
二
章
「
サ
ン
ガ
結
合
の
精
神
的
紐
帯
」
の
中
で
注
意
さ
れ
る
の
は
、

第
一
に
、
『
戒
（
邑
騨
）
《
一
と
『
律
つ
自
身
色
）
一
と
の
本
質
的
な
相
異
点
で

あ
る
。
戒
と
は
主
観
的
な
比
丘
個
人
の
決
意
で
あ
り
、
仲
と
は
サ
ン
ガ
と

い
う
団
体
の
規
則
（
禁
止
的
性
格
の
規
則
と
菰
極
的
に
な
さ
ね
ば
な
ら
な

い
規
則
）
で
あ
る
。
従
っ
て
、
戒
に
は
罰
則
は
な
く
、
律
の
学
衆
を
戒
の

精
神
（
立
場
）
で
実
行
す
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
サ
ン
ガ
は
、
サ
ン

ガ
に
入
っ
て
修
行
し
た
い
と
願
う
比
丘
個
人
の
意
志
Ｉ
戒
と
、
サ
ン
ガ
の

統
制
を
維
持
し
て
ゆ
く
た
め
の
律
法
Ｉ
律
と
い
う
二
つ
の
性
格
の
結
合
に

よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
何
と
い
っ
て
も
、
「
サ
ン

ガ
に
住
す
る
こ
と
を
願
い
、
サ
ン
ガ
で
修
行
す
る
こ
と
を
願
う
求
道
心
が

サ
ン
ガ
の
秩
序
を
維
持
す
る
原
動
力
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
し

か
も
、
そ
の
求
道
心
（
戒
）
は
、
『
不
壊
の
浄
信
（
曾
舗
の
。
ｇ
弓
騨
勘
（
蚕
）
』

宮
。



に
つ
ち
か
わ
れ
て
生
ず
る
の
で
あ
る
か
ら
垂
「
戒
は
信
の
あ
と
に
位
す
る
」

の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
、
信
↓
戒
↓
律
と
い
う
サ
ン
ガ
成
立
の
精
神
的

あ
り
方
は
、
ま
さ
し
く
佛
教
の
あ
り
方
で
あ
ろ
う
。

第
二
に
、
戒
体
（
戒
の
本
質
）
の
問
題
が
あ
る
。
戒
体
に
つ
い
て
は
、

佛
教
各
部
派
各
宗
で
種
交
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
様
で
あ
る
が
、
『
戒
体
』

の
語
は
イ
ン
ド
佛
教
に
お
い
て
そ
の
相
当
原
語
は
求
め
難
い
の
で
あ
っ
て

著
者
は
、
「
戒
体
を
実
体
的
に
見
な
い
経
量
部
の
獅
子
説
が
理
に
合
す
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
」
と
述
。
へ
て
い
る
。
と
も
か
く
、
戒
体
に
つ
い
て
は
業
諭

と
も
関
連
し
て
各
別
に
解
釈
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
も
そ
も

戒
と
は
、
自
発
的
自
律
的
な
精
神
力
（
意
志
）
で
あ
り
、
そ
れ
の
本
質
を

追
求
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
戒
体
の
存
在
が
問
題
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
問
題
に
よ
っ
て
も
知
ら
れ
る
如
く
、
佛
教
は
行
為
に
お
い
て
動
機
を

重
ん
ず
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
原
始
佛
教
以
来
の
伝
統
な
の
で
あ
る
。

第
三
に
、
峨
悔
の
仕
方
が
注
意
さ
れ
る
。
サ
ン
ガ
に
は
、
律
蔵
に
よ
る

五
篇
七
罪
八
段
な
ど
の
サ
ン
ガ
統
制
の
為
の
罰
則
が
あ
る
が
、
そ
の
中
で

も
、
倣
悔
と
い
う
行
為
が
重
要
視
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
．
一
番
の
軍

罪
は
、
サ
ン
ガ
追
放
（
波
羅
夷
罪
）
で
あ
る
が
、
余
他
の
罪
に
お
い
て
は

す
べ
て
に
わ
た
っ
て
峨
悔
の
行
為
が
要
求
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し

て
、
倣
悔
の
仕
方
に
は
、
現
前
サ
ン
ガ
全
員
の
前
で
の
倣
悔
か
ら
、
乃
至

自
ら
心
悔
す
る
に
至
る
ま
で
、
種
禽
の
規
定
が
あ
る
。
｜
」
の
よ
う
に
、
峨

悔
と
い
う
行
為
が
重
要
視
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
峨
悔
は
心
の
浄

化
の
為
な
の
で
あ
る
か
ら
、
佛
教
が
個
人
の
意
志
を
最
も
重
要
視
す
る
こ

と
と
考
え
あ
わ
せ
て
注
意
せ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
普
通
、
現
実
社
会

に
あ
っ
て
は
、
罪
を
犯
し
た
場
合
、
法
律
に
よ
っ
て
、
謝
罪
と
い
う
相
対

的
な
立
場
で
罪
が
あ
が
な
わ
れ
、
罪
が
帳
消
し
に
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、

佛
教
に
あ
っ
て
は
、
倣
悔
で
あ
り
、
峨
怖
と
は
、
単
な
る
罪
の
あ
が
な
い

で
は
な
く
、
自
ら
の
心
を
清
浄
に
す
る
行
為
な
の
で
あ
る
。
自
己
の
き
た

な
い
心
を
他
人
に
さ
ら
け
出
す
こ
と
に
、
慨
悔
の
意
味
が
あ
る
。
従
っ
て

「
相
対
的
な
立
場
で
は
な
し
に
、
絶
対
的
な
立
場
で
、
す
な
わ
ち
、
『
空
』

の
立
場
で
峨
悔
を
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
が
心
の
浄
化
を
実
現
す
る
よ

う
な
倣
悔
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
心
が
浄
化
し
な
い
よ
う
な
倣
怖
の
仕
方
で

は
、
佛
教
の
峨
悔
と
し
て
は
意
味
が
な
い
」
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て

龍
樹
の
智
度
論
や
十
住
肥
婆
沙
諭
に
お
い
て
、
『
自
浄
其
意
（
望
四
○
胃
呼

冨
昌
号
一
目
四
国
四
目
こ
（
七
佛
通
誠
偶
の
第
三
句
目
）
と
い
う
こ
と
か
い
わ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
、
〃
自
ら
の
心
（
意
）
を
浄
く
す
る
〃
と

い
う
こ
と
は
〃
心
の
空
″
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
（
山
口
益
著
「
心

清
浄
の
道
」
五
八
頁
以
下
参
照
）
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
「
自
浄
其
意
」

が
、
そ
の
ま
ま
に
サ
ン
ガ
に
お
け
る
繊
悔
の
粘
神
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ

れ
が
佛
教
の
精
神
で
あ
る
．
「
是
諸
佛
教
（
①
国
〔
ｇ
巨
呂
勗
冒
巨
倒
“
四
口
目
〕
）
』

（
七
佛
通
誠
偶
の
第
四
句
目
）
と
い
う
こ
と
で
あ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

鋪
三
章
「
僧
伽
の
二
誼
構
造
」
は
、
サ
ン
ガ
の
二
重
描
造
と
し
て
の
現

前
サ
ン
ガ
（
闇
日
冒
烏
冒
す
目
３
‐
の
ｇ
侭
冒
）
と
四
方
サ
ン
ガ
（
。
即
目
（
扇
秒
‐

、
四
昌
哩
〕
鱒
）
と
に
関
す
る
実
際
上
の
和
之
な
間
胆
を
取
り
扱
っ
て
い
る
の
で

あ
る
が
、
そ
の
中
で
、
第
一
に
、
「
布
薩
（
ｇ
ｏ
深
己
〕
四
〕
口
冨
乱
留
）
」
と

『
淵
磨
（
冨
冒
目
色
）
』
と
の
あ
り
方
が
注
意
さ
れ
る
。
布
薩
と
は
、
サ
ン
ガ

に
お
け
る
律
の
規
則
が
守
ら
れ
て
い
る
か
否
か
を
検
問
す
る
儀
式
で
あ
り

翔
磨
と
は
、
サ
ン
ガ
の
会
議
に
お
け
る
議
事
決
定
方
法
で
あ
る
。
と
こ
ろ

で
、
佛
教
の
サ
ン
ガ
が
、
平
和
（
和
合
）
を
根
本
的
な
特
質
と
し
て
い
る

月〆
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こ
と
ば
、
『
和
合
僧
（
平
和
な
教
団
こ
と
い
わ
れ
、
『
僧
と
は
和
を
以
て

義
と
為
す
』
（
四
分
律
行
事
録
）
と
表
現
さ
れ
て
い
る
事
例
に
よ
っ
て
明

ら
か
で
あ
る
が
、
そ
の
平
和
の
精
神
が
こ
の
布
薩
や
渦
磨
の
あ
り
方
の
上

に
よ
く
実
行
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
サ
ン
ガ
に
お
け
る
和
合
（
平
和
）

の
実
際
面
を
一
言
で
い
え
ば
、
「
宗
教
行
事
を
と
も
に
し
、
衣
食
住
の
生

活
を
共
同
に
す
る
（
例
え
ば
、
布
施
さ
れ
た
も
の
の
公
平
な
分
配
な
ど
）
」

と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
和
合
の
精
神
に
基
い
て
、
布
薩
や
鶏
磨
へ

の
川
席
は
、
現
前
サ
ン
ガ
の
全
て
の
比
丘
比
脈
尼
の
権
利
で
あ
る
と
川
崎

に
、
義
務
で
あ
り
、
理
曲
な
し
に
欠
席
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
て
い
な
い
。

ま
た
、
期
磨
の
決
定
に
は
全
員
の
僥
成
が
必
要
で
あ
り
、
一
人
が
反
対
し

て
も
砿
堺
は
決
定
せ
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
呪
今
の
社
会
に
お
い
て
は
、

多
数
決
で
す
べ
て
が
片
付
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
多
数
の

枇
暴
で
あ
り
、
全
員
の
賛
成
を
必
要
と
し
た
陳
始
佛
教
サ
ン
ガ
の
あ
り
方

を
思
う
と
き
、
再
考
の
余
地
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

第
二
に
、
戒
壇
の
成
立
経
緯
（
原
意
）
が
注
意
さ
れ
る
。
戒
壇
は
、
〃
戒

場
″
な
ど
と
も
い
わ
れ
、
受
戒
に
際
し
て
の
便
法
で
あ
る
。
略
説
す
れ
ば

具
足
戒
を
授
け
る
儀
式
に
際
し
て
、
サ
ン
ガ
は
和
合
サ
ン
ガ
で
あ
る
か
ら

サ
ン
ガ
全
員
の
出
脂
（
立
会
じ
を
必
要
と
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ

で
は
何
か
に
つ
け
て
不
便
で
あ
る
為
、
具
足
戒
を
授
け
る
に
必
要
な
十
人

或
は
五
人
（
辺
地
の
場
合
）
の
比
丘
に
よ
っ
て
別
に
組
織
さ
れ
た
小
さ
な

サ
ン
ガ
に
お
い
て
受
戒
が
な
さ
れ
る
仕
組
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
各
灸
の

現
前
サ
ン
ガ
に
は
、
各
之
の
界
（
閏
冒
働
・
空
間
的
限
界
）
が
必
要
で
あ
る

の
と
同
様
に
、
受
戒
に
際
し
て
の
こ
の
小
さ
な
サ
ソ
ガ
に
も
界
が
（
目
乱
）

必
要
で
あ
り
、
そ
の
小
さ
な
界
の
こ
と
を
『
戒
埖
一
』
と
い
う
の
で
あ
る
。

以
上
が
、
戒
壇
と
い
う
こ
と
の
原
意
で
あ
る
が
、
時
代
と
共
に
、
シ
ナ
、

日
本
で
は
、
こ
の
原
意
が
失
わ
れ
、
独
自
の
意
義
を
有
す
る
よ
う
に
な
っ

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

第
四
章
「
僧
伽
の
椎
成
員
」
で
あ
る
が
、
椎
成
員
と
い
っ
て
も
、
サ
ン

ガ
に
は
、
沙
弥
を
含
む
比
丘
サ
ン
ガ
と
、
沙
弥
尼
と
式
又
摩
那
と
を
含
む

比
丘
尼
サ
ン
ガ
だ
け
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
サ
ン
ガ
の
樅
成
員

は
、
こ
れ
ら
「
出
家
の
五
衆
」
で
あ
り
、
そ
れ
に
在
家
信
者
の
優
婆
塞
と

俊
婆
夷
と
を
加
え
た
の
が
『
佛
の
四
衆
」
「
七
衆
㈹
一
で
あ
る
。

こ
の
章
に
お
い
て
、
第
一
に
、
サ
ン
ガ
ヘ
の
入
団
の
仕
方
が
注
意
さ
れ

る
。
在
家
信
者
に
は
『
三
帰
五
戒
』
が
、
沙
弥
尼
に
は
『
出
家
（
層
ｇ
Ｐ
１

言
）
』
が
、
比
丘
比
丘
尼
に
は
『
具
足
戒
（
巨
冒
閨
己
冒
蜀
）
』
が
あ
る
が
、

は
じ
め
に
、
五
戒
の
「
戒
』
に
対
す
る
解
釈
は
注
意
さ
れ
る
ゞ
へ
き
で
あ
ろ

う
。
先
に
も
述
べ
た
如
く
、
戒
（
、
邑
四
）
は
、
Ⅲ
発
的
に
恋
を
離
れ
る
精
神

力
・
悪
を
離
れ
る
決
意
・
自
誓
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
「
す
る
勿
れ
』
の

禁
止
（
律
に
含
ま
れ
る
）
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
戒
は
精
神
的

な
内
実
を
油
た
す
も
の
で
あ
り
、
五
戒
も
、
戒
で
あ
る
限
り
、
こ
の
よ
う

な
立
場
で
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
例
え
ば
、
淡
訳
に
お
い
て
、

「
不
邪
僻
、
不
飲
酒
』
な
ど
と
訳
せ
ら
れ
て
い
る
関
係
上
、
五
戒
が
、
と

も
す
る
と
、
「
す
る
勿
れ
』
の
禁
止
の
よ
う
に
も
理
解
さ
れ
が
ち
で
あ
る

が
、
そ
う
で
は
な
く
、
『
遠
離
．
そ
れ
を
す
る
ま
い
一
と
す
る
悪
を
離
れ

る
決
意
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
「
性
欲
に
お
け
る
不
正
な
行
為
か
ら
遠
ざ
か

る
こ
と
賃
凶
日
の
目
目
］
８
胃
昌
四
三
、
の
〕
、
四
日
四
日
）
、
ス
ラ
ー
酒
・
メ
ー
ラ
ヤ

酒
・
マ
ッ
ジ
ャ
酒
等
の
放
逸
の
原
因
か
ら
遠
ざ
か
る
こ
と
（
曾
国
目
①
国
Ⅱ

罰
沙
目
星
壱
己
画
ヨ
ョ
冨
芹
｝
罰
］
罰
夛
『
閂
四
目
騨
昌
）
』
（
ン
ｚ
・
ダ
ゞ
○
］
・
国
目
〕
や
四
ｓ
）
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を
自
誓
す
る
一
」
と
な
の
で
あ
る
。
と
に
か
く
、
五
戒
と
い
え
ど
も
、
そ
れ

は
戒
（
禺
冨
）
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
に
は
、
戒
を
破
っ
た
場
合
の
罰
則
は
な

い
の
で
あ
っ
て
、
た
だ
、
戒
を
自
誓
し
た
者
個
人
の
真
梨
な
決
意
の
如
何

に
よ
る
の
で
あ
る
。
次
に
、
「
出
家
』
と
『
具
足
戒
』
と
の
区
別
が
明
確

に
さ
れ
て
い
る
。
一
般
的
に
、
『
川
家
』
と
い
う
術
語
は
、
『
在
家
』
と

相
対
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
『
出
家
の
五
衆
』
な
ど
と
い
う

用
例
は
、
そ
の
代
表
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
厳
密
に
は
、
一
。
出

家
念
：
ｇ
曽
匡
と
は
、
沙
弥
沙
弥
尼
の
出
家
を
指
し
、
比
丘
比
丘
尼
と

な
る
と
き
の
儀
式
と
し
て
の
「
具
足
戒
』
と
区
別
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ

う
に
、
「
沙
弥
が
サ
ン
ガ
に
入
る
と
き
の
儀
式
を
眉
ｇ
且
司
（
出
家
）
と

呼
び
、
比
丘
の
儀
式
を
屋
冨
轆
四
日
雇
〔
罰
（
共
足
戒
）
と
呼
ぶ
こ
と
は
、
す

、
へ
て
の
律
蔵
で
確
定
し
て
い
る
」
の
で
あ
る
。

館
二
に
、
釈
尊
の
呼
称
に
つ
い
て
、
少
し
く
細
介
し
て
お
く
。
『
佛
の

十
号
』
と
い
う
こ
と
が
い
わ
れ
る
が
、
〃
伽
弟
子
た
ち
は
釈
尊
を
「
世
聯
胴
一

と
呼
び
、
釈
尊
自
身
は
、
多
く
の
場
合
、
ｎ
ら
を
『
如
来
』
と
呼
ん
だ
よ

う
で
あ
る
。
釈
尊
が
卿
ら
を
『
如
来
』
と
呼
ん
で
い
た
こ
と
は
注
意
さ
れ

る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
「
佛
陀
』
と
い
う
称
号
は
佛
教
内
部
の
み
な

ら
ず
、
佛
教
外
で
も
一
般
的
で
あ
り
、
「
州
曇
」
と
い
う
姓
名
は
、
外
教

者
に
よ
っ
て
多
く
川
い
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
『
阿
羅
漢
」
は
、
十
号
の

中
に
含
ま
れ
て
は
い
る
け
れ
ど
も
、
弟
子
の
悟
り
を
指
し
、
佛
教
内
に
お

い
て
は
、
「
い
く
分
軽
視
」
さ
れ
た
〃
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

鈍
三
に
、
サ
ン
ガ
に
お
け
る
師
弟
関
係
が
注
意
さ
れ
る
。
法
臘
十
年
以

上
に
し
て
聡
明
有
能
な
比
丘
は
弟
子
を
持
ち
、
『
和
尚
（
暑
旦
言
身
騨
｝

星
）
習
与
ご
空
こ
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
ま
た
、
和
尚
を
持
た
ず
し
て

以
上
、
書
評
と
い
う
よ
り
も
、
〃
本
書
に
よ
っ
て
何
を
教
え
ら
れ
た
か
〃

と
い
う
立
場
に
立
っ
て
、
内
容
の
紹
介
と
云
っ
た
方
が
適
切
で
あ
る
よ
う

な
読
後
感
を
少
し
く
述
べ
た
の
で
あ
る
が
、
原
始
佛
教
、
特
に
神
職
に
関

し
て
、
き
わ
め
て
浅
学
で
あ
り
研
究
不
足
で
あ
る
私
の
読
後
感
で
あ
る
か

ら
、
班
解
の
上
に
充
分
で
な
い
も
の
が
あ
る
と
共
に
、
的
を
は
ず
れ
た
点

も
多
食
あ
る
こ
と
と
思
う
。
だ
が
、
私
と
し
て
は
、
こ
の
機
会
に
、
律
蔵

を
通
し
て
の
原
始
佛
教
食
団
（
サ
ン
ガ
）
の
本
質
や
性
格
に
少
し
く
触
れ

る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
を
喜
ろ
こ
ん
で
い
る
。

こ
こ
一
、
二
年
に
わ
た
っ
て
、
原
始
佛
教
に
関
す
る
研
究
が
少
し
く
続

い
て
公
表
せ
ら
れ
た
が
、
そ
れ
ら
は
す
尋
へ
て
、
各
凌
の
特
色
あ
る
研
究
方

法
や
内
容
に
従
っ
て
相
当
ま
と
ま
っ
た
大
論
文
ば
か
り
で
あ
る
。
そ
れ
ら

の
中
あ
に
っ
て
、
こ
の
「
原
始
佛
教
の
研
究
」
は
、
律
蔵
に
対
す
る
研
究

と
い
う
研
究
方
法
と
内
容
と
に
基
い
た
大
論
文
で
あ
る
。
し
か
し
著
者
が

具
足
戒
を
受
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
比
丘
比
丘
尼

は
す
、
へ
て
和
尚
で
あ
る
か
弟
子
で
あ
る
か
の
師
弟
関
係
を
有
し
て
い
る
こ

と
に
な
る
。
こ
の
和
尚
と
弟
子
と
の
師
弟
関
係
は
、
親
子
関
係
の
如
し
と

い
わ
れ
る
か
ら
、
一
旦
師
弟
関
係
を
結
べ
ば
、
五
つ
の
場
合
（
和
尚
去
り
、

逆
俗
し
、
死
し
、
異
宗
に
転
じ
、
命
令
を
与
え
る
）
を
除
い
て
解
湘
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
．
方
的
に
弟
子
が
和
尚
に
奉

仕
す
る
の
で
は
な
く
、
ま
た
和
尚
が
絶
対
的
な
権
力
を
も
っ
て
、
弟
子
を

教
育
す
る
の
で
も
な
い
。
和
尚
と
弟
子
と
は
尊
敬
と
慈
愛
を
も
っ
て
、
互

に
助
け
合
っ
て
、
修
行
を
す
す
め
て
ゆ
く
」
の
で
あ
る
。

＊
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本
書
に
‐
お
い
て
度
灸
断
っ
て
い
る
如
く
垂
本
書
に
よ
っ
て
、
〃
律
蔵
に
対
す

る
研
究
″
が
、
一
応
な
り
と
も
す
、
へ
て
完
了
し
た
の
で
は
な
い
。
律
蔵
に

対
す
る
研
究
と
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
課
題
は
、
そ
の

他
多
食
あ
る
の
で
あ
る
。
今
後
、
そ
れ
ら
は
、
本
書
に
続
い
て
、
さ
ら
に

著
者
を
含
め
た
多
く
の
研
究
者
に
よ
っ
て
解
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
”

し
か
し
、
と
も
か
く
、
本
書
は
、
そ
れ
ら
の
課
題
の
一
部
分
を
解
明
し
、

そ
の
役
割
を
立
派
に
は
た
し
た
の
で
あ
る
。
特
に
、
本
書
は
、
歴
史
上
に

お
い
て
、
佛
教
が
実
践
せ
ら
れ
生
か
さ
れ
て
き
た
一
つ
の
態
と
し
て
の
原

始
佛
教
サ
ン
ガ
を
、
教
理
面
か
ら
で
は
な
し
に
、
実
践
而
よ
り
解
明
す
る

こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
サ
ン
ガ
の
特
質
と
し
て
の
『
平

等
』
と
『
平
和
』
の
あ
り
方
を
明
確
に
論
証
し
た
と
い
う
こ
と
に
お
い
て

そ
の
目
的
は
一
応
達
成
せ
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
私
の
よ
う
な
律
蔵

音
痴
に
と
っ
て
、
神
に
関
す
る
術
研
（
特
に
棋
訳
語
）
は
少
し
く
わ
ず
ら

わ
し
く
理
解
の
さ
ま
た
げ
と
な
っ
た
が
、
し
か
し
、
原
語
に
対
す
る
言
語

学
的
文
峨
学
的
検
討
が
怠
り
な
く
な
さ
れ
て
い
る
の
で
、
理
解
の
上
で
随

分
と
助
け
に
な
っ
た
。
神
職
に
関
す
る
専
門
的
な
批
評
は
、
到
底
私
の
及

ば
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
た
だ
、
上
来
の
拙
文
で
明
ら
、
か
な
如
く
、
私
に

と
っ
て
は
、
戒
（
“
。
②
）
の
明
確
な
意
味
、
サ
ン
ガ
の
目
的
が
「
平
和
』
の

一
語
に
尽
き
る
こ
と
、
慨
悔
の
目
的
が
一
↓
自
浄
其
意
』
で
あ
る
こ
と
、
な

ど
を
改
た
め
て
教
え
ら
れ
た
こ
と
は
大
き
な
収
權
で
あ
つ
・
た
。
欲
を
云
え

ぱ
ぃ
律
蔵
に
お
け
る
律
の
成
立
過
程
へ
の
討
究
に
よ
っ
て
、
サ
ン
ガ
が
、

当
時
の
社
会
に
如
何
な
る
影
響
を
与
え
、
同
時
に
、
如
何
な
る
影
響
を
与

え
ら
れ
て
い
た
か
と
い
う
社
会
的
な
影
響
而
を
、
も
う
少
し
具
体
的
に
明

確
に
し
て
戴
き
た
か
っ
た
。
思
う
に
、
律
蔵
の
研
究
に
よ
っ
て
、
現
に
実

践
せ
ら
れ
て
い
た
サ
ン
ガ
の
内
容
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
も
と

よ
り
大
切
な
こ
と
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
、
サ
ン
ガ
の
実
践
而
が
、
社
会
に

与
え
て
い
た
影
響
や
、
社
会
が
サ
ン
ガ
に
与
え
て
い
た
影
響
を
解
明
す
る

必
要
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
、
律
版
の
研
究
に
よ
っ
て
こ
そ
な
さ

れ
得
る
大
き
な
課
題
で
は
な
か
ろ
う
か
。

最
後
に
、
本
書
の
読
後
感
を
結
論
的
に
一
言
述
べ
れ
ば
、
本
書
に
よ
っ

て
解
明
さ
れ
た
如
く
、
原
始
佛
教
サ
ン
ガ
が
、
『
平
等
』
の
実
践
に
基
い

て
、
’
一
Ⅲ
平
和
・
一
の
実
現
を
理
想
と
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
佛
教
が
如

何
に
相
異
し
た
形
態
の
下
で
実
践
せ
ら
れ
て
い
よ
う
と
も
、
佛
教
で
あ
る

限
り
、
佛
教
の
根
本
的
な
あ
り
方
で
あ
ろ
う
。
著
者
の
言
葉
を
依
用
す
れ

ば
、
「
平
和
の
実
現
と
い
え
ば
、
平
凡
な
言
葉
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
大

乗
佛
教
の
浄
土
の
建
立
と
い
う
こ
と
も
、
皿
想
を
彼
岸
の
世
界
に
お
い
て

い
る
が
、
意
図
す
る
と
こ
ろ
は
同
じ
で
あ
ろ
う
」
（
二
九
五
頁
）
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。

（
昭
和
三
九
年
七
月
一
三
Ⅱ
春
秋
社
二
五
○
○
円
）
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