
書
評
・
紹
介

片
野
道
雄
著

イ
ン
ド
大
乗
佛
教
の
根
本
諭
典
の
一
つ
で
あ
る
無
著
の
『
摂
大
乗
論
』

は
多
く
の
研
究
者
の
研
究
対
象
と
な
り
、
幾
多
の
研
究
成
果
が
発
表
さ
れ

て
来
た
。
し
か
し
従
来
の
『
摂
大
乗
論
』
研
究
の
ほ
と
ん
ど
が
、
世
親
の

註
釈
を
中
心
に
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
無
性
の
註
釈
に
対
す
る
研
究
は
あ

ま
り
な
さ
れ
て
い
た
と
は
言
え
な
い
。
近
年
の
唯
識
学
研
究
は
所
謂
法
相

唯
識
学
と
は
異
っ
た
学
風
を
持
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
世
親
・
安
慧
等

の
唯
識
学
の
研
究
が
中
心
で
あ
っ
た
。
無
性
は
い
ま
ま
で
陳
那
と
護
法
を

結
ぶ
学
系
に
属
す
る
論
師
と
考
え
ら
れ
て
来
た
。
し
か
し
近
ご
ろ
故
長
沢

実
導
氏
や
、
島
津
現
淳
、
片
野
道
雄
、
誇
谷
憲
昭
氏
等
に
よ
っ
て
、
無
性

を
護
法
唯
識
の
先
駆
的
に
位
置
づ
け
る
こ
と
に
疑
義
が
さ
し
は
さ
ま
れ
、

無
性
の
唯
識
思
想
は
む
し
ろ
安
慧
に
近
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
論
証
さ
れ

つ
つ
あ
る
。
無
性
に
は
『
摂
大
乗
論
』
の
註
釈
の
ほ
か
に
、
『
大
乗
荘
厳

経
論
』
の
註
釈
も
チ
ベ
ッ
ト
大
蔵
経
に
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
し

厨
郷
端
鎧
唯
識
思
想
の
研
究

ｌ
無
性
造
「
摂
大
乗
論
註
」
所
知
相
章
の
解
読
‐
ｌ
』

武
内
紹
晃

て
も
『
荘
厳
経
論
』
の
解
読
に
は
安
慧
の
註
釈
が
依
用
さ
れ
る
こ
と
が
多

く
て
、
無
性
註
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
比
較
的
少
い
。
そ
こ
で
『
摂
大
乗

論
』
や
『
大
乗
荘
厳
経
論
』
の
註
釈
に
よ
る
無
性
の
唯
識
学
研
究
は
イ
ン

ド
唯
識
の
な
お
残
さ
れ
て
い
る
分
野
と
も
言
え
よ
う
。

こ
の
た
び
出
版
さ
れ
た
片
野
道
雄
著
『
イ
ン
ド
佛
教
に
お
け
る
唯
識
思

想
の
研
究
』
は
『
摂
大
乗
論
』
の
教
学
的
基
盤
で
あ
る
三
性
説
の
論
述
を

中
心
と
し
た
第
二
章
所
知
相
分
の
無
性
註
の
解
読
研
究
で
あ
る
。
無
性
の

唯
識
学
研
究
の
基
礎
と
し
て
こ
の
公
刊
を
心
か
ら
喜
ぶ
も
の
で
あ
る
。

本
書
は
そ
の
副
題
が
示
す
よ
う
に
『
摂
大
乗
論
』
無
性
註
の
和
訳
と
、

そ
の
註
記
が
本
文
で
あ
る
が
、
そ
の
前
に
四
○
頁
の
序
言
が
つ
け
ら
れ
て

い
る
。そ

の
一
「
摂
大
乗
諭
研
究
の
ピ
ブ
リ
ォ
グ
ラ
フ
ィ
」
に
お
い
て
は
、
『
摂

大
乗
論
』
及
び
そ
の
註
釈
の
テ
キ
ス
ト
と
、
そ
れ
等
に
対
す
る
主
だ
っ
た

文
献
的
研
究
の
成
果
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

二
「
摂
大
乗
諭
第
二
章
所
知
相
及
び
そ
れ
の
無
性
註
に
つ
い
て
」
に

お
い
て
『
摂
大
乗
論
』
に
お
け
る
所
知
相
分
の
重
要
性
と
、
チ
ベ
ッ
ト
訳

の
価
値
等
に
つ
い
て
述
べ
、
終
り
に
所
知
相
分
の
科
文
が
示
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
科
文
は
本
書
本
文
の
目
次
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
翻

訳
者
の
テ
キ
ス
ト
に
対
す
る
理
解
を
示
す
も
の
で
重
要
で
あ
る
と
共
に
、

訳
者
の
苦
心
の
作
と
思
わ
れ
る
。
筆
者
も
註
記
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
、
か
っ
て
「
所
知
相
分
の
組
識
」
を
公
に
し
た
が
、
大
要
は
こ
の
科
文

に
同
意
す
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
最
後
の
五
（
十
一
頁
四
行
目
）
の
内
容

二二
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に
つ
い
て
は
『
印
度
学
佛
教
学
研
究
』
一
○
’
一
（
昭
、
三
七
、
一
○
）

所
載
の
拙
稿
も
参
照
し
て
も
ら
い
た
い
。

三
の
「
無
性
の
学
流
及
び
年
代
考
」
の
う
ち
「
学
流
」
が
こ
の
序
言
の

量
的
に
も
中
心
に
な
っ
て
い
る
。
著
者
は
既
に
無
性
の
学
流
に
関
係
す
る

も
の
と
し
て
、
次
の
三
つ
の
論
稿
を
発
表
し
て
い
る
。

㈲
「
無
性
の
学
流
に
つ
い
て
」
『
佛
教
学
セ
ミ
ナ
ー
』
十
八
、
（
昭
、

四
八
）

㈲
「
無
性
の
唯
記
識
（
そ
れ
の
み
・
二
・
種
々
）
解
釈
ｌ
チ
、
ヘ
ッ
ト

訳
を
テ
キ
ス
ト
と
し
て
ｌ
『
印
佛
研
』
二
二
’
二
（
昭
、
四
九
）

㈲
「
菩
薩
行
と
し
て
の
業
」
ｌ
摂
大
乗
諭
無
性
註
第
二
章
第
三
十
四

節
解
読
ｌ
『
佛
教
学
セ
ミ
ナ
ー
』
二
○
（
昭
、
四
九
）

本
書
の
「
無
性
の
学
流
」
は
そ
の
は
じ
め
の
二
つ
を
中
心
に
増
広
さ
れ

た
も
の
で
あ
っ
て
、
六
つ
の
論
点
を
摘
出
し
て
無
性
の
学
流
を
論
じ
て
い

つ
（
》
Ｏ

第
一
点
は
「
唯
心
」
の
解
釈
に
お
い
て
、
そ
の
「
心
」
に
心
所
を
ふ
く

む
か
ど
う
か
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
し
て
、
『
成
唯
識
論
」
が
有

相
的
な
立
場
か
ら
心
心
所
別
体
説
を
取
る
の
に
対
し
て
、
無
性
は
安
慧
と

同
じ
考
え
方
に
立
っ
て
、
「
唯
心
」
の
心
は
心
所
を
含
ん
で
い
る
こ
と
を

『
摂
大
乗
論
』
の
無
性
註
へ
『
荘
厳
経
論
』
の
無
性
註
、
安
慧
註
を
比
較

引
用
し
て
論
証
し
て
い
る
。

第
二
に
は
－
１
自
証
」
の
語
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
玄
英
訳
無
性
註
に
「
所

取
能
取
及
自
証
分
、
名
為
一
一
三
相
一
」
（
本
書
十
八
頁
）
と
あ
る
こ
と
か
ら
、

従
来
無
性
は
陳
那
の
三
分
説
を
う
け
て
、
護
法
の
四
分
説
の
先
駆
を
な
す

と
考
え
ら
れ
て
来
た
が
、
こ
の
玄
美
訳
に
相
当
す
る
チ
。
ヘ
ッ
ト
訳
で
は

「
自
証
」
〈
Ｈ
自
四
】
‐
侭
〉
の
語
は
あ
っ
て
も
「
自
証
分
」
に
相
当
す
る
訳

語
は
見
当
ら
ず
、
「
自
証
分
」
の
漢
訳
は
玄
檗
が
有
相
的
な
立
場
か
ら
補

っ
た
も
の
で
あ
る
と
結
論
づ
け
、
こ
れ
だ
け
で
は
無
性
が
三
分
説
を
取
っ

た
と
言
え
な
い
こ
と
を
示
す
と
共
に
、
中
観
学
派
か
ら
の
論
破
の
対
象
の

一
つ
に
な
る
「
自
証
」
の
用
法
に
つ
い
て
可
安
慧
と
無
性
が
類
似
し
て
い

る
こ
と
を
前
項
と
同
様
の
方
法
に
よ
っ
て
示
し
て
い
る
。

第
三
に
相
分
、
見
分
を
依
他
起
性
の
領
域
で
述
べ
る
か
、
遍
計
所
執
性

の
領
域
で
述
べ
る
か
に
つ
い
て
、
『
成
唯
識
論
』
に
見
ら
れ
る
誰
法
説
で

は
相
見
二
分
を
依
他
起
的
な
領
域
で
展
開
す
る
の
に
対
し
て
、
無
性
は
依

他
起
性
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
遍
計
所
執
性
と
し
て
も
扱

わ
れ
て
い
る
こ
と
を
文
証
を
あ
げ
て
示
し
、
無
性
が
思
想
史
的
に
謹
法
と

傾
向
を
異
に
し
て
い
た
こ
と
を
述
べ
る
。

第
四
に
「
能
遍
計
」
に
つ
い
て
『
成
唯
識
論
』
巻
八
に
「
有
義
八
識
及

諸
心
心
所
有
渦
摂
者
皆
能
遍
計
」
と
い
い
、
「
有
義
第
六
、
第
七
心
品
執

我
法
者
是
能
遍
計
」
と
あ
る
も
の
を
前
者
は
安
慧
等
の
説
、
後
者
は
護
法

等
の
説
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
無
性
は
「
意
識
の
上
に
八
識
及
び
諸
心
心

所
を
集
約
せ
し
め
て
、
能
遍
計
、
所
遍
計
に
よ
る
遍
計
所
執
的
世
界
を
語

ろ
う
と
す
る
も
の
」
で
後
者
の
護
法
等
の
説
と
い
わ
れ
る
も
の
と
は
異
る

こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

第
五
は
第
三
章
入
所
知
相
分
に
あ
る
蛇
縄
四
塵
の
響
嶮
を
取
り
上
げ
て

い
る
。
こ
の
譽
嚥
は
慈
恩
の
『
義
林
章
』
に
な
る
と
「
蛇
縄
麻
」
の
職
と

し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
三
性
に
配
当
さ
れ
法
相
唯
識
の
特
色
を
示
す
よ
う
に
な

る
。
し
か
し
無
性
註
は
こ
の
よ
う
な
有
相
唯
識
的
な
立
場
で
は
な
く
て
、

『
摂
大
乗
論
』
本
来
の
唯
識
悟
入
に
お
け
る
入
無
相
方
便
の
道
程
を
こ
の
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譽
嚥
に
よ
っ
て
示
す
の
で
あ
っ
て
、
『
義
林
章
』
に
見
る
よ
う
な
三
性
の

概
念
を
こ
の
臂
嶮
に
配
分
し
て
い
く
よ
う
な
仕
方
で
は
な
い
こ
と
を
文
証

を
あ
げ
て
論
証
し
て
い
る
。

最
後
の
第
六
は
所
知
依
分
に
述
鶴
へ
る
ア
ー
ラ
ャ
の
三
種
義
と
、
ア
ー
ラ

ャ
識
の
三
相
に
対
す
る
チ
ベ
ッ
ト
訳
無
性
註
を
あ
げ
て
、
そ
の
内
容
が

『
中
辺
分
別
論
』
な
ど
の
唯
識
説
の
伝
統
的
解
釈
に
よ
る
こ
と
を
示
し
、

ま
た
『
荘
厳
経
論
』
の
無
性
註
の
帰
敬
偶
と
、
安
慧
註
の
帰
敬
偶
と
が
ほ

と
ん
ど
一
致
す
る
こ
と
な
ど
が
注
意
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
等
の
六
つ
の
点
を
中
心
に
無
性
の
唯
識
説
が
護
法
説
と
い
わ
れ
る

唯
識
説
と
は
異
な
り
、
む
し
ろ
安
慧
の
考
え
方
に
近
い
こ
と
を
示
し
て
、

従
来
無
性
を
有
相
唯
識
派
の
学
匠
と
し
て
考
え
て
来
た
こ
と
に
疑
義
を
提

起
し
て
い
る
。

以
上
の
所
説
に
よ
っ
て
、
無
性
と
安
慧
の
近
親
性
、
及
び
無
性
の
教
学

が
『
成
唯
識
論
』
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
護
法
の
教
学
の
先
駆
的
な
位
置
づ

け
（
法
相
宗
で
依
用
す
る
『
摂
大
乗
論
釈
』
は
無
性
註
が
多
い
）
を
さ
れ

て
来
た
の
に
対
し
て
、
そ
の
学
風
の
相
違
を
近
年
の
学
者
の
研
究
を
も
ふ

ま
え
て
明
確
に
さ
れ
た
こ
と
は
、
無
性
唯
識
学
の
研
究
に
一
つ
の
段
階
を

作
ら
れ
た
成
果
で
あ
る
と
思
う
。

し
か
し
そ
の
な
か
で
特
に
二
、
と
五
、
に
お
い
て
陳
那
の
教
学
の
取
扱

い
に
つ
い
て
問
題
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
◆
陳
那
の
教
学
も
従
来
無
性

教
学
と
同
様
に
玄
英
訳
を
通
し
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
常
で
あ
っ
た
が
、

し
か
し
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
原
典
や
、
チ
ベ
ッ
ト
訳
に
よ
っ
て
陳
那
に
対
す

る
従
来
の
考
え
方
が
必
ず
し
も
正
し
い
と
は
言
え
な
い
こ
と
が
、
山
口
益

博
士
を
は
じ
め
諸
学
者
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
。
第
二
の
「
自
証
」
に

つ
い
て
『
集
量
論
』
の
三
分
の
偶
は
『
成
唯
識
論
」
に
言
う
三
分
説
の
自
証

分
を
指
す
と
も
直
ち
に
言
え
な
い
し
、
ま
た
陳
那
が
所
謂
三
分
説
を
説
い

た
か
ど
う
か
も
山
口
、
武
邑
博
士
等
の
研
究
に
よ
れ
ば
疑
問
で
あ
る
と
云

わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
第
五
の
「
蛇
繩
麻
」
の
警
嶮
の
所
述
の
な
か
で
、

『
摂
大
乗
論
』
無
性
註
に
陳
那
の
『
掌
中
論
」
の
偶
が
引
用
さ
れ
て
い
る
こ

と
に
つ
い
て
、
「
偶
頌
の
内
容
か
ら
彼
特
有
の
思
想
は
窺
わ
れ
な
く
、
ま
た

安
慧
に
お
い
て
も
陳
那
の
文
が
引
用
さ
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
陳

那
か
ら
無
性
へ
の
系
譜
を
決
定
づ
け
る
根
拠
と
は
な
ら
な
い
」
と
云
う
が
、

陳
那
の
「
掌
中
論
」
は
『
義
林
章
』
の
蛇
縄
麻
の
髻
嚥
の
取
扱
い
方
の
よ

う
な
考
え
方
は
見
ら
れ
な
い
で
、
三
性
の
名
を
あ
ま
り
用
い
な
い
で
、
唯

識
修
道
に
お
け
る
入
無
相
方
便
の
道
程
を
蛇
縄
支
分
に
よ
っ
て
職
説
す
る

の
で
あ
る
。
こ
れ
等
の
と
こ
ろ
か
ら
見
れ
ば
著
者
は
陳
那
を
既
定
概
念
で

と
ら
え
て
、
無
性
と
の
系
譜
を
切
ろ
う
と
す
る
意
企
が
窺
え
る
が
、
無
性

を
考
え
る
と
同
様
に
陳
那
を
考
え
る
な
ら
ば
、
有
相
、
無
相
の
伝
承
そ
の

も
の
に
及
ぶ
、
イ
ン
ド
唯
識
思
想
史
の
根
本
的
な
問
題
に
及
ぶ
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。

最
後
に
「
無
性
の
年
代
考
」
と
し
て
、
従
来
の
無
性
の
年
代
を
陳
那
と

護
法
の
間
に
位
置
づ
け
る
こ
と
か
ら
考
え
ら
れ
て
来
た
の
に
対
し
、
そ
の

系
譜
に
疑
義
を
提
示
し
た
著
者
は
、
『
摂
大
乗
論
』
無
性
註
の
翻
訳
と
、

『
荘
厳
経
論
』
安
慧
註
等
と
の
関
係
か
ら
「
六
世
紀
後
半
か
ら
七
世
紀
は

じ
め
」
と
い
う
推
測
を
し
て
い
る
。

本
文
の
「
和
訳
及
び
註
解
」
に
つ
い
て
、
テ
キ
ス
ト
諸
本
の
綿
密
な
校
印



訂
の
上
で
、
基
本
テ
キ
ス
ト
の
箇
処
も
示
し
て
、
大
変
丁
寧
な
翻
訳
が
な

さ
れ
て
い
る
。
元
来
翻
訳
は
翻
訳
だ
け
で
意
味
が
通
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
し
か
し
原
本
に
忠
実
で
あ
れ
ば
あ
る
だ
け
翻
訳
だ
け
で
意
味
を
取
る

こ
と
が
困
難
に
な
る
こ
と
が
多
い
。
本
書
は
テ
キ
ス
ト
に
忠
実
に
、
し
か

も
翻
訳
吉
と
し
て
の
価
値
あ
ら
し
め
よ
う
と
す
る
非
常
な
努
力
が
払
わ
れ

て
い
る
。
最
近
数
多
く
出
版
さ
れ
て
い
る
佛
典
の
現
代
語
訳
に
比
べ
れ
ば

訳
語
の
か
た
さ
と
言
う
か
、
難
渋
な
点
は
否
定
出
来
な
い
が
、
こ
の
よ
う

な
専
門
研
究
書
と
し
て
は
や
む
を
得
な
い
も
の
と
し
て
、
著
者
の
努
力
に

敬
意
を
表
し
た
い
。

「
註
解
」
に
つ
い
て
は
各
部
と
も
は
じ
め
に
玄
英
訳
の
全
文
を
あ
げ
ら

れ
た
こ
と
は
非
常
に
読
者
に
便
宜
で
あ
る
。
註
の
内
容
は
テ
キ
ス
ト
の
校

訂
だ
け
で
は
な
く
、
典
拠
及
び
関
係
論
者
の
相
応
箇
処
を
こ
ま
か
く
引
用

説
明
し
て
い
る
こ
と
は
、
著
者
の
研
究
の
底
辺
の
広
さ
を
示
す
と
共
に
研

究
者
に
と
っ
て
誠
に
便
宜
で
あ
る
。

次
に
一
読
筆
者
の
気
づ
い
た
と
こ
ろ
を
若
干
述
べ
て
お
こ
う
。

日
、
十
一
識
に
つ
い
て
五
四
頁
か
ら
五
九
頁
に
亘
っ
て
非
常
に
詳
し
い

註
記
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
十
一
識
の
な
か
で
問
題
に
思
わ
れ
る
の

は
身
者
識
と
受
者
識
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
す
る
世
親
註
及
び
無
性
註
の
蔵

漢
訳
は
五
四
頁
に
示
さ
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
が
、
こ
の
三
つ
は
一
見
一

致
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。
こ
の
両
識
は
所
知
依
分
に
説
か
れ
る
マ
ナ

ス
と
の
関
係
に
お
い
て
も
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に

つ
い
て
真
諦
訳
『
顕
識
論
』
（
宇
井
伯
寿
「
印
度
哲
学
研
究
」
第
六
’
三
六

四
頁
三
’
四
行
）
で
は
．
有
身
識
二
受
者
識
、
合
名
一
一
意
根
二
本
染
汚

根
即
阿
陀
那
識
、
二
次
第
縁
意
根
体
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
阿
陀
那
識

は
末
那
識
の
異
名
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
か
わ
っ

た
と
こ
ろ
で
は
円
測
の
『
解
深
密
経
疏
』
（
続
蔵
三
四
’
一
’
四
、
三
七
三

左
）
に
「
若
依
二
無
性
一
眼
等
五
識
所
依
意
界
名
二
身
者
識
『
第
六
意
識
所
依

意
界
名
二
受
者
識
至
解
云
無
性
論
意
眼
等
五
識
所
依
意
界
即
是
頼
耶
名
二
身

者
識
『
第
六
意
識
所
依
意
界
即
是
末
那
名
一
一
受
者
識
聿
若
依
一
一
世
親
一
與
レ
此

相
翻
鋪
七
末
那
名
二
身
者
識
『
第
八
頼
耶
名
一
一
受
者
識
↓
故
彼
論
云
身
者
識

謂
二
染
汚
音
堂
受
者
識
謂
一
意
界
一
」
と
云
う
。
こ
の
円
測
の
解
釈
に
は
当

然
疑
義
が
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
諸
訳
、
諸
釈
が
一
致
し
て
い
な
い
点
が

あ
る
こ
と
を
、
詳
細
な
註
に
便
乗
し
て
書
き
加
え
て
お
く
。

目
、
合
己
〈
胃
昏
騨
〉
を
す
零
へ
て
「
外
境
」
と
訳
し
て
い
る
。
こ
れ
は
訳
者

が
訳
語
の
統
一
を
は
か
っ
た
も
の
と
思
う
が
、
胃
昏
騨
の
唯
識
諭
書
に
お

け
る
用
例
は
一
様
で
は
な
い
。
そ
れ
を
す
べ
て
「
外
境
」
に
統
一
し
た
こ

と
に
よ
っ
て
却
っ
て
原
意
が
取
り
難
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
例
え
ば
六
二
頁

。
○

一
六
行
目
「
過
失
の
自
体
の
外
境
と
す
る
記
識
の
分
」
、
一
三
九
頁
に
多
く

。
Ｏ

出
る
外
境
、
特
に
五
行
目
の
「
名
の
外
境
」
は
訳
語
の
ま
ま
で
原
意
を
考

え
る
こ
と
は
む
つ
か
し
い
。
こ
こ
は
「
物
体
」
、
「
も
の
が
ら
」
の
意
味
で

あ
っ
て
、
後
者
の
場
合
は
「
対
象
」
の
方
が
ま
だ
理
解
し
易
い
。
更
に
一

一
三
頁
の
三
行
目
「
外
境
な
る
記
識
」
は
胃
昏
Ｐ
‐
ぐ
昔
息
堂
の
訳
で
あ

る
が
、
こ
こ
は
所
知
相
分
で
も
重
要
な
箇
処
の
一
つ
で
あ
っ
て
、
こ
の

沙
Ｈ
目
色
‐
ご
笥
昌
〕
武
は
相
〈
昌
冒
芹
国
〉
見
〈
§
Ｈ
Ｅ
］
〕
四
〉
に
対
し
て
そ
の
基

底
的
な
意
味
を
も
ち
、
序
言
の
③
の
三
分
に
も
内
容
的
に
つ
な
が
る
と
こ

ろ
で
、
こ
れ
を
「
外
境
な
る
記
識
」
と
訳
し
た
の
で
は
そ
の
意
味
が
稀
薄

に
な
る
よ
う
に
思
う
が
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

㈲
、
八
一
頁
八
行
目
及
び
十
行
目
に
チ
。
ヘ
ッ
ト
訳
で
９
８
‐
冒
弓
．
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８
も
ご
ロ
霊
や
ら
を
と
も
に
「
所
作
」
と
訳
し
て
い
る
。
耳
⑦
（
］
‐
冒

は
一
般
に
鬮
国
口
四
）
園
国
冨
の
翻
訳
語
で
あ
っ
て
、
「
所
作
」
よ
り

は
著
者
が
こ
の
箇
処
の
註
（
八
一
頁
⑬
）
に
引
用
す
る
長
沢
氏
の
訳
語
の

よ
う
に
「
作
用
」
で
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
同
じ
ｇ
ｏ
〔
一
‐
宮
．
に
冨
昌
冒
四

と
冑
ご
脚
の
梵
語
が
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
併
せ
て
そ
の
意
企
を
註

記
し
て
頂
け
ば
よ
か
っ
た
と
思
う
。

㈲
、
そ
の
ほ
か
で
は
「
習
気
の
種
子
」
と
い
う
訳
語
が
一
三
三
、
一
三

四
、
一
三
六
頁
に
あ
る
が
、
チ
ベ
ッ
ト
訳
で
冨
叩
ｏ
冨
照
ご
』
２
‐
宮
口

で
あ
る
。
一
二
三
頁
五
行
目
そ
の
他
で
は
「
重
習
の
種
子
」
と
訳
し
て
い

る
の
に
わ
ざ
わ
ざ
こ
の
筒
処
は
「
習
気
」
と
訳
し
た
の
は
ど
の
よ
う
な
意

企
か
ら
な
の
か
。
そ
の
ほ
か
に
も
若
干
訳
語
に
疑
問
を
感
ず
る
も
の
が
あ

る
が
、
紙
数
の
都
合
で
省
略
す
る
。

四

以
上
早
速
に
通
読
し
て
読
了
所
感
を
申
し
述
べ
た
ま
で
で
、
著
者
の
意

と
す
る
と
こ
ろ
を
汲
み
得
な
か
っ
た
こ
と
が
多
い
か
も
知
れ
な
い
し
、
ま

た
つ
け
加
え
た
筆
者
の
感
想
も
、
著
者
の
労
作
の
真
意
を
汲
み
取
り
得
な

か
っ
た
結
果
で
あ
れ
ば
御
許
し
頂
き
た
い
・

こ
の
書
が
今
後
の
無
性
更
に
陳
那
の
教
学
の
研
究
へ
の
大
き
な
礎
石
と

な
る
こ
と
を
信
じ
、
ま
た
山
口
博
士
の
「
序
」
に
あ
る
よ
う
に
残
さ
れ
た

各
章
に
つ
い
て
の
成
果
発
表
を
期
待
し
な
が
ら
、
広
く
学
界
に
推
薦
す
る
。

（
昭
和
五
十
年
十
月
一
日
、
文
栄
堂
、
Ａ
５
版
二
七
五
頁
、
四
、
○
○
○
円
）
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