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こ
と
ば
の
意
味
に
関
す
る
考
察
は
、
古
典
イ
ン
ド
に
お
い
て
、
諸
学
派
に
共
通
の
課
題
で
あ
っ
た
。
単
語
（
冨
魯
）
の
表
示
対
象
は
な

に
か
、
文
章
（
く
葬
饗
）
は
な
に
を
表
わ
す
か
、
単
語
の
意
味
と
文
章
の
意
味
と
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
か
等
の
問
題
に
つ
い
て
、
さ

ま
ざ
ま
な
学
説
が
立
て
ら
れ
、
学
派
間
の
論
争
も
行
な
わ
れ
た
。
ミ
ー
マ
ー
ン
サ
ー
学
派
の
祭
式
哲
学
に
お
い
て
も
、
こ
と
ば
は
重
要
な

考
察
の
主
題
と
さ
れ
、
こ
と
ば
の
意
味
に
つ
い
て
独
特
の
学
説
が
樹
立
さ
れ
た
。

　
ミ
ー
マ
ー
ン
サ
ー
学
派
に
と
っ
て
、
こ
と
ば
と
は
ヴ
ェ
ー
ダ
聖
典
の
教
令
（
o
o
号
鼠
）
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
学
派
の
根
本
経
典
で

あ
る
『
ミ
ー
マ
ー
ン
サ
ー
・
ス
ー
ト
ラ
』
（
竃
冒
鋤
ぢ
吻
倒
・
巴
ぎ
略
号
竃
ω
）
の
冒
頭
に
は
、
「
ダ
ル
マ
（
餌
冨
§
鋤
）
の
探
求
」
が
ミ
ー
マ
ー
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

サ
ー
学
で
あ
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
、
ダ
ル
マ
と
は
「
〔
ヴ
ェ
ー
ダ
聖
典
の
〕
教
令
を
徴
表
と
す
る
有
用
な
こ
と
が
ら
で
あ
る
」
と
述
べ
ら

れ
て
い
る
。
教
令
と
は
、
「
天
界
〔
に
生
れ
る
こ
と
〕
を
望
む
者
は
祭
祀
を
行
な
う
べ
し
」
（
。
・
〈
母
α
q
餌
額
ヨ
。
岩
㎞
9
p
）
な
ど
と
い
う
よ
う
に
、

祭
紀
の
実
行
を
命
ず
る
こ
と
ば
で
、
そ
の
教
令
に
表
わ
さ
れ
て
い
る
「
有
用
な
こ
と
が
ら
し
（
母
ひ
9
）
が
ダ
ル
マ
で
あ
る
。
「
有
用
な
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

が
ら
」
と
い
う
の
は
、
人
に
生
天
な
ど
の
至
福
・
繁
栄
を
も
た
ら
す
こ
と
が
ら
で
、
そ
れ
は
祭
祀
の
実
行
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、

ダ
ル
マ
は
教
令
を
そ
の
徴
表
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
認
識
す
る
た
め
に
は
、
現
存
在
す
る
も
の
の
み
を
対
象
と
す
る
知
覚

や
、
知
覚
に
基
づ
く
推
理
等
は
効
力
を
も
た
ず
、
ヴ
ェ
…
ダ
聖
典
の
み
が
認
識
手
段
と
な
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
と
ば
と
対
象
と
の
間
に

は
本
有
的
な
（
霊
ε
欝
江
冨
）
結
合
関
係
が
あ
る
の
で
、
聖
典
の
こ
と
ば
は
知
覚
等
が
及
ば
な
い
対
象
に
つ
い
て
も
正
し
い
と
考
え
ら
れ
る



　
　
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
ヴ
ェ
ー
ダ
の
教
令
、
す
な
わ
ち
こ
と
ぽ
に
つ
い
て
の
考
察
は
ミ
ー
マ
ー
ソ
サ
ー
学
の
中
心
を
な
す
。

　
　
　
ζ
ω
に
対
す
る
シ
ャ
バ
ラ
ス
ヴ
ァ
ー
ミ
ソ
（
ω
隅
び
p
B
o
・
〈
㎝
ヨ
『
℃
o
p
’
α
O
o
）
の
註
解
書
論
冒
倒
ぢ
。
。
鋤
・
ぴ
冨
超
p
。
ま
た
は
諭
訂
屋
げ
冨
超
Q
（
略

　
　
　
へ

　
　
号
ω
b
σ
げ
）
に
は
、
寓
ρ
ピ
H
．
窄
㎝
の
下
に
、
あ
る
く
同
窪
冨
鑓
（
註
作
者
）
の
文
が
引
用
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
文
中
に
は
、
語
の
本
質
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
　
語
の
表
示
対
象
、
語
と
表
示
対
象
の
関
係
に
つ
い
て
の
詳
し
い
論
述
が
見
ら
れ
る
。
そ
こ
で
問
題
に
さ
れ
て
い
る
の
は
単
語
で
あ
っ
て
文

　
　
章
で
は
な
い
。
＜
嘗
け
弾
理
p
は
く
σ
q
①
魯
〉
と
い
う
語
を
例
に
し
て
、
語
と
は
一
定
数
の
字
音
（
鼻
招
ヨ
）
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
、
語
の
表

　
　
示
対
象
は
個
物
（
〈
旦
含
）
で
は
な
く
、
種
（
一
豊
）
の
徴
表
と
し
て
の
形
相
（
鐸
琶
）
で
あ
る
こ
と
、
語
と
表
示
対
象
の
関
係
は
本
有
的

　
　
な
も
の
（
霞
ε
p
窪
冨
）
で
あ
っ
て
、
協
約
に
も
と
ず
く
便
宜
的
な
も
の
（
劉
鳶
m
再
訂
）
で
は
な
い
こ
と
を
説
い
て
い
る
。
語
に
関
す
る
こ

　
　
の
よ
う
な
考
察
は
「
ダ
ル
マ
の
探
究
」
と
必
然
的
な
関
係
を
も
つ
も
の
で
は
な
く
、
他
派
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
た
問
題
を
く
嘗
一
士
冨

　
　
が
ミ
ー
マ
ー
ン
サ
ー
学
の
中
に
取
り
入
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
こ
と
は
彼
が
自
ら
の
見
解
を
文
法
学
派
等
の
所
論
に
対
す
る
批
判
と

　
　
い
う
か
た
ち
で
論
述
し
て
い
る
点
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）
　
、

　
　
　
ク
マ
ー
リ
ラ
・
バ
ッ
タ
（
型
置
ヨ
豊
げ
霧
§
ρ
8
’
①
o
o
尚
O
O
艶
U
・
）
は
。
り
じ
。
ぴ
に
対
す
る
註
釈
と
し
て
浩
溝
な
三
部
作
を
著
し
、
ω
じ
口
び

　
　
の
聖
典
解
釈
学
を
進
展
さ
せ
る
と
共
に
、
ミ
ー
マ
ー
ン
サ
ー
学
派
の
哲
学
的
立
場
の
確
立
に
著
し
く
貢
献
し
た
。
彼
の
『
シ
ュ
ロ
ー
カ
・

　
　
ヴ
ァ
ー
ル
テ
ィ
カ
』
珍
。
冨
藁
葺
凶
ざ
は
器
7
H
●
μ
」
山
“
。
（
↓
註
＾
琶
＆
m
）
の
評
釈
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
彼
の
当
時
の
学
界
に
お
い
て

　
　
論
ぜ
ら
れ
て
い
た
哲
学
的
諸
問
題
に
つ
い
て
の
詳
密
な
検
討
を
通
し
て
、
彼
の
哲
学
思
想
が
表
明
さ
れ
て
い
る
。
彼
は
ミ
ー
マ
ー
ソ
サ
ー

　
　
学
派
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
課
題
が
、
ヴ
ェ
ー
ダ
聖
典
の
絶
対
的
信
愚
性
、
永
遠
性
の
確
立
に
あ
る
こ
と
を
明
瞭
に
意
識
し
、
＜
噌
薮
冨
謎

　
　
に
よ
っ
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
語
の
本
質
等
の
問
題
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
を
ヴ
ェ
ー
ダ
の
永
遠
性
と
関
連
づ
け
て
論
じ
て
い
る
。
た
だ
し
ヴ

　
　
ェ
ー
ダ
の
教
令
は
そ
こ
で
主
題
と
さ
れ
て
い
る
単
語
で
は
な
く
、
文
章
で
あ
る
か
ら
、
ヴ
ェ
ー
ダ
の
永
遠
性
を
立
証
す
る
た
め
に
は
、
文

　
　
章
と
そ
の
意
味
に
つ
い
て
考
察
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ク
マ
！
リ
ラ
は
窪
く
の
文
章
論
の
章
く
罫
愚
象
一
訂
琶
巷
に
お
い
て
、

01

@
文
章
に
つ
い
て
詳
論
を
展
開
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

12　
　
　
　
　
　
ク
マ
ー
リ
ラ
の
く
餌
ξ
理
子
9
（
文
章
の
意
味
）
論
－
序
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
一
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二
〇
ニ

　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
ω
く
u
＜
三
二
象
涛
僧
冨
醤
は
ω
b
d
ゲ
践
ζ
ρ
炉
H
．
卜
。
偶
山
①
に
対
す
る
評
釈
で
あ
る
。
こ
れ
に
先
行
す
る
寓
ω
、
H
．
H
。
①
心
ω
に
は
、
こ
と

ば
の
永
遠
性
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
問
題
に
な
っ
て
い
る
こ
と
ぽ
は
、
ヴ
ェ
ー
ダ
の
教
令
で
は
な
く
、
音
声
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
先

ず
、
語
は
人
間
の
意
志
的
努
力
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
発
声
の
直
後
に
消
滅
す
る
こ
と
が
経
験
的
に
知
ら
れ
る
か
ら
、

語
は
永
遠
性
を
も
た
な
い
、
と
い
う
主
張
が
掲
げ
ら
れ
、
こ
れ
を
斥
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
語
は
恒
存
す
る
と
い
う
ミ
ー
マ
ー
ン
サ
ー
学

派
の
定
説
が
確
立
さ
れ
る
。
題
す
な
わ
ち
音
声
は
、
虚
空
（
愚
智
鐙
）
の
属
性
と
し
て
恒
存
し
て
い
る
が
、
常
に
は
聞
か
れ
る
こ
と
な
く
、

そ
れ
が
人
間
の
意
志
的
努
力
に
よ
っ
て
開
顕
（
悪
習
く
饗
窪
）
さ
れ
た
と
き
に
の
み
聴
覚
器
官
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
る
、
と
い
う
の
が
そ
の

定
説
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
文
法
学
派
お
よ
び
ヴ
ァ
イ
シ
ェ
ー
シ
カ
学
派
の
学
説
の
影
響
の
も
と
に
形

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

成
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
文
法
学
派
は
、
消
滅
す
る
音
声
と
は
異
な
る
、
永
遠
性
を
も
っ
た
、
語
の
原
型
と
し
て
の
ス
ポ
三
献

（
。
・
喜
。
窟
）
を
想
定
し
、
そ
れ
が
音
声
に
よ
っ
て
開
顕
さ
れ
る
と
い
う
説
を
立
て
た
。
こ
の
説
に
基
づ
き
な
が
ら
ミ
ー
マ
ー
ソ
サ
ー
学
派
は
、

ス
ポ
ー
タ
説
を
斥
け
、
虚
空
の
属
性
で
あ
る
音
声
そ
の
も
の
が
永
遠
性
を
も
っ
た
語
で
あ
る
と
い
う
奇
異
な
学
説
を
こ
こ
に
展
開
す
る
。

そ
し
て
、
こ
の
永
遠
性
を
も
っ
た
語
の
開
顕
（
。
ぴ
ぼ
く
冠
窪
）
を
、
ヴ
ァ
イ
シ
ェ
ー
シ
カ
学
説
に
よ
っ
て
説
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
音
声
の
永
遠
性
が
立
証
さ
れ
て
も
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
ミ
ー
マ
ー
ン
サ
ー
学
派
が
主
題
と
す
る
ヴ
ェ
ー
ダ
の
絶
対
性
は
確

立
さ
れ
な
い
。
ζ
ρ
H
●
ド
。
山
。
。
は
窯
ω
の
原
形
が
成
っ
た
の
ち
に
附
舶
さ
れ
た
と
い
う
推
定
は
妥
当
な
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
言
ρ
＜
餅
ξ
緯
要
証
冨
鴬
（
H
．
μ
‘
b
。
†
・
。
①
）
の
は
じ
め
に
は
、
、
・
・
i
マ
ー
ソ
サ
ー
学
説
に
対
し
て
向
け
ら
れ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
反
論

が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
（
。
。
二
陣
鱒
魁
）
。
た
と
え
語
と
対
象
と
の
間
に
は
本
有
的
な
結
合
関
係
が
あ
る
（
鑑
ζ
ρ
炉
国
．
㎝
）
と
し
て
も
、
ヴ
ェ

ー
ダ
の
教
令
は
文
章
（
＆
ξ
脚
）
で
あ
っ
て
単
語
で
は
な
い
か
ら
、
そ
れ
に
よ
っ
て
知
覚
等
の
及
ば
な
い
対
象
を
認
識
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
、
と
い
う
の
が
そ
の
論
旨
で
あ
る
。
シ
ャ
バ
ラ
ス
ヴ
ァ
ー
ミ
ソ
は
こ
の
論
旨
に
沿
っ
た
幾
つ
か
の
議
論
を
紹
介
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で

は
次
の
二
点
の
指
摘
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。
ω
た
と
え
ぽ
、
。
σ
q
巳
ゲ
9
罠
恒
冒
ゴ
ξ
理
ω
話
「
σ
Q
効
姦
ヨ
島
（
天
国
を
望
む
者
は
ア
グ
ニ
ホ
…

ト
ラ
祭
を
行
な
う
べ
し
）
と
い
う
教
令
の
場
合
、
こ
の
文
章
を
構
成
す
る
三
語
の
い
ず
れ
の
一
つ
に
よ
っ
て
も
、
「
ア
グ
ニ
ホ
ー
ト
ラ
祭
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を
実
行
す
れ
ぽ
天
国
に
生
ま
れ
る
し
と
い
う
こ
と
は
理
解
さ
れ
な
い
。
理
解
が
生
ず
る
の
は
右
の
三
語
が
聞
か
れ
た
と
き
で
あ
る
。
そ
し

て
、
三
語
以
外
に
、
文
章
の
意
味
を
理
解
さ
せ
る
要
素
と
し
て
、
第
四
の
語
が
あ
る
の
で
も
な
く
、
ま
た
三
語
の
総
体
（
ω
§
山
留
巻
）
が

あ
る
の
で
も
な
い
。
個
≧
の
語
に
は
恒
常
的
な
対
象
が
あ
る
か
ら
、
個
≧
の
語
は
対
象
を
理
解
さ
せ
る
が
、
複
数
の
語
の
集
合
に
よ
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

表
わ
さ
れ
る
対
象
は
、
作
為
さ
れ
た
も
の
、
ま
た
は
錯
覚
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
恒
常
的
な
も
の
で
は
な
い
。
②
文
章
は
多
数
の
単
語

に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、
多
数
の
単
語
の
意
味
が
そ
の
ま
ま
文
章
の
意
味
な
の
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
ミ
！
マ
ー
ソ
サ
ー
学

派
が
認
め
て
い
る
よ
う
に
、
単
語
「
山
羊
」
が
表
示
す
る
の
は
ど
の
山
羊
に
も
共
通
す
る
山
羊
の
普
遍
で
あ
る
が
、
「
山
羊
を
祭
柱
に
繋

ぐ
べ
し
」
と
い
う
文
章
は
、
あ
る
一
頭
の
山
羊
を
繋
ぐ
こ
と
を
命
じ
て
い
る
。
単
語
が
表
示
す
る
普
遍
と
、
文
章
に
よ
っ
て
意
味
さ
れ
る

個
物
と
は
別
≧
の
も
の
で
あ
る
。
あ
る
単
語
に
よ
っ
て
、
そ
の
本
来
の
意
味
と
共
に
別
の
意
味
も
理
解
さ
れ
る
と
す
る
な
ら
ぽ
、
一
つ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

単
語
に
よ
っ
て
あ
ら
ゆ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
な
反
論
に
対
し
て
ミ
ー
マ
ー
ン
サ
ー
学
派
は
、
ω
個
別
的
に
意
味
を
表
示
す
る
単
語
は
、
文
章
中
に
お
い
て
は
、
作
用
を
意

味
す
る
語
と
共
に
用
い
ら
れ
る
、
②
文
章
の
意
味
は
単
語
の
意
味
を
原
因
と
し
て
理
解
さ
れ
る
、
と
い
う
応
答
を
与
え
て
い
る
（
ω
創
8
卜
。
㎝
）
。

シ
ャ
バ
ラ
ス
ヴ
ァ
ー
ミ
ソ
は
ω
に
つ
い
て
何
も
説
明
し
て
い
な
い
が
、
個
≧
の
単
語
に
よ
っ
て
表
示
さ
れ
た
意
味
は
、
文
章
の
主
要
素
で

あ
る
動
詞
が
表
わ
す
作
用
に
よ
っ
て
統
合
さ
れ
る
、
と
い
う
の
が
定
点
の
論
旨
と
解
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
②
に
つ
い
て
仏
じ
d
7
は
、

「
〔
文
章
を
構
成
し
て
い
る
〕
諸
単
語
は
、
そ
れ
ぞ
れ
自
ら
の
語
義
を
直
接
表
示
し
還
る
と
そ
の
機
能
を
停
止
す
る
。
さ
て
、
今
度
は
〔
単

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

語
の
直
接
表
示
機
能
に
よ
っ
て
〕
理
解
さ
れ
た
諸
単
語
の
意
味
が
文
章
の
意
味
を
理
解
さ
せ
る
」
と
記
し
、
文
章
に
は
単
語
の
意
味
と
は

異
な
る
意
味
を
表
示
す
る
能
力
（
塗
内
巳
が
あ
る
と
い
う
説
を
斥
け
て
い
る
。

　
文
章
の
意
味
（
岳
ξ
㎝
昌
冨
）
に
関
す
る
ク
マ
ー
リ
ラ
の
考
察
は
、
こ
の
二
点
を
め
ぐ
っ
て
行
な
わ
れ
る
。
彼
の
学
説
を
特
微
づ
け
る
の

は
、
ω
に
つ
い
て
は
げ
審
奉
愚
説
で
あ
り
、
②
に
つ
い
て
は
p
げ
窪
ゲ
劉
⇒
喬
饗
説
で
あ
る
。

　
ク
マ
ー
リ
ラ
と
相
前
後
し
て
脇
し
d
T
に
対
す
る
註
釈
『
ブ
リ
ハ
テ
ィ
ー
』
（
じ
σ
菩
呂
）
の
著
者
プ
ラ
バ
ー
カ
ラ
（
牢
自
。
げ
冨
冨
鑓
）
が
出
現
し

　
　
　
　
ク
マ
ー
リ
ラ
の
く
鐸
轟
昌
冨
（
文
章
の
意
味
）
論
－
序
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
三
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哲
学
研
究
　
第
五
百
五
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号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
四

た
が
、
両
者
は
さ
ま
ざ
ま
な
点
に
お
い
て
説
を
異
に
し
、
ミ
ー
マ
ー
ン
サ
ー
学
派
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
学
説
を
祖
述
す
る
バ
ッ
タ
派

（
し
u
冨
葦
）
と
プ
ラ
バ
ー
カ
ラ
派
（
勺
感
げ
冨
冨
琶
）
の
二
系
統
が
形
成
さ
れ
た
。
文
章
の
意
味
に
つ
い
て
も
両
派
に
は
見
解
の
栢
異
が
あ
り
、

ク
マ
ー
リ
ラ
の
導
響
窪
臨
界
に
対
し
て
は
プ
ラ
。
ハ
二
三
ラ
の
ロ
ぞ
。
鴨
説
が
、
バ
ッ
タ
派
の
鋤
げ
乞
窪
審
薯
畠
帥
説
に
対
し
て
は
プ
ラ
バ
ー

カ
ラ
派
の
£
。
薯
富
σ
課
象
習
鋤
説
が
対
置
さ
れ
る
。

　
〈
げ
早
く
き
鋤
〉
は
存
在
ま
た
は
生
成
を
意
味
す
る
動
詞
窪
9
の
使
役
活
用
語
幹
に
由
来
す
る
語
で
、
あ
ら
し
め
る
力
、
生
ぜ
し
め
る
力
を

意
味
す
る
。
。
。
く
m
超
鋤
冨
8
。
巻
㎞
・
雷
（
天
界
を
望
む
者
は
祭
祀
を
行
な
う
べ
し
）
と
い
う
ヴ
ェ
ー
ダ
の
教
令
は
、
祭
祀
の
実
行
を
命
じ
て
い

る
。
天
界
に
生
れ
る
こ
と
を
望
む
人
が
こ
の
教
令
を
聞
い
た
と
き
、
彼
に
は
予
予
を
行
な
う
こ
と
に
よ
っ
て
生
天
と
い
う
結
果
を
生
じ
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

せ
よ
う
と
い
う
心
が
起
る
。
こ
の
よ
う
な
、
何
事
か
を
生
じ
さ
せ
よ
う
と
す
る
力
、
あ
る
結
果
に
対
す
る
促
進
力
が
げ
冨
三
訂
で
あ
り
、

教
令
す
加
わ
ち
文
章
に
よ
っ
て
表
示
さ
れ
る
の
は
こ
の
げ
裁
毒
鼠
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
げ
冨
藍
鼠
説
の
基
本
的
な
趣
旨
で
あ
る
。
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

れ
は
文
中
の
命
令
を
表
わ
す
動
詞
の
語
尾
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
。
右
の
例
に
つ
い
て
言
え
ば
、
　
置
・
欝
（
祭
祀
を
行
な
う
べ
し
）
の
願
望

法
の
語
尾
ゐ
3
が
び
訂
く
き
鋤
を
示
す
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
げ
冨
奉
鼠
は
、
何
を
、
何
に
よ
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
方
法
で
生
ぜ
し
め

る
べ
き
か
を
示
す
諸
要
素
を
そ
の
成
立
の
要
件
と
し
て
お
り
、
文
中
の
他
の
語
は
そ
れ
ら
を
表
わ
し
て
い
る
と
解
せ
ら
れ
る
。
こ
う
し
て

文
中
の
諸
語
は
動
詞
に
よ
っ
て
統
合
さ
れ
、
一
つ
の
意
味
を
も
つ
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
ぴ
艶
事
鼠
の
概
念
は
ミ
ー
マ
ー
ン
サ
i
学
派
に
お
い
て
ク
マ
ー
リ
ラ
以
前
に
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
ク
マ
1
リ

ラ
は
、
ヴ
ェ
ー
ダ
の
教
令
に
あ
ら
わ
れ
る
置
」
げ
二
等
の
動
詞
に
限
ら
ず
、
動
詞
一
般
が
げ
団
奉
富
を
表
示
す
る
こ
と
を
論
証
し
て

び
冨
毒
叢
説
を
確
立
し
た
。
そ
し
て
彼
の
げ
冨
蕊
豪
華
は
〈
四
窪
蒙
鼠
舞
避
p
＞
説
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
こ
れ
は
「
直
接
表
示
さ

れ
た
も
の
（
9
げ
田
霧
9
）
〔
で
あ
る
単
語
の
意
味
〕
の
連
結
（
き
薫
醤
）
」
が
文
章
の
意
味
表
示
機
能
で
あ
る
と
い
う
説
で
あ
る
。
文
章
を
構

成
す
る
薫
辛
は
、
直
接
表
示
機
能
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
意
味
を
表
示
す
る
が
、
そ
れ
ら
の
個
別
的
な
意
味
は
相
互
に
期
待
す
る
関
係

（
魁
＆
ひ
評
ω
鋤
）
、
論
理
的
適
合
性
（
罵
。
σ
q
巻
蜀
）
、
相
互
の
近
接
性
（
。
・
ρ
。
ぢ
窪
目
巴
）
に
よ
っ
て
連
結
し
、
一
つ
に
統
合
さ
れ
た
文
章
の
意
味
を
間



接
表
示
す
る
、
と
い
う
の
が
そ
の
要
旨
で
あ
る
が
、
こ
の
説
が
先
引
の
脇
じ
d
T
の
一
節
に
基
い
て
立
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も

な
い
。
　
9
。
轟
轟
籔
薯
餌
巻
説
は
後
代
の
ミ
ー
マ
ー
ン
サ
ー
学
説
の
綱
要
書
に
お
い
て
、
し
ぼ
し
ば
プ
ラ
バ
ー
カ
ラ
派
の
碧
く
冨
ぴ
ぼ
爵
鋤
岳

説
、
す
な
わ
ち
、
文
章
中
の
単
語
は
個
別
的
な
意
味
表
示
機
能
を
も
た
ず
、
「
〔
他
の
単
語
の
意
味
と
〕
連
結
し
た
も
の
（
碧
く
冨
）
〔
で
あ

る
単
語
の
意
味
〕
の
直
接
表
示
（
帥
σ
霞
翻
倒
奉
）
」
が
文
章
の
意
味
表
示
機
能
で
あ
る
、
と
い
う
説
と
対
比
さ
れ
て
い
る
。

　
ク
マ
ー
リ
ラ
は
“
＜
”
＜
鋤
ξ
＆
馨
冨
鵠
据
》
葬
．
H
山
ド
O
。
。
σ
に
反
論
者
の
主
張
を
分
析
し
た
の
ち
、
そ
れ
へ
の
応
答
と
し
て
、
犀
■
嵩
O
鼠
以

下
に
お
い
て
文
章
の
構
造
・
意
味
に
つ
い
て
詳
論
を
展
開
し
、
ま
た
『
タ
ン
ト
ラ
・
ヴ
ァ
ー
ル
テ
ィ
カ
』
（
↓
m
葺
塁
倒
H
巳
冨
）
H
同
．
ド
H
に
は

精
密
な
理
論
に
よ
っ
て
げ
訂
養
鼠
説
を
確
立
し
て
い
る
。
本
論
に
は
こ
れ
ら
に
見
ら
れ
る
彼
の
く
群
愚
鋼
筆
（
文
章
の
意
味
）
論
に
つ
い

て
考
察
を
進
め
る
で
あ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
こ
の
項
　
了
）
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註

（
1
）
　
義
”
一
匿
μ
●
卜
σ
鱒
o
o
飢
餌
護
鋤
巴
論
騨
唱
。
．
H
ひ
。
島
ぴ
舞
ヨ
蝉
炉

　
　
　
へ

（
2
）
防
b
σ
｝
（
凌
げ
ド
図
巳
・
①
α
■
）
m
伍
蕊
狛
ピ
・
。
…
8
温
（
1
1
8
詠
冨
旨
）
登
司
超
器
ω
。
、
目
ひ
福
建
三
朔
重
三
叡
雲
霧
ω
窪
。
。
。
。
婁
遷
塁
『

　
自
ぼ
冒
H
鎮
二
一
蝕
B
p
。
『
Φ
・
O
｛
．
円
●
扇
屋
ロ
≦
瓢
冨
。
び
ミ
犠
W
ミ
，
凡
自
酌
Q
謡
謎
ミ
翫
蹄
8
時
謡
肉
、
詠
Q
醤
蝦
馬
蕎
跨
驚
ミ
・
馬
魯
鳩
漆
、
ミ
黛
、
㌧
高
ミ
釦
§
恥
斜
●
芝
溺
愛
陪
㊤
①
c
◎
凸

　
や
圃
①
●
H
目
I
H
ト
ゆ
●

　
　
　
へ

（
3
）
．
恥
切
画
や
H
ω
菊
｛
｛
・
｝
寄
き
壽
一
ぎ
ひ
曇
§
ら
．
ω
。
。
．
。
。
塗

　
　
　
ち
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

（
4
）
向
寒
§
轡
、
ミ
ぎ
．
（
。
昌
麗
ε
」
y
↓
§
壁
§
勘
ミ
§
（
8
鴇
ド
H
』
占
円
・
c
。
）
‘
内
§
“
§
（
魯
恥
寒
し
f
×
ε
．

（
5
）
Ω
』
』
冨
塁
⇔
ぎ
。
♪
．
．
審
認
定
倒
・
・
鐸
§
》
H
し
や
鱒
ρ
、
．
受
器
。
＜
（
H
。
3
壱
℃
．
H
H
。
。
∴
・
。
ら
。
（
1
1
輯
§
馬
浄
専
ミ
§
”
署
◆
。
。
苧

　
認
b
。
）
●

　
　
　
　
　
へ

（
6
）
　
O
弊
鴇
ド
ロ
・
ω
b
o
．
り
山
Φ
・

（
7
）
O
h
．
奪
ミ
●
む
．
ω
b
。
」
①
山
O
・

（
8
）
　
㌧
い
ミ
3
ワ
Q
。
蒔
．
一
ω
三
分
冨
魯
跡
一
ぽ
ω
話
ぢ
ω
〈
m
償
℃
践
倒
二
冨
旨
p
σ
プ
答
ゲ
9
1
饗
巳
く
憐
雷
毒
碧
9
1
畳
9
8
巳
・
陣
雲
餅
巳
鱈
娼
巴
二
子
電
撃
奏
σ
Q
讐
9
ー
ゲ

　
　
　
ク
マ
ー
リ
ラ
の
く
釧
搾
二
二
び
⇔
（
文
章
の
意
味
）
論
－
序
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
五
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脚
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五
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二
〇
六

　
。
。
嘗
8
ぐ
穿
為
碁
訂
ぢ
魁
日
畠
鋤
コ
θ
一
．

（
9
）
　
こ
こ
で
は
総
げ
臼
げ
姦
奉
コ
倒
と
理
浮
同
び
瀬
く
磐
餌
の
区
別
に
は
立
入
ら
な
い
。
祭
祀
の
実
行
は
、
生
天
と
い
う
結
果
を
直
ち
に
は
も
た
ら

　
さ
な
い
。
ミ
ー
マ
ー
ン
サ
ー
学
派
は
、
祭
祀
の
実
行
の
結
果
と
し
て
人
に
は
一
種
の
余
力
が
残
り
、
そ
れ
が
未
来
ま
で
存
続
し
て
果
報
を
も
た
ら
す

　
と
説
き
、
こ
の
余
力
を
新
得
力
（
p
。
℃
O
目
く
O
）
と
称
し
た
。
ヴ
ェ
ー
ダ
の
教
令
は
、
そ
れ
を
聞
く
人
に
、
直
接
的
に
は
新
得
力
を
生
じ
さ
せ
よ
う
と

　
い
う
心
を
起
さ
せ
る
。

（
1
0
）
動
詞
の
語
尾
が
窪
倒
奉
鼠
を
表
示
し
、
語
根
は
目
的
の
達
成
手
段
（
ω
解
毒
富
）
を
表
示
す
る
と
い
う
の
が
ゆ
ザ
理
8
の
定
説
で
あ
る
が
、

　
ク
マ
ー
リ
ラ
は
ぴ
訂
奉
鼠
を
表
示
す
る
の
は
、
語
根
、
語
尾
、
ま
た
は
両
者
を
合
せ
た
全
体
の
い
ず
れ
で
あ
っ
て
も
よ
い
と
い
う
立
場
を
と
っ
て

　
い
る
。
O
P
砺
メ
く
倒
ξ
餌
匹
窪
ぎ
話
唱
O
．
u
江
r
b
◎
駆
c
Q
a
幽
α
ρ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
筆
者
　
は
つ
と
り
・
ま
さ
あ
き
　
京
都
大
学
〔
印
度
哲
学
史
〕
教
授
）



vielmehr　verstehen　als　die　Ausdrticke　der　chaotischen　Garung　des　Gedankens

aus　jener　Tiefe　seines　Lebens．

　　4）　lndem　wir　uns　in　diese　Richtung　vertiefen　und　die　realen　Bedingungen

fifr　seine　akademischen　Ttitigkeiten　klarstellen，　so　k6nnen　wir　ja　sicherlich

einerseits　die　festen　GerUste　des　Verstehens　fUr　gedanlcliche　lnhalte　aufbauen．

Andererseits，　finden　wir　aber　auch　eine　zirkulare　Struktur　zum　Grunde

unseres　Ver£ahrens　se！bst　von　vorne　herein　liegen　und　unsern　Versuch

hermeneutisch　je　schon　begrttndet　sein－Zum　Zweck　des　Verstehens　des

Geschichtlichen－Geistigen，　sollen　wir　uns　einmal　davon　abkehren，　um　es

zu　erreichen；　und，　auch　umgekehrt，　sollen　wir　uns　dazu　naher　komrnen，

um　uns　davon　genug　abstehen　zu　k6nnen．

K岨1arila’s　Theory　on　the　Meaning　of　Sentenceω謙頭2’疏α）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Preliminary　Notes一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　のMasaakまH：at£ori

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　professor　of　Indian　Philosophy，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Faculty　of　Letters，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Kyoto　University

　　The　problem　of£he　meaning　of　Sabda（speech，1anguage）was　discussed

by　many　schoo玉s　in　classical　India．　For　the　M玉m盃エpsakas，　who　are　engaged

in　the　lnvestigation　of　dh〃・フna（religious　duties），　the　gabdα　with　which

they　are　pr量mar圭1y　concer皿ed　is宅he　1njunctive　sentences（vdlaya）of　the

Vedic　texts．　The　philosophical　study　of　the　problems　concerning　the　Sabda

is　found　in　the　M幻瓶郷45舜孟プα（＝MS），1．1．6－23　and　ill　the　Vrtt三kara．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ

grantha　cited　ullder　the　Sdibai．・αろhaSya（＝5B1の，1．1．4－5．　However，　the　gabda

treated　therein　is　either　the　sound（dhvanのor　the　word（pada），and茸ot

the　sentence．　It　is　in　the　MS，1．1．24－26（vale：ソa－dhikara4a）that　the　sentence
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ
is　taken　up　for亡he　subject　of　d三scussion，｝n　his　5Zo加吻r漉々¢，　Kum盃rila

（ca。600－650　A．　D．）fu11y　deve！ops　the　idea　set　forth　in　th圭s　port圭on　of

　　　　　　　　ノ
MS　and　SBh，　and　expouhds　the　v三ews　that　bhdvandi　is　the　mean玉豆g　of　a

sentence，　and　that　the　meaning　of　a　sentence　is　formed　by　the　co豆struction

of　the　meani丑gs　expressed　by　the　component　words（σ莇痂≠励vabla）、　The

author　of　this　paper呈ntends　to　make　a　detai隻ed　examination　of　Kum互rila’s

theory　of　bhdivand　and　that　of　abhihitdinvaya　in　the　main　ar£icle　which　w呈11

appear　later．

　　　　　　　　　Transformation　of　Thought　about　Chinese－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Barbarians　Relations

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by　Toshikuni　Hihara

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Professor　of　History　of　Chinese

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Philosophy，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Faculty　of　Letters，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Kyoto　University

　　Hztα一i－lu7z華夷論（arguments　on　relations　between　Chinese　and　Bar．

barians）　has　been　brought　to　its　first　theoretical　completion　in　Ch‘un－

ch‘iu・kung一ツang－chzean春秋公羊伝．　As　the　basis　of　the　argument，　Ch‘ttn－

ch‘iu－ku・ng－orang－chuan　distinguishes　between　Chinese　from　Barbarians　not

by　the　difference　of　races，　but　by　the　fact　whether　they　are　civilized　or

not．　Hua－i－lun　mentioned　in　this　book　has　following　three　important

圭deas，

　　　1　idea　of　reception；　Barbarians　are　received　as　members　of　Chinese

　　　　　when　they　have　once　civilized

　　　2　ldea　of　encouragement　of　goodness　and　punishment　for　wrongness；

　　　　　even　the　members　of　Chinese，　if　they　act　against　mora｝ity，　they
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