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明
彦

　
は
じ
め
に

　
古
典
イ
ン
ド
の
思
想
家
を
代
表
す
る
バ
ル
ト
リ
ハ
リ
（
五
世
紀
）
は
、
そ
の
『
文
章
単
語
論
』
の
第
二
巻
に
お
い
て
、
文
と
文
の
意
味
に

つ
い
て
論
じ
た
。
そ
こ
で
の
バ
ル
ト
リ
ハ
リ
の
主
張
を
要
約
す
る
な
ら
ば
、
文
は
単
一
で
不
可
分
な
全
体
で
あ
り
、
文
の
意
味
も
ま
た
、
単

語
の
意
味
の
た
ん
な
る
集
ま
り
で
は
な
く
、
な
に
か
し
ら
単
一
で
根
源
的
な
も
の
で
あ
り
、
個
人
の
内
部
に
お
け
る
一
瞬
の
閃
き
（
プ
ラ
テ

ィ
バ
ー
）
と
し
て
直
観
的
に
し
か
把
握
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
い
ま
、
バ
ル
ト
リ
ハ
リ
自
身
の
言
葉
に
よ
っ
て
そ

の
主
張
を
確
認
す
る
た
め
に
、
こ
の
問
題
を
論
ず
る
と
き
に
は
決
ま
っ
て
引
用
さ
れ
る
、
『
文
章
単
語
論
』
第
二
巻
の
一
四
三
か
ら
一
四
五

の
詩
節
を
、
こ
こ
で
も
や
は
り
ま
ず
と
り
あ
げ
て
、
後
の
考
察
の
端
緒
と
し
た
い
。

　
　
個
々
の
単
語
の
意
味
が
、
分
析
に
よ
っ
て
個
別
的
に
理
解
さ
れ
て
い
る
と
き
、
そ
れ
ら
と
は
全
く
別
の
も
の
と
し
て
、
ひ
と
つ
の
プ
ラ

　
　
テ
ィ
バ
ー
が
生
じ
て
く
る
。
個
々
の
単
語
の
意
味
に
よ
っ
て
為
成
せ
ら
れ
た
そ
れ
を
、
人
は
、
「
文
の
意
味
」
と
呼
ぶ
。
「
そ
れ
は
こ
れ

　
　
で
あ
る
」
と
い
う
よ
う
に
し
て
、
他
の
人
た
ち
に
、
そ
れ
は
決
し
て
伝
達
さ
れ
え
な
い
も
の
で
あ
る
。
自
分
の
内
部
に
そ
れ
が
存
在
し

　
　
て
い
る
こ
と
は
、
は
っ
き
り
と
解
っ
て
は
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
に
つ
い
て
論
述
す
る
こ
と
は
、
そ
の
言
入
で
さ
え
も
で
き
な
い
。
そ

根
源
の
現
れ
と
し
て
の
文
の
意
味
と
直
観

｝
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二

　
　
れ
に
つ
い
て
は
論
じ
る
ま
で
も
な
い
が
、
そ
れ
は
個
々
の
単
語
の
意
味
の
統
合
を
な
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
り
、
全
体
と
い
う
か
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
　
ち
を
と
っ
て
、
ひ
と
つ
の
対
象
と
し
て
生
じ
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。

　
バ
ル
ト
リ
ハ
リ
は
、
こ
こ
で
日
常
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
現
場
を
念
頭
に
お
い
て
議
論
を
進
め
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
、

目
下
の
詩
嚢
で
「
文
の
意
味
」
の
現
れ
と
さ
れ
て
い
る
「
プ
ラ
テ
ィ
バ
i
」
が
、
続
く
詩
節
に
お
い
て
は
、
た
と
え
ぽ
「
春
に
な
れ
ば
、
オ

ス
の
郭
公
が
鴨
き
出
す
」
、
そ
の
よ
う
な
本
能
の
働
き
の
ご
と
き
も
の
、
つ
ま
り
生
存
に
直
接
か
か
わ
る
能
力
の
発
現
と
し
て
説
明
さ
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

い
る
こ
と
か
ら
も
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
日
常
的
な
言
語
活
動
に
お
い
て
、
人
々
は
、
個
別
の
単
語
で
は
な
く
、
文
単
位
で
話
し
て
い
る

と
い
う
現
実
を
踏
ま
え
、
そ
れ
を
考
え
方
の
出
発
点
と
し
て
、
言
語
的
な
相
互
理
解
を
支
え
て
い
る
の
は
、
文
と
文
の
意
味
で
あ
る
と
、
パ

ル
ト
リ
ハ
リ
は
確
信
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
確
信
が
、
伝
統
的
な
文
法
学
派
に
属
す
る
者
と
し
て
の
確
信
で
あ
る
こ
と
は
無
論
で
あ
る
。
文
法
学
と
は
、
文
を
単
語
、
さ
ら
に
は

音
素
と
い
う
要
素
へ
と
分
解
し
、
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
文
の
構
造
と
機
能
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
学
問
で
あ
る
。
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト

の
文
法
学
は
、
紀
元
前
五
世
紀
に
ガ
ン
ダ
ー
ラ
地
方
に
生
き
た
パ
ー
ニ
ニ
に
よ
っ
て
、
そ
の
体
系
的
規
則
が
定
め
ら
れ
た
。
バ
ル
ト
リ
ハ
リ

は
、
こ
の
パ
ー
ニ
ニ
の
伝
統
を
イ
ン
ド
古
典
期
に
復
興
し
た
大
文
法
学
者
で
も
あ
る
。
文
法
学
は
、
し
か
し
分
析
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
が
ゆ

え
に
、
‘
虚
構
の
学
問
で
あ
る
。
文
か
ら
抽
出
さ
れ
た
単
語
も
、
単
語
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
語
幹
や
語
尾
と
い
っ
た
要
素
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

意
味
の
単
位
と
し
て
は
虚
構
の
部
分
で
あ
る
。
バ
ル
ト
リ
ハ
リ
は
、
文
法
学
と
い
う
精
緻
な
分
析
の
学
問
、
完
壁
な
虚
構
の
学
問
に
精
通
し

て
い
た
が
ゆ
え
に
、
分
析
に
よ
っ
て
は
決
し
て
と
ら
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
、
文
と
文
の
意
味
と
い
う
「
全
体
」
の
存
在
に
対
し
て
意
識
的

に
な
り
得
た
と
通
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
の
意
識
は
、
究
極
的
に
は
、
コ
ト
バ
ー
ー
ブ
ラ
フ
マ
ソ
（
神
）
と
い
う
一
兵
の
実
在
と
、
そ

こ
か
ら
多
様
な
現
れ
を
と
っ
て
展
開
す
る
世
界
と
い
う
、
彼
の
神
秘
主
義
的
哲
学
を
も
生
み
出
す
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
い
ま
こ
こ
で
問
題

に
し
た
い
の
は
、
彼
の
神
秘
主
義
的
哲
学
で
は
な
い
。
あ
く
ま
で
日
常
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
現
場
に
身
を
お
い
て
、
文
と
文
の
意

味
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
考
察
を
バ
ル
ト
リ
ハ
リ
が
行
っ
た
の
か
、
そ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
思
う
。



　
プ
ラ
テ
ィ
バ
i

　
日
常
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
、
文
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
。
文
は
、
話
し
手
が
自
分
の
心
の
内
に
抱
き
、
そ
れ
を
音
声
の
連
続
と

し
て
発
話
し
、
そ
れ
を
聞
い
た
聞
き
手
が
自
ら
の
心
の
内
に
喚
起
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
文
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
単
一
な
も
の

と
し
て
存
在
し
て
い
る
。
発
話
さ
れ
た
文
は
、
そ
の
か
た
ち
と
し
て
は
物
理
的
な
音
声
の
連
続
体
と
し
て
現
れ
て
い
る
が
、
同
時
に
ま
た
表

現
さ
れ
た
内
容
と
し
て
は
単
一
の
意
味
と
し
て
、
話
し
手
か
ら
聞
き
乎
へ
と
伝
わ
っ
て
い
る
。
聞
き
手
が
実
際
に
聞
い
て
い
る
の
は
、
文
を

構
成
し
て
い
る
個
々
の
単
語
で
あ
る
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
聞
き
手
が
、
個
々
の
単
語
を
、
そ
れ
ら
の
意
味
と
結
び
つ
い
た
か

た
ち
で
聞
い
て
い
た
と
し
て
も
、
文
の
意
味
は
そ
れ
だ
け
で
は
理
解
さ
れ
な
い
。
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
中
で
、
ひ
と
つ
の
文
の
意
味
は
、

瞬
間
的
、
直
観
的
に
一
瞬
の
閃
き
と
し
て
立
ち
現
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
理
解
さ
れ
る
文
の
意
味
は
、
個
々
の
単
語
の
意
味
の
総
和
と

は
、
そ
の
あ
り
方
か
ら
し
て
も
、
全
く
違
っ
て
い
る
と
言
わ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
バ
ル
ト
リ
ハ
リ
が
、
文
の
意
味
の
現
れ
と
し
て
「
プ
ラ

テ
ィ
バ
ー
」
を
言
っ
た
理
由
は
こ
こ
に
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
パ
ル
ト
リ
ハ
リ
の
哲
学
を
理
解
す
る
上
で
、
「
プ
ラ
テ
ィ
バ
ー
」
は
、
特
に
重
要
な
位
置
を
し
め
る
語
で
あ
る
。
一
般
的
に
、
動
詞
と
し

て
は
、
「
輝
き
出
る
」
、
名
詞
と
し
て
は
、
「
光
輝
、
閃
き
」
と
い
っ
た
意
味
を
も
つ
が
、
あ
る
種
の
認
識
の
あ
り
方
を
指
し
て
、
「
直
観
」

（一

ﾃ
け
¢
凶
口
O
嵩
）
と
翻
訳
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
特
に
詩
人
の
も
つ
詩
的
霊
感
を
指
し
て
使
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
重
要
な
の

は
、
バ
ル
ト
リ
ハ
リ
自
身
が
こ
の
語
に
与
え
て
い
る
意
義
で
あ
る
。
「
プ
ラ
テ
ィ
バ
ー
と
は
、
実
在
か
ら
生
じ
て
く
る
も
の
で
あ
り
、
諸
藩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

在
の
変
様
の
根
源
で
あ
り
、
存
在
そ
の
も
の
で
あ
り
、
客
体
と
主
体
の
両
方
の
能
力
と
結
び
つ
い
た
も
の
で
あ
る
」
と
彼
は
説
明
し
て
い
る
。

プ
ラ
テ
ィ
バ
ー
が
、
個
人
の
内
部
で
経
験
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
他
者
に
対
し
て
は
説
明
不
可
能
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

て
い
る
こ
と
は
、
冒
頭
に
晃
た
詩
節
に
あ
る
通
り
で
あ
る
。
つ
ま
り
そ
れ
は
対
象
を
も
っ
た
客
観
的
な
認
識
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
「
こ
れ

で
あ
る
」
と
指
示
し
て
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
か
ら
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
そ
れ
が
ま
っ
た
く
の
主
観
的
な
出
来
事

根
源
の
現
れ
と
し
て
の
文
の
意
味
と
直
観

三
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で
あ
る
と
い
う
の
で
も
な
い
。
そ
れ
は
実
在
で
も
あ
る
の
で
あ
る
ゆ
「
客
体
と
・
五
体
の
両
方
の
能
力
と
結
び
つ
い
た
も
の
」
で
あ
る
と
は
、

そ
れ
が
内
的
で
あ
り
な
が
ら
実
在
性
を
帯
び
て
お
り
、
主
観
と
客
観
が
未
分
の
状
態
で
現
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
バ
ル
ト
リ
ハ
リ

は
、
そ
れ
こ
そ
が
言
葉
の
根
源
的
な
現
れ
で
あ
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

　
「
プ
ラ
テ
ィ
バ
ー
」
を
、
あ
る
種
の
認
識
と
し
て
、
バ
ル
ト
リ
ハ
リ
が
認
め
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
対
象
に
つ

い
て
の
認
識
で
は
な
い
。
「
プ
ラ
テ
ィ
パ
ー
」
は
、
全
体
を
、
一
瞬
の
う
ち
に
直
観
的
に
把
握
す
る
認
識
と
し
て
、
あ
る
い
は
全
体
そ
の
も

の
の
現
れ
と
し
て
の
認
識
と
し
て
、
バ
ル
ト
リ
ハ
リ
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
彼
が
、
「
プ
ラ
テ
ィ
バ
ー
」

と
対
比
的
に
、
外
界
に
対
象
を
も
つ
認
識
で
あ
る
感
覚
（
プ
ラ
テ
ィ
ヤ
ク
シ
ャ
）
や
論
証
的
認
識
（
ア
ヌ
マ
ー
ナ
）
を
論
じ
て
い
る
こ
と
か

ら
も
わ
か
る
。
こ
れ
ら
の
認
識
は
、
分
節
化
さ
れ
た
世
界
を
対
象
と
す
る
部
分
的
認
識
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
バ
ル
ト
リ
ハ
リ
が
活
躍
し
た
の

は
、
イ
ン
ド
で
、
ち
ょ
う
ど
認
識
論
と
論
理
学
の
問
題
が
、
各
学
派
間
の
論
争
に
お
け
る
重
要
な
論
題
と
し
て
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
、
そ

の
直
前
の
時
期
に
あ
た
っ
て
い
た
。
こ
の
「
認
識
論
と
論
理
学
の
時
代
」
（
六
世
紀
か
ら
＝
世
紀
）
に
な
る
と
、
認
識
は
、
も
っ
ぱ
ら
対

象
と
の
関
係
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
客
観
的
な
対
象
を
契
機
と
す
る
こ
と
な
し
に
生
じ
て
く
る
「
プ
ラ
テ
ィ
バ
ー
」
は
、
そ

れ
ゆ
え
に
も
は
や
認
識
論
の
中
で
論
じ
ら
れ
る
資
格
を
も
た
な
い
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
「
全
体
」
も
ま
た
実
在
と
し

て
の
特
権
的
な
地
位
を
奮
わ
れ
、
部
分
的
要
素
の
集
合
と
し
て
扱
わ
れ
る
か
、
全
く
の
虚
構
と
さ
れ
る
か
の
い
ず
れ
か
の
処
遇
を
受
け
る
こ

と
に
な
る
の
で
あ
る
。
逆
に
言
え
ば
、
こ
の
事
実
こ
そ
が
、
バ
ル
ト
リ
ハ
リ
の
哲
学
の
中
で
「
金
体
」
と
そ
の
直
観
的
認
識
と
し
て
の
「
プ

ラ
テ
ィ
バ
ー
」
が
占
め
て
い
た
特
劉
な
位
羅
を
、
明
確
に
語
っ
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
文
の
意
味
と
単
藷
の
意
味

　
雷
頭
の
詩
節
に
戻
ろ
う
。
「
プ
ラ
テ
ィ
バ
…
漏
が
文
の
意
味
で
あ
る
と
は
、
文
の
意
味
が
、
不
可
分
な
単
一
の
全
体
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は

直
観
的
に
し
か
把
握
さ
れ
な
い
、
つ
ま
り
わ
れ
わ
れ
の
心
の
内
に
一
挙
に
立
ち
現
れ
て
く
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
言
う
も
の
に
違
い



な
い
。
つ
ま
り
文
の
意
味
は
、
三
々
の
単
語
の
意
味
へ
と
分
解
し
て
そ
れ
を
理
解
す
る
こ
と
が
、
本
来
的
に
で
き
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は
他
者
に
対
し
て
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
自
分
に
対
し
て
さ
え
、
「
こ
れ
こ
れ
で
あ
る
偏
と
述
語
的
に
説
明
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
果
た
し
て
文
の
意
味
を
こ
の
よ
う
に
と
ら
え
る
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
の
日
常
経
験
に
照
ら
し
て
妥
当
な
こ
と
で
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

な
る
ほ
ど
、
バ
ル
ト
リ
ハ
リ
は
日
常
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
現
場
を
念
頭
に
お
い
て
、
冒
頭
に
示
し
た
よ
う
な
議
論
を
行
お
う
と
し

て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
た
と
え
ば
わ
れ
わ
れ
は
、
外
国
語
で
書
か
れ
た
難
解
な
文
に
出
会
っ
た
ら
、
そ
れ
を
ま
ず
単
語
に
分
解

し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
意
味
の
連
関
か
ら
、
文
全
体
の
意
味
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
い
か
。
（
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
、
連
声
に
よ
っ
て
ひ

と
つ
な
が
り
に
な
っ
て
い
る
ヴ
ェ
ー
ダ
の
文
を
、
単
語
ご
と
に
区
切
っ
て
読
ん
で
理
解
す
る
の
と
同
じ
で
あ
る
。
）
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
き
、

文
の
意
味
の
理
解
は
、
単
語
の
意
味
の
理
解
か
ら
し
か
出
て
こ
な
い
よ
う
に
思
え
る
。
と
こ
ろ
が
、
バ
ル
ト
リ
ハ
リ
を
代
表
と
す
る
文
法
学

派
の
思
想
家
た
ち
は
、
文
を
い
く
つ
か
の
単
語
へ
と
分
解
す
る
の
は
、
文
法
学
の
分
析
方
法
で
あ
り
、
そ
れ
は
人
為
的
な
も
の
、
虚
構
の
作

業
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
単
語
も
単
語
の
意
味
も
、
文
法
学
的
分
析
の
所
産
で
あ
り
、
虚
構
で
あ
る
と
す
る
こ
の
よ
う
な
考
え
は
、

わ
れ
わ
れ
の
日
常
的
な
言
語
理
解
か
ら
は
、
や
は
り
随
分
と
は
ず
れ
た
も
の
の
よ
う
に
思
え
る
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
バ
ル
ト
リ
ハ
リ
の
考
え

に
よ
る
限
り
、
文
の
意
味
は
、
他
者
に
伝
達
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
、
他
者
に
よ
っ
て
は
理
解
さ
れ
な
い
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
の
で

は
な
い
か
。
こ
の
よ
う
な
疑
問
に
対
し
て
、
「
プ
ラ
テ
ィ
バ
ー
」
を
持
ち
出
し
、
話
し
手
と
聞
き
手
の
双
方
に
お
い
て
成
り
立
つ
内
的
な
直

観
と
し
て
、
文
の
意
味
の
理
解
が
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
現
場
に
お
い
て
、
文
の
意
味
の
伝
達
が
確
か
に
成
り
立

っ
て
い
る
と
、
バ
ル
ト
リ
ハ
リ
が
主
張
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
す
で
に
十
分
に
予
想
で
き
る
こ
と
で
は
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
バ
ル
ト
リ
ハ

リ
自
身
の
声
を
聞
く
こ
と
で
、
「
文
の
意
味
」
に
つ
い
て
の
次
の
考
察
の
ス
テ
ッ
プ
に
進
む
こ
と
に
し
た
い
。

根
源
の
現
れ
と
し
て
の
文
の
意
味
と
鹿
観

五
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A

　
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
お
け
る
意
味

　
　
あ
る
語
が
〔
話
し
手
に
よ
り
〕
託
せ
ら
れ
た
と
き
、
あ
る
意
味
が
〔
聞
き
手
に
よ
り
〕
理
解
さ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
意
味
を
、
他
な
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
　
ぬ
そ
の
語
の
意
味
と
、
入
は
言
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
以
外
に
は
、
意
味
の
定
義
は
な
い
。

　
こ
こ
で
バ
ル
ト
リ
ハ
リ
は
、
「
意
味
」
を
、
ま
さ
に
話
し
手
と
聞
き
手
の
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
お
い
て
成
立
す
る
も
の
と
し
て
、

端
的
に
定
義
し
て
い
る
。

　
こ
の
「
意
味
」
の
定
義
は
、
紀
元
前
二
世
紀
の
文
法
学
者
で
あ
る
パ
タ
ン
ジ
ャ
リ
が
、
『
大
注
解
総
則
で
示
し
た
「
語
」
に
つ
い
て
の
よ

く
知
ら
れ
た
次
の
定
義
と
呼
応
し
て
い
る
。

　
　
そ
れ
で
は
、
こ
の
「
ウ
シ
」
と
い
う
語
は
何
か
。
そ
れ
が
発
せ
ら
れ
た
と
き
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
喉
の
下
に
垂
れ
肉
が
あ
り
、
尻
に
尾

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

　
　
が
あ
り
、
背
中
に
瘤
が
あ
り
、
足
に
蹄
が
あ
り
、
頭
に
角
が
あ
る
も
の
ど
も
に
つ
い
て
の
理
解
が
生
じ
る
も
の
、
そ
れ
が
語
で
あ
る
。

　
パ
タ
ン
ジ
ャ
リ
は
、
「
語
」
を
、
「
そ
れ
が
妻
せ
ら
れ
た
と
き
理
解
が
生
じ
る
も
の
」
と
定
義
し
、
バ
ル
ト
リ
ハ
リ
は
、
「
語
が
発
せ
ら
れ

た
と
き
理
解
さ
れ
る
も
の
」
と
「
意
味
偏
を
定
義
す
る
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
両
者
の
定
義
に
お
け
る
「
語
」
の
原
語
は
、
と
も
に

鐙
ぴ
母
で
あ
る
。
パ
タ
ン
ジ
ャ
リ
の
こ
の
定
義
だ
け
を
見
て
い
る
と
、
例
と
し
て
あ
が
る
の
が
「
ウ
シ
扁
で
あ
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
「
語
」

と
は
単
語
を
指
し
て
使
わ
れ
て
い
る
か
の
よ
う
に
思
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
「
語
」
と
は
、
意
味
と
し
て
の
ま
と
ま
り
を
も
っ
た
言
語
単

位
を
指
す
の
で
あ
っ
て
、
単
語
に
限
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
と
い
う
よ
り
も
、
「
意
味
の
担
い
手
は
単
語
か
」
と
問
う
こ
と
が
目
下
の
問

題
な
の
で
あ
る
か
ら
、
単
語
を
前
提
と
し
て
こ
の
定
義
を
理
解
す
る
訳
に
は
い
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
も
あ
れ
、
右
の
二
つ
の
定
義
は
、
文

法
学
者
と
し
て
高
名
な
二
人
の
定
義
で
あ
る
。
広
く
｝
般
に
認
め
ら
れ
う
る
も
の
と
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
「
発
せ
ら
れ
る
も
の
」
と
し
て
の

語
と
、
「
理
解
さ
れ
る
も
の
」
と
し
て
の
意
味
の
関
係
が
、
こ
の
二
つ
の
定
義
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
「
発
せ
ら

れ
る
も
の
」
と
言
わ
れ
て
い
る
も
の
が
、
単
な
る
音
以
上
の
何
も
の
か
を
指
し
て
い
る
は
ず
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
す
で
に
指
摘
が
あ
る

　
　
　
（
8
）

通
り
で
あ
る
。
「
介
せ
ら
れ
る
も
の
」
は
、
「
意
味
」
の
理
解
を
も
た
ら
す
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
音
以



上
の
何
も
の
か
で
あ
る
に
し
て
も
、
そ
れ
は
ま
た
音
で
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
話
し
手
が
発
す
る
物
理
的
な
音
声
と
い

う
「
か
た
ち
扁
を
借
り
な
け
れ
ば
、
「
意
味
」
は
聞
き
手
に
伝
わ
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
話
し
手
に
と
っ
て
も
、
聞
き
手
に
と
っ
て

も
、
「
意
味
」
は
彼
ら
自
身
の
心
の
う
ち
に
生
じ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
そ
の
存
在
を
疑
う
こ
と
の
で
き
な
い
自
明
の
も
の
で
あ
る
。

そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
話
し
手
と
聞
き
手
の
間
に
成
立
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
・
ソ
を
、
各
自
の
内
に
自
明
の
も
の
と
し
て
立
ち
現
れ
て
い

る
「
意
味
」
と
連
関
さ
せ
て
論
じ
る
と
き
に
問
題
と
す
べ
き
事
柄
は
、
ま
さ
に
「
発
せ
ら
れ
る
も
の
」
、
ま
た
「
聞
か
れ
る
も
の
」
と
し
て

の
語
の
「
か
た
ち
」
と
し
て
、
い
っ
た
い
何
を
認
め
る
の
か
と
い
う
問
題
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
問
わ
れ
る
べ
き
は
、

「
意
味
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
る
語
の
か
た
ち
は
、
音
か
、
単
語
か
、
文
か
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
一
単
語
文
の
問
題

　
「
意
味
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
る
語
の
か
た
ち
は
、
音
か
、
単
語
か
、
文
か
」
と
い
う
問
題
を
考
え
る
た
め
に
、
先
ほ
ど
の
バ
ル
ト
リ
ハ
リ

に
よ
る
「
意
味
」
の
定
義
を
、
こ
の
定
義
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
も
と
の
文
脈
に
戻
し
て
、
そ
こ
で
の
議
論
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
そ

こ
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
一
単
語
文
で
あ
る
。

　
あ
る
話
し
手
が
、
「
木
が
。
」
（
≦
・
評
雛
げ
）
と
言
っ
た
と
す
る
。
（
霞
訂
魯
は
、
〈
木
V
を
意
味
す
る
名
詞
語
幹
一
語
p
に
、
主
格
単
数
の
語
尾

が
つ
い
た
形
で
、
こ
れ
が
単
語
と
し
て
の
語
形
で
あ
る
。
意
味
は
、
こ
の
語
だ
け
で
、
「
一
本
の
木
が
あ
る
。
」
と
な
り
う
る
。
）
聞
き
手
は
、
こ

の
「
木
が
。
」
と
い
う
一
単
語
の
か
た
ち
を
聞
い
て
、
〈
一
本
の
木
が
立
っ
て
い
る
〉
と
い
う
意
味
を
理
解
す
る
こ
と
が
あ
る
。
で
は
、
話
し

手
が
コ
本
の
木
が
立
っ
て
い
る
。
」
（
謹
冨
霧
房
昏
鋤
ε
と
、
い
く
つ
か
の
単
語
ー
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
で
は
二
語
一
か
ら
な
る
文
の

か
た
ち
で
発
話
し
た
場
合
、
ど
の
よ
う
な
意
味
が
理
解
さ
れ
る
か
。
も
ち
ろ
ん
〈
一
本
の
木
が
立
っ
て
い
る
〉
と
い
う
意
味
が
、
こ
こ
で
も

理
解
さ
れ
る
に
違
い
な
い
。
「
木
が
。
」
と
一
単
語
が
発
話
さ
れ
て
、
そ
れ
を
聞
い
た
場
合
と
、
＝
本
の
木
が
立
っ
て
い
る
。
」
と
複
数
の
単

語
が
発
話
さ
れ
て
、
そ
れ
を
聞
い
た
場
合
で
、
理
解
さ
れ
る
意
味
に
違
い
は
な
い
。
文
と
し
て
の
か
た
ち
か
ら
與
え
ば
、
後
者
の
方
が
完
全

根
源
の
現
れ
と
し
て
の
文
の
意
味
と
直
観

七
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な
文
と
思
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
〈
一
本
の
木
が
立
っ
て
い
る
V
と
い
う
同
じ
意
味
が
、
い
ず
れ
か
ら
も
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
れ

ぽ
、
両
方
と
も
「
語
」
（
鐙
げ
匹
効
）
と
し
て
は
同
じ
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
も
し
同
じ
だ
と
す
れ
ぽ
、
文
と
文
の
意
味

に
関
す
る
文
法
学
派
の
説
は
、
次
の
よ
う
な
い
く
つ
か
の
批
判
を
招
く
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　
（
1
）
　
「
木
が
。
」
と
い
う
か
た
ち
に
よ
っ
て
、
コ
本
の
木
が
立
っ
て
い
る
。
」
と
い
う
文
に
よ
る
の
と
同
じ
く
一
本
の
木
が
立
っ
て
い

　
　
る
〉
と
い
う
意
味
が
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
な
ら
ぽ
、
「
木
が
。
」
は
、
単
語
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
、
他
な
ら
ぬ
単
語
か

　
　
ら
文
の
意
味
が
理
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、
単
語
を
虚
構
と
す
る
文
法
学
派
の
説
と
矛
盾
す
る
の
で
は
な
い
か
。

　
（
2
）
　
「
木
が
。
偏
は
、
そ
の
か
た
ち
か
ら
兇
て
、
「
一
本
の
木
が
立
っ
て
い
る
。
」
と
い
う
文
の
一
部
分
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、

　
　
こ
の
場
合
、
文
の
一
部
分
が
意
味
を
理
解
さ
せ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
文
法
学
派
に
と
っ
て
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、

　
　
文
は
単
一
不
可
分
で
あ
る
か
ら
、
文
が
、
そ
の
内
部
に
意
味
を
担
う
部
分
を
も
つ
こ
と
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
。

　
（
3
）
　
「
木
が
。
」
は
不
完
全
な
文
の
か
た
ち
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
企
本
の
木
が
立
っ
て
い
る
〉
と
い
う
意
昧
を
、
聞
き
手
に
理
解
さ
せ

　
　
る
の
は
、
「
立
っ
て
い
る
偏
と
い
う
単
語
が
そ
こ
に
補
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
、
と
考
え
れ
ば
ど
う
か
。
あ
る
い
は
、
「
木
が
。
」

　
　
か
ら
理
解
さ
れ
た
く
本
が
V
と
い
う
意
味
に
、
〈
立
っ
て
い
る
V
と
い
う
意
味
が
補
完
さ
れ
る
と
考
え
れ
ば
ど
う
か
。
こ
の
よ
う
な
説

　
　
が
、
単
語
を
意
味
理
解
の
基
本
に
お
く
ミ
…
マ
…
ソ
サ
ー
学
派
の
者
た
ち
か
ら
は
、
提
出
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
文
法
学
派
の
立

　
　
場
は
、
先
に
見
た
「
意
味
」
の
定
義
が
示
す
よ
う
に
、
「
意
味
偏
は
、
実
際
に
話
し
手
に
よ
っ
て
発
せ
ら
れ
た
か
た
ち
の
み
か
ら
理
解

　
　
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
あ
る
文
の
か
た
ち
を
、
別
の
か
た
ち
に
よ
っ
て
補
完
す
る
こ
と
で
、
文
の
意
味
が
理
解
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
も
、

　
　
甥
の
意
味
を
補
完
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
完
全
な
文
と
し
て
の
意
味
が
理
解
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
も
、
文
法
学
派
は
主
張
す
る
こ
と
が
で

　
　
き
な
い
の
で
あ
る
。

　
一
単
語
文
、
つ
ま
り
～
単
語
で
「
文
の
意
味
」
を
表
す
語
（
文
）
を
考
え
た
と
き
、
言
語
単
位
と
し
て
の
文
と
、
文
の
意
味
の
み
に
実
在

性
を
認
め
る
文
法
学
派
が
遭
遇
す
る
で
あ
ろ
う
批
判
が
、
右
の
批
判
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
批
判
は
、
『
文
章
単
語
論
』
第
二
巻
の
三
二
五
か



ら
三
四
七
の
聖
節
に
お
い
て
、
バ
ル
ト
リ
ハ
リ
が
、
ミ
ー
マ
ー
ン
サ
ー
学
派
の
主
張
と
の
対
論
の
中
で
想
定
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

　
初
期
ミ
ー
マ
ー
ン
サ
ー
学
派
の
・
王
張

　
こ
こ
で
初
期
の
頃
の
ミ
ー
マ
ー
ン
サ
i
学
派
が
実
際
に
主
張
し
た
、
文
と
文
の
意
味
に
つ
い
て
の
説
を
簡
単
に
見
て
お
き
た
い
。
ミ
ー
マ

ー
ソ
サ
ー
学
派
の
根
本
教
典
で
あ
る
、
ジ
ャ
イ
ミ
ニ
（
紀
元
前
二
世
紀
頃
）
の
『
ミ
ー
マ
ー
ン
サ
ー
・
ス
ー
ト
ラ
』
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て

い
る
。

　
　
〔
い
く
つ
か
の
単
語
が
、
〕
ひ
と
つ
の
同
じ
目
的
を
も
つ
こ
と
か
ら
、
ひ
と
つ
の
文
と
な
る
の
で
あ
れ
ば
、
〔
そ
の
文
を
、
い
く
つ
か
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

　
　
単
語
に
〕
分
析
す
れ
ぽ
、
〔
そ
れ
ら
の
単
語
は
、
〕
相
互
の
期
待
を
も
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。

バ
ル
ト
リ
ハ
リ
が
、
『
文
章
単
語
論
』
第
二
巻
の
第
四
詩
節
に
お
い
て
、
ミ
ー
マ
ー
ン
サ
ー
学
派
の
文
の
定
義
と
し
て
提
示
し
て
い
る
も
の

が
、
こ
の
ジ
ャ
イ
ミ
ニ
の
定
義
を
も
と
に
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。

　
　
「
文
」
と
は
、
バ
ラ
バ
ラ
に
す
れ
ぽ
相
互
に
期
待
を
有
す
る
諸
部
分
（
単
語
）
か
ら
な
る
も
の
で
あ
り
、
〔
ひ
と
つ
に
す
れ
ば
〕
も
は

　
　
や
そ
れ
以
上
他
に
対
す
る
期
待
を
も
た
な
い
諸
単
語
か
ら
な
る
も
の
で
あ
り
、
行
為
（
動
詞
）
を
主
た
る
要
素
と
し
、
限
定
要
素
を
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

　
　
つ
も
の
で
あ
り
、
ひ
と
つ
の
同
じ
目
的
を
も
つ
も
の
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
。

　
ま
た
、
文
の
意
昧
に
つ
い
て
は
、
『
ミ
ー
マ
ー
ン
サ
ー
・
ス
ー
ト
ラ
』
に
対
す
る
シ
ャ
バ
ラ
（
六
世
紀
）
の
注
釈
の
中
に
、
次
の
よ
う
な

叙
述
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
お
そ
ら
く
時
代
的
に
は
、
バ
ル
ト
リ
ハ
リ
よ
り
も
や
や
後
の
も
の
と
な
る
だ
ろ
う
。

　
　
ひ
と
つ
の
文
の
意
味
は
、
い
く
つ
か
の
単
語
の
意
味
に
よ
っ
て
染
め
ら
れ
る
。
文
は
、
単
語
の
意
味
を
基
盤
と
す
る
。
文
は
、
単
語
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

　
　
い
う
基
盤
を
も
た
な
い
も
の
で
は
な
い
し
、
ま
た
言
語
協
約
を
基
盤
と
す
る
も
の
で
も
な
い
。

こ
れ
ら
の
論
述
か
ら
明
ら
か
に
な
る
の
は
、
初
期
の
ミ
ー
マ
ー
ン
サ
ー
学
派
は
、
文
と
は
、
諸
単
語
が
連
関
し
て
ひ
と
つ
の
意
味
を
表
現
す

る
も
の
の
こ
と
で
あ
り
、
諸
単
語
の
意
味
に
基
づ
い
て
文
の
意
味
が
形
成
さ
れ
る
と
考
え
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ミ
ー
マ

根
源
の
現
れ
と
し
て
の
文
の
意
味
と
直
観

九
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一
〇

ー
ン
サ
ー
学
派
は
、
単
語
と
単
語
の
意
味
が
第
一
義
的
な
も
の
で
あ
る
と
・
王
張
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
文
の
意
味
の
完
結
性

　
ミ
ー
マ
ー
ソ
サ
ー
学
派
の
説
に
見
ら
れ
る
、
単
語
と
単
語
の
意
味
を
重
視
す
る
こ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
の
反
論
を
想
定
し
つ
つ
、
バ
ル
ト

リ
ハ
リ
は
、
～
単
語
文
の
問
題
を
と
り
あ
げ
て
、
先
述
の
よ
う
に
文
と
文
の
意
味
に
つ
い
て
論
じ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
か
れ
が
な
そ
う

と
し
た
の
は
、
意
味
を
単
位
と
し
て
文
の
完
結
性
を
立
証
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
実
は
、
目
下
の
詩
節
三
二

五
か
ら
三
四
七
が
置
か
れ
て
い
る
の
は
、
あ
る
文
を
諸
単
語
に
分
析
し
て
、
文
中
で
そ
れ
ら
諸
単
語
に
付
与
さ
れ
る
べ
き
意
味
を
分
析
的
に

決
定
す
る
諸
原
理
、
た
と
え
ぽ
発
話
状
況
（
プ
ラ
カ
ラ
ナ
）
や
文
脈
な
ど
を
論
じ
、
文
中
の
言
語
的
か
た
ち
と
そ
の
意
味
に
つ
い
て
金
般
的

な
考
察
を
加
え
よ
う
と
す
る
箇
所
に
あ
た
っ
て
い
る
。
岡
じ
問
題
は
、
『
文
章
単
語
論
隠
の
第
一
巻
の
｝
五
一
か
ら
一
五
四
の
艶
事
と
そ
の

注
釈
で
も
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
こ
で
は
、
そ
れ
ら
意
味
決
定
の
原
理
は
、
論
理
的
・
分
析
的
思
考
の
う
ち
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い

る
。
そ
こ
で
明
ら
か
に
な
る
の
は
、
文
の
意
味
の
直
観
的
理
解
の
後
に
、
文
中
に
お
け
る
諸
単
語
の
意
味
が
分
析
的
説
明
に
よ
っ
て
確
定
さ

れ
る
と
、
バ
ル
ト
リ
ハ
リ
は
考
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
圏
下
問
題
と
し
て
い
る
箇
所
の
冒
頭
部
分
で
も
示
さ
れ
て
い
る

通
り
で
あ
る
。

　
　
あ
る
文
を
構
成
し
て
い
る
そ
れ
ぞ
れ
の
単
語
の
意
味
が
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
は
、
そ
の
文
の
意
味
を
根
拠
に
し
て
決
定
さ

　
　
（
1
2
）

　
　
れ
る
。

か
く
し
て
、
「
木
が
。
」
と
い
う
一
単
語
文
を
例
に
し
て
、
先
に
想
定
し
た
批
判
に
対
し
て
は
、
次
の
よ
う
に
答
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
（
1
）
　
「
木
が
。
」
に
よ
っ
て
、
〈
一
本
の
木
が
立
っ
て
い
る
〉
と
い
う
文
と
し
て
の
意
味
が
理
解
さ
れ
る
な
ら
、
そ
れ
は
完
結
し
た
意
味

　
　
を
理
解
さ
せ
る
の
だ
か
ら
、
　
単
語
で
あ
っ
て
も
「
文
」
で
あ
る
。

　
（
2
）
　
「
木
が
。
」
と
「
一
本
の
木
が
立
っ
て
い
る
。
」
は
、
同
じ
意
味
を
理
解
さ
せ
る
よ
う
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
意
味
は
別
の
も



　
　
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
両
者
は
別
個
の
完
結
し
た
文
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
コ
本
の
木
が
立
っ
て
い
る
。
」
の
一
部
で
あ
る
「
木

　
　
が
」
が
、
文
の
意
味
を
理
解
さ
せ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

　
（
3
）
　
「
木
が
。
」
は
、
そ
れ
だ
け
で
、
〈
一
本
の
木
が
立
っ
て
い
る
〉
と
い
う
意
味
を
理
解
さ
せ
る
完
結
し
た
文
で
あ
る
か
ら
、
「
立
っ
て

　
　
い
る
」
と
い
う
か
た
ち
や
、
〈
立
っ
て
い
る
V
と
い
う
意
味
を
そ
こ
に
補
う
べ
き
余
地
は
な
い
し
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
も
必
要
な
い
。

　
「
文
」
と
し
て
の
意
味
を
も
た
ら
す
限
り
、
そ
れ
は
文
で
あ
り
、
文
と
し
て
完
結
し
て
い
る
。
こ
れ
が
バ
ル
ト
リ
ハ
リ
が
こ
の
箇
所
で
言

お
う
と
し
た
結
論
で
あ
る
と
雷
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
結
　
　
論

　
さ
て
、
文
の
意
味
の
直
観
的
現
れ
と
し
て
の
プ
ラ
テ
ィ
バ
ー
の
問
題
に
戻
っ
て
、
文
の
か
た
ち
を
め
ぐ
る
以
上
の
議
論
を
、
最
後
に
見
直

し
て
お
き
た
い
。
プ
ラ
テ
ィ
バ
ー
と
は
、
あ
る
出
来
事
の
全
体
的
・
直
観
的
認
識
の
あ
り
方
を
い
う
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
は
じ
め
に
見
た

通
り
で
あ
る
。

　
眼
前
に
一
本
の
木
が
立
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
話
し
手
が
、
＝
本
の
木
が
立
っ
て
い
る
。
」
と
発
話
す
る
。
聞
き
手
は
、
〈
一
本
の
木
が
立

っ
て
い
る
V
と
い
う
意
味
を
、
そ
こ
で
理
解
す
る
。
ミ
ー
マ
ー
ン
サ
ー
学
派
で
あ
れ
ぽ
、
こ
の
文
を
支
え
て
い
る
の
は
、
単
語
の
意
味
で
あ

り
、
そ
の
意
味
の
い
ち
い
ち
が
眼
前
の
出
来
事
の
内
に
実
現
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
要
素
還
元
主
義
と
言
っ
て
も
よ
い
。

も
し
、
そ
こ
で
発
せ
ら
れ
た
言
葉
が
、
「
木
が
」
と
い
う
叫
び
の
よ
う
な
も
の
で
、
〈
一
本
の
木
が
立
っ
て
い
る
〉
と
い
う
意
味
は
理
解
で
ぎ

る
も
の
の
、
文
と
し
て
は
不
完
全
だ
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ぽ
、
そ
こ
に
意
味
を
補
う
単
語
、
あ
る
い
は
単
語
の
意
味
を
想
定
す

れ
ば
よ
い
で
は
な
い
か
。
い
や
そ
も
そ
も
そ
の
よ
う
な
意
味
が
理
解
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
す
で
に
そ
の
よ
う
な
補
完
的
な
想
定
が
な
さ

れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
完
結
し
た
文
の
意
味
は
、
も
は
や
そ
れ
以
上
は
他
の
意
味
を
期
待
す
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
と
き
の
各
単
語
の

意
味
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
ミ
ー
マ
ー
ン
サ
ー
学
派
の
考
え
方
は
、
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
結
局
の
と
こ
ろ
文
の
意
味

　
　
　
　
根
源
の
現
れ
と
し
て
の
文
の
意
味
と
直
観
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
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を
支
え
る
単
語
の
意
味
は
、
外
部
の
出
来
事
を
構
成
し
て
い
る
要
素
と
対
応
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
考
え
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
と
い

う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
に
は
、
出
来
事
の
全
体
、
世
界
の
全
体
を
一
挙
に
把
握
す
る
と
い
う
考
え
は
な
い
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
バ
ル
ト
リ
ハ
リ
の
場
合
、
出
来
事
は
人
の
内
的
な
心
の
内
に
プ
ラ
テ
ィ
バ
ー
と
し
て
立
ち
現
れ
て
く
る
。
話
し
手
に
お

い
て
は
す
で
に
そ
れ
は
文
の
意
味
で
あ
る
。
文
と
し
て
の
か
た
ち
を
と
る
た
め
に
、
そ
こ
で
い
く
つ
か
の
単
語
が
適
せ
ら
れ
る
。
し
か
し
聞

き
手
に
お
い
て
、
そ
れ
が
開
示
す
る
意
味
は
、
五
金
で
不
可
分
な
単
一
の
全
体
と
し
て
の
文
の
意
味
で
あ
る
。
そ
れ
ぷ
聞
き
乎
に
お
い
て
プ

ラ
テ
ィ
バ
ー
と
し
て
立
ち
現
れ
る
。
プ
ラ
テ
ィ
バ
ー
は
、
直
観
と
し
て
の
単
～
性
に
お
い
て
、
文
の
意
味
を
完
結
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
分

析
的
な
説
明
に
よ
っ
て
は
、
そ
こ
に
一
つ
あ
る
い
は
多
数
の
他
の
な
ん
ら
か
の
意
味
が
必
要
と
さ
れ
る
よ
う
な
場
合
で
も
、
内
的
に
は
い
か

な
る
単
語
も
、
実
際
に
そ
こ
で
発
せ
ら
れ
た
単
語
に
付
加
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
が
文
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、

わ
れ
わ
れ
は
、
バ
ル
ト
リ
ハ
リ
に
と
っ
て
、
文
と
は
全
体
と
し
て
の
世
界
の
謂
い
で
あ
る
こ
と
を
理
解
す
る
だ
ろ
う
。

　
注

（
1
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＜
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．
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翻
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＜
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Sentence－meaning　and　lntuition
　　　The　Manifestation　of　the　Origin

　　Akihiko　AKAMATsU

Professor　of　lndian　Philosophy

　Graduate　School　of　Letters

　　　　　Kyoto　University

　　The　representative　grammarian　and　philosopher　of　lndia’s　“Classical　Age”

Bhartghari　（c．　fifth　century　C．E．）　discusses　the　primacy　of　the　sentence　and　of

sentence－meaning　in　the　second　book　of　hisレ乞春樹厩御．　To　summarize　the　basic

points　of　Bhartuhari’s　view，　the　sentence　is　the　primary　whole　in　language，　and　the

sentence－meaning，　which　is　only　perceived　by　the　hearer　in　a　flash　of　intuition

（PratiblieHz），　is　conveyed　by　the　whole　and　not　by　the　sumn？ation　of　the　parts．

According　to　BhartRhari，　words　are　merely　abstract　entities，　abstracted　from　the

unity　of　the　sentence　by　means　of　the　grammatical　analysis　of　it．

　　ln　this　paper，　1　have　treated　Bhartghari’s　view　developed　in　the　second　book　of

the　Va－leyaPadiya，　verses　325－347．　Ke　argues　here　with　the　Mimarpsakas　on　the

completeness　of　the　sentence－meaning　in　relation　to　the　so－called　one　word

sentence．　Bhartuhari　bases　his　opinion　on　the　observation　that　in　everyday　commu－

nication　people　speak　in　sentence．　Everyday　communication　is　achieved　through

sentences　which　the　speaker　has　in　his　mind　and　which　he　evol〈es　in　the　mind　of

the　hearer．　When　the　speaker　begins　to　speak，　the　sentence　being　as　a　whole　in　his

mind　assumes　two　aspects：　the　uttered　sentence－sounds　and　the　expressed　sentence

－meaning．　The　hearer　hears　the　sentence，　then　the　sentence－meaning　bursts　forth

as　a　flash　of　intuition　（Pratibha一）　．　ln　verses　2．325－347，　Bhart！liari　tal〈es　the　one　word

sentence　for　the　example．　ln　the　context　of　one　word　sentence，　the　sentence－

meaning　is　quite　different　from　the　word－meaning．　When　a　word　“vrlesaip　（A

tree！）”　is　heard，　one　understands　the　meaning　”A　tree　stands．”　This　sentence－

meaning　is　only　conveyed　when　added　word－meanings　are　mentally　understood　so

that　completeness　results．　For　Bhart；hari，　it　is　the　unitary　function　of　intuition

（Prat－ibha’）　which　completes　the　sentence－meaning　without　requiring　any　other

words　or　meanings　than　the　word　actually　uttered．　The　completeness　of　the

meaning　of　the　sentence，　experienced　in　the　intuition，　is　the　manifestation　of　the

world　as　a　whole．
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