
-

新
刊
紹
介
-

田
中
順
照
教
授
著

「
仏

教

に

於

け

る

空

と

識
」

辺

見

宗

範

明
治
以
降

の
わ
が
国

の
仏
教
学
は
、

そ
の
言
語
学

的
研
究
、

思
想
的
研
究
、
史
的
研
究
等

の
面

に
お
い

て
、
驚

異
的
な
発
展

を
と
げ

た
。
求
法
と
愛
知
と

よ

り
な
さ
れ
た
先
学

の
業
績
は
ま
こ
と

に
輝
か
し
い
も

の
が
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ

に
よ

っ
て
、
大

乗
仏
教
思
想

の
根
本
構
造
が
余
す

と
こ
ろ
な
く

明
ら

か
に
な

っ
た
と
は
云
い
難

い
。
何
故
な
ら
ば
、
大
乗

仏
教
思
想
は
、
該
博

な
知
識
を
も

っ
て
外
側

か
ら
考

究

し
て
行
く
よ
り
は
、
む
し

ろ
そ

の
核

心
に
迫
る
べ

き
問

の
鋭
さ
と
深
さ
と
に
比
例
し
て
、

そ
れ
は
逐
次

そ

の
姿

を
現
わ
し
て
来

る
か
ら

で
あ
る
。
核

心
に
迫

る
べ
き
問
と

は
、
そ

の
経
典
乃
至
論
書

が

「
何
を
説

か
ん
と
し
、

い
か
に
説
か
ん
と
し
、

何
故
そ
う
あ

る

か
」
と
い
う
内
面
的
理
解

の
仕
方

に
お

い
て
、
換
言

す
れ
ば
能
表
現
的
立
場

に
立

っ
て
、
追
求
す
る
こ
と

に
ほ
か
な
ら
な

い
。

こ
う
し
た
追
求
を
怠
る
時
、

学

問
的
業
績
が
如
何

に
彪
大
な
も

の
で
あ
り
、

輝
か
し

い
も

の
で
あ

ろ
う
と
、

そ
の
根
本
構
造

は
解
明
さ
れ

ず
、
客
観
的
に
は
確
実
と
思
わ
れ
た
も

の
も
、
主
体
的

に
は
疑

わ
し
い
も

の
と
な

っ
て
来

る
に
相
違

な
い
。

田
中
教
授
著

「
仏
教

に
於
け

る
空
と
識
」
を
読

ん

で
、
第

州
に
感
ず

る
特
徴

は
、
教
授
が
空
と
識
と

の

核
心

に
ひ
た
む
き

に
迫
ら
ん
と
す
る
、
求
法
的
熱
情

と
極

め
て
鋭

い
愛
知
と

で
あ
る
。
第

二
に
、
叙
述
的

に
は
、
時

に
西
洋
哲
学
的
表
現
を
も

っ
て
な
さ
れ
て

は
い
る
が
、

空
と
識
と

の
理
解

の
仕
方

は
、
弁
証
法

な
ど
を
導
入
し
て
仏
教
を
西
洋
哲
学

の
立
場

よ
り
理

解
す

る
と

い

っ
た
仕
方

で
は
な
く
、
飽
く

ま
で
仏
教

的
理
解

の
仕
方

に
お
い
て
な
さ
れ
て

い
る
こ
と

で
あ

る
。
第

三
に
、
そ

の
仏

教
的

理
解

の
仕
方

は
内
面

的
、
能
表
現
的
理
解

の
仕
方

で
あ
る
。

そ
れ
故

「
空

と
識
」

と
が

「
い
か

に
説

か
れ

て
い
る
か
」

に
終
ら

ず
、

「
空
と
識
」
と
を
説
く
所
以
を
も
追
求
す
る

の
で

あ

っ
て
、
そ
れ
故

に
こ
そ
、
龍
樹
以
後

の
空

の
発
展

も
明
瞭

と
な

る
し
、

識
を
と
く
中
辺
分
別
論
と
摂
論

と

の
立
場

の
相
違
、

真
諦
と
玄
奨

と
の
理
解

の
相
違

も
解
明
さ
れ

て
く

る
の
で
あ
る
。
問
題

は
根
源
を
お

さ
え
る

こ
と
で
あ

り
、
根
源

に
お
け
る
能
表
現
的
理

解
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
か
か
る
ゆ
き
方
は
云
う
べ

く
し
て
困
難
な
こ
と
で
は
あ
る
が
、
田
中
教
授
の
理

解
の
仕
方
は
ま
さ
に
か
か
る
方
法
に
お
い
て
な
さ
れ

て
い
る
点
に
特
徴
を
も
つ
と
云
え
よ
う
。

本
書
は
次
の
各
章
よ
り
な
る
。

序
…
…
…
金
子
大
栄
先
生

第

一
章
、
空
と
識

第
二
章
、
空
観
の
発
展

1
龍
樹
、
2
嘉
祥
、
3
天
台
、
4
賢
首

第
呈
早
、
空
観
の
論
理

第
四
章
、
三
性
説
の
二
形
態

第
五
章
、
摂
大
乗
論
に
於
け
る
唯
識
観

第
六
章
、
摂
大
乗
論
に
於
け
る
阿
頼
耶
識

1
阿
頼
耶
識
と
如
来
蔵
、
2
阿
頼
耶
の

意
義
、
3
阿
頼
耶
の
三
相
、
4
薫
習
、

5
種
子
、
6
互
為
因
果
、
7
聞
重
州習
、

第
七
章
、
成
唯
識
論
に
於
け
る
阿
頼
耶
識

1
総
叙
、
2
種
子

(の
種
子
の
六
義
、

回
蕪
習
、
的
種
子
生
現
行
、
現
行
蕪
種

子
、
三
法
展
転
因
果
同
時
の
意
義
)

あ
と
が
き
…
教
授

右
は
教
授
の
か
つ
て
日
本
仏
教
学
会
年
報
、
日
本

印
度
学
仏
教
学
研
究
、
高
野
山
大
学
論
叢
、
密
教
文

新

刊

紹

介
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密

教

文

化

化
、

南
都
仏
教
、

仏
教
文
化
研
究
、

そ

の
他

に
発
表

さ
れ
た
諸
論
文

の
中

か
ら
、

互

に
関
連
す

る
も

の
を

選

び
、

一
つ
の
体
系

を
な
す

よ
う
編
纂

さ
れ

た
も

の

で
あ

る
。
本
書

の
最
後

に
は

「
あ
と
が
ぎ
」
が
付

い

て
お
り
、
教
授

の

"
空
と
識
"
と

に
つ
い
て
、
意

の

あ
る
と

こ
ろ
が
記
さ
れ
て
い
て
、
読
解

の
指

針
と
な

っ
て

い
る
G
第

一
章

の

「
空
と
識
」

と

は
、
教
授

の

“
空
と
識
”
と
に
つ
い
て
の
結
論
で
あ
り
、
特
に
力

を
注

い
で
執
筆
さ
れ
て

い
る
の
が
、

第
二
章

「
空
観

の
発

展
」
と
第
四
章

「
三
性
説

の
二
形
態

」
と
で
あ

る

よ
う

に
思
わ
れ
る
。

「
空

観
の
発
展
」
の
論
証
で
は
、
縁
起
を
相
依
と

し
、

相
依
を
恰
も
客
観
的
真

理
の
よ
う

に
絶
対
視
す

る
わ
が
国

の
学
界

に
対
し
、
教
授

は

因
待

の

不

可

得
、

縁
起

の
不
生

の
重
視

を
提
供
さ
れ
る
。

龍
樹
は
因
待

の
不
可
得

を
燃
可
燃
品

で
明
ら
か
に

し

て
い
る
。

即
ち
、
火

は
薪

に
よ

っ
て
火
で
あ

る
。

換
言
す
れ
ぽ
、
薪

は
火

に
因
待
す

る
。
も
し
薪

が
あ

っ
て
火

に
よ
ら
な

い
な
ら
ぽ
、

薪
を
火

の
因
と
す

る

こ
と
が
出
来

る
。
然

る
に
薪

は
自
ら
薪
た
る

こ
と
が

出
来
ず
、
従

っ
て
火

の
因
た
る

こ
と
が
出
来
な

い
。

従

っ
て
因
待
は
成
立

せ
ず
、

火
は
な

い
。
同
様

に
し

て
、
薪
も
火
も

互
に
因
と
な
る
こ
と
が
出
来

ぬ
。
互

に
因
と
な

る
こ
と
が
出
来

ぬ
な
ら
ば

二
因
は
な

い
。

二
因
の
な

い
以
上
、

二
果
は
な

い
。
従

っ
て
因
待

は

成
立
し
な

い
。

か
く
て
関
係
各
項

の
因
待

は
不
成
立

と
な
る
。
ま
た
、
長
と
短
と
は
因
待
し

て
成
立
す

る
。

因
待

し
て
成
立
す
る
以
上
、

因
待
し
な

い
時
は
成
立

し
な

い
。
未
だ
因
待
し
な
い
時

に
成
立
し
な
い
な
ら

ぽ
、
長

と
短
と

は
な

い
。
長

と
短
と
が
な

い
な
ら
ば

ど
う
し
て
因
待
す
る
か
。
関
係

の
項
が
関
係
に
よ

っ

て
成
り
立

つ
な
ら
ば
、

他
面
、

関
係
そ

の
も

の
も
関

係

の
項
に
因
待
す

る
こ
と

に
な
る
。

か
く
て
、

因
待

す
る
も

の
と
因
待
と

の
関
係
も
互

に
因
待
し
て
、
無

限

の
循
環

に
陥

る
こ
と
が
示
さ
れ

て
い
る
。

原
始
仏
教

に
お
い
て
、
論

理
的
な
条
件
と
帰
結

と

の
関
係
を
示
し
て
い
た
縁
起

が
、
人
間
思
惟

の
当
然

の
な
り
行
き
と

し
て
、
時
間
的
関
係

に
お
け
る
因
果
、

即
ち
生
成
の
問
題
と
し
て
把
握

さ
れ

る
時
、

そ
れ

は

い
か
に
な
る
で
あ

ろ
う
か
。
観
因
縁
品

の
主
題

は
こ

こ
に
あ
る
。
人
間

の
思
惟

の
型
は
、

一
、
異
、

一
即

異
、

非

一
非

異
の
四

つ
で
あ
る
。

こ
れ
を
生
成

の
問

題

に
関
連

さ
せ
て
示
す
と
、

そ
れ
は

「
因
と
果
と
の

一

(
自

よ
り
生
ず
)
」
、

「
因
と
果
と

の
異

(他

よ

り
生
ず

)
」
、

「
因
と
果
と

の

一
に
し
て
異

(共

よ

り
生
ず
)
」
、

「
因
と
果
と

の

一
に
あ
ら
ず
異
に
あ

ら
ず

(
無
因
よ
り
生
ず
)
」

の
四
と
な

る
。

「
共

よ

り
生
ず
」

は

一
と
異
と

の
合
成

で
あ

り
、

「
無

因
よ

り
生
ず
」

は
因
果

の
破
棄
と
な
る
故
、

問
題

は

「
自

よ
り
生
ず
」
と

「
他

よ
り
生
ず
」

の
二

つ
で
あ
る
。

即
ち
因
中
有
果
論

(
サ
ン
ク
ヤ

の
説
)
と
因
中
無
果

論

(有

部

の
説
)
と

で
あ
る
。

も
し
因
と
果
と
が
同

一
で
あ
る
な
ら
ば
、

二
者

の
間

に
区

別

は

な
く
な

り
、
新
た
な
も
の
は
何
も
生
ぜ
ず
、

生
成

の
概
念

は

成
り
立
た
な
い
。

し
か
し
他
面
、

因
と
果
と

の
二
者

が
非
連
続

で
あ
る
な
ら
ば
、

二
者
は
互
に
外
的
と
な

り
、

因

は
非
因
と
な

っ
て
、
果

は
無

因
よ
り
生
ず
る

こ
と

に
な
る
。
教
授

は
観
因
縁
品
を
引
用

し
、

こ
の

両
論
が
共

に
矛
盾

を
含
む

こ
と
を
指
摘

し
て
、
龍
樹

の
思
索

の
あ
と
を
解
明
さ
れ
て
行
く
。

こ
う
し

て
、
龍
樹
が

因
待
や
因
果

の
概
念

の
中

に

含
ま
れ
た
矛
盾

を
指
摘
す

る
こ
と
は
、

つ
ま
り
人
間

の
思
惟

の
自

己
矛
盾
を
指
摘
す
る
こ
と
で
あ
り
、

思

惟

の
関
係
付
け
に
よ

っ
て
把
え
た
も

の
が
現
象
で
あ

る
と
同
時

に
、
か
か
る
関
係
付
け
を
超
え
た
実
在

の

あ

る
こ
と
を
示
唆

し
て
い
る
と
し
、
空

の
第

一
の
意

味

は
思
惟

の
働
き

に
よ

っ
て
把
え
ら
れ

た
も

の
の
無

を
示
す

こ
と
で
あ
り
、
第

二

の
意
味

は
思
惟
を
超

え

た
実
在

の
無

限
定
と

い
う

こ
と
で
あ

る
-
と
、

教

授

は
帰

結
さ
れ

る
。
ま
た
、
無

限
定

の
実
在
が
限
定

の
無

の
彼
方

に
求

め
ら
れ
る
時
、
そ
れ

は
色
外

の
空
、
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色
滅
の
空
と
な
り
、
無
限
定
で
な
く
な
る
。
無
限
定

は
限
定
の
当
処
に
現
前
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
真
の

無
限
定
は
限
定
と
無
限
定
と
の
対
立
を
も
超
え
た
も

の
で
な
け
れ
ぽ
な
ら
ぬ
。
そ
れ
を
示
さ
ん
と
し
て
中

が
説
か
れ
る
-
と
、

教
授
は
指
摘
さ
れ
、
か
か
る

無
限
定
の
実
在
と
限
定
の
非
存
在
と
は
如
何
に
関
係

す
る
か
、
こ
れ
を
軸
と
し
て
嘉
祥
、
天
台
、
賢
首
の

思
想
の
核
心
を
解
明
さ
れ
て
ゆ
く
。

中
論
に
お
け
る
因
待
の
論
証
に
お
い
て
、
関
係
各

項
の
因
待
の
不
成
立
、
因
待
す
る
も
の
と
因
待
と
の

関
係
も
互
に
因
待
し
て
無
限
循
環
に
陥

る
点

の
指

摘
。
嘉
祥
以
下
の
空
の
発
展
に
お
い
て
、
空
の
理
解

に
と
も
す
る
と
止
揚
の
思
想
を
導
入
し
易
い
の
で
あ

る
が
、
仏
教

の
空
の
論
理

は
即
非

の
論

理
で
あ

っ
て
、

止
揚

の
そ
れ
で
は
な
い
と
す
る
点
。
賢
首

の
空
は
五

教
章
と
十

二
門
論
宗
致
義
記
と

で
は
異

っ
て
お
り
、

五
教
章

で
は
空
が
無
自
性
と

い
う
形
相
で
あ

り
、
後

者
で
は
無
限
定

の
実
在

を
意
味
す
る
点
、
並

に
五
教

章

に
お
け

る
三
性
説

の
不
透
明
さ

は
、
賢
首

が
玄
奨

に
対
し
て
融
会

の
立
場
を
と
り
な
が
ら
、

し
か
も
そ

れ
が
玄
癸

の
立
場

に
対
す
る
正
当
な
理
解

か
ら

で
な

く
、
真

諦

の
立
場

よ
り
な
さ
れ
て
い
る

点

の
指

摘

-
な

ど
、
教
授

の
論
理
は
極
,め
て
鋭

い
。

次

に
、
わ
が
国

の
唯
識
思
想
研
究

に
見
ら
れ
る
特

徴

の

州
つ
は
、
真
諦
の
訳
書
が
重
ん
ぜ
ら
れ
、

そ

の

理
解
が
唯
識
思
想

の
本
流

で
あ
る
と
さ
れ
、

玄
癸

の

理
解
が
単

に
護
法
を
う
け

つ
ぐ
も

の
と
し
て
、
更

に

は
常
識

に
堕
す
る
も
の
と

し
て
斥
け
ら
れ

る
こ
と
で

あ
る
。

し
か
し
、

か
か
る
説

は
少
く
と
も
摂
論

に
関

す

る
限
り

一
面
的
で
あ
り
、
真
諦

の
理
解

は
摂
論

の

中
辺
分
別
論
的
理
解

に
ほ
か
な
ら
ず
、

玄
桀

こ
そ
摂

論

の
正
当
な
る
理
解
者

で
あ
る
-
こ

う

し
た

こ
と

を
論
証

さ

れ

る

の
が

「
三
性
説

の
二
形
態
」

で
あ

る
。

こ
れ

は
三
訳
を
対
照
し

つ
つ
、
三
性
論

に
関
す

る
真
諦
と
玄
癸
と
の
理
解

の
相
違
を
明
ら

か
に
し
、

唯
識
思
想

に
お
け
る
摂
論
と
中
辺
分

別
論
と

の
相
違

に
ま
で
論
及
さ
れ
る
。

最
初

に
摂
論
依
他
性

の
十

一
識

に
つ
い
て
、
客
観

的

な
六
境
や
六
根

が
等

し
く
識
と
云
わ
れ
る
時
、

そ

の
識
の
意
味

は
如
何
な
る
も

の
で
あ
る
か
。

そ
れ

に

は
先
ず
識

の
み

で
あ
る
こ
と
が
、

経
証
や
理
証

に
よ

っ
て
証
明
さ
れ
ね
ば
な
ら

ぬ
。
た
だ
識

の
み
と
云
う

こ
と
は
、

た
だ
識
る
も

の
と
識
ら
れ
る
も

の
と
の
二

つ
か
ら
な
る
識
.の
み
と
云
う
こ
と
で
あ
る
。

こ

の
二

つ
が
共

に
識
と
名
付
け
ら
れ
る
こ
と

は
、
意

識

の
場

に
お

い
て

一
切
が
表
象
で
あ

り
、
た
と
え
超
越

的
と

考
え
ら
れ
る
も

の
と
難
も
、
超
越
的
存
在
と
し
て
表

象
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
と

云
う

こ
と
で
あ

る
。

こ
れ

は
識
を
分
別
す
る
働
き

(狭
義

の
識
)
と
す

る
の
で

は
な
く
、
広
義

の
識
と
し
て
、
即
ち
、

識
る
も

の
と

識
ら
れ
る
も

の
と

の
対
立
と
し
て
、
識
を
把
え
て
い

る
と

い
う

こ
と

で
あ
る
。
他
方
、

中
辺
分
別
論

の
識

は
対
象
と
身
体
と
我
と
識
と

の
四

つ
に
似

て
生
ず

る

と
説
か
れ
る
も

の
で
、

こ
の
四

つ
の
中
で
、
我

と
識

と

は
対
象
や
身
体

に
対
す
る
と
、
む

し
ろ
識
る
働
き

の
側

に
あ
り
、
そ

の
識
る
働
き
も
識

の
似
現
せ
る
も

の
で
あ
る
と
説

か
れ

て
い
る
。
中
辺
分
別
論
で
は
、

こ
の
よ
う

に
識
が
飽
迄
も
対
象

と
な

る

こ

と

の

な

い
、
極
限
概

念
と
し
て
の
識
を
意
味

し
て
い
る
点
に

特
徴
を
も

つ
。

と

こ
ろ
で
、
真
諦
訳
世
親
釈

の
み
は
十

一
識
を
似

塵
識
、

似
根
識
、
似

識
識
、

似
我
識

の
四

つ
に
ま
と

め
て
い
る
が
、
も

し
こ
れ
が
中
辺
分

別
論

に
基
く
な

ら
ぽ
、

摂
論
と
中
辺
分
別
論
と

の
立
場
の
相
違
を
見

逃
し
た
も

の
と
云
わ
ね
ぽ

な
ら
ぬ
し
、
少
く
と
も
摂

論

の
中
辺
分
別
論
的
理
解
と

云
わ
ね
ば

な
ら

ぬ
。
真

諦
に
ょ
れ
ば
、

識

の
対
象

は
識
.に
よ

っ
て
投
げ
出
さ

れ
た
も

の
で
あ
り
、

且

つ
虚
構

さ
れ
た
も

の
で
あ

っ

て
、
分

別
性

の
無

で
あ
る
。

こ
れ

に
反
し
、
玄
奨

に

よ
れ
ば
、

識

は
識

る
も

の
と
識
ら
れ
る
も

の
と

の
対

立
で
あ
り
、
依
他
性
が
所
分

別
で
あ

る
点
を
説
く

の

新

刊

紹

介
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教

文

化

で
あ

っ
て
、
分

別
さ
れ

る
も

の
は
意

識
の
分
別

に
よ

り
虚
構
さ
れ
た
相
を
離
れ

て
別

に
存

し
な

い
が
、

虚

構

さ
れ

た
も

の
と
等

し
く
無

で
あ
る
と
云
う

の
で
は

な

い
。
摂
論

の
立
場
は
識

の
対
象
は
必
ず
分

別
性

の

無
で
あ

る
と
説
く

の
で
は
な
く
、

む
し
ろ
依
他
性
が

所
分
別
と
な
る
こ
と
を
説
か
ん
と
す

る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
教
授

は
唯
識
思
想

の
二

つ
の
大
ぎ
な
流

れ
を
把
握
さ
れ
、
玄
装
は
摂
論
本
来

の
立
場

に
立
ち
、

真
諦

は
中
辺
分
別
論

の
立
場
に
立

っ
て
い
る
こ
と
を

詳
細

に
解

明
さ
れ

て
ゆ
ぎ
、
少
く
と
も
摂
論

に
関
す

る
限

り
玄
奨

の
理
解
が
正
し
く
、
徒
ら

に
真
諦

の
立

場

に
立

っ
て
玄

の
を
非
難
す
る
こ
と

の
愚
を
警
告
さ

れ
る
。
「
摂
大
乗
論

に
於

け
る
唯
識
観
」
、

「
摂
大
乗

論

に
於
け
る
阿
頼
耶
識
」
も

「
三
性
説

の
二
形
態

」

と
相
関
連
す
る
論
文

で
、
虚
心

に
三
訳
を
対
照
し

つ

つ
、
真
諦
偏
重

の
所
説
を
批
判
し
な

が
ら
、

そ
れ
ぞ

れ
摂
論

の
唯
識
観
、

阿
頼
耶
識
を
論
述

さ
れ
る
。

唯
識
思
想
の
根
本
的
立
場

を
明
ら

か
に
さ
れ
、

摂

論

の
三
性
説
、
真
実
性

へ
の
悟
入
、
阿
頼
耶
識

の
諸

問
題
等

に
わ
た
る
真
諦
と
玄
奨
と
の
理
解

の
相
違
を

鋭
く
追
求
さ
れ
、
識
を
ば

P
r
o
j
e
c
t

と
見

る
か
、
あ

る
い
は
志
向
性

の
地
盤

に
お

い
て
と
ら
え
、

識
る
も

の
と
識
ら
れ
る
も

の
と
の
対
立
と
し
て
見

る
か
-

と
い
う
唯
識
思
想

の
二

つ
の
流
れ

に
論
及
さ
れ
、

真

諦

の
理
解

が
中
辺
分
別
論
的
理
解

で
あ

る
こ
と
を
解

明

さ
れ
る
あ
た
り
は
本
書

の
圧
巻

で
あ

ろ
う
と
思
わ

れ
る
。
ま
た
処

々
に
散
見

は
す
る
も

の
の
、
今
後
と

も
健
康
を
維
持
さ
れ
て
、
何
等

か
の
機

会

に
、

「
空

観
の
発
展
」

の
よ
う
な
論
述

の
方
法
で
、

夢
古
唯
識

思
想
と
そ
の
発
展
夢

の
解

明
を
、

一
に
後
進
指
導

の

意
味
に
お
い
て
、
体
系
的

に
論
述
し

て
下
さ
る
よ
う

懇
願
し
て
や
ま
な

い
。

仏
教
関
係

の
専

門

書

は

多
数
出
版
さ
れ
て
い
る

が
、

仏
教
外

の
思
想
関
係

の
専
攻
者
が
読
ん
で
得

る

と

こ
ろ
大
な

る
も

の
は
案
外
少

い
。
本
書

に
お
け

る

教
授

の
論

理
は
鋭
く
、

そ
の
思
索

は
強
靱
で
、
大
乗

仏
教
思
想

の
根
本
構
造
を
明
か
さ
ん
と
す
る
も

の
で

あ
り
、
本
書

は
そ
う
し
た
数
少

い
専
門
書

の

一
つ
で

あ
る
と
云
え

る
。

本
書
は
空
観

と
唯
識
、の
研
究
に
お
い
て
、
現
在

の

高

い
レ
ベ
ル
に
あ

る
学
者

の
諸
説
を
批
判

し

つ
つ
、

空
と
識
と

の
核

心
に
迫

っ
て
ゆ
く
体
裁

を
と

っ
て
お

り
、

か

っ
て
そ
の
方
面

の
専
攻
学
者

を
対
象
と
し

て

作
ら
れ
た
諸

論
文

を
体
系
的

に
編
纂
し
た
も

の
な

の

で
、
叙
述
と
表
現

の
上
に
お

い
て
、
余
り

に
も
簡
潔

に
し
ぼ
り
す
ぎ
た
嫌

い
が
あ
る
。
教
授
も

そ
の
点
を

考
慮
さ
れ
た

の
で
あ

ろ
う

か
、
第

一
章

「
空
と
識
」

で
全
体
を
鳥
鰍
せ
し
め
、
更

に

「
あ
と
が
ぎ
」
を
付

け
加
え
ら
れ

て
、
各
篇

の
意

の
あ
る
と

こ
ろ
を
記
さ

れ
て
は
い
る
が
、

仏
教
外

の
学
者

・
教
養
人
が
読

ん

で
得

る
と
こ
ろ
が
多

い
こ
と

を
期
待

さ
れ

る
だ
け

に
、
同

一
内
容

で
分
量
を
約

二
倍
と

し
、
文

の
構
成

と
表
現

に

一
段
と
意
を
用

い
ら
れ
て
、
難
解
さ

の
伴

う
点
を
補
足
解
説

し

つ
つ
、
よ
り
平
易

に
叙
述
さ
れ

る
配
慮
が
ほ
し
か

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
京
都
永
田
文

昌
堂
発
行
、

定
価
七
〇
〇
円
。

(
昭
和
三
八
、
四
、

二
五
)
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