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思
想
で
は
、
信
仰
と
修
行
と
い
う
二
つ
の
概
念
の
関
係
が
主
題

と
な
る
。
そ
れ
は
特
に
﹃
大
乗
起
信
論
﹄
の
第
四
章
で
明
ら
か

に
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
四
つ
の
信
仰
︵
信
心
︶
と
そ
れ
ら

の
信
仰
に
至
る
た
め
の
五
つ
の
修
行
に
つ
い
て
取
り
上
げ
ら
れ

る
。
こ
れ
ら
の
修
行
は
絶
え
ず
信
仰
と
の
組
み
合
わ
せ
で
捉
え

ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
本
論
文
で
は
、﹃
大
乗
起
信
論
﹄
に
お

け
る
信
仰
と
修
行
と
の
関
係
を
明
確
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
。信

仰
を
起
こ
す
に
は
、
修
行
が
必
要
で
あ
る
。
こ
れ
を
説
明

す
る
た
め
に
著
者
は
、
一
つ
の
心
に
お
い
て
二
つ
の
心
、
い
わ

ゆ
る
真
如
心
と
生
滅
心
が
存
在
す
る
と
い
う
前
提
か
ら
始
め
て
、

純
粋
な
信
仰
︵
悟
り
、
涅
槃
、
真
如
心
︶
と
純
粋
な
修
行
︵
慈

悲
、
菩
薩
、
浄
化
し
た
生
滅
心
︶
は
深
く
つ
な
が
っ
て
い
る
こ

﹃
大
乗
起
信
論
﹄
の
歴
史
と
著
者
に
関
す
る
研
究
者
た
ち
の
見

解
は
一
致
し
て
い
な
い
。
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
原
文
は
明
ら

か
に
な
っ
て
い
な
い
し
、
著
名
な
仏
教
詩
人
馬
鳴
︵
め
み
ょ
う
、

S: A
svaghosa

、
一
︲
二
世
紀
頃
︶
の
著
作
と
さ
れ
て
い
る
が
、

確
証
は
な
い
。
そ
し
て
、
真
諦
︵
し
ん
た
い
、S., Param

ārtha

、

四
九
九
︲
五
六
九
︶
に
よ
る
漢
訳
版
は
残
さ
れ
て
い
る
が1

、
そ

の
漢
文
を
解
読
す
る
に
は
時
間
、
忍
耐
、
知
識
を
要
す
る
上
に
、

信
仰
と
実
践
も
不
可
欠
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
記
述
内
容
に

は
大
乗
仏
教
の
重
要
な
信
仰
思
想
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
。

﹃
大
乗
起
信
論
﹄
の
信
仰
は
理
屈
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
修

行
に
よ
っ
て
起
こ
さ
れ
成
就
す
る
も
の
で
あ
る
。
修
行
は
、
信

仰
を
成
就
す
る
過
程
に
お
い
て
、
そ
の
歩
み
に
重
要
な
役
割
を

演
じ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、﹃
大
乗
起
信
論
﹄
の
信
仰

研
究
発
表   

大
乗
起
信
論
に
お
け
る
信
仰
思
想

バ
ー
ケ
ル
マ
ン
ス　

ペ
テ
ロ
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と
を
示
す
。
つ
ま
り
、純
粋
な
修
行
は
、神
秘
主
義
的
、神
秘
的
、

奇
跡
的
、
善
さ
な
ど
の
特
徴
を
も
つ2

。
言
い
換
え
れ
ば
、
大
乗

仏
教
で
は
信
仰
と
修
行
は
切
り
離
せ
な
い
も
の
と
さ
れ
る
。
信

仰
は
修
行
で
も
あ
り
、
修
行
は
信
仰
で
も
あ
る
。
ま
た
は
、
信

仰
︵
一
心
︶
に
お
い
て
信
仰
と
修
行
︵
二
つ
の
心
︶
が
存
在
す
る
。

こ
の
相
互
関
係
は
プ
ラ
ト
ン
哲
学
ま
た
は
現
象
学
に
お
け
る
理

念
と
現
象
と
の
相
互
関
係
に
相
当
す
る
と
考
え
る
な
ら
、﹃
大
乗

起
信
論
﹄
に
お
け
る
信
仰
思
想
は
理
解
し
や
す
く
な
る
。

信
と
修

﹃
大
乗
起
信
論
﹄
の
中
で
は
﹁
信
心
と
修
行
﹂
と
い
う
表
現
が

用
い
ら
れ
て
い
る
。
信
心
と
修
行
と
い
う
表
記
は
伝
統
的
な
仏

教
用
語
で
あ
る
。
信
心
は
信
じ
る
心
を
表
し
、
修
行
は
行
を
修

め
る
こ
と
で
あ
る
。
な
お
、﹃
大
乗
起
信
論
﹄
の
中
で
は
﹁
信
﹂

と
い
う
一
字
も
頻
繁
に
用
い
ら
れ
て
い
る
た
め
、﹁
修
行
﹂
に
代

替
可
能
な
﹁
実
践
﹂
と
い
う
言
葉
で
は
、﹁
信
﹂
と
の
関
係
を
明

確
に
し
が
た
い
。
一
方
、﹁
修
﹂
と
い
う
一
字
も
﹃
大
乗
起
信
論
﹄

で
は
よ
く
使
わ
れ
て
お
り
、﹁
信
心
と
修
行
﹂
の
表
現
は
﹁
信
と

修
﹂
に
代
替
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

ま
た
、
信
仰
は
神
と
人
間
と
い
う
二
元
論
に
立
脚
す
る
概
念

で
あ
る
と
い
う
視
座
か
ら
捉
え
る
場
合3

 

、
大
乗
仏
教
の
中
に
も

こ
の
よ
う
な
人
格
的
神
秘
主
義
の
概
念
が
存
在
す
る
。
し
か
も
、

大
乗
仏
教
の
宗
派
に
よ
っ
て﹁
信
心
﹂の
解
釈
も
異
な
っ
て
い
る
。

そ
こ
で
、
本
論
文
で
は
大
乗
仏
教
の
﹁
信
心
﹂、﹁
信
﹂
を
よ
り

よ
く
理
解
す
る
た
め
に
次
節
で
述
べ
る
ヒ
ン
ズ
ー
教
の
信
仰
思

想
か
ら
出
発
し
た
い
。

最
後
に
、
宗
教
学
と
諸
宗
教
対
話
の
た
め
、﹁
信
仰
﹂
と
い
う

キ
ー
ワ
ー
ド
に
よ
っ
て
他
宗
教
の
信
仰
思
想
と
の
関
係
も
指
摘

し
た
い
。
つ
ま
り
、
本
研
究
は
、
原
文
の
対
照
批
判
の
視
座
ま

た
は
通
時
的
︵diachronic

︶
な
把
握
で
は
な
く
、﹃
大
乗
起
信
論
﹄

で
論
じ
ら
れ
る
信
仰
に
つ
い
て
宗
教
現
象
学
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ

で
同
時
的
︵synchronic

︶
に
把
握
す
る
。
そ
し
て
、
信
仰
の
理

解
を
他
の
宗
教
に
お
け
る
同
問
題
と
比
較
し
な
が
ら
深
め
る
。

こ
れ
か
ら
、﹃
大
乗
起
信
論
﹄
の
全
章
に
渡
っ
て
記
述
さ
れ
る

信
仰
の
二
つ
の
側
面
を
比
較
宗
教
学
的
に
示
し
た
い
。
最
初
の

出
発
点
は
ヒ
ン
ズ
ー
教
信
仰
思
想
に
お
け
る
二
つ
の
側
面
で
あ

る
。
仏
教
は
ヒ
ン
ズ
ー
教
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
り
、
両
者

は
歴
史
的
な
関
係
だ
け
で
な
く
、
精
神
的
か
つ
本
質
的
な
つ
な
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が
り
も
あ
る
に
違
い
な
い
。
そ
れ
を
原
始
仏
教
の
四
諦
で
示
す
。

次
に
、﹃
大
乗
起
信
論
﹄
の
各
章
を
検
討
し
て
、
そ
の
特
徴
的
な

言
葉
の
扱
わ
れ
方
か
ら
信
仰
と
修
行
の
関
係
を
把
握
す
る
。
最

後
に
、仏
教
全
体
、ま
た
他
宗
教
、さ
ら
に
は
宗
教
学
に
お
い
て
、

信
仰
と
修
行
の
役
割
は
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
い
る
の
か
を

論
じ
る
。ヒ

ン
ズ
ー
教
の
信
仰
―
―
あ
る
目
的
へ
の
希
望

と
あ
る
方
法
へ
の
信
頼

﹃
大
乗
起
信
論
﹄
の
題
名
に
お
い
て
は
﹁
信
﹂
は
中
心
的
な
名

辞
で
あ
る
。
鈴
木
貞
太
郎
の
英
訳4

︵
一
九
〇
〇
︶
で
は
根
拠
と

な
る
説
明
は
な
い
ま
ま
、﹁
信
﹂
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
と
し
て

sraddhā

が
挙
げ
ら
れ
て
い
る 

。
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
の
原
典
は

未
だ
に
発
見
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、﹁
信
﹂
と
い
う
漢
字
が
ど
の

言
葉
か
ら
な
っ
て
い
る
か
は
明
確
で
は
な
い
。
他
の
言
葉
で
も

可
能
で
あ
る
。
例
え
ば
、bhakti

︵
絶
対
帰
依
︶、adhim

ukti

︵
信

解
︶、prasāda

︵
浄
信5

︶。
し
か
し
、
な
ぜ
鈴
木
氏
はsraddhā

と
い
う
言
葉
が
適
切
だ
と
思
っ
て
い
た
の
か
。
こ
の
ヒ
ン
ズ
ー

教
の
信
仰
概
念
と
関
係
し
て
い
る
用
語
は
仏
教
と
ど
ん
な
関
係

が
あ
る
の
か
。
仏
教
に
は
信
仰
の
概
念
が
あ
る
の
か
。
そ
う
だ

と
す
れ
ば
、
ど
の
よ
う
な
概
念
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
の
質
問

に
答
え
る
の
に
、
ま
ずsraddhā

と
い
う
ヒ
ン
ズ
ー
教
の
宗
教

的
な
概
念
に
つ
い
て
の
理
解
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
こ
か
ら
そ
の
概
念
が
仏
教
全
体
に
も
、
大
乗
仏
教
に
も
、
特

に
﹃
大
乗
起
信
論
﹄
に
も
、
生
き
続
け
た
概
念
だ
と
把
握
で
き

る
よ
う
に
な
る
。
比
較
宗
教
学
者Seshagiri R

ao

に
よ
る
と
、

イ
ン
ド
思
想
に
お
け
るsraddhā

︵
信
仰
︶
と
い
う
複
雑
な
概
念

は
２
つ
の
不
可
分
の
意
味
か
ら
な
っ
て
い
る
。
彼
は
次
の
よ
う

に
結
論
を
出
す
。

我
ら
の
研
究
に
お
い
て
、sraddhā

︵srat

心
、dha

置
く
こ
と
、

つ
ま
り
、
あ
る
も
の
に
希
望
を
置
く
こ
と
︶
と
い
う
語
の
語

源
的
ま
た
は
発
生
的
な
意
味
は
重
要
性
を
持
ち
続
い
て
い
る
。

そ
の
意
味
と
は
、

一
．
心
の
望
み
や
あ
る
目
的
︵end

︶
へ
の
切
望
と
、

二
． 

切
望
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
の
あ
る
方
法
へ
の
信
頼

︵confidence

︶
や
信
用
︵trust

︶。

こ
れ
ら
は
重
大
な
意
味
を
も
ち
、
さ
ら
に
、
こ
の
二
つ
の
意

味
は
、sraddhā

と
い
う
概
念
に
本
来
備
わ
っ
て
お
り
か
つ



165 ――― 東西宗教研究　第 8 号・2009 年

不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
と
の
認
識
に
至
っ
た
。
換
言
す
れ

ば
、
そ
の
言
葉
の
別
々
の
意
味
で
な
く
、
両
方
の
意
味
と

もsraddhā
の
全
体
的
な
意
味
で
あ
る
。︵
省
略
︶
従
っ
て
、

sraddhā

の
全
体
的
な
意
義
は
、
目
的
へ
の
希
望
︵desire for 

a goal

︶
と
同
時
に
目
的
を
達
成
す
る
た
め
の
適
切
な
方
法
へ

の
信
頼
︵confidence in an appropriate m

eans to reach it

︶

と
関
係
す
る6

 

。

仏
教
の
信
仰
―
―
涅
槃
へ
の
希
望
と
中
道
へ 

の
信
頼

仏
教
信
者
に
と
っ
て
信
仰
は
仏
法
僧
の
三
宝
帰
依
で
あ
る
が
、

ヒ
ン
ズ
ー
教
の
信
仰
概
念
に
お
け
る
二
つ
の
不
可
欠
の
側
面
は

仏
教
の
四
諦
と
い
う
教
え
に
現
れ
る
。
最
初
の
二
つ
の
真
理
は
、

苦
し
み(dukkha)

の
実
存
と
そ
の
原
因
を
あ
ら
わ
す
も
の
で
あ

る
。
し
か
し
、
滅
諦
と
い
う
第
三
の
真
理
は
仏
教
徒
の
切
望
す

る
目
的
︵sukha

、
安
楽
、
涅
槃
、
悟
り
、
浄
土
、
即
身
成
仏
な

ど
︶
を
表
す
。
さ
ら
に
、
道
諦
と
い
う
第
四
の
真
理
は
切
望
し

て
い
る
目
的
に
達
成
す
る
た
め
の
方
法
︵
中
道
、
八
正
道
、
座

禅
、念
仏
、三
密
︶
へ
の
信
頼
を
表
す
。
小
乗
仏
教
で
は
阿
羅
漢
、

大
乗
仏
教
で
は
菩
薩
、
そ
し
て
密
教
で
は
金
剛
サ
ッ
タ
が
こ
の

信
仰
を
成
就
し
た
も
の
と
さ
れ
る
。

従
っ
て
、
四
諦
の
滅
諦
と
道
諦
は
仏
教
の
信
仰
を
も
表
し
、

分
離
で
き
な
い
真
理
で
あ
る
。
釈
迦
は
そ
れ
ら
を
四
番
目
の
城

門
を
出
た
と
き
︵
目
的
︶、及
び
中
道
を
実
践
し
た
と
き
︵
方
法
︶

に
実
現
し
た
。
仏
教
徒
は
釈
迦
の
教
え
を
信
じ
て
疑
わ
な
い︵
信

心
︶。
も
し
、
仏
教
徒
は
苦
の
終
わ
り
を
信
じ
な
け
れ
ば
、
き
っ

と
厳
し
い
修
行
︵
接
心
、
加
行
な
ど
︶
を
も
行
わ
な
い
で
あ
ろ

う7

。
そ
こ
で
、
こ
の
﹁
目
的
へ
の
希
望
﹂
は
中
道
な
ど
の
方
法

へ
の
信
頼
を
伴
う
。
中
道
な
ど
は
﹁
目
的
を
達
成
す
る
た
め
の

適
切
な
方
法
へ
の
信
頼
﹂
と
相
当
す
る
。

こ
の
よ
う
に
、
仏
教
の
信
仰
思
想
の
中
に
は
イ
ン
ド
の

sraddhā

︵
信
仰
︶
の
二
つ
の
意
味
が
存
在
す
る
。
し
か
し
、
こ

の
二
つ
の
側
面
は
大
乗
仏
教
の
信
仰
思
想
に
お
い
て
も
存
在
し

て
い
る
の
か
。
同
じ
よ
う
な
二
元
的
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
の

か
。
そ
れ
に
答
え
る
た
め
に
﹃
大
乗
起
信
論
﹄
に
み
ら
れ
る
信

仰
に
つ
い
て
探
求
し
て
い
く
こ
と
は
不
可
欠
で
あ
る
。
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﹃
大
乗
起
信
論
﹄
の
信
仰
―
―
大
乗
正
信
へ
の
希

望
と
真
実
修
行
へ
の
信
頼

﹃
大
乗
起
信
論
﹄
は
一
つ
の
短
い
詩
で
始
ま
る
。
そ
の
詩
は
ま

さ
に
﹁
信
仰
宣
言
﹂
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
後
に
続
く
本
論

の
解
釈
と
漢
文
の
解
読
の
た
め
に
重
要
な
手
掛
か
り
と
な
る
。

例
え
ば
、
こ
の
詩
に
は
、
第
四
章
で
論
述
さ
れ
る
三
帰
依
と
大

乗
の
起
信
と
い
う
﹁
四
つ
の
信
仰
﹂
に
つ
い
て
も
記
さ
れ
て
い

る
。
従
っ
て
、﹃
大
乗
起
信
論
﹄
の
信
仰
思
想
を
把
握
す
る
た
め

に
、
ま
ず
そ
の
詩
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い8

。

尽
十
方
の
、
最
勝
業
の
遍
知
に
し
て
、

　

色
の
無
碍
自
在
な
る
、
救
世
の
大
悲
者
と
、

及
び
、
彼
の
身
の
体
と
相
な
る
、
法
性
真
如
の
海
に
し
て
、

無
量
の
功
徳
の
蔵
と
、
如
実
の
修
行
等
に
帰
命
し
た
て
ま
つ

る
。

　

衆
生
を
し
て
、
疑
い
を
除
き
、
邪
執
を
捨
て
、
大
乗
の
正

信
を
起
こ
し
て
、

仏
種
を
断
ぜ
ざ
ら
し
め
ん
と
欲
す
る
が
た
め
の
故
な
り
。︵
池

田
一
〇
五
項
︶

最
初
の
四
行
は
、
大
乗
仏
教
か
ら
見
た
三
宝
の
帰
依
、
つ
ま

り
仏
︵
救
世
の
大
悲
者
︶・
法
︵
仏
の
身
︶・
僧
︵
菩
薩
の
よ
う

な
修
行
ら
︶
へ
の
帰
依
を
表
し
て
い
る
。
こ
の
三
宝
の
帰
依
は
、

﹃
大
乗
起
信
論
﹄
の
第
四
章
の
冒
頭
に
記
さ
れ
て
い
る
﹁
四
つ
の

信
仰
︵
信
心
︶﹂
の
う
ち
の
最
後
の
三
つ
と
し
て
も
挙
げ
ら
れ
て

い
る
が
、そ
こ
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
第
一
番
目
の
信
仰﹁
根
本
信
﹂

は
何
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
こ
の
﹁
正
信
﹂
に
当
て
は
ま
る
と

思
う
。

ま
ず
上
記
の
詩
の
五
行
目
に
記
さ
れ
て
い
る
﹁
正
信
﹂
と
い

う
言
葉
を
第
四
番
目
の
信
仰
︵
信
心
︶
を
採
用
し
て
説
明
し
て

み
た
い
。﹁
四
［
第
四
番
目
の
信
仰
］
に
は
、
僧
は
能
く
正
し

く
自
利
と
利
他
を
修
行
す
と
信
ず
。
常
に
、
楽
っ
て
、
諸
の
菩

薩
衆
に
親
近
し
、
如
実
の
行
を
求
学
す
る
が
故
な
り
﹂︵
池
田

一
四
三
項
︶。
こ
の
文
章
か
ら
詩
に
お
け
る
﹁
正
信
﹂
と
い
う
言

葉
は
正
し
く
自
利
と
利
他
を
修
行
す
る
意
義
を
信
ず
る
こ
と
を

意
味
す
る
。
こ
れ
は
大
乗
の
正
信
で
あ
り
、
大
乗
の
根
本
的
な

信
仰
と
つ
な
が
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
大
乗
仏
教
は
救
世
の

大
悲
者
を
信
じ
、
菩
薩
の
模
範
に
倣
う
。
従
っ
て
、
根
本
的
な

信
仰
︵
信
心
︶
も
菩
薩
的
な
心
を
起
こ
す
信
仰
で
あ
ろ
う
。
し
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か
し
、
そ
れ
は
﹁
真
如
﹂
と
い
う
概
念
に
秘
め
ら
れ
て
い
る
思

想
な
の
で
、
そ
の
概
念
の
深
い
意
味
を
求
め
る
必
要
が
あ
る
。

ま
ず
、﹁
根
本
信
﹂
の
意
味
を
あ
げ
よ
う
。﹁
一
［
第
一
番
目
の

信
仰
］
に
は
、
根
本
を
信
ず
。
所
謂
、
真
如
の
法
を
楽
念
す
る

が
故
な
り
﹂︵
池
田
一
四
三
項
︶。
信
仰
の
根
本
的
な
と
こ
ろ
は
、

﹃
大
乗
起
信
論
﹄
に
よ
る
と
、
真
如
︵s:tathatā

、
あ
る
が
ま
ま

な
こ
と
、dharm

a

︶
の
法
を
願
っ
て
考
え
る
こ
と
で
あ
る
。
従

っ
て
、
大
乗
の
信
を
起
こ
す
に
は
真
如
を
理
解
す
る
こ
と
が
何

よ
り
も
重
要
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
真
如
と
い
う
概
念
は
﹃
大

乗
起
信
論
﹄
の
中
で
ど
う
い
う
意
味
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ

う
か
。

真
如
心

大
乗
の
信
仰
は
、
小
乗
仏
教
と
違
っ
て
、
信
仰
が
完
全
に
な

る
こ
と
︵
正
信
︶
の
み
で
終
わ
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
信
仰
が

方
便
を
通
し
て
人
々
の
救
い
の
た
め
に
も
使
用
さ
れ
る
こ
と︵
真

実
な
修
行
、
自
利
と
利
他
の
修
行
︶
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
心

は
自
分
を
超
え
て
広
い
心
に
な
り
、
大
乗
︵m

ahā-yāna

︶
の

よ
う
に
十
方
に
普
遍
的
な
智
慧
︵
純
粋
な
信
仰
︶
で
人
々
へ
救

い
の
手
を
さ
し
伸
ば
す︵
純
粋
な
修
行
︶。
ハ
ケ
ダ
氏
に
よ
る
と
、

﹁
大
乗
﹂
と
い
う
言
葉
は
﹁
絶
対
︵the A

bsolute

︶﹂
ま
た
は
﹁
真

如
︵Suchness

︶﹂
を
意
味
す
る
。
し
か
し
、
詩
に
お
け
る
﹁
真

如
海
﹂
と
い
う
言
葉
は
ど
の
よ
う
に
理
解
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ

ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
池
田
氏
は
﹁
真
如
海
﹂
を
﹁
真
如

の
海
に
し
て
﹂︵
一
〇
五
項
︶
と
翻
訳
し
、﹁
海
の
よ
う
に
広
く

深
い
真
実
﹂︵
一
一
項
︶
と
解
釈
し
て
い
る
。
鈴
木
氏
は
そ
れ

を ﹁like the ocean, revealing to us the principle of anātm
an

︵﹁
海
の
よ
う
に
、
我
ら
に
無
我
の
原
理
を
明
ら
か
に
す
る
﹂、
項

四
七
︶
と
翻
訳
す
る
。
こ
れ
ら
か
ら
、﹁
真
如
海
﹂
と
い
う
言
葉

を
﹁
真
に
海
の
よ
う
に
﹂
と
翻
訳
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま

り
、法
の
性
質
は
海
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が﹁
真
如
海
﹂

の
意
味
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
う
し
て
、﹁
真
如
心
﹂
の
意
味
は

﹁
真
に
海
の
よ
う
な
広
い
心
﹂︵
無
我
︶
と
理
解
で
き
る
。﹃
大
乗

起
信
論
﹄
の
中
で
は
、
心
を
大
海
と
比
較
し
て
い
る
と
こ
ろ
が

二
個
所
あ
る
︵576c,578a

︶。
ま
た
、
縁
起
を
教
え
る
﹃
華
厳
経
﹄

に
お
い
て
も
﹁
海
印
三
昧
﹂
と
い
う
最
高
の
瞑
想
段
階
が
記
さ

れ
て
い
る0
。
自
己
を
失
っ
た
心
は
﹁
真
に
海
の
如
く
﹂
広
く
て
、

そ
の
心
は
小
さ
な
い
く
つ
か
の
池
か
ら
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
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い
。
こ
れ
も
﹁
大
乗
﹂
の
精
神
に
従
っ
た
解
釈
で
あ
ろ
う
。
従

っ
て
、﹃
大
乗
起
信
論
﹄
の
中
で
﹁
真
如
心
﹂
と
い
う
概
念
は
、

大
我
と
な
っ
た
二
元
論
的
に
で
は
な
く
考
え
る
心
の
名
辞
と
な

り
、
大
乗
仏
教
の
信
仰
の
根
本
と
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

他
の
宗
教
で
も
同
様
の
精
神
は
黄
金
律
︵golden rule

︶
と

し
て
知
ら
れ
て
お
り
、
キ
リ
ス
ト
教
で
は
﹁
隣
人
愛
﹂
と
い
う

言
葉
で
教
え
ら
れ
て
い
る
。﹁
己
の
如
く
隣
の
人
を
愛
せ
よ
﹂︵
マ

タ
イ
二
四
・
四
〇
︶。
つ
ま
り
、
愛
は
ま
こ
と
に
相
手
の
よ
う
に

な
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
四
無
量
心
の
よ
う
に
、
相
手
が
苦

し
む
と
自
分
も
苦
し
ん
で
い
る
し
、
相
手
が
喜
ぶ
と
、
自
分
も

喜
ぶ
。
ま
た
は
、
ヒ
ン
ズ
ー
教
で
は
す
べ
て
の
も
の
の
よ
う
に

な
る
の
は
﹁
私
は
あ
の
も
の
だ
﹂(Tat Tuam

 A
sm

i)
と
い
う
言

葉
で
教
え
ら
れ
て
い
る
。

発
菩
提
心
＝
発
真
如
心
＝
大
乗
起
信

﹃
大
乗
起
信
論
﹄
に
お
け
る
真
如
と
大
乗
に
潜
ん
で
い
る
﹁
広

さ
﹂
と
い
う
特
別
な
イ
デ
ア
は
、
大
乗
仏
教
の
特
別
な
信
仰
思

想
へ
と
導
か
れ
る
。
つ
ま
り
、
菩
薩
の
心
は
純
化
さ
れ
た
如
来

蔵
に
よ
っ
て
﹁
大
乗
の
正
信
﹂︵
大
乗
の
正
し
い
信
仰
︶
を
持
つ

心
で
、
そ
の
真
如
の
心
は
自
然
に
法
に
従
い
、﹁
如
実
の
修
行
﹂

︵
正
し
い
修
行
︶
を
行
い
、
す
べ
て
の
衆
生
に
救
い
の
手
を
差
し

伸
べ
る
こ
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
﹁
大
乗
の
信
﹂
の
理
想
に
至
る

方
法
を
教
え
る
こ
と
が
﹃
大
乗
起
信
論
﹄
の
目
的
で
あ
る
。﹁
大

乗
起
信
﹂
は
、
大
乗
仏
教
全
体
に
使
わ
れ
て
い
る
﹁
発
菩
提
心
﹂

ま
た
は
﹁
発
心
﹂
の
意
味
を
も
っ
て
お
り
、
こ
こ
で
は
菩
提
の

代
わ
り
に
﹁
大
乗
﹂、﹁
心
﹂
の
代
わ
り
に
﹁
信
﹂
と
置
き
換
え
て
、

そ
し
て
﹁
発
﹂
は
﹁
起
﹂
と
置
き
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
考

え
ら
れ
る
。

ま
た
、
詩
の
最
後
の
二
つ
の
文
章
は
大
乗
の
信
仰
を
起
こ
す

方
法
を
表
現
す
る
。
つ
ま
り
、﹁
疑
い
を
除
き
、
邪
執
を
捨
て
る
﹂

こ
と
に
よ
っ
て
﹁
大
乗
の
正
信
﹂
を
起
こ
す
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
よ
う
に
、
こ
の
最
後
の
文
章
に
お
い
て
も
信
仰
と
修
行
と

の
関
係
は
目
的
へ
の
希
望
と
方
法
へ
の
信
頼
と
い
う
言
葉
で
表

さ
れ
る
。

﹃
大
乗
起
信
論
﹄
の
冒
頭
に
導
入
さ
れ
た
詩
の
後
に
続
く
各
章

に
お
い
て
も
、
信
仰
と
修
行
と
の
関
係
は
さ
ま
ざ
ま
な
表
現
を

用
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
か
ら
、
各
章
に
論
述
さ
れ
る

信
仰
思
想
に
つ
い
て
解
釈
を
進
め
て
い
き
、﹃
大
乗
起
信
論
﹄
に
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お
け
る
信
仰
と
修
行
の
相
互
関
係
を
明
白
に
し
た
い
。

ち
な
み
に
、
五
つ
の
章
か
ら
な
る
﹃
大
乗
起
信
論
﹄
の
構
成

枠
組
み
は
そ
の
題
目
か
ら
察
知
す
る
こ
と
が
容
易
で
あ
る
。
ま

ず
、
八
つ
の
理
由
︵
因
縁
︶
を
挙
げ
た
第
一
章
の
後
に
、﹁
大
乗
﹂

の
意
味
を
概
説
す
る
章
と
詳
細
に
論
じ
る
章
の
二
つ
の
章
が
続

き
、
最
後
に
﹁
起
信
﹂
の
方
法
に
関
し
て
、
直
接
的
な
方
法
︵
第

四
章
︶
と
間
接
的
な
方
法
︵
第
五
章
︶
が
論
じ
ら
れ
る
。
こ
れ

も
ま
た
信
仰
︵
大
乗
︶
と
修
行
︵
起
信
︶
の
関
係
を
表
す
も
の

で
あ
る
。
そ
の
た
め
、﹃
大
乗
起
信
論
﹄
の
題
目
に
つ
い
て
い
る

﹁
大
乗
﹂
と
い
う
言
葉
は
不
可
欠
で
あ
ろ
う0

。

①
　
第
一
章
　
八
つ
の
理
由
―
―
因
と
縁

﹃
大
乗
起
信
論
﹄
の
文
体
は
複
雑
で
あ
る
。
著
者
自
身
は
簡
潔

な
文
章
で
仏
の
教
え
を
伝
え
る
こ
と
を
望
ん
で
い
た
︵
第
七
番

目
の
理
由
︶
が
、
当
時
は
そ
れ
は
理
解
し
や
す
か
っ
た
か
も
し

れ
な
い
が
、
現
代
の
人
々
に
と
っ
て
は
難
解
な
文
章
に
な
っ
て

い
る
。
こ
の
八
つ
の
理
由
は
そ
の
典
型
的
な
例
で
あ
る
。

原
文
に
お
い
て
、
理
由
は
﹁
因
縁
﹂
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ

て
い
る
。
こ
の
言
葉
は
確
か
に﹁
理
由
﹂と
い
う
意
味
を
持
つ
が
、

仏
教
用
語
と
し
て
﹁
因
縁
﹂︵
因
果
、
縁
起
も
同
趣
意
で
あ
る
︶

は
仏
教
思
想
の
核
心
を
示
す
語
で
あ
る
︵
例
え
ば
、
小
乗
仏
教

の
十
二
支
縁
起
、
説
一
切
有
部
の
四
縁
六
因
、
上
座
部
の
二
十

縁
の
説
、
大
乗
仏
教
の
世
界
の
縁
起
観
、
密
教
の
三
大
縁
起
な

ど
︶。﹃
大
乗
起
信
論
﹄
で
は
、﹁
法
界
縁
起
﹂
を
﹁
こ
の
現
象
世

界
は
真
如
︵
如
来
蔵
︶
は
縁
に
従
っ
て
現
れ
た
も
の
﹂
と
捉
え

て
い
るa

。
従
っ
て
、﹁
因
縁
﹂
と
い
う
言
葉
は
こ
こ
で
単
な
る
意

味
を
有
す
単
語
と
し
て
用
い
ら
れ
ず
、
八
つ
の
理
由
を
理
解
す

る
た
め
の
重
要
な
手
が
か
り
に
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の

八
つ
の
理
由
は
論
文
全
体
の
青
写
真
で
あ
り
、
四
つ
の
因
と
四

つ
の
縁
か
ら
な
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
理
由
も
因
と

縁
の
関
連
性
が
含
ま
れ
て
い
るb

。

大
乗
仏
教
で
は
﹁
因
﹂
は
原
因
︵
直
接
原
因
︶
と
﹁
縁
﹂
は

条
件
︵
間
接
原
因
︶
と
理
解
さ
れ
る
。
最
初
の
四
つ
の
理
由
は

大
乗
起
信
の
た
め
の
一
般
的
な
理
由
で
あ
り
、
次
の
四
つ
の
理

由
は
方
便
に
基
づ
い
た
理
由
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
最
初
の
四
行

に
記
さ
れ
る
﹁
為
、
令
﹂
と
い
う
漢
字
と
、
最
後
の
四
行
に
記

さ
れ
る
﹁
為
、
示
﹂
と
い
う
漢
字
で
区
別
さ
れ
な
が
ら
、﹁
為
﹂

と
い
う
漢
字
で
統
一
さ
れ
る
こ
と
か
ら
推
論
す
る
こ
と
は
可
能
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で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
関
連
性
は
信
仰
と
修
行
と
の
関
係
を
表

す
た
め
の
も
の
で
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
例
え
ば
第

一
の
理
由
か
ら
証
明
で
き
る
。﹁
一
に
は
、
因
縁
の
総
相
な
り
。

い
わ
ゆ
る
、
衆
生
を
し
て
一
切
の
苦
を
離
れ
究
極
の
楽
を
得
し

め
ん
が
た
め
に
し
て
、
世
間
の
名
利
と
恭
敬
を
求
む
る
に
あ
ら

ざ
る
が
故
な
り
。﹂
楽
へ
の
希
望
と
俗
的
な
も
の
を
求
め
な
い
方

法
へ
の
信
頼
は
、
信
仰
と
修
行
の
関
係
を
別
の
表
現
に
言
い
換

え
た
だ
け
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
八
つ
の
理
由
は
み
な
こ
の
よ
う

な
関
連
性
が
使
わ
れ
て
お
り
、
翻
訳
し
や
す
い
。
さ
ら
に
、
同

じ
よ
う
な
表
現
が
﹃
大
乗
起
信
論
﹄
の
全
章
に
わ
た
っ
て
繰
り

返
し
使
用
さ
れ
て
お
り
、
た
と
え
文
章
が
省
略
さ
れ
て
い
て
も
、

そ
こ
に
付
け
加
え
る
べ
き
も
の
は
そ
の
関
連
性
か
ら
容
易
に
想

像
で
き
る
。

し
か
し
、
そ
れ
だ
け
の
関
連
性
の
み
で
な
く
、
こ
の
八
つ
の

理
由
を
記
述
す
る
文
章
に
使
わ
れ
て
い
る
共
通
の
言
葉
に
よ
っ

て
、
二
組
に
分
け
ら
れ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
四
つ
の
理
由
を
組
み
合

わ
せ
る
こ
と
も
で
き
る
。
例
え
ば
、
第
三
の
理
由
と
第
七
の
理

由
は
﹁
不
退
心
﹂
と
い
う
言
葉
で
つ
な
が
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら

の
間
の
関
係
に
は
の
二
つ
の
見
解
が
包
含
さ
れ
て
い
る
。
一
つ

は
、
直
接
原
因
に
よ
っ
て
信
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い
人
の
た
め

に
間
接
原
因
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
方
便
の
考
え
方
で
あ
る
。

も
う
一
つ
は
、
直
接
原
因
を
マ
ス
タ
ー
し
た
人
は
他
の
人
の
た

め
に
間
接
原
因
で
あ
る
方
便
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う

考
え
方
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
二
つ
の
見
解
は
大
乗
仏
教
ら
し

い
考
え
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
も
う
一
つ
の
見
解
に
な
る
が
、
八

つ
の
理
由
は
す
べ
て
菩
薩
的
方
便
的
な
理
由
で
あ
り
、
人
々
を

救
う
た
め
に
有
効
な
方
法
で
あ
る
。
従
っ
て
、
最
初
の
二
つ
の

理
由
は
、
大
乗
起
信
の
根
本
的
な
方
法
で
あ
り
、
仏
教
の
一
般

的
な
方
法
で
も
あ
る
。
次
の
二
つ
の
理
由
は
信
仰
の
修
行
で
、

最
後
の
四
つ
の
理
由
は
方
便
の
方
法
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
次
に

論
が
展
開
さ
れ
る
四
つ
の
タ
イ
プ
の
人
々
に
つ
い
て
の
考
え
方

と
も
一
致
す
る
た
め
、
も
っ
と
も
有
効
な
見
解
で
あ
ろ
う
。

最
後
に
、
著
者
は
、
こ
の
四
つ
の
タ
イ
プ
人
々
の
う
ち
、
第

四
の
タ
イ
プ
の
人
々
を
優
先
す
る
と
述
べ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の

タ
イ
プ
の
人
々
は
自
分
の
力
で
で
き
な
い
人
々
を
指
し
て
お
り
、

こ
れ
も
ま
た
他
力
思
想
で
あ
り
、
大
乗
仏
教
ら
し
い
考
え
方
で

あ
る
。
如
来
の
広
大
の
深
法
の
意
味
を
簡
潔
に
整
理
し
た
文
献

に
よ
れ
ば
、他
力
が
必
要
と
な
る
理
由
は
﹁
衆
生
の
根
［
機
根
］・
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行
［
修
行
］
の
等
し
か
ら
ざ
る
と
、
受
解
の
縁
の
別
﹂
に
あ
る

と
さ
れ
る
。
こ
れ
も
同
様
に
因
と
縁
の
区
別
で
あ
る
と
解
釈
で

き
る
。
こ
の
よ
う
に
、﹃
大
乗
起
信
論
﹄
の
第
一
章
の
内
容
は
因
・

縁
の
テ
ー
マ
に
基
づ
い
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
論
法
は
信
仰
と

修
行
の
必
然
的
な
関
係
を
明
確
に
す
る
た
め
の
工
夫
と
考
え
ら

れ
る
。
信
仰
と
修
行
の
不
可
分
性
に
つ
い
て
は
次
の
章
の
主
題

と
な
る
。

②
　 

第
二
章
　
一
心
の
中
の
二
心
―
―
信
仰
の
心
と

修
行
の
心
の
一
致
性

﹃
大
乗
起
信
論
﹄
の
第
二
章
の
主
張
は
難
解
で
あ
り
、
第
三
章

と
並
行
し
て
読
み
進
め
る
方
が
効
果
的
か
も
し
れ
な
い
。
し
か

し
、
上
述
の
論
法
に
依
拠
す
れ
ば
こ
の
章
は
理
解
し
や
す
く
な

る
。
こ
こ
で
は
衆
生
の
心
の
中
に
真
如
相
と
生
滅
因
縁
相
が
あ

る
と
さ
れ
、
第
三
章
で
は
そ
れ
ら
を
真
如
心
と
生
滅
心
と
呼
称

さ
れ
て
い
る
。
前
者
の
形
は
大
乗
の
法
、
後
者
の
形
は
大
乗
の

義
と
さ
れ
る
が
、
こ
の
二
つ
の
心
は
、
観
念
論
ま
た
は
現
象
学

の
思
想
に
依
拠
し
て
、
大
乗
の
本
質
と
現
象
と
理
解
す
れ
ば
把

握
し
や
す
い
考
え
方
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
の
二
つ
の
心
を
信

仰
の
心
と
修
行
の
心
と
捉
え
る
な
ら
ば
、﹃
大
乗
起
信
論
﹄
の
信

仰
思
想
を
具
体
化
し
た
も
の
で
あ
る
と
解
釈
で
き
る
。
つ
ま
り
、

真
如
心
は
心
の
平
和
へ
の
希
望
を
表
し
、
生
滅
心
は
そ
の
心
の

平
和
を
味
わ
う
た
め
の
方
法
へ
の
信
頼
を
表
現
す
る
。
第
三
章

で
は
真
如
心
に
は
変
化
は
な
い
︵
空
、
不
空
︶
が
、
生
滅
心
に

は
三
大
縁
起
が
あ
り
、
変
化
は
な
い
も
の
︵
本
覚
、
覚
︶
と
変

化
が
必
要
な
も
の
︵
不
覚
、
生
と
滅
、
因
と
縁
、
染
法
薫
習
と

浄
法
薫
習
︶
と
が
教
え
ら
れ
るc

。
行
者
は
生
滅
心
の
修
行
に
よ

っ
て
真
如
心
に
向
か
っ
て
い
く
が
、
最
終
的
に
こ
の
二
つ
の
心

は
一
つ
の
大
乗
、
一
つ
の
心
で
あ
る
。

大
乗
の
法
︵
本
質
︶
は
心
そ
の
も
の
で
あ
る
。
大
乗
の
義
︵
意

味
、
現
象
︶
は
三
大
で
、
一
つ
は
心
そ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
︵
体

大
︶、
も
う
一
つ
は
現
象
に
な
る
こ
と
︵
相
大
︶、
そ
し
て
最
後

の
一
つ
は
活
動
で
き
る
こ
と
で
あ
る
こ
と
︵
用
大
︶
に
あ
るd

。

特
に
こ
の
最
後
の
意
味
は
大
乗
仏
教
の
基
本
と
な
り
、
第
三
章

で
、
菩
薩
の
真
如
自
在
用
・
大
慈
悲
・
諸
六
波
羅
蜜
・
大
方
便
智
・

自
然
修
行
・
神
通
力
・
応
身
と
報
身
・
成
就
・
楽
相
・
法
力
な

ど
と
い
う
概
念
で
述
べ
ら
れ
る
。
生
滅
の
方
法
に
従
え
ば
、
真

如
の
方
法
に
入
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
第
三
章
の
結
論
と
な
る
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︵579c

︶
が
、
そ
れ
は
修
行
に
よ
っ
て
信
仰
に
入
る
と
い
う
意
味

を
も
有
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
二
つ
の
方
法
は
基
本
的
に
﹁
不

相
離
﹂
で
あ
り
︵576a

︶、
一
つ
で
あ
るe

。
つ
ま
り
、
行
者
は
信

仰
︵
涅
槃
、
真
如
︶
に
入
っ
た
ら
修
行
が
終
わ
る
と
考
え
て
い

て
も
、
そ
の
時
点
で
も
修
行
は
上
達
し
て
い
き
、
方
便
を
も
っ

て
他
の
人
を
救
う
た
め
の
﹁
如
実
の
修
行
﹂
と
な
る
の
で
あ
る
。

③
　
第
三
章
　
大
乗
の
意
味
―
―
信
仰
の
修
行

既
述
し
た
よ
う
に
、
第
三
章
の
主
張
は
、
大
乗
の
信
仰
を
修

行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
大
乗
の
信
仰
を
起
こ
す
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
は
﹃
大
乗
起
信
論
﹄
に
お
け
る
最
初
の
質
問
で
は
﹁
随
順
﹂

と
﹁
得
入
﹂
と
い
う
言
葉
で
言
い
表
さ
れ
る
。﹁
問
う
て
曰
わ
く
、

も
し
是
の
如
き
の
義
な
ら
ば
、
諸
の
衆
生
等
は
云
何
ん
が
随
順

し
、
し
か
も
能
く
入
る
を
得
る
や
。﹂︵
池
田
、
一
一
〇
項
︶
そ

の
次
の
答
え
か
ら
、﹁
随
順
﹂
の
意
味
は
考
え
る
と
考
え
な
い
と

の
区
別
が
わ
か
る
よ
う
に
な
る
こ
と
で
、﹁
得
入
﹂
は
考
え
る
こ

と
か
ら
離
れ
る
こ
と
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
修
行

は
心
を
信
じ
る
こ
と
︵
直
観
・
直
感
・
自
然
︶
を
修
め
る
こ
と
で
、

信
仰
は
完
全
に
信
じ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う

こ
と
だ
と
言
え
る
。

さ
ら
に
、
第
三
章
で
は
、﹁
随
順
得
﹂
と
﹁
真
如
門
入
﹂
と
い

う
言
葉
使
わ
れ
て
い
る
︵579c

︶。
前
者
は
積
極
的
な
印
象
、
後

者
は
消
極
的
な
印
象
を
与
え
る
。
つ
ま
り
、
随
順
の
修
行
に
よ

っ
て
真
如
に
入
る
と
同
時
に
、
両
方
は
同
じ
意
味
に
な
る
と
解

釈
で
き
る
。な
お
、筆
者
は
、な
ぜ
こ
こ
で﹁
得
度
﹂ま
た
は﹁
得
道
﹂

と
い
う
概
念
が
使
用
さ
れ
て
い
な
い
の
か
と
い
う
疑
念
を
抱
い

て
い
た
。
こ
の
二
つ
の
言
葉
は
固
有
の
異
る
意
味
も
あ
る
の
で

は
な
い
か
と
考
え
た
が
、﹁
得
入
﹂
と
い
う
言
葉
が
上
述
の
解
釈

を
導
く
鍵
と
な
っ
た
。
ま
た
、
信
仰
の
成
就
は
心
に
留
ま
れ
ず
、

善
い
行
い
に
現
れ
る
︵
例
え
ば580c

︶。
こ
れ
も
大
乗
仏
教
思

想
の
特
徴
で
、
大
乗
仏
教
の
信
仰
思
想
を
理
解
す
る
う
え
で
重

要
な
キ
ー
概
念
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

④
　
第
四
章
　
信
心
の
修
行
：
信
仰
と
修
行

信
仰
と
修
行
と
の
相
互
関
係
は
、
第
三
章
の
あ
ら
ゆ
る
と
こ

ろ
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
︵
特
に579a

︶
が
、
別
の
表
現
も
用
い

ら
れ
る
。
例
え
ば
、
第
三
章
の
三
番
目
の
段
落
に
お
い
て
﹁
因

縁
﹂
と
い
う
言
葉
が
改
め
て
使
用
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
概
念
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か
ら
す
る
と
、
信
仰
︵
因
、
原
因
︶
に
比
べ
て
修
行
︵
縁
、
条

件
︶
は
二
次
的
な
位
置
を
占
め
る
。
し
か
し
、
修
行
は
無
意
味

だ
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
両
方
は
あ
く
ま
で
も
不
可
分
で
あ

る
。
そ
れ
は
第
四
章
の
終
わ
り
に
丁
寧
に
説
明
さ
れ
る
止
観
法

の
﹁
空
・
仮
・
中
﹂
か
ら
も
わ
か
る
。
止
観
二
問
は
﹁
不
相
捨
離
﹂

だ
と
著
者
は
主
張
す
る
。
こ
れ
は
第
三
章
の
始
め
に
使
用
さ
れ

た
﹁
不
相
離
﹂
と
ほ
ぼ
同
じ
意
味
で
あ
り
、
著
者
の
メ
ッ
セ
ー

ジ
が
明
確
に
著
述
さ
れ
て
い
る
。

第
四
章
で
は
、
四
つ
の
信
仰
と
五
つ
の
修
行
が
テ
ー
マ
で
あ

る
。
そ
の
五
つ
の
修
行
は
六
波
羅
蜜
の
最
初
の
五
つ
に
相
応
し
、

信
仰
の
第
三
番
目
の
法
に
属
す
る
。
従
っ
て
、
こ
の
五
つ
の
修

行
は
法
を
信
じ
る
修
行
と
理
解
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
四
つ
の
信

仰
に
つ
い
て
の
記
述
を
み
る
と
、
成
仏
へ
の
段
階
が
描
か
れ
て

い
る
と
解
釈
で
き
る
。
ま
ず
発
菩
提
心
で
、
次
に
如
来
蔵
の
浄

化
で
、
そ
れ
か
ら
六
波
羅
蜜
と
、
最
後
に
自
利
利
他
に
よ
っ
て

報
身
と
応
身
を
得
る
。
こ
の
四
つ
の
信
仰
に
よ
っ
て
段
階
的
な

信
仰
の
成
長
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
信
仰
を
起
こ
し
、

修
行
に
よ
っ
て
そ
れ
を
成
長
さ
せ
、
最
後
に
修
行
そ
の
も
の
が

信
仰
と
な
る
。

し
か
し
、
第
六
番
目
の
波
羅
蜜
、
智
慧
波
羅
蜜
は
ど
こ
に
あ

る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
﹃
大
乗
起
信
論
﹄
の
大
テ
ー
マ
で

も
あ
り
、
大
乗
の
正
し
い
信
仰
と
如
実
の
修
行
で
あ
る
。
第
六

番
目
の
波
羅
蜜
は
他
の
五
つ
と
違
っ
て
、
徳
目
の
完
成
態
を
い

う
。
こ
れ
は
最
後
の
章
に
お
い
て
明
ら
か
に
な
る
。

⑤
　
第
五
章
　
利
益
の
方
便
―
―
随
順
に
よ
る
得
入

過
去
と
現
在
と
未
来
の
菩
薩
は
﹁
因
の
修
行
﹂︵
随
順
の
修
行
︶

に
よ
っ
て
﹁
入
仏
智
﹂︵
得
入
︶
が
で
き
た
の
で
、
一
般
の
人
も

そ
の
利
益
を
考
え
、
こ
の
修
行
を
勤
勉
に
学
び
実
践
す
べ
き
で

あ
る
。
こ
れ
は﹃
大
乗
起
信
論
﹄の
根
本
的
な
方
便
と
い
え
よ
う
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
文
章
に
お
い
て
も
う
一
度
修
行
に
よ
っ
て

信
仰
に
至
る
道
が
描
か
れ
る
。
こ
う
し
て
、﹃
大
乗
起
信
論
﹄
の

信
仰
思
想
を
考
え
る
と
、
今
ま
で
述
べ
た
二
つ
の
思
想
が
並
ん

で
い
る
。
一
つ
は
、
信
仰
と
修
行
は
一
つ
で
あ
る
こ
と
と
、
も

う
一
つ
は
、
信
仰
の
修
行
に
よ
っ
て
信
仰
を
得
る
こ
と
で
あ
ろ

う
。
前
者
は
真
如
心
の
意
義
で
、
後
者
は
生
滅
心
の
意
義
で
あ

ろ
う
。
こ
の
二
つ
の
心
は
一
つ
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
る
よ
う
に
、

修
行
に
よ
っ
て
信
仰
に
入
る
と
、
修
行
と
信
仰
は
一
つ
で
あ
る
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こ
と
も
同
様
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
修
行
し
て
い
る
行
者
は
す
で

に
あ
る
程
度
信
仰
︵
信
心
、
考
え
な
い
心
、
本
覚
︶
を
経
験
し

て
い
る
が
、
そ
の
よ
う
な
経
験
は
涅
槃
に
入
る
と
耐
え
ず
に
経

験
で
き
る
も
の
と
な
る
︵
覚
︶。
そ
し
て
、
そ
の
経
験
の
特
徴

は
海
の
よ
う
な
広
い
心
で
、
そ
こ
か
ら
生
じ
る
大
慈
悲
、
法
力

な
ど
は
そ
の
広
い
心
を
示
す
。
こ
れ
が
﹁
大
乗
の
正
義
の
顕
示
﹂

で
あ
ろ
う
。

他
宗
教
に
お
け
る
信
仰
と
修
行
の
関
係

仏
教
全
体
に
は
信
仰
か
修
行
を
優
先
す
る
ジ
レ
ン
マ
も
存
在

し
て
い
る
。
小
乗
仏
教
で
は
苦
か
ら
離
れ
る
た
め
に﹁
自
力
﹂︵
修

行
︶の
思
想
が
優
先
さ
れ
る
が
、大
乗
仏
教
で
は﹁
他
力
﹂︵
信
仰
︶

の
思
想
が
生
ま
れ
て
き
た
。﹃
大
乗
起
信
論
﹄
は
こ
の
変
化
の
間

に
立
っ
て
い
る
。
こ
の
大
乗
仏
教
の
論
文
は
、
信
仰
の
修
行
が

す
す
め
ら
れ
、
最
終
的
に
信
仰
と
修
行
の
一
致
を
示
す
。
他
力

の
面
が
少
な
い
こ
と
か
ら
、
こ
の
論
文
は
初
期
大
乗
仏
教
の
も

の
と
推
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
密
教
で
は
こ
の
ジ
レ
ン
マ
を

乗
り
越
え
る
た
め
に
第
三
の
力
、
い
わ
ゆ
る
﹁
法
力
﹂
の
思
想

が
紹
介
さ
れ
た
。
こ
れ
は
自
然
︵
じ
ね
ん
︶
の
思
想
と
関
係
し
、

宇
宙
的
普
遍
的
な
力
と
さ
れ
る
が
、
以
上
の
論
理
か
ら
す
る
と
、

法
力
は
信
仰
と
修
行
の
一
致
を
現
す
も
の
で
あ
る
と
推
察
で
き

る
。
こ
の
推
察
は
、﹃
大
乗
起
信
論
﹄
の
中
で
検
証
さ
れ
る
。
平

等
縁
と
い
う
箇
所
に
お
い
て
は
、
法
力
は
信
力
よ
り
も
高
い
レ

ベ
ル
に
あ
る
も
の
だ
と
さ
れ
る
︵579 fa

︶。
の
よ
う
に
、
三
力
の

思
想
は
信
仰
の
思
想
の
た
め
に
も
有
効
な
考
え
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
自
力
・
他
力
・
法
力
の
一
致
性
を
現
す
三
力
思
想
は
信
仰

思
想
に
お
い
て
﹁
修
行
・
信
仰
・
修
行
と
信
仰
﹂
の
一
致
と
な
る
。

以
上
の
知
見
に
依
拠
す
れ
ば
、﹃
大
乗
起
信
論
﹄
の
論
理
は
そ
こ

ま
で
至
っ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
り
、
第
三
の
立
場
、
い
わ
ゆ
る

信
仰
と
修
行
の
一
致
性
の
み
を
教
学
す
る
こ
と
に
主
眼
を
置
い

て
い
る
と
考
え
る
。

西
洋
宗
教
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
依
拠
す
れ
ば
、﹃
大
乗
起
信

論
﹄
の
信
仰
思
想
は
信
仰
︵faith

︶
と
実
践
︵practice

︶
の
課

題
に
相
応
す
る
。
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
も
同
様
な
問
題
が
み

ら
れ
る
。
カ
ト
リ
ッ
ク
神
学
者A

lister M
acG

rath

に
よ
る
と
、

キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
思
想
に
お
い
て
知
識
の
面
︵
信
条
を
受
け

入
れ
る
こ
と
、
カ
ト
リ
ッ
ク
︶
と
救
い
の
面
︵
信
頼
す
る
こ
と
、

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
︶
と
い
う
二
つ
の
側
面
を
有
す
るg

。
こ
れ
ら
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は
信
仰
に
お
け
る
信
と
修
に
相
応
し
、
救
い
の
面
は
目
的
へ

の
希
望
を
表
し
、
信
条
を
信
じ
る
こ
と
は
方
法
へ
の
信
頼
に
相

応
す
る
が
、
両
者
と
も
信
仰
で
あ
り
、
両
者
を
明
確
に
区
別
す

る
こ
と
も
で
き
な
い
。
例
え
ば
、
教
理
を
信
じ
る
こ
と
は
イ
エ

ス
の
信
仰
思
想
で
は
な
く
、
隣
人
愛
が
イ
エ
ス
の
信
仰
で
あ
っ

た
。
そ
こ
で
、カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
教
え
は
信
仰
と
営
み
︵faith 

and w
orks

︶
は
重
要
で
あ
り
不
可
分
で
あ
る
。
こ
れ
はSaint 

Benedictus

が
い
うora et labora
︵
祈
り
と
仕
事
︶
と
同
様
な

信
仰
思
想
で
あ
り
、
恩
恵
と
自
力
︵grace and self-effort

︶
の

一
致
を
表
し
、﹃
大
乗
起
信
論
﹄
に
お
け
る
真
如
心
と
生
滅
心
の

﹁
不
相
離
﹂
思
想
に
対
応
す
る
。﹃
大
乗
起
信
論
﹄
の
中
で
、
特

に
用
薫
習
の
差
別
縁
と
平
等
縁
に
よ
っ
て
こ
の
思
想
は
具
体
化

さ
れ
て
い
る
︵578c-579a

︶。

ヒ
ン
ズ
ー
教
の
伝
統
に
お
い
て
も
同
様
な
信
仰
思
想
問
題
が

あ
る
。
例
え
ば
、
シ
バ
へ
の
信
心
深
いR

am
anuja

の
弟
子
の

間
に
は
一
つ
の
大
き
な
議
論
が
あ
っ
た
。
シ
バ
は
、
信
心
を
問

わ
ず
に
我
ら
を
救
っ
て
く
れ
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
で
あ
っ

た
。
そ
の
議
論
の
結
果
、
弟
子
た
ち
が
サ
ル
の
道
と
猫
の
道
に

分
か
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
サ
ル
の
道
を
選
ぶ
弟
子
た
ち

は
自
力
ま
た
は
修
行
を
優
先
し
、
猫
の
道
を
選
ぶ
弟
子
た
ち
は

他
力
ま
た
は
信
仰
を
信
じ
る
。
危
険
に
遭
遇
す
る
と
き
に
、
サ

ル
の
子
は
母
を
抱
き
し
め
て
逃
げ
る
が
、
猫
の
子
は
母
に
つ
か

ま
れ
て
救
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
信
心
︵
信
仰
︶
に
お
け
る
ジ

レ
ン
マ
は
信
仰
と
修
行
の
虚
弱
な
一
致
を
表
す
。

こ
の
宗
教
の
信
仰
思
想
問
題
は
宗
教
学
の
中
に
も
み
ら
れ
る
。

宗
教
を
理
解
す
る
た
め
に
実
践
︵
修
行
に
つ
い
て
は
あ
る
程
度

認
め
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
信
仰
に
ま
で
至
る
学
者
は
極
め
て

少
な
いh

。
し
か
し
、
最
近
は
宗
教
学
と
神
学
︵
教
学
︶
は
近
づ

い
て
き
て
お
り
、
互
い
の
研
究
方
法
を
取
り
入
れ
る
こ
と
も
試

み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
宗
教
現
象
の
研
究
に
と
っ
て
も
、

信
仰
と
修
行
は
必
要
に
な
る
と
考
え
る
。
し
か
し
、
人
間
は
す

べ
て
の
宗
教
を
信
じ
る
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
。
こ
の
限
界
を

超
え
る
た
め
に
、
宗
教
学
的
な
直
観
、
対
話
、
及
び
諸
宗
教
の

一
致
性
を
認
め
る
神
秘
主
義
的
な
態
度
は
不
可
欠
で
あ
ろ
う
と

考
え
るi

。結
論

こ
れ
は
歴
史
的
視
座
に
よ
る
研
究
の
結
論
で
は
な
く
、
現
象
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学
的
研
究
の
結
論
で
あ
る
。
ど
こ
ま
で
歴
史
的
な
つ
な
が
り
が

あ
っ
た
か
分
か
り
か
ね
る
が
、﹃
大
乗
起
信
論
﹄
の
信
仰
思
想
は
、

ヒ
ン
ズ
ー
教
の
信
仰
思
想
に
近
い
も
の
だ
と
い
え
る
。sraddhā

と
い
う
ヒ
ン
ズ
ー
教
の
信
仰
概
念
に
存
在
す
る
二
つ
の
側
面
、

い
わ
ゆ
る
目
的
へ
の
希
望
と
方
法
へ
の
信
頼
は
﹃
大
乗
起
信
論
﹄

に
お
け
る
信
仰
思
想
を
表
現
す
る
。﹃
大
乗
起
信
論
﹄
に
お
い
て

目
的
と
さ
れ
る
も
の
は
﹁
大
乗
の
信
﹂︵
信
仰
、
信
心
、
真
如
門
︶

で
あ
り
、そ
の
方
法
と
し
て﹁
大
乗
の
信
を
起
こ
す
こ
と
﹂︵
修
行
、

信
心
修
習
、
生
滅
門
︶
が
挙
げ
ら
れ
る
。﹃
大
乗
起
信
論
﹄
に
お

け
る
信
仰
思
想
は
こ
の
二
つ
の
側
面
、
い
わ
ゆ
る
信
仰
と
修
行

と
の
相
互
関
係
が
主
要
な
中
心
課
題
と
な
っ
て
い
る
。
修
行
の

上
に
仏
と
菩
薩
へ
の
信
仰
︵
信
心
︶
も
取
り
上
げ
る
こ
と
か
ら

す
る
と
、﹃
大
乗
起
信
論
﹄
は
初
期
大
乗
仏
教
の
も
の
だ
と
推
論

で
き
る
。
た
だ
し
、
修
行
︵
小
乗
仏
教
︶
と
信
仰
︵
大
乗
仏
教
︶

と
の
間
の
ジ
レ
ン
マ
は
仏
教
全
体
に
も
、
他
宗
教
に
も
見
ら
れ

る
現
象
で
あ
り
、
時
に
限
ら
な
い
問
題
で
あ
ろ
う
。
そ
の
ジ
レ

ン
マ
は
、信
仰
と
い
う
宗
教
現
象
の
本
質
︵
信
仰
︶
と
現
象
︵
修

行
︶
と
の
違
い
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
信
仰
が
深
ま
る
に
つ

れ
て
そ
の
区
別
は
二
次
的
に
な
る
。こ
れ
も
ま
た﹃
大
乗
起
信
論
﹄

が
主
張
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
信
力
と
法
力
と
の
区
別
は
そ
の

具
体
的
な
例
で
あ
ろ
う
。

信
仰
と
修
行
の
相
互
関
係
は
﹃
大
乗
起
信
論
﹄
に
お
い
て
真

如
心
と
生
滅
心
の
一
心
で
説
明
さ
れ
て
い
る
が
、
漢
字
の
組
み

合
わ
せ
︵
因
縁
・
得
入
︶
に
よ
っ
て
も
見
事
に
表
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
明
ら
か
に
中
国
の
翻
訳
に
よ
る
も
の
で
、
直
訳
で
は
な

い
。
つ
ま
り
、
真
諦
は
中
国
の
仏
教
思
想
に
詳
し
い
人
で
あ
り

な
が
ら
、
イ
ン
ド
の
信
仰
思
想
を
も
把
握
し
た
人
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
中
華
思
想
が
欠
け
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
翻
訳

者
の
出
自
は
イ
ン
ド
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

注

 

※　

 

こ
の
研
究
発
表
は
﹃
大
乗
起
信
論
﹄
の
英
訳
と
上
智
大
学
大

学
院
で
行
っ
た
セ
ミ
ナ
ー
の
結
果
で
あ
る
。Bulletin of the 

Research Institute of Esoteric Buddhist C
ulture, K

oyasan 

U
niversity, vol. 17–18 (2003–2004), Peter Baekelm

ans,“The 

Aw
akening of Faith in ‘M

ahāyāna (1–2)”

。

1
 

﹃
大
蔵
経
﹄、
三
二
号
、
五
七
五-

八
三
頁
。
現
存
す
る
２
つ
の
漢

訳
の
う
ち
、
真
諦
の
著
述
が
優
位
と
さ
れ
る
。
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2
 

こ
の
見
解
は
プ
ラ
ト
ン
哲
学
的
、
現
象
学
的
な
世
界
観
で
あ
る
。

3
 

た
と
え
ばYoshifum

i U
eda, “R

esponse to T
hom

as P. K
asulis’s 

R
eview

 of Letters of Shinran,” Philosophy East and W
est 31/4 

(O
ctober 1981):507.　

ま
た
は
、
ス
ザ
・
ド
ミ
ン
ゴ
ス
、﹁
親
鸞
と

キ
エ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
、
信
心
と
信
仰
の
概
念
を
め
ぐ
っ
て
﹂、﹃
大
谷

大
学
大
学
院
研
究
紀
要
﹄
第
一
九
号
、
三
ー
二
九
。

4
 

Teitaro Suzuki, A
svaghosha’s D

iscourse on The Aw
akening of 

Faith in M
ahayana (C

hicago: The O
pen C

ourt, 1900), 47, 94, 113, 

127, 135, 148.

5
 

岩
波
、﹃
仏
教
辞
典
﹄、
四
六
〇
。

6
 

K
. L. Seshagiri R

ao, The C
oncept of Sraddha (D

elhi: M
otilal 

Banarsidass, 1974), 176:
 

“In our investigation, w
e have seen that the etym

ological or 
derivative m

eaning of the w
ord sraddha (srat, hear; and dha, 

to place; that is, the placing of one’s heart on som
ething) 

continues to be relevant throughout. It com
es to m

ean: 
1. a longing of the heart or yearning for som

e end; and 2. 
confidence or trust in som

e ‘m
eans’ w

hich can lead to the 
desired end. W

e have discovered in the literature that w
e 

exam
ined, and this is im

portant, that both these im
plications 

are inherent in and integral to the concept of sraddha. To put 
it in other w

ords, they do not constitute different m
eanings 

of the w
ord, but are aspects of the total m

eaning of sraddha. 
W

ith reference to the ‘goal’, it has alw
ays the im

plication of 
‘desire’ and w

ith reference to the ‘m
eans’, it alw

ays im
plies 

‘confidence’ or ‘trust’. To take either of these m
eanings (viz, 

desire or confidence) and leave the other is to deprive the 
concept of its special significance in Indian religious thought. 
A

 longing or yearning of the heart is alw
ays for som

ething 
that is yet to be fulfilled and issues forth in the adoption 
of certain ‘effective’ m

eans to realize it. T
hus the total 

significance of sraddha involves both a desire for a goal and 
confidence in an appropriate m

eans to reach it.”

7
 

深
く
信
仰
さ
れ
て
い
る
京
都
市
広
隆
寺
の
弥
勒
菩
薩
は
悟
り
を
開

く
前
の
釈
迦
を
現
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
半
跏
、
孤
独
、
若
さ
か

ら
判
る
。
こ
れ
に
関
し
て
、
田
村
園
澄
﹃
半
跏
像
の
道
﹄
學
生
社
、

京
都
、
昭
和
五
八
年
、
八
二
。

8
 

池
田
魯
参
、﹃
現
代
訳
語
、
大
乗
起
信
論
、
仏
教
の
普
遍
性
を
説
く
﹄、

大
蔵
出
版
、
東
京
、
一
九
九
八
年
。

9
 

河
波
昌
、﹁
東
西
に
お
け
る
無
限
円
︵
球
︶
の
世
界
﹂、﹃
東
西
宗
教

研
究
﹄
第
六
号
、
二
〇
〇
七
年
、
二
二
項
。

0
 

例
え
ば
、W

ai Tao

︵
一
九
三
八
︶
ま
た
は H

akeda

︵
一
九
六
七
︶。

a
 

岩
波
、﹃
仏
教
辞
典
﹄、
七
七
項
。

b
 

空
海
は
﹃
即
身
成
仏
義
﹄
の
冒
頭
に
も
こ
の
八
つ
の
理
由
と
同
様

の
関
連
性
の
論
述
が
み
ら
れ
る
。
そ
れ
は
恐
ら
く
﹃
大
乗
起
信
論
﹄

へ
の
愛
に
依
拠
し
て
い
る
に
違
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

c
 

空
海
は
こ
の
三
大
縁
起
に
基
づ
い
て
﹃
即
身
成
仏
義
﹄
を
著
述
し
、

即
身
成
仏
思
想
と
三
密
論
を
組
織
化
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
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ニ
コ
ラ　

 In m
ost of C

hristian theology, faith is conceived 

that gift from
 G

od.  A
 title of this paper is aw

akening 

of faith. H
ow

 w
ould you explain this sort of different 

conception in Buddhism
 and C

hristianity?  

バ
ー
ケ
ル
マ
ン
ス　

ニ
コ
ラ
さ
ん
は
、
わ
た
し
の
記
事
は
も
と

も
と
英
語
で
し
た
か
ら
英
語
で
読
ん
で
く
だ
さ
っ
て
、

今
の
質
問
は
﹁
キ
リ
ス
ト
教
の
中
で
信
仰
は
神
か
ら
与

え
ら
れ
た
お
恵
み
で
す
。
そ
れ
な
ら
ど
う
し
て
仏
教
の

中
で
信
仰
を
起
こ
す
こ
と
が
で
き
る
の
か
﹂
と
い
う
も

の
で
し
た
。
そ
れ
は
確
か
に
問
題
で
、
わ
た
し
も
﹃
大

乗
起
信
論
﹄
を
研
究
し
て
い
て
、
そ
の
始
ま
り
は
ど
こ

に
あ
る
の
か
と
い
う
疑
問
は
あ
り
ま
す
。﹃
大
乗
起
信

論
﹄
の
終
わ
り
で
は
も
う
少
し
は
っ
き
り
言
っ
て
い
て
、

そ
こ
で
は
直
接
的
な
原
因
と
間
接
的
な
原
因
が
挙
げ
ら

d
 

心
の
レ
ベ
ル
で
の
三
大
は
バ
ケ
ツ
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
わ
か
り
や
す

い
か
も
し
れ
な
い
。
バ
ケ
ツ
は
心
を
喩
え
、
そ
こ
に
入
っ
て
い
る

水
は
心
の
念
で
あ
る
と
し
よ
う
。
バ
ケ
ツ
は
体
大
︵
本
質
︶
で
、

水
は
相
大
︵
現
象
︶
で
あ
る
。
し
か
し
、
バ
ケ
ツ
に
穴
が
あ
れ
ば
、

水
が
無
駄
に
流
れ
る
︵
業
︶。
そ
こ
で
、
水
を
花
な
ど
に
や
れ
ば
、

ま
た
は
皿
洗
い
な
ど
を
す
れ
ば
、
バ
ケ
ツ
と
水
が
正
し
く
使
用
さ

れ
る
︵
用
大
︶。

e
 

H
akeda, “Th

e Aw
akening of Faith, ” 31: “m

utually inclusive.”

f
 

Baekelm
ans, “Th

e Aw
akening (1), ” 40.

g
 

A
lister E. M

cG
rath, Christian Th

eology: An Introduction (O
xford: 

Blackw
ell Publishers, 1997), 154–7.

h
 

こ
れ
に
関
し
て
、

 
Jam

es L. C
ox, A

 G
uide to the Phenom

enology of Religion (Lon-
don: T &

 T C
lark, 2006), 216–7

。

i
 

宗
教
学
の
方
法
に
お
い
て
信
仰
と
実
践
の
必
要
性
を
実
感
し
て
、

高
野
山
大
学
の
密
教
学
術
国
際
大
会
の
際
に
そ
れ
を
仲
間
の
研
究

者
と
議
論
し
て
み
た
。
こ
れ
に
関
し
て
、Peter Baekelm

ans, et. al., 

“Panel 4: Th
e Role of Practice and Faith in the Study of Religion,” 

in Proceedings of the Inter national C
onference on Esoteric 

Buddhist Studies, K
oyasan U

ni versity, W
akayam

a Prefecture, 
Japan, Sept. 5-8, 2006, 427–36. C

on venor Peter Baekelm
ans; 

discussants Jan V
an Bragt, Basilio Petra, T

hierry R
obouam

, 
Saiyad N

izam
uddin A

hm
ad; com

 m
entator Paul Sw

anson.
討
議
Ⅴ 

司 

会　

河
波 

昌
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と
て
も
助
け
に
な
る
言
葉
で
す
。
宣
教
師
と
し
て
は
皆

を
救
い
た
い
、
キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
を
皆
に
与
え
た
い

と
思
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
神
様
が
や
っ
て
い
る
こ

と
で
す
。
そ
れ
を
忘
れ
て
は
い
け
な
い
の
で
す
が
、
だ

か
ら
何
も
し
な
く
て
も
い
い
と
い
う
結
論
は
よ
く
な
い

と
思
い
ま
す
。
キ
リ
ス
ト
教
の
中
に
聖
人
た
ち
が
い
ま

す
。
そ
の
聖
人
た
ち
の
姿
を
見
て
そ
れ
に
よ
っ
て
信
仰

を
持
つ
人
た
ち
が
多
い
で
す
ね
。
ま
た
教
会
に
来
る

人
々
も
仏
教
の
考
え
と
同
じ
よ
う
に
、
い
ろ
い
ろ
な
苦

し
み
と
出
会
っ
て
い
て
、
そ
こ
か
ら
ど
の
よ
う
に
逃
れ

る
こ
と
が
で
き
る
か
と
悩
ん
で
い
て
教
会
に
来
て
話
を

聞
き
に
来
ま
す
ね
。
そ
の
点
で
は
繋
が
っ
て
い
る
は
繋

が
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
キ
リ
ス
ト
教
は
神
様
か
ら
与

え
ら
れ
て
い
る
も
の
を
と
て
も
大
事
に
し
て
い
る
感
じ

で
、﹃
大
乗
起
信
論
﹄
で
は
そ
れ
は
大
事
で
は
な
い
、と
。  

八
木
（
誠
） 
今
の
ご
質
問
に
関
連
し
て
で
す
け
れ
ど
も
、
い
ろ

い
ろ
な
こ
と
が
あ
る
と
思
う
の
で
す
ね
。
信
仰
は
神
か

ら
与
え
ら
れ
た
も
の
だ
と
い
う
の
も
、
た
と
え
ば
﹁
コ

れ
て
い
て
、
間
接
的
な
原
因
は
自
分
が
善
い
も
の
を
求

め
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
は
﹁
真
如
熏
習
﹂
と
言

っ
て
、
真
如
が
自
分
の
身
に
つ
い
て
く
る
、
善
い
こ
と

を
す
れ
ば
善
い
こ
と
が
身
に
つ
い
て
き
て
、
だ
ん
だ
ん

信
仰
が
上
が
っ
て
く
る
の
で
す
。
間
接
的
な
原
因
と
し

て
は
菩
薩
と
あ
っ
て
彼
ら
の
慈
悲
に
よ
っ
て
わ
た
し
た

ち
が
変
わ
っ
て
い
く
、
真
如
が
分
か
る
よ
う
に
な
り
ま

す
。
そ
れ
と
も
う
一
つ
は
自
分
の
人
生
の
中
に
苦
が
あ

ま
り
に
も
多
く
な
っ
て
、
苦
し
ん
で
い
て
、
そ
こ
か
ら

救
い
を
求
め
て
い
く
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
わ
た

し
に
と
っ
て
は
、﹃
大
乗
起
信
論
﹄
の
中
で
一
番
根
本

的
な
答
え
だ
と
思
い
ま
す
。
い
ろ
い
ろ
な
観
点
が
あ
っ

て
、
ど
の
よ
う
に
起
す
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
こ
と

で
す
。
キ
リ
ス
ト
教
の
中
で
、
わ
た
し
た
ち
は
ど
の
よ

う
に
信
仰
を
持
つ
よ
う
に
な
る
か
。
わ
た
し
は
わ
た
し

の
ユ
ダ
ヤ
人
の
先
生
の
言
葉
を
い
つ
も
心
に
刻
ん
で
い

ま
す
け
れ
ど
も
、
彼
は
﹁
わ
た
し
た
ち
は
人
々
に
信
仰

を
与
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
そ
れ
は
神
様
だ
け
が
で

き
る
こ
と
で
す
﹂
と
仰
い
ま
し
た
。
宣
教
師
と
し
て
は
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リ
ン
ト
人
の
第
一
の
手
紙
﹂
十
二
章
四
節
だ
と
思
い
ま

す
が
﹁
誰
も
聖
霊
に
寄
ら
な
く
て
は
、
イ
エ
ス
は
主
だ

と
言
え
な
い
﹂
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
し
て
ね
。
だ
か

ら
、
そ
こ
で
は
明
ら
か
に
聖
霊
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
け

れ
ど
も
、
神
様
の
働
き
に
よ
っ
て
信
仰
が
成
り
立
つ
と

い
う
こ
と
は
は
っ
き
り
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
そ
の
場

合
の
信
仰
と
い
う
の
は
あ
く
ま
で
人
間
の
自
由
と
い
う

か
、
主
体
性
の
事
柄
で
し
て
、
人
間
の
面
だ
け
を
見
れ

ば
で
す
ね
。
神
は
人
間
の
中
で
働
い
て
、
意
欲
と
働
き

を
成
り
立
た
せ
る
の
だ
と
い
う
、
こ
れ
は
﹁
フ
ィ
リ
ピ

の
信
徒
へ
の
手
紙
﹂
二
章
一
三
節
で
し
た
か
、
そ
う
い

う
言
葉
も
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
。
つ
ま
り
信
徒
に
お
け

る
働
き
、
行
為
で
す
ね
。
意
志
も
行
為
も
人
間
的
に
見

れ
ば
皆
そ
の
人
の
意
志
で
あ
り
そ
の
人
の
行
為
な
の
で

す
け
れ
ど
も
、
し
か
し
そ
れ
は
裏
か
ら
見
れ
ば
神
の
働

き
に
よ
る
こ
と
だ
と
い
う
こ
と
で
、
神
の
働
き
と
人
間

の
行
為
が
因
果
関
係
で
つ
な
が
っ
て
い
る
、
つ
ま
り
同

じ
平
面
で
ね
、
一
方
が
原
因
で
他
方
が
結
果
と
い
う
こ

と
で
は
な
く
て
、
一
つ
の
こ
と
が
表
か
ら
見
れ
ば
人
間

の
行
為
で
も
裏
か
ら
見
れ
ば
神
の
働
き
だ
と
い
う
、
そ

う
い
う
関
係
に
な
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
キ
ル
ケ
ゴ

ー
ル
の
場
合
に
し
て
も
﹁
信
仰
の
決
断
﹂
と
よ
く
言
い

ま
す
が
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
と
い
う
と
単
独
者
と
し
て
神

の
前
に
立
っ
て
信
仰
の
決
断
を
す
る
の
だ
、
そ
の
よ
う

に
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
だ

っ
て
裏
か
ら
見
れ
ば
、
単
純
に
信
仰
が
人
間
の
こ
と
だ

と
言
っ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
。
で
す
か

ら
キ
リ
ス
ト
教
で
、
と
仰
っ
た
場
合
の
キ
リ
ス
ト
教
が

ど
の
よ
う
な
キ
リ
ス
ト
教
か
と
い
う
こ
と
が
非
常
に
問

題
な
の
で
す
。
し
か
し
、
仰
る
こ
と
は
分
か
り
ま
す
。

カ
ト
リ
シ
ズ
ム
で
も
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
で
も
往
々
に
し

て
そ
う
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
ら
。
新
約
聖
書
に
関

す
る
限
り
、
た
と
え
ば
愛
は
神
か
ら
出
る
と
い
う
言
葉

が
あ
り
ま
す
よ
ね
。
愛
は
神
か
ら
出
る
と
い
う
わ
け
で

す
か
ら
、
愛
の
根
源
は
神
に
あ
る
わ
け
で
す
。
し
か
し
、

人
間
が
ホ
ー
ス
の
よ
う
な
も
の
で
神
の
愛
が
そ
こ
か
ら

出
て
く
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
愛
と
い
う
の
は
あ

く
ま
で
も
自
分
の
愛
で
、
人
間
の
行
為
な
の
だ
け
れ
ど
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も
、
裏
か
ら
見
れ
ば
そ
れ
が
神
か
ら
出
て
い
る
と
い
う

そ
う
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
こ
こ
で
一
つ

の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
問
題
と
し
て
、
神
の
働
き
と
人
間
の

行
為
を
同
じ
平
面
で
の
因
果
関
係
と
い
う
こ
と
で
は
な

く
て
、
表
か
ら
見
れ
ば
人
間
の
行
為
で
あ
る
も
の
が
裏

か
ら
見
れ
ば
神
の
働
き
な
の
だ
と
い
う
、
そ
う
い
う
一

つ
の
考
え
方
で
す
よ
ね
。
そ
れ
は
新
約
聖
書
に
非
常
に

特
徴
的
だ
し
、
仏
教
に
も
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
あ
る
と

思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
僕
は
﹃
大
乗
起
信
論
﹄
を
読
ん

だ
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
起
信
と
い
う
の
は
結
局
法

の
働
き
な
の
だ
と
言
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
の
で
し
ょ
う

か
。
浄
土
真
宗
の
場
合
に
﹁
南
無
阿
弥
陀
仏
﹂
と
い
う

称
名
で
す
よ
ね
、﹁
南
無
阿
弥
陀
仏
﹂
を
唱
え
る
と
い

う
心
は
阿
弥
陀
の
願
力
か
ら
催
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ

て
、
従
っ
て
、﹁
南
無
阿
弥
陀
仏
﹂
を
唱
え
る
と
い
う

の
は
人
間
の
行
為
な
の
だ
け
れ
ど
も
、
裏
か
ら
見
れ
ば

そ
れ
は
阿
弥
陀
さ
ん
の
願
力
の
働
き
だ
と
い
う
こ
と
が

あ
っ
て
、
ち
ょ
う
ど
そ
れ
と
よ
く
似
て
い
る
の
で
す
ね
。

で
す
か
ら
バ
ー
ケ
ル
マ
ン
ス
先
生
の
お
話
で
、﹃
大
乗

起
信
論
﹄
で
は
信
と
い
う
こ
と
自
体
が
法
の
働
き
だ
と

結
局
言
わ
れ
て
く
る
の
で
し
ょ
う
か
。

バ
ー
ケ
ル
マ
ン
ス　

さ
き
ほ
ど
言
わ
れ
た
よ
う
に
、
信
力
か
ら

法
力
に
行
く
と
い
う
の
が
﹃
大
乗
起
信
論
﹄
の
根
本
的

な
考
え
で
、
最
初
は
わ
た
し
た
ち
の
動
き
で
、
後
で
法

力
、
自
然
、
宗
教
と
い
う
と
こ
ろ
が
出
て
来
ま
す
ね
。

自
然
に
宗
教
す
る
、
も
う
苦
し
ん
で
で
は
な
く
て
喜
ん

で
や
っ
て
い
る
。
法
が
動
い
て
い
る
と
い
う
、
目
的
と

い
い
ま
す
ね
、
そ
こ
で
如
来
蔵
か
ら
如
来
発
心
に
行
く

と
言
い
ま
す
ね
。

八
木
（
誠
）　

最
初
の
信
が
後
に
な
っ
て
法
だ
と
い
う
こ
と
は
分

か
る
ん
で
す
け
れ
ど
、
最
初
の
信
自
体
が
後
で
考
え
て

み
た
ら
法
の
働
き
だ
っ
た
と
い
う
ふ
う
に
は
考
え
ら
れ

て
い
な
い
の
で
す
か
。

バ
ー
ケ
ル
マ
ン
ス　

そ
れ
は
間
接
的
な
原
因
と
し
て
あ
げ
ら
れ

ま
す
ね
。
菩
薩
の
影
響
で
そ
う
な
る
。
で
も
直
接
と
い

う
と
真
如
熏
習
が
あ
り
ま
す
ね
。
そ
の
真
如
を
法
と
し

て
理
解
す
れ
ば
そ
こ
が
直
接
的
な
原
因
だ
と
思
い
ま
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す
。
そ
こ
が
浄
土
宗
で
、
特
に
密
教
で
大
事
に
さ
れ
ま

す
。

八
木
（
誠
）　

原
因
と
結
果
と
い
う
の
と
違
う
の
で
す
よ
ね
、
少

な
く
と
も
新
約
聖
書
の
中
で
は
ね
。
浄
土
教
の
場
合
も

や
っ
バ
り
、
も
ち
ろ
ん
あ
る
意
味
で
は
弥
陀
の
願
力
に

催
さ
れ
て
﹁
南
無
阿
弥
陀
仏
﹂
と
唱
え
る
わ
け
で
す
け

れ
ど
も
。

河
波　

も
う
ち
ょ
っ
と
次
元
の
深
い
論
理
が
働
い
て
い
る
よ
う

な
気
が
し
ま
す
ね
。 

八
木（
誠
）　

僕
は
そ
う
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
け
れ
ど
も
。

菅
原　

先
ほ
ど
の
ご
質
問
と
八
木
先
生
の
ご
質
問
に
関
連
し

て
、
一
言
質
問
し
た
い
の
で
す
け
れ
ど
も
、
彼
は
結
局

aw
akening

と
い
う
言
葉
に
は
主
語
が
な
い
と
い
う
意

味
で
仰
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
ね
。
キ
リ

ス
ト
教
の
場
合
は
神
が
起
こ
す
と
、
し
か
し
﹃
大
乗
起

信
論
﹄
の
起
信
と
い
う
場
合
は
自
ず
か
ら
と
い
う
言
葉

が
出
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
引
き
起
こ
す
原
因
が

な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
彼
は
質
問
さ
れ
た

の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
が
、
仏
教
で
も
阿
弥
陀

様
に
よ
っ
て
と
い
う
よ
う
に
言
う
訳
で
す
。
同
じ
よ
う

な
構
造
で
話
す
と
い
う
こ
と
が
あ
る
と
思
う
の
で
す
け

れ
ど
も
、
一
番
の
違
い
は
仏
教
の
場
合
は
方
便
法
身
と

い
う
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
て
い
て
、
阿
弥
陀
様
が
念
仏

を
起
こ
す
、
発
生
さ
れ
る
と
表
現
す
る
け
れ
ど
も
、
そ

の
場
合
の
阿
弥
陀
様
は
あ
く
ま
で
も
方
便
法
身
で
あ
る

と
い
う
こ
と
を
唱
え
る
方
も
理
解
し
て
い
る
。
そ
こ
が

大
き
な
違
い
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
キ
リ
ス
ト
教

の
場
合
、
神
は
方
便
で
あ
る
と
い
う
言
い
方
は
で
き
な

い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
ね
。
仏
教
の
場
合
は
、

阿
弥
陀
様
は
方
便
で
あ
る
と
い
う
の
は
公
に
認
め
ら
れ

て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
分
か
ら
な
い
で
は
な
い

で
す
け
れ
ど
も
、
た
と
え
ば
浄
土
真
宗
に
は
阿
弥
陀
様

の
影
像
、
小
さ
な
掛
け
軸
の
よ
う
な
も
の
が
あ
り
ま
す

け
れ
ど
も
、
あ
そ
こ
に
は
方
便
法
身
と
書
か
れ
て
い
ま

す
か
ら
ね
。
そ
こ
が
キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
の
一
番
の
違

い
で
は
な
い
か
と
、
わ
た
し
は
考
え
て
い
る
の
で
す
ね
。

こ
の
学
会
で
は
方
便
の
話
は
あ
ま
り
議
論
に
は
な
り
ま
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せ
ん
け
れ
ど
も
、
昨
日
の
議
論
の
中
で
も
方
便
と
い
う

こ
と
が
大
き
な
違
い
な
の
だ
、
と
い
う
こ
と
を
確
認
し

た
い
と
い
う
意
味
で
発
言
し
ま
し
た
。

バ
ー
ケ
ル
マ
ン
ス　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
信
は
ど
こ
か

ら
起
こ
っ
て
く
る
の
か
と
い
う
と
、﹃
大
乗
起
信
論
﹄

の
中
で
そ
の
二
つ
の
効
果
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
真
如

心
と
消
滅
心
で
、
そ
の
真
如
心
か
ら
と
い
う
感
じ
で
す

ね
。
で
す
か
ら
そ
の
真
如
心
に
よ
っ
て
わ
た
し
た
ち
の

考
え
が
良
く
な
っ
て
、
苦
か
ら
離
れ
て
楽
に
行
く
の
で

す
。
け
れ
ど
も
、
真
如
に
行
く
た
め
だ
け
で
は
な
く
て
、

そ
の
両
方
は
ひ
と
つ
で
あ
っ
て
、
そ
の
後
で
も
こ
の
世

の
中
で
行
き
続
け
て
菩
薩
と
し
て
衆
生
を
救
う
と
い
う

こ
と
に
な
り
ま
す
。
わ
た
し
の
感
じ
で
は
、
宗
教
学
の

中
で
は
東
洋
宗
教
と
西
洋
宗
教
の
神
秘
主
義
の
区
別
が

な
さ
れ
て
い
て
、
西
洋
宗
教
の
中
に
は
人
格
的
な
神
秘

主
義
が
あ
っ
て
、
東
洋
の
方
は
無
人
格
的
で
す
ね
。
ま

た
仏
教
、
ヒ
ン
ズ
ー
教
に
な
る
と
、
そ
こ
で
真
如
、
あ

る
い
は
神
様
、
仏
様
は
あ
る
程
度
利
用
さ
れ
て
救
い
に

行
き
ま
す
。
け
れ
ど
も
キ
リ
ス
ト
教
、
ユ
ダ
ヤ
教
で
は
、

そ
こ
で
神
様
が
人
間
の
よ
う
に
人
格
を
持
っ
て
い
て
わ

た
し
た
ち
を
救
っ
て
く
れ
る
、
信
仰
を
与
え
て
く
れ
る

と
い
う
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
わ
た
し
た
ち
に
と
っ
て

方
便
と
し
て
考
え
る
の
で
は
な
く
て
、
愛
と
し
て
考
え

て
い
て
、
そ
の
愛
に
よ
っ
て
救
わ
れ
て
い
く
ん
で
す
が
。

も
う
す
こ
し
深
く
仏
教
徒
と
話
が
で
き
て
、
彼
ら
に
と

っ
て
方
便
も
菩
薩
の
慈
悲
・
愛
で
、
そ
こ
に
も
愛
が
動

い
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
よ
う
に
、
も
う
少
し

の
対
話
が
必
要
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

花
岡　

た
だ
今
の
お
二
人
の
ご
質
問
と
、
そ
の
後
の
コ
メ
ン
ト

に
関
係
し
て
お
り
ま
す
が
、
先
ほ
ど
八
木
先
生
も
仰
い

ま
し
た
よ
う
に
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
で
も
信
仰
と
い
う
の

は
神
か
ら
の
贈
り
物
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
な
け
れ
ば
真

理
が
何
で
あ
る
か
も
分
か
ら
な
い
と
い
う
わ
け
な
ん
で

す
。
禅
宗
の
方
で
は
、
わ
た
く
し
は
仏
教
全
体
に
も
通

じ
る
と
思
い
ま
す
が
、
大
疑
団
と
大
憤
志
と
大
信
根
が

な
け
れ
ば
何
を
し
て
も
駄
目
だ
と
い
う
の
で
す
ね
。
疑
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団
、
自
分
が
疑
い
そ
の
も
の
に
な
る
、
そ
れ
を
な
ん
と

か
し
て
破
裂
す
る
、
破
裂
す
れ
ば
解
決
す
る
わ
け
で
す

が
、
疑
団
を
ど
こ
ま
で
も
大
憤
志
を
も
っ
て
本
当
の
自

己
に
目
覚
め
よ
う
と
す
る
と
、
そ
の
と
き
に
大
信
根
が

な
け
れ
ば
最
初
か
ら
無
理
だ
と
い
う
そ
の
大
信
根
で
す

ね
。
こ
れ
は
や
は
り
自
性
と
仏
性
と
無
性
と
い
う
と
こ

ろ
に
、
わ
た
し
ど
も
は
そ
れ
を
こ
の
世
的
な
も
の
で
隠

し
て
駄
目
に
し
て
し
ま
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
神
か
ら
の

贈
り
物
と
は
言
え
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
。
真
如
か
ら
、
と

今
仰
っ
た
の
で
す
が
、
信
仰
は
何
処
か
ら
来
る
の
か
、

﹃
大
乗
起
信
論
﹄
の
場
合
に
は
真
如
か
ら
だ
と
。
そ
れ

で
は
、
そ
の
真
如
は
い
っ
た
い
ど
こ
か
ら
か
と
言
え
ば
、

や
は
り
仏
性
。
こ
れ
は
無
性
で
あ
っ
て
実
体
的
に
は
何

も
無
い
の
で
す
け
れ
ど
も
、
わ
た
く
し
だ
け
で
は
な
く

て
裏
側
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
に
備
わ
っ
て
い
る
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

バ
ー
ケ
ル
マ
ン
ス　
﹃
大
乗
起
信
論
﹄
の
中
で
も
真
如
、
法
性
、

如
来
蔵
が
同
じ
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
ま
す
。
人
間
の
中

の
根
本
的
な
と
こ
ろ
に
救
い
が
入
っ
て
い
ま
す
ね
。
先

ほ
ど
言
っ
た
真
如
熏
習
は
い
つ
で
も
ど
こ
で
も
あ
る
と

い
う
考
え
で
す
ね
、﹃
大
乗
起
信
論
﹄
の
中
で
は
。
キ

リ
ス
ト
教
の
中
で
は
神
様
は
皆
の
上
に
恵
み
を
い
つ
で

も
ど
こ
で
も
与
え
て
い
る
わ
け
で
す
、
そ
れ
を
受
け
入

れ
る
人
の
問
題
は
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
人
と
そ
の
人
が

善
根
に
よ
っ
て
ど
の
く
ら
い
受
け
入
れ
ら
れ
る
か
と
い

う
問
題
で
す
ね
。
そ
の
点
で
は
あ
る
程
度
繋
が
っ
て
い

る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
わ
た
し
た
ち
の
神
思
想
と
の

繋
が
り
は
ど
う
な
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。 

河
波　

今
さ
っ
き
の
質
問
と
も
関
わ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
神
と

か
如
来
か
ら
与
え
ら
れ
た
信
と
い
う
自
覚
が
出
て
く
る

の
は
相
当
深
く
な
っ
た
段
階
だ
と
思
う
の
で
す
よ
ね
。

そ
う
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
自
身
が
信

の
限
り
な
き
深
ま
り
の
中
で
起
こ
っ
て
く
る
の
で
、
や

は
り
最
初
は
信
と
い
う
の
は
ね
、
後
に
な
り
ま
す
よ

ね
。
こ
れ
は
わ
た
く
し
の
質
問
で
す
け
れ
ど
も
、
キ
リ

ス
ト
教
的
な
信
と
仏
教
の
信
に
は
本
質
的
な
違
い
が
あ
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る
よ
う
な
感
じ
も
す
る
ん
で
す
。
た
と
え
ば
、
こ
れ
は

ラ
ク
タ
ン
テ
ィ
ウ
ス
と
い
う
人
で
し
た
か
ね
、﹁
わ
れ

不
合
理
な
る
が
故
に
信
ず
﹂
と
い
っ
た
信
じ
方
が
一
方

で
は
あ
る
。
シ
ュ
ラ
ダ
ー
と
い
う
言
葉
、
サ
ン
ス
ク
リ

ッ
ト
語
で
シ
ュ
ラ
ダ
ー
︵sraddhā)

と
い
う
の
は
あ
り

の
ま
ま
の
事
実
を
そ
の
ま
ま
受
容
︵
忍
許
︶
す
る
の
意

味
の
で
す
ね
。
満
月
が
輝
い
て
い
て
も
目
に
見
え
な
い

人
が
い
る
わ
け
で
し
ょ
う
。
最
初
は
皆
目
暗
な
の
で
、

信
者
に
対
し
て
。
そ
れ
に
対
し
て
見
え
な
い
け
れ
ど
も

満
月
が
輝
い
て
い
る
こ
と
を
信
じ
る
こ
と
は
で
き
る
わ

け
で
、
そ
れ
が
シ
ュ
ラ
ダ
ー
で
す
ね
。
そ
れ
が
限
り
に

な
く
深
ま
っ
て
く
る
と
智
へ
と
展
開
し
て
行
く
の
で
す

ね
。
大
乗
仏
教
で
は
信
と
知
と
は
連
続
し
て
い
る
の
で

す
ね
、
も
ち
ろ
ん
非
連
続
の
連
続
と
い
う
面
は
あ
る
と

思
い
ま
す
が
。
で
す
か
ら
、
仏
教
に
お
け
る
信
に
は
非

常
に
ど
こ
か
知
的
な
要
素
が
あ
り
ま
し
て
ね
。
キ
リ
ス

ト
教
の
信
と
ど
う
い
う
関
わ
り
が
あ
る
の
か
。
そ
れ
か

ら
、
ペ
テ
ロ
さ
ん
は
信
を
い
く
つ
か
挙
げ
て
く
れ
ま
し

た
。
た
と
え
ば
、bhakti

︵
絶
対
帰
依
︶と
かprasa

－da

︵
浄

信
︶
と
か
。﹃
倶
舎
論
﹄
と
い
う
本
の
中
で
は
、
信
を

定
義
し
て
﹁
認
許
﹂
あ
る
こ
と
を
あ
り
の
ま
ま
に
認
め

る
、
そ
し
て
﹁
澄
浄
﹂
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
心
が
清
ま

っ
て
い
く
、
こ
れ
は
プ
ラ
サ
ー
ダ
に
相
当
す
る
と
思
う

の
で
す
が
、
そ
う
い
う
考
え
方
が
前
提
に
あ
っ
て
、
そ

の
上
で
信
が
展
開
さ
れ
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
特
に

キ
リ
ス
ト
教
的
な
信
と
の
違
い
を
ど
な
た
か
教
え
て
下

さ
れ
ば
有
難
い
な
と
思
い
ま
す
。

八
木
（
誠
）　

カ
ト
リ
ッ
ク
の
方
な
ら
よ
く
ご
存
知
で
す
け
れ

ど
も
、fide quae credit

とfides qua credit

と
区
別
さ

れ
て
い
て
、
前
の
方
はI believe that

で
、
後
の
方
は

faith

で
、
信
頼
な
ん
で
す
ね
、
真
心
を
持
っ
て
信
頼
す

る
。
旧
約
聖
書
で
はfaith

の
方
が
優
勢
だ
っ
た
の
で
す

け
れ
ど
も
、
新
約
聖
書
の
時
代
に
な
っ
て
か
ら
、
使
徒

の
宣
教
を
信
じ
る
と
い
う
意
味
でI believe that

が
出

て
く
る
ん
で
す
よ
。
そ
れ
は
切
り
離
せ
な
い
の
で
。
両

方
ひ
と
つ
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
ね
、
片
方
だ
け
で

は
困
る
わ
け
で
。
信
仰
と
い
う
こ
と
自
体
が
人
間
の
信
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仰
な
の
で
す
け
れ
ど
も
、
裏
か
ら
見
れ
ば
神
の
働
き
だ

と
い
う
、
信
仰
に
つ
い
て
は
そ
う
い
う
こ
と
が
あ
る
、

と
。
極
め
て
簡
単
で
す
け
れ
ど
も
。
た
だI believe that

が
出
て
く
る
と
い
う
こ
れ
が
、
後
で
色
々
な
問
題
が
起

こ
っ
て
く
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
。

八
木
（
洋
）　

お
話
を
伺
っ
て
い
て
、
や
は
り
こ
う
い
う
こ
と
は

き
ち
ん
と
区
別
し
た
ほ
う
が
い
い
の
か
な
と
い
う
感
じ

が
す
る
こ
と
が
あ
る
の
で
す
が
、
信
じ
る
と
言
っ
た
と

き
に
、
僕
た
ち
人
間
は
と
り
あ
え
ず
言
葉
を
信
ず
る
と

い
う
レ
ベ
ル
の
こ
と
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
同
時
に
言
葉

以
前
の
事
態
と
し
て
の
信
頼
す
る
と
い
う
こ
と
に
繋
が

っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
さ
っ
き
猫
と
お
猿
さ
ん
の
話

を
し
ま
し
た
が
、
猫
や
お
猿
さ
ん
が
母
親
に
自
力
で
あ

ろ
う
が
他
力
で
あ
ろ
う
が
し
が
み
つ
く
、
あ
る
い
は
く

わ
え
て
も
ら
う
と
い
う
意
味
の
信
、
あ
る
い
は
信
頼
と

い
う
の
に
繋
が
っ
て
い
る
と
思
う
の
で
す
よ
ね
。
ど
こ

で
そ
れ
を
捉
え
る
の
か
に
よ
っ
て
ず
い
ぶ
ん
言
い
方
が

変
わ
っ
て
く
る
し
、
そ
う
い
う
文
脈
の
中
で
﹃
大
乗
起

信
論
﹄
も
展
開
し
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
ん
で

す
ね
。
つ
ま
り
、
言
葉
を
信
ず
る
、
あ
る
い
は
真
如
に

つ
い
て
の
仏
教
の
言
葉
を
信
じ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
始

ま
っ
て
、
そ
れ
を
介
し
て
何
ら
か
のaw

akening

が
喚

起
し
て
く
る
、
起
こ
っ
て
く
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
言

葉
に
対
す
る
信
と
、
言
葉
以
前
の
事
態
の
中
で
、
そ
れ

こ
そ
キ
リ
ス
ト
教
で
言
う
キ
リ
ス
ト
、
原
始
教
団
の
メ

ッ
セ
ー
ジ
の
キ
リ
ス
ト
の
働
き
、
あ
る
い
は
イ
エ
ス
に

お
け
る
神
の
働
き
へ
の
信
と
い
う
よ
う
な
レ
ベ
ル
の
違

い
が
あ
っ
て
、
レ
ベ
ル
の
違
い
が
同
時
に
起
こ
っ
て
い

る
、
あ
る
い
は
ひ
と
つ
の
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
起
こ
っ
て

く
る
と
い
う
こ
と
を
、
信
と
い
う
言
葉
を
理
解
し
て
い

く
場
合
に
区
別
と
関
係
の
み
た
い
な
も
の
が
あ
る
と
思

う
の
で
す
が
如
何
で
し
ょ
う
か
、﹃
大
乗
起
信
論
﹄
の

中
で
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

バ
ー
ケ
ル
マ
ン
ス　

言
葉
へ
の
信
仰
は
も
ち
ろ
ん
出
て
こ
な

い
の
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
真
如
へ
の
信
仰
は
土
台

と
し
て
使
っ
て
い
る
よ
う
な
感
じ
で
す
ね
。
で
す
か
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ら
わ
た
し
は
最
初
真
如
へ
の
信
頼
は
な
か
っ
た
わ
け

で
す
。
少
し
ず
つ
ど
ん
な
意
味
が
あ
る
か
、
真
如
、

真
如
心
で
す
ね
、
そ
こ
に
少
し
ず
つ
入
っ
て
い
け
ば

分
か
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
け
れ
ど
も
、
キ
リ
ス
ト

教
徒
と
し
て
は
も
う
言
葉
と
い
う
こ
と
が
、
イ
エ
ス

様
、
神
様
、
全
部
や
っ
て
き
て
分
か
っ
て
く
る
の
で

す
ね
。
仏
教
の
世
界
に
入
る
と
、
わ
た
し
に
と
っ
て

真
如
と
い
う
言
葉
を
聞
く
と
信
仰
の
社
会
、
そ
う
い

う
知
識
は
な
か
っ
た
か
ら
あ
ま
り
分
か
ら
な
か
っ
た
。 

河
波
先
生
の
質
問
に
関
し
て
は
、
わ
た
し
は
今
の
と
こ

ろ
で
は
キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
の
信
に
関
し
て
は
、
信
仰

と
実
践
・
宗
教
の
区
別
を
し
て
い
て
、
仏
教
の
中
の
流

れ
と
し
て
は
仏
教
は
ヒ
ン
ズ
ー
教
を
批
判
し
ま
し
た
。

そ
こ
は
信
仰
の
面
が
強
す
ぎ
て
、
ブ
ッ
ダ
は
自
分
の
力

で
救
い
に
行
く
と
仰
っ
て
い
た
か
ら
そ
の
精
神
は
大
乗

仏
教
の
中
、
仏
教
の
中
で
も
続
い
て
い
る
と
思
い
ま
す

か
ら
、
そ
こ
の
信
仰
の
土
台
は
そ
の
宗
教
と
強
い
つ
な

が
り
が
あ
り
ま
す
が
、
キ
リ
ス
ト
教
の
場
合
は
、
信
仰
、

神
様
を
信
じ
る
こ
と
の
方
に
強
く
置
い
て
い
ま
す
。
け

れ
ど
も
、
わ
た
し
は
差
別
よ
り
も
区
別
し
た
い
か
ら
、

信
じ
る
こ
と
の
中
で
繋
が
っ
て
い
る
か
な
と
思
い
ま

す
。

高
田　

九
頁
の
最
後
の
ほ
う
に
、﹁
他
宗
教
に
お
け
る
信
仰
と
修

行
の
関
係
﹂
と
い
う
と
こ
ろ
で
、真
ん
中
下
で
す
ね
﹁
西

洋
宗
教
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
依
拠
す
れ
ば
、
云
々
﹂
と

書
い
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。﹃
大
乗
起
信
論
﹄
に
お

け
る
信
仰
と
修
行
の
関
係
に
つ
い
て
深
く
学
ば
れ
て
、

九
頁
の
と
こ
ろ
で
は
特
に
キ
リ
ス
ト
教
、
西
洋
宗
教
の

コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
も
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
言
え

る
と
い
う
形
の
発
言
で
終
わ
っ
て
い
る
の
で
す
け
れ
ど

も
、﹃
大
乗
起
信
論
﹄
を
学
ば
れ
て
、
そ
れ
に
出
会
わ

れ
て
、
た
と
え
ば
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
信
仰
と
い
う
営

み
、
祈
り
と
仕
事
の
関
係
に
つ
い
て
の
説
明
の
仕
方
と

言
い
ま
す
か
、
理
解
の
仕
方
と
い
う
も
の
に
お
い
て
何

か
今
ま
で
キ
リ
ス
ト
教
の
中
で
語
ら
れ
、
理
解
さ
れ
て

い
る
あ
り
方
と
は
違
っ
た
形
の
説
明
が
可
能
に
な
る
の

で
は
な
い
か
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
お
書
き
に
な
ら
れ
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る
か
、
な
に
か
そ
う
い
う
必
要
が
あ
る
の
か
、
あ
る
い

は
そ
う
い
う
こ
と
は
必
要
な
い
、
や
は
り
同
じ
よ
う

に
語
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
い
う
よ
う
に
お
考
え
な
の

か
、
と
い
う
質
問
で
す
。

バ
ー
ケ
ル
マ
ン
ス　

あ
り
が
と
う
。
そ
れ
は
特
に
わ
た
し
は
神

学
者
と
し
て
悩
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
も
し
千
年
、

二
千
年
前
に
生
き
て
い
れ
ば
、
も
う
平
気
で
仏
教
の

思
想
哲
学
を
使
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
を
教
え
よ
う
か
な

と
思
っ
て
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
今
の
時
代
で
は
そ
う

い
う
こ
と
は
あ
ち
こ
ち
使
わ
れ
て
い
て
あ
ま
り
で
き
な

い
。
わ
た
し
は
対
話
に
お
い
て
、
自
分
の
表
現
を
大
事

に
し
な
が
ら
、
向
こ
う
の
表
現
を
理
解
し
よ
う
と
思
っ

て
、
そ
の
繋
が
り
が
分
か
る
よ
う
に
な
っ
た
ら
、
そ
れ

で
満
足
で
す
ね
。
け
れ
ど
も
、
キ
リ
ス
ト
教
の
見
方
を

仏
教
徒
に
話
す
と
き
に
ど
う
説
明
し
た
ら
い
い
か
、
そ

の
と
き
わ
た
し
は
仏
教
用
語
を
使
い
ま
す
。
そ
の
限
り

で
と
て
も
役
に
立
ち
ま
す
、
方
便
に
な
り
ま
す
ね
。
で

も
嘘
も
方
便
で
す
か
ら
、
と
き
ど
き
全
部
正
し
い
か
ど

う
か
わ
た
し
に
も
分
か
ら
な
い
の
で
す
ね
、
仏
教
徒
で

は
な
い
か
ら
で
す
ね
。
だ
か
ら
ど
こ
か
少
し
の
遠
慮
が

必
要
で
す
が
、
一
応
こ
の
よ
う
な
研
究
は
対
話
の
た
め

で
お
互
い
を
理
解
し
て
い
て
、
そ
こ
か
ら
わ
た
し
た
ち

の
見
方
を
仏
教
に
教
え
ら
れ
る
、
仏
教
か
ら
も
わ
た
し

た
ち
に
教
え
ら
れ
て
、
お
互
い
の
信
仰
を
深
め
る
こ
と

が
で
き
る
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
。
そ
れ
以
上
は
今
の

と
こ
ろ
は
で
き
な
い
。
と
き
ど
き
わ
た
し
も
ど
う
し
よ

う
か
、
も
し
神
学
者
で
な
け
れ
ば
平
気
で
色
々
な
も
の

を
使
っ
て
い
け
る
の
で
す
が
、
わ
た
し
は
仏
教
徒
を
尊

敬
し
な
が
ら
や
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
そ
こ
ま
で
で
き
な

い
の
で
す
。

河
波　

ど
う
も
長
時
間
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
コ
メ
ン

ト
す
る
こ
と
も
な
い
と
思
い
ま
す
が
、
二
、三
、
私
の

方
か
ら
批
判
め
い
た
こ
と
を
申
し
上
げ
ま
す
と
、﹁
他

力
﹂
と
い
う
言
葉
が
始
め
て
登
場
す
る
の
は
、
曇
鸞

の
﹃
往
生
論
註
﹄
な
ん
で
す
ね
。
他
力
と
い
う
の
は
そ

れ
ま
で
は
仏
教
語
で
は
な
く
て
日
常
の
俗
語
と
し
て
使
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用
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
を
曇
鸞
が
宗
教
的
に
高
め

て
一
般
の
人
た
ち
に
分
か
り
や
す
い
よ
う
に
、
他
力
と

い
う
言
葉
を
仏
教
語
と
し
て
使
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま

す
。﹃
往
生
論
註
﹄
は
そ
の
当
時
の
論
集
で
す
。
他
力

と
い
う
言
葉
が
出
て
く
る
か
出
て
こ
な
い
か
と
い
う
こ

と
も
こ
れ
は
問
題
で
す
。
そ
れ
か
ら
、
信
と
い
う
問
題

は
華
厳
の
所
説
で
、
十
の
段
階
で
信
を
深
め
て
い
く
と

い
う
こ
と
で
、
十
信
と
い
い
ま
し
て
、
信
の
十
の
段
階

に
あ
た
る
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
と
い
う
こ
と
も
研
究
の
課
題

に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
ペ

テ
ロ
さ
ん
は
﹃
大
乗
起
信
論
﹄
は
次
の
大
乗
仏
教
の
展

開
で
出
て
き
た
と
仰
っ
て
い
ま
す
が
、
わ
た
く
し
は
そ

う
で
は
な
く
て
三
大
の
思
想
、
こ
れ
は
中
国
人
の
考
え

方
な
の
で
す
ね
。
こ
れ
は
馬
鳴
と
い
う
イ
ン
ド
の
思
想

家
の
名
前
を
借
り
て
中
国
人
が
創
作
し
た
と
し
か
考
え

ら
れ
な
い
と
思
う
の
で
す
が
、
そ
こ
は
ま
た
見
解
の
相

違
で
色
々
な
ご
意
見
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら

人
格
神
に
つ
い
て
も
仏
教
に
も
典
型
的
に
、
た
と
え
ば

善
導
の
﹃
観
疏
無
量
寿
経
疏
﹄
に
お
け
る
﹁
親
縁
釈
﹂

等
に
お
い
て
も
出
て
き
ま
す
。
信
の
問
題
だ
け
で
わ
た

く
し
は
三
日
間
討
論
し
て
も
足
り
な
い
く
ら
い
深
い
内

容
が
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
今
日
は
も
は
や
所
定
の
一

時
間
ち
ょ
っ
と
オ
ー
バ
ー
し
ま
し
た
。
い
ろ
い
ろ
皆
さ

ん
か
ら
貴
重
な
ご
意
見
を
頂
い
て
、
そ
し
て
有
意
義
な

発
言
を
し
て
い
た
だ
き
ま
し
て
、
本
当
に
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た
。
一
応
、
こ
れ
で
終
了
と
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。


