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科
学
と
仏
教
そ
し
て
教
化

石

　伏

　叡

　齋

　

昨
今
は
科
学
の
時
代
で
あ
り
、
そ
ん
な
時
代
の
教
化
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
る
。
物
理
学
科
だ
っ
た
私
に
と
っ
て
科
学
と
仏
教
の
類
似

性
を
考
え
て
、
そ
れ
ら
を
教
化
に
い
か
せ
な
い
か
試
行
錯
誤
す
る
こ
と
は
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
で
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
は
類
似
点
が

い
ろ
い
ろ
見
つ
か
っ
た
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
こ
れ
は
一
念
三
千
で
は
な
い
か
と
感
じ
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
で
あ
っ
た
。

　

例
え
ば
、
ハ
ビ
タ
ブ
ル
ゾ
ー
ン
に
あ
り
水
も
酸
素
も
あ
る
地
球
は
太
陽
系
で
も
近
隣
の
恒
星
系
の
中
で
も
、
奇
跡
的
で
希
有
な
惑
星
で

あ
る
。
こ
れ
こ
そ
『
寿
量
品
』
の
説
く
「
我
此
土
安
穏
」
で
は
な
い
か
。
あ
る
い
は
、
恒
星
の
一
生
は
、
生
成
、
安
定
、
超
新
星
爆
発

（
又
は
発
散
）、
ブ
ラ
ッ
ク
ホ
ー
ル
（
又
は
中
性
子
星
・
白
色
矮
星
）。
あ
る
い
は
、
超
新
星
爆
発
な
ど
で
飛
び
散
っ
た
星
間
物
質
が
再
び

集
ま
っ
て
次
の
恒
星
や
惑
星
の
材
料
に
な
り
、
生
物
を
構
成
す
る
材
料
と
も
な
る
。
そ
う
い
っ
た
恒
星
や
そ
の
惑
星
系
の
生
成
消
滅
の
サ

イ
ク
ル
は
「
四
劫
」
と
似
て
い
る
。
地
球
の
生
成
か
ら
最
後
ま
で
の
寿
命
を
ざ
っ
く
り
百
億
年
と
す
れ
ば
、
今
は
地
球
の
誕
生
か
ら
四
十

六
億
年
で
約
半
分
。
こ
れ
は
『
寿
量
品
』
の
「
復
倍
上
数
」
で
は
な
い
か
。『
寿
量
品
』
の
「
如
実
知
見
」
と
自
然
科
学
の
姿
勢
と
似
て

い
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

十
二
因
縁
の
行
（
形
成
作
用sam

4skāra

）
に
つ
い
て
、『
化
城
喩
品
』
に
「
無
明
滅
則
行4

滅
。
行4

滅
則
識
滅
（
中
略
）
老
死
憂
悲
苦
悩

滅
」
と
あ
る
が
、
そ
の
形
成
作
用
た
る
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
を
、

04　石伏.indd   30 2019/05/24   7:30



31 科学と仏教そして教化（石伏）

　
　

�

人
が
真
実
を
あ
り
の
ま
ま
に
理
解
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
状
態
（
無
明
）
に
あ
る
と
き
、
そ
の
補
償
作
用
と
し
て
働
く
形
成
作
用
・

形
成
力
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
（
鈴
木�

隆
泰　
「「
諸
行
無
常
」
再
考
」『
山
口
県
立
大
学
国
際
文
化
学
部
紀
要
』
十
号
）

と
捉
え
、
そ
の
行
を
滅
す
る
こ
と
は
、
科
学
の
研
究
姿
勢
に
通
じ
る
も
の
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

　

弥
勒
菩
薩
が
五
十
六
億
七
千
万
年
後
に
未
来
仏
と
し
て
下
生
す
る
の
は
地
球
の
消
滅
す
る
時
代
と
ほ
ぼ
符
合
。
一
念
三
千
を
、
私
の
心

の
宇
宙
と
い
う
ミ
ク
ロ
世
界
と
、
私
の
心
を
取
り
巻
く
森
羅
万
象
の
マ
ク
ロ
世
界
と
の
関
係
と
捉
え
て
、
量
子
論
あ
る
い
は
統
計
物
理
や

カ
オ
ス
の
理
論
と
の
比
較
研
究
す
る
こ
と
も
可
能
か
も
知
れ
な
い
。

　

し
か
し
、
一
天
四
海
と
い
う
世
界
観
と
現
代
天
文
学
の
世
界
観
の
違
い
な
ど
、
科
学
と
仏
教
と
似
て
い
な
い
点
も
あ
る
。
例
え
ば
『
雑

阿
含
経
』
芥
子
劫
の
喩
え
、

　
　

�

譬
如
鐵
城
。
方
一
由
旬
。
高
下
亦
爾
。
滿
中
芥
子
。
有
人
百
年
取
一
芥
子
。
盡
其
芥
子
。
劫
猶
不
竟
。

�

（『
雜
阿
含
經
』
大
正
新
脩
大
藏
經
二
巻
二
四
二
頁
ｂ
）

に
従
い
、
一
劫
の
大
ま
か
な
時
間
の
長
さ
を
計
算
し
て
み
た
こ
と
が
あ
る
。
芥
子
を
仮
に
一
辺
一
・
五
ミ
リ
の
立
方
と
し
、
一
由
旬
立
方

の
鉄
城
は
七
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
立
法
と
し
て
計
算
す
れ
ば
、
一
劫
は
十
の
二
十
二
乗
年
と
な
っ
た
。
ビ
ッ
グ
バ
ン
か
ら
現
在
ま
で
の
宇
宙
年

齢
（
約
一
三
六
億
年
）
の
数
千
億
倍
と
な
る
。
そ
ん
な
時
間
は
多
宇
宙
で
も
想
定
し
な
い
限
り
過
去
の
宇
宙
に
は
存
在
し
な
い
。
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�

確
か
に
、
科
学
と
仏
教
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
要
素
を
見
て
い
け
ば
、
似
て
い
る
点
は
見
つ
か
る
。
し
か
し
実
際
に
は
、
そ
の
何
百
倍

も
何
千
倍
も
、
似
て
い
な
い
点
が
あ
る
の
だ
か
ら
、
個
々
の
類
似
点
を
も
っ
て
、
両
者
の
相
対
的
類
似
性
を
主
張
す
る
こ
と
な
ど
で

き
な
い
。（
佐
々
木 

閑
『
犀
の
角
た
ち
』）

　

そ
も
そ
も
、
自
然
科
学
に
は
、
客
観
性
、
実
証
性
、
再
現
性
、
論
理
性
、
反
証
可
能
性
と
い
っ
た
要
件
が
必
要
で
あ
る
。
そ
う
い
っ
た

も
の
を
仏
教
に
当
て
は
め
る
こ
と
な
ど
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
と
い
う
こ
と
で
、
自
然
科
学
的
な
手
法
や
類
似
性
で
も
っ
て
、
科
学
で
得
ら

れ
る
よ
う
な
、
誰
で
も
そ
う
考
え
て
捉
え
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
な
知
識
や
成
果
を
、
仏
法
で
は
得
ら
れ
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

さ
て
、
教
師
の
修
行
研
鑽
に
よ
り
、
確
か
な
仏
法
的
な
確
信
を
得
ら
れ
れ
ば
、
確
信
を
以
て
檀
信
徒
に
伝
え
ら
れ
、
檀
信
徒
も
確
信
を

以
て
受
け
入
れ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ぞ
教
化
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
人
文
科
学
の
方
面
か
ら
、
大
乗
非
仏
説
す
な
わ
ち
『
法
華
経
』
も
仏
滅
後
数
百
年
後
に
成
立
し
た
経
典
と
さ
れ
る
。
ま
た
、

梵
本
法
華
経
と
『
妙
法
蓮
華
経
』
の
違
い
も
あ
る
。
最
も
悩
ま
し
い
の
は
、
十
如
是
が
梵
本
で
は
五
如
是
で
あ
っ
た
り
す
る
。
一
念
三
千

は
ど
う
な
る
の
か
。
そ
の
他
、『
序
品
』
冒
頭
の
一
万
二
千
人
と
一
千
二
百
人
の
違
い
、『
方
便
品
』
の
開
示
悟
入
が
梵
本
で
は
示
悟
入
で

あ
っ
た
り
、
梵
本
に
あ
る
『
薬
草
喩
品
』
の
日
光
の
喩
え
が
『
妙
法
蓮
華
経
』
に
な
か
っ
た
り
、『
普
門
品
』
の
偈
頌
の
有
無
。『
嘱
累

品
』
以
後
の
順
番
が
、『
正
法
華
経
』、『
妙
法
蓮
華
経
』『
添
品
妙
法
蓮
華
経
』
で
違
っ
て
い
た
り
す
る
。
細
か
い
こ
と
で
は
、
後
述
の

『
譬
喩
品
』
の
三
車
火
宅
の
羊
鹿
牛
の
順
番
が
、
梵
本
で
は
鹿
羊
牛
の
順
だ
っ
た
り
す
る
。
い
っ
た
い
ど
う
会
通
す
れ
ば
良
い
の
か
。
ど

う
確
信
を
持
て
ば
良
い
の
か
。

　

も
ち
ろ
ん
天
台
大
師
も
日
蓮
聖
人
も
『
妙
法
蓮
華
経
』
を
依
経
と
し
、
日
蓮
聖
人
が
上
行
菩
薩
の
自
覚
を
も
た
れ
た
『
勧
持
品
』
の
未
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来
記
の
符
合
、
こ
れ
が
仏
法
的
な
久
遠
本
仏
の
存
在
と
法
華
経
の
信
仰
的
根
拠
と
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
が
科
学
の
時
代
の
檀
信
徒

な
か
ん
ず
く
未
信
徒
の
教
化
に
説
得
力
を
持
つ
だ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
教
師
と
く
に
新
発
意
の
教
師
に
と
っ
て
信
仰
へ
の
確
信
や
伝
道
へ

の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
に
悪
影
響
を
与
え
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

近
代
科
学
や
イ
ン
ド
仏
教
学
が
普
及
す
る
前
で
あ
れ
ば
、
そ
の
こ
と
を
考
え
ず
に
教
師
も
檀
信
徒
も
微
塵
の
迷
い
も
な
く
伝
統
教
義
や

伝
承
を
も
っ
て
信
仰
の
世
界
に
入
れ
た
。
し
か
し
、
昨
今
は
ま
ず
教
師
が
か
か
る
イ
ン
ド
仏
教
学
の
成
果
を
意
識
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
檀

信
徒
も
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
検
索
す
る
と
す
ぐ
に
イ
ン
ド
仏
教
学
や
文
献
学
的
な
情
報
に
ア
ク
セ
ス
で
き
る
。

　

こ
の
よ
う
な
時
代
で
あ
っ
て
も
、
あ
く
ま
で
伝
統
教
義
を
、
伝
統
的
な
手
法
で
説
き
、
唱
導
す
る
こ
と
を
貫
く
教
化
が
正
論
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
科
学
の
時
代
に
相
応
し
い
新
し
い
何
ら
か
の
会
通
を
試
み
る
時
機
に
あ
る
の
も
確
か
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

つ
べ
こ
べ
言
わ
な
い
で
、
木
劔
修
法
、
占
い
な
ど
霊
験
で
法
華
経
お
題
目
の
功
徳
を
実
証
す
れ
ば
良
い
と
い
う
声
が
聞
こ
え
て
来
そ
う

で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
ら
に
よ
る
未
信
徒
を
含
む
教
化
の
力
量
は
素
晴
ら
し
く
、
私
も
お
題
目
へ
の
結
縁
と
寺
門
の
隆
盛
を
目
の
当

た
り
に
し
て
き
た
。
そ
れ
ら
の
歴
史
と
奥
深
さ
に
敬
意
を
表
す
る
。

　

た
だ
、
科
学
の
時
代
に
、
霊
験
で
仏
法
を
実
証
し
よ
う
に
も
、
不
思
議
な
体
験
は
エ
ン
ド
ロ
フ
ィ
ン
に
よ
る
覚
醒
に
よ
る
も
の
と
指
摘

さ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
一
瞬
何
か
不
思
議
な
も
の
が
見
え
た
に
し
て
も
、
認
知
シ
ス
テ
ム
に
負
担
を
か
け
ず
に
、
素
早
く
、
あ
る
程
度

正
し
い
答
え
を
導
き
出
す
働
き
に
よ
る
視
覚
的
錯
誤
か
も
知
れ
な
い
。
見
え
な
い
も
の
が
あ
り
あ
り
と
見
え
る
場
合
は
レ
ビ
ー
小
体
型
認

知
症
の
心
配
も
あ
る
。
占
い
が
当
た
っ
た
と
い
う
感
覚
は
バ
ー
ナ
ム
効
果
か
も
知
れ
な
い
。
バ
ー
ナ
ム
効
果
と
は
、
性
格
や
運
勢
に
関
す

る
あ
い
ま
い
な
言
明
が
、
そ
の
真
偽
に
関
係
な
く
、
自
分
の
こ
と
を
言
い
当
て
て
い
る
と
感
じ
て
し
ま
う
心
理
学
的
な
現
象
で
あ
る
。
御

祈
祷
が
効
い
た
と
感
じ
る
の
は
、
プ
ラ
セ
ボ
効
果
（
偽
薬
効
果
）
と
指
摘
さ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
総
じ
て
、
こ
の
よ
う
な
霊
験
は
、
フ

ュ
ー
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
で
あ
る
と
さ
れ
、
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
で
否
定
さ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
祈
願
が
叶
っ
た
、
占
い
が
当
た
っ
た
と
い
う
確
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証
的
な
感
覚
は
、
確
証
バ
イ
ア
ス
を
指
摘
さ
れ
、
四
分
割
法
や
前
後
論
法
を
用
い
る
な
ど
し
た
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
・
シ
ン
キ
ン
グ
で
説
得
力

を
も
っ
て
否
定
さ
れ
る
危
険
性
が
あ
る
。
そ
う
な
る
と
霊
験
と
い
う
方
便
（
巧
み
な
手
段�upaya

）
が
、
逆
に
作
用
す
る
危
惧
が
あ
る
こ

と
を
認
識
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　

科
学
の
時
代
、
会
社
の
企
画
書
を
書
く
に
も
演
繹
法
や
帰
納
法
を
意
識
せ
ざ
る
を
得
な
い
現
代
日
本
人
で
あ
る
。
ビ
ジ
ネ
ス
に
も
脳
科

学
や
心
理
学
の
成
果
が
応
用
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
一
般
的
な
日
本
人
に
も
、
論
理
的
な
思
考
、
脳
科
学
や
心
理
学
的
な
知
識
が
行
き
渡

り
つ
つ
あ
り
、
少
な
く
と
も
簡
単
に
そ
の
知
識
に
ア
ク
セ
ス
で
き
る
時
代
で
あ
る
。

　

確
か
に
不
可
知
な
世
界
と
い
う
も
の
も
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
祈
り
が
あ
り
、
癒
や
し
も
あ
る
。
祈
祷
や
占
い
を
依
頼
さ
れ
る
こ
と
も
あ

る
だ
ろ
う
。
何
と
か
し
て
あ
げ
た
い
と
一
心
に
祈
願
す
る
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。
朝
勤
で
も
、
宗
定
法
要
式
に
あ
る
よ
う
な
い
ろ
い
ろ
な

祈
願
を
し
て
い
る
。
し
か
し
、
祈
祷
や
占
い
の
神
秘
的
な
霊
験
を
教
化
の
柱
と
ま
で
す
る
こ
と
は
如
何
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
脳
科
学
や
心

理
学
が
さ
ら
に
進
展
し
流
布
す
る
今
後
に
お
い
て
、
か
か
る
指
摘
を
受
け
る
危
険
性
を
考
え
る
時
機
に
来
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

幸
い
仏
法
に
は
原
始
仏
教
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
経
典
と
し
て
は
パ
ー
リ
ー
語
和
訳
が
文
庫
本
に
も
な
っ
て
い
る
『
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー

タ
』
や
『
ダ
ン
マ
パ
ダ
』
な
ど
で
あ
る
。

　
　

�

釈
尊
が
創
成
し
た
本
来
の
仏
教
は
、
我
々
が
想
像
す
る
以
上
に
合
理
的
な
も
の
で
あ
り
、
神
秘
の
影
は
き
わ
め
て
薄
い
。
そ
し
て
、

科
学
と
同
じ
土
俵
に
上
が
っ
て
四
つ
に
組
む
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
そ
の
本
来
の
仏
教
だ
け
な
の
で
あ
る
。（
佐
々
木�

閑
『
犀
の
角

た
ち
』）

　

こ
の
創
成
期
の
原
始
仏
教
を
活
用
す
る
こ
と
を
筆
者
は
以
前
よ
り
考
え
実
践
し
て
い
る
。
実
は
私
自
身
も
理
数
系
パ
ラ
ダ
イ
ム
一
色
だ
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っ
た
二
十
歳
代
に
違
和
感
な
く
読
む
こ
と
が
で
き
た
。
科
学
の
時
代
、
寺
離
れ
、
葬
式
離
れ
、
墓
離
れ
を
起
こ
し
て
い
る
現
代
日
本
人
に

も
創
世
記
の
原
始
仏
教
は
説
得
力
を
持
ち
、
ま
た
心
を
打
つ
だ
ろ
う
と
私
は
考
え
る
。

　
　

�

諸
子
等
、
火
宅
の
内
に
於
て
嬉
戲
に
楽
著
し
て
、
覚
え
ず
知
ら
ず
驚
か
ず
怖
じ
ず
。
火
来
っ
て
身
を
逼
め
苦
痛
己
を
切
む
れ
ど
も
心

厭
患
せ
ず
、
出
で
ん
と
求
む
る
意
な
し
。（『
妙
法
蓮
華
経
譬
喩
品
第
三
』）

　

原
始
仏
教
を
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
三
界
か
ら
出
で
さ
せ
よ
う
と
す
る
三
車
の
羊
車
・
鹿
車
と
し
て
と
ら
え
て
は
ど
う
だ
ろ
う
。
羊
車
・
鹿
車

を
求
め
て
三
界
を
出
で
た
ら
大
白
牛
車
が
そ
こ
に
あ
っ
た
と
い
う
教
化
法
は
三
車
火
宅
の
喩
え
に
よ
る
手
法
で
あ
る
。

　
　

�

父
先
に
許
す
所
の
玩
好
の
具
の
羊
車
・
鹿
車
・
牛
車
、
願
わ
く
は
時
に
賜
与
し
た
ま
え
。　

舎
利
弗
、
爾
の
時
に
長
者
各
諸
子
に
等

一
の
大
車
を
賜
う
（『
妙
法
蓮
華
経
譬
喩
品
第
三
』）

　

さ
て
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
と
い
う
言
葉
を
使
っ
た
が
、
そ
れ
は
科
学
の
時
代
に
お
け
る
負
の
産
物
で
あ
る
。
科
学
と
対
峙
す
る
に
あ
た
り
、

科
学
と
は
何
か
、
客
観
と
は
何
か
、
そ
し
て
ニ
ュ
ー
ト
ン
以
後
の
近
代
科
学
の
歴
史
を
学
ん
で
行
く
と
現
象
学
な
ど
哲
学
の
問
題
に
も
行

き
当
た
り
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
と
い
う
問
題
に
気
づ
か
さ
れ
る
。

　
　

�

科
学
の
証
拠
も
わ
れ
ら
が
た
だ
而
く
感
ず
る
ば
か
り
で
あ
る　

そ
し
て
明
日
に
関
し
て
何
等
の
希
望
を
与
へ
ぬ
（
宮
澤
賢
治
『
農
民

芸
術
の
興
隆
』）

　
　

�

天
文
学
や
生
物
学
や
、
ま
た
物
理
学
や
化
学
な
ど
の
認
識
が
、
な
に
か
世
界
の
意
味
と
い
っ
た
よ
う
な
も
の
を
わ
れ
わ
れ
に
教
え
て
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く
れ
る
と
信
じ
る
者
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。�

（
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
『
職
業
と
し
て
の
学
問
』）

　
　

�
至
高
の
諸
価
値
が
そ
の
価
値
を
剥
奪
さ
れ
て
る
こ
と
。
目
標
が
欠
け
て
い
る
。「
何
の
た
め
に
？
」
の
答
え
が
欠
け
て
い
る
。

�

（
ニ
ー
チ
ェ
『
権
力
へ
の
意
思
』）

　
　

�

か
な
し
い
か
な
！　

や
が
て
人
間
が
も
は
や
そ
の
あ
こ
が
れ
の
矢
を
、
人
間
を
超
え
て
放
つ
こ
と
が
な
く
な
り
、
そ
の
弓
の
弦
が
鳴

る
の
を
忘
れ
る
時
が
く
る
だ
ろ
う
！�

（
ニ
ー
チ
ェ
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
は
こ
う
言
っ
た
』）

　

ニ
ー
チ
ェ
に
よ
る
と
「
神
は
死
ん
だ
」
そ
の
あ
と
の
末
人
（
最
後
の
人
間
）
は
憧
れ
を
持
た
ず
、
安
楽
を
第
一
と
す
る
人
。
宗
教
的
価

値
を
失
い
、
生
き
る
希
望
、
理
想
、
目
的
、
意
味
、
意
義
を
喪
失
し
、
安
楽
を
第
一
と
す
る
の
で
あ
る
。
現
代
日
本
人
も
そ
の
よ
う
な
末

人
の
範
疇
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
ん
な
現
代
日
本
人
に
、
科
学
と
四
つ
に
組
め
る
羊
車
・
鹿
車
た
る
原
始
仏
教
を
示
し
、
そ
れ
を
目
指

し
て
三
界
を
出
で
た
ら
大
白
牛
車
を
与
え
る
。
概
略
と
し
て
そ
の
よ
う
な
教
化
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

　

繰
り
返
す
が
、
原
始
仏
教
の
教
化
を
推
し
進
め
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
な
い
。
原
始
仏
教
は
あ
く
ま
で
イ
ン
ド
仏
教
学
の
学
術
的
な
現

時
点
で
の
研
究
成
果
で
あ
り
、
そ
れ
は
宗
教
的
な
教
化
を
目
的
と
し
て
い
な
い
。
ま
た
、「
不
受
余
経
一
偈
」
の
経
文
に
違
背
す
る
こ
と

に
な
る
と
の
指
摘
も
あ
る
や
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
羊
車
・
鹿
車
に
乗
せ
る
の
で
は
な
く
、
羊
車
・
鹿
車
・
牛
車
を
し
め
し
て
、
大
白

牛
車
に
乗
せ
る
の
が
『
譬
喩
品
』
の
三
車
火
宅
の
喩
え
で
あ
る
。
そ
し
て
、

　
　

�

火
宅
の
内
に
於
て
嬉
戲
に
楽
著
し
て
、
覚
え
ず
知
ら
ず
驚
か
ず
怖
じ
ず
。
火
来
っ
て
身
を
逼
め
苦
痛
己
を
切
む
れ
ど
も
心
厭
患
せ
ず
、

出
で
ん
と
求
む
る
意
な
し
（『
妙
法
蓮
華
経
譬
喩
品
第
三
』）

と
い
っ
た
衆
生
へ
の
方
便
と
し
て
の
羊
車
・
鹿
車
と
し
て
の
原
始
仏
教
で
あ
る
。
そ
う
し
た
原
始
仏
教
の
活
用
を
私
は
提
案
す
る
。
そ
も
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そ
も
、
原
始
仏
教
が
発
展
し
深
ま
り
分
岐
し
、
さ
ら
に
そ
れ
を
開
会
し
て
成
立
し
た
の
が
『
法
華
経
』
で
あ
り
、
大
本
の
原
始
仏
教
と
親

和
性
が
な
い
別
個
の
も
の
で
は
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

さ
て
、
科
学
と
の
対
峙
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
と
の
対
峙
の
時
代
、
法
華
仏
教
は
ど
の
よ
う
に
教
化
し
て
立
正
安
国
の
理
想
を
顕
現
し
て
い
く

と
良
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
が
現
代
の
教
団
に
課
せ
ら
れ
た
命
題
で
あ
り
、
そ
れ
を
如
何
に
考
察
し
行
動
す
る
か
が
末
代
の
地
涌
の
菩

薩
に
課
せ
ら
れ
た
使
命
で
あ
る
。

　

科
学
の
時
代
に
お
け
る
負
の
副
産
物
た
る
現
代
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
。
そ
れ
に
対
す
る
法
華
仏
教
な
か
ん
ず
く
一
念
三
千
か
ら
処
方
箋
を
出

す
に
し
て
も
、
そ
こ
に
は
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
時
代
を
指
摘
し
た
ニ
ー
チ
ェ
そ
し
て
現
象
学
の
研
究
が
役
立
つ
と
筆
者
は
考
え
る
。
ま
た
フ
ッ

サ
ー
ル
や
ハ
イ
デ
ガ
ー
な
ど
の
認
識
問
題
と
い
っ
た
現
象
学
と
、
一
念
三
千
と
の
比
較
研
究
で
何
か
成
果
が
得
ら
れ
る
と
い
う
期
待
を
筆

者
は
持
っ
て
い
る
。
ま
た
、
近
現
代
の
西
洋
哲
学
と
の
対
話
は
海
外
へ
の
開
教
に
も
役
立
つ
か
も
知
れ
な
い
。
も
っ
と
大
袈
裟
に
言
え
ば
、

ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
潮
流
に
一
石
を
投
じ
、
次
代
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
構
築
す
る
。
そ
ん
な
夢
想
も
心
の
片
隅
に
な
く
は
な
い
。
寺
離
れ
、

墓
離
れ
、
葬
式
離
れ
の
危
惧
に
対
し
て
、
私
に
で
き
る
の
は
延
命
措
置
だ
け
で
、
何
の
根
治
的
な
有
効
的
手
段
も
打
ち
出
せ
て
い
な
い
。

時
間
も
能
力
も
な
い
。
そ
ん
な
現
場
教
師
の
一
人
と
し
て
、
そ
の
よ
う
な
問
題
の
本
質
に
迫
ろ
う
と
い
う
夢
想
は
戯
論
に
堕
す
る
の
が
常

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
科
学
の
時
代
に
、
科
学
の
立
場
か
ら
仏
法
に
入
っ
た
私
の
戸
惑
い
や
、
そ
こ
か
ら
思
惟
し
て
き
た
こ
と
が
何
か
教

化
に
役
立
た
な
い
か
。
そ
ん
な
一
心
か
ら
、
長
年
に
亘
り
思
惟
を
重
ね
て
き
た
。
以
上
は
、
そ
ん
な
思
い
か
ら
、
曲
が
り
な
り
に
も
研
鑽

し
続
け
て
き
た
途
中
経
過
の
一
部
を
披
瀝
し
た
も
の
で
あ
る
。
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