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ク
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報
告

自
然
科
学
と
仏
教

石
　
伏
　
叡
　
齋

　
自
然
科
学
と
そ
の
知
識
の
普
及
は
、
仏
教
な
か
ん
ず
く
法
華
仏
教
の
教
化
に
ど
の
よ
う
に
影
響
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
キ
リ

ス
ト
教
圏
で
の
自
然
科
学
の
生
い
立
ち
に
つ
い
て
述
べ
、
自
然
科
学
の
進
展
と
と
も
に
キ
リ
ス
ト
教
は
ど
う
な
っ
た
の
か
。
一
方
で
、
自

然
科
学
と
仏
教
の
関
係
性
は
ど
う
な
の
か
。
更
に
、
自
然
科
学
の
知
識
が
普
及
し
た
時
代
の
教
化
に
つ
い
て
考
え
る
。

●
宗
教
は
科
学
に
置
換

　
宮
澤
賢
治
の
『
農
民
芸
術
の
興
隆
』（
大
正
十
五
年
（
一
九
二
六
））
に
以
下
の
如
く
あ
る
。

宗
教
は
疲
れ
て
科
学
に
よ
っ
て
置
換
さ
れ

　
然
も
科
学
は
冷
く
暗
い

宗
教
中
の
天
地
創
造
論

　
須
弥
山
説

　
○
道
は
拝
天
の
余
俗
で
あ
る
歴
史
的
誤
謬

見
え
ざ
る
影
に
嚇お
ど

さ
れ
た
宗
教
家

　
真
宗

科
学
は
如
何

　
短
か
き
過
去
の
記
録
に
よ
っ
て
悠
久
の
未
来
を
外
部
か
ら
証
明
し
得
ぬ

科
学
の
証
拠
も
わ
れ
ら
が
た
だ
而し
か

く
感
ず
る
ば
か
り
で
あ
る
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そ
し
て
明
日
に
関
し
て
何
等
の
希
望
を
与
へ
ぬ
　
い
ま
宗
教
は
気
休
め
と
宣
伝
　
地
獄

※
ち
く
ま
文
庫
　
宮
沢
賢
治
全
集
　
十
　
二
八
頁

　
こ
の
こ
と
が
書
か
れ
た
大
正
末
期
に
は
す
で
に
、
宗
教
の
権
威
が
凋
落
し
、
科
学
が
そ
れ
に
取
っ
て
代
わ
ろ
う
と
し
て
い
た
。
し
か
し
、

そ
の
科
学
は
万
能
で
は
な
い
し
唯
物
論
的
な
冷
た
さ
を
内
包
し
て
い
る
。
宗
教
に
内
包
さ
れ
る
宇
宙
観
・
世
界
観
は
自
然
科
学
に
よ
っ
て

説
得
力
を
も
っ
て
否
定
さ
れ
、
宗
教
の
形
而
上
学
は
危
機
に
瀕
し
、
仏
教
で
も
そ
の
色
彩
が
最
も
濃
い
浄
土
真
宗
に
と
っ
て
は
大
変
な
危

機
感
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
浄
土
真
宗
で
は
明
治
時
代
に
清
沢
満
之
や
暁あ
け

烏が
ら
す

敏は
や

な
ど
が
教
義
の
近
代
化
や
改
革
を
図
り
活
躍
し
た
。
宮

澤
賢
治
の
父
宮
澤
政
次
郎
は
暁あ
け

烏が
ら
す

敏は
や

を
花
巻
に
招
待
し
て
講
話
を
受
け
て
い
る
。

　
明
治
五
年
の
学
制
頒
布
よ
り
近
代
科
学
が
教
育
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
『
種
の
起
原
』（
一
八
五
九
）
が
明
治
二
十
九

年
（
一
八
九
六
）
に
は
翻
訳
さ
れ
て
い
る
。
そ
ん
な
自
然
科
学
的
な
予
備
知
識
の
あ
る
近
代
の
日
本
人
に
『
旧
約
聖
書
』
の
『
創
世
記
』

に
始
ま
る
キ
リ
ス
ト
教
を
唯
一
絶
対
の
真
実
と
信
じ
る
こ
と
は
難
し
く
、
国
家
神
道
の
時
代
が
終
わ
っ
た
戦
後
に
到
っ
て
も
キ
リ
ス
ト
教

が
日
本
に
根
付
か
な
か
っ
た
理
由
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
優
れ
た
文
化
的
遺
産
で
あ
る
と
し
て
も
『
古
事
記
』
や
『
日
本
書
紀
』
の
天
地
創

成
と
神
々
を
歴
史
的
事
実
と
し
て
認
識
す
る
日
本
人
は
希
有
で
あ
ろ
う
。
一
天
四
海
の
須
弥
山
の
世
界
も
地
球
上
に
見
つ
け
る
こ
と
は
不

可
能
だ
。
宮
澤
賢
治
の
時
代
は
、
既
に
自
然
科
学
が
宗
教
に
取
っ
て
代
わ
る
ほ
ど
に
ま
で
日
本
に
も
浸
透
し
て
い
た
。

●
自
然
科
学
の
生
い
立
ち

　
近
代
的
な
自
然
科
学
は
西
欧
の
キ
リ
ス
ト
教
圏
で
誕
生
し
た
。
当
初
の
自
然
科
学
は
宗
教
や
哲
学
と
未
分
離
で
、
創
造
主
た
る
神
が
創

っ
た
こ
の
世
界
を
整
合
的
に
思
考
研
究
し
、
そ
の
中
に
神
を
見
出
そ
う
と
し
て
い
た
。
そ
の
、
中
世
の
西
欧
キ
リ
ス
ト
教
に
よ
る
自
然
観
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は
以
下
の
如
く
で
あ
る
。

　
自
然
も
人
間
も
神
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
た
も
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
上
位
の
者
の
た
め
に
存
在
し
、
人
間
は
神
の
た
め
に
、
自
然
は
人
間
の

た
め
に
存
在
す
る
。
人
間
は
自
然
を
越
え
出
て
、
そ
の
上
に
臨
み
、
こ
れ
を
支
配
す
る
も
の
。
自
然
を
人
間
と
全
く
独
立
無
縁
な
も
の
と

し
て
徹
底
的
に
非
人
間
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
客
観
化
す
る※

。
そ
の
客
観
化
に
よ
っ
て
自
然
を
客
観
的
に
観
る
こ
と
が
で
き
、
近
代
的
な

自
然
科
学
の
下
地
と
な
っ
た
。

※「
神
の
贈
与
に
よ
り
（ex donatione divina

）
人
間
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
自
然
の
支
配
権
」

　
フ
ラ
ン
シ
ス
・
ベ
ー
コ
ン
『
ノ
ヴ
ム
・
オ
ル
ガ
ヌ
ム
』
Ⅰ
│
一
二
九

　『
近
代
科
学
の
源
流
』
伊
東
俊
太
郎

　
三
四
九
頁

　
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
思
想
が
肯
定
さ
れ
浸
透
す
る
背
景
と
し
て
、
近
代
の
自
然
科
学
が
発
展
し
た
西
欧
枢
軸
国
は
自
然
災
害
が
少
な
く
、

自
然
に
対
す
る
畏
怖
や
神
格
化
が
起
こ
り
に
く
く
、
客
観
化
さ
れ
や
す
か
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　
か
く
し
て
、
フ
ラ
ン
シ
ス
・
ベ
ー
コ
ン
（
一
五
六
一
〜
一
六
二
六
）
と
デ
カ
ル
ト
（
一
五
九
六
〜
一
六
五
〇
）
が
、
近
代
の
自
然
科
学

発
展
へ
の
道
筋
を
つ
け
た
。
デ
カ
ル
ト
は
、
彼
の
時
代
の
時
計
が
部
分
品
で
組
み
上
が
っ
て
い
る
機
械
で
あ
る
よ
う
に
、
自
然
界
の
物
事

を
と
ら
え
た
。
そ
こ
か
ら
起
こ
っ
た
「
①
自
然
の
機
械
論
的
非
人
間
化
」
と
い
っ
た
機
械
論
パ
ラ
ダ
イ
ム
。
ま
た
、
前
述
の
「
②
自
然
の

操
作
的
支
配
」、
神
の
贈
与
に
よ
り
人
類
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
自
然
の
支
配
権
と
い
う
考
え
方
が
起
こ
る
。
こ
の
近
代
科
学
の
二
大
性

格
が
、
ビ
ザ
ン
チ
ン
や
イ
ス
ラ
ム
圏
よ
り
も
科
学
的
に
は
後
進
で
あ
っ
た
西
欧
を
、
一
挙
に
十
七
世
紀
の
科
学
革
命
へ
と
導
い
た
。
す
な

わ
ち
、
ガ
リ
レ
オ
（
一
五
六
四
〜
一
六
四
二
）、
ニ
ュ
ー
ト
ン
（
一
六
四
二
〜
一
七
二
七
）
な
ど
が
活
躍
す
る
時
代
を
迎
え
る
。
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●
神
は
死
ん
だ

　
ま
た
、
キ
リ
ス
ト
教
に
よ
っ
て
誠
実
感
（w

※

ahrhaftigkeit

）
と
い
う
高
度
に
発
達
し
た
道
徳
感
が
、
嘘
を
排
除
し
て
真
実
を
み
つ
め

る
姿
勢
を
西
欧
に
醸
成
し
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
自
然
科
学
的
な
考
え
方
が
芽
生
え
発
展
す
る
下
地
と
な
っ
た
。

キ
リ
ス
ト
教
の
没
落
│
そ
の
道
徳
（
こ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
か
ら
解
き
は
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
│
）
に
よ
る
没
落
。
キ
リ
ス
ト

教
の
道
徳
が
キ
リ
ス
ト
教
の
神
に
反
抗
す
る
の
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
に
よ
っ
て
、
誠
実
感
が
高
度
に
発
達
し
て
、
す
べ
て
の

キ
リ
ス
ト
教
的
な
世
界
解
釈
と
、
歴
史
解
釈
の
虚
偽
や
欺
瞞
に
た
い
し
て
嘔
吐
を
も
よ
お
す
に
い
た
る
。

ニ
ー
チ
ェ
『
権
力
へ
の
意
思
』
ニ
ー
チ
ェ
全
集

　
十
二

　
原
佑
訳

　
ち
く
ま
学
芸
文
庫

　
二
十
頁

※
誠
実
感
の
原
語
が w

ahrhaftigkeit 

で
あ
る
こ
と
は
「
ニ
ー
チ
ェ
に
お
け
る
誠
実
性
の
問
題
」
平
木
孝
二
郎
よ
り

※w
ahrhaft

　
ヴ
ァ
ー
ル
ハ
フ
ト

　
①
本
当
の
、
真
﹇
実
﹈
の
②
誠
実
な
、
正
直
な

　
同
学
社
版

　
新
修
ド
イ
ツ
語
辞
典

　
十
一
版

　
一
一
三
三
頁

　
西
欧
キ
リ
ス
ト
教
の
思
想
背
景
か
ら
現
代
的
な
自
然
科
学
が
生
ま
れ
て
発
展
し
た
が
、
こ
と
も
あ
ろ
う
に
そ
の
自
然
科
学
が
キ
リ
ス
ト

教
の
世
界
観
は
虚
偽
で
あ
り
欺
瞞
で
あ
る
こ
と
を
説
得
力
を
も
っ
て
証
明
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ニ
ー
チ
ェ
（
一
八
四
四
〜

一
九
〇
〇
）
の
「
神
は
死
ん
だ
」
に
い
た
る
。
そ
れ
は
ニ
ー
チ
ェ
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
。

学
問
が
神
と
は
没
交
渉
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
ん
に
ち

　
│
た
と
え
そ
れ
と
は
っ
き
り
認
め
た
わ
け
で
は
な
い
に

し
て
も
│

　
腹
の
底
で
は
だ
れ
も
そ
れ
を
疑
わ
な
い
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マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
「
職
業
と
し
て
の
学
問
」
岩
波
文
庫
　
四
一
頁

　
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
統
的
な
威
厳
や
秩
序
そ
し
て
価
値
を
否
定
さ
れ
、
代
わ
っ
て
自
然
科
学
が
人
々
の
世
界
観
と
な
る
。
し
か
し
、
そ
の

自
然
科
学
に
は
、
世
界
の
意
味
、
人
と
し
て
の
目
的
や
目
標
を
示
さ
れ
な
い
。

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
』
ニ
ー
チ
ェ
全
集
　
十
二
　
原
佑
訳
　
ち
く
ま
学
芸
文
庫
　
二
二
頁

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
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
」
岩
波
文
庫

　
四
〇
頁

　
自
然
科
学
は
、
私
た
ち
の
世
界
の
意
味
や
人
生
の
目
的
と
い
っ
た
も
の
に
示
唆
を
与
え
る
も
の
で
は
な
い
。
ニ
ー
チ
ェ
は
キ
リ
ス
ト
教

の
信
仰
が
崩
壊
し
た
あ
と
に
訪
れ
る
「
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
」
の
時
代
を
考
え
た
。

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
」（
上
）　
氷
上
英
廣
訳

　
岩
波
文
庫

　
二
三
頁
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ニ
ー
チ
ェ
に
よ
る
と
、
そ
の
「
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
」
の
時
代
に
生
き
る
住
人
は
末
人
（der letzte M

ensch 

最
後
の
人
間
）
で
あ
る
。
そ

れ
は
憧
れ
を
持
た
ず
、
安
楽
を
第
一
と
す
る
人
。
自
然
科
学
に
よ
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
の
権
威
が
失
墜
し
つ
つ
あ
り
、
欧
米
を
は
じ
め
と
し

た
キ
リ
ス
ト
教
圏
の
人
々
が
キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
か
ら
開
放
さ
れ
世
俗
化
し
て
く
る
と
、
ニ
ー
チ
ェ
の
い
う
末
人
の
よ
う
に
な
り
つ
つ
あ

る
と
考
え
得
る
。
キ
リ
ス
ト
教
圏
で
は
な
い
が
、
西
欧
に
勝
る
と
も
劣
ら
な
い
科
学
文
明
を
享
受
し
て
い
る
現
代
日
本
人
も
そ
の
範
疇
で

は
な
か
ろ
う
か
。

　
　
　
　
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
　
い
ま
宗
教
は
気
休
め
と
宣
伝
　
地
獄

宮
澤
賢
治
『
農
民
芸
術
の
興
隆
』
前
掲

　
現
代
日
本
は
、
科
学
以
外
の
真
理
を
認
め
ず
、
伝
統
宗
教
の
真
理
や
道
徳
に
価
値
を
認
め
な
い
。
伝
統
的
な
秩
序
や
価
値
を
否
定
し
、

あ
る
い
は
破
壊
し
、
結
句
は
生
存
の
目
的
を
見
失
う
。
目
的
を
見
失
っ
て
い
る
か
ら
目
標
が
立
て
ら
れ
な
い
。
目
標
が
な
い
か
ら
科
学
に

よ
っ
て
破
壊
さ
れ
た
伝
統
を
再
構
築
し
秩
序
を
回
復
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
崇
高
な
伝
統
宗
教
の
哲
学
や
信
仰
か
ら
導
か
れ
る
パ
ラ
ダ

イ
ム
が
な
い
の
で
、
安
楽
を
得
る
こ
と
を
第
一
と
し
て
し
ま
う
。
こ
の
よ
う
な
「
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
」
の
時
代
が
日
本
に
も
到
来
す
る
こ
と
を

宮
澤
賢
治
は
予
測
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
宮
澤
賢
治
は
『
法
華
経
』
何
よ
り
お
題
目
の
信
仰
を
自
ら
選
ん
で
帰
依

し
て
い
た
。

●
仏
は
死
な
な
い
か

　
さ
て
、
神
が
死
ん
で
科
学
の
時
代
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
仏
教
の
時
代
が
到
来
す
る
の
か
。
こ
う
い
う
と
、
自
然
科
学
と
仏
教
は
似
た
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と
こ
ろ
が
あ
る
、
む
し
ろ
先
端
科
学
は
仏
教
に
近
づ
い
て
い
る
な
ど
と
、
短
絡
的
に
考
え
る
向
き
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
ん
な
楽
観
的
な

も
の
で
は
な
い
。

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
』
三
頁

　
筆
者
自
身
も
「
自
然
科
学
と
仏
教
」
と
い
う
研
究
テ
ー
マ
を
与
え
ら
れ
た
と
き
、
一
念
三
千
と
量
子
力
学
あ
る
い
は
複
雑
系
科
学
に
つ

い
て
、
そ
れ
ら
の
ミ
ク
ロ
と
マ
ク
ロ
の
関
係
性
か
ら
類
似
点
を
探
ろ
う
と
し
て
い
た
。
あ
る
い
は
自
然
科
学
の
方
法
と
仏
教
の
思
惟
の
方

法
の
比
較
を
研
究
し
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
研
究
テ
ー
マ
と
し
て
は
面
白
い
が
、
意
外
な
類
似
点
を
説
明
で
き
た
と
し
て
も
、
教
化
学

に
如
何
な
る
献
上
が
で
き
る
か
疑
問
に
感
じ
て
現
在
は
中
断
し
て
い
る
。

　
い
や
、
そ
れ
で
も
仏
教
は
進
化
論
を
否
定
す
る
よ
う
な
キ
リ
ス
ト
教
と
は
違
う
。
仏
教
は
科
学
の
時
代
で
も
大
丈
夫
と
い
わ
れ
る
仏
教

者
も
お
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
う
い
え
る
の
だ
ろ
う
か
。

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
』
四
頁
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こ
こ
で
い
う
本
来
の
仏
教
と
は
、
イ
ン
ド
仏
教
学
に
い
う
と
こ
ろ
の
原
始
仏
教
で
あ
る
。
筆
者
自
身
の
経
験
で
恐
縮
で
あ
る
が
、
仏
教

の
基
礎
知
識
が
な
か
っ
た
こ
ろ
の
筆
者
が
物
理
学
科
を
卒
業
し
て
最
初
に
傾
倒
し
た
仏
教
は
、
原
始
仏
教
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
全
く
前

掲
の
引
用
の
通
り
で
あ
る
。
信
を
持
ち
続
け
な
が
ら
も
筆
者
が
一
念
三
千
の
世
界
の
一
分
で
も
納
得
で
き
る
よ
う
に
な
る
に
は
原
始
仏
教

と
い
う
経
由
地
が
必
要
だ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
私
だ
け
の
こ
と
で
は
な
い
と
思
う
。

　
と
も
か
く
、
現
実
に
目
を
向
け
れ
ば
日
蓮
宗
寺
院
も
「
葬
式
離
れ
、
墓
離
れ
、
寺
離
れ
」
の
「
三
離
れ
」
の
危
機
を
迎
え
て
い
る
。
そ

れ
は
キ
リ
ス
ト
教
が
自
然
科
学
に
凌
駕
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
何
か
違
い
が
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。
仏
教
に
も
形
而
上
学
が
あ
る
。
そ
れ
ら
は

科
学
を
信
奉
す
る
未
信
徒
か
ら
ナ
ン
セ
ン
ス
と
捉
え
ら
れ
て
も
不
思
議
で
な
い
。

　
科
学
の
時
代
に
お
い
て
は
、
そ
の
形
而
上
学
の
世
界
は
仏
教
の
素
晴
ら
し
さ
を
知
っ
た
も
の
に
し
か
信
仰
で
き
な
い
。
宮
沢
賢
治
も
、

暁あ
け

烏が
ら
す

敏は
や

な
ど
を
招
待
し
て
講
話
を
受
け
る
ほ
ど
の
父
政
次
郎
の
影
響
で
、
仏
教
に
傾
倒
す
る
下
地
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
、

不
正
確
な
知
識
で
あ
っ
て
も
、
数
十
年
前
ま
で
の
檀
信
徒
は
仏
教
や
法
華
仏
教
の
極
基
礎
を
知
っ
て
い
た
。
だ
か
ら
、
い
き
な
り
お
題
目

を
結
論
と
す
る
法
話
が
で
き
た
。
し
か
し
、
今
の
檀
信
徒
は
未
信
徒
と
同
じ
で
あ
る
。
法
華
信
仰
の
未
信
徒
で
は
な
い
。
仏
教
の
未
信
徒

な
の
で
あ
る
。

●
仏
教
の
切
り
口

　
幸
い
に
も
、
原
始
仏
教
の
主
張
は
自
然
科
学
の
篤
信
者
に
も
抵
抗
な
く
受
け
入
れ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
足
が
か
り
に
し
て
、
よ

り
深
い
一
念
三
千
の
世
界
に
誘
う
こ
と
も
考
え
得
る
。「
不
受
余
経
一
偈
」
に
反
す
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
上
座
部
仏
教
を
教
え
る
わ
け

で
は
な
い
。
原
始
仏
教
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
人
に
は
『
法
華
経
』
の
一
念
三
千
の
世
界
を
受
け
入
れ
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
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う
か
。
そ
も
そ
も
、
今
の
時
代
は
仏
教
の
極
基
礎
す
ら
知
ら
な
い
人
が
充
満
す
る
末
法
の
時
代
で
あ
る
。
四
諦
に
始
ま
る
仏
教
の
基
礎
と

『
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
』
や
『
ダ
ン
マ
パ
ダ
』
に
説
か
れ
る
よ
う
な
仏
教
の
根
本
的
背
景
を
元
に
一
念
三
千
の
世
界
の
素
晴
ら
し
い
世
界
に

誘
引
す
る
こ
と
を
提
案
し
た
い
。
方
便
は
嘘
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
巧
み
な
手
段
（upaya

）
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
そ
れ
ら
が
な
い
と

一
念
三
千
の
教
義
の
一
部
分
す
ら
も
理
解
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
。
一
部
分
す
ら
理
解
で
き
な
い
の
で
あ
れ
ば
以
信
代
慧
の
信
仰
の
世

界
に
も
入
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
。

　
西
欧
キ
リ
ス
ト
教
文
明
は
、
自
ら
生
ん
だ
自
然
科
学
に
よ
っ
て
、
そ
の
支
柱
に
あ
る
キ
リ
ス
ト
教
が
ゆ
ら
い
で
し
ま
っ
た
。
そ
し
て
、

キ
リ
ス
ト
教
に
取
っ
て
代
わ
っ
た
自
然
科
学
は
、
生
き
る
意
味
や
目
的
を
与
え
な
い
。
真
の
苦
滅
や
安
穏
に
つ
い
て
説
示
し
な
い
。
そ
ん

な
、
西
欧
文
明
の
影
響
下
に
あ
る
国
々
は
、
科
学
と
親
和
性
の
あ
る
心
の
支
柱
を
求
め
て
い
る
。
そ
こ
に
仏
教
が
果
た
せ
る
役
目
が
あ
る

の
で
は
な
い
か
。

　
鬱
病
、
自
死
の
増
加
、
無
縁
社
会
、
虐
待
、
ス
ト
ー
カ
ー
、
モ
ラ
ル
ハ
ザ
ー
ド
と
い
っ
た
問
題
は
、
宗
教
の
意
味
を
認
め
な
い
時
代
と

無
関
係
で
は
あ
る
ま
い
。
そ
れ
ら
の
解
決
は
宗
教
の
古
典
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
キ
リ
ス
ト
教
の
古
典
は
も
う
出
尽
く
し
て
い
る
。
自

然
科
学
の
信
徒
を
も
唸
ら
せ
違
和
感
を
持
た
せ
な
い
、
仏
教
を
拠
り
所
と
し
た
処
方
箋
の
発
信
こ
そ
第
一
歩
で
は
な
い
か
。
そ
れ
が
、
科

学
に
と
っ
ぷ
り
浸
か
っ
た
未
信
徒
、
あ
る
い
は
未
信
徒
と
差
が
な
い
戦
後
世
代
の
檀
信
徒
に
対
す
る
教
化
の
切
り
口
あ
る
い
は
方
向
性
と

な
る
の
で
は
な
い
か
。
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