
（
宗
教
と
科
学
）
般
若
心
経
を
読
み
解
く 
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明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
昨
年
は
世
界
中
の
多
く
の
人
々
が
コ
ロ
ナ
禍
に
苦
し
み
、
不

安
な
日
常
生
活
を
送
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
今
年
は
新
型
コ
ロ
ナ
感
染
症
が
終
息
し
、
皆
様
に
と
っ
て

良
き
年
で
あ
り
ま
す
よ
う
に
お
祈
り
致
し
ま
す
。 

さ
て
、
小
職
が
住
持
し
て
い
る
西
明
寺
（
京
都
市
）
は
、
平
安
時
代
に
修
行
道
場
と
し
て
智
泉
大
徳
に

よ
っ
て
開
か
れ
た
山
寺
で
す
。
当
時
は
神
護
寺
の
別
院
と
し
て
開
か
れ
ま
し
た
が
、
現
在
は
真
言
宗
大
覚

寺
派
の
寺
院
で
あ
り
ま
す
。
本
山
・
大
覚
寺
で
は
平
成
三
十
年
の
戊
戌
歳
に
嵯
峨
天
皇
宸
翰
般
若
心
経
が

六
十
年
ぶ
り
に
開
封
さ
れ
ま
し
た
。
千
二
百
年
前
の
戊
戌
歳
は
疫
病
が
蔓
延
し
、
自
然
災
害
も
発
生
し
て

人
々
を
苦
し
め
て
い
ま
し
た
。
嵯
峨
天
皇
は
人
々
の
不
安
や
苦
し
み
を
抑
え
る
た
め
に
、
弘
法
大
師
の
勧

め
に
従
っ
て
般
若
心
経
を
ご
写
経
さ
れ
ま
し
た
。
ご
存
知
の
よ
う
に
、
般
若
心
経
に
は
不
思
議
な
力
が
あ

り
ま
す
。
心
静
か
に
写
経
を
行
っ
た
り
、
あ
る
い
は
心
を
空
・
無
の
状
態
に
し
て
唱
え
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
煩
悩
や
苦
し
み
、
様
々
な
楽
し
み
等
に
よ
っ
て
波
立
つ
心
を
静
め
て
く
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
無
明
の

世
界
が
光
り
輝
く
平
安
の
世
界
に
な
る
と
説
か
れ
て
い
ま
す
。
実
際
に
嵯
峨
天
皇
の
ご
写
経
の
数
年
後
に

は
、
人
々
が
安
心
し
て
生
活
で
き
る
平
安
の
世
が
戻
っ
た
と
云
わ
れ
て
い
ま
す
。
本
稿
で
は
、
こ
う
し
た

有
難
い
経
文
で
あ
る
般
若
心
経
に
つ
い
て
、
密
教
と
科
学
の
観
点
か
ら
読
み
解
き
致
し
ま
す
。 

 

般
若
心
経
は
釈
尊
が
弟
子
の
舎
利
佛
に
説
い
た
教
え
で
あ
り
ま
す
。
二
百
六
十
二
文
字
の
短
い
経
典
で

す
が
、
そ
の
中
に
は
、
諸
行
無
常
、
諸
法
無
我
、

涅
槃
寂
静
の
三
つ
の
法
印
（
事
実
）
が
説
か
れ
て

い
ま
す
。
諸
行
無
常
の
「
無
常
」
と
云
う
言
葉
に

は
「
変
化
す
る
」
と
云
う
概
念
が
含
ま
れ
て
お

り
、「
あ
ら
ゆ
る
存
在
（
万
物
）
は
変
化
す
る
」

と
説
か
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
図
１
に
示
す
よ
う

に
、
変
化
に
は
空
間
的
お
よ
び
時
間
的
な
変
化

（∆
𝑉
/∆
𝑡
>
0

 
o
r ∆

𝑉
/∆
𝑡
<
0

）
が
挙
げ
ら
れ
ま

す
。
そ
し
て
、
万
物
は
形
と
大
き
さ
を
有
し
て
い

て
、
そ
れ
ら
は
空
間
的
・
時
間
的
に
変
化
し
ま

す
。
ま
た
、「
万
物
は
空
の
中
に
あ
っ
て
変
化

し
、
誕
生(0

+
𝐴
=
𝐴
)

と
終
焉(𝐴

−
𝐴
=
0
)

を
繰

り
か
え
し
て
い
る
」
と
説
か
れ
て
い
ま
す
。
諸
行

無
常
に
つ
い
て
、
方
丈
記
の
中
で
は
「
ゆ
く
河
の

流
れ
は
絶
え
ず
し
て
、
し
か
も
も
と
の
水
に
あ
ら

ず
。
よ
ど
み
に
浮
か
ぶ
う
た
か
た
は
、
か
つ
消
え
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か
つ
結
び
て
、
久
し
く
と
ど
ま
り
た
る
た
め
し
な
し
。」
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、「
川
面
に
浮

か
ぶ
水
の
泡
は
形
や
大
き
さ
を
変
え
、
消
え
て
は
現
れ
、
現
れ
て
は
消
え
、
儚
い
無
常
の
姿
を
表
し
て
川

下
へ
と
流
れ
て
い
る
。」
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
変
わ
ら
な
い
モ
ノ
に
価
値
を
置
く
人
に
と
っ
て
、
無
常

（
変
化
す
る
こ
と
）
は
儚
い
と
感
じ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

諸
法
無
我
は
三
つ
の
法
印
の
中
で
特
に
捉
え
が
た
く
、
「
空
」
の
性
質
が
理
解
で
き
な
い
と
机
上
の
空

論
と
な
っ
て
し
ま
う
概
念
で
す
。
空
と
は
虚
空
の
こ
と
で
、
空
っ
ぽ
の
状
態
を
表
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、

空
は
モ
ノ
が
入
っ
て
い
る
器
の
性
質
で
あ
っ
て
、
器
の
中
の
存
在
（
モ
ノ
）
の
有
無
と
は
別
の
性
質
で

す
。
ま
た
、
空
っ
ぽ
で
何
も
な
い
空
無
の
状
態
を
真
空
（
ゼ
ロ
の
世
界
）
と
称
さ
れ
て
い
ま
す
。
い
わ
ゆ

る
、
真
空
と
は
時
間
も
空
間
も
存
在
し
な
い
極
限
の
無
の
状
態
を
表
わ
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
「
色
即

是
空 

空
即
是
色
」
す
な
わ
ち
「
万
物
は
空
の
中
に
あ
っ
て
、
空
そ
の
も
の
で
あ
る
」
と
説
か
れ
て
い
ま

す
。
ま
た
、「
人
（
我
）
は
空
の
中
か
ら
生
ま
れ
、
空
の
中
に
消
滅
す
る
存
在
で
あ
っ
て
、
元
々
は
無
我

で
あ
る
」
と
説
か
れ
て
い
ま
す
。
弘
法
大
師
は
、
無
我
に
つ
い
て
「
死
後
に
残
っ
た
白
骨
に
そ
の
人
の

「
我
」
は
あ
り
ま
せ
ん
。
風
雨
に
さ
ら
さ
れ
た
死
体
に
「
人
」
は
存
在
し
ま
せ
ん
。」
と
述
べ
ら
れ
て
い

ま
す
。
な
お
、
生
・
死
に
つ
い
て
は
、「
生
生
生
生
暗
生
始 
死
死
死
死
冥
死
終
」（
秘
蔵
宝
鑰
）
と
述
べ

ら
れ
て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、「
生
の
始
め
、
い
わ
ゆ
る
生
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
（
生
命
）
が
生
じ
る
原
因
は

暗
く
て
、
よ
く
分
か
ら
な
い
。
死
の
終
わ
り
、
い
わ
ゆ
る
状
態
数
が
１
（
エ
ン
ト
ロ
ピ
ー
が
ゼ
ロ
）
と
な

る
生
命
の
基
本
状
態
も
よ
く
分
か
ら
な
い
。」
と
考
え
ら
れ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

と
こ
ろ
で
、
宇
宙
物
理
学
で
は
、
宇
宙
に
は
端
が
あ
り
、
端
の
向
こ
う
側
は
真
空
状
態
、
い
わ
ゆ
る
時

間
や
空
間
も
存
在
し
な
い
極
限
の
無
の
状
態
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
宇
宙
に
は
始
ま

り
は
な
く
、
真
空
の
中
で
誕
生
と
終
焉
を
繰
り
返
し
て
い
る
、
い
わ
ゆ
る
サ
イ
ク
リ
ッ
ク
宇
宙
論
の
考
え

が
提
唱
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
考
え
は
、
図
１
に
示
す
よ
う
に
、「
存
在A

（
我
）
は
空
の
中
か
ら
生

ま
れ
、
空
の
中
に
消
滅
す
る
」
こ
と
を
表
し
た
記
号
式
「(0

+
𝐴
)
−
𝐴
=
0

」
で
表
記
す
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
ま
た
、
宇
宙
と
我
は
元
来
、
同
じ
性
質
、
い
わ
ゆ
る
諸
法
無
我
の
性
質
を

備
え
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
こ
と
を
「
梵
我
一
如
」
と
称
し
て
、

ご
存
知
の
よ
う
に
、
密
教
の
根
本
的
な
教
え
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

原
因
と
条
件
に
よ
っ
て
生
じ
た
モ
ノ
は
存
在
す
る
と
感
想
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
（
我
）
の
独
断
と

偏
見
を
取
り
除
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。
科
学
の
分
野
で
は
、
物
事
が
存
在
で
き
る
条
件
や
原
因
を
明
ら
か

に
し
よ
う
と
研
究
し
て
い
る
科
学
者
が
沢
山
い
ま
す
。
般
若
心
経
で
は
、「
万
物
は
因
縁
・
因
果
の
法
に

従
う
」
と
説
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
因
縁
・
因
果
の
法
を
見
る
と
き
、
正
智
（
正
し
い
智
慧
）
が
生

じ
ま
す
。
正
智
が
生
じ
る
と
き
、
正
し
い
生
活
（
生
命
活
動
）
が
行
わ
れ
ま
す
。
正
し
い
生
活
が
行
わ
れ

る
と
き
、
悩
み
や
苦
し
み
か
ら
救
わ
れ
、
こ
こ
に
平
安
の
光
明
が
現
れ
る
と
説
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
し

て
、
平
安
の
光
明
は
心
を
清
寂
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
実
現
す
る
と
説
か
れ
て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
経

文
の
中
で
記
さ
れ
て
い
ま
す
「
羯
諦 

羯
諦 

波
羅
羯
諦 

波
羅
僧
羯
諦 

菩
提
娑
婆
訶
」
の
咒
文
を
深

く
心
に
観
念
し
、
口
に
誦
え
れ
ば
無
明
の
闇
が
取
り
除
か
れ
、
平
安
の
光
明
が
現
れ
る
と
説
か
れ
て
い
ま

す
。
こ
の
よ
う
に
、
涅
槃
寂
静
と
は
、
煩
悩
や
苦
し
み
等
に
よ
っ
て
波
立
つ
心
が
静
ま
っ
て
空
・
無
の
状

態
と
な
り
、
無
明
の
世
界
が
光
り
輝
く
平
安
の
世
界
に
な
る
こ
と
を
表
し
て
い
ま
す
。 



 
釈
尊
が
イ
ン
ド
の
霊
鷲
山
で
説
い
た
と
さ
れ
る
般
若
心
経
の
三
つ
の
法
印
は
、
仏
法
と
し
て
後
世
に

伝
え
ら
れ
、
中
間
派
や
唯
識
派
の
仏
教
思
想
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
弘
法
大
師
は
「
仏
法

は
遥
か
彼
方
の
遠
い
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
自
身
の
心
の
中
と
云
う
、
大
変
近
い
と
こ
ろ
に
あ
る
」

と
述
べ
て
お
ら
れ
ま
す
。
西
明
寺
の
本
堂
正
面
の
梁
に
、
空
海
筆
の
「
霊
山
鷲
心
」
の
文
字
が
彫
ら
れ
た
扁

額
が
掲
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
霊
鷲
山
で
瞑
想
し
て
い
る
釈
尊
の
心
境
を
表
現
し
た
四
文
字
で
す
。
ま
さ
に
悟

り
の
境
地
（
涅
槃
）
に
あ
っ
て
、
静
か
で
安
ら
か
な
境
地
（
寂
静
）
で
あ
る
釈
尊
の
心
境
を
表
現
し
て
い
ま

す
。 

南
無
大
師
遍
照
金
剛 

合
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」
に
掲

載
さ
れ
た
解
説
文
で
あ
る
。 


