
〈
特

集
「
東
西
の
自
然
観
」
ｒ

〉

イ

ン

ド

の

自

然

観

―
―
特
に
仏
教
の
―
―

定
　
方
　
　
　晟

イ

ン
ド
人
が
自
然
を
ど
う
把
え

て
い

た
か
は
時
代

に
よ
っ
て
異

な
る
。
イ

ス
ラ
ム
以
前
で

い
う
と
、
ご
く
大
雑
把

に
次
の
よ

う
に

い
え

る
だ
ろ
う
。

（
一
）
バ
ラ
モ
ン
教
時
代
。
人
間
は
自
然
に
畏
敬
の
念
を
抱
き
、
そ
こ
に
大
き

な
力
を
見

、
神

を
見

、
神

に
加

護
を
祈
っ
た
。
証

例
。
「
汝

ら
の

車

を
し
て

進
み
き
た
ら
し

め
よ
、
ア

シ
ュ
グ
ィ
ン
双
神
（
＝
天
地
、
日
月
、
な
い
し
金
星
）

よ
、
鷲

に
ひ
か
れ
て
飛

び
、
恵
み

ゆ
た
か
に
、
助
け

に
富

む
車
を
し
て
。
そ

は
人
間

の
思
想
よ
り

も
速
く
、
三

座
を
擁
し
て
風

の
ご
と
く
疾
走
す
、
牡
牛

な
す
双
神
よ
。
」
（
リ
グ
・
ヴ
ェ
ー
ダ
）

二
仏
教
時
代

。
人
間
は
も

は
や
神
を
恐
れ
ず
、
神
を
問
題
と
せ
ず
、
自
然

に
対
す

る
畏

敬
の
念
を
失
っ
た
。
人
間
か
ら
独

立
し
た
自
然

は
人

の
関
心
外

に
去
り

、
自
然
は
人
間
の
生
存
に
と
っ
て
意
味
を
有
す
る
限
り
考
察
の
対
象

に
な
っ
た
。
し
か
も
そ
の
場
合
、
自
然
は
人
間
に
と
っ
て
マ
イ
ナ
ス
的
な
働

き

を
行

な
う
も
の

と
し
て

考
え
ら
れ
た
。
証
例
。
「
世
の
中

は
泡
沫
の

ご
と

し

と
見
よ

。
世

の
中

は
か
げ
ろ
う
の
ご
と
し
と
見
よ
。
世
の
中
を
こ
の
よ
う

に
観
ず
る
人

は
、
死
王
も

か
れ
を
見
る
こ
と
が
な
い
。
こ
の
世

の
中

は
暗
黒

で
あ
る
。
こ
こ
で

は
っ
き
り

と
（
こ
と
わ
り

を
）
見

分
け
る
人
は
少

な
い
。

網
か
ら
脱
れ
た
鳥

の
よ

う
に
、
天
に
至
る
人

は
少
な
い
。
」（
法
句
経
1
7
0
　
1
7
4

）

三
ヒ
ン

ド
ゥ
ー
教
時
代

。
自
然

を
愛
す

べ
き
対
象
、
積
極
的
に
享
受
す

べ

き
対
象

と
考
え

た
。
こ
の
態
度
は
人
が
自
己
の
力
に

め
ざ
め
、
自
然
に
対
す

る
畏

れ
を
去

っ
た
結
果
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
自
然
は
や
さ
し
い
存
在

で
、
人
が
安
心
し
て
愛
す
る
こ
と
が
で
き

る
も
の
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
証

例
。「
ア

ヌ
ス
ー
ヤ
ー
さ
ま
、
こ
の
二
本

の

木
の
睦
み

あ
い
は

ほ
ん
に
う
る

わ
し
う
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
こ
に
は
ナ
ヴ
ァ
マ
ー
リ
カ
ー
が
新
し
い
花
も
た
わ

わ
に
若
さ
に
あ
ふ
れ
、
そ
こ
に
は
ま
た
マ
ン
ゴ
ー
の
木
が
実
を
つ
け
て
、
楽

し
み

を
待
つ

ば
か
り
に
な
っ
て
お
り

ま
す

ほ
ど
に

。」（

シ
ャ
ク
ン
タ
ラ
ー
）

（
一
）
の
時
代
の
特
徴
で
あ
っ
た
「
自
然
へ
の
畏
れ
」
が
徐
々
に
薄
れ
て
い
っ



た
と
き
、
（
二
）
や
（
三
）
の
時
代
が
現
わ
れ
た
の
だ
が
、
両
時
代
は
相
反
す
る
態
度

を
と

っ
た

。
仏
教

は
自
然
を
否
定
し
、
ヒ
ン

ド
ゥ
ー
教

は
自
然
を
肯
定
し
た

の
で
あ

る
。
私

は
こ

れ
ら
三
つ
の
自
然
観
の
う
ち
、
特
に
仏
教
時
代
の
自
然

覩

を
と
り

あ
げ
て
み

よ
う
と
思
う
。

な
ぜ
な
ら
、
こ

れ
が
世
界

の
他

の
自
然

観

に
比

べ
て
も
、
独

自
性
を
も
つ

と
思

わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
以
下

、
人
間

対

自
然
（
主
体
対
客
体
）

に
視
点
を
お
い
て

述

べ
る
。

仏
教
の
五
蘊
の
教
義
に
よ
る
と
、
人
間

は
五
つ
の
要
素
、
す
な
わ
ち
色
、

受
、
想
、
行
、
識
か
ら
成
る
。
こ

の
う
ち
色
だ
け
が
物
質
的
要
素
で
、
他
の

四

つ
は
精
神
的
要
素
で
あ
る
。

五
蘊
は
こ
こ
で

は
人
間
の
構

成
要

素
だ
け
を
の

べ
た
も
の
の
よ
う
に
み
え

る
が
、
五
蘊

が
十
二
処
や
十
八
界

の
教
義
と
関
係

づ
け
ら
れ
る
と
き

に
は
、

五

蘊

は
人
間
と
自
然
の
両

方
を
含
め
た
全
字
宙
の
構
成
要
素
を
の

べ
た
も
の

で
あ

る
こ

と
が
わ

か
る
。
す
な
わ
ち
、
十

二
処
説
に
よ

る
と
、
存
在
を
構
成

す

る
も
め

に
、
ま
ず

主
体
の
側
の
要
素
と
し
て
、
眼

、
耳
、

鼻
、
舌
、
身
、

意

が
あ
り

、
客
体

の
側
の
要
素
と
し
て
、
色

、
声

、
香
、
味

、
触
、
法

が
あ

る

。
そ
し
て
、
五

蘊
の
う
ち
の
色

は
、
十
二

処
の
う
ち
の
意
と
法

を
除
く
他

の
全
て
に
対
応
す
る
。
つ
ま
り
、
五

蘊
の
色
は
色
声
香
味
触
と
い
う
客
体

の

世

界
（
五

感
の
対
象
）
を
も
カ
バ
ー
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

十

八
界
説
は
十
二

処
説
に
六
識
（

眼
識
、
耳
識
、
鼻
識
、
舌
識
、
身
識
、

意
識
）
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
五
蘊
の
う
ち
の
色
は
、
こ
こ
で
も
、
十
二

処
の
場
合
と
同
じ
十
の
カ
テ

ゴ
リ

ー
に
対

応
す
る
。

五

蘊
や
十
八
界
の
教
義

か
ら
知

ら
れ
る
こ
と
は
、
仏
教
で
は
存

在
の
う
ち

自

然
に
与
え

ら
れ
る
位
置

が
低
い
こ
と
で
あ
る
。
後
世

の
七
十
五
法
や
百
法

の
教
義
で
は
数
が
ふ
え

る
の
は
自
然
以

外
の
部
分
に
お
い
て
で
あ
る
か
ら
、

自
然
の
占
め
る
位
置
は
相
対
的
に
ま
す
ま
す
低
く
な
る
。

五
蘊
の
教
義
が
人
間
の
構
成
要

素
だ
け

を
い

っ
た
も
の
と
す

れ
ば
、
こ
の

教
義
に

お
い
て
は
自
然
は
人
の
関

心
外

に
お
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
す
ら

で
き

る
。
ま
た
、
五
蘊
の
教
義

が
宇
宙
全
存
在

に
つ
い
て
い
っ
た
も
の

と
す

れ
ば
、
自
然

は
人
間
の
肉
体
と
分
離
さ
れ
て

い
な
い
（
色

が
両

方
を
カ
バ
ー

す

る
か
ら
）

と
い
う
こ
と

が
で
き
る
。
現
代
人
の
考
え
で

は
自
然
と
人

間
の

境
界

を
な
す
も

の
は
人
間
の
皮
膚
で
あ
る
が
、
五

蘊
説
で

は
肉
体
は
自
然
と

つ

な
が
っ
て
い

る
。
そ
れ
な
ら
ば
、
ど
こ
か
ら
内

が
人
間

か
と
い
う
と
、
周

知

の
よ

う
に
、
そ
も
そ
も
仏
教
は
自
我

な
る
も
の
の
存
在

を
否
定
す
る
。
だ

か
ら
、
自
然

と
人
間
の
境
界
線
を
探
そ
う
と
す
る
わ
れ
わ
れ
の
試
み
は
無
意

味
と
い
え

る
で

あ
ろ
う
。

無
我
は
仏
教
の

根

本
的

な

教
義
で
あ
る
。「

我
」
と
は
「
永
遠
不
変
の
本

体
」
と
い
っ
た
よ
う
な
意
味
を
あ
ら
わ
し
、
仏
教

は
そ
の
よ
う
な
も
の
、
い

わ
ゆ
る
自
我
、
な
い
し
魂
と
い
っ
た
も

の
を
否
定
す

る
。
初
期
の
仏
教
徒

は

こ
の
「
我
」
を
人
間
に
つ
い
て

だ
け
考
え

る
傾
向
が
あ
っ
た
。
だ
か
ら
、
五

蘊
説

や
十
二
処
説
な
ど
に
お
い
て

も
、
我

は
こ

れ
ら
の
要
素
の
一
時
的
な
集

ま
り

に
す
ぎ
な
い
と
い
っ
て

、
自
我

の
存
在

を
否
定
す

る
こ
と
に
は
熱

心
で

あ

っ
た
。
し

か
し
、
そ
の
一
方
で

、
要

素
を
実
体
視
し
て
し
ま
う
結
果

に
陥

っ
た
。

「
我
」
の
否
定

が
人
間
に
つ
い
て

だ
け
で

な
く
、
人
間
も
自
然
も
含
め
て
、

インドの自然観11



す

べ
て

の

存

在

に

つ

い

て

言

わ

る

べ
き

で

あ

る
こ

と

を
主

張

し

た

の

は
大

乗

仏
教
徒
で
あ
る
。
そ
の
一
人
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
は
「
我
」
a
t
m
a
n
と
い
う

言

葉

の

代

り

に

「

自

性
」
ｓ
ｖ
ａ
ｂ
ｈ
ａ
ｖ
ａ

と

い

う

言

葉

を
使

っ

た

。
「
我

」

が

や

や

も

す

れ

ば
、

人

間

に

つ

い
て

だ
け

の

本

体

を

い

う
と

い

う
誤

解

を
生

む

欠

点

を

も

っ
て

い

た

の

に
対

し

、
「
自

性

」

と

い

う

言

葉

は

人
間

と

自

然

を

含

め

た

す

べ
て

の

存

在

に

つ

い
て

本

体

が
問

わ
れ

て

い

る

の

だ

と
い

う
こ

と

を

明

確

に

し

た

。

こ

の

二

つ

の

立

場

の

相

違

は
「

我

空

法

有
」

お

よ

び

「

人

法

二

空
」

と

い

う
言

葉

に

よ

っ
て

示

さ
れ

る

。

初

期

仏

教

徒

の

立

場

は
「

我

空

法

有

」
、

す

な

わ

ち

人

間

の

自

我

は

存

在

し

な

い

が

、

自

然

的

要

素

は

存

在

す

る

と

い

う

立

場

で

あ

る

。
大

乗

仏

教

徒
の

立
場

は

「
人

法

二

空
」
、

す

な

わ

ち

人

間

の

本

体

も

、

自

然

の

本

体

も

、

と

も

に
存

在

し
な

い

と

い

う

立

場

で

あ

る

。（
私

は
い

ま

法

と

い

う

言

葉

を

自

然

と

い

う
言

葉

に

お
き

か

え

た

が

、

こ

れ

に

は

問

題

が

あ

ろ

う

。

自

然

は
法

の

一

部

で

し

か

な

い

か

ら

で

あ

る

。

し

か

し

、

こ

こ

で

は

大

ま

か

に

、

人

―

法

の

対

立

を

人
間

―
自

然

の

対

立

に

お
き

か

え

て

お
く

。

な

お

、

質

疑

応

答

に

お

い

て

は

、
現

代

の

自

然

の

概

念

を

表

わ

す

サ

ン

ス

ク

リ

ッ

ト

語

を

見

出

す

の

が
困

難

で

あ

る

こ

と

を

述

べ
て

お

い

た

。
）

ナ

ー

ガ

ー
ル

ジ

ュ
ナ

は
「

人

法

二

空
」

の

立

場

か

ら

鋭

い

論

理

で

本

体

の

概

念

を

攻

撃

し

た

。

か

れ

は
ま

ず

言

葉

（

＝

概

念
）

の

欺

瞞

的

な

性

格

に

つ

い

て

人

の

注

意

を

喚

起

す

る

。

人

は
言

葉

に

よ

っ

て

い

か

に

迷

わ

さ

れ

て

い

る

か
、

そ

し

て

い

か

に

そ

の

こ

と

に
気

づ

か

な

い

で

い

る

か

、

を
示

し

て

み

せ

る
。

言
葉
あ
る
い
は
名
前
と
い
う
も
の
は
、
あ
る
一
定
の
条
件
の
も
と
に
存
在

す

る
事
物
に
仮
に
名

づ
け
ら
れ
た
も
の
な
の
に
、
そ

の
条
件

が
失
わ
れ
て
、

そ
の
事
物
が
す
で
に
意
味
を
失

っ
て
も
、
名
前

だ
け

が
一
人
歩
き
し
だ
す
。

そ
し
て
、
人
は
そ
の
名
前
を
通
じ
て

、
事
物

が
名
前
同
様
、
永
遠
不

変
に
存

在

す
る
か
の
よ
う
に
思
い
こ
ん
で

し
ま
う
。

ナ

ー
ガ
ー
ル

ジ
ュ
ナ
は
「

行
く
も
の
は
行

か
ず
」
と
い
う
議
論
に
よ

っ
て
、

い
か
な
る
存
在
に
も
本
体
（
自
性
）

が
存
在
し
な
い
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
に
納

得

さ
せ

よ
う
と
す

る
。
い

ま
こ

の
議
論
を
私

な
り
に
敷
衍
し
て
の

べ
て
み
よ

う

。
わ
れ
わ
れ
は
日
常
た
と
え

ば
次

の
よ
う
な
一
連
の
表
現
を
行
な
っ
て
い

る
。

太
郎

は
行
く
。

太
郎

は
こ
ろ

ぶ
。

太
郎

は
笑
う
。

太
郎

は
泣
く
。

わ
れ
わ
れ
は
右
の
数

々
の
表
現

か
ら
「
太
郎
」
と
い
う
不

変
の
存
在

を
抽

出
し
て
く

る
。
太

郎
は
つ
ね
に
、
行
く
太
郎
か
、
こ
ろ
ぶ
太
郎
か
、
笑
う
太

郎

か
、
泣
く

太
郎
か
、
…
…
…
す

る
太
郎
か
、
い
ず
れ
か
の
太
郎
で
あ
る
は

ず

な
の
に
、

ど
の
動

作
と
も
無
関
係
の
太
郎
を
抽
出
し
て
く
る
。
そ
の
よ
う

な
抽
象
的
な
太
郎
は
決
し
て
存
在
し
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
わ
れ

わ
れ

は
あ

た
か
も

そ
の
よ
う
な
太
郎
が
存
在
す
る
か
の
ご
と
く

に
思
い
こ
ん

で
い

る
。



ま
た
次
の
よ
う
な
一
連
の
表
現

を
考
え
て
み

る
。

太
郎
は
行
く

。

花
子
は
行
く
。

犬
が
行
く
。

電
車
が
行
く
。

わ
れ
わ
れ
は
右
の
数

々
の
表
現

の
中

か
ら
「
行
く
」

と
い
う
普

遍
的
な
動

作

を
抽
出

し
て
く

る
。「
行
く
」

と
い
う
動

作
そ
の
も
の
は
決
し
て

な

い

。

つ
ね
に
何
も
の
か
が
行
く

の
で
あ

る
。
そ

れ
に
も
か
か
わ
ら

ず
、

わ
れ
わ
れ

は
暗

黙
の
う
ち
に
「
行
く
」

と
い
う
動
作

そ
れ
自

体
が
存

在
す

る
か
の
よ

う

に
思

い
こ

ん
で
い

る
。

そ
し
て
日
常
の
現
象
を
こ
う
解
釈
し
て
い

る
。
一
方
に
種

々
の
実
体

が
あ

る

。
一
方

に
種
々
の
動
作

が
あ
る
。
そ
し
て

任
意
の
実
体

が
任
意
の
動
作

を

選

び
と
っ
て

い
く

の
だ
、
と
。
こ

う
し
て
「
Ａ

が
Ｂ
す

る
」

と
い

う
日
常

的

言

説
を
通

じ
て
、

本
体
の
概

念
が
わ
れ
わ
れ
の
頭

に
深
く
し
み
つ
く

の
で
あ

る
。ナ

ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
の
「
不
生
不

滅
」

と
い
う
言

葉
も

本
体

の
概

念
を
否

定
す

る
も

の
と
し
て
解
釈

さ
る
べ
き
で
あ

る
。
仏
教
哲
学
以
外
で
「
不
生
不

滅
」

と
い
う
言
葉

を
使

う
と
き

は
、
多
く

の
も
の
は
無
常
で

あ
る
が
、
こ
’れ

だ
け
、
た
と
え

ば
神

と
か
イ

デ
ア
と

か
は
不

生
不

滅
で
あ

る
、
と
い

う
こ

と

を
意
味
す

る
。
仏
教

の
「
不
生
不
滅
」

は
一
部
の
も
の
の
在
り
方

を
で

は
な

く
、
存

在
す

べ
て

の
在
り
方

を
示
し
て
い

る
。
こ

れ
を
言

い
か
え

れ
ば
、

わ

れ
わ
れ
は
何
か
目
前

の
現
象

の
変
化
の
奥
に
目
を
こ
ら
し
て
不
変

な
も

の
を

見
る
よ
う
努
力
す

る
必
要
は
な
い
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
変
化

を
あ
り

の

ま
ま
に
見
れ
ば
よ
い
の
で
、
そ
こ
に
妄

想
（
主
体
と
い
う
妄
想
）

を
働

か
せ

な
け
れ

ば
よ
い
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
仏
教
は
存

在
の
考

察
を
通
じ
て
人
間
と
自
然
を
同
次
元

で
と
り
扱
っ
た
た
め
、
人
間

と
自
然
を
異

な
る
も
の
、
対
立
す

る
も
の
と
す

る
意
識
を
生
み
に
く
か
っ
た
。
人
間
も

自
然
も
実
体
を
も
た
な
い
か
ら

、
両

者
の
あ
い
だ
に
は
緊
張

も
生
じ
な
い

。
人
間

は
ほ
と
ん
ど
自
然
の
存
在

に
気

づ
か
ぬ
か
の
よ
う
に
生
き

る
こ

と
に
な
る
。

し
か
も
、
こ

れ
ら

の
考
察

を
仏
教
徒

は
暝
想
の
伝
統
の
う
ち
で
、
す

な
わ

ち
目
を
と
じ
て
行
な
っ
た
。
観

察
と
い
う
言
葉

は
も
と
も
と
仏
教
用
語
で
あ

る
が
、
か
れ
ら
は
そ

れ
す
ら
目

を
と
じ
て
行
な

っ
た
。
か
れ
ら

の
観
察
に

は

自
然
の
多
様
性
は
全
く
無
縁
で

あ
っ
た
。
ギ
リ

シ
ャ
で
は
ア
リ

ス
ト
テ

レ
ス

の
『
動
物
誌
』

の
よ
う
に
自
然
に
対

す
る
旺
盛

な
好
奇
心
を
示

す
著
作
が
生

ま
れ
た

が
、
イ
ン
ド
に
は
そ
の
よ
う
な
も
の
は
つ
い
に
生
ま
れ
な
か
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
仏
教
徒
が
自
然
（
外

界
）

に
対
し
て
と
る
態
度
は
「
無
関

心
」

で
あ
っ
た
が
、
関

心
を
も

つ
場
合

に
は
、
そ
れ
に
対
し
て
否

定
的
な
態

度
を
と

っ
た
。
つ
ま
り

、
自
然

は
苦

に
満
ち
た
も
の
で
あ
り

、
煩
悩
の
巣
で

あ
る
。
仏
教
徒
は
こ

の
よ
う
な
自
然
か
ら
で
き

る
だ
け
遠
ざ
か
り

、
心

を
動

か
さ
ぬ
こ
と
を
理
想

と
し
た
。
経
典

の
「
賢
者

は
森
の
生
活

を

楽

し

む
」

（
法
句
経
9
9参
照
）
と
い
う
文
句
も
決
し
て

仏
教
徒
の
自
然
愛
を
示

す
も
の
で

は
な
く
、
む
し
ろ
外

界
の
刺
激
か
ら
で
き
る
だ
け
遠
ざ
か
る
こ
と
を
意
味
す



る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
、
仏
教
徒
に
お
け
る
自
然
は
文
学
や
科
学
を

生
み

だ
す
力

と
な
る
こ
と
か
ら
は

縁
と
お
く

、
哲
学
的
考
察
の
う
ち
に
抽
象

化

さ
れ
た
も
の
と
な
っ
た
。

（
さ
だ
か

た
・
あ
き
ち

、
イ
ン

ド
思
想
史
、
東
海
大
学
教
授
）
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