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末
木
文
美
士
著

『
草
木
成
仏
の
思
想
─
安
然
と
日
本
人
の
自
然
観
』

（
サ
ン
ガ
・
二
〇
一
五
年
）

舩 

田
　
淳 

一

一

　

本
書
は
日
本
仏
教
思
想
史
研
究
を
、
常
に
牽
引
し
て
き
た
末
木
文
美
士

氏
の
最
新
の
単
著
で
あ
る
。
形
式
と
し
て
は
小
型
で
安
価
な
入
門
書
の
部

類
に
入
る
だ
ろ
う
が
、
非
常
に
充
実
し
た
内
容
に
仕
上
が
っ
て
い
る
。

　

周
知
の
よ
う
に
末
木
氏
は
仏
教
学
を
基
礎
と
し
な
が
ら
、
そ
の
問
題

関
心
と
研
究
の
守
備
範
囲
は
、
今
や
古
代
か
ら
近
・
現
代
ま
で
の
日
本

宗
教
思
想
史
全
般
（
む
ろ
ん
日
本
の
み
に
留
ま
ら
な
い
が
）
に
渡
る
誠
に
広

大
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
末
木
氏
は
法
然
教
学
の
研
究
か
ら
ス
タ
ー
ト

し
て
い
る
が
、
博
士
号
を
取
得
し
た
の
は
、
平
安
前
期
の
天
台
宗
の
学
僧

た
る
五
大
院
安
然
の
研
究
に
よ
っ
て
で
あ
り
、
安
然
は
末
木
氏
に
よ
っ
て

思
想
史
上
の
価
値
を
再
発
見
さ
れ
た
人
物
と
も
言
え
る
。
そ
し
て
そ
れ
は

『
平
安
初
期
仏
教
思
想
の
研
究

─
安
然
の
思
想
形
成
を
中
心
と
し
て
』

（
春
秋
社
、
一
九
九
五
年
）
と
い
う
大
著
と
し
て
既
に
世
に
問
わ
れ
て
お
り
、

本
書
で
主
題
と
な
る
草
木
成
仏
思
想
も
、
そ
こ
で
専
門
的
に
分
析
さ
れ
て

い
る
。
本
書
の
「
あ
と
が
き
」
に
よ
れ
ば
、
環
境
問
題
の
深
刻
化
を
受
け

て
、
当
初
は
こ
の
前
著
を
書
き
直
し
て
刊
行
す
る
心
づ
も
り
で
あ
っ
た
よ

う
だ
。
し
か
し
そ
の
間
に
、
あ
の
東
日
本
大
震
災
の
衝
撃
が
あ
り
、
そ
の

こ
と
が
本
書
に
対
し
て
、
前
著
に
な
か
っ
た
特
色
を
も
与
え
る
こ
と
と
な

っ
た
（
主
に
四
・
五
章
）。

二

　

ま
ず
始
め
に
本
書
の
構
成
を
示
す
と
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。

　

第
一
章 「
山
川
草
木
」
と
「
草
木
国
土
」

第
一
節
「
山
川
草
木
悉
皆
成
仏
」
は
間
違
っ
て
い
る
／
第
二
節 

草

木
成
仏
論
の
前
提
／
第
三
節 

忘
れ
ら
れ
た
大
思
想
家
安
然

第
二
章　

草
木
は
自
ら
発
心
・
成
仏
す
る
か

─
『
斟
定
草
木
成
仏
私

記
』
の
世
界

第
一
節
『
斟
定
私
記
』
の
成
立
と
概
観
／
第
二
節 

さ
ま
ざ
ま
な
草

木
成
仏
説
／
第
三
節 

心
の
真
理
と
草
木
成
仏
／
第
四
節 

草
木
成
仏

論
の
深
化
／
第
五
節 

密
教
的
草
木
成
仏
論
へ

第
三
章　

草
木
成
仏
説
の
基
礎
づ
け

─
安
然
の
密
教
思
想
と
草
木
成

仏第
一
節 

草
木
成
仏
論
の
解
決
に
向
け
て
／
第
二
節 

す
べ
て
を
統
合

す
る
「
一
即
一
切
」
／
第
三
節 

根
源
と
し
て
の
真
如 

第
四
節 

真
如

と
草
木
成
仏
／
第
五
節 

真
如
の
深
み
へ
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第
四
章　

日
本
人
の
自
然
観
と
草
木
成
仏

第
一
節 

本
覚
思
想
と
そ
の
批
判
／
第
二
節 

密
教
と
禅
の
草
木
論
／

第
三
節 
東
ア
ジ
ア
の
思
想
と
草
木
成
仏
／
第
四
節
「
自
然
」
と
は

何
か
／
第
五
節 

顕
冥
の
世
界
観
と
草
木
成
仏

　

第
五
章　

自
然
と
災
害
を
考
え
る

第
一
節 

災
害
天
罰
論
再
考
／
第
二
節 

日
本
人
の
災
害
観
／
第
三
節

自
然
の
奥
へ

　

付　

現
代
語
訳
『
斟
定
草
木
成
仏
私
記
』

　

あ
と
が
き

　

参
考
文
献

　

つ
づ
い
て
簡
単
に
内
容
を
瞥
見
し
て
お
く
。
第
一
章
で
は
、「
山
川
草

木
悉
皆
成
仏
」
と
い
う
流
行
語
は
仏
典
に
根
拠
の
な
い
誤
っ
た
造
語
で
あ

り
、「
草
木
国
土
悉
皆
成
仏
」
が
文
献
学
的
に
正
し
い
こ
と
を
指
摘
す
る
。

ま
た
「
草
木
」
が
本
来
は
「
非
情
」
と
さ
れ
、
人
間
・
動
物
を
含
む
「
有

情
」
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
か
ら
除
外
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
草
木
と
い
う

存
在
の
成
仏
を
初
め
て
正
面
か
ら
論
じ
た
、
顕
教
的
な
初
期
安
然
の
著
作

『
斟
定
草
木
成
仏
私
記
』（
以
下
『
私
記
』）
の
重
要
性
を
説
い
て
問
題
の
所

在
を
明
確
に
す
る
と
同
時
に
、
安
然
に
つ
い
て
の
基
本
的
情
報
を
提
示
す

る
。

　

第
二
章
で
は
、『
私
記
』
を
詳
細
に
分
析
し
て
ゆ
く
。
そ
の
た
め
に
天

台
宗
以
外
の
宗
派
（
華
厳
宗
・
三
論
宗
）
が
草
木
成
仏
を
ど
う
理
解
し
て

い
た
か
を
確
認
し
、
さ
ら
に
中
国
の
天
台
宗
に
お
け
る
草
木
成
仏
に
つ
い

て
論
じ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
主
張
に
は
差
異
が
あ
る
が
、
大
局
的
に
言
え
ば
、

い
ず
れ
の
立
場
も
成
仏
の
主
体
と
し
て
の
有
情
と
、
こ
れ
を
取
り
巻
く
客

体
で
あ
る
草
木
と
い
っ
た
非
情
、
す
な
わ
ち
環
境
世
界
は
本
質
的
に
不
二

で
あ
る
か
ら
、
衆
生
が
成
仏
す
れ
ば
、
そ
れ
は
環
境
・
草
木
も
成
仏
し
た

こ
と
に
な
る
と
い
う
理
解
で
あ
る
。
安
然
は
こ
れ
ら
を
逐
一
批
判
し
、
あ

く
ま
で
も
一
木
・
一
草
の
主
体
的
な
成
仏
（
草
木
自
成
仏
説
）
に
徹
底
し

た
こ
だ
わ
り
を
見
せ
る
が
、
そ
の
論
理
を
充
分
に
展
開
で
き
な
い
ま
ま

『
私
記
』
は
閉
じ
ら
れ
、
課
題
と
し
て
後
期
の
安
然
思
想
へ
と
持
ち
越
さ

れ
る
と
す
る
。

　

第
三
章
で
は
、
密
教
的
な
後
期
安
然
の
『
教
時
問
答
』
を
通
し
て
、
彼

が
万
物
の
根
源
た
る
「
真
如
」
を
極
め
て
重
視
し
た
こ
と
、
真
如
の
自
己

展
開
に
よ
る
世
界
生
成
論
＝
「
随
縁
真
如
説
」
に
立
脚
し
、
真
如
を
基
体

と
す
る
「
一
即
一
切
」
の
思
想
を
強
調
し
た
こ
と
が
論
じ
ら
れ
る
。
こ
の

論
理
の
延
長
上
に
『
菩
提
心
義
抄
』
の
草
木
成
仏
論
が
あ
り
、「
随
縁
真

如
」「
一
即
一
切
」
な
る
が
故
に
、
主
体
＝
有
情
と
客
体
＝
非
情
の
ご
と

き
区
別
が
取
り
払
わ
れ
、
人
間
が
発
心
・
成
仏
で
き
る
よ
う
に
、
草
木
に

も
そ
れ
が
可
能
で
あ
る
と
、
安
然
は
結
論
づ
け
た
と
さ
れ
る
。
ま
た
こ
こ

で
末
木
氏
が
、
安
然
に
お
け
る
真
如
を
〈
自
然
環
境
世
界
の
奥
底
に
あ
る

不
可
思
議
な
根
源
的
力
〉
と
把
握
し
た
点
に
注
目
す
べ
き
で
あ
り
、
こ
の

真
如
観
は
次
章
に
繫
が
る
。

　

第
四
章
は
、
そ
の
タ
イ
ト
ル
に
あ
る
よ
う
に
、
よ
り
幅
広
い
射
程
で
議

論
が
な
さ
れ
て
お
り
本
書
の
白
眉
と
言
え
よ
う
。
安
然
以
降
に
展
開
す

る
中
世
天
台
本
覚
思
想
に
お
け
る
、
草
木
は
そ
の
ま
ま
で
「
永
遠
」「
絶
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対
」
で
あ
る
か
ら
、
も
は
や
成
仏
を
言
い
立
て
る
必
要
さ
え
な
い
と
い
う

「
あ
る
が
ま
ま
主
義
」
の
立
場
や
、
こ
れ
に
対
す
る
証
真
に
よ
る
草
木
成

仏
説
批
判
、
さ
ら
に
空
海
や
道
元
が
安
易
な
形
の
草
木
成
仏
は
認
め
な
か

っ
た
こ
と
な
ど
多
様
な
思
想
的
立
場
に
言
及
す
る
。
そ
し
て
「
自
然
と
共

存
す
る
民
族
」
の
ご
と
き
日
本
讃
美
の
言
説
を
否
定
し
、
前
近
代
に
お
け

る
〈
自
然
〉
の
語
義
を
確
認
し
つ
つ
、
人
間
に
と
っ
て
の
自
然
の
「
異
質

性
・
他
者
性
」
に
も
注
意
を
喚
起
す
る
。
最
後
に
議
論
は
、
末
木
氏
が
最

近
多
用
す
る
「
顕
」「
冥
」
と
い
う
世
界
観
と
も
交
差
し
、
安
然
の
草
木

成
仏
論
の
核
で
あ
っ
た
真
如
を
、〈
冥
＝
他
者
の
領
域
を
掘
り
下
げ
た
先

の
先
に
あ
る
闇
〉
と
い
う
デ
ー
モ
ニ
ッ
シ
ュ
な
側
面
す
ら
有
す
る
世
界
創

造
原
理
と
観
る
、
真
如
の
哲
学
的
把
握
の
開
陳
に
至
る
。
最
も
氏
の
面
目

躍
如
た
る
所
で
あ
る
。

　

第
五
章
は
、
最
終
章
で
あ
り
、
こ
こ
ま
で
の
周
到
な
議
論
を
踏
ま
え
て
、

末
木
氏
自
身
が
渦
中
の
人
と
な
っ
た
東
日
本
大
震
災
を
め
ぐ
る
「
天
罰

論
」
と
い
う
思
想
・
言
説
に
つ
い
て
、
改
め
て
再
説
し
て
ゆ
く
が
、
こ
れ

に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

　

な
お
本
書
巻
末
に
は
、
専
門
外
の
人
間
に
は
難
解
な
『
私
記
』
を
、
で

き
う
る
限
り
平
易
に
現
代
語
訳
し
た
本
文
が
掲
出
さ
れ
て
お
り
、
読
者
が

よ
り
ダ
イ
レ
ク
ト
に
安
然
の
思
想
に
接
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
配
慮
が

な
さ
れ
て
い
る
。

三

　

次
に
、
評
者
な
り
の
問
題
意
識
か
ら
で
は
あ
る
が
、
本
書
の
議
論
を
さ

ら
に
吟
味
し
つ
つ
、
そ
の
評
価
・
若
干
の
疑
問
点
・
所
感
な
ど
を
、「
真

如
の
哲
学
」
と
「
震
災
天
罰
論
」
に
ポ
イ
ン
ト
を
絞
っ
て
述
べ
る
。

　

人
間
に
よ
る
破
壊
行
為
に
対
し
自
然
環
境
保
護
が
叫
ば
れ
て
久
し
い
が
、

自
然
に
優
し
い
（
優
れ
た
）
日
本
人
と
か
、
一
神
教
と
異
な
り
自
然
を
尊

ぶ
多
神
教
（
神
道
・
仏
教
）
と
か
い
っ
た
、
エ
コ
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
テ
ィ

ッ
ク
な
言
説
は
虚
構
に
過
ぎ
ず
、
効
果
的
な
実
践
を
結
果
で
き
な
か
っ
た

こ
と
は
、
日
本
に
お
い
て
当
該
の
問
題
が
深
刻
さ
を
増
し
て
き
て
い
る
こ

と
に
鑑
み
る
時
、
明
白
で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。

　

か
か
る
言
説
を
「
山
川
草
木
悉
皆
成
仏
」
と
い
う
造
語
で
弘
め
た
功
績

は
梅
原
猛
氏
に
あ
る
わ
け
だ
が
、
本
書
は
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー

に
勤
務
し
て
き
た
末
木
氏
に
よ
る
、
同
セ
ン
タ
ー
顧
問
で
あ
る
梅
原
氏
の

卒
寿
祝
い
で
も
あ
る
と
い
う
（「
あ
と
が
き
」）。
し
か
し
冒
頭
の
第
一
章
に

お
い
て
、「
山
川
草
木
」
か
「
草
木
国
土
」
か
と
い
う
一
見
す
る
と
些
末

に
も
思
え
る
事
柄
を
、
独
善
的
な
日
本
讃
美
に
陥
ら
な
い
た
め
に
も
、
表

現
の
差
異
と
し
て
処
理
し
て
は
な
ら
な
い
と
、
文
献
学
的
に
こ
だ
わ
っ
て

い
る
点
か
ら
も
、
末
木
氏
の
立
ち
位
置
は
明
瞭
で
あ
る
。

　

自
然
環
境
と
人
間
の
関
係
性
、
環
境
に
対
す
る
人
間
の
持
つ
責
任
を
ど

う
考
え
る
か
、
こ
の
本
質
的
な
問
題
に
直
面
す
る
時
、
過
去
の
時
代
の
思

想
へ
と
ま
ず
立
ち
返
っ
て
み
る
こ
と
が
、
思
想
史
家
に
は
要
請
さ
れ
る
。

末
木
氏
の
場
合
、
こ
の
た
び
再
度
、
安
然
へ
と
立
ち
返
り
、
改
め
て
真
如

と
い
う
問
題
系
に
逢
着
し
た
の
だ
と
言
え
、
特
に
三
章
五
節
「
真
如
の
深

み
へ
」
や
四
章
五
節
「
顕
冥
の
世
界
観
と
草
木
成
仏
」
に
は
、
井
筒
俊
彦

を
再
考
す
る
形
で
独
特
の
思
索
が
顕
れ
て
お
り
興
味
深
い
。「
山
川
草
木
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悉
皆
成
仏
」
と
同
じ
呪
文
を
繰
り
返
し
て
も
、
環
境
思
想
・
環
境
倫
理
に

展
望
は
開
か
れ
な
い
の
で
あ
り
、
草
木
が
成
仏
す
る
と
い
う
こ
と
の
意
味

が
、
そ
の
論
理
基
盤
を
徹
底
的
に
掘
削
す
る
作
業
を
通
じ
て
、
ど
こ
ま
で

も
深
く
探
求
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
真
如
の
哲
学
的
把
握
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

既
に
概
観
し
た
よ
う
に
、
安
然
は
『
私
記
』
に
お
い
て
草
木
自
成
仏
を

証
明
し
よ
う
と
努
め
た
が
充
分
に
成
功
せ
ず
、
後
期
著
作
で
は
隨
縁
真
如

説
を
も
っ
て
そ
の
解
答
に
当
て
た
。
し
か
し
そ
れ
は
必
ず
し
も
分
か
り
や

す
い
も
の
で
は
な
く
、
真
如
論
に
よ
る
解
決
で
は
『
私
記
』
の
草
木
自
成

仏
説
が
か
え
っ
て
見
え
に
く
く
な
っ
て
し
ま
う
と
末
木
氏
は
率
直
に
漏
ら

し
（
一
二
二
頁
）、
む
し
ろ
安
然
以
降
の
本
覚
思
想
の
説
明
の
方
が
分
か

り
や
す
い
と
も
述
べ
て
い
る
（
一
二
四
〜
二
五
頁
）。
し
か
し
本
覚
思
想
は

「
あ
る
が
ま
ま
主
義
」
へ
と
突
き
進
ん
で
ゆ
く
。

　

末
木
氏
と
し
て
は
、
安
然
の
真
如
論
に
こ
そ
意
義
と
可
能
性
を
見
出

し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
思
想
史
研
究
者
の
営
為
と
は
、
価
値
中
立
的

に
過
去
の
思
想
家
の
思
想
復
元
（
再
現
）
に
勤
し
ん
だ
り
、
一
歩
進
ん
で

そ
の
復
元
し
た
思
想
に
価
値
判
断
や
評
価
を
加
え
た
り
す
る
こ
と
に
留
ま

る
べ
き
か
、
或
い
は
さ
ら
に
そ
の
先
に
あ
る
過
去
の
思
想
家
の
志
向
し
た

地
平

─
可
能
性
の
地
平

─
と
い
う
創
造
的
な
領
域
へ
と
果
敢
に
踏
み

込
ん
で
ゆ
く
べ
き
か
、
と
い
う
根
本
的
な
問
い
を
導
か
ず
に
は
お
か
な
い

（
同
じ
こ
と
は
哲
学
研
究
に
も
言
え
る
）。
末
木
氏
は
、
安
然
は
こ
う
言
っ
た
、

こ
う
考
え
た
と
い
う
次
元
を
超
え
て
、
そ
の
真
如
論
を
い
わ
ば
自
ら
の
課

題
と
し
て
引
き
受
け
よ
う
と
し
て
い
る
。
安
然
思
想
の
内
包
し
て
い
た
可

能
性
を
現
代
の
時
空
へ
と
引
出
し
、
人
間
（
自
己
）
と
他
者
（
自
然
）
の

関
係
学
た
る
「
真
如
の
哲
学
」（
一
五
九
頁
〜
）
と
し
て
、
実
践
的
に
鍛
え

上
げ
よ
う
と
す
る
姿
勢
を
見
せ
て
い
る
点
は
、
高
く
評
価
し
た
い
。

　

繰
り
返
す
が
、
単
純
に
日
本
な
い
し
ア
ジ
ア
の
特
質
と
さ
れ
る
も
の

を
理
想
的
モ
デ
ル
と
し
た
哲
学
（
も
ど
き
）
で
は
、
結
局
、
仮
想
敵
を
生

み
、
独
善
性
・
排
他
性
を
伴
う
の
で
あ
り
有
効
と
は
言
え
な
い
。
環
境
問

題
の
場
合
、
む
ろ
ん
世
界
性
を
有
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
い
ま
日
本
の
人

文
学
の
側
か
ら
こ
れ
に
コ
ミ
ッ
ト
す
る
場
合
、
地
域
の
伝
統
思
想
（
安
然

／
日
本
仏
教
）
を
他
の
文
明
と
対
話
可
能
な
形
で
再
構
築
す
る
と
い
う
学

問
上
の
手
続
き
が
求
め
ら
れ
よ
う
。
末
木
氏
は
、「「
真
如
」
と
一
神
教

的
な
「
神
」」
と
い
う
項
を
立
て
（
一
五
五
頁
〜
）、
日
本
の
古
典
思
想
に

は
、
一
神
論
の
絶
対
神
的
な
面
は
弱
い
が
、
そ
れ
を
受
け
入
れ
る
こ
と
の

で
き
る
構
造
は
あ
る
と
し
て
、
一
神
教
的
な
神
を
組
み
込
ん
だ
「
伝
統
思

想
に
基
づ
く
世
界
観
」
と
い
う
独
自
の
図
式
を
案
出
し
て
い
る
（
一
五
四

頁
）。
な
お
ほ
ぼ
同
様
の
図
式
は
、
震
災
問
題
に
多
く
の
頁
を
割
い
て
い

る
同
氏
『
現
代
仏
教
論
』（
新
潮
社
、
二
〇
一
二
年
）
の
五
一
頁
に
、
既
に

掲
載
さ
れ
て
い
る
。

　

だ
が
神
学
者
マ
リ
オ
ン
と
哲
学
者
デ
リ
ダ
の
対
論
を
引
き
つ
つ
、
マ
リ

オ
ン
に
よ
る
キ
リ
ス
ト
教
的
な
神
か
ら
の
「
贈
与
」
概
念
に
対
し
、
プ
ラ

ト
ン
に
基
づ
く
デ
リ
ダ
の
「
コ
ー
ラ
」
概
念
を
東
洋
思
想
や
真
如
に
共
通

の
方
向
性
を
持
つ
も
の
と
し
、
西
洋
哲
学
の
世
界
に
お
け
る
「
一
神
教
的

な
神
と
場
所
的
な
真
如
の
対
抗
」（
一
六
二
頁
）
と
、
末
木
氏
が
総
括
す

る
点
に
は
、
や
は
り
従
来
か
ら
の
思
考
パ
タ
ー
ン
の
拘
束
力
を
思
わ
せ
る
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も
の
が
あ
り
疑
問
が
残
る
。
従
来
型
の
図
式
が
再
生
産
さ
れ
る
危
険
性
は

常
に
潜
ん
で
い
る
。
む
し
ろ
一
神
教
的
な
神
と
場
所
的
な
真
如
が
「
ど
こ

か
で
つ
が
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
」（
一
六
三
頁
）
と
い
う
可
能
性

に
向
け
て
、
困
難
を
承
知
で
比
較
思
想
的
・
哲
学
的
に
究
明
を
継
続
し
て

ゆ
く
他
は
無
い
と
言
う
べ
き
だ
ろ
う
。
そ
こ
か
ら
環
境
思
想
・
環
境
倫
理

を
め
ぐ
る
東
洋
と
西
洋
の
人
文
知
が
、
真
に
対
話
・
協
同
し
得
る
道
が
開

か
れ
る
の
だ
と
信
じ
て
…
…
。

四

　

か
く
し
て
本
書
は
、
新
た
な
哲
学
の
射
程
を
示
し
、
か
な
り
抽
象
的
な

議
論
を
展
開
す
る
に
至
っ
た
わ
け
だ
が
、
最
終
章
で
は
一
気
に
ア
ク
チ
ュ

ア
ル
で
具
体
的
な
問
題
を
語
り
出
す
。

　

東
日
本
大
震
災
に
際
し
て
、
石
原
慎
太
郎
東
京
都
知
事
（
当
時
）
は
、

こ
れ
を
「
天
罰
」
と
位
置
づ
け
た
た
め
激
し
い
批
判
が
殺
到
し
、
早
急
に

撤
回
さ
れ
た
。
末
木
氏
も
『
中
外
日
報
』
の
記
事
（
二
〇
一
一
年
四
月
二

十
六
日
）
に
お
い
て
石
原
氏
に
与
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、「
天
罰
」
と

い
う
捉
え
方
に
一
定
の
理
解
を
示
し
た
た
め
批
判
を
招
き
、
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
上
で
論
争
に
発
展
し
た
。
ち
な
み
に
、
こ
う
し
た
認
識
は
既
に
「
自

然
の
災
害
は
神
の
怒
り
の
現
れ
で
あ
り
、
人
の
力
の
及
ぶ
も
の
で
は
な

い
」
と
し
て
『
仏
教
VS.
倫
理
』（
ち
く
ま
新
書
、
二
〇
〇
六
年
、
一
七
一

頁
）
に
も
見
え
る
。

　

こ
の
記
事
で
は
、
日
蓮
の
『
立
正
安
国
論
』
に
説
か
れ
る
「
善
神
捨

国
」
に
よ
る
災
害
＝
天
罰
観
を
引
用
し
て
い
る
。『
立
正
安
国
論
』
は
災

害
天
罰
論
の
典
型
的
な
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
た
感
が
あ
り
、
震
災
を
め
ぐ

る
言
説
空
間
に
お
い
て
頻
繁
に
言
及
さ
れ
た
。
末
木
氏
は
被
災
地
で
あ

る
福
島
の
東
日
本
国
際
大
学
で
講
演
を
行
い
（
二
〇
一
二
年
一
月
十
一
日
）、

そ
の
内
容
が
「
災
害
と
日
本
の
思
想
」
と
題
し
て
文
章
化
さ
れ
、
東
日

本
国
際
大
学
東
洋
思
想
研
究
所
編
『
い
わ
き
か
ら
問
う
東
日
本
大
震
災
』

（
昌
平
黌
出
版
会
、
二
〇
一
三
年
）
に
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
も
や

は
り
日
蓮
や
そ
の
他
の
天
罰
論
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。

　

最
終
章
に
は
、
二
〇
一
三
年
一
〇
月
五
日
の
『
中
外
日
報
』
に
掲
載
さ

れ
た
「
災
害
天
罰
説
を
再
度
考
え
る

─
な
ぜ
過
去
に
学
べ
な
い
の
か
」

が
再
録
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
以
前
の
記
事
に
は
な
か
っ
た
〈
他
者

と
し
て
の
自
然
〉
概
念
が
顔
を
出
す
。
こ
の
他
者
性
（「
冥
」
の
領
域
）
の

根
源
が
、
闇
で
も
あ
る
よ
う
な
真
如
な
の
で
あ
り
、
そ
の
真
如
と
は
自
他

の
区
別
を
超
え
る
〈
場
所
〉
で
あ
る
か
ら
、「
私
た
ち
自
身
の
根
源
で
も

あ
る
」（
一
八
二
頁
）
こ
と
に
な
る
。「
災
害
天
罰
論
」
は
、
末
木
氏
に
と

っ
て
時
代
錯
誤
な
通
俗
的
倫
理
や
過
去
の
迷
信
的
発
想
で
は
な
く
、
本
書

の
主
要
テ
ー
マ
た
る
「
自
己
と
他
者
の
関
係
論
」
の
裡
へ
と
、
位
置
づ
け

直
さ
れ
る
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
高
橋
哲
也
氏
か
ら
の
批

判
に
対
す
る
応
答
も
意
味
を
持
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
（
前
掲
『
現
代
仏
教

論
』）。

　

最
終
章
に
お
け
る
震
災
の
問
題
は
、
安
然
の
草
木
成
仏
思
想
を
通
じ
て

「
真
如
の
哲
学
」
へ
と
差
し
向
け
ら
れ
た
本
書
の
議
論
の
、
一
応
の
帰
結

と
し
て
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
東
日
本
大
震
災
は
、
人
文
学
系
の
学

術
雑
誌
で
も
多
く
の
特
集
が
組
ま
れ
、
思
想
や
哲
学
を
練
り
直
す
た
め
の
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契
機
と
な
っ
た
（
な
る
は
ず
の
も
の
だ
っ
た
？
）。
末
木
氏
の
学
的
営
為
と

本
書
も
、
そ
れ
を
体
現
す
る
も
の
の
一
つ
と
し
て
受
け
取
る
こ
と
が
可
能

で
あ
る
。

　

た
だ
し
、
今
か
ら
優
に
千
年
以
上
も
昔
の
安
然
の
思
想
を
再
発
見
・
再

評
価
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
本
書
の
、
そ
の
最
後
が
「
私
た
ち
が
過
去
に

学
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
ま
だ
ま
だ
あ
ま
り
に
も
多
過
ぎ
る
」

（
一
八
三
頁
）
と
結
ば
れ
て
い
る
の
を
目
に
す
る
と
、
次
の
ご
と
き
歴
史

学
者
の
北
條
勝
貴
氏
か
ら
末
木
氏
に
呈
せ
ら
れ
た
発
言
が
、
改
め
て
評
者

の
頭
を
よ
ぎ
る
の
で
あ
る
。

日
本
の
、
世
界
の
、
人
類
の
傲
慢
が
災
害
を
招
い
た
と
の
主
張
は
、

一
九
六
〇
年
以
降
に
盛
ん
に
な
っ
て
き
た
、
環
境
倫
理
を
含
む
現
代

文
明
へ
の
批
判
的
言
説
と
も
重
な
り
合
う
。
氏
の
な
か
で
は
、
現
代

文
明
の
傲
慢
／
前
近
代
の
謙
虚
と
い
う
二
項
対
立
が
行
わ
れ
て
い
る

よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
前
近
代
と
は
、
本
当
に
、
末
木
氏
が
前
提
と

す
る
よ
う
な
謙
虚
な
時
代
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
空
虚
な

失
楽
園
的
歴
史
観
に
過
ぎ
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

こ
れ
は
「
過
去
の
供
犠

─
ホ
モ
・
ナ
ラ
ン
ス
の
防
衛
機
制
」（『
日
本

文
学
』
二
〇
一
二
年
四
月
号
）
と
い
う
論
文
の
問
題
提
起
の
中
の
一
文
で
あ

る
。

　

天
罰
論
の
有
す
る
心
理
的
な
意
味
で
の
暴
力
性
に
つ
い
て
は
、
幾
ら
で

も
指
摘
さ
れ
て
き
た
が
、
こ
こ
で
は
天
罰
論
が
、
歴
史
認
識
の
ス
タ
ン

ス
と
し
て
深
く
問
い
返
さ
れ
て
い
る
。
思
想
史
研
究
に
お
け
る
天
罰
論

の
射
程
は
、
前
近
代
の
災
害
観
念
を
史
料
実
証
的
に
跡
付
け
、
も
っ
て

近
現
代
を
相
対
化
す
る
と
い
う
こ
と
以
上
に
、
歴
史
（
過
去
）
を
叙
述
す

る
研
究
者
の
〈
倫
理
〉
と
い
う
領
域
に
こ
そ
達
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の

だ
。
天
罰
論
は
、「
過
去
に
学
ぶ
」
と
い
う
姿
勢
の
意
味
を
鋭
く
問
い
か

け
、
3
・
11
以
降
の
思
想
史
叙
述
の
有
り
方
を
も
照
ら
し
出
す
の
だ
。
末

木
氏
が
抱
え
込
ん
だ
天
罰
論
は
、
本
書
を
以
っ
て
し
て
も
、
い
ま
だ
終
わ

ら
ず
、
残
さ
れ
た
問
題
と
し
て
あ
る
よ
う
に
評
者
に
は
思
わ
れ
る
。

五

　

以
上
、
本
書
は
末
木
氏
の
従
来
か
ら
の
研
究
対
象
で
あ
っ
た
安
然
思
想

の
、
草
木
成
仏
論
を
主
軸
に
し
た
概
説
化
に
決
し
て
止
ま
ら
な
い
も
の
で

あ
り
、
著
者
な
り
に
真
摯
に
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
問
題
と
も
向
き
合
い
、
考

え
た
成
果
で
あ
る
と
評
せ
よ
う
。
最
近
、
末
木
氏
は
思
想
史
か
ら
哲
学
へ

と
い
う
こ
と
を
語
っ
て
お
り
、
哲
学
者
と
し
て
の
相
貌
を
見
せ
つ
つ
あ
る

よ
う
だ
。
本
書
も
、
伝
統
思
想
を
も
と
に
し
た
独
自
の
哲
学
の
構
築
途
上

に
あ
る
た
め
、
平
易
な
語
り
口
で
は
あ
る
の
だ
が
、
抽
象
的
で
分
か
り
に

く
い
所
も
あ
る
。
と
は
言
え
、
メ
ッ
セ
ー
ジ
性
が
や
た
ら
と
先
行
す
る
環

境
言
説
や
、
あ
た
か
も
即
効
性
が
あ
る
か
の
よ
う
に
見
せ
か
け
た
環
境
思

想
は
浅
薄
な
も
の
で
あ
る
。
迂
遠
な
よ
う
で
も
「
常
に
根
源
に
遡
り
、
総

体
的
な
世
界
観
の
中
で
、
自
然
を
考
え
、
そ
し
て
人
間
を
考
え
て
い
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
」（
一
八
三
頁
）
の
は
確
か
な
こ
と
で
あ
る
。
大
澤
真

幸
・
成
田
龍
一
両
氏
の
対
談
集
『
現
代
思
想
の
時
代
』（
青
土
社
、
二
〇
一

四
年
）
所
収
「
3
・
11
以
降
の
〈
世
界
史
〉
の
哲
学
」
で
は
、
震
災
以
後

の
哲
学
・
倫
理
学
的
知
の
無
力
や
、
思
索
の
深
ま
り
の
無
さ
へ
の
批
判
、
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そ
し
て
震
災
が
忘
却
さ
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
へ
の
危
惧
が
語
ら
れ
る
。
そ
の

意
味
で
も
、
立
ち
止
ま
る
こ
と
な
く
考
え
続
け
る
末
木
氏
の
、
よ
り
完
成

し
た
「
真
如
の
哲
学
」
が
登
場
し
て
く
る
日
に
期
待
し
た
い
。

　

付
記

　

ち
な
み
に
、
本
書
の
巻
末
「
参
考
文
献
」
に
は
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
さ
れ
て

い
な
い
が
、
草
木
を
有
情
（
人
間
）
と
同
じ
成
仏
の
主
体
と
捉
え
る
草
木

成
仏
論
に
、
豊
か
な
他
者
表
象
・
自
然
へ
の
想
像
力
と
い
う
視
座
か
ら
ア

プ
ロ
ー
チ
し
た
も
の
に
北
條
勝
貴
氏
「
草
木
成
仏
論
と
他
者
表
象
の
力
」

（
長
町
裕
司
他
編
『
人
間
の
尊
厳
を
問
い
直
す
』
上
智
大
学
、
二
〇
一
一
年
）

が
あ
る
。
ま
た
北
条
氏
に
は
、
具
体
的
な
神
話
や
寺
社
縁
起
説
話
を
分
析

し
、
人
外
の
存
在
（
動
植
物
）
へ
の
ポ
ジ
シ
ョ
ニ
ン
グ
や
ヒ
ト
中
心
主
義

の
相
対
化
を
め
ぐ
る
諸
論
稿
も
あ
る
。
末
木
氏
と
北
條
氏
の
立
場
は
容
易

に
は
交
わ
ら
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
本
書
を
、
他
者
性
の
根
源

た
る
真
如
の
哲
学
へ
向
け
た
原
理
論
と
す
れ
ば
、
他
者
（
自
然
）
が
如
何

に
物
語
ら
れ
る
か
を
分
析
し
、
そ
の
担
い
手
の
存
在
に
も
切
り
込
ん
で
ゆ

く
具
体
論
で
あ
る
北
條
氏
の
一
連
の
研
究
は
、
有
効
な
相
補
性
を
持
つ
と

も
言
え
よ
う
。

 

（
金
城
学
院
大
学
准
教
授
）

井
上
泰
至
著

『
近
世
刊
行
軍
書
論
─
教
訓
・
娯
楽
・
考
証
』

（
笠
間
書
院
・
二
〇
一
四
年
）

小 

川
　
和 

也

一
　
な
ぜ
軍
書
は
研
究
さ
れ
な
か
っ
た
の
か
？

　

本
書
の
「
お
わ
り
に
」
に
、「
刊
行
軍
書
は
そ
の
外
縁
た
る
、
歴
史
と

文
学
の
境
界
」
に
あ
る
、
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
軍
書
は
日
本
文

学
と
歴
史
学
の
研
究
対
象
で
あ
る
。
が
、
こ
こ
で
は
歴
史
学
の
立
場
か
ら

評
し
た
こ
と
を
、
あ
ら
か
じ
め
お
断
り
し
て
お
く
。

　

ひ
と
つ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
か
ら
始
め
よ
う
。

　

四
年
ほ
ど
前
、
北
海
道
の
大
学
に
勤
務
し
て
い
た
と
き
、
マ
イ
ク
ロ
バ

ス
で
学
生
た
ち
と
日
高
地
方
の
平び
ら

取と
り

町
二に

風ぶ

谷た
に

を
訪
れ
た
。
二
風
谷
地

区
は
沙
流
川
沿
い
の
山
間
部
で
あ
っ
た
。
そ
こ
は
ア
イ
ヌ
民
族
の
「
聖

地
」
で
あ
る
。
か
つ
て
、
ア
イ
ヌ
の
儀
礼
に
重
要
な
沙
流
川
の
ダ
ム
建
設

に
は
反
対
運
動
が
起
こ
っ
た
。

　

平
取
町
立
二
風
谷
ア
イ
ヌ
文
化
博
物
館
と
萱
野
茂
二
風
谷
ア
イ
ヌ
資
料

館
を
見
学
、
そ
の
後
、
バ
ス
に
乗
り
移
動
、
ほ
ど
ち
か
い
義
経
神
社
に
向

か
っ
た
。
ア
イ
ヌ
の
聖
地
と
義
経
神
社
。
一
見
、
な
ん
の
関
係
も
な
い
よ

う
だ
が
、
実
は
そ
う
で
は
な
い
。
こ
の
神
社
は
、
源
義
経
が
衣
川
の
合
戦
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