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心

敬

と

自

然

美

　
彼
の
反
仏
教
的
発
想

へ
の
理
解
の
試
み
　

井

手

恒

雄

闇

た
と
え
ば
赤
人
と

自
然
だ
と
か
、
西
行
と
自
然
だ
と
か
、
古
交
芸

の
或
る
作
家

に
よ

っ
て
描
か
れ
た
自
然
美

を
論
ず
る
こ
と
は
、
今
日

で
は
人

に
陳
腐
な

感
じ
を
さ
え
与
え
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
に
も
か

か
わ
ら
ず
わ
た
し
が
、
こ
こ
で

「
心

敬
と
自
然
美
」
と
い
う
題
を
か

か
げ
て
、

彼

の
作

品
で
取
り

扱
わ
れ

た
自
然
美

を
問
題
に
す
る
の

は
、
副

題
に
も
示
す
よ

う
に
、
そ
れ
を
通
じ
て
彼

の
、
遁
世
詩
人
と

し
て
は
案
外
と
考
え
ら
れ
そ
う
な
、
反
仏
教
的
発
想
と
で
も
い
う
べ

き
も
の
を
、
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
か

ら
で
あ
る
。
実
際
彼

は
普
通

に
、
最

も
仏
教
的
な

作
家
で
あ
る
と
さ
え
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ

の

彼
の
作
品

の
反
仏
教
的
な

太
質
を

わ
た
し

は
見

届
け

た
い
の
で
あ

る
。
反

仏
教
的
発
想

、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
に
つ
い
て
は
、
大
い
に

説
明

を
要
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
こ
の
小
論

の
全
体
を
通

じ

て
明

ら
か
に
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

本
稿
は
陥
稿

「
心
敬

(そ
の
作
品
の
非
仏
教
的
性
格
に
つ
い
て
)
」

(福
岡

女
子
大
学
発
行

『
文
芸
と
思
想
』
第

一
号
)

の
補
説

と
し
て
、
特

に
彼

の
自

然
美

に
対

す
る
態
度

に
焦
点

を
置

い
て
、
書

い
た
も

の
で
あ
る
。

×

×

何
よ
り
も
、
彼

の
作
品
に
つ
い
て
具
体
的

に
見
て
行
き
た
い
。

二
度
は
人
と
な
ら
じ

と
思
ふ
身
に

た
だ
月
に
め
で
花
に
暮
ら
さ
ん

(『竹
林
抄
』)

(以
下
に
引
用
す
る
も
の
も
み
な
『竹
林
抄
』
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。)

こ
れ
は

「
二
度
と
は
人
間
に
生
玄
腔
て
来

る
と
は
思
わ
れ
な
い
わ

が
身
な
の
だ
か
ら
」
と
い
う
句
に
、

「
た
だ

月
を
め
で
花
を
眺
め
て

暮
ら
そ
う
。
」

と
附

け
た
の
で
あ
る
。

ち

ょ
つ
と
考
え

る
ど
、
心

敬

は

「
自
分

は
遁
世

者

の
身
と
し
て
、
俗
世

の
わ
ず
ら
わ
し
さ
か
ら

の
が
れ
、
月
花

の
風
流
三
昧

に
日
を
暮
ら
そ

う
ぬ
」

と
い
っ
て
い
る

も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
普
通

に
心
敬
と
か
宗
舐
と
か

い
う
人
た
ち
が
、

「
い
わ
ゆ
る
僧
侶
と
呼

ぶ
べ
き
も
の
で
は
な
く
、

む
し
ろ
僧
衣
を
纒

っ
た
芸
術
家

と
呼
ぶ
べ
き
も
の
で
、
今
の
言
葉
で



い

う
知

識

人

、

イ

ン

テ
リ

ゲ

ン

チ

ャ
億
、

こ

の
頃

多

く

は

出

家

し

て

僧

衣

を
纒

う

こ
と

に
よ

っ
て

、
自

分

の
芸

術

家

と

し

て

の
自

由

な

、

生

活

を
楽

し
ん

だ

も

の
で

あ

る
。

」

な

ど

と

い
わ

れ

る

「
通

説

」

を
、

裏

つ

げ

る
も

の

の
よ

う

で

あ

る

。

が

、

果

た
し

て

そ

う
で

あ

ろ

う

か

。

わ

に
し

は
、

心

敬

の

こ

の
作

品

は
、

次

の
よ

う
な

他

の
人

の
作

と

対

比

し

て
考

え

て

み

る
必
要

が

あ

る

と

思

う

。

捨

つ

る
身

は
木

深

き

蔭

に
庵

し

め

て

う
き

世

の
月

よ

見

え

じ

眺

め

じ

専

順

こ

の
専

順

の
作

は

「
う
き

世

を
捨

て

た

わ

が
身

は
木

深

い
山

か

げ

に
庵

を

さ
だ

め

て
」

と

い
う
句

に
附

け
て

、

「
う

き
世

の
月

よ

。

わ

た

し

は
も

う

お
前

か

ら

見

ら

れ

ま

い
。

わ

た
し

も

お
前

を
眺

め

ま

い
。

」

と

い

っ
た
も

の
で

あ

る
。

こ

の
専

順

の
作

と

対

比

し
て

心

敬

の
そ

れ

は
、

ど

の

よ

う
な

意

味

を
持

つ
も

の
で
あ

ろ

う
か

。

専

順

は

山

里

に
遁
世

し

て

「
う

き

世

の
月

」

を

眺

め

ま

い
、

そ

う

い

う
も

の

,か

ら
身

を

か

く

そ

う
、

と

い
う
。

そ

れ

に
対

し

て

心
敬

は
同

じ

遁

世

者

と

し

て
、

た

だ
月

を
め

で

花

を

眺

め

て
暮

ら
そ

う
、

と

い

う
。

そ

の
相

違

は

た

だ

性

格

と

か

趣

味

と

か

だ

け

に
か

か

る
も

の

で
あ

ろ

う
か
。

専

順

の
句

の
中

で

、

問

題

に

さ

れ

な

け

れ
ば

な

ら

な

い

の
は
、

「
う

き
世

の
月

」

で
あ

ろ

う
。

「
う
き

世

の
月

」

と

は
何

か
。

ま
ず

以

て

「
う
き

世

の
月

」

は
、

「
う
き

世

の
」

「
月

」

で
あ

り

、

た

し

か
に

「
う
き
世
の
し

と
限
定

さ
れ
た

「
月

」

で
あ
る
。

こ
の
場
合

「
う
き
世

の
」
と
い
伊つ
語
は
、
た
だ
何

と
な
く
無
意
味

に
添
え
ら
れ

た
も

の
で
は
な
い
に
ち
が

い
な
い
。
た
だ
何
と
な
く
無
意
味
に
添
え

ら
れ
た
も

の
の
よ
う
に
考
え
る
の
で
は
、

も
と
も
と

一
語
々
々
が
生

あ
持
ち
、
決

し
て
他

の
語
で
は
代
用
さ
れ
な
い
微
妙

な
言
葉

の
配

列
か
ら
成
る

、
連
歌
芸
術
の
す
ぐ
れ
た
作
品
を
正
し
く
味
わ
う
こ
と

に
な
る
ま
い
。
で
は
な
ぜ
専
順

に
お
い
て

「月
」
が

「
う
き
世
の
」

と
限
定
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
思
う
に
そ
れ
は
、
専
順
に
お
い
て

は

「
月
」
が
ま
さ
に

「
う
き
世

の
」
と
限

定
さ
れ
る
に
ふ
さ
わ
し
い

も
の
で
あ

っ
た
か

ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
何
を
意
味
す
る
か
と
い

う
に
、
専
順
の
遁
世
者
と
し
て
の
自
覚
と
し
て
、

も
と
も
と

「
月
」

は

「
う
き
世
の
」

も
の
で
あ
り
、
月
を
め
で
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と

は
俗
人

の
仕
わ
ざ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
そ

う
見
て
こ
そ
、
山
里
に
隠
れ
て
月
か
ら
見

ら
れ
ま
い
、
自
分
も
見
ま

い
と
い
う
、
彼
の
遁
世

者
ら
し
い
決
意
に
満
ち
た
境
地
が
、
う
か
が

わ
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
ろ

う
。

さ
て
、
そ
う
い
う
専

順
の
作
に
対
し
て
、
心
敬
σ
そ
れ
は
ど
う
で

あ
ろ
ヶ
か
。
そ
れ
を
仮
り
に
前
記
の
通
り
、

「
俗
世

の
わ
ず
ら
わ
し

さ
か
ら
の
が
れ
て
月
花
の

風
流
三
昧
に
日
を
暮
ら
そ
う
。」
と
い
う
よ

う
な
も

の
だ
と
し
よ
う
。

そ
う
す
る
と
、

心
敬

に

お

い
て

月

(及

び
花
)
は
、
専
順
の
場
合
考

え
ら
れ
た

よ
う
に
世
俗
的
な
も
の
で
は

な
く
な
り
、
逆
に
遁
世
者

に
の
み
そ
の
享
受

を
許
容
ざ
れ
た
、脱
俗
的



な
も
の
と
な
る
。
同
じ
月
が
、

一
人

の
遁

世
者

に
お
い
て
は
厭
う
べ

き
世
俗

の
も

の
で

あ
り
、
他

の

一
人
に
お
い
て
は
愛
す
べ
き
脱
俗
の

友
で
あ

る
、
と
い
う
こ
と
が
許
さ
れ

る
で
あ
ろ
う
か
。
普
通

に
は
そ

れ
が
許

さ
れ
て
い

る
。
心
敬

の
句
を
専
順
の
そ
れ
と
対
比
す
る
と
い

う
、
わ
た
し
の
望
む
手
続
き
を
経
た

上
で
は
な
い
が
、
世
を
遁
れ
て

風
流
三
昧
に
遊

ぶ
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
、

中
世
遁
世
詩
人

(そ
れ

は
国
文
学
者
の
間
で
は
い
わ
ゆ
る
『
隠
者
』と
し
て
特
別
扱
い
さ
れ
る
の
が
常
で

,

あ
る

)
の

中
世

遁
世

詩
人

た

る
所

以

の

「
自

由

」

で

あ

る

と
考

え

ら

れ

て

い

る
。

中

世

遁

世

詩

人

の

「
自

由

」

と

は
、

果

た

し

て

そ

の
よ

う
な

も

の

で
あ

ろ

う

か
。

こ

こ

で
私

見

を

の

べ

る
と

、

同

じ

月

が

、

一
人

の
遁

世

者

に
お

い

て

は
厭

う

べ

き
世

俗

の
も

の

で
あ

り

、

他

の

一
人

北
お

い
て

は
愛

す

べ
き

脱

俗

の
友

で

あ

る
、

と

い
う

よ

う
な

こ

と

は
許

さ

れ

な

い
。

と

い
う

よ

り

、

心
敬

と

い
う

よ

う

な
人

に
お

い
て

、
月

が

愛

す

べ
き

脱

俗

の
友

で

あ

っ
た
と

考

え

る

の
は
、

今

日

に
お

け

る
常

識

の
誤

謬

と

い

う
も

の
で

あ

る
。

ち

ょ

つ
と
考

え

る

と

そ

う
思

わ

れ
そ

う
な

と

こ

ろ

で
あ

る
が

、

そ

れ

は

古

人

の
心

理

を
現

代

人

の
そ

れ

で
類

推

す

る

こ

と

か

ら

生

じ

た

、

大

き

な
誤

り

で
あ

る
。

思

う

に
、

心

敬

そ

の
人

に
お

い
て

も

、
月

は
厭

う

べ

き

世

俗

の
も

の

で
あ

っ
た
が

、

彼

は
そ

の
世

俗

の
も

の
を

捨

て

る

に

し

の
び

ず

、

む

し

ろ
そ

れ

を

め

で

て
暮

ら

し

た

い

と

い

う

の

で
あ

る
。

わ

れ

わ

れ

は
今

日
、

「
二
度

は
人

に
な

ら

じ

」

と

い

う
表

現

の
意

味

を
、

辛

う

じ

て

理

解

し
得

て

い
る
。

辛

う

じ

て

、

と

い

う

の

は
、

二

度

と

人

間

に
生

ま

れ

て

は

来

ま

い
と

い
う

よ

う
な

感

覚

は
、

古

人

の
も

の

で
あ

っ
て

、

決

し

て

現
代

人

た

る
わ

れ
わ

れ

の
も

の
で

は

な

い
か

ら

で

あ

る
。

昔

の
人

は
輪

廻

転

生

と

い

う

こ
と

を
信

じ

て

い
た

と

知

っ
て
、

は

じ

め

て

古

人

の
句

も

理

解

で
き

る

と

い
う

も

の
で

あ

る

。
同

じ

よ

う

に
、

「
た
だ

月

に
め

で
花

に
暮

ら

さ

ん

」

に

つ

い
て

も

、

現
代

人

と

は
全

然

異

な

る
古

人

の
物

の
考

え

方

感

じ

方

の
あ

る

こ
と

を

、
知

ら

ね

ば

な

る

ま

い
。

古

人

は
、

遁

世

者

が
自

由

の
身

に

な

っ
て

月
花

を
め

で

る

と

い

う

よ

う

な

こ

と

を
、

信

じ

な

か

っ
た

に

ち

が

い
な

い
。
彼

ら

は

せ

い
ぜ

い
、

世

俗

の
わ

ず

ら

わ

し

さ
か

ら

解

放

さ

れ

て
自

由

で
あ

る

べ
き

遁

世

者

が
、

ま

だ

月

花

の
美

に
執

を

と

ど

め

て

い

る

こ
と

よ
、

と

い

う
感

じ

方

を

し

た
も

の
と

思
わ

れ

る

。

こ

こ
で
、

心

敬

に
先

立

っ
て
同

じ

「
隠

者

」
、
の
糸

譜

に

つ
ら

ね

ら

れ

る
兼

好

そ

の
人

が

、
「
な

に
が

し

と

か

や

い
ひ

し
世

捨

人

の

『
こ
め

世

の
ほ

だ

し
も

た

ら

ぬ
身

に
た

だ

空

の

名

残

の

み
ぞ

惜

し
き

。

』

と

い

ひ

し

こ
そ
、

ま

こ

と

に

さ
も

覚

え

ぬ

べ

け

れ
。

」

(
何
某
と
か

い

っ

た
遁
世
者
が
、

「
自
分

は
う
き
世

の
執
着
は
す

べ
て
断
ち
去

っ
た

つ
も
り
な

の

に
、
た
だ
四
季

の
風

物

の
魅

力
だ
け
は
捨
て
か
ね
て

い
る
。
」

と

い
っ
た

の

こ
そ
、

い
か
に
も

そ
う
あ
ろ
う
と
、
わ

た
し
も
思

う
。
)

と

い

っ

て
い
る

こ

と

を

、
考

え
合

わ

せ

る

べ
き

と

こ

ろ

で

あ

る

と

思

う

。

心

敬

の
作

品

に

は
、

た

し

か

に

「
自

由

」

の
名

で

呼
ば

れ

る

に
足

る
も

の
が

あ

る
。

そ

の

「
自

由

」

は
、

彼

の
芸

術

を

価

値

あ

る
も

の



た

ら

し

め

て

い
る

。

し
か

し

わ

れ

わ

れ

は
彼

の

「
自

由

し

が

ほ

ん

と

う

の
と

こ
ろ

ど

う

い

う
も

の

で

あ

り
、

何

に
対

す

る
も

の

で
あ

る
か

を

知

ら

ね
ば

な

ら

な

い
と

思

う
。

つ
づ

け

て
私

見

を

の

べ
る

と
、

心

敬

の

「
た
だ

月

に
め

で
花

に
暮

ら

さ
ん

」

は
、

当

時

の

仏
教

の
禁

欲

主

義

に
対

し

て
自

然

愛

好

の

「
自

由

」
を

う

た

っ
た

も

の

と

し

て
、

そ

う

い
う

禁
欲

主

義

に
対

す

る

ア

ン
テ

ィ

.
テ

ー
ゼ

と

し

て
、

重

要

な

意

味

を

持

つ
の

で
あ

る
。

そ

れ

は
専

順

の
作

と
比

べ

て

ど

う

か

と

い
う

に
貞

よ

り

「
自

由

」

な

気

持

を

う

た

っ
た

も

の
で

あ

り

、

そ

で
に

こ

の
心

敬

の
作

の
注

意

す

べ
き

も

の
も

あ

る

の
で

あ

る
。

わ

た

し

は
心

敬

の

「
た
だ

月

を

め

で
花

に
暮

ら

さ
ん

」

は
、

次

の

よ

う
な

作

晶

と
も

対

比

し

て

み

る
が

よ

い

と
考

え

る
　

。

な

ほ

た
つ

ね
入

る
奥

の
山
寺

し

き

み

つ
む

峯

に

は
春

の
花

も

な

し

智

藩

こ

れ

は
、

「
人

里

を

一
層

離

れ

た
奥

山
寺

を

た
ず

ね

て

い
く
。

」

と

い

う
句

に
、

「
仏

前

に

供

え

る
樒

を

つ
む

峯

に

は
村

里

の

よ

う

に

咲

き
匂

う

桜

と

て

も

な

い
。

」

と

附

け

た
も

の

で
あ

る
。

樒

と

い

う

も

の
は
、

最

も

地
味

な

も

の
で

あ

る
。

そ

れ

は
わ

れ
わ

れ
現

代

人

に

も

仏

前

の
も

の

と

し

て
印

象

づ

け

ら

れ

て

い

る
も

の

で
あ

る
が

、

遁

糧

者

が

日
夜

礼
拝

す

る
仏

前

に

は
、

そ

れ

さ

え

あ

れ
ば

よ

か

っ
た

の

で

あ

る
。

「
花

」

(
桜
)

は

「
月

」

が

そ

う

で
あ

っ
た

よ

う

に
、

い

わ

ば

世

俗

の
も

の

と

し

て
、

そ

う

い

う

場

所

に

は

ふ

さ
わ

し
く

な

い
。
奥

山
の
峯
に
は
樒
が
あ
る
だ
け
で

「
春
の
花
」
も
な
い
と
い
う

の
は
、
少
く
と
も
表

面
的
に
は
決
然
た
る
遁
世
者

の
自
覚
を
詠
ん
で

い
る
の
で
あ
る
。

少
く
と
も
表
面
的
に
は
、

と
い
う
の
は
、
し
ば
し

ば

「
も
う
自
分
は
月
花

の
美
に
は
心
を
奪
わ
れ
ま
い
」

と
い
う
言
い

方
で
、
逆
説
的
に
禁
ぜ
ら
れ
た
も

の
へ

の
あ
こ
が
れ
が
表
現
さ
れ
る

か
ら
で
あ
る
。

な
ぜ
月
や
花
、が
そ

れ
ほ
ど
ま
で
に
厭
わ
れ
た
か
と
い
う
に
、
そ
こ

が
中
世
仏
教

の
禁
欲
主
義
な
の
で
あ

る
。
ま
さ
か
そ
れ
ほ
ど
で
も
な

か

っ
た
ろ
う
と
い
う
の
は
、

現
代
人

の
心

理
で
あ

る
。

か
の
西
行

が
、

「
花

に
染
む
心

の
い
か
で
残
り
け
ん
捨

て
果
て
て
き
と
思
う
わ

が
身
に
」
と
詠
ん
だ

こ
と
と
思
い
合
わ

せ
る
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
。

そ
の
荷
酷
な
禁
欲
主

義
と
対
決
し
つ
つ
、
心
敬
の

「
自
由
」
精
神
は

「
月
に
め
で
花
に
暮
ら
さ
ん
」

の
句
を
生
ん
だ
。
そ
こ
が
尊
い
の
で

あ
る
。
そ
う
見
て
こ
そ
心
敬

の
芸
術
の
よ
さ
、
有
難
さ
も
わ
か
る
と

い
う
も
の
で
あ
る
。

心
敬

の

「
た
だ

月
に
め
で
花
に
暮
ら
さ
ん
」
は
、
ま
た
次
の
よ
う

な
彼
自
身

の
作
品
と
対
比
し
て

考
え
る
が
よ
い
と
思
う
。

世
の
う
き
ふ
し
に
桜
ち
る
山

身

こ
そ
あ
れ
思
ひ
捨

つ
べ
き
春
も
な
し

こ
れ
は

「
う
き
世
を
厭

い
捨
て
よ
う
と
す

る
折
ふ
し
山
里
に
は
桜

が
美
し
く
散
る
」
と

い
う
句

に
、

「
わ
が
身
を
捨
て
る
こ
と
は
で
き

て
も
春
に
そ
む
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
」
と

つ
け

た
も
の
で
あ
る
。



遁
世
者

に
と

っ
て
花
に
彩
ら
れ
る
春
は
、
も
と
も
と
厭
離
す
べ
き
も

の
で
あ

る
の
に
、
心
敬
は
、
そ
れ

が
捨
て
ら
れ
そ
う
に
も
な
い
と
歎

く
の
で
あ
る
。
こ
の
歎
き
は
、
彼
が

「
月
に
め
で
花
に
暮
ら
さ
ん
己

の
境
地

に
到
達
す
る
ま
で
に
経
験
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
苦
悩

O

で
あ
る
。
遁
世
者
と
し
て
、
散
る
花

に
心
を
う
ば
わ
れ
る
こ
と
は
轡

め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ

っ
た

れ
ば
こ
そ
、
こ
の
歎
き

も
生
ま
れ
た
の
で

あ
る
。

遁
世
者
ら
し
か
ら

ぬ
官
能
の
動
き
を
自
ら
答
め
な
が
ら
、
心
敬
が

つ
い
に

「
月
に
め
で
花
に
暮
ら
さ
ん
し

の
境
地
に
た
ど
り

つ
い
た
と

い
う
こ
と
は
、

注
意
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
彼

の

「月

に
め

で
花
に
暮
ら
さ
ん
」
が
、
ち
ょ

つ
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
呑
気
な
も

の
で
は
な
い
こ
と
を

教
え
る
だ
け
で
な
く
、
彼

の
他

の
す
ぐ
れ
た
作

の
す
べ
て
が
、

当
時
の
仏
教
思
想
と
切
実
に
対
決
し
つ
っ
作
ら
れ
て

行

っ
た
事
実
を
示

唆
す
る
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

さ
て
、
心
敬
の
自

由
精
神
が
当
時
の
仏
教

の
禁
欲
主
義
と
対
決
す

る
こ
と

に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
と
か
、
彼
の
芸
術
が
反
仏

教
的
な
発
想

を
盛
る
も
の
で
あ
る
と

か

い
う
こ
と
に
対
し
て
は
、
異
論
が
あ
る
と

と
と
思
わ
れ
る
。

そ
れ
は
、
仏
教
の
禁
欲
主
義
と
対
決
す
る
と
か
、

反
仏
教

的
発
想
と
か
い
っ
て
も
、

心
敬
の
立
場

は
、
そ
れ
は
そ
れ
な

り
に

一
つ
の
仏
教

的
な
も
の
で
は
な
い
か
、

と
い
う
の
で
あ
る
。
実

は
、
こ
の
不
審
＝

反
論

に
答
え
る
の
が
、
本
稿
の
重
要
な
目
的
で
あ

る
ど

い
っ
て
も
よ
い
・
わ

た

し
と
し
て
は
・
心
敬

の
作
品

の
妙
味
を

知
る
前
提
と
し
て
、
月
花

の
風
流
を
妄
執
と
し
て
斥
け
た
当
時
の
仏

教
の
禁
欲
主
義

の
実
態
が
認
識

さ
れ
れ
ば
そ

れ
で
よ
い
よ
う
な
も

の

で
あ
る
が
、
し
か
し
そ

の
た
め
に
も
心
敬

の
立
場
を

一
種
の
宗
教
的

立
場
だ
と
す
る
こ

と
に
は
、
や
は
り
反
対
し
な
い
で
は
い
ら
れ
な
い

の
で
あ
る
。
今
日
、

「
我

々
の
祖
先
の
精
神
生
活
の
内
に
自
然
が
、

殆
ど
宗
教
に
於
け
る
そ
れ
に
等
し
い
一
種
の
救
済
者
と
し
て
の
働
き

を
な
し
て
来
た
事

実
し
を

以
て

「
独
特

の
、

恐
ら
く
は
最
も
日
本
的

と
呼

ぶ
こ
と
を
許
さ
れ
る

で
あ
ら
う
心
境
し
で
あ
る
と
す
る
考
え
が

あ
り
、
多
数
の
支
持
を
受

け
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ

れ

に

従

え

ば
、世
を
遁
れ
て
風
流
三
昧

に
日
を
暮
ら
す

(実
は
心
敬
の
境
地
は
い
わ

ゆ
る

「風
流
三
昧
」
で
は
な
い
の
で
あ
る
が
)
と
い
う

の
が
、

一
種
の
宗

教
的
態
度
だ
と
い
え
な
い
こ
と
は
な
い
。
し
か
も
わ

た
し
が
、
そ
う

い
う
考
え
方
に
反
対
し
な

い
で
は
い
ら
れ
な

い
と
い
う
の
は
、
そ
れ

で
は
ほ
か
な
ら
ぬ
心
敬

の
作
品

の
独
特

の
持
ち
味
を
、
結
局

の
と
こ

ろ
生
か
し
て
味
わ
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
思
わ

れ
る
か
ら
で
あ
る
。

一
つ
の
宗
教
論
と
し
て
、
月
花
を
愛

す
る

こ
と
が
宗
教

に
通
じ
る

と
考
え
て
は
な
ぜ
い
け
な
い
か
、

と
い
う
よ

う
な
こ
と
を
議
論
し
出

す
と
、
き
り
が
な
い
。
わ
た
し
は
、

「
独
特

の
、
恐
ら
く
は
最
も
日

的
と
呼

ぶ
こ
と
を

許
さ
れ
る
で
あ
ら
う
心
境
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と

齢



に
、

は
じ
め
か
ら
疑
問
を
持

つ
。

そ
う
考
え
る
こ
と
自
体
が
、

「
独

特
」
と
か

「
日
本
的
」
と

か
い
わ
れ
な
い
に
し
て
も
、
わ
れ
わ
れ
日

本
人

の
特
に
陥
り

や
す
い
誤
り
で
は
な
い
か
と
思
う
。
と
は
い
う
も

の
の
こ
の
議
論
は
、

「
そ
う
考
え
て
も
別
に
悪

い
こ
と
は
な
い
で
は

な
い
か
」
と
い
う
よ
う

な
こ
と
に
な
る
の
が
、
落
ち
で
あ
る
。
そ
こ

に
行

く
と
、
具
体
的
な
作
品
の
解
釈
乃

至
鑑
賞

の
問
題
と
な
る
と
、

そ
う

い
う
曖
昧
な
こ

と
で
は
す
ま
さ
れ
な
く
な
る
。
わ
た
し
は
、
古

文
芸
研
究
と
い
う
も
の
の
意
義
が
そ

う
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
は

な
い
か
と
考
え
る
。

こ
こ
で
さ

ら
に
、
不
用
意
に
よ
め
ば
心
敬
に
お
い
て
は
自
然
美
を

愛
す
る
こ
と
が
そ
の
ま
ま
宗
教
に
通
じ
て
い

た
と
考
え
ら
れ
そ
う
な

例
を
添
え
て
、

私
見
を

つ
づ
け
た
い
。

春

の
夜
残
る
し
の
の
め
の
月

心
さ
へ
ほ
の
め
く
花

の
か
げ
に
ね
て

野
辺
も
緑

の
春
を
知

る
こ
ろ

ひ
ば
り
暗
く
あ
し
た
に
草
の
戸
を
あ
け
て

こ
の
二
つ
の
連
歌

の

う
ち
、
前
者
は

「
春
の
夜
は
明
け
方
近
く
な

っ
た
が
し
の
の
め
の
月
が
名
残
り
を
と

ど
め
て
い
る
。
し
と
い
う
句

に

「
自
分
は
今
を
盛

り
と
咲
き
匂

う
桜
の
下

に
野
宿
し
て
心
も
浮
き

浮
き
す
る
」
と

つ
け
た
も
の
で
あ
る
。

後
者
は
、

「
野
辺
も
春
の
気

配
を
さ
と
っ
て
緑

の
衣
裳
を
ま
と
う
こ
ろ
で
あ
る
。
」
と
い
う
の
に

「
ひ
ば
り
の
暗

く
朝
草
庵

の
扉
を
あ
け
て

一
歩
外
に
出
る
と
」
と
つ

け
た
も
の
で
あ
る
。

い
ず
れ
も
切
実

に
自
然
羨

へ
の
愛
着
の

心
を
よ
ん

だ
も
の
で
、

「
た
だ
月

に
め
で
花

に
暮
ら
さ
ん
」

の
気
持
を
、
-さ
ら
に
具
体
化
し

た
も
の
と
な

っ
て

い
る
。

こ
こ
で
心
敬
は
、
も
う
ど
う
す
る
こ
と
も

で
き
な
い
気
持
で
、
自
然
に
見
入

っ
て

い
る
。

こ
う
い
う
境
地
を
、

な
ぜ

一
種

の
宗
教

的
な
も
の
と
し
な
い
で
、
逆
に
反
仏
教
的
な
も
の

と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
あ
ろ
う
か
。

わ
た
し
が
思
う
に
、
心

敬

の

「
心
さ

へ
ほ
の
め
く
花
の
か
げ
に
ね
て
」

「
ひ
ば
り
喘
く
あ
し

た
に
草
の
戸
を
あ
け
て
」

な
ど
の
境
地
が
、
宗
教
的
な
も
の
で
あ
る

と
い
う
か
ら
に
は
、

そ
れ
は

一
つ
の
安
定
し
た
も
の
、
安
住
す
る
に

足
る
も
の
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
が
遁
世
者

の
も
の
と
し
て
悟

道

の
深
さ
を
示
す
も
め
で
は
あ

っ
て
も
、

決
し
て
僧
侶
ら
し
か
ら
ぬ

も

の
と
し
て
非
難
さ
れ
た
り
、

自

ら
恥
じ

ら
れ
た
り
す

べ
き
も

の
で

あ
る
は
ず
は
な
い
。
と
こ
ろ
で
実
際
は
ど
う
で
あ
る
か
。
一
体

こ
れ
ら

の
境
地
は
、
花
と
月
と
の
風
情
を
満
喫
し
春

の
夜
明
け
の
快

感

に
心

を
躍
ら
せ
る
人

の
気
持
が
み
ご
と

に
う
た
わ
れ
て
い
る
と
い
う
よ
う

な

も
の
で
あ
ろ
う
か
。
何
も
の
に
も
わ
ず
ら

わ
さ
れ
な

い
遁
世
者

の

心
境
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ

う
で
は
な

い
と
わ
た

し

は
思
う
。

こ
れ
ら
は
、
い
わ
ゆ
る
自
然
美
が

「
遁
世
し
た
自
分
で
は

あ
る
の
に
」
と
い
う
気
持
で
眺
め
ら
れ
、

そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
に
切
実

に
捉
え
ら
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
思
う
。
そ

れ
は

「
い
か

に
も
遁
世
者
ら
し
い
」
と
い
わ
れ
る
も
の
で
な
く
て
、
逆

に

「
遁
世



者
ら
し
く
な
い
」
と
い
わ
れ
惹
べ
き
性
質

の
も
の
で
あ
る
と
思
う
。

前
述
の
よ
う
に
、
「
身
こ
そ
あ
れ
思
ひ
捨
う
べ
き
春
も
な
し
」
と
、

殖
世
者
ら
し
か
ら
ぬ
官
能
の
動
き
を
振
り
捨

て
得

ぬ
こ
と
を
歎
き
、

や
が
て

「
月

に
め

で
花

に
暮
ら
さ
ん
」
の
境
地
に
到
達
し
得

た
心
敬

が
、

さ
ら
に
次
ぎ
次
ぎ
と

こ

の
よ
う
な
美
し
い
憧
憬

の
世
界
を
詠
ん

で
行

っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
、
仏
教

の
禁

欲
主
義
と
対
決
し
つ
つ
や

が
て
そ
れ
か
ら
抜

け
出
て
行

っ
た
過
程
な
ど
、
い
わ
ゆ
る

「
宗
教
的

自
然
観
」
で
は
把
握
で
き
な
い
で
あ
ろ

う
と
思
う
の
で
あ
る
。

一
つ
の
讐
喩
を
用

い
て
言
う
な
ら
、
こ
れ
は
今
日

一
人

の
僧
侶
が

魚
釣
り
を
好
ん
で
、
仏
事

の
暇
を
見
て

は
川
や
海
に
通
う
よ
う
な
も

の
で
あ
る
。

魚
釣
り
と
い
え
ば
、

「
糸
を
垂
.れ
て
水
面
を
見
つ
め
て

い
る
気
持
は
宗
教
に
通
じ
る
」

な
ど

と
よ
く
い
わ
れ
る
も

の
で
あ

る
が
、

こ
の
場
合

は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
わ
れ
わ
れ
は
、
魚
釣
り
が

宗
教

に
通
じ
る
か
ど
う
か
を
論
じ
る
前
に
、

一
体
そ
の
よ
う
な
所
業

が
.個
侶
と
し
て
何
を

意
味
す
る
か
を
問
題

に
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
わ

た
し
は
現
代

の
仏
教
界

の
実
状
を
知
ら
な

い
が
、
多
く
の
僧
侶
は
、

酒
を
飲
ん
で
も
怪
し

ま
れ
な
い
と
同
様
に
、
魚
釣
り
を
し
て
も
不
審

が
ら
れ
な
い
ま
で
に
、

世
の
中

は
開
け

て
い
る

の
で
は

あ
る
ま
い

か
。

し
か
も
か
り

に
そ
う
で
あ
る
と
し
て
も
、
か

っ
て
重
罪
と
さ
れ

た
殺

生
戒
が
、
ど

の
よ
う
に
し
て
解
消
さ
れ
た

か
に
こ
そ
わ
れ
わ
れ

は
興
味
を
持

つ
べ
き
で
あ

っ
て
、
そ
こ
で

「
釣
魚
三
昧
」
な
ど
と
い

う
、
便
利
な
る
が
ゆ
え
に
曖
昧

な
概
念
を
弄
ん
で
、
事
が
ら
を
混
乱

さ
せ
る
べ
き
で
は
あ
る

ま
い
。
と
同
様
に
わ
れ
わ
れ
の
心

敬

の
場

合
、
僧
侶
ら
し
く
な
い

(
そ
れ
は
実
際
今

日
の
僧
侶
が
酒
を
食
み
魚

釣
り
を
す
る
以
上
に
僧
侶
ら
し
く
な
い
)

彼

の
所
業
が
ど

の
よ
う
に

し
て
彼
の
す
ぐ
れ
た

「
詩
」
を
生
ん
だ
か
を
こ
そ
探
る
べ
き
で
あ

っ

て
、
そ

れ
を

「
風
流
三
昧

」

(乃
至

「宗
教
的
自
然
観
」
)
論

で
無
意

味

に
混
乱
さ
す
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
。

事
実
彼

の
作
品
は
、
そ
の
調

べ
の
中
に
今
日
の
僧

侶
が
平
気
で
魚
釣
り
を
す
る
の
と
異
な
る
、
不

安

の
お
の
の
き
が
あ
る
で
は
な
い
か
。

心
敬

の
作
品
に
お

け
る
反
仏
教
的
発
想

と
い
う
も
の
を
あ
ら
か
じ

め
理
解
し
て
置
か
な
い
と
、
そ
の
真
意

が
容
易
に
把
握

さ
れ
得
な
い

(ほ
ん
と
う
は
そ
の
作
品
を
厳
密
に
味
わ
え
ば
そ
れ
は
可
能
な
は
ず
で
あ
り
、

わ
れ
わ
れ
の
文
芸
論
は
そ
の
よ
う
に
作
品
か
ら
出
発
す
べ
き

も
の
な
の
で
あ

る
が
)
作
品
と
い
う
も
の

は
あ
る
よ
う
で
あ

る
。
と
い
う

の
は
、

一

体
連
歌
と
い
う
も

の
は
格
別

「
て
に
を
は
し
の
妙
味
を
重
ん
じ
る
も

の
で
あ
る
が
、
最
後

に
か
か
げ
た

作
品

の
、

「
野
辺
も
緑

の
春
を
知

る
こ
ろ
」

の

「
も

」
な
ど
、

そ
の
意
味
す

る
と
こ

ろ
は
微
妙
で
あ

る
。
そ
れ
は
ど
う

い
う

意
味

の

「
も
」

な
の
で
あ

ろ
う
か
。
そ

の

「
も
」

一
つ
に
よ

っ
て
、

こ
の
句
と
心
敬

の
附
句
と
は
ど

の
よ
う
に

生
か
さ
れ
る
と
い
う
の
で

あ
ろ
う
か
。
思

う
に
そ
れ
は
、

「
無
心

の

野
辺
も
春
な
知
る
時
節
で
あ
る
」
と
い
う
意

味
の

「
も
」
な
の
で
あ

る
。
全
体
は

「
非
情
の
野
辺
も
春
を
知
る
時
節
で
あ
る
。
自
分
も
遁

世
者
な
が
ら
魂
を
奪
わ
れ
ず
に
は
い
ら

れ
な
い
。
」
と
い
う
の
で
あ



る
。

ち

ょ

つ
と
考

え

る

と

こ
れ

は
、

「
ひ
ば

り

の
声

ば

か

り

で

な

く

緑

に
萌

え

出

る
野

辺

に

も
春

の
気

配

が

感

ぜ

ら

れ

る
。

」

と

い

っ
て

い
る

も

の

の
よ

う

で

あ

る
。

あ

る

い

は

ま

た

「
自

然

を

友

と

す

る
自

分

だ

け

が
春

の
訪

れ

に
浮

き

う
ぎ

す

る
ば

か

り

で

な

く

、

野

辺

も
春

の
来

た

こ
と

を
知

っ
て

緑

に
身

を

飾

っ
て

よ

ろ

こ
ん

で

い

る
。

」

と

い

っ
て

い
る

よ
う

で

も

あ

る
。

し
か

し
そ

う

い
う

解

釈

は

、

心

敬

の

真

の
詩

情

を

知

る
も

の

で

は

な

い
。
そ

う

い

う
も

の

で
あ

れ
ば

、
心

敬

と

い
う
人

が

尊

敬

さ

れ
、

文

芸

史

に
名

を

残

す

こ

と

は
な

か

っ
た

か

も

し

れ
な

い
。

そ

の
よ

う

な
解

釈

が

な

ぜ

信

ぜ

ら

れ
が

ち

で

あ

る

か

と

い
う

に
、

そ

れ
は

心

敬

と

い

う

よ

う

な

人

は

遁

世

し
て

風

流

三
昧

に
暮

ら

し

た

(
甚
だ
し

い
場
合

に
は
風
流
三
昧

に
暮
ら
し
た

い
た
め
に
遁

世

し
た
)

と
頭

か

ら

信

じ

て

、

彼

の
発

想

が

反

仏

教

的

な

も

の
で

あ

ろ

う
な

ど

と

は
、

考

え
も

し

な

い
か

ら

の
こ

と

で

あ

る

。

心

敬

の
反

仏

教

的

発

想

と

い

え
ば

、

奇

異

な

感

じ

さ

え
人

に
抱

か

せ

る
か

も

し

れ

な

い
が

、

彼

の
、

仏

教

の
禁

欲

主

義

に
堪

え

ら

れ

な

か

っ
た
気

持

、

結

局

は
そ

の
逆

の
も

の
で

あ

っ
た
詩

情

の
本

質
、

と

い

う

も

の
を
知

ら

な

い
と
、

こ
う

い

う
場

合

「
も

」

と

い

う

一
つ

の

言

葉

の
意
味

さ
え
、

正

し

く

は

理

解

さ

れ
な

い

の

で
あ

る
。

(
一
九
五
七
、
七
、

二
)

註

『
宗
教
的
自

然
観
の
展
開
』
(
家
永

三
郎
)


