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「
草
木
国
土
悉
皆
成
仏
」の
思
想

　

50
年
ほ
ど
前
、
私
は
来
日
し
た
イ
ギ
リ
ス

の
歴
史
学
者
、
ア
ー
ネ
ス
ト
・
ト
イ
ン
ビ
ー

と
対
談
す
る
機
会
を
得
た
が
、
そ
こ
で
彼
は

次
の
よ
う
に
語
っ
た
。

　

17
世
紀
以
後
、
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
の
西
端

に
存
在
す
る
西
洋
諸
国
が
科
学
技
術
文
明
に

よ
っ
て
軍
事
力
と
経
済
力
を
高
め
、
世
界
を

征
服
し
た
。
そ
し
て
科
学
技
術
文
明
を
採
用

し
な
い
非
西
洋
諸
国
は
、
西
洋
の
強
国
の
植

民
地
に
な
る
運
命
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
。
し
か
し
日
本
は
い
ち
早
く
科
学
技

術
文
明
の
卓
越
性
を
認
め
、
み
ご
と
に
富
国

強
兵
を
成
し
遂
げ
た
。
こ
の
よ
う
に
20
世
紀

ま
で
は
、
非
西
洋
諸
国
が
西
洋
の
生
み
出
し

た
科
学
技
術
文
明
を
採
用
す
る
こ
と
を
余
儀

な
く
さ
れ
た
が
、
21
世
紀
以
降
は
、
非
西
洋

諸
国
が
科
学
技
術
文
明
を
採
り
入
れ
な
が
ら
、

自
己
の
伝
統
的
文
明
の
原
理
に
従
っ
て
新
し

い
文
明
を
樹
立
す
る
べ
き
だ
と
。

　

し
か
し
こ
の
時
ト
イ
ン
ビ
ー
は
ま
だ
、
科

学
技
術
文
明
の
も
た
ら
し
た
環
境
破
壊
と
い

う
人
類
の
存
亡
に
も
関
わ
る
問
題
に
十
分
気

付
い
て
い
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
以

後
、
環
境
破
壊
は
急
速
に
進
ん
だ
。

　

こ
の
西
洋
の
生
み
出
し
た
科
学
技
術
文
明

が
人
類
に
計
り
知
れ
な
い
恩
恵
を
も
た
ら
し

た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
そ
れ
は
、
か
つ

て
の
人
類
に
は
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
な

ま
っ
た
く
豊
か
で
便
利
な
生
活
を
実
現
さ
せ

た
の
で
あ
る
。
現
代
に
お
け
る
先
進
国
の
人

間
は
、
少
な
く
と
も
食
生
活
に
つ
い
て
は
中

世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
貴
族
並
み
の
暮
ら
し
を
し

て
い
る
。

　

私
は
、
こ
の
よ
う
な
科
学
技
術
文
明
を
基

礎
づ
け
た
の
は
、
近
代
哲
学
の
創
始
者
と
い

わ
れ
る
ル
ネ
・
デ
カ
ル
ト
で
あ
る
と
思
う
。

デ
カ
ル
ト
は
「
わ
れ
思
う
、
ゆ
え
に
わ
れ
あ

り
」
と
い
う
思
想
に
よ
っ
て
、
も
っ
と
も
疑

い
得
な
い
確
実
な
存
在
は
、
疑
っ
て
い
る
、

す
な
わ
ち
疑
わ
し
い
と
思
惟
し
て
い
る
「
わ

れ
」
で
あ
る
と
考
え
た
。
そ
し
て
そ
の
「
わ

れ
」
に
対
立
す
る
世
界
は
、
数
式
で
表
現
さ

れ
る
法
則
に
よ
っ
て
解
明
さ
れ
る
べ
き
自
然

世
界
で
あ
り
、
科
学
に
よ
っ
て
人
間
が
自
然

を
支
配
す
る
方
法
が
技
術
で
あ
る
と
彼
は
考

え
た
。

　

デ
カ
ル
ト
以
後
、
自
然
科
学
と
技
術
は
急

速
に
発
展
し
、
そ
の
結
果
、
人
類
の
自
然
支

配
は
見
事
に
完
遂
し
た
と
い
え
る
。
し
か
し

そ
の
人
類
の
自
然
支
配
が
完
遂
し
た
時
、
ま

さ
に
恐
る
べ
き
運
命
が
人
類
を
襲
っ
た
の
で

あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
危
機
を
い
か
に
し
て
克
服
す

る
べ
き
か
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
ト
イ
ン
ビ
ー

の
思
想
を
思
い
起
こ
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
非

西
洋
諸
国
は
西
洋
の
生
み
出
し
た
科
学
技
術

文
明
の
お
か
げ
で
近
代
化
を
遂
げ
た
と
す
れ

ば
、
今
度
は
、
自
己
の
文
明
の
伝
統
に
従
っ

て
新
し
い
文
明
の
原
理
を
思
索
し
、
こ
の
環

境
破
壊
と
い
う
危
機
に
直
面
し
た
現
代
文
明

を
救
う
べ
き
で
は
な
い
か
。

　

私
は
ト
イ
ン
ビ
ー
と
の
対
談
以
来
、
日
本

文
化
の
原
理
に
つ
い
て
考
え
続
け
て
き
た
が
、

日
本
文
化
の
原
理
は
「
草
木
国
土
悉
皆
成
仏
」

と
い
う
思
想
に
あ
る
こ
と
を
確
信
す
る
に

至
っ
た
。
日
本
は
、
農
耕
・
牧
畜
文
化
以
前

の
狩
猟
採
集
あ
る
い
は
漁
労
採
集
文
化
が
高

度
に
発
展
し
た
も
の
で
あ
る
縄
文
文
化
を
基

層
文
化
と
し
て
持
つ
が
、
お
そ
ら
く
そ
の
よ

う
な
縄
文
文
化
の
思
想
が
仏
教
に
影
響
を
与

え
て
出
来
た
の
が
「
草
木
国
土
悉
皆
成
仏
」

と
い
う
言
葉
で
表
現
さ
れ
る
天
台
本
覚
思
想

で
あ
る
と
私
は
思
う
。
そ
れ
は
、
動
物
は
も

ち
ろ
ん
植
物
も
、
国
土
す
な
わ
ち
地
球
や
鉱

物
す
ら
命
あ
る
も
の
で
あ
り
、
仏
に
な
れ
る

と
考
え
る
、
人
間
と
自
然
の
共
生
を
図
る
思

想
で
あ
る
。

　

プ
ラ
ト
ン
に
始
ま
り
デ
カ
ル
ト
に
受
け
継

が
れ
る
西
洋
思
想
の
根
底
に
は
、
人
間
は
他

の
動
植
物
よ
り
は
る
か
に
優
れ
て
い
て
、
そ

れ
ら
を
支
配
す
る
権
利
を
持
っ
て
い
る
と
考

え
る
思
想
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
人
間
中
心

主
義
の
思
想
で
は
環
境
破
壊
の
運
命
を
免
れ

る
こ
と
は
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

今
や
人
類
が
そ
の
よ
う
な
文
明
の
危
機
に

直
面
し
て
い
る
と
し
た
な
ら
ば
、
日
本
は
そ

の
危
機
を
克
服
す
る
た
め
の
原
理
を
提
案
し

て
、
西
洋
文
明
に
恩
返
し
を
す
る
べ
き
で
は

な
い
か
と
私
は
考
え
て
い
る
。
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