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方
回
の
序
①
「
腹
に
一
物
、
背
に
荷
物
」

　

圜
悟
禅
師
の
弟
子
で
あ
る
大だ
い

慧え

宋そ
う

杲こ
う

禅
師
と
い
う
方
が
い
ま
し
た
。
天
才
肌

の
禅
師
で
、
雲
水
の
指
導
を
し
て
い
る

と
、
一
門
の
修
行
者
達
が「
碧
巖
録
」を

拠
り
所
に
し
て
そ
の
言
葉
尻
だ
け
捕
ら

え
て
わ
か
っ
た
気
に
な
っ
て
い
る
。

　

こ
う
い
う
本
が
あ
る
と
修
行
を
し
な

く
な
る
。
言
葉
ば
か
り
覚
え
て
弄
ぶ
。

（
こ
れ
は
私
自
身
の
事
で
す
ね
。）

　

禅
師
は
そ
の
事
を
憂
え
て
、
版
木
や

刊
行
さ
れ
た
も
の
を
可
能
な
限
り
集
め

て
焼
き
捨
て
た
そ
う
で
す
。
そ
の
事
が

再
版
さ
れ
た
碧
巌
録
の
三
人
の
序
文

「
方ほ
う

回か
い

の
序
」「
周
し
ゅ
う

馳ち

の
序
」「
三さ
ん

教
き
ょ
う

老ろ
う

人じ
ん

の
序
」
に
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

先
ず
【
方
回
の
序
】

【『
四し

十
じ
ゅ
う

二に

章
し
ょ
う

経き
ょ
う

』中
国
に
入
り
て
よ
り
、

始
め
て
佛
有
る
を
知
る
】

　

四
十
二
章
経
は
、
イ
ン
ド
か
ら
中
国

に
伝
来
し
た
最
初
の
翻
訳
経
典
と
さ
れ
、

お
釈
迦
様
の
説
か
れ
た
お
示
し
を
四
十

二
章
に
ま
と
め
て
い
ま
す
が
、
訳
し
た

人
や
伝
記
に
異
説
が
多
く
、
一
つ
の
経

典
の
訳
で
は
無
く
、
阿あ

含ご
ん

経き
ょ
う

を
中
心
に
、

様
々
な
経
典
か
ら
抄
出
し
て
編
集
さ
れ

た
も
の
で
す
。
内
容
は
佛
教
の
基
本
的

な
教
義
の
集
大
成
で
、「
苦
、
無
常
、
無

我
、
愛
欲
の
恐
る
べ
き
事
」
等
が
き
れ
い

な
文
章
で
説
か
れ
て
い
る
そ
う
で
す
。

　

古
来
よ
り
最
も
よ
く
読
ま
れ
た
経
典

で
、
禅
宗
で
は
、「
佛ぶ
つ

遺ゆ
い

教
き
ょ
う

経ぎ
ょ
う

」「
潙い

山さ
ん

警き
ょ
う

策さ
く

」
と
並
ん
で
佛ぶ
っ

祖そ

三さ
ん

経き
ょ
う

と
し
て
初

心
の
修
行
者
の
学
ぶ
と
こ
ろ
で
し
た
。

　

先
ず
こ
の
「
四
十
二
章
経
」
に
よ
っ

て
お
釈
迦
様
の
教
え
、
御
佛
様
の
存
在

が
中
国
に
伝
え
ら
れ
ま
す
。

【
達
磨
自よ

り
六
祖
の
伝
衣
に
至
っ
て
、

始
め
て
言
句
有
り
。】

　

達
磨
大
師
に
よ
っ
て
お
釈
迦
様
の
教

え
を
実
践
す
る
事
が
伝
え
ら
れ
、
そ
の

後
六
代
目
の
慧え

能の
う

禅ぜ
ん

師じ

に
至
っ
て
、
初

め
て
生
き
生
き
と
し
た
真
実
の
言
葉
が

語
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

【「
本ほ
ん

来ら
い

無む

一い
ち

物も
つ

」
と
曰い

う
を
南
宗
と
為

し
、「
時じ

時じ

に
勤つ
と

め
て
払ほ
っ

拭し
き

せ
よ
」
と
曰

う
を
北
宗
と
為
す
。】

　

中
国
の
禅
宗
は
、
初
祖
達
磨
大
師
か

ら
、
二
祖
慧え

可か

大
師
・
三
祖
僧そ
う

璨さ
ん

禅
師
・

四
祖
道ど
う

信し
ん

禅
師
・
五
祖
弘こ
う

忍に
ん

禅
師
に
至

り
、
そ
の
弟
子
に
大た
い

鑑か
ん

慧え

能の
う

禅
師
と
玉
ぎ
ょ
く

泉せ
ん

神じ
ん

秀
し
ゅ
う

禅
師
が
い
ま
し
た
。
神
秀
禅
師

は
北ほ
く

宗
し
ゅ
う

禅
、
慧
能
禅
師
は
南な
ん

宗
し
ゅ
う

禅
と
に

分
か
れ
ま
す
。
南
宗
禅
は
唐
の
中
頃
か

ら
大
い
に
発
展
し
、
慧
能
禅
師
の
下
に

は
、
南な
ん

嶽が
く

懐え

譲
じ
ょ
う

禅
師
と
青せ
い

原げ
ん

行
ぎ
ょ
う

思し

禅
師

の
系
統
が
出
て
潙い

仰
ぎ
ょ
う

宗
・
臨り
ん

済ざ
い

宗
・
曹そ
う

洞と
う

宗
・
雲う
ん

門も
ん

宗
・
法ほ
う

眼げ
ん

宗
の
五ご

家け

、
そ

し
て
臨
済
宗
に
黄こ
う

竜
り
ゅ
う

派
と
楊よ
う

岐ぎ

派
が
生

ま
れ
七し
ち

宗し
ゅ
う

と
な
り
ま
す
。

　
「
本
来
無
一
物
」
は
慧
能
禅
師
の
お
示

し
で
、
坐
禅
の
事
、
佛
道
修
行
の
事
で

す
。
ど
う
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

　

修
行
道
場
で
お
経
を
読
む
時
に
「
お

経
は
耳
で
読
め
」
と
教
え
ら
れ
ま
す
。

　

自
分
勝
手
に
お
経
を
読
ま
な
い
。
先

ず
周
り
の
人
の
お
経
を
耳
で
聞
い
て
、

そ
れ
に
合
わ
せ
て
声
を
出
す
。
こ
れ
は

お
互
い
の
生
活
に
も
言
え
る
事
で
す

が
、
実
は
な
か
な
か
難
し
い
の
で
す
。

　

お
檀
家
さ
ん
と
お
経
を
読
む
時
に
も

そ
う
説
明
し
ま
す
が
、
皆
さ
ん
聞
く
こ

と
に
心
が
向
い
て
自
分
の
声
が
出
ま
せ

ん
。
中
に
は
反
対
に
独
特
の
節
回
し
で

一
人
悦
に
入
っ
て
い
る
人
も
居
ま
す
。
そ

し
て
、目
で
お
経
の
字
を
見
て
、鼻
で
息

を
吸
っ
て
口
で
声
を
出
し
ま
す
。
も
ち

ろ
ん
声
を
出
す
と
き
に
は
息
を
吐
き
ま

す
。
お
経
を
き
ち
ん
と
読
も
う
と
す
る

と
呼
吸
も
調
え
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。

呼
吸
を
調
え
る
に
は
身
体
を
調
え
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
身
体
と

息
と
心
が
調
っ
て
お
経
と
一
つ
、
全
体

と
一
つ
に
な
れ
る
の
で
す
。
そ
こ
に
は

お
互
い
の
個
人
的
な
思
惑
は
入
り
よ
う

が
な
い
の
で
す
。
人
と
人
だ
け
で
は
な

く
環
境
も
含
め
て
全
体
と
一
つ
の
姿
が

無
一
物
と
云
う
本
来
の
あ
り
方
で
す
。
そ

れ
は
修
行
生
活
全
て
に
言
え
る
事
で
す
。

　
「
腹は
ら

に
一い
ち

物も
つ

、
背せ

に
荷に

物も
つ

」
人
間
は
い

つ
も
自
分
の
思
惑
に
振
り
回
さ
れ
て
、

何
か
を
期
待
し
な
い
と
生
き
て
い
け
な

い
の
で
す
。
し
か
し
そ
れ
は
佛
道
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。

　
「
時
時
に
勤
め
て
払
拭
せ
よ
」
こ
れ
は

神
秀
禅
師
の
言
葉
で
す
。

　

一
般
的
な
修
行
観
で
す
。
自
分
は
い
つ

も
煩
悩
に
ま
み
れ
て
い
る
か
ら
、
塵
や
垢

を
払
う
よ
う
に
勤
め
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。

や
り
が
い
が
あ
っ
て
、
わ
か
り
や
す
い

大
事
な
教
え
で
す
が
、
私
た
ち
の
坐
禅

は
塵
や
埃
を
相
手
に
し
て
、
結
果
を
求

め
る
方
法
や
手
段
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
「
一
寸
坐
れ
ば
一
寸
の
佛
」
と
表
現
さ

れ
る
よ
う
に
、
佛
様
の
姿
で
す
。

　
「
本
来
無
一
物
」「
時
時
に
勤
め
て
払

拭
せ
よ
」
こ
の
二
つ
の
お
示
し
は
改
め

て
読
ま
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

【
是
に
於
て
、
禅
宗
の
頌じ
ゅ

古こ

世
に
行
わ

る
る
有
り
。】

　

頌
は
偈げ

頌じ
ゅ

の
こ
と
で
、
偈
は
も
と
も

と
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
音
訳
で
、
偈げ

陀だ

或
い
は
伽か

陀だ

と
い
い
ま
す
。

　

佛
典
を
十
二
に
分
類
す
る
十
二
分
教

が
あ
り
、
そ
の
一
つ
に
釈
尊
が
詩
文
の

形
で
佛
法
を
説
か
れ
る
偈
が
あ
り
ま
す
。

　

古
代
イ
ン
ド
で
は
、
バ
ラ
モ
ン
教
ヒ
ン

ズ
ー
教
等
の
開
創
者
や
聖
人
達
が
、
そ
の

教
え
を
一
定
の
リ
ズ
ム
を
持
っ
た
韻
文
の

形
で
説
か
れ
ま
す
。
そ
れ
は
何
故
か
？

　

文
字
や
記
録
道
具
の
無
か
っ
た
古
代

人
の
間
で
は
、
尊
敬
す
べ
き
教
祖
や
聖

人
の
教
え
を
暗
記
し
な
が
ら
広
め
た

り
、
子
孫
達
に
伝
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
の
で
す
。

　

一
つ
の
文
章
を
暗
記
す
る
。
或
い
は

伝
え
る
場
合
に
は
、
そ
の
文
体
に
一
定

の
リ
ズ
ム
を
持
た
せ
る
事
が
自
然
に
生

ま
れ
て
き
た
の
で
す
。

　

日
本
人
の
俳
句
や
短
歌
の
七
・
五
の

リ
ズ
ム
も
ど
う
し
て
生
ま
れ
て
き
た
の

で
し
ょ
う
。
七
と
五
は
聖
な
る
数
字
。
ま

た
、
五
＋
七
で
十
二
文
字
が
一
呼
吸
で
読

む
の
に
最
適
な
長
さ
と
も
い
わ
れ
ま
す
。

　

実
は
、
二
音
を
基
礎
に
し
た
四
拍
子

だ
っ
た
の
で
す
。
日
本
語
は
同
じ
リ
ズ

ム
、
一
字
一
音
の
言
語
、
こ
れ
を
機
関

銃
リ
ズ
ム
と
云
い
ま
す
。

　

生
活
の
基
本
は
歩
く
事
で
す
か
ら
、

歩
く
リ
ズ
ム
か
ら
生
ま
れ
た
の
で
し
ょ

う
か
。
体
操
も
１
・
２
・
３
・
４
で
一

区
切
り
。
２
・
２
・
３
・
４
で
一
区
切

り
。
イ
チ
・
ニ
ー
・
サ
ン
・
シ
ー
・
と

二
音
ず
つ
数
え
ま
す
。
こ
れ
は
八
拍
子

を
基
本
に
し
た
四
拍
子
で
す
。

　

梅
花
流
の
御
和
讃
も
歌
詞
は
七
・
五

調
で
す
が
、
休
止
符
を
入
れ
て
四
拍
子

と
な
り
ま
す
。
調
べ
て
み
れ
ば
面
白
い

で
す
ね
。�

（
続
く
）

後�

堂　

門　

原　

信　

典

碧へ
き

巌が
ん

録ろ
く

物も
の

語が
た
り

独ど
く

語ご 

【
十
】 
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禅
の
た
よ

り
 

視
野
を

　 

広
げ
て
み
ま
し
ょ
う

　

拙
寺
の
境
内
に
は
、
師
匠
で
あ

る
父
が
牡
丹
を
植
え
て
い
ま
す
。

毎
年
四
月
頃
、
満
開
に
な
る
の
で

す
が
、
去
年
ぐ
ら
い
か
ら
花
の
咲

き
が
悪
く
な
り
ま
し
た
。
三
十
年

程
た
っ
て
い
る
の
で
寿
命
な
の

か
、
気
候
の
せ
い
な
の
か
は
分
か

り
ま
せ
ん
が
、
私
た
ち
で
は
ど
う

に
も
な
ら
ず
、
庭
師
の
方
に
牡
丹

の
植
え
替
え
と
庭
の
整
備
を
お
願

い
致
し
ま
し
た
。

　

工
事
が
始
ま
り
庭
の
良
さ
も

わ
か
ら
な
い
私
で
も
、
綺
麗
に

整
備
さ
れ
て
い
る
な
と
、
思
う

よ
う
に
な
っ
た
頃
、
松
山
の
お

寺
さ
ん
が
所
要
で
お
越
し
に
な

り
ま
し
た
。

　

工
事
中
の
庭
を
見
て
「
牡
丹
の

植
え
替
え
で
す
か
？
花
に
も
木

に
も
寿
命
が
あ
る
か
ら
ね
」
と
話

し
ま
す
。
私
は
「
師
匠
が
こ
だ

わ
っ
た
み
た
い
で
以
前
か
ら
石

庭
と
し
て
整
備
し
た
か
っ
た
み

た
い
で
す
よ
」
と
言
う
と
「
隆
弘

さ
ん
。
お
師
匠
さ
ん
は
、
単
に
お

寺
の
庭
の
整
備
で
は
な
く
、
自
己

表
現
と
し
て
庭
を
整
備
し
た
か
っ

た
の
だ
と
思
う
よ
。
姿
勢
を
正
し

て
よ
く
こ
の
景
色
を
見
て
ご
ら

ん
。
こ
の
本
堂
か
ら
見
え
る
風

景
は
素
晴
ら
し
い
ね
。
こ
の
庭

の
樹
木
や
石
も
味
が
あ
る
け
ど
、

あ
の
奥
の
神
社
の
緑
、
山
の
緑
、

空
の
青
と
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
が

素
晴
ら
し
い
。
お
師
匠
さ
ん
の

僧
侶
と
し
て
の
生
き
方
が
よ
く

表
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
？
街
中
の
お
寺
に
は
街
中

の
良
さ
が
あ
る
け
ど
、
自
然
が

多
い
お
寺
に
は
自
然
の
良
さ
が

あ
る
。
な
ん
だ
か
気
持
ち
が
い

い
」
と
。

　

私
は
あ
ら
た
め
て
姿
勢
を
正
し

呼
吸
を
調
え
て
、
本
堂
か
ら
庭
を

見
渡
し
て
み
ま
し
た
。
先
ず
は
、

石
は
石
、
樹
木
は
樹
木
そ
れ
ぞ
れ

の
よ
さ
や
美
し
さ
に
目
を
向
け
ま

す
。
次
に
視
野
を
広
げ
全
体
を
眺

め
て
見
る
と
、
周
り
の
景
色
に

よ
っ
て
石
も
樹
木
も
、
す
べ
て
の

も
の
が
繋
が
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の

美
し
さ
が
発
揮
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
う
や
っ
て
し
ば
ら
く
景
色
を
眺

め
て
い
た
ら
、
い
つ
の
間
に
か
自

分
も
そ
ん
な
景
色
の
一
部
に
な
っ

て
し
ま
っ
た
よ
う
な
と
て
も
穏
や

か
な
気
持
ち
に
な
り
ま
し
た
。

　

日
々
の
暮
ら
し
の
中
で
は
、
身

近
な
こ
と
ば
か
り
に
気
を
と
ら
れ

が
ち
に
な
り
ま
す
。
多
く
の
物
ご

と
や
情
報
に
振
り
回
さ
れ
、
な
か

な
か
自
分
の
心
に
目
を
向
け
る
こ

と
が
で
き
な
く
な
る
こ
と
も
あ
り

ま
す
。

　

お
釈
迦
さ
ま
は
そ
ん
な
私
た
ち

に
智
慧
を
も
っ
て
生
き
る
こ
と
を

示
さ
れ
て
い
ま
す
。
智
慧
と
は
道

理
を
見
き
わ
め
、
物
事
を
正
し
く

と
ら
え
る
力
で
す
。
自
然
や
社
会

の
繋
が
り
の
中
で
生
か
さ
れ
て
い

る
と
い
う
こ
と
を
気
づ
く
力
で

す
。
私
た
ち
は
決
し
て
独
り
で
生

き
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
お
互
い
が
支
え
た
り
、
支
え

ら
れ
た
り
、
支
え
合
っ
て
生
き
て

い
る
の
で
す
。
わ
ず
か
な
時
間
で

も
結
構
で
す
。
呼
吸
を
整
え
静
か

に
過
ご
す
ひ
と
時
を
持
た
れ
て
は

い
か
が
で
し
ょ
う
か
。
角
度
を
変

え
た
り
、
立
場
を
変
え
た
り
、
遠

く
を
見
た
り
、
近
く
を
見
た
り
、

静
か
な
気
持
ち
で
物
事
を
と
ら
え

る
こ
と
で
自
分
と
向
か
い
合
え
、

今
ま
で
と
違
う
風
景
に
気
づ
く
こ

と
が
出
来
る
は
ず
で
す
。

�

愛
媛
県�

晴
光
院　

曽
根
隆
弘
師

�

令
和
四
年
九
月
十
一
日
～
二
十
日

 

同
事
と
い
ふ
は

　
　
　
　
不
違
な
り

　

私
が
二
十
代
前
半
。
北
海
道
の

お
寺
で
お
世
話
に
な
っ
て
い
た
時

の
お
話
で
す
。
春
の
遅
い
北
海
道

で
、
桜
の
花
が
満
開
に
な
っ
た
５

月
頃
の
こ
と
で
し
た
。
あ
る
檀
家

さ
ん
の
お
家
へ
、
お
子
さ
ん
の
七

回
忌
の
ご
法
事
に
伺
っ
た
と
き
の

こ
と
で
す
。

　

そ
の
お
家
に
は
、
毎
月
一
回
、

お
参
り
に
行
っ
て
い
ま
し
た
の

で
、
十
代
後
半
の
息
子
さ
ん
が
交

通
事
故
で
亡
く
な
っ
た
こ
と
は

知
っ
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、
そ
の

檀
家
さ
ん
も
私
が
愛
媛
県
か
ら
お

坊
さ
ん
と
し
て
の
勉
強
を
し
に
き

て
い
る
こ
と
や
、
一
人
暮
ら
し
で

あ
る
こ
と
も
知
っ
て
お
ら
れ
ま
し

た
の
で
「
ご
飯
食
べ
て
る
？
困
っ

た
は
こ
と
な
い
？
」
と
、
よ
く
声

を
か
け
て
頂
き
ま
し
た
。

　

七
回
忌
の
当
日
、
読
経
を
済

ま
せ
、
お
話
を
し
よ
う
と
思
い

振
り
返
る
と
、
ご
両
親
は
合
掌

し
た
手
を
お
ろ
す
こ
と
な
く
、

息
子
さ
ん
の
位
牌
を
見
た
ま
ま
、

涙
を
流
し
て
い
ま
し
た
。
七
回

忌
を
迎
え
て
も
な
お
、
心
か
ら

愛
す
る
子
供
を
失
っ
た
悲
し
み

に
く
れ
る
姿
が
そ
こ
に
あ
り
ま

し
た
。
そ
の
姿
を
目
の
当
た
り

に
し
た
と
き
、
人
の
世
の
無
常

や
、
命
の
尊
さ
、
子
供
を
亡
く

す
と
い
う
悲
し
み
が
ど
う
い
う

こ
と
か
、
様
々
な
こ
と
が
一
瞬

の
う
ち
に
頭
の
中
を
駆
け
巡
り
、

私
は
言
葉
を
失
っ
て
し
ま
い
ま

し
た
。

　

そ
ん
な
私
の
姿
を
見
て
、
お

父
さ
ん
は
「
う
ち
の
息
子
が
交
通

事
故
で
亡
く
な
っ
た
時
か
ら
、

毎
日
、
仏
壇
の
前
で
手
を
合
わ
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せ
て
い
ま
す
。
七
回
忌
を
迎
え

る
今
で
も
、
事
故
の
こ
と
や
、

子
供
の
こ
と
ば
か
り
を
考
え
て

し
ま
い
ま
す
。
そ
れ
と
同
時
に
、

他
所
の
親
御
さ
ん
に
は
、
自
分

た
ち
の
よ
う
な
悲
し
み
に
く
れ

て
ほ
し
く
な
い
。
子
ど
も
さ
ん

に
は
事
故
を
起
こ
さ
ぬ
よ
う
に
、

事
故
に
あ
わ
な
い
よ
う
に
と
、

何
度
も
何
度
で
も
注
意
を
し
て

ほ
し
い
と
い
う
願
い
も
あ
り
ま

す
。
隆
弘
さ
ん
、
ど
う
か
、
こ

の
悲
し
み
と
願
い
が
分
か
る
お

寺
さ
ん
に
な
っ
て
下
さ
い
」
と
、

話
さ
れ
ま
し
た
。

　

自
分
の
気
持
ち
を
分
か
っ
て

く
れ
る
人
が
い
る
と
い
う
こ
と

は
、
本
当
に
心
強
く
安
心
で
き

る
も
の
で
す
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
が
急
速
に
普
及
し
た
せ
い
な

の
か
、
長
く
続
く
経
済
活
動
の

停
滞
の
せ
い
な
の
か
、
近
年
と

み
に
人
間
関
係
の
希
薄
化
が
進

ん
で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
て
な

り
ま
せ
ん
。
今
こ
そ
、
誰
か
に

寄
り
添
う
こ
と
の
で
き
る
仏
道

の
実
践
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

道
元
禅
師
さ
ま
は
修
証
義
の

中
で
「
同
事
と
い
ふ
は
不
違
な

り
」
と
お
示
し
に
な
ら
れ
ま
し

た
。「
不
違
」
と
は
「
ち
が
わ
な
い
」

と
い
う
こ
と
。
他
人
を
思
い
や

る
気
持
ち
、
相
手
と
同
じ
気
持

ち
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

自
分
の
こ
と
だ
け
を
考
え
る
の

で
は
な
く
、
相
手
の
立
場
に
な

り
、
思
い
や
り
の
あ
る
行
動
を

と
る
こ
と
。
嬉
し
い
と
き
は
共

に
喜
び
、
悲
し
い
と
き
は
共
に

悲
し
む
、
同
事
と
は
相
手
に
寄

り
添
い
、
共
に
歩
も
う
と
す
る

姿
勢
で
あ
り
ま
す
。

　

私
は
、『
同
事
』
と
い
う
言
葉
を

見
る
た
び
に
今
で
も
、「
悲
し
み

と
願
い
が
分
か
る
お
寺
さ
ん
に

な
っ
て
下
さ
い
」
と
い
う
、
あ
の

と
き
の
お
父
さ
ん
の
言
葉
を
思
い

出
し
ま
す
。

　

ど
ん
な
人
で
も
、
苦
し
み
や

悲
し
み
か
ら
逃
れ
る
こ
と
は
出

来
ま
せ
ん
。
代
わ
っ
て
あ
げ
る

こ
と
も
出
来
ま
せ
ん
。
し
か
し
、

そ
の
苦
し
み
や
、
悲
し
み
を
、

分
か
ろ
う
と
思
い
、
寄
り
添
う

こ
と
は
出
来
ま
す
。
相
手
を
理

解
し
よ
う
と
心
掛
け
、
相
手
の

立
場
に
な
ろ
う
と
努
力
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
そ
う
い
っ
た

思
い
や
り
の
心
、
思
い
や
り
の

日
送
り
を
す
る
こ
と
こ
そ
が
、

同
事
と
い
う
道
元
禅
師
の
お
示

し
に
適
う
も
の
な
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

�

愛
媛
県�

晴
光
院　

曽
根
隆
弘
師

�

令
和
四
年
九
月
二
十
一
日
～
三
十
日

 

南
無
地
獄
大
菩
薩

　

去
る
七
月
二
十
五
日
ご
遷
化

さ
れ
ま
し
た
瑞
應
寺
三
十
世
楢
崎

通
元
老
師
の
お
話
を
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
。
私
は
四
十
年
前
、

「
い
つ
で
も
ど
こ
で
も
だ
れ
で
も

そ
こ
か
ら
始
め
る
し
か
な
い
ん

じ
ゃ
」
と
お
示
し
い
た
だ
き
ま
し

た
。
そ
れ
は
今
で
も
私
の
修
行
の

励
み
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、
二
十
年
前
の
一
光
老

師
の
七
回
忌
に
合
わ
せ
て
報
恩
の

お
授
戒
会
が
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

そ
の
最
後
の
日
に
完が

ん

戒か
い

上
堂
と

い
う
、
戒
師
と
し
て
須
弥
壇
に
上

ら
れ
て
の
問
答
が
あ
り
ま
し
た
。

長
い
時
間
の
中
で
私
の
記
憶
も
怪

し
い
の
で
す
が
、
授
戒
に
付
か
れ

て
い
た
尼
僧
さ
ん
が
「
現
代
社
会

で
は
地
獄
行
き
の
人
ば
か
り
、
如

何
に
し
て
救
え
ば
よ
い
か
」
と
い

う
よ
う
な
問
い
だ
っ
た
と
思
い
ま

す
が
、
老
師
様
間
髪
入
れ
ず
「
先

に
地
獄
に
行
っ
て
待
つ
」
と
お
答

え
に
な
ら
れ
ま
し
た
。

　

ま
さ
に
南
無
地
獄
大
菩
薩
。
地

獄
か
ら
救
う
の
で
は
な
い
、
地
獄

こ
そ
私
の
道
場
だ
。
地
獄
を
亡
者

と
共
に
勤
め
る
の
だ
。
と
お
答
え

に
な
ら
れ
た
の
か
。

　

御
幼
少
の
こ
ろ
か
ら
病
弱
で

「
こ
の
子
は
長
生
き
し
な
い
だ
ろ

う
」
と
云
わ
れ
、
二
月
二
十
七
日

の
お
生
ま
れ
の
事
も
あ
り
、
周
り

か
ら
は
「
小
学
校
の
入
学
も
一
年

遅
ら
せ
よ
う
か
」
と
話
が
あ
っ
た

そ
う
で
す
が
、
お
師
匠
様
の
孝
如

老
師
が
「
い
や
当
た
り
前
に
し
な

い
と
い
か
ん
」
と
言
わ
れ
た
そ
う

で
す
。

　

晩
年
は「
す
べ
て
は
因
縁
所
生
、

全
て
を
い
た
だ
く
の
み
。
有
り
難

い
こ
と
じ
ゃ
」
と
語
ら
れ
て
い
ま

し
た
。

　

私
共
に
は
想
像
も
で
き
ぬ
、
ご

苦
労
や
ご
心
配
も
お
あ
り
だ
っ
た

と
思
い
ま
す
が
、
そ
れ
さ
え
も
当

た
り
前
の
風
景
、
因
縁
所
生
と
し

て
い
た
だ
か
れ
た
お
姿
が
「
そ
こ

か
ら
出
発
す
る
し
か
な
い
ん

じ
ゃ
」
と
重
な
り
ま
す
。

　

地
獄
へ
行
く
か
極
楽
へ
行
く

か
。
そ
れ
さ
え
も
因
縁
所
生
、
閻

魔
様
に
お
任
せ
。

　

禅
僧
た
る
も
の
、こ
れ
で
良
し
、

こ
れ
で
完
成
と
い
う
こ
と
は
無
い

の
で
す
。常
に
百
尺
竿
頭
進
一
歩
。

　

生
也
全
機
現
、
死
也
全
機
現

　

生
き
て
い
る
時
も
天
地
い
っ

ぱ
い
の
御み

佛
ほ
と
け

様
の
御お

ん

命い
の
ち

の
現
れ
。

死
も
ま
た
御
佛
様
の
御お

ん

命い
の
ち

の
現
れ

と
私
達
に
示
さ
れ
、
安
然
た
る
ご

尊
顔
の
ま
ま
旅
立
た
れ
ま
し
た
。

言
葉
が
見
つ
か
り
ま
せ
ん
。

　

こ
の
ご
縁
を
大
切
に
し
て
お
互

い
に
報
恩
の
ご
供
養
を
つ
と
め
て

ま
い
り
た
い
と
存
じ
ま
す
。

�

瑞
應
寺
専
門
僧
堂�

後
堂　

門
原
信
典

�

令
和
四
年
十
月
一
日
～
十
日本葬準備風景
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鐘 

声

■���

寶
篋
印
塔
供
養

　

九
月
廿
三
日
（
金
）、
村
上
山
主

以
下
山
内
大
衆
合
山
に
て
、
瑞
應
寺

西
墓
地
の
永
代
供
養
塔「
寶
篋
印
塔
」

の
供
養
法
要
が
厳
修
さ
れ
た
。
当
日

雨
天
の
為
、
瑞
應
寺
法
堂
に
て
行
わ

れ
た
。

■���

両
祖
忌

　

九
月
二
十
九
日
（
木
）、
高
祖
道

元
禅
師
、
太
祖
瑩
山
禅
師
の
御
征

忌
に
あ
た
る
。
前
晩
の
特
為
献
湯

を
楠
本
直
録
導
師
の
も
と
厳
修
。
当

日
に
献
粥
諷
経
、
正
当
献
供
諷
経

　
十
月
の
日
鑑

一　

日　

祝
祷

　
　
　
　

中
国
人
殉
職
者
慰
霊
祭

二　

日　

日
曜
参
禅
会

七　

日　

住
友
供
養

十
五
日　

祝
祷
・
略
布
薩

十
八
日　

観
音
講
・
勉
強
会

丗
一
日　

略
布
薩

　
　
　
　

当
山
三
十
世
大
夜

　
十
一
月
の
予
定

一　

日　

祝
祷

　
　
　
　

当
山
三
十
世
本
葬

三　

日　

金
毘
羅
秋
大
祭

四　

日　

達
磨
忌
逮
夜

五　

日　

達
磨
忌
正
當

六　

日　

日
曜
参
禅
会

八　

日　

参
玄
会
（
十
日
迄
）

十
四
日　

配
役
行
茶
・
入
寺
式

　
　
　
　

土
地
堂
念
誦・庫
司
点
湯

十
五
日　

祝
祷
・
小
参
・
人
事
行
礼

　
　
　
　

略
布
薩

十
八
日　

観
音
講
・
勉
強
会

廿
一
日　

太
祖
降
誕
会

丗　

日　

略
布
薩

　
銀
杏
感
謝
録

岡
山
県　

名
越
礼
祥　

殿

愛
媛
県　

梶
原
恵
都
子
殿

長
崎
県　

宝
泉
寺　

殿

鳥
取
県　

聖
福
寺　

殿

北
海
道　

田
崎
正
倫
殿

宮
崎
県　

願
成
寺　

殿

愛
媛
県　

宮
﨑
芳
久
殿

静
岡
県　

洞
慶
院　

殿

東
京
都　

志
々
目
一
郎
殿

�
（
令
和
四
年
八
月
十
七
日
受
付
迄
）

　
「
佛
道
は
人
々
の
脚
跟
下
な
り
」

こ
の
言
葉
は
永
平
初
祖
学
道
用
心
集

に
出
て
く
る
言
葉
で
、
通
元
老
師
が

朝
参
の
際
に
よ
く
お
話
し
さ
れ
た
言

葉
で
す
。

　

佛
道
は
ど
こ
か
特
別
な
処
に
あ
る

の
で
は
な
く
、私
達
の
足
下
に
あ
る
、

私
達
の
歩
む
道
が
佛
道
で
あ
る
。
と

い
う
教
え
で
し
ょ
う
か
。

　

通
元
老
師
の
真
意
は
わ
か
り
ま
せ

ん
が
、
こ
の
言
葉
を
聞
く
度
に
通
元

老
師
の
こ
と
を
思
い
出
し
ま
す
。
通

元
老
師
か
ら
教
わ
っ
た
ご
縁
を
含

め
、
様
々
な
方
と
の
ご
縁
を
頂
い
て

現
在
の
自
分
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を

忘
れ
ず
、
今
日
ま
で
の
ご
縁
、
そ
し

て
こ
れ
か
ら
の
ご
縁
を
大
切
に
修
行

に
精
進
し
よ
う
と
思
い
ま
す
。

�

副
堂　

慧
岳　

を
門
原
後
堂
導
師
の
も
と
如
常
に

修
行
さ
れ
た
。

■���

中
国
人
殉
難
者
慰
霊
祭

　

十
月
一
日
（
土
）、
瑞
應
寺
墓
地

内
の
慰
霊
碑
前
に
て
、
中
国
人
殉
難

者
慰
霊
祭
が
越
海
講
師
導
師
の
も
と

厳
修
さ
れ
た
。
当
日
は
晴
天
に
恵
ま

れ
、
参
列
者
共
々
供
養
を
行
っ
た
。

■���

住
友
供
養

　

十
月
七
日（
金
）毎
年
恒
例
の
住
友

供
養
と
し
て
、別
子
銅
山
殉
職
者
並
び

に
、新
居
浜
住
友
連
係
会
社
殉
職
者

の
追
悼
法
要
が
開
催
さ
れ
た
。
村
上

山
主
、
慶
正
寺
様
、
真
光
寺
様
の
三

導
師
、
合
山
清
衆
随
喜
に
て
施
食
供

養
、
系
列
十
一
社
代
表
に
よ
る
焼
香
、

回
向
中
の
読
立
供
養
に
て
殉
職
者
諸

精
霊
の
大
法
要
が
厳
修
さ
れ
た
。

住友供養

両祖忌

寶篋印塔

読　立


