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釈
尊
に
み
る
治
癒
体
験

川
田　

洋
一

　

今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、﹁
宗
教
と
医
学
﹂
の
関
連
性
の
な

か
で
も
、
特
に
﹁
治
癒
﹂
と
﹁
倫
理
﹂
に
焦
点
を
あ
て
て
お
り

ま
す
。
日
独
の
双
方
か
ら
、
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
視
点
か
ら

見
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
見
解
を
の
べ
て
頂
き
、
そ
こ
に
普
遍
的
な

共
通
項
を
抽
出
し
て
い
く
努
力
を
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
ま
ず
、
私
の
方
か
ら
は
、
仏
教
並
び
に
仏
教
医
学

の
原
点
で
あ
る
釈
尊
に
見
る
病
気
治
癒
へ
の
関
わ
り
方
に
つ
い

て
紹
介
し
て
い
き
ま
す
。
い
う
ま
で
も
な
く
仏
教
は
、
人
々
の

生
老
病
死
の
四
苦
を
超
克
す
る
こ
と
を
目
指
す
宗
教
で
あ
り
ま

す
。
特
に
病
気
の
治
癒
に
お
い
て
は
、
病
苦
を
中
心
と
し
な
が

ら
も
、
死
苦
、
老
苦
、
生
苦
の
三
苦
に
わ
た
る
苦
悩
の
克
服
に

も
及
ん
で
い
き
ま
す
。

　

幸
い
に
し
て
、
釈
尊
は
、
太
子
の
時
、
帝
王
学
の
一
つ
と
し

て
医
方
明
を
学
ん
で
お
り
ま
し
た
。
医
方
明
は
、
当
時
の
百
般

の
学
術
を
分
類
し
て
五
つ
と
し
た
五
明
の
一
つ
で
あ
り
ま
す
。

医
方
明
は
、
ア
ー
ユ
ル
ヴ
ェ
ー
ダ
医
学
を
基
盤
と
し
た
病
気
治

療
の
方
法
で
あ
り
ま
す
。
釈
尊
は
、
医
方
明
と
し
て
知
り
え
た

当
時
の
イ
ン
ド
医
学
の
治
療
を
基
と
し
て
、
さ
ら
に
、
名
医
耆
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婆
か
ら
も
最
先
端
の
医
療
を
吸
収
し
つ
つ
、
こ
れ
を
悟
達
の
法

︵
ダ
ル
マ
︶
の
も
と
に
位
置
づ
け
つ
つ
仏
教
医
学
と
し
て
弟
子
に

教
示
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
耆
婆
は
、
外
科
手
術
に
す
ぐ
れ
た

医
師
で
あ
り
ま
し
た
が
、
釈
尊
の
教
え
を
根
本
に
、
多
く
の
人
々

を
救
っ
て
お
り
ま
す
。
釈
尊
は
、
耆
婆
達
の
医
師
に
は
医
の
倫

理
を
説
き
、
同
時
に
看
護
者
に
は
看
護
の
倫
理
を
説
き
、
さ
ら

に
、
患
者
に
も
、
ま
も
る
べ
き
患
者
の
倫
理
を
説
い
た
の
で
あ

り
ま
す
。

　

今
回
、
私
は
、
釈
尊
が
具
体
的
に
病
の
比
丘
を
見
舞
っ
て
看

護
し
た
体
験
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
仏
教
に
お
け
る
﹁
治

癒
﹂
の
考
え
方
を
示
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
に
は
、
仏
教

の
法
理
が
深
く
関
わ
っ
て
お
り
ま
す
。
仏
教
に
お
い
て
は
、
病

気
の
治
癒
に
、
仏
教
と
い
う
宗
教
が
い
か
に
関
わ
っ
た
の
か
を

示
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
多
く
の
仏
典
の
な
か
に
、
具
体
例
が

出
て
き
ま
す
の
で
、
代
表
的
な
も
の
を
と
り
あ
げ
て
み
ま
す
。

　
（
ⅰ
）『
大
品あ
』

　

南
伝
仏
教
の
文
献
で
す
が
、
こ
の
中
に
腹
病
を
患
い
、
大
小

便
の
中
に
埋
も
れ
て
臥
し
て
い
た
一
人
の
比
丘
を
釈
尊
が
訪
れ

た
時
の
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

釈
尊
は
、
こ
の
比
丘
の
精
舎
に
来
て
、
問
い
か
け
ま
す
。

﹁
比
丘
よ
、
汝
は
何
の
病
を
患
ふ
や
﹂

﹁
世
尊
よ
、
我
に
腹
病
あ
り
﹂

﹁
比
丘
よ
、
汝
を
看
護
す
る
者
あ
り
や
﹂

﹁
世
尊
よ
、
無
し
﹂

﹁
比
丘
等
は
何
故
に
汝
を
看
護
せ
ざ
る
や
﹂

﹁
我
、
比
丘
等
に
於
て
為
す
所
な
か
り
き
、
故
に
比
丘
等
は

我
を
看
護
せ
ず
﹂

　

釈
尊
は
、
ど
う
し
て
比
丘
等
が
汝
を
看
病
し
な
い
の
か
、
と

尋
ね
た
の
に
対
し
て
、
他
の
比
丘
に
対
し
て
修
行
者
と
し
て
為

す
べ
き
こ
と
を
怠
っ
て
い
た
か
ら
、
自
分
が
病
気
に
な
っ
た
時

に
、
私
を
看
病
し
て
く
れ
な
い
の
で
す
、
と
答
え
て
お
り
ま
す
。

　

釈
尊
は
病
気
の
比
丘
が
、
相
互
に
看
病
す
る
の
が
修
行
者

の
務
め
で
あ
る
と
説
い
て
お
り
ま
し
た
。
こ
の
比
丘
は
、
他
の

比
丘
の
病
を
看
な
か
っ
た
の
で
す
。
そ
こ
で
、
釈
尊
は
阿
難

と
一
緒
に
大
小
便
に
埋
も
れ
て
い
た
病
の
比
丘
の
世
話
を
し
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始
め
ま
す
。

時
に
、
世
尊
は
具
壽
阿
難
に
告
げ
て
云
い
た
ま
へ
り
、

﹁
阿
難
よ
、
往
き
て
水
を
持
来
れ
、
我
等
、
此
比
丘
を
浴
せ

し
め
ん
﹂

﹁
唯
々
﹂
と
具
壽
阿
難
は
世
尊
に
應
へ
水
を
持
来
り
、
世
尊

は
水
を
濺
ぎ
た
ま
ひ
、
具
壽
阿
難
は
洗
へ
り
。
世
尊
は
頭

を
取
り
具
壽
阿
難
は
足
を
取
上
げ
床
に
臥
せ
し
め
た
り
。

　

釈
尊
は
阿
難
と
と
も
に
、
病
の
比
丘
の
身
体
を
洗
い
、
二
人

で
床
に
横
た
わ
ら
せ
た
と
あ
り
ま
す
。

　
（
ⅱ
）『
十
誦
律
』︵
巻
第
二
十
八い︶

　

漢
訳
仏
典
の
な
か
か
ら
、
数
例
を
取
り
上
げ
ま
す
。

　

一
人
の
病
の
比
丘
が
伴
侶
も
な
く
、
大
小
便
の
な
か
に
臥
し

て
い
る
の
を
見
た
釈
尊
は
、
そ
の
比
丘
に
そ
の
理
由
を
問
い

ま
す
。

　

比
丘
は
次
の
よ
う
に
答
え
ま
す
。

﹁
大
徳
、
我
れ
性
嬾ら

い

に
し
て
、
他
に
事
有
る
も
我
れ
助
け
ず
、

我
れ
今
病
む
、
他
人
亦
復
我
れ
を
看
ず
﹂

　

こ
の
比
丘
は
性
が
怠
惰
で
あ
っ
て
、
他
の
人
が
病
気
の
時
に
、

自
分
は
そ
の
人
を
助
け
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
自
分
が
病
気
に

な
っ
て
も
、
誰
も
見
て
く
れ
な
い
と
述
べ
て
お
り
ま
す
。
こ
の

時
に
釈
尊
は
こ
の
比
丘
に
﹁
手
当
て
療
法
﹂
を
行
い
ま
す
。

　

病
の
比
丘
は
、
次
の
よ
う
に
思
惟
し
て
お
り
ま
す
。

今
佛
の
威
神
力
手
を
以
つ
て
我
が
身
を
摩
す
る
に
当
に
手
を

下
し
た
ま
ふ
時
我
が
身
苦
痛
即
ち
除
癒
し
身
心
安
楽
な
り
と
、

是
の
比
丘
佛
の
大
恩
を
念
じ
善
心
を
生
じ
清
浄
の
信
を
得
、

種
種
の
願
を
立
つ
、
佛
の
功
徳
を
尊
重
し
佛
に
於
い
て
意
を

檢と
ど

む
る
こ
と
一
心
な
り
、
佛
比
丘
の
意
に
随
ひ
て
善
く
説
法

を
為
し
た
ま
ひ
、
是
の
比
丘
草
座
の
上
に
在
り
一
切
諸
法
を

受
け
ず
阿
羅
漢
を
得
た
り
。

　

釈
尊
は
自
ら
孤
独
な
病
の
比
丘
の
身
体
を
き
れ
い
に
し
、
ベ

ッ
ド
を
と
と
の
え
、
衣
を
洗
っ
て
、
看
病
し
て
お
り
ま
す
。
そ
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し
て
﹁
按
手
﹂
に
よ
っ
て
、
身
心
が
安
ら
か
に
な
っ
た
比
丘
は
、

仏
の
大
恩
を
感
じ
、
善
心
を
生
じ
、
清
浄
の
信
に
よ
っ
て
、
仏

へ
の
求
道
心
︵
意
︶
を
起
こ
し
て
お
り
ま
す
。
そ
の
比
丘
の
意
に

応
じ
て
、
釈
尊
は
法
を
説
き
、
比
丘
は
阿
羅
漢
と
い
う
境
地
を

得
て
お
り
ま
す
。

　
（
ⅲ
）『
摩
訶
僧
祇
律
』︵
巻
第
二
十
八う︶

　

こ
の
経
典
に
も
同
じ
よ
う
な
記
述
が
あ
り
ま
す
。
世
話
を
し

て
く
れ
る
比
丘
が
い
な
い
一
人
の
病
の
比
丘
に
、
釈
尊
は
そ
の

理
由
を
尋
ね
て
お
り
ま
す
。
ま
ず
、
釈
尊
は
食
事
を
し
て
い
る

か
ど
う
か
を
尋
ね
、
比
丘
は
食
物
を
得
ら
れ
な
い
の
で
、
食
事

を
し
て
い
な
い
と
答
え
ま
す
。
そ
こ
で
釈
尊
は
、
こ
の
室
に
一

緒
の
比
丘
は
い
な
い
の
か
、
と
問
う
と
、
こ
の
比
丘
は
こ
う
答

え
ま
す
。

﹁
世
尊
、
我
れ
臭
穢
な
る
を
以
て
、
憙こ

の

ま
ざ
る
が
故
に
余
處

に
徙う

つ

り
去
り
た
れ
ば
、
我
れ
孤ひ
と

り
苦
し
め
り
、
世
尊
。
我

れ
孤
独
な
り
﹂

　

つ
ま
り
、
病
の
比
丘
が
臭
穢
な
の
で
、
同
室
の
比
丘
が
去
っ

て
い
っ
た
の
で
、
自
分
は
孤
独
で
あ
る
と
告
白
し
て
お
り
ま
す
。

そ
れ
に
対
し
て
釈
尊
は
、
次
の
よ
う
に
言
っ
て
、
病
の
比
丘
を

励
ま
し
て
お
り
ま
す
。

﹁
汝
、
憂う
の
う悩
す
る
こ
と
莫
れ
、
我
当
に
汝
に
伴
た
る
べ
し
﹂

　

釈
尊
は
自
分
が
あ
な
た
の
伴
侶
と
な
り
、
世
話
を
す
る
か
ら
、

孤
独
を
憂
い
、
悩
む
こ
と
は
な
い
と
心
の
悩
み
を
取
り
除
き
ま

す
。
そ
し
て
、
釈
尊
は
阿
難
と
一
緒
に
病
の
比
丘
の
身
体
の
清

拭
や
室
や
ベ
ッ
ド
の
清
掃
に
あ
た
り
ま
す
。
そ
の
後
、
釈
尊
は
、

こ
の
病
の
比
丘
に
﹁
手
当
て
療
法
﹂
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。

爾
時
、
世
尊
は
無
量
功
徳
荘
厳
の
金
色
柔
軟
の
手み

て

を
以
て
比

丘
の
額
上
を
摩
で
て
問
う
て
言の

た
まは
く
、﹁
所し
ょ

患け
ん

増
せ
り
と
や
せ

ん
、
損
せ
り
と
や
せ
ん
﹂。
比
丘
言も

う

さ
く
、﹁
世
尊
の
手
を
蒙

り
て
我
が
額
上
に
至
る
に
、
衆
苦
悉
く
除
こ
り
ぬ
﹂
と
。

　

釈
尊
の
手
が
比
丘
の
額
上
を
な
で
る
と
、
比
丘
の
衆
苦
が
こ

と
ご
と
く
除
か
れ
た
と
あ
り
ま
す
。
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そ
し
て
、
釈
尊
は
説
法
す
る
の
で
す
。

爾
時
、
世
尊
は
病
比
丘
の
為
に
随
順
し
説
法
し
た
ま
ふ
に
、

歓
喜
心
を
発
し
、
已
に
し
て
重
ね
て
為
に
説
法
し
た
ま
ひ
し

に
、
法
眼
浄
を
得
た
り
き
。

　

病
の
比
丘
は
釈
尊
の
随
順
説
法
、
つ
ま
り
、
そ
の
人
に
順
じ

た
説
法
を
聞
い
て
歓
喜
心
を
お
こ
し
、
さ
ら
に
説
法
を
聞
い
て
、

﹁
法
眼
浄
﹂
と
い
う
境
地
を
得
て
お
り
ま
す
。

　
（
ⅳ
）『
五
分
律
』︵
巻
第
二
十え︶

　

こ
の
経
典
で
も
、
性
怠
惰
な
比
丘
の
世
話
を
し
、
歓
喜
心
を

起
こ
さ
せ
、
さ
ら
に
説
法
し
て
法
眼
浄
を
得
さ
せ
て
お
り
ま
す
。

　　

こ
れ
ら
の
仏
典
に
記
さ
れ
た
釈
尊
の
体
験
は
、
次
の
よ
う
な

内
容
を
含
ん
で
お
り
ま
す
。

　

ま
ず
、
釈
尊
が
一
人
孤
独
な
病
の
比
丘
の
室
を
訪
れ
、
そ
の

理
由
を
聞
き
ま
す
。
病
の
比
丘
は
、
自
分
は
性
が
怠
惰
で
あ
り
、

他
の
比
丘
の
病
気
の
時
、
世
話
を
し
な
か
っ
た
の
で
、
今
度
は

自
分
が
病
気
に
な
っ
て
も
、
誰
も
世
話
を
し
て
く
れ
な
い
の
だ
、

ま
た
、
自
分
は
臭
穢
で
他
の
比
丘
は
去
っ
て
い
っ
た
の
だ
と
答

え
て
お
り
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
釈
尊
は
、
自
分
が
汝
の
伴
侶
と
な
ろ
う
と
激
励
し
、

自
ら
、
ま
た
阿
難
と
一
緒
に
、
病
の
比
丘
の
世
話
を
し
ま
す
。

そ
の
内
容
は
、
人
間
と
し
て
の
基
本
的
ニ
ー
ズ
︵
本
能
的
、
生
理

的
欲
求
︶
に
応
え
る
も
の
で
、
身
体
と
衣
と
室
を
清
浄
に
し
、
衛

生
環
境
を
と
と
の
え
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
水
、
食
料
や
薬
物

な
ど
の
ニ
ー
ズ
に
も
応
え
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

こ
う
し
て
、
病
の
比
丘
の
孤
独
を
癒
し
、
心
の
悩
み
を
除
き
、

環
境
を
と
と
の
え
る
と
と
も
に
、﹁
手
当
て
療
法
﹂
を
行
っ
て
お

り
ま
す
。

　

こ
の
﹁
手
当
て
﹂
と
、
次
の
﹁
説
法
﹂
が
、
釈
尊
の
看
護
の

特
色
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
釈
尊
の
行
っ
た
﹁
手
当
て
療
法
﹂
は
、

こ
の
他
に
も
多
く
の
仏
典
に
出
て
来
ま
す
。
た
と
え
ば
。﹃
仏
説

浄
飯
王
般
涅
槃
経お
﹄
に
は
、
臨
終
に
あ
っ
た
父
浄
飯
王
の
願
い

に
応
じ
て
、
釈
尊
は
﹁
手
を
以
て
父
王
の
額
上
に
著
く
﹂
と
あ

り
ま
す
。
釈
尊
の
手
に
よ
っ
て
病
者
は
、
身
体
の
痛
み
が
や
わ

ら
ぐ
の
み
な
ら
ず
、
心
も
安
ら
ぎ
、
心
身
と
も
に
苦
悩
が
の
ぞ

か
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
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心
理
学
者
エ
リ
ク
ソ
ン
は
、﹁
老
人
期
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
﹂
を
論
じ
る
な
か
で
、
人
の
﹁
手
﹂
に
つ
い
て
、
深
い
考
察

を
し
て
い
ま
すか
。
ま
ず
、﹁
手
の
中
﹂
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
、

次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
ま
す
。

﹁﹃
手
の
中
に
﹄
と
い
う
言
葉
ほ
ど
、
患
者
に
と
っ
て
如
何
に

人
の
手
が
重
要
か
を
明
確
に
表
す
も
の
は
な
い
。
意
識
的
に

注
意
深
く
手
を
用
い
る
こ
と
が
、
孤
独
感
や
見
捨
て
ら
れ
感

を
持
つ
患
者
へ
の
世
話
や
彼
ら
と
の
快
い
関
係
の
中
で
、
我
々

の
人
生
を
よ
り
意
味
深
い
も
の
に
す
る
。
手
は
、
人
が
生
き

て
い
く
中
で
、
生
き
生
き
と
し
た
関
わ
り
合
い
を
持
つ
た
め

に
、
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
﹂

　

釈
尊
は
大
小
便
の
中
で
、
一
人
、
孤
独
感
や
見
捨
て
ら
れ
感

に
さ
い
な
ま
れ
て
い
た
病
の
比
丘
に
、
文
字
通
り
、﹁
手
を
さ
し

の
べ
た
﹂
の
で
す
。
釈
尊
と
病
の
比
丘
の
心
が
交
り
合
い
、
そ

こ
で
釈
尊
は
﹁
按
手
療
法
﹂
を
行
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の

手
に
よ
る
接
触
に
つ
い
て
、
エ
リ
ク
ソ
ン
は
次
の
よ
う
な
意
義

を
強
調
し
て
お
り
ま
す
。

﹁
我
々
は
健
康
維
持
の
た
め
の
接
触
と
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
の
た
め
の
接
触
と
の
区
別
を
心
に
留
め
る
必
要
が
あ
る
。

健
康
維
持
の
た
め
の
接
触
と
は
、
か
ら
だ
を
拭
く
、
抱
き
起

こ
す
、
食
物
を
与
え
る
等
の
、
か
ら
だ
の
衛
生
と
健
康
管
理

の
た
め
の
接
触
で
あ
る
。
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
た
め
の

接
触
と
は
、
背
中
や
肩
を
さ
す
る
、
手
を
握
る
等
の
、
人
間

関
係
の
た
め
の
接
触
で
あ
る
。
た
と
え
健
康
維
持
の
た
め
の

接
触
で
あ
っ
て
も
、
尊
敬
に
満
ち
た
人
間
味
溢
れ
る
配
慮
を

持
っ
て
行
え
ば
、
患
者
の
心
の
中
に
、か
ら
だ
を
拭
か
れ
る
物
、

運
搬
さ
れ
る
物
と
し
て
扱
わ
れ
る
の
で
は
な
く
、
人
間
と
し

て
扱
わ
れ
る
と
い
う
感
じ
を
残
す
の
で
あ
る
﹂

　

そ
れ
故
に
、
病
の
比
丘
は
身
体
的
苦
痛
を
や
わ
ら
げ
る
の
み

な
ら
ず
、
心
の
中
に
、
善
心
が
あ
ふ
れ
、
歓
喜
心
と
釈
尊
へ
の

感
謝
と
清
浄
の
信
に
よ
り
、
求
道
心
を
起
こ
し
て
い
る
の
で
あ

り
ま
す
。

　

釈
尊
は
比
丘
の
法
を
求
め
る
心
に
応
え
て
、
説
法
し
て
お
り

ま
す
。
そ
し
て
、
比
丘
は
病
苦
を
乗
り
越
え
る
の
み
な
ら
ず
、
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法
眼
浄
︵
真
理
を
正
し
く
見
る
眼
︶
を
得
た
り
、
阿
羅
漢
︵
世
の
尊

敬
を
受
け
る
聖
者
︶
の
境
地
に
達
し
た
と
さ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

釈
尊
の
説
法
に
よ
っ
て
、
比
丘
は
死
の
不
安
、
恐
怖
を
乗
り
越

え
、﹁
真
実
の
幸
福
﹂
を
確
立
し
て
い
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
こ

れ
が
、
仏
教
の
﹁
治
療
﹂
の
あ
り
方
で
あ
り
ま
す
。

　

仏
教
で
は
、
生
死
の
苦
の
内
容
を
分
析
し
て
、
三
種
の
苦
、

即
ち
﹁
苦
苦
﹂﹁
壊
苦
﹂﹁
行
苦
﹂
と
し
て
お
り
ま
す
。
こ
の
三

苦
は
生
老
病
死
の
す
べ
て
に
と
も
な
う
も
の
で
す
が
、
特
に
病

苦
と
死
苦
は
激
し
く
突
き
上
げ
て
き
ま
す
。
病
苦
で
も
﹁
死
に

至
る
病
﹂
で
は
、
三
苦
の
中
で
も
、
特
に
﹁
行
苦
﹂
に
悩
ま
さ

れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　

第
一
の
﹁
苦
苦
﹂
に
は
、
二
種
類
の
内
容
が
含
ま
れ
ま
す
。

一
つ
は
生
理
的
、
本
能
的
欲
求
が
か
な
え
ら
れ
な
い
苦
し
み
で

あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、﹁
基
本
的
ニ
ー
ズ
﹂
を
求
め
る
本
能
的
衝

動
で
す
。
水
、
食
物
、
快
適
な
住
居
等
を
求
め
る
衝
動
で
す
。

マ
ズ
ロ
ー
の
い
う
基
本
的
欲
求
で
あ
り
ま
す
。
他
の
一
つ
は
、

身
体
的
な
痛
み
か
ら
く
る
苦
し
み
で
す
。
現
在
で
は
﹁
ペ
イ
ン

ク
リ
ニ
ッ
ク
﹂
の
進
歩
に
よ
っ
て
、
あ
る
程
度
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。

　

こ
の
身
体
的
痛
み
を
増
幅
す
る
の
が
、
第
二
の
﹁
壊
苦
﹂
で

あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
社
会
的
、
心
理
的
な
悩
み
を
指
し
ま
す
。

た
と
え
ば
、
愛
す
る
人
と
別
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
苦
し
み
︵
愛

別
離
苦
︶、
逆
に
憎
む
者
と
会
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
苦
し
み
︵
怨

憎
会
苦
︶、
自
分
の
欲
望
が
か
な
え
ら
れ
な
い
苦
し
み
︵
求
不
得
苦
︶

な
ど
を
指
し
て
お
り
ま
す
。
社
会
的
、
心
理
的
ス
ト
レ
ス
を
引

き
起
こ
す
苦
し
み
で
す
。
こ
の
﹁
壊
苦
﹂
は
、
死
を
意
識
し
た
時
、

あ
と
に
残
す
家
族
へ
の
心
配
、
地
位
や
名
誉
や
財
産
へ
の
執
着

か
ら
も
生
じ
て
き
ま
す
。

　
﹁
壊
苦
﹂
は
、
精
神
的
、
心
理
的
苦
し
み
で
す
か
ら
、
看
護
体

制
や
周
囲
の
人
の
励
ま
し
、
支
持
で
も
癒
さ
れ
ま
す
。

　

以
上
、
二
つ
の
苦
し
み
の
う
ち
﹁
苦
苦
﹂
は
、
医
療
の
進
歩
︵
薬

剤
や
手
術
等
︶
に
よ
っ
て
、﹁
壊
苦
﹂
は
周
囲
の
人
々
の
助
け
や
福

祉
に
よ
っ
て
軽
減
で
き
ま
す
。

　

し
か
し
、
第
三
の
﹁
行
苦
﹂
は
、
病
者
自
身
で
克
服
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
苦
し
み
で
す
。﹁
行
苦
﹂
の
﹁
行
﹂
は
、﹁
諸
行

無
常
﹂
の
行
で
、
現
象
界
の
あ
ら
ゆ
る
も
の
は
変
化
し
て
い
く

も
の
だ
と
い
う
意
味
で
す
。
こ
の
苦
し
み
は
、
自
己
自
身
の
実

存
の
問
題
で
あ
り
、
死
へ
の
不
安
や
恐
怖
と
し
て
生
起
し
て
き
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ま
す
。

　

釈
尊
の
病
者
へ
の
関
わ
り
の
プ
ロ
セ
ス
を
分
析
し
て
み
ま
す

と
、
ま
ず
、
基
本
的
ニ
ー
ズ
を
か
な
え
る
と
こ
ろ
か
ら
、
看
病

を
は
じ
め
て
お
り
ま
す
。
環
境
を
清
浄
に
し
、
お
そ
ら
く
必
要

な
水
、
随
病
薬
、
随
病
食
を
と
と
の
え
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ

れ
と
同
時
に
病
者
の
伴
侶
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
孤
独
を
癒

し
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、﹁
手
当
て
療
法
﹂
に
よ
り
、
身
体
的
痛

み
や
心
の
悩
み
、
お
そ
れ
を
軽
減
し
て
お
り
ま
す
。﹁
苦
苦
﹂﹁
壊

苦
﹂
を
克
服
し
た
と
こ
ろ
で
、
病
者
の
な
か
に
あ
ら
わ
れ
た
﹁
善

心
﹂

│
感
謝
、
歓
喜
、
安
心
、
信
頼
等
に
応
じ
て
、
随
順
説

法
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
病
者
に
適
切
な
仏
教
の
法
理
を

説
く
こ
と
に
よ
っ
て
、﹁
行
苦
﹂
を
乗
り
越
え
さ
せ
た
の
で
あ
り

ま
す
。
病
者
自
身
が
釈
尊
の
説
法
に
ふ
れ
て
、
死
へ
の
不
安
、

恐
怖
を
乗
り
越
え
、
生
死
の
現
象
界
を
超
越
す
る
﹁
生
死
不
二

︵
一
如
︶﹂
の
境
地
へ
と
達
し
て
い
く
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
う
し
て

病
者
は
、
生
死
の
基
盤
を
な
す
﹁
永
遠
な
る
も
の
﹂﹁
宇
宙
的
な

も
の
﹂
へ
の
覚
醒
へ
と
促
さ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
釈
尊
の
﹁
癒

し
﹂
へ
の
プ
ロ
セ
ス
は
、
病
者
の
心
身
を
癒
す
に
と
ど
ま
ら
ず
、

自
己
実
現
の
究
極
で
あ
る
﹁
永
遠
な
る
も
の
﹂
に
立
脚
し
た
、

生
死
の
苦
を
も
超
越
し
た
﹁
真
実
の
幸
福
﹂
を
も
た
ら
す
も
の

で
あ
り
ま
す
。
こ
う
し
て
病
苦
の
克
服
、
つ
ま
り
﹁
癒
し
﹂
は

自
己
実
現
の
た
め
の
貴
重
な
糧
と
し
て
、
活
か
さ
れ
て
い
く
の

で
あ
り
ま
す
。
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