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法
話

い
の
ち
の
栞

逃
ぐ
る
を

追
は
へ
と
る
な
り

川
添

泰
信
師

か

わ

ぞ

え

た
い

し

ん

龍
谷
大
学
名
誉
教
授

常
に
私
た
ち
を

蜘
蛛
の
糸

く

も

芥
川
龍
之
介
の
作
品
に
『
蜘
蛛

の
糸
』
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
児

童
文
学
書
と
し
て
書
か
れ
た
も
の

で
す
。
今
日
で
は
、
ア
メ
リ
カ
の

宗
教
研
究
者
で
あ
っ
た
ポ
ー
ル
・

ケ
ー
ラ
ス
が
書
い
た
『
カ
ル
マ
』

を
、
仏
教
学
者
の
鈴
木
大
拙
が

『
因
果
の
小
車
』
と
い
う
タ
イ
ト

ル
で
翻
訳
し
た
も
の
が
、
芥
川
の

『
蜘
蛛
の
糸
』
の
背
景
に
あ
る
と

言
わ
れ
て
い
ま
す
。

内
容
は
、
お
釈
迦
様
が
極
楽
の

蓮
池
の
ふ
ち
を
歩
か
れ
て
い
る
と

き
、
ふ
と
蓮
池
の
下
を
見
ら
れ
る

と
、
そ
こ
か
ら
見
え
る
地
獄
に
い

る
カ
ン
ダ
タ
が
目
に
留
ま
り
ま
し

た
。
カ
ン
ダ
タ
は
大
泥
棒
で
し
た

が
、
蜘
蛛
の
命
を
救
っ
た
こ
と
が

あ
っ
た
の
で
、
お
釈
迦
さ
ま
は
救

お
う
と
思
い
、
蜘
蛛
の
糸
を
垂
ら

し
た
の
で
す
。
カ
ン
ダ
タ
は
そ
の

糸
を
昇
っ
て
地
獄
か
ら
出
よ
う
と

し
ま
す
。
し
か
し
、
途
中
で
カ
ン

ダ
タ
が
下
を
見
る
と
、
地
獄
の
亡

者
が
次
か
ら
次
へ
と
昇
っ
て
く
る

の
が
見
え
ま
し
た
。
糸
が
切
れ
て

は
い
け
な
い
と
、
そ
の
亡
者
た
ち

に
「
こ
の
糸
は
お
れ
の
も
の
。
下

り
ろ
」
と
言
っ
た
瞬
間
、
糸
が
切

れ
、
カ
ン
ダ
タ
は
再
び
地
獄
に
落

ち
て
し
ま
っ
た
、
と
い
う
話
で
す
。

「
赤
い
鳥
」
創
刊
号大

正
７
年
７
月
１
日
よ
り

阿
弥
陀
仏

こ
の
話
に
、
違
和
感
を
抱
か
れ

た
方
も
お
ら
れ
る
か
と
思
い
ま
す
。

な
ぜ
、
お
釈
迦
さ
ま
は
地
獄
の
亡

者
を
救
わ
れ
な
か
っ
た
の
か
、
と

い
う
点
で
す
。
仏
教
が
救
い
の
宗

教
で
あ
れ
ば
、
カ
ン
ダ
タ
も
救
わ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ

と
に
な
り
ま
す
。

『
蜘
蛛
の
糸
』
の
話
の
基
に
な

っ
た
『
カ
ル
マ
』
で
明
ら
か
に
し

よ
う
と
し
た
主
題
は
、
自
分
だ
け

地
獄
か
ら
逃
れ
ら
れ
た
ら
い
い
と

い
う
、
人
間
の
利
己
心
、
す
な
わ

ち
エ
ゴ
の
問
題
だ
っ
た
の
で
し
ょ

う
。
そ
れ
ゆ
え
カ
ン
ダ
タ
は
、
再

び
地
獄
に
落
ち
て
い
っ
た
の
だ
と

思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
自
分
の
こ

と
し
か
考
え
な
い
カ
ン
ダ
タ
の
姿

こ
そ
が
、
私
そ
の
も
の
で
も
あ
る

の
で
す
。

仏
教
は
救
い
を
明
ら
か
に
す
る

教
え
で
す
。
親
鸞
聖
人
は
、
こ
う

し
た
救
わ
れ
が
た
い
私
た
ち
を
救

う
仏
こ
そ
が
阿
弥
陀
如
来
で
あ
る

と
説
か
れ
ま
す
。

「
摂
取
し
て
す
て
ざ
れ
ば

せ
つ
し
ゆ

阿
弥
陀
と
な
づ
け

た
て
ま
つ
る
」

と
示
し
、「
摂
取
」
の
言
葉
に

「
ひ
と
た
び
と
り
て

永
く
捨
て
ぬ
な
り
」

「
逃
ぐ
る
を
追
は
へ

と
る
な
り
」

と
い
う
説
明
を
つ
け
て
お
ら
れ
ま

す
。悟

り
か
ら
逃
避
し
、
煩
悩
に

と

う

ひ

ぼ
ん
の

う

狂
わ
さ
れ
て
い
る
衆
生
を
。
追
い

し
ゆ
じ
よ
う

続
け
て
つ
か
ま
え
て
救
う
。
い
わ

ば
、
阿
弥
陀
仏
と
は
休
む
こ
と
な

く
、
い
つ
で
も
常
に
私
た
ち
を
救

わ
ん
と
活
動
さ
れ
て
い
る
仏
で
あ

る
と
領
解
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

り
よ
う

げ

本
願
寺
新
報

令
和
５
年
３
月
１
日
号
掲
載

＊
領
解

仏
の
教
え
を
聞
い
て
悟
る
こ
と

住
職
よ
り

◯

東
日
本
大
震
災

回
忌

13

2
011

年
（
平
成

年
）
の
東
日
本

23

大
震
災
か
ら

年
目
に
な
り
ま
す
。

12

年
回
忌
は
亡
く
な
っ
た
年
を
１
と
数

え
始
め
る
の
で
、

年
目
の
今
年
は

12

回
忌
と
な
り
ま
す
。

13
教
誓
寺
の
御
門
徒
に
は
、
地
震
に

よ
る
建
物
へ
の
被
害
は
あ
り
ま
し
た

が
、
け
が
や
命
に
関
わ
る
被
害
は
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
。

そ
れ
で
も
、
地
震
後
の
不
安
や
憂

鬱
な
気
持
ち
は
、
忘
れ
る
こ
と
が
出

来
ま
せ
ん
。
先
月
の
ト
ル
コ
・
シ
リ

ア
地
震
で
は
、
東
日
本
大
震
災
の
倍

以
上
の
人
的
被
害
が
発
生
し
て
い
ま

す
。
地
震
対
策
を
立
て
て
も
、
そ
れ

が
守
ら
れ
な
い
事
が
被
害
を
大
き
く

し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

東
日
本
大
震
災
の

回
忌
を
機
に
、

13

私
た
ち
の
地
震
対
策
を
、
も
う
一
度

お
さ
ら
い
し
ま
し
ょ
う
。

あ
の
時
の
よ
う
に
帰
宅
が
困
難
に

な
っ
た
と
き
、
ど
う
ぞ
お
寺
に
お
立

ち
寄
り
下
さ
い
。
一
時
の
休
憩
と
補

給
が
出
来
る
よ
う
に
備
え
を
さ
ら
に

整
え
て
参
り
ま
す
。
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◯
３
月

日
よ
り
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

13

ィ
ル
ス
対
策
の
様
々
な
制
限
が
解

除
さ
れ
、
卒
業
式
で
の
マ
ス
ク
の

着
用
自
由
の
指
導
な
ど
、「
終
結
宣

言
ま
で
も
う
少
し
」
と
い
う
状
況

と
な
り
ま
し
た
。

お
寺
と
し
て
は
、
高
齢
の
方
も

多
く
お
参
り
下
さ
る
こ
と
を
考
え
、

３
月
い
っ
ぱ
い
は
マ
ス
ク
を
つ
け

て
皆
様
を
お
迎
え
す
る
こ
と
と
致

し
ま
し
た
。

お
参
り
に
お
出
か
け
下
さ
る
皆

様
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ご
判
断
で

対
応
を
お
願
い
致
し
ま
す
。

そ
の
他
対
策
（
消
毒
や
説
教
台

の
パ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
）
も
３
月
中

は
継
続
し
て
、
そ
の
後
の
状
況
に

合
わ
せ
て
対
応
し
て
参
り
た
い
と

考
え
て
お
り
ま
す
。

も
う
少
し
で
元
通
り
の
生
活
が

か
え
っ
て
く
る
と
お
も
い
ま
す
。

そ
れ
ま
で
、
も
う
少
し
、
一
緒
に

我
慢
し
て
過
ご
し
ま
し
ょ
う
。

彼
岸
会
法
要
の
ご
案
内

彼
岸
と
は
、
仏
さ
ま
の
さ
と
り
の

世
界
、
お
浄
土
の
こ
と
で
す
。
様
々

な
煩
悩
に
生
き
る
私
た
ち
の
生
活
の

中
で
、
夕
日
が
真
西
、
お
浄
土
の
方

向
に
沈
む
春
分
の
日
を
中
心
と
し
た

１
週
間
、
彼
岸
（
お
浄
土
）
を
思
い

な
が
ら
お
勤
め
す
る
法
要
で
す
。

教
誓
寺
彼
岸
会
法
要

３
月

日
（
火
）
春
分
の
日

21

午
後
２
時
よ
り
お
勤
め
し
ま
す

ご
都
合
の
つ
く
方
は
、

時
間
に
合
わ
せ
て
お
参
り
下
さ
い
。

ご
一
緒
に
お
勤
め
し
ま
し
ょ
う

＊
お
彼
岸
の
期
間
は

春
分
の
日
の
前
三
日
間
と

後
の
三
日
間
の
七
日
間
で
す
。

今
年
は
、
３
月

日(

土)
18

～

日(

金)

で
す
。

24日
・

日
・

日
は
人
出

18

19

21

も
多
く
な
り
が
ち
で
す
、
平
日

な
ら
ゆ
っ
た
り
と
お
参
り
出
来

る
と
思
い
ま
す
。

ご
都
合
が
悪
く
、
お
出
か
け

に
な
れ
な
い
時
は
、
お
寺
に
ご

連
絡
を
頂
け
ば
、
お
花
と
お
線

香
を
お
供
え
し
て
、
皆
様
に
代

わ
っ
て
の
墓
参
を
お
引
き
受
け

し
ま
す
。

蓮
の
植
え
替
え

昨
年
は
、
花
が
咲
く
と
き
に

急
に
寒
く
な
り
、
ず
っ
と
曇
り

続
け
て
、
二
輪
目
の
つ
ぼ
み
が

開
か
ず
に
枯
れ
て
し
ま
い
ま
し

た
。今

年
こ
そ
、
た
く
さ
ん
の
開

花
を
見
る
た
め
に
、
お
彼
岸
後

に
蓮
の
植
え
替
え
を
行
い
ま
す
。

蓮
の
鉢
を
ひ
っ
く
り
返
し
て
、

昨
年
秋
以
降
に
育
っ
た
蓮
の
根

を
選
別
し
て
植
え
付
け
ま
す
。

掘
り
上
げ
た
蓮
根
の
大
き
く

て
元
気
な
物
か
ら
使
い
ま
す
が
、

あ
き
ら
め
る
に
は
惜
し
い
蓮
の

根
も
出
て
き
ま
す
。

も
し
よ
ろ
し
け
れ
ば
、
お
う

ち
で
蓮
を
栽
培
し
て
み
ま
せ
ん

か
。
日
当
た
り
の
悪
い
お
寺
で

も
咲
き
ま
し
た
の
で
、
日
当
た

り
の
良
い
場
所
で
育
て
れ
ば
、

き
れ
い
な
花
を
咲
か
せ
て
く
れ

る
で
し
ょ
う
。

維
持(

会)

費

進
納
の
お
願
い

教
誓
寺
総
代
・
世
話
人
一
同

令
和
５
年
度
の

教
誓
寺
「
維
持
費
」
の
ご
進
納

を
お
願
い
し
ま
す
。

詳
し
く
は
、
同
封
の
別
紙

教
誓
寺
維
持
費(

護
持
会
費
）

納
入
の
お
願
い
を
ご
参
照
下
さ

い
。振

込
の
際
、
現
金
で
払
う
と

１
件
に
つ
き
手
数
料
が
１
１
０

円
余
計
に
か
か
り
ま
す
。

郵
貯
の
口
座
か
ら
お
支
払
い

に
な
る
と
お
得
で
す
。

ま
た
、
お
寺
に
お
持
ち
頂
く

と
き
に
は
、
封
筒
に
入
れ
て

必
ず
記
名
の
上
お
渡
し
下
さ
い
。

＊
維
持
会
費
用
の
封
筒
を
用
意
し
て

お
り
ま
す
の
で
ご
入
用
の
時
は
、
声

を
お
か
け
下
さ
い
。
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