
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

仏
教
の
開
祖 

お
釈
迦
様
と
は
？ 

 「
世
界
の
四
聖
（
し
し
ょ
う
）」
と
言
え
ば
お

釈
迦
様
（
仏
教
の
開
祖
）
▼
孔
子
（
儒
教
の

始
祖
）
▼
ソ
ク
ラ
テ
ス
（
古
代
ギ
リ
シ
ア
の

哲
学
者
）
▼
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
（
キ
リ
ス

ト
教
の
礎
）
の
順
番
で
、
彼
ら
は
洋
の
東
西

に
お
い
て
、
ほ
ぼ
同
時
代
に
誕
生
さ
れ
て
お

ら
れ
ま
す
。 

「
知
性
の
源
」
と
言
わ
れ
た
四
人
に
共
通
し

て
い
る
の
は
【
真
理
を
説
い
た
こ
と
】
で
す
。

『
真
理
』
と
は
、『
い
つ
ど
ん
な
と
き
に
も
変

わ
る
こ
と
の
な
い
、
正
し
い
物
事
の
筋
道
。

真
実
の
道
理
』
で
す
。 

四
聖
が
説
く
言
葉
は
全
て
『
真
理
（
的
を

射
て
い
る
話
）』
に
た
ど
り
着
き
ま
す
。
反
省

と
猛
省
は
『
頭
に
浮
か
ん
だ
も
の
』の
処
理
。

内
省
と
内
観
は
『
心
に
沈
ん
だ
も
の
』
の
処

理
。 そ

の
決
定
的
な
違
い
を
知
る
こ
と
は
、
人

生
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。 『

内
観
』
と
は
、
自
分
の
心
と
深
く
向
き

合
う
こ
と
。
現
代
に
生
き
る
私
達
に
、「
自
分

の
心
と
向
き
合
う
」
大
切
さ
を
教
え
ら
れ
た

四
聖
。
宗
教
の
本
質
は
『
慰
め
』
で
は
な
く
、

『
戒
め
』
で
あ
り
ま
す
。 

不
和
、
分
裂
、
軋
轢
（
あ
つ
れ
き
）
、
確
執
、

混
沌
、
衝
動
、
暴
走
、
戦
争
… 

戒
め
な
く
し
て
、
相
手
を
慮
る
こ
と
は
出

来
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？
つ
ま
り 

 

 

互
い
を
理
解
し
合
い
、
支
え
合
う
こ
と
は
で
き

な
い
と
い
う
事
で
す
。 

 

●
『
お
釈
迦
様
（
釈
尊
・
釈
迦
）
誕
生
』 

 

紀
元
前
４
６
３
年
（
諸
説
あ
り
）
、
母
親
の

摩
耶
夫
人
（
ま
や
ふ
じ
ん
）
が
胎
内
に
白
象
が
入

る
夢
見
て
懐
妊
（
受
胎
し
た
）
し
、
お
産
の
た

め
故
郷
に
帰
る
途
中
に
あ
る
ル
ン
ビ
ニ
園
の
沙

羅
の
林
で
休
ん
で
い
た
時
、
急
に
産
気
づ
き
釈

迦
族
の
王
子
と
し
て
お
釈
迦
様
（
ゴ
ー
タ
マ
・

シ
ッ
ダ
ッ
タ
ま
た
は
ガ
ウ
タ
マ
・
シ
ッ
ダ
ー
ル

タ
が
本
名
）
を
出
産
な
さ
れ
た
。 

「
釈
迦
（
し
ゃ
か
）
」
と
は
お
釈
迦
様
の
種
族
の

名
前
。
「
牟
尼
（
む
に
）
」
と
は
聖
者
の
こ
と

で
、
「
仏
」
と
は
「
仏
陀
（
ぶ
っ
だ
）
」
の
略
。

「
真
理
を
覚
っ
た
覚
者
」
と
い
う
意
味
合
い
に

な
り
ま
す
。
「
釈
尊
（
し
ゃ
く
そ
ん
）
」
や
「
釈

迦
」
は
「
釈
迦
牟
尼
世
尊
（
し
ゃ
か
む
に
せ
そ
ん
）
」

を
略
し
た
も
の
で
、
「
お
釈
迦
様
」
と
は
親
し

み
を
込
め
た
呼
び
名
で
す
。 

※
釈
迦
と
い
う
の
は
、
古
代
北
イ
ン
ド
の
１
つ

の
部
族
、
ま
た
そ
の
領
国
の
名
前
で
あ
る
シ
ャ

ー
キ
ャ
の
音
訳
で
す
。
お
釈
迦
様
は
そ
の
領
主

で
あ
る
浄
飯
王
（
じ
ょ
う
ぼ
ん
の
う
）
を
父
、
摩

耶
夫
人
（
ま
や
ふ
じ
ん
）
を
母
と
し
て
生
ま
れ
た
。

「
釈
迦
族
の
聖
者
」
の
意
味
で
あ
る
釈
迦
牟
尼

（
シ
ャ
ー
キ
ャ
ム
ニ
）
が
省
略
さ
れ
て
「
釈
迦
」

と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

 

御
生
涯
は
「
２
９
歳
出
家
、
３
５
歳
成
道
（
悟

り
を
開
く
）
、
８
０
歳
入
滅
」
等
と
伝
え
ら
れ

て
い
ま
す
が
、
古
代
イ
ン
ド
に
は
歴
史
書
が
無

く
、
年
代
を
記
録
す
る
と
い
う
習
慣
が
無
か
っ

た
為
、
色
々
な
お
経
の
記
述
や
記
念
碑
な
ど
に

刻
ま
れ
た
銘
文
、
他
の
国
の
記
録
な
ど
か
ら
推 

 

 

測
さ
れ
た
伝
記
で
す
。 

 

お
釈
迦
様
が
８
０
歳
で
御
入
滅
に
な
る
ま
で

の
５
０
年
間
に
説
か
れ
た
教
え
が
「
仏
教
」
と 

い
う
わ
け
で
す
。 

 

日
本
で
は
大
日
如
来
、
阿
弥
陀
如
来
や
薬
師

如
来
な
ど
の
諸
仏
に
対
す
る
信
仰
も
盛
ん
で
す

が
、
こ
れ
ら
諸
々
の
仏
様
は
全
て
釈
尊
の
分
身

で
あ
り
従
者
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。 

●
『
４
月
８
日
釈
尊
降
誕
会
・
花
ま
つ
り
』 

 

仏
教
の
開
祖
お
釈
迦
様
（
釈
尊
）
の
誕
生
を

祝
う
行
事
で
「
降
誕
会
（
こ
う
た
ん
え
）
・
仏
生

会
（
ぶ
っ
し
ょ
う
え
）
・
灌
仏
会
（
か
ん
ぶ
つ
え
）
・

浴
仏
会
（
よ
く
ぶ
つ
え
）
・
龍
華
会
（
り
ゅ
う
げ

え
）
・
花
会
式
（
は
な
え
し
き
）
・
花
祭
（
は
な

ま
つ
り
）
」
等
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。 

 

日
本
で
は
推
古
天
皇
１
４
年
（
６
０
６
）
の

４
月
８
日
に
斎
を
設
け
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま

す
。 

■
【
仏
生
会
、
降
誕
会
】
は
、
お
釈
迦
様
（
釈

尊
・
仏
様
）
が
誕
生
し
た
と
い
う
意
。 

■
【
灌
仏
会
、
浴
仏
会
、
龍
花
会
、
甘
茶
の
い

わ
れ
】
は
、
誕
生
を
喜
び
歓
喜
し
た
龍
や
天
人

が
天
か
ら
舞
い
降
り
、
空
中
よ
り
様
々
な
香
水

や
花
や
甘
露
の
法
雨
を
天
か
ら
降
り
注
ぎ
誕
生

を
祝
っ
た
と
い
う
故
事
に
よ
る
も
の
で
す
。
こ

の
故
事
に
よ
り
「
お
花
祭
り
」
に
は
花
御
道
の

中
に
安
置
す
る
誕
生
仏
（
釈
迦
の
像
＝
天
上
天

下
唯
我
独
尊
の
姿
の
像
）
に
甘
茶
を
注
ぐ
と
い

う
伝
統
が
あ
り
ま
す
。
甘
茶
を
注
ぐ
柄
杓
は
龍

を
表
し
、
甘
茶
は
甘
露
の
法
雨
（
誕
生
を
祝
い

喜
ん
で
降
ら
せ
た
雨
）
を
意
味
し
て
い
ま
す
。

あ
る
い
は
、
お
釈
迦
様
の
産
湯
を
使
わ
せ
る
た

め
に
９
つ
の
龍
が
天
か
ら
清
浄
の
水
を
注
い
だ 

と
の
伝
説
に
由
来
し
て
い
ま
す
。 

 

 

※
今
で
も
イ
ン
ド
で
は
お
祝
い
や
来
賓
を
お 

迎
え
す
る
際
に
、
沢
山
の
花
を
撒
き
、
お
香 

を
焚
く
光
景
が
よ
く
見
ら
れ
ま
す
が
、
灌
仏 

会
に
も
こ
の
風
習
が
取
り
入
れ
ら
れ
、
誕
生 

仏
（
天
と
地
を
指
差
し
た
小
さ
な
釈
尊
）
の 

周
り
を
花
で
飾
り
、
香
水
の
代
わ
り
に
甘
茶 

を
濯
ぐ
の
で
す
。 

※
甘
茶
で
習
字
す
れ
ば
上
達
す
る
と
の
願
掛 

け
や
害
虫
除
け
の
ま
じ
な
い
を
作
る
と
か
、 

赤
ち
ゃ
ん
の
頭
を
甘
茶
で
こ
す
る
と
元
気
な 

丈
夫
な
子
供
に
育
つ
と
い
う
い
わ
れ
も
あ
る 

こ
と
か
ら
、
花
祭
り
で
頂
く
甘
茶
を
持
ち
帰 

り
、
子
供
を
は
じ
め
家
族
の
皆
で
飲
ま
れ
る 

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

■
【
花
会
式
、
花
祭
】
は
、
お
釈
迦
様
は
、 

人
々
が
「
こ
の
世
は
苦
し
い
事
ば
か
り
だ
。 

生
き
て
い
た
っ
て
し
ょ
う
が
な
い
」
と
虚
無 

的
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
と
こ
ろ
へ
、 

「
一
切
衆
生
の
苦
し
み
は
私
が
救
お
う
。
生 

き
て
い
る
事
は
素
晴
ら
し
い
事
な
の
で
す
」 

と
、
お
説
き
に
な
ら
れ
ま
し
た
。 

 

ち
ょ
う
ど
冬
の
間
は
枯
れ
木
の
よ
う
に
し 

か
見
え
な
い
桜
の
木
が
春
に
な
る
と
一
斉
に 

美
し
い
花
を
咲
か
せ
る
様
な
教
え
で
釈
尊
の 

ご
誕
生
に
ピ
ッ
タ
リ
だ
と
、
「
花
祭
り
」
と 

い
う
素
敵
な
名
前
が
付
け
ら
れ
た
と
い
う 

説
や
、
花
満
開
の
ル
ン
ビ
ニ
ー
園
で
お
釈
迦 

様
は
生
ま
れ
た
と
い
う
説
、
は
た
ま
た
本
来 

は
旧
暦
（
陰
暦
）
の
４
月
８
日
で
す
が
、
明 

治
に
な
っ
て
太
陽
暦
が
採
用
さ
れ
、
ち
ょ
う 

ど
桜
の
季
節
で
あ
る
事
か
ら
、
花
祭
り
と
呼 

ぶ
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
説
な
ど
が
あ
り 

ま
す
。 

 

い
ず
れ
に
し
て
も
、
４
月
８
日
に
は
、
様 

 



 
々
な
草
花
で
花
御
堂
（
天
上
天
下
唯
我
独
尊

の
天
地
を
指
さ
し
た
釈
尊
の
誕
生
仏
を
安
置

す
る
、
花
で
飾
っ
た
小
さ
な
御
堂
）
を
飾
り
、

そ
の
中
に
甘
茶
を
満
た
し
た
灌
仏
桶
の
中
央

へ
安
置
し
た
誕
生
仏
像
に
柄
杓
で
甘
茶
を
掛

け
て
お
祝
い
し
ま
す
。 

●
【
「
天
上
天
下
唯
我
独
尊
（
て
ん
じ
ょ
う

て
ん
げ
（
が
）
ゆ
い
が
ど
く
そ
ん
）
」
】 

 
 

お
釈
迦
様
（
釈
尊
）
は
誕
生
さ
れ
た
時
、

東
西
南
北
の
四
方
に
七
歩
ず
つ
歩
き
、
一
方

の
手
で
天
を
、一
方
の
手
で
地
を
指
し
て「
天

上
天
下
唯
我
独
尊
」
と
唱
え
た
と
伝
え
ら
れ

ま
す
。 

 
 

七
歩
歩
く
と
は
、
私
達
の
迷
い
の
世
界
で

あ
る
六
道
輪
廻
（
地
獄
・
餓
鬼
・
畜
生
・
修

羅
・
人
（
人
間
）
・
天
上
）
を
越
え
た
世
界

（
仏
様
の
世
界
）
の
境
地
に
行
く
。
六
道
輪

廻
を
超
え
る
と
い
う
意
味
合
い
が
あ
り
ま

す
。 

「
唯
我
独
尊
」
と
は
、
「
唯
だ
、
我
、
独
（
ひ

と
り
）
と
し
て
尊
し
」
と
い
う
こ
と
で
、
全

世
界
で
自
分
は
こ
の
世
で
誰
と
も
代
わ
る
こ

と
の
出
来
な
い
唯
ひ
と
り
し
か
い
な
い
か
け

が
え
の
な
い
存
在
で
あ
り
、
あ
り
の
ま
ま
、

こ
の
ま
ま
で
尊
い
。
人
々
は
互
い
に
尊
重
し

合
う
こ
と
が
大
切
と
い
う
意
味
で
す
。 

 

ま
た
、
世
界
で
た
っ
た
一
人
の
自
分
の
生

命
を
尊
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
、
他
の
生
命
を
尊

重
す
る
と
い
う
こ
と
。
私
達
は
皆
、
掛
け
替

え
の
な
い
命
を
頂
い
て
い
る
と
い
う
教
え
で

す
。 

 
 

「
我
」
は
釈
迦
本
人
の
意
味
で
は
な
く
、

個
々
人
を
指
し
た
「
我
」
と
い
う
解
釈
で
す
。 

「
世
界
中
の
人
々
を
救
お
う
」
と
い
う
宣
言
で 

 

 

あ
る
と
同
時
に
、
「
私
が
世
界
で
唯
一
の
存
在

で
あ
る
の
と
同
じ
様
に
、
世
界
中
の
１
人
１
人

の
命
も
、
唯
一
の
尊
い
命
な
の
で
す
」
と
い
う

表
明
で
も
あ
り
ま
し
た
。 

 

つ
ま
り
釈
尊
の
御
本
意
は
、
こ
の
世
に
生
き

と
し
生
け
る
地
球
に
生
ま
れ
た
一
つ
の
命
は
平

等
で
、
有
り
難
い
存
在
で
あ
り
、
人
間
も
、
動

物
も
、
植
物
も
、
全
て
が
あ
な
た
と
同
じ
、
尊

い
命
の
灯
を
と
も
し
て
い
ま
す
。
こ
の
１
つ
１

つ
の
命
が
互
い
を
敬
い
合
い
、
信
じ
合
い
、
助

け
合
う
。
そ
ん
な
世
の
中
を
目
指
し
、
皆
が
互

い
を
思
い
遣
り
、
敬
う
こ
と
こ
そ
が
、
お
釈
迦

様
が
遺
さ
れ
た
教
え
『
仏
教
（
仏
教
を
押
し
並

べ
て
見
る
と
【
法
華
経
】
と
い
う
こ
と
に
な
り

ま
す
）
』
の
心
な
の
で
す
。 

 

全
て
の
人
や
物
や
自
然
は
、
自
分
を
創
作
っ

て
く
れ
て
い
る
も
の
で
す
。
一
切
衆
生
（
い
っ

さ
い
し
ゅ
じ
ょ
う
＝
生
き
と
し
生
け
る
も
の
全

て
）
を
愛
し
、
労
り
、
憐
れ
む
事
は
、
ひ
い
て

は
自
分
自
身
を
大
事
に
す
る
と
い
う
こ
と
に
な

り
ま
す
よ
と
い
う
教
え
。
そ
れ
ぞ
れ
の
存
在
が

尊
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
※
「
自

分
が
一
番
え
ら
い
」
と
い
う
自
惚
れ
た
解
釈
は

誤
解
で
す
。 

 

世
界
の
全
て
の
も
の
が
「
天
上
天
下
唯
我
独

尊
」
で
あ
る
と
受
け
止
め
な
さ
い
と
。
「
自
己

に
と
っ
て
自
己
が
愛
お
し
い
よ
う
に
、
他
の

人
々
に
と
っ
て
も
自
己
は
愛
お
し
い
。
故
に
自

己
を
愛
す
る
者
は
他
人
を
害
し
て
は
な
ら
な

い
」
と
、
お
釈
迦
様
は
仰
っ
て
い
ま
す
。 

自

ら
の
生
命
は
様
々
な
縁
を
頂
き
存
在
す
る
も
の

で
す
。
ま
た
他
者
も
同
じ
存
在
で
す
。
互
い
を

大
切
に
思
い
、
尊
敬
し
合
う
社
会
が
理
想
の
社

会
を
暗
に
示
し
て
い
る
と
い
う
事
に
な
り
ま 

 

 

す
。 

 

釈
尊
（
仏
様
）
と
は
ど
う
い
う
方
な
の
か
を

伝
記
で
は
な
く
、
存
在
と
し
て
明
確
に
伝
え
る

文
句
と
し
て
、
次
の
要
句
が
あ
り
ま
す
。
上
述

し
た
『
修
行
本
起
経
』
の
「
天
上
天
下
唯
我
独

尊
」
の
後
に
続
く
文
句
が
「
三
界
皆
苦
吾
当
安

之
（
さ
ん
が
い
か
い
く
が
と
う
あ
ん
し
）
」
と
な
り

ま
す
。  

「
天
上
天
下
に
た
だ
我
独
り
尊
し
（
と
す
）
三

界
は
皆
苦
な
り
吾
ま
さ
に
之
を
安
ん
ず
べ
し
」

と
読
み
ま
す
。 

三
界
皆
苦
、
吾
当
安
之
（
三
界
は
皆
苦
な
り
、

吾
ま
さ
に
こ
れ
を
安
ん
ぜ
ん
）
、
こ
の
世
は
苦

し
み
に
満
ち
て
い
る
か
ら
、
私
は
こ
の
苦
し
ん

で
い
る
人
々
を
安
心
さ
せ
た
い
、
そ
の
為
に
私

は
生
ま
れ
て
き
た
の
だ
と
い
う
「
仏
願
（
ぶ
つ

が
ん
）
」
を
旨
と
し
、
自
ら
の
身
命
を
省
み
る

こ
と
な
く
救
済
に
邁
進
す
る
と
い
う
「
仏
業
（
ぶ

つ
ぎ
ょ
う
）
」
を
行
じ
る
人
を
仏
教
で
は
理
想
と

し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
仏
願
を
抱
き
、
仏
業
に

生
き
る
人
を
「
菩
薩
（
ぼ
さ
つ
）
」
と
呼
び
ま
す
。

釈
尊
の
教
え
る
仏
教
と
い
う
智
慧
は
、
人
は
皆

平
等
で
あ
る
と
い
う
事
で
し
た
。
等
し
く
皆
救

わ
れ
、
幸
せ
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
す
。 

 

お
釈
迦
様
ご
自
身
は
王
族
の
出
身
で
は
あ
り

ま
し
た
が
、
イ
ン
ド
の
身
分
制
度
（
カ
ー
ス
ト

制
度
）
を
否
定
し
、
そ
の
精
神
を
最
も
よ
く
表

し
て
い
る
の
が
仏
教
の
中
で
も
「
法
華
経
」
と

い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

●
【
仏
教
興
隆
と
し
て
の
「
花
祭
り
」
へ
の
想

い
】 お

釈
迦
様
は
生
き
と
し
生
け
る
も
の
全
て
に

対
し
、
慈
悲
・
温
情
の
気
持
ち
を
い
だ
い
て
お

ら
れ
ま
し
た
。
『
慈
悲
は
こ
れ
仏
道
の
根
本
な 

 

 

り
』
と
示
さ
れ
て
お
ら
れ
ま
す
。
お
釈
迦
様 

の
如
く
全
て
の
人
が
こ
の
『
慈
し
み
』
の
心 

を
継
承
し
、
他
者
に
対
し
施
す
心
が
法
華
経 

の
目
指
す
一
つ
の
世
界
で
す
。
私
達
の
地
球 

は
誕
生
か
ら
４
６
億
年
経
過
し
て
お
り
ま
す 

が
、
太
陽
と
の
距
離
が
ち
ょ
う
ど
良
か
っ
た 

の
で
水
が
あ
り
、
大
気
が
あ
る
惑
星
に
な
り 

ま
し
た
。
ま
さ
に
奇
跡
の
惑
星
で
す
。
そ
し 

て
そ
こ
に
生
命
体
が
現
れ
、
様
々
な
遺
伝
子 

を
継
承
し
、
人
類
が
生
ま
れ
た
こ
と
が
ま
た 

奇
跡
。
そ
ん
な
奇
跡
の
命
を
、
こ
の
世
の
中 

で
い
か
よ
う
に
生
き
て
い
く
か
と
い
う
の
が 

仏
教
の
本
質
で
も
あ
り
ま
す
。 

 

釈
尊
が
こ
の
世
に
出
現
し
た
《
た
っ
た
１ 

つ
の
目
的
》
は
、
全
て
の
人
々
の
迷
い
を
除 

き
、
み
ん
な
が
仏
に
成
る
道
を
共
に
進
む
よ 

う
導
く
事
で
し
た
。 

 

日
蓮
聖
人
は
『
崇
峻
天
皇
御
書
（
す
し
ゅ
ん 

て
ん
の
う
ご
し
ょ
）
』
で
「
教
主
釈
尊
（
き
ょ 

う
し
ゅ
し
ゃ
く
そ
ん
）
の
出
世
（
し
ゅ
っ
せ
）
の 

本
懐
（
ほ
ん
が
い
）
は
（
仏
の
教
え
と
は
）
、 

人
の
振
る
舞
い
に
て
候
い
け
る
ぞ
」
と
喝
破 

さ
れ
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
お
釈
迦
様
の
お
出 

ま
し
は
、
人
間
が
人
間
と
し
て
生
き
る
こ
と 

で
あ
る
と
い
う
の
が
法
華
経
の
教
え
の
極
意 

の
一
つ
と
い
え
ま
す
。 

 

い
ま
家
族
の
縦
の
繋
が
り
（
ご
先
祖
・
祖 

父
母
な
ど
）
が
、
と
て
も
薄
く
な
っ
て
い
ま 

す
。
「
個
々
が
勝
手
に
生
き
て
い
い
！
」
と 

い
う
考
え
が
蔓
延
し
て
き
ま
し
た
。
こ
う
な 

っ
て
き
た
原
因
の
１
つ
は
、
や
は
り
正
月
、 

お
彼
岸
、
お
盆
、
地
域
の
お
ま
つ
り
な
ど
を 

家
族
で
共
有
す
る
事
が
少
な
く
な
っ
て
き
た 

事
も
一
因
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
こ
う
い
っ 

 



 
た
文
化
伝
統
や
記
念
日
を
大
事
に
す
る
事

で
、
人
と
人
と
の
関
わ
り
の
大
事
さ
に
気
付

き
（
再
確
認
し
）
、
お
互
い
に
感
謝
し
合
う
、

温
も
り
も
あ
る
世
の
中
を
目
指
し
た
い
。 

 
 

花
祭
り
に
は
自
も
他
も
尊
い
存
在
だ
と
胸

に
刻
み
、
そ
の
命
を
頂
い
た
こ
と
に
感
謝
を

し
つ
つ
、
お
釈
迦
様
に
甘
茶
を
濯
い
で
差
し

上
げ
ら
れ
る
行
事
に
定
着
さ
せ
た
い
と
思
っ

て
い
ま
す
。 

 
 

今
か
ら
約
２
５
０
０
～
３
０
０
０
年
前
の

今
日
、
仏
教
の
開
祖
お
釈
迦
様
が
お
亡
く
な

り
に
な
ら
れ
ま
し
た
。
お
釈
迦
さ
ま
は
、
ク

シ
ナ
ガ
ラ
と
い
う
地
で
最
後
の
ご
説
法
を
さ

れ
、
大
勢
の
弟
子
た
ち
が
見
守
る
中
、
沙
羅

双
樹
（
さ
ら
そ
う
じ
ゅ
）
の
下
で
入
滅
（
に

ゅ
う
め
つ
）
さ
れ
ま
し
た
。 

四
聖
の
中
で
一
番
初
め
に
世
の
中
に
誕
生

さ
れ
た
、
仏
教
の
開
祖
お
釈
迦
様
の
大
い
な

る
慈
悲
に
感
謝
し
、
そ
の
恩
徳
に
報
い
る
べ

く
合
掌
い
た
し
ま
し
ょ
う
。
そ
し
て
皆
様
に

目
映
い
ば
か
り
の
光
（
真
理
の
）
が
降
り
注

が
れ
ま
す
こ
と
を
心
か
ら
祈
ら
せ
て
頂
き
ま

す
。 

※
お
釈
迦
様
が
亡
く
な
ら
れ
た
年
（
仏
滅
紀

元
）
の
説
は
百
以
上
あ
り
、
最
大
で
五
百
年

以
上
の
幅
が
あ
り
ま
す
。 

合

合
掌 

副
住
職 

谷
川
寛
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