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一
、
葬
儀
の
し
お
り
（
宇
摩
佛
教
団
発
行
）

　

肉
親
の
死
と
い
う
現
実
こ
れ
ほ
ど
つ
ら
く
痛
ま
し
い
出
来
事
は
あ
り
ま
せ
ん
。

「
生
あ
る
も
の
は
必
ず
死
す
」
と
は
い
い
な
が
ら
、
悲
し
み
が
次
か
ら
次
へ
と
こ
み
あ
げ
て
く
る
も
の
で
す
。

葬
儀
と
は
、
不
思
議
な
深
い
縁
に
結
ば
れ
た
人
と
人
と
の
人
生
最
後
の
別
れ
の
儀
式
で
す
。

悲
し
み
は
悲
し
み
の
ま
ま
に
葬
儀
中
陰
を
通
じ
、
そ
の
中
で
人
生
の
真
実
生
ま
れ
た
こ
と
の
意
義
を
問
う
場
に
し
た
い
も
の
で
す
。

そ
れ
が
亡
く
な
っ
た
人
の
も
っ
と
も
願
う
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
の
願
い
は
私
達
の
心
に
生
き
続
け
て
ゆ
く
の
で
す
。

遺
体
の
尊
厳
を
守
る
と
い
う
立
場
か
ら
も
二
十
四
時
間
を
経
過
し
な
け
れ
ば
火
葬
は
出
来
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
厳
粛
に

丁
重
に
つ
と
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
　
葬
儀
の
心
得

一　

臨　
　
　

終

二　

遺
体
の
安
置　
　

遺
体
を
納
棺
す
る
ま
で
は
「
北
枕
」
と
い
っ
て
、
頭
を
北
向
に
し
て
寝
か
せ
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

こ
の
北
枕
は
、
釈
尊
の
入
滅
の
姿
勢
に
な
ら
っ
て
の
こ
と
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

部
屋
の
都
合
が
つ
か
な
い
場
合
は
、
さ
ほ
ど
こ
だ
わ
ら
な
く
て
も
よ
い
で
し
ょ
う
。

三　

寺
へ
の
連
絡　
　

遺
体
を
安
置
し
た
ら
、
ま
ず
第
一
に
亡
く
な
っ
た
こ
と
を
寺
に
連
絡
し
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

改
め
て
、
寺
へ
の
連
絡
に
使
者
を
立
て
、
二
人
で
葬
儀
を
お
ね
が
い
し
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

初
め
て
そ
の
寺
へ
葬
儀
を
依
頼
す
る
場
合
は
、
親
族
を
伴
っ
て
お
願
い
に
行
き
ま
す
。
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四　

通　
　
　

夜　
　

近
親
・
知
己
等
が
集
ま
っ
て
、
安
置
し
た
遺
体
を
見
守
り
な
が
ら
、
葬
儀
ま
で
の
一
夜
を
あ
か
す
と
い
う
こ
と
で
す
。

五　

葬　
　
　

儀　
　

葬
儀
は
、
遺
体
の
ま
ま
で
行
わ
れ
る
の
が
本
来
の
形
式
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

従
っ
て
、
葬
儀
前
の
火
葬
は
出
来
る
だ
け
慎
み
ま
し
ょ
う
。

　
　
　
　

礼
受
け　
　

喪
主
は
、
喪
に
服
し
祭
壇
最
前
列
に
座
す
こ
と
が
大
事
で
す
。
よ
っ
て
、
礼
受
け
は
喪
主
の
代
人
が
致
し
ま
す
。

六　

出　
　
　

棺　
　

葬
儀
の
式
次
第
が
終
わ
っ
た
ら
、
遺
族
・
親
族
・
近
親
者
で
「
最
後
の
お
別
れ
」
を
し
ま
す
。

七　

中　
　
　

陰　
　

中
陰
壇
を
つ
く
り
、
ご
本
尊
を
お
迎
え
し

4

4

4

4

4

4

4

4

・
位
牌
（
遺
骨
）
を
安
置
し
、
佛
具
を
お
飾
り
し
ま
す
。

　

以
上
、
基
本
的
な
こ
と
が
ら
を
の
べ
ま
し
た
が
、
く
わ
し
い
こ
と
は
寺
の
住
職
と
ご
相
談
な
さ
っ
て
く
だ
さ
い
。

　
全
日
本
佛
教
会
　
宇
摩
佛
教
団

　
宇う

摩ま

佛ぶ
っ

教き
ょ
う

団だ
ん

と
は　

四
国
中
央
市･

新
居
浜
市
別
子
山
（
旧
・
宇
摩
郡
内
）
の
宗
旨
を
超
え
た
寺
院
の
宗
団
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二
、
四
十
九
日
（
満ま

ん

中ち
ゅ
う

陰い
ん

）

　

人
が
亡
く
な
り
、
次
の
世
界
へ
行
く
ま
で
の
間
を
中
陰
と
言
い
、
そ
の
最
後
の
日
を
満
中
陰
と
言
い
ま
す
。

葬
儀
が
済
み
、
初
七
日
・
二
七
日
・
・
・
・
と
供
養
を
し
て
い
き
四
十
九
日
目
に
忌
明
け
法
要
（
満
中
陰
忌
）
を
行
い
ま
す
。

こ
の
地
域
で
は
、
初
七
日
・
・
・
・
と
逮た

い

夜や

（
忌
日
の
前
夜
）
と
い
う
言
葉
が
一
緒
に
な
り

毎
週
夜
行
う
お
勤
め
を
お
七
夜
と
表
現
し
て
い
ま
す
。
法
要
事
は
、
忌
日
前
夜
か
ら
当
日
に
か
け
て
行
い
ま
す
の
で

お
七
夜
の
場
合
そ
の
数
え
方
は
、
亡
く
な
っ
た
日
を
第
一
日
目
と
数
え
、
六
日
目
の
夜
が
最
初
の
お
七
夜
・
七
日
目
が
初
七
日
で
す
。

忌
日
に
は
墓
参
り
を
し
ま
す
（
納
骨
が
済
ん
で
い
る
場
合
）。
こ
れ
を
毎
週
繰
り
返
し
て
い
き
七
回
目
の
七
日
が
四
十
九
日
で
す
。

四
十
九
日
に
忌
明
け
法
要
を
行
う
の
が
本
儀
で
す
の
で
、
当
日
ま
で
に
寺
に
連
絡
を
し
て
打
合
せ
を
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

ま
た
当
日
ま
で
に
、
新
し
い
位
牌
を
準
備
し
ま
し
ょ
う
。（
百
ヶ
日
の
お
勤
め
と
墓
参
り
は
家
族
で
行
い
ま
す
）

位
牌
に
つ
い
て
は
、
種
類
・
寸
法
・
値
段
等
が
あ
り
ま
す
の
で
、
適
当
な
物
を
お
店
で
購
入
し
て
く
だ
さ
い
。

尚
、
文
字
を
彫
る
タ
イ
プ
の
位
牌
を
注
文
し
た
場
合
、
仕
上
時
間
が
か
か
る
よ
う
な
の
で
、
早
め
に
注
文
し
た
方
が
良
い
よ
う
で
す
。

繰
り
だ
し
位
牌
の
よ
う
に
文
字
を
書
く
タ
イ
プ
は
寺
に
持
参
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
当
日
ま
で
に
書
い
て
お
き
ま
す
。

忌
明
け
法
要
に
準
備
す
る
物
、
祭
壇
は
葬
儀
以
降
使
っ
て
き
た
物
を
そ
の
ま
ま
使
用
し
ま
す
。

本
尊
掛
け
軸
・
佛
具
が
必
要
な
場
合
、
寺
に
貸
し
出
し
用
が
あ
り
ま
す
の
で
連
絡
を
入
れ
て
く
だ
さ
い
。

新
し
い
位
牌
・
霊
供
膳
・
お
供
え
物
・
花
・
ロ
ー
ソ
ク
・
線
香
・
打
ち
鳴
ら
し
・
焼
香
の
準
備
（
焼
香
器
・
焼
香
炭
）
な
ど
。

墓
参
り
も
し
ま
す
の
で
、
墓
の
花
・
ロ
ー
ソ
ク
・
線
香
・
お
供
え
物
・
参
り
米
・
マ
ッ
チ
な
ど
も
用
意
し
ま
し
ょ
う
。

　

焼
し
ょ
う

香こ
う

と
は　

本
尊
様
の
御
前
で
供
養
や
願
い
事
等
を
す
る
場
合
、
ま
ず
自
分
の
心
身
を
清
め
る
た
め
に
行
う
作
法
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三
、
新あ

ら

　
盆ぼ

ん

　

新
佛
様
が
初
め
て
迎
え
る
お
盆
を
『
新
盆
』
と
い
い
祭
壇
等
を
準
備
し
て
供
養
を
し
ま
す
。

お
盆
ま
で
に
祭
壇
を
準
備
し
て
八
月
十
三
日
に
お
墓
で
迎
え
火
を
焚
き
佛
様
を
お
迎
え
し
、
お
盆
の
間
は
家
族
・
親
類
で
供
養
を
行
い

八
月
十
六
日
に
お
墓
参
り
を
し
て
佛
様
を
送
れ
ば
、
お
盆
の
行
事
が
終
わ
り
ま
す
。

こ
の
地
域
で
は
、
以
前
よ
り
新
盆
の
迎
え
火
を
八
月
十
四
日
に
焚
く
の
が
慣
習
に
な
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。

新
盆
を
迎
え
る
為
の
準
備
、
祭
壇
は
早
め
に
準
備
し
ま
し
ょ
う
。

新
佛
様
の
位
牌
・
本
尊
様
の
掛
け
軸
・
霊
供
膳
・
お
供
え
物
・
花
・
ロ
ー
ソ
ク
・
線
香
・
打
ち
鳴
ら
し
な
ど

墓
参
り
の
花
・
ロ
ー
ソ
ク
・
線
香
・
お
供
え
物
・
参
り
米
・
マ
ッ
チ
な
ど
。

迎
え
火
を
焚
く
準
備
、
線
香
を
五
本
く
ら
い
束
ね
た
物
を
百
八
束
、
又
は
新
し
い
割
り
箸
を
百
八
本
で
も
構
い
ま
せ
ん
。

最
近
は
、
迎
え
火
セ
ッ
ト
を
販
売
し
て
い
る
お
店
も
あ
り
ま
す
の
で
、
購
入
さ
れ
て
も
構
い
ま
せ
ん
。

迎
え
火
は
、
家
の
門
口
で
焚
く
の
が
本
来
で
す
が
、
墓
の
前
で
焚
く
の
が
こ
の
地
域
の
慣
習
で
す
。

当
院
で
は
毎
年
八
月
十
四
日
に
、
前
年
の
八
月
一
日
〜
今
年
七
月
三
十
一
日
に
亡
く
な
っ
た
方
の
新
盆
会
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。

案
内
状
を
差
し
上
げ
ま
す
の
で
、
お
繰
り
合
わ
せ
の
上
お
参
り
く
だ
さ
い
。

新
佛
様
の
居
な
い
お
宅
で
も
佛
壇
の
準
備
と
墓
参
り
を
忘
れ
ず
に
、
お
盆
に
は
ご
先
祖
様
を
お
迎
え
し
て
供
養
し
ま
し
ょ
う
。
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四
、
施せ

餓が

鬼き

供く

養よ
う

　

毎
年
お
盆
に
は
、
先
祖
供
養
だ
け
で
な
く
有
縁
無
縁
供
養
の
為
に
施
餓
鬼
供
養
を
行
い
ま
す
。

供
養
に
使
う
壇
を
『
施
餓
鬼
棚
』・『
水
棚
』
と
い
い
ま
す
。
竹
と
菓
子
箱
の
よ
う
な
物
が
有
れ
ば
簡
単
に
作
れ
ま
す
が

最
近
は
お
店
で
も
購
入
で
き
ま
す
の
で
、
ど
ち
ら
で
準
備
さ
れ
て
も
構
い
ま
せ
ん
。

施
餓
鬼
棚
の
ま
つ
り
方
例
（
八
月
十
三
日
か
ら
八
月
十
六
日
ま
で
）

施
餓
鬼
棚
に
使
う
お
札
は
、
町
内
は
お
盆
ま
で
に
お
配
り
し
ま
す
。

お
供
え
を
簡
単
に
す
る
場
合
は
、
団
子
と
水
だ
け
で
も
構
い
ま
せ
ん
。

使
っ
た
お
札
は
、
八
月
十
六
日
に
墓
で
お
焚
き
上
げ
し
て
く
だ
さ
い
。
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五
、
お
辰た

つ

巳み

　

新
佛
様
の
お
正
月
、
巳
正
月
の
事
を
こ
の
地
域
で
は
『
お
辰
巳
』
と
い
い
ま
す
。

十
二
月
の
最
初
の
辰
の
夜
か
ら
巳
の
朝
に
か
け
て
祭
壇
で
の
お
勤
め
と
墓
参
り
を
し
ま
す
が

最
近
で
は
、
辰
の
夕
方
頃
に
墓
参
り
を
し
て
、
夜
祭
壇
で
お
勤
め
を
す
る
お
宅
が
多
い
よ
う
で
す
。

準
備
す
る
物
、
祭
壇
・
新
佛
様
の
位
牌
・
お
供
え
物
・
餅
・
霊
供
膳
・
花
・
ロ
ー
ソ
ク
・
線
香
・
打
ち
鳴
ら
し
・
豆
腐
一
丁
な
ど

墓
の
花
・
ロ
ー
ソ
ク
・
線
香
・
ワ
ラ
・
餅
・
竹
・
マ
ッ
チ
な
ど
。

墓
で
ワ
ラ
や
木
を
燃
や
し
て
竹
を
鳴
ら
し
ま
す
。
ま
た
、
ワ
ラ
の
火
で
餅
を
焼
い
て
食
べ
ま
す
。

な
ぜ
、
お
辰
巳
に
竹
を
鳴
ら
す
？

最
近
、
環
境
破
壊
や
火
災
が
原
因
で
禁
止
に
な
っ
た
都
市
も
多
い
よ
う
で
す
が

旧
正
月
や
祝
日
・
慶
事
の
際
、
爆
竹
を
鳴
ら
し
て
悪
邪
を
追
い
払
う
中
国
の
習
慣
に
由
来
し
て
い
ま
す
。

お
辰
巳
は
、
真
言
宗
の
正
式
な
宗
教
行
事
で
は
な
く
、
元
々
地
域
の
風
習
か
ら
出
来
た
も
の
で
す
。

行
事
の
仕
方
・
準
備
す
る
物
な
ど
地
域
に
よ
っ
て
も
少
々
違
う
場
合
が
有
る
よ
う
で
す
。
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六
、
お
涅ね

槃は
ん

（
旧
暦
の
二
月
十
四
日
・
十
五
日
）

　

お
釈
迦
様
の
入
滅
の
日
を
涅
槃
と
い
い
、
お
釈
迦
様
の
供
養
を
涅
槃
法
会
と
い
い
ま
す
。

お
涅
槃
に
は
、
お
釈
迦
様
の
供
養
に
併
せ
て
檀
家
各
家
の
供
養
も
行
い
ま
す
の
で
お
参
り
く
だ
さ
い
。

新
佛
様
の
お
宅
に
は
三
ヶ
年
ご
案
内
致
し
ま
す
の
で
、
是
非
お
参
り
く
だ
さ
い
。

三
ヶ
年
間
お
参
り
の
際
は
、
戒
名
を
書
い
た
『
掛か

け
物も
の

』
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。（
新
佛
様
以
外
の
掛
け
物
も
受
け
付
け
ま
す
）

『
掛か

け
物も

の

』
の
書
き
方

お
包
み
の
表
に
、
亡
く
な
っ
た
方
の
戒
名
を
縦
一
杯
に
書
き
ま
す
。

自
分
の
名
前
は
裏
側
へ
。
水
引
の
色
は
黒
を
使
い
ま
す
。（
赤
以
外
な
ら
可
）

尚
、
包
む
金
額
に
決
ま
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。

お
涅
槃
豆
知
識

　
掛か

け
物も
の

と
は　

新
佛
様
の
特
別
供
養
の
為
に
お
持
ち
頂
く
戒
名
を
書
い
た
お
包
み
の
事

　
塔と

う

　
婆ば

と
は　

個
別
に
供
養
す
る
場
合
に
申
し
込
み
ま
す
（ 

○
○
家
先
祖
代
々
・ 

○
○
霊
菩
提
の
為
な
ど
）

　
水み

ず

の
札ふ
だ

と
は　

沢
山
の
供
養
を
す
る
場
合
に
人
数
分
を
申
し
込
み
ま
す
（
親
戚
一
同
分
・
戒
名
不
明
な
ど
）

お
涅
槃
お
参
り
の
仕
方

　

先
、
お
寺
に
着
い
た
ら
、
お
持
ち
頂
い
た
掛
け
物
を
受
付
に
出
し
て
く
だ
さ
い
。
次
に
、
塔
婆
・
水
の
札
・
線
香
ロ
ー
ソ
ク
等
の

購
入
と
申
し
込
み
を
行
い
、
最
後
に
お
堂
内
外
を
お
参
り
し
て
頂
け
れ
ば
結
構
で
す
。

一
切
の
煩
惱
が
な
く
な
る
こ
と
を
涅
槃
と
い
い
ま
す
。
涅
槃
に
は
、
常じ

ょ
う

（
生
き
死
に
が
な
い
常
住
）
楽ら
く

（
生
き
死
に
の
苦
し
み
が
な
い

安
楽
）
我が

（
悟
を
得
た
本
当
の
我
）
浄じ
ょ
う

（
垢
れ
や
不
正
が
な
く
、
ど
こ
ま
で
も
清
浄
）
の
四
つ
の
徳
が
具
わ
り
ま
す
の
で

常
楽
我
浄
の
上
の
二
文
字
を
と
っ
て
、
涅
槃
法
会
を
常じ

ょ
う

楽ら
く

会え

と
い
い
ま
す
。

お
涅
槃
は
、
六
ヶ
寺
結
衆　

寿
院 

→
五
智
院 

→
井
源
寺 

→
西
蓮
寺 

→
西
福
寺 
→
延
命
寺
の
輪
番
で
行
い
ま
す
。



− 8 −

　
七
、
法
　
事

　

亡
く
な
っ
た
方
に
、
よ
り
一
層
の
功
徳
を
積
ん
で
頂
く
た
め
の
、
家
族
親
族
が
行
う
追
善
供
養
を
一
般
に
法
事
と
い
い
ま
す
。

法
事
は
一
周
忌
・
三
回
忌
・
七
回
忌
・
十
三
回
忌
・
十
七
回
忌
・
二
十
三
回
忌
（
二
十
五
回
忌
は
地
方
慣
例
）・
二
十
七
回
忌

三
十
三
回
忌
・
三
十
七
回
忌
・
五
十
回
忌
と
進
ん
で
い
き
ま
す
。
年
忌
の
数
え
方
は
、
亡
く
な
っ
た
年
か
ら
数
え
始
め
ま
す
の
で

例
え
ば
平
成
元
年
に
亡
く
な
る
と
七
回
忌
は
平
成
七
年
で
す
。
年
齢
を
数
え
る
と
き
の
、
数
え
年
の
繰
り
方
と
同
じ
で
す
。

法
事
の
予
定
が
決
ま
れ
ば
、
早
め
に
寺
へ
連
絡
を
入
れ
て
日
程
の
打
合
せ
を
し
ま
し
ょ
う
。

翌
年
の
法
事
の
予
約
は
十
一
月
下
旬
以
降
に
受
け
付
け
ま
す
。

法
事
に
準
備
す
る
物
、
本
尊
様
の
掛
け
軸
・
祭
壇
・
位
牌
・
塔
婆
（
ト
ー
バ
）・
墨
汁

霊
供
膳
・
お
供
え
物
・
花
・
ロ
ー
ソ
ク
・
線
香
・
打
ち
鳴
ら
し
・
焼
香
の
準
備
（
焼
香
器
・
焼
香
炭
）
な
ど
。

墓
参
り
も
し
ま
す
の
で
、
墓
の
お
供
え
物
・
花
・
ロ
ー
ソ
ク
・
線
香
・
参
り
米
・
マ
ッ
チ
な
ど

本
尊
様
の
掛
け
軸
と
佛
具
は
、
寺
に
貸
し
出
し
用
が
あ
り
ま
す
の
で
、
必
要
な
方
は
連
絡
を
入
れ
て
く
だ
さ
い
。

法
事
の
度
に
塔
婆
（
ト
ー
バ
）
が
必
要
で
す
の
で
、
お
店
で
購
入
し
て
く
だ
さ
い
。

塔
婆
は
回
忌
に
よ
っ
て
長
さ
が
違
い
ま
す
が
、
お
店
で
「
○
○
回
忌
用
ト
ー
バ
下
さ
い
」
と
言
え
ば
大
丈
夫
で
す
。

法
事
の
お
宅
で
塔
婆
を
書
く
の
に
墨
か
墨
汁
が
必
要
で
す
の
で
、
こ
れ
も
準
備
し
て
く
だ
さ
い
。

墨
が
無
い
場
合
は
、
塔
婆
を
寺
ま
で
届
け
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
こ
ち
ら
で
書
い
て
当
日
持
っ
て
行
き
ま
す
。

　

塔と
う

婆ば

と
は　

法
要
時
に
戒
名
を
書
い
て
供
養
す
る
供
養
塔
の
こ
と
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八
、
お
彼
岸

　

佛
教
で
は
、
生
死
に
苦
し
み
、
迷
い
や
悩
み
の
多
い
心
の
状
態
を
此
岸
（
こ
ち
ら
の
岸
）
と
い
い
、
迷
い
や
苦
し
み
を
乗
り
越
え
た

理
想
の
世
界
を
向
こ
う
側
の
岸
に
見
た
て
て
彼
岸
、
も
し
く
は
到
彼
岸
と
い
い
ま
す
。

此
岸
か
ら
彼
岸
に
渡
る
渡
し
船
の
役
目
を
す
る
の
が
六ろ

っ

波ぱ

羅ら

蜜み
つ

（
六
つ
の
修
養
方
法
）
で
、
そ
の
彼
岸
に
渡
る
べ
く
努
力
す
る
週
間
を

親
し
み
を
込
め
て
『
お
彼
岸
』
と
よ
ん
で
い
ま
す
。

　

春
分
・
秋
分
の
日
は
、
太
陽
が
真
東
か
ら
出
て
真
西
に
入
る
。
昼
夜
等
し
く
、
そ
こ
で
、
佛
教
の
根
本
精
神
の
一
つ
で
あ
る
中ち
ゅ
う

道ど
う

（
か
た

よ
ら
ぬ
心
）
の
象
徴
と
し
て
お
彼
岸
の
中
に
お
か
れ
、お
中
日
と
し
て
前
後
三
日
ず
つ
配
し
て
修
養
の
方
法
を
実
践
す
る
日
と
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
秋
分
の
日
は
法
律
で
も
『
先
祖
を
敬
い
亡
く
な
っ
た
人
を
偲
ぶ
日
』
と
定
め
ら
れ
て
お
り
、
昔
か
ら
先
祖
供
養
の
季
節
と
し
て

親
し
ま
れ
て
い
ま
す
。
自
分
の
家
の
墓
だ
け
で
な
く
、
日
頃
ご
無
沙
汰
し
て
い
る
親
戚
等
の
墓
も
お
参
り
し
、
墓
参
り
を
き
っ
か
け
と
し
て

我
が
家
の
歴
史
を
子
供
に
伝
え
た
り
人
生
に
つ
い
て
語
り
合
う
の
も
意
義
深
い
お
彼
岸
の
過
ご
し
方
と
い
え
ま
し
ょ
う
。

六ろ
っ

波ぱ

羅ら

蜜み
つ

に
つ
い
て 

①
布ふ

施せ

（
ほ
ど
こ
し
を
す
る
）

上
か
ら
下
へ
何
か
を
与
え
る
の
で
は
な
く
、
人
間
は
誰
で
も
何
か
の
特
徴
を
持
ち
、
ど
れ
ほ
ど
か
の
力
を
持
っ
て
い
ま
す
。

学
者
は
学
問
の
力
を
、
労
働
者
は
体
力
を
、
財
の
あ
る
人
は
財
を
、
技
術
者
は
自
分
の
持
て
る
技
術
を
世
の
た
め
人
の
た
め
に
提
供
す
る
。

何
も
な
く
て
も
、
や
さ
し
い
言
葉
・
に
こ
や
か
な
微
笑
み
だ
け
で
も
、
人
の
心
を
救
う
こ
と
が
出
来
る
の
で
す
。 

②
持じ

戒か
い

（
規
則
を
守
る
）

我
が
ま
ま
・
気
ま
ま
・
身
勝
手
、
ふ
し
だ
ら
を
平
気
で
や
っ
て
い
た
ら
不
幸
を
招
く
だ
け
。

人
間
は
、
人
間
の
道
を
守
ら
な
け
れ
ば
自
由
に
は
生
き
ら
れ
ま
せ
ん
。

法
を
守
り
、
社
会
人
と
し
て
秩
序
を
維
持
し
人
の
道
を
守
る
こ
と
が
彼
岸
に
渡
る
第
二
の
船
と
な
り
ま
す
。
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③
忍に
ん

辱に
く

（
が
ま
ん
す
る
）

堪
え
忍
ぶ
と
い
う
こ
と
は
、
弱
者
の
道
徳
と
思
う
の
は
間
違
い
で
す
。

不
利
益
な
立
場
に
置
か
れ
た
と
き
、
よ
く
そ
れ
に
堪
え
、
静
に
も
の
ご
と
の
理
非
を
判
断
し
、
広
い
目
で
ま
わ
り
を
観
察
す
る
だ
け
の

心
の
ゆ
と
り
を
持
っ
て
、
何
事
に
も
堪
え
忍
ん
で
行
く
こ
と
が
第
三
の
船
と
な
り
ま
す
。

④
精し

ょ
う

進じ
ん

（
は
げ
む
）

い
つ
の
時
代
で
も
怠
け
者
が
成
功
し
た
た
め
し
は
あ
り
ま
せ
ん
。
人
間
は
そ
の
時
代
に
応
じ
て
、
環
境
に
ふ
さ
わ
し
い
勉
強
を
し
な
け
れ

ば
い
け
ま
せ
ん
。
精
進
努
力
が
成
功
の
絶
対
条
件
で
あ
り
、
こ
れ
が
不
満
足
な
此
岸
か
ら
満
足
の
彼
岸
に
達
す
る
第
四
の
船
で
す
。

⑤
禅ぜ

ん

定じ
ょ
う

（
心
を
落
ち
つ
け
る
）

世
の
中
が
騒
が
し
く
な
り
、
仕
事
が
忙
し
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
落
ち
つ
き
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

安
定
し
た
心
か
ら
正
し
い
判
断
が
生
ま
れ
ま
す
。
心
の
落
ち
つ
き
を
保
っ
て
い
く
と
、
そ
れ
が
健
康
の
増
進
に
役
立
ち
生
活
力
の
源
に
な

り
ま
す
。
平
和
の
彼
岸
に
到
る
第
五
の
船
と
な
り
ま
す
。 

⑥
智ち

慧え

（
ち
え
を
み
が
く
）

科
学
は
す
ば
ら
し
い
進
歩
を
遂
げ
て
い
ま
す
。
科
学
知
識
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
が
、
忘
れ
て
は
い
け
な
い
の
は

科
学
は
人
間
の
幸
せ
の
た
め
に
有
る
の
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

も
の
知
り
の
ち
え
で
は
な
く
、
人
生
を
正
し
く
見
極
め
て
い
く
智
慧
の
眼
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
が

彼
岸
に
渡
る
第
六
の
船
と
な
り
ま
す
。
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九
、
法
事
等
祭
壇
の
例
（
参
考
に
し
て
頂
く
た
め
の
一
例
で
す
。）

　

本
尊
様
は
、
大
日
如
来
・
十
三
佛
な
ど
（
寺
に
貸
し
出
し
用
が
あ
り
ま
す
の
で
、
必
要
な
場
合
は
連
絡
を
入
れ
て
く
だ
さ
い
。）

　

本
尊
様
の
お
供
え
（
佛
飯
・
お
茶
）
も
忘
れ
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。
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十
、
霊
供
膳

お
ひ
ら
・
・
・
し
い
た
け
、
に
ん
じ
ん

　
　
　
　
　
　

高
野
ど
う
ふ
、
こ
ん
ぶ

　
　
　
　
　
　

大
根
な
ど
の
煮
物

お
つ
ぼ
・
・
・
煮　

豆
、
白
和
え

た
か
つ
き
・
・
酢　

物

　

霊
供
膳
は
ご
先
祖
様
の
お
供
え
で
す
の
で
、
位
牌
の
方
へ
向
け
て
供
え
て
く
だ
さ
い
。
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十
一
、
掛
け
軸
の
仕
舞
い
方

掛
け
軸
を
し
ま
う
場
合
、
風ふ
う

帯た
い

（
掛
け
軸
上
部
に
あ
る
、
細
く
て
長
い
帯
）
の
畳
み
方
は

上
の
図
の
よ
う
に
左
の
風
帯
は
右
へ
、
右
の
風
帯
は
左
へ
折
り
曲
げ
ま
す
。

軸
に
巻
き
込
む
と
、
巻
き
癖
が
つ
い
て
し
ま
い
ま
す
。

紐
の
結
び
方
は
左
の
図
を
参
考
に
し
て
く
だ
さ
い
。

軸
の
掛
け
紐
は
、
あ
ま
り
強
く
締
め
付
け
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

掛
け
紐
が
強
い
場
合
、
軸
に
シ
ワ
が
入
り
ま
す
の
で
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

　

軸
は
湿
気
を
嫌
い
ま
す
。
春
秋
の
天
気
の
良
い
日
に
、
直
射
日
光
を
避
け
て
虫
干
し
を
し
ま
し
ょ
う
。
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十
二
、
佛
壇
の
ま
つ
り
方
例
（
参
考
に
し
て
頂
く
た
め
の
一
例
で
す
。）

　

佛
壇
は
、
位
牌
を
祭
る
為
だ
け
で
な
く
、
そ
の
家
を
お
守
り
下
さ
る
本
尊
様
の
お
住
ま
い
で
す
。

新
し
く
購
入
・
入
れ
替
え
を
さ
れ
た
時
は
、
本
尊
様
（
大
日
如
来
・
不
動
明
王
・
弘
法
大
師
）
の

開
眼
供
養
と
佛
壇
の
お
清
め
に
参
り
ま
す
の
で
、
寺
へ
連
絡
を
入
れ
て
日
程
の
打
合
せ
を
し
ま
し
ょ
う
。
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十
三
、
永
代
供
養
に
つ
い
て

壽
院
で
は
、
高
齢
化
や
少
子
化
等
々
、
諸
事
情
で
佛
壇
や
墓
地
の
お
世
話
が
困
難
に
な
っ
た
方
の
た
め
に
、

永
代
供
養
が
出
来
る
お
堂
（
位
牌
堂
）
と
、
お
墓
（
合
葬
墓
）
を
平
成
二
十
四
年
に
建
立
致
し
ま
し
た
。

　
　
位
牌
永
代
供
養
料 

︱
︱ 

壱
百
万
円
（
専
用
厨
子
一
区
画
分
）

　
　
遺
骨
永
代
供
養
料 

︱
︱ 

参
拾
万
円
（
二
霊
以
上
同
時
に
預
か
る
場
合
は
、
五
拾
万
円
）

永
代
供
養
を
申
し
込
ま
れ
る
場
合
、
同
意
し
て
頂
く
事
項
が
ご
ざ
い
ま
す
。 

　

※
お
位
牌
は
、
専
用
厨
子
に
納
ま
る
よ
う
作
り
替
え
て
下
さ
い
。

　

※
繰
り
出
し
位
牌
の
場
合
、中
板
は
黒
檀
な
ど
の
文
字
を
彫
る
タ
イ
プ
で
お
願
い
致
し
ま
す
。

　

※
位
牌
棚
が
一
杯
に
な
っ
た
場
合
、
お
位
牌
の
古
い
順
に
位
牌
堂
本
尊
（
釈
迦
如
来
）

　
　

祭
壇
内
に
移
動
し
て
供
養
致
し
ま
す
。

　

※
遺
骨
棚
が
一
杯
に
な
っ
た
場
合
、
遺
骨
は
合
葬
し
て
土
に
還
し
ま
す
。

　

※
納
め
て
頂
い
た
永
代
供
養
料
は
、
如
何
な
る
場
合
も
返
却
致
し
ま
せ
ん
。

　

尚
、
申
し
込
み
は
檀
家
内
外
を
問
い
ま
せ
ん
。
詳
細
は
当
院
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

電
話
（
〇
八
九
六
）
七
四
ー
二
四
三
二

U
RL

：w
w

w
.kenjuin.jp

五
寶
山
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わ
が
家
の
備
忘
録
　
　
　
　
　
年
中
行
事
の
メ
モ
等
に
お
使
い
下
さ
い
。
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