
.
三

,
)

ニ
=

卸
一

毛

一
一
一

一
・
三
芝

、
.
●
」
』
一

=
=

=
一

:
ニ

け
ん
じ
と
・
リ

親
聖
人
は
、
生
涯
に
多
く
の
和
讃
を
制
作

、俳り、
.
、

式
社

株
会

ナ

◆

φ

現
釜
脹
聖
典

『
三
特
、
、

S

國
A

京
江
幽

◆

ズ
に
棄
た
な
一

、
ソ
ー

)
』
の
発
刊
に
よ
せ
て

「
現
代
語
版
聖
典
」
は
、
「
原
典
版
聖
典
、
註

へ
ん
春
ん

釈
版
聖
典
の
編
の
姿
勢
を
踏
ま
え
つ
つ
、
時

代
に
即
応
し
た
表
現
を
と
り
、
真
実
の
教
え
が

現
代
の
ひ
と
り
で
も
多
く
の
人
々
に
正
し
く
つ

た
わ
る
」
(
「
現
代
語
版
聖
典
」
巻
末
「
浄
土
真
宗

聖
典
(
現
代
語
版
)
の
刊
行
に
あ
た
っ
て
」
)
こ

と
を
目
的
と
し
て
編
纂
さ
れ
て
い
ま
す
0

じ
」
.
口
ν
」
●
゛
ん
武
亀
、
よ
み

こ
れ
ま
で
に
「
浄
土
三
部
経
」
や
「
顕
、

ν
一
 
L
ん
じ
つ
キ
、
」
尋
ぎ
と
う
し
ょ
寺
も
人
ι
い

し
と
ら
き
と
う

土
真
実
教
行
証
文
類
』
な
ど
十
六
聖
教
、

1

計
十
冊
を
発
刊
し
て
き
ま
し
た
が
、
こ
の
た
ぴ

き
ん
じ
と
う
わ
ぎ
ん

「
三
帖
和
讃
(
現
代
語
版
)
一
が
発
刊
さ
れ
ま
し

た
。
一
宗
報
』
二
0
一
五
年
十
月
号
で
は
、
「
三

よ
、

帖
和
讃
」
は
韻
文
形
式
で
現
代
語
訳
を
す
べ
き

か
ど
う
か
や
、
基
本
的
な
言
葉
や
解
釈
し
に
く

い
言
葉
に
付
さ
れ
た
脚
註
や
訳
註
な
ど
、
「
三

帖
和
讃
(
現
代
語
版
)
」
に
つ
い
て
、
幾
つ
か

の
点
に
分
け
て
特
徴
を
説
明
し
ま
し
た
。
今
号

で
は
、
「
三
帖
和
讃
」
が
現
代
に
生
き
る
私
た

ち
に
ま
で
受
け
継
が
れ
て
き
た
背
景
に
は
、
ど

の
よ
う
な
お
心
が
あ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
、
考

え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
0

さ
れ
、
そ
の
総
数
は
五
四
0
首
以
上
に
も
な
る

と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
中
で
も
、
親
聖
人
が

関
東
か
ら
帰
洛
後
七
十
六
歳
頃
制
作
さ
れ
た

二
み
そ
う
"
キ
ん

じ
ょ
,
「
と
わ
さ
ん

「
浄
土
和
讃
」
「
高
僧
和
讃
」
と
、
八
十
六
歳

し
ょ
、
コ
ぞ
.
口
主
つ
わ
キ
ん

頃
制
作
さ
れ
た
「
正
像
末
和
讃
」
の
三
部
は

「
三
帖
和
讃
」
と
総
称
さ
れ
て
い
ま
す
。

親
聖
人
の
「
和
讃
」
の
特
徴
を
、
一
増
補

改
訂
本
願
寺
史
」
第
一
巻
二
五
八
豆
で

S

い
人
ぶ
ん

和
讃
は
、
東
国
の
門
弟
た
ち
が
声
に
出
し
て

唱
え
る
こ
と
を
前
提
に
作
成
さ
れ
た
と
考
え

ら
れ
る
。

と
い
い
、
千
葉
乗
隆
先
生
は
、

親
鸞
聖
人
も
、
ま
た
折
に
ふ
れ
て
念
仏
の
よ

ろ
こ
び
を
う
た
い
あ
げ
て
い
た
が
、
そ
の
心

情
を
同
信
者
に
わ
か
ち
合
い
、
か
つ
ひ
ろ
く

人
び
と
に
も
う
た
を
通
じ
て
浄
土
の
教
え
を

理
解
し
て
も
ら
お
う
と
し
て
和
讃
の
編
集
に

と
り
か
か
っ
た
も
の
と
想
像
さ
れ
る
0

(
千
葉
乗
隆
徳
永
道
雄
「
親
鸞
聖
人
そ

の
教
え
と
生
涯
に
学
ぶ
』
六
七
頁
)

と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
「
三
帖
和
讃
」

、
、

、

は
、
僧
侶
だ
け
で
な
く
一
般
の
人
々
と
と
も
に
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「
和
讃
」
を
声
に
出
し
唱
え
る
こ
と
で
、
わ
か

り
や
す
く
本
願
の
教
え
を
伝
え
、
理
解
し
て
い

こ
う
と
し
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
の

よ
う
な
「
三
帖
和
讃
」
を
、
更
に
身
近
に
し
て

れ
ん
に
ょ
し
ょ
み
に
ん

く
だ
さ
っ
た
の
が
蓮
如
上
人
で
す
。

ろ
く
じ
島
、

上
人
以
前
の
本
願
寺
で
は
朝
夕
に
『
六
時
礼

ν
一
く
じ
0

さ
ん讃

一
(
「
往
生
礼
讃
』
)
を
読
訥
し
て
い
た
の
で

ぶ
ん
め
い

す
が
、
上
人
は
、
文
明
五
年
二
四
七
三
)
に

し
ょ
み
し
ん
げ

『
正
信
偶
・
和
讃
一
を
開
版
さ
れ
ま
し
た
。
こ

乞
き
ょ
門

れ
に
ょ
っ
て
、
読
経
は
僧
侶
が
行
う
と
考
え

ら
れ
て
い
た
時
代
の
中
で
、
一
般
の
方
々
、
特

に
門
徒
の
方
々
の
中
に
朝
夕
の
仏
前
で
の
勤

、
、
、

ぎ
ょ
う

行
習
慣
が
生
ま
れ
、
多
く
の
方
々
が
と
も
に

和
讃

唱
和
し
て
い
く
と
い
う
形
式
が
一

般
化
し
た
と
さ
れ
ま
す
。
こ
の
点

を
、
岡
村
喜
史
先
生
は
、
「
門
徒

同
士
が
共
通
の
行
動
を
と
る
こ
と

は
、
門
徒
の
間
に
一
体
感
を
生
み

出
し
、
門
徒
相
互
の
仲
間
意
識
を

高
揚
す
る
」
こ
と
に
な
っ
た
と
指

摘
さ
れ
て
い
ま
す
(
岡
村
先
生
が

解
説
さ
れ
た
蓮
如
上
人
に
ょ
る
布
教

伝
道
の
特
徴
に
つ
い
て
は
『
季
刊
せ

い
て
ん
一
血
一
 
0
七
号
に
掲
載
さ
れ
ま
し
た
)
。

「
浄
土
和
讃
」
「
高
僧
和
讃
」
が
制
作
さ
れ
た

壮
,
ワ
じ

親
鸞
聖
人
七
十
六
歳
と
い
ぇ
ぱ
、
宝
治
二
年

(
三
四
八
)
で
す
か
ら
、
現
在
(
二
0
一
六
)

ま
で
七
六
0
年
以
上
の
歴
史
が
あ
り
ま
す
し
、

蓮
如
上
人
の
開
版
か
ら
考
え
て
も
約
五
五
0
年

の
歴
史
が
あ
り
ま
す
。
「
三
帖
和
讃
」
は
本
当

に
長
い
間
多
く
の
方
々
に
ょ
っ
て
大
切
に
受
け

継
が
れ
て
き
た
と
い
ぇ
ま
す
。

こ
う
し
た
親
'
聖
人
か
ら
続
く
歴
史
を
踏
ま

、
、
、
.
゛
ん

、
、
、

え
、
「
と
も
に
み
教
え
を
味
わ
い
、
と
も
に
讃

だ
ん嘆

す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
」
と
い
う
方
針

だ
い
お
ん
亀
、

の
も
と
、
親
'
聖
人
七
五
0
回
大
遠
忌
に
際
し

゛
本
即
寺
出
版
社

(
総
合
研
究
所
岡
崎
秀
麿

信
侶
」
や
親
聖
人
の
他
の
聖
教
と
密
接
に
関

連
し
て
い
ま
す
の
で
、
あ
わ
せ
読
ま
れ
た
い
場

合
な
ど
は
、
現
代
語
版
聖
典
の
底
本
で
あ
る

「
浄
土
真
宗
聖
典
(
註
釈
版
)
』
、
さ
ら
に
は

「
浄
土
真
宗
聖
典
全
書
二
宗
祖
篇
上
』

な
ど
を
ご
参
照
く
だ
さ
い
。

(
「
三
帖
和
讃
(
現
代
語
版
)
』
の
ご
注
文
は
、

本
願
寺
出
版
社
〔
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル
 
0
1
2

0
1
4
6
4
1
5
8
3
^
ま
で
お
願
い
い
た
し

ま
す
)

て
新
た
に
制
定
さ
れ
た
の
が
「
宗
祖
讃
仰
作

ヨ
、
ー法

」
と
「
宗
祖
讃
仰
作
法
音
楽
法
要
」
で
す

(
制
定
の
趣
旨
や
「
宗
祖
讃
仰
作
法
音
楽
法
要
」

の
特
徴
な
ど
に
つ
い
て
は
、
叉
示
報
一
二
0
 
三

年
四
月
号
に
「
今
、
宗
祖
の
お
言
葉
を
い
た
だ
く

た
め
に
1
「
宗
祖
讃
仰
作
法
」
と
「
宗
柤
讃
仰

作
法
金
日
楽
法
要
)
を
ご
緑
に
』
と
題
し
た
記
事

を
掲
載
し
、
総
合
研
究
所
ホ
】
ム
ペ
ー
ジ
に
転
載

し
て
い
ま
す
)
。
平
成
二
十
八
年
(
二
0
一
六
)

一
」
ん
L
●
,
0

一
月
九
日
か
ら
十
六
日
ま
で
勤
修
さ
れ
ま
し

ご
し
ょ
・
ワ
、
、
様
う
お
人
、
一
う

た
御
正
忌
報
恩
講
で
も
お
勤
め
さ
れ
、
多
く

の
方
々
か
ら
親
し
み
深
く
受
け
取
ら
れ
て
い
る

の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
0
 
こ
の
、
つ
ち
、

「
宗
祖
讃
仰
作
法
」
で
用
い
ら
れ
た
和
讃
計
十

八
首
は
、
こ
れ
ら
の
和
讃
を
唱
和
す
る
こ
と
で

「
正
信
偶
」
の
内
容
を
味
わ
う
こ
と
が
で
き
る

と
上
の

よ
う
に
調
え
ら
れ
て
い
ま
す
(
詳
し
く
は
、
浅

井
成
海
・
満
井
秀
城
一
み
ん
な
で
称
え
る
親
鸞
さ

ま
の
詩
1
「
宗
祖
讃
仰
作
法
」
和
讃
解
説
1
一

で
一
首
ず
つ
解
説
さ
れ
て
い
ま
す
)
0

親
,
聖
人
以
来
、
人
々
の
間
で
本
願
の
教
え

◆

L
●
み
そ
"
C
ん
一
』
.
「
さ

が
受
け
継
が
れ
て
き
ま
し
た
。
特
に
、
「
三
帖

和
讃
」
は
、
そ
の
伝
授
の
過
程
の
中
で
、
親

き
く
人

ら
く
ん

聖
人
や
蓮
如
上
人
に
ょ
っ
て
、
右
訓
・
左
訓
が

付
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
注
目
さ
れ
ま
す
。
前
回

せ
ウ
し
゛
"
キ

も
触
れ
ま
し
た
が
「
摂
取
」
の
語
に
は
「
摂
め

と
る
0
 
ひ
と
た
ぴ
と
り
て
、
永
く
捨
て
ぬ
な
り
0

摂
は
も
の
の
逃
ぐ
る
を
追
は
へ
と
る
な
り
0
 
摂

は
を
さ
め
と
る
、
取
は
迎
へ
と
る
」
(
原
文
は

カ
タ
カ
ナ
)
と
い
う
左
訓
が
付
さ
れ
て
い
ま
す
0

こ
の
左
訓
を
は
じ
め
と
し
て
、
「
三
帖
和
讃
」

に
は
多
く
の
右
訓
・
左
訓
が
あ
り
、
そ
の
一
つ

一
つ
が
阿
弥
陀
仏
の
本
願
の
教
え
を
間
違
い
な

い
レ
」
を

く
伝
え
よ
、
つ
と
す
る
営
み
だ
と
考
え
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
そ
の
た
め
、
「
三
帖
和
讃
」
原
文

や
右
訓
・
左
訓
を
ご
七
に
な
る
だ
け
で
も
、

わ
ご

き
」
;
ぎ
と
う
し
ん
し
.
、
「

^
和
語
の
^
行
信
証
^
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
に

き
ん
え
い

浄
士
真
宗
の
法
義
が
余
す
と
こ
ろ
な
く
讃
詠
さ

れ
て
い
る
と
い
う
「
三
帖
和
讃
」
の
奥
深
さ
に

触
れ
て
い
た
だ
け
る
と
思
い
ま
す
(
一
三
帖
和

一
を
付
録
に
収
載

(
現
代
語
版
)
』

こ
は
、

讃し
て
い
ま
す
)
。

先
に
「
宗
祖
讃
仰
作
法
」
に
触
れ
た
際
に
指

摘
し
た
こ
と
で
す
が
、
「
三
帖
和
讃
」
は
「
正 =

ん

最
後
に
、
前
門
様
が
「
三
帖
和
讃
」
か
ら
六

二
首
を
選
ぱ
れ
、
わ
か
り
や
す
く
説
明
し
て
く

だ
さ
っ
た
「
い
ま
を
生
か
さ
れ
て
一
(
文
藝
春

秋
、
二
0
 
一
四
年
三
月
)
の
「
あ
と
が
き
」
の

文
章
を
引
用
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

親
鸞
聖
人
の
和
讃
を
深
く
味
わ
う
と
き
、

私
た
ち
は
、
阿
弥
陀
如
来
の
慈
悲
の
中
に
あ

つ
て
、
自
分
の
欲
望
・
憎
悪
・
愚
か
さ
と
ご

ま
か
す
こ
と
な
く
向
き
合
っ
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
な
る
の
で
す
。
阿
弥
陀
如
来
に
願
わ

れ
る
「
わ
れ
ら
」
と
し
て
そ
の
地
点
に
立
ち
、

、
、
、

本
当
の
意
味
で
未
来
に
向
か
い
、
と
も
に
歩

み
始
め
な
け
れ
ぱ
な
り
ま
せ
ん
。

袈
聖
人
が
和
讃
を
残
さ
れ
た
の
は
、
私

、
、

た
ち
苦
悩
す
る
も
の
の
た
め
で
し
た
0
 
と
も

◆

◆

に
苦
悩
の
中
を
歩
む
も
の
と
し
て
、
和
讃
を

味
わ
う
こ
と
が
で
き
ま
し
た
ら
何
よ
り
嬉
し

い
こ
と
で
す
。
(
二
一
六
頁
、
傍
点
筑
者
)

親
聖
人
、
蓮
如
上
人
の
時
代
か
ら
「
三
帖
和

讃
」
を
唱
和
す
る
こ
と
で
受
け
継
が
れ
て
き
た

「
と
も
に
」
と
い
う
視
点
は
、
私
た
ち
が
「
と

も
に
」
苦
悩
の
中
で
本
願
念
仏
の
道
を
歩
む
こ

と
を
教
え
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ

る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
、
つ
か
。

『
三
帖
和
讃
(
現
代
語
版
)
」
が
親
聖
人
か

ら
受
け
継
が
れ
て
き
た
お
心
を
伝
え
る
一
助
と

な
れ
ば
幸
甚
に
存
じ
ま
す
。

、

75
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'

ネ

の
現
状
を
考
え
る
@

葬
穫
礼
ど
系
①
1
釜
の
秩
1

皿
は
じ
め
に

近
年
、
葬
送
儀
礼
と
関
連
し
て
、
お
墓
の
あ

り
方
も
目
ま
ぐ
る
し
く
変
化
し
て
ぃ
ま
す
。

お
墓
の
変
化
に
対
し
て
は
、
民
俗
学
.
歴
史

学
・
社
会
学
・
{
示
教
学
・
経
済
学
な
ど
、
様
々

な
立
場
か
ら
研
究
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
方

法
は
主
に
次
の
3
つ
に
ま
と
め
ら
れ
ま
す
。

①
日
本
の
墓
の
歴
史
(
地
域
的
・
宗
教
的
伝

麺
に
つ
い
て
の
調
査

い

②
現
在
の
日
本
に
お
け
る
墓
と
葬
送
に
つ

浄
士
真
宗
本
願
寺
派
総
合
研
究
所

て
の
実
地
調
査
や
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
事

■
死
に
対
す
る
意
識
の
変
化

③
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
ア
ジ
ア
な
ど
、
海
外
の
葬

法
や
墓
地
と
の
比
較

こ
れ
ら
の
研
究
で
は
、
日
本
に
お
け
る
お
墓

と
ら

と
葬
送
に
関
す
る
現
代
的
課
題
を
捉
え
、
今
後

到
来
す
る
で
あ
ろ
う
人
口
減
小
ノ
社
会
多
死
社

会
を
ど
の
よ
う
に
迎
え
る
べ
き
か
に
つ
ぃ
て
の

提
言
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。
今
回
は
、
そ
れ
ら

の
成
果
を
も
と
と
し
て
、
葬
送
儀
札
と
お
墓
の

現
状
に
つ
い
て
述
べ
た
い
と
思
い
ま
す
。

日
本
で
は
時
代
に
ょ
り
葬
送
儀
礼
の
形
態
が

変
化
し
て
い
ま
す
が
、
従
来
は
、
血
縁
的
関
係

者
(
遺
族
)
が
死
者
を
看
取
り
、
地
縁
的
関
係

者
(
近
隣
住
民
・
鬻
)
が
葬
送
儀
礼
を
運
営
し
、

無
縁
的
関
係
者
(
血
縁
・
地
縁
で
は
な
い
と
い

う
意
味
で
宗
教
者
は
こ
こ
に
区
分
さ
れ
ま
す
)
が

儀
礼
を
執
行
す
る
と
い
う
役
割
分
担
の
上
で
、

葬
送
儀
礼
が
進
め
ら
れ
て
き
た
と
さ
れ
ま
す

[
新
谷
2
0
1
5
、
螂
頁
]
0

し
か
し
近
年
、
死
を
迎
え
る
場
の
大
半
が
病

院
、
葬
送
儀
礼
の
場
が
会
館
に
移
り
つ
っ
あ
る

た
め
、
死
か
ら
葬
送
儀
礼
を
経
る
過
程
で
、
医

療
機
閥
の
関
係
者
や
葬
儀
業
者
、
火
葬
場
職
員

と
い
っ
た
専
門
業
者
に
依
存
す
る
割
合
が
多
く

な
り
ま
し
た
0
 
こ
れ
に
並
行
し
て
、
会
館
葬

ち
と
く
.
一
、
み

家
族
葬
、
直
葬
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
葬
送
俄

礼
も
増
え
つ
っ
あ
る
こ
と
が
、
様
々
な
媒
体
で

報
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。

大
半
の
人
々
が
病
院
で
死
を
迎
え
る
こ
とじ

ナ

や
、
遺
族
や
近
隣
住
民
の
手
伝
い
に
ょ
っ
て
担

わ
れ
て
き
た
葬
送
儀
礼
の
役
割
や
機
能
が
業
者

な
ど
に
代
替
す
る
こ
と
で
、
死
に
接
触
す
る
機

会
が
減
小
ノ
し
て
い
ま
す
。
そ
の
結
果
と
し
て
、

死
や
死
者
に
対
す
る
意
識
の
変
化
が
生
じ
て
い

る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
特
に
葬
送
儀
礼
に
お
い

て
は
、
死
の
「
個
人
化
」
と
い
わ
れ
る
現
象
が

顕
著
と
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
ま
で
、
<
自
己
の
死
>
は
死
者
の
子
孫

が
考
え
る
べ
き
問
題
で
あ
り
、
葬
送
儀
礼
は
生

「
え
人

者
(
子
孫
や
有
緑
の
人
々
)
か
ら
見
て
死
者
と

の
関
係
を
見
つ
め
直
す
機
会
と
さ
れ
て
い
ま
し

た
。
そ
の
た
め
、
伝
統
的
に
は
死
者
と
生
者
の

分
離
と
、
家
族
・
親
族
・
地
域
関
係
の
再
構
成

0
い

に
時
間
が
費
や
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
今

後
は
、
<
盧
己
の
死
)
や
自
己
の
死
後
を
自
ら

の
手
で
制
御
し
よ
う
と
す
る
意
識
の
中
に
進
め

ら
れ
る
傾
向
に
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
【
森

2
0
1
4
、
釦
頁
]
0

号明年6102

日
本
の
お
墓
は
、
現
在
で
も
法
律
の
上
で
は
、

祭
祀
を
「
承
継
」
(
お
墓
を
含
む
祭
祀
財
産
に
関

す
る
権
利
に
つ
い
て
規
定
さ
れ
た
民
法
第
脚
条
の

用
語
)
す
る
者
の
存
在
を
前
提
と
し
て
い
ま
す
。

い
わ
ゆ
る
「
お
墓
」
と
は
、
明
治
時
代
以
降

に
成
立
・
定
着
し
て
き
た
も
の
で
、
家
の
承
継

を
前
提
と
し
た
家
墓
の
こ
と
で
す
。
現
在
で
も

「
0
0
家
之
墓
」
と
刻
ま
れ
た
墓
石
を
多
く
見

か
け
ま
す
。
こ
れ
に
類
す
る
の
が
、
先
祖
代
々

を
対
象
と
し
た
お
墓
や
、
婚
姻
に
ょ
っ
て
片
方

の
家
系
の
お
墓
の
承
継
者
不
在
の
た
め
に
二
つ

の
家
墓
を
合
同
に
葬
し
た
両
家
墓
で
す
。
ま
た
、

血
縁
や
地
縁
な
ど
を
背
景
と
し
た
同
族
や
一

村
、
寺
院
な
ど
で
形
作
ら
れ
る
総
墓
と
い
う
形

態
も
見
ら
れ
ま
す
。
以
前
は
、
一
体
一
体
に
墓

報宗

祖
先
崇
拝
や
死
者
の
尊
厳
性
を
守
る
と
い
う
役

割
が
あ
り
、
近
隣
住
民
な
ど
が
埋
葬
の
実
行
を

し
て
い
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
[
森
2
0
1
4
、

開
頁
]
。
お
墓
を
た
て
る
主
体
も
、
血
縁
や
地

縁
な
ど
の
関
係
者
で
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
現

在
で
は
、
「
終
活
」
と
い
う
言
葉
に
表
さ
れ
る

よ
う
に
、
葬
送
儀
礼
に
故
人
の
意
志
を
反
映
し

よ
う
と
す
る
傾
向
が
強
ま
る
こ
と
で
、
葬
法

ほ
み
0

元
者
を
勢
る
方
法
)
や
納
骨
に
も
「
個
人
化
」

と
「
多
様
化
」
が
及
ん
で
い
ま
す
。

「
個
人
化
」
と
は
、
お
墓
や
納
骨
に
対
し
て

自
己
の
意
向
が
反
映
さ
れ
る
こ
と
で
す
。
家
や

え
、
た
い

家
族
の
連
続
性
を
「
永
代
」
と
し
て
捉
え
る
見

方
を
保
持
し
つ
つ
も
、
え
永
の
永
続
」
か
ら
自

分
の
「
死
後
設
計
」
へ
と
意
識
が
変
化
し
て
い

ま
す
0「

多
様
化
」
と
は
、
お
墓
の
形
態
や
埋
葬
の

枠
組
み
が
様
々
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ

と
で
す
。
個
人
の
「
記
録
と
記
憶
」
に
比
重
が

移
っ
た
こ
と
で
、
墓
石
の
色
や
デ
ザ
イ
ン
が
多

様
化
し
、
ま
た
、
生
前
に
つ
な
が
り
を
持
っ
た

人
々
や
会
社
な
ど
の
閥
係
の
中
で
、
合
葬
式
の

共
同
墓
も
普
及
し
て
き
た
よ
う
に
、
従
来
の
枠

■
だ
れ
が
お
墓
を
ま
も
る
の
か

■
だ
れ
が
お
墓
を
た
て
る
の
か

従
来
は
、
葬
送
儀
礼
と
同
様
、
お
墓
も
血
縁

や
地
縁
が
重
視
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
遺
族
に
は

組
み
と
は
異
な
る
お
墓
が
増
え
て
い
ま
す
。

「
個
人
化
」
に
ょ
っ
て
、
お
墓
を
た
て
る
主

体
が
他
者
か
ら
自
己
へ
と
変
化
し
た
点
は
、
重

要
な
意
味
を
持
っ
て
お
り
、
実
は
そ
れ
が
、
お

墓
の
「
多
様
化
」
に
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
。
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石
を
造
っ
て
い
て
も
、
納
骨
ス
ペ
ー
ス
な
ど
の

問
題
で
集
合
墓
に
な
っ
た
場
合
も
少
な
く
あ
り

ま
せ
ん
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
も
あ
く
ま
で
「
家
」

と
い
う
枠
組
み
を
前
提
と
し
た
家
族
の
中
で
の

個
体
墓
で
し
た
。

現
代
で
は
、
核
家
族
化
が
進
み
、
次
第
に

コ
永
」
制
度
が
解
体
す
る
中
で
、
個
人
の
意
志

が
尊
重
さ
れ
る
こ
と
に
ょ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
と

は
異
な
る
枠
組
み
の
お
墓
が
増
え
て
い
ま
す
。

具
体
的
に
は
、
個
人
墓
や
夫
婦
墓
、
ま
た
生
前

の
仲
間
や
会
社
な
ど
の
縁
に
ょ
る
合
同
墓
や
企

業
墓
な
ど
で
す
。
こ
れ
ら
は
、
承
継
者
の
存
在

を
前
提
と
し
な
い
点
で
共
通
し
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
変
化
は
、
小
ノ
子
化
や
人
口
動
態
の

変
化
、
h
迷
惑
を
か
け
た
く
な
い
h
 
と
い
う
意

識
な
ど
に
ょ
っ
て
生
じ
て
お
り
、
お
墓
を
維
持

す
る
こ
と
が
難
し
く
な
っ
て
き
た
背
景
が
こ
こ

に
あ
り
ま
す
。
現
在
で
は
、
「
墓
じ
ま
い
」
と

い
わ
れ
る
よ
う
な
現
象
も
報
道
さ
れ
て
い
ま

す
。
承
継
者
不
在
の
問
題
は
、
墓
地
の
永
代
使

用
権
(
承
継
す
る
者
が
い
る
限
り
墓
地
を
使
用
で

き
る
こ
と
)
に
も
あ
て
は
ま
る
こ
と
で
す
。
ハ
ム

営
・
私
営
を
問
わ
ず
、
経
営
・
事
業
主
体
で
あ

る
宗
教
法
人
や
自
治
体
、
 
N
P
0
な
ど
の
永
続

性
も
確
か
な
も
の
と
は
言
い
切
れ
ま
せ
ん
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
お
墓
や
一
号
地
を
次

世
代
に
承
継
さ
せ
る
こ
と
に
対
し
て
、
不
安
を

い
だ抱

く
人
が
増
え
て
い
ま
す
。
お
墓
の
承
継
者
不

在
と
い
う
問
題
が
、
お
墓
の
有
無
を
含
め
た

「
多
様
化
」
の
要
因
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
す
。

■
火
葬
を
背
景
と
す
る

「
多
様
化
」

お
墓
の
「
急
化
」
に
は
、
火
葬
と
い
う
葬

法
も
深
く
関
連
し
て
い
ま
す
0

日
本
で
は
、
土
葬
や
火
葬
な
ど
が
葬
法
と
し

て
行
わ
れ
て
き
ま
し
た
が
、
明
治
時
代
末
期
以

降
、
火
葬
が
普
及
し
て
き
ま
し
た
。
 
1
9
7
0

年
代
頃
か
ら
は
公
営
の
火
葬
場
が
建
設
さ
れ
、

現
在
で
は
卯
%
以
上
が
火
葬
と
な
り
ま
し
た
。

火
葬
場
の
普
及
に
ょ
っ
て
、
次
の
よ
う
な
変

化
が
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
[
新
谷
1
9

9
8
、
帰
頁
]
。

●
じ
ー

①
近
隣
の
人
た
ち
の
相
互
扶
助
に
ょ
る
火
葬

で
は
な
く
、
火
葬
場
の
職
員
に
ょ
る
火
葬

②
一
晩
中
か
け
て
の
火
葬
で
は
な
く
、
昼
間

2
時
間
足
ら
ず
の
火
葬

③
伝
統
的
に
土
葬
で
あ
っ
た
地
域
も
、
火
葬

を
採
用

火
葬
に
関
わ
る
「
人
」
、
火
葬
に
か
か
る

「
時
間
」
、
火
葬
の
「
方
法
」
と
い
う
、
 
3
つ
の力

て

変
化
で
あ
り
、
葬
法
が
火
葬
場
で
の
火
葬
に
画

一
化
し
た
と
い
ぇ
ま
す
0
 
従
来
よ
り
、
火
葬
に

付
さ
れ
た
遺
骨
に
関
し
て
は
、
地
域
に
ょ
っ
て

全
骨
を
拾
う
地
域
も
あ
れ
ぱ
、
火
葬
後
の
骨
の

一
部
を
拾
う
地
域
も
あ
り
、
様
々
な
形
態
が
あ

り
ま
し
た
0

し
か
し
、
お
墓
の
形
態
が
「
多
様
化
」
す
る

中
で
、
送
骨
(
遺
骨
を
宅
配
便
で
納
骨
堂
な
ど
に

送
る
)
と
い
う
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
業
者
が
現
れ

く
上
み

た
り
、
手
元
供
養
(
遺
骨
の
ぺ
ン
ダ
ン
ト
化
な

ど
)
、
散
骨
、
樹
木
葬
な
ど
、
特
定
の
墓
石
や

墓
地
を
持
た
な
い
と
い
う
選
択
が
生
ま
れ
る
な

ど
、
火
葬
後
の
経
過
も
「
多
様
化
」
し
て
い
る

現
状
が
浮
か
び
上
が
う
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、

遺
骨
に
対
す
る
意
識
の
変
化
や
経
済
的
な
事
情

に
も
よ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
遺
骨
が
公
共

施
設
や
電
車
に
「
置
き
忘
れ
」
ら
れ
る
な
ど
、

廃
棄
・
放
置
さ
れ
る
と
い
う
事
態
も
報
じ
ら
れ

て
い
ま
す
。

火
葬
後
の
遺
骨
を
ど
こ
に
ど
ぅ
や
っ
て
収
蔵

す
る
の
か
。
こ
れ
ま
で
見
ら
れ
な
か
っ
た
方
法

も
含
め
た
納
骨
ス
ペ
ー
ス
の
選
択
が
、
今
後
の

お
墓
を
め
ぐ
る
重
要
な
課
題
と
い
ぇ
ま
す
。

■
お
わ
h
に

【
参
考
文
献
】

新
谷
尚
紀
「
歴
博
プ
ッ
ク
レ
ッ
ト
⑧
死

墓
・
霊
の
信
仰
民
俗
史
』
(
財
団
法
人
歴
史
民

水
藤
真
氏
は
、
次
の
2
点
を
挙
げ
、
日
本
中

世
の
葬
送
儀
礼
や
墓
制
(
墓
の
つ
く
り
方
)
で

は
、
全
く
相
反
す
る
よ
う
な
こ
と
が
同
時
に
行

わ
れ
て
い
た
こ
と
を
述
べ
て
い
ま
す
[
水
藤
2

と
、
次
の
3
つ
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

①
葬
送
儀
礼
や
お
墓
の
関
係
者
が
血
縁
や
地

緑
以
外
に
及
ぶ
よ
う
に
な
っ
た

②
死
や
死
者
に
対
す
る
意
識
が
変
化
し
、
個

人
の
意
向
が
尊
重
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

③
葬
法
が
火
葬
場
で
の
火
葬
に
画
一
化
さ
れ

ナ
日
本
で
は
、
古
く
か
ら
様
々
な
葬
法
が
行
わ

れ
て
き
ま
し
た
が
、
人
々
の
意
識
の
上
で
は
血

縁
や
地
縁
と
い
っ
た
閧
係
性
の
中
で
葬
送
儀
礼

か
ら
お
墓
へ
の
納
骨
ま
で
が
行
わ
れ
て
い
た
点

で
、
む
し
ろ
均
一
的
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま

す
。
こ
れ
に
対
し
現
在
は
、
葬
法
の
上
で
は
火

葬
に
画
一
化
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
意
識
の
上
で

は
「
個
人
化
」
の
進
展
に
伴
っ
て
お
墓
の
有
無

咋
く
、
ミ

を
含
め
た
形
態
や
、
火
葬
後
の
遺
骨
の
行
方
が

「
多
様
化
」
し
て
い
る
現
状
が
浮
き
彫
り
に
な

つ
て
い
ま
す
。

(
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
総
合
研
究
所
冨
島
信
海
)

1

0
0
9
、
鵬
頁
]
。

①
死
識
を
嫌
っ
て
で
き
る
だ
け
遠
く
に
葬
る

一
方
、
屋
敷
墓
の
よ
、
つ
に
近
く
に
葬
る
こ

と
も
あ
る

②
お
墓
や
寺
な
ど
さ
ま
ぎ
ま
な
形
で
手
厚
く

島
、

葬
る
一
方
、
死
イ
、
棄
に
近
い
形
も
あ
る

歴
史
的
に
は
、
個
人
の
状
況
に
ょ
っ
て
葬
法

や
墓
制
が
様
々
に
存
在
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ

ま
す
0
 
し
か
し
現
代
に
は
、
こ
れ
ま
で
に
は
な

い
事
情
が
あ
り
、
今
ま
で
の
議
論
を
ま
と
め
る

6

俗
博
物
館
振
興
会
、
 
1
9
9
8
)

新
谷
尚
紀
一
葬
式
は
誰
が
す
る
の
か
1
葬
儀

の
変
遷
史
」
全
口
川
弘
文
館
、
 
2
0
1
5
)

森
謙
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