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私
達
は
、
身
の
財
も
心
の
財
も
、
そ
れ
が
大
切
な
物
で
あ
る
こ
と
に
気
付
か
ず
に
生
き
て
い
る
こ
と
が
多
い
よ
う

で
す
。
そ
し
て
、
そ
の
財
を
失
っ
て
み
て
は
じ
め
て
、
そ
れ
の
大
切
さ
に
気
付
き
ま
す
。

　「
心
の
財
」
は
究
極
の
と
こ
ろ
「
仏
様
の
心
」
で
す
。
お
経
に
は
「
一
切
衆
生
は
、
み
ん
な
仏
性
を
持
っ
て
い
る
」

と
教
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
誰
に
も
生
ま
れ
な
が
ら
に
仏
様
に
な
る
性
質
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
、
不ふ
ぎ
ょ
う
ぼ
さ
つ

軽
菩
薩

は
自
分
に
危
害
を
加
え
よ
う
と
す
る
人
に
抵
抗
せ
ず
、
そ
の
人
を
拝
ん
だ
そ
う
で
す
。
自
分
を
害
す
る
人
の
中
に
も

仏
性
が
有
る
こ
と
を
忘
れ
ず
、
不
軽
菩
薩
は
そ
の
仏
性
を
拝
ん
で
お
ら
れ
た
の
で
す
。
相
手
を
尊
敬
す
る
心
が
、
相

手
の
「
優
し
い
こ
こ
ろ
」
を
呼
び
起
こ
す
の
で
し
ょ
う
ね
。

  

私
達
は
こ
ん
な
に
広
い
心
に
は
成
れ
そ
う
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、
少
し
で
も
近
づ
け
る
と
良
い
で
す
ね
。 

昭
和
六
十
年
九
月
号

財た
か
ら　
～ 

今
、
何
を
大
切
に
し
て
い
ま
す
か
？ 

～

　
蔵
の
財
よ
り
も
身
の
財 

勝
れ
た
り
、
身
の
財
よ
り
心
の
財 

第
一
な
り
。
こ
の
御
文
を
御
覧
あ
ら
ん
よ

り
は
、
心
の
財
を
積
ま
せ
給
う
べ
し
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
日
蓮
聖
人
御
遺
文
・
崇
俊
天
皇
御
書
）

 

　
こ
の
文
は
日
蓮
聖
人
が
檀
越
の
四
条
金
吾
に
与
え
ら
れ
た
御
書
の
一
部
で
す
。
生
来
短
気
な
四
条
金
吾
に
耐
え
忍

ぶ
こ
と
を
教
え
よ
う
と
な
さ
っ
て
、
短
気
が
災
い
し
て
殺
さ
れ
て
し
ま
っ
た
崇
俊
天
皇
の
事
を
記
さ
れ
ま
し
た
。

　
蔵
の
財
と
い
う
の
は
「
物
」
で
す
。
あ
ら
ゆ
る
物
品
に
は
価
値
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
代
表
格
と
し
て
は
「
お
金
」

が
あ
り
ま
す
ね
。
お
金
が
欲
し
い
。
多
け
れ
ば
多
い
程
良
い
。
お
金
さ
え
有
れ
ば
何
で
も
手
に
入
る
と
思
え
る
。
健

康
や
教
養
（
身
の
財
）
も
愛
情
さ
え
も
買
う
こ
と
が
出
来
る
と
思
え
て
し
ま
い
ま
す
。
だ
か
ら
、
お
金
が
少
な
い
と

心
配
に
な
る
。
老
人
に
な
る
と
特
に
不
安
が
強
く
な
る
。
こ
の
弱
み
に
つ
け
こ
ま
れ
た
人
々
が
、
あ
の
豊
田
商
事
の

被
害
者
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
ね
。

　
し
か
し
、
お
金
が
欲
し
い
と
考
え
た
の
は
、
む
し
ろ
加
害
者
の
永
野
会
長
の
ほ
う
で
、
そ
の
た
め
に
命
（
身
の
財
）

を
失
っ
て
し
ま
っ
た
。
い
わ
ば
永
野
会
長
自
身
が
「
蔵
の
財
」
に
迷
わ
さ
れ
た
被
害
者
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
悲
し

い
こ
と
で
す
。
勿
論
、
老
人
か
ら
お
金
を
騙
し
取
る
こ
と
で
、
豊
田
商
事
の
社
員
は
慈
悲
も
、
他
の
人
を
尊
敬
す
る

心
も
捨
て
て
し
ま
い
ま
し
た
。
即
ち
、「
心
の
財
」
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
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に
焼
失
し
ま
し
た
。
永
久
に
続
く
か
に
思
え
た
で
あ
ろ
う
家
庭
の
平
安
が
一
瞬
に
し
て
壊
れ
去
っ
た
の
で
す
か
ら
、

そ
の
苦
痛
の
い
か
ば
か
り
か
と
、
テ
レ
ビ
の
画
面
に
向
か
っ
て
合
掌
し
て
い
ま
し
た
。

　
あ
れ
か
ら
二
ヵ
月
を
経
過
し
て
、
避
難
所
で
暮
ら
す
人
は
徐
々
に
減
っ
て
き
ま
し
た
が
、
心
の
傷
は
癒
え
ず
、
不

眠
に
悩
む
人
、
生
き
る
意
欲
を
失
っ
た
人
が
多
数
居
ら
れ
ま
す
。
私
の
勤
め
る
病
院
か
ら
も
医
療
救
護
チ
ー
ム
に
参

加
し
、
今
も
続
け
て
い
ま
す
。
自
分
自
身
で
神
戸
に
行
っ
て
お
手
伝
い
し
た
い
と
思
い
な
が
ら
も
、
若
い
人
々
を
派

遣
す
る
立
場
の
私
は
、
疲
れ
切
っ
て
帰
る
人
か
ら
想
像
を
絶
す
る
神
戸
の
惨
状
を
聞
く
ば
か
り
で
す
。

　
し
か
し
瓦
礫
の
街
の
中
で
新
し
い
人
と
人
の
ふ
れ
あ
い
や
支
え
あ
い
が
生
ま
れ
、
苦
難
を
克
服
す
る
姿
が
報
道
さ

れ
る
の
を
見
る
と
、
人
間
の
持
つ
力
は
素
晴
ら
し
い
と
感
激
し
ま
す
。
憂
い
を
克
服
す
る
方
法
は
、
譬
諭
品
に
あ
る

よ
う
に
衆
苦
充
満
し
て
い
る
の
が
本
来
の
自
分
と
認
め
て
、
そ
の
苦
難
に
正
面
か
ら
立
ち
向
か
う
こ
と
な
の
で
し
ょ

う
ね
。

　
人
は
誰
で
も
仏
様
の
子
だ
か
ら
無
限
の
力
を
持
っ
て
い
る
。
投
げ
出
さ
な
い
こ
と
！
　
信
じ
る
こ
と
！

　
そ
ん
な
教
訓
を
神
戸
の
人
に
頂
き
ま
し
た
。
合
掌

平
成
七
年
春
号

三
界
無
安
　
～ 

憂
い
の
中
か
ら 

～

　
人
間
に
生
を
う
け
た
る
人
、
上
下
に
つ
け
て
憂
な
き
人
は
な
け
れ
ど
も
、
時
に
あ
た
り
人
々
に
し
た
が

い
て
嘆
き
品
々
な
り
。
た
と
え
ば
病
の
習
い
は
何
の
病
も
重
く
な
り
ぬ
れ
ば
、
是
に
す
ぎ
た
る
病
な
し
と

思
う
が
如
し
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
日
蓮
聖
人
御
遺
文
・
光
日
房
御
書
）

　
法
華
経
の
譬ひ
ゆ
ほ
ん

諭
品
第
三
に
「
三
界
は
安
き
こ
と
無
し
、
な
お
火
宅
の
如
し
、
衆
苦
充
満
し
て
甚
だ
怖
畏
す
べ
し
、

常
に
生
老
病
死
の
憂
患
あ
り
。 
…
… 
」
と
有
り
ま
す
。
老
い
病
み
死
す
る
こ
と
の
憂
い
は
も
ち
ろ
ん
で
す
が
、
人

と
し
て
此
の
娑
婆
世
界
に
生
ま
れ
る
事
が
憂
い
の
始
ま
り
で
す
ね
。
こ
の
一
節
は
お
配
り
し
て
い
る
「
日
蓮
宗
信
行

要
典
」
の
十
五
ペ
ー
ジ
に
有
り
ま
す
の
で
読
ん
で
み
て
く
だ
さ
い
。

　
日
蓮
聖
人
は
「
人
間
と
し
て
こ
の
世
に
生
を
う
け
た
人
は
、
身
分
の
上
下
に
か
か
わ
ら
ず
憂
い
の
種
を
持
た
な
い

人
は
無
い
け
れ
ど
も
、
そ
の
時
に
よ
っ
て
人
に
よ
っ
て
嘆
き
は
様
々
で
す
。
例
え
ば
、
病
と
い
う
も
の
は
ど
ん
な
病

気
で
あ
っ
て
も
重
く
な
れ
ば
、
こ
れ
以
上
の
病
気
は
な
い
と
思
え
る
よ
う
な
も
の
だ
」
と
説
か
れ
ま
す
。

　
苦
し
い
時
、
悲
し
い
時
、
自
分
が
世
界
一
不
幸
な
人
間
に
思
え
て
、
逃
げ
だ
し
た
く
な
る
。
逃
げ
て
も
ま
た
次
の

憂
い
が
や
っ
て
き
ま
す
。

　
先
般
の
阪
神
淡
路
大
震
災
で
は
、
五
千
人
を
超
え
る
死
者
を
だ
し
、
多
数
の
家
が
崩
壊
し
、
燃
え
さ
か
る
炎
の
中
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血
友
病
治
療
の
最
高
権
威
と
崇
め
ら
れ
、
厚
生
省
エ
イ
ズ
研
究
班
の
班
長
と
し
て
国
の
信
頼
を
得
、
医
科
大
学
の

副
学
長
に
就
任
し
、
患
者
さ
ん
と
共
に
病
気
と
戦
う
一
人
の
医
師
と
し
て
の
心
を
忘
れ
て
し
ま
わ
れ
た
の
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
ま
さ
に
「
高
い
山
に
登
る
者
」
で
し
た
。
そ
れ
故
に
一
人
一
人
の
患
者
さ
ん
を
軽
く
見
て
し
ま
い
、
結
果

と
し
て
人
生
の
高た
か
み処
か
ら
引
き
降
ろ
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。

　
法
華
経
の
常
不
軽
菩
薩
品
に
は
、
ど
ん
な
悪
人
に
も
仏
様
に
な
る
性
質
が
有
る
と
信
じ
て
、
自
分
を
馬
鹿
に
し
た

り
危
害
を
加
え
よ
う
と
す
る
人
を
も
拝
む
「
不
軽
菩
薩
」
の
話
が
説
か
れ
て
い
ま
す
。
拝
ま
れ
る
こ
と
で
狂
暴
な
人

も
反
省
し
成
仏
し
ま
し
た
。

　
私
達
自
身
の
中
に
も
傲
慢
・
軽
蔑
の
心
が
有
り
ま
す
。
安
部
医
師
の
行
為
を
批
判
す
る
だ
け
で
は
同
類
に
な
り
ま

す
、
安
部
医
師
の
仏
性
の
存
在
を
信
じ
て
。

　
南
無
妙
法
蓮
華
経
　
　
合
掌

平
成
八
年
秋
号

人
を
軽
し
め
ば
　
～ 

因
果
応
報 

～

　
高
山
に
登
る
者
は
必
ず
下
り
、
我
人
を
軽か
ろ

し
め
ば
還か
え

っ
て
我わ
れ
ひ
と人
に
軽き
ょ
う
い易
せ
ら
れ
ん
。
形
状
端た
ん
ご
ん厳
を
そ
し

れ
ば
醜し
ゅ
う
る陋
の
報む
く

い
を
得え

、
人
の
衣
服
飲
食
を
奪
え
ば
必
ず
餓
鬼
と
な
る
。
…
… 

是こ
れ

は
常
の
因
果
の
定
ま
れ

る
法
な
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
日
蓮
聖
人
御
遺
文
・
佐
渡
御
書
）

　
こ
れ
は
、
聖
人
が
五
十
一
歳
、
流
罪
先
の
佐
渡
か
ら
お
弟
子
さ
ん
た
ち
に
出
さ
れ
た
手
紙
の
一
節
で
す
。

　
追
伸
で
「
紙
が
無
い
上
に
、誰
か
一
人
で
も
も
れ
れ
ば
恨
め
し
い
だ
ろ
う
か
ら
、寄
り
合
っ
て
読
ん
で
下
さ
い
」
と
。

そ
し
て
御
自
分
の
厳
し
い
生
活
を
少
し
も
書
か
れ
ず
、
弟
子
や
信
者
さ
ん
達
の
無
事
を
案
じ
て
お
ら
れ
ま
す
。

　
右
記
の
御
遺
文
は
「
高
い
山
に
登
る
者
は
必
ず
下
り
、
自
分
が
他
人
を
軽
く
見
れ
ば
、
逆
に
他
人
か
ら
軽
く
見
ら

れ
ま
す
。
他
人
の
顔
立
ち
や
心
が
け
を
悪
く
言
え
ば
自
分
が
醜
く
卑
し
く
成
り
ま
す
。
他
人
の
衣
服
や
飲
食
を
奪
え

ば
餓
鬼
と
成
り
ま
す
。 

…
… 

こ
れ
が
因
果
の
方
程
式
で
す
」
と
い
う
意
味
で
す
。

　
今
、
薬
害
エ
イ
ズ
の
問
題
の
真
相
が
徐
々
に
明
白
に
な
り
、
権
威
の
頂
点
に
居
た
人
が
裁
か
れ
よ
う
と
し
て
い

ま
す
。

　
あ
の
安
部
英
医
師
は
血
友
病
治
療
の
研
究
に
熱
心
に
取
り
組
み
、
患
者
家
族
の
信
頼
を
集
め
ま
し
た
。
何
故
、
彼

は
法
廷
に
引
き
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
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さ
れ
ま
い
と
努
力
す
る
か
で
、
心
の
安
定
度
が
違
い
ま
す
よ
ね
。

　
先
日
亡
く
な
っ
た
ダ
イ
ア
ナ
元
妃
の
生
涯
は
波
乱
に
満
ち
た
も
の
で
、
毀き

よ誉
褒ほ
う
へ
ん貶

の
強
い
風
に
翻
弄
さ
れ
続
け
た

一
人
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
あ
れ
だ
け
多
く
の
イ
ギ
リ
ス
国
民
や
世
界
の
人
々
に
惜
し
ま
れ
悲
し
ま
れ
た
の

で
す
か
ら
、
良
い
生
涯
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
他
方
イ
ン
ド
で
貧
し
い
人
々
や
病
ん
だ
人
々
の
救
済
に
人
生
の
大
半
を
捧
げ
、
ノ
ー
ベ
ル
平
和
賞
を
受
け
ら
れ
、

後
進
に
後
事
を
託
し
た
後
に
八
十
七
歳
の
生
涯
を
閉
じ
ら
れ
た
マ
ザ
ー
テ
レ
サ
は
八
風
に
動
か
さ
れ
ず
に
、
自
分
の

信
じ
る
道
を
ま
っ
と
う
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
。

　
お
彼
岸
は
日
頃
忙
し
く
働
く
人
の
反
省
と
修
行
の
期
間
。
ご
自
分
の
人
生
の
目
的
は
何
か
、
生
ま
れ
て
き
た
意
味

は
何
か
と
、
問
い
か
け
て
み
て
は
ど
う
で
し
ょ
う
。
そ
れ
だ
け
で
何
事
に
も
動
じ
な
い
強
い
心
が
持
て
る
わ
け
で
も

な
い
で
し
ょ
う
が
、少
し
は
些
細
な
こ
と
に
一
喜
一
憂
し
な
く
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
ま
ず
は
心
を
静
め
る
為
に
、

お
仏
壇
の
前
で
。

　
南
無
妙
法
蓮
華
経
　
　
合
掌

平
成
九
年
秋
号

八
風
に
冒お
か

さ
れ
ず
　
～ 

安
定
し
た
心 

～

　
賢
人
は
八
風
と
申
し
て
、
八
つ
の
風
に
冒
さ
れ
ぬ
を
賢
人
と
申
す
な
り
。
利
・
衰
・
毀
・
誉
・
称
・
譏
・

苦
・
楽
な
り
。
お
お
む
ね
は
利
あ
る
に
悦
ば
ず
、
衰
う
る
に
嘆
か
ず
等
の
事
な
り
。
こ
の
八
風
に
冒
さ
れ

ぬ
人
を
ば
必
ず
天
は
守
ら
せ
給
う
な
り
。
　
　
　
　
　
　
　（
日
蓮
聖
人
御
遺
文
・
四
条
金
吾
殿
御
返
事
）

　
賢
い
人
と
い
う
の
は
、
八
つ
の
風
に
冒
さ
れ
な
い
人
を
い
う
の
で
す
。
八
風
と
は
、
利
（
リ
：
う
る
お

い
）・
衰
（
ス
イ
：
お
と
ろ
え
）・
毀
（
キ
：
や
ぶ
れ
）・
誉
（
ヨ
：
ほ
ま
れ
）・
称
（
シ
ョ
ウ
：
た
た
え
）・

譏
（
キ
：
そ
し
り
）・
苦
（
ク
：
く
る
し
み
）・
楽
（
ラ
ク
：
た
の
し
み
）
の
八
つ
で
す
。
お
よ
そ
の
意
味
は
、

得
を
し
た
と
い
っ
て
悦
ん
だ
り
、
衰
え
た
か
ら
と
い
っ
て
嘆
い
た
り
等
し
な
い
こ
と
で
す
。
こ
の
八
風
に

冒
さ
れ
な
い
人
を
諸
天
善
神
は
お
守
り
に
な
る
の
で
す
。

　
人
の
感
情
を
突
き
動
か
し
、
愛
憎
の
情
を
お
こ
さ
せ
、
冷
静
さ
を
失
わ
せ
る
八
種
類
の
原
因
を
風
に
た
と
え
て
説

か
れ
て
い
ま
す
。

　
世
俗
的
な
利
益
や
名
誉
、
称
賛
、
楽
し
み
に
喜
び
逆
に
衰
退
し
、
毀
れ
、
そ
し
ら
れ
、
苦
し
み
に
憂
い
て
、
一
喜

一
憂
す
る
。
凡
人
の
我
々
は
冷
静
で
は
い
ら
れ
な
い
。
ま
る
で
風
に
舞
う
木
の
葉
の
よ
う
に
翻
弄
さ
れ
る
か
、
惑
わ


