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さ
っ
そ
く
で
す
が
、「
い
い
お
坊
さ
ん
」
と
は
、

身
を
粉こ

に
し
て
人
々
の
救
済
（
菩ぼ
さ
つ
ぎ
よ
う

薩
行
）
に
徹

し
、
そ
の
行
の
結
果
、
自
分
に
回
っ
て
く
る
功く

徳ど
く

を
受
け
取
ら
ず
、
天
に
功
徳
を
積
ん
で
い
く

人
で
す
。
収
入
と
い
う
も
の
は
、
や
る
こ
と
を

や
っ
て
い
れ
ば
付
随
し
て
き
ま
す
。

　

し
か
し
実
際
に
は
、
僧
侶
に
成
り
切
れ
て
い

な
い
人
が
多
す
ぎ
る
。

　

我
が
曹
洞
宗
の
大
多
数
の
僧
侶
は
、
１
年
の

修
行
期
間
が
終
わ
れ
ば
、
実
家
の
寺
に
戻
り
ま

す
。
娑し
や

婆ば

で
揉も

ま
れ
る
こ
と
も
、
地
元
や
日
本

を
離
れ
て
大
海
を
知
る
こ
と
も
な
く
、
地
元
の

寺
で
井
の
中
の
蛙
か
わ
ずに
な
り
ま
す
。
明
治
時
代
ま

で
の
曹
洞
宗
は
、
若
い
僧
侶
は
全
国
の
寺
院
を

訪
ね
歩
き
、
修
行
と
研け
ん
さ
ん鑽
を
積
ん
だ
も
の
で
す
。

行
こ
う
う
ん
り
ゆ
う
す
い

雲
流
水
の
修
行
者
で
す
。
だ
か
ら
、
修
行
者

埼
玉
県
熊
谷
市
の
見け
ん
し
よ
う性院

（
曹
洞
宗
）
の
橋
本
英え
い
じ
ゆ樹

住
職
は
、
２
０
１
２
年
に
檀だ
ん

家か

制
度
を
廃
止
し
、

宗
教
宗
派
・
住
所
・
国
籍
を
問
わ
な
い
「
み
ん
な
の
寺
」
と
し
て
寺
院
を
運
営
し
て
い
る
。
同
寺
は

葬
儀
一
式
を
自
前
で
行
う
ほ
か
、
日
本
郵
便
の
宅
配
便
を
使
っ
た
「
送
骨
」
方
式
に
よ
り
、
全
国
か

ら
の
納
骨
を
受
け
付
け
て
い
る
。「
日
本
仏
教
を
改
革
し
た
い
」
と
決
意
を
込
め
て
語
る
橋
本
住
職

に
「
改
革
の
背
景
」
を
聴
い
た
。

を
雲う
ん
す
い水
と
呼
ぶ
の
で
す
。
し
か
し
、
い
ま
や
文

字
ど
お
り
の
雲
水
は
少
な
い
で
す
。
本
山
の
修

行
の
後
こ
そ
が
重
要
な
ん
で
す
が
、
実
家
の
寺

で
修
行
と
は
無
縁
の
生
活
を
送
り
ま
す
。
こ
れ

で
は
い
け
な
い
。

　

日
々
の
仕
事
と
い
え
ば
、
法
事
と
葬
儀
で
す
。

檀
家
か
ら
の
お
布
施
は
「
も
ら
っ
て
当
然
」。
檀

家
の
前
で
大
言
壮
語
し
、
偉
そ
う
な
お
説
教
。

袈け

裟さ

は
立
派
で
も
、
中
身
が
そ
れ
ほ
ど
で
も
な

い
。

　

僧
侶
が
集
ま
れ
ば
噂
う
わ
さ話
か
ゴ
ル
フ
の
話
題
。

か
つ
て
の
私
も
含
め
、
本
当
に
空む
な

し
い
僧
侶
の

生
き
様ざ
ま

で
す
。

　

こ
の
よ
う
な
こ
と
が
ま
か
り
通
る
の
は
、
檀

家
制
度
と
い
う
温
床
が
あ
る
か
ら
で
す
。
檀
家

制
度
に
守
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
れ
ま
で
の
僧

侶
は
「
僧
侶
本

来
の
仕
事
」
を

し
な
く
て
も
食

べ
て
こ
ら
れ
た

の
で
す
。
し
か

し
、
こ
の
よ
う

な
こ
と
で
は
、

檀
家
さ
ん
の
心

は
離
れ
ま
す
。

少
子
高
齢
社
会

で
す
か
ら
、
人

も
減
り
ま
す
。

家
族
葬
も
ど
ん

ど
ん
増
え
て
い

ま
す
。
今
後
、

寺
は
や
っ
て
い

け
る
の
で
し
ょ

う
か
。
檀
家
と
い
う
旧
態
依
然
の
シ
ス
テ
ム
に

依
存
し
た
ま
ま
で
は
危
う
い
。
や
は
り
、
寺
院

が
経
済
的
に
自
立
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
す
。

　

寺
院
の
淘と
う

汰た

は
す
で
に
始
ま
っ
て
い
る
と
思

い
ま
す
。
し
か
し
、
や
は
り
我
々
は
ビ
ジ
ネ
ス

を
や
っ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
寺
院

は
、
利
益
【
り
え
き
】
で
は
な
く
利
益
【
り
や

く
】
を
追
究
す
べ
き
で
す
。

　

こ
れ
は
何
か
と
い
え
ば
、
目
先
の
儲も
う

け
（
リ

エ
キ
）
を
追
求
せ
ず
、
見
返
り
な
ど
も
期
待
せ

ず
、
無
心
で
人
の
た
め
・
世
の
た
め
に
奉
仕
し
、

人
々
を
救
済
す
る
事
業
の
こ
と
で
す
。
こ
う
い

う
菩
薩
行
に
よ
っ
て
他
者
に
益
を
も
た
ら
す
こ

と
を
リ
ヤ
ク
と
言
い
ま
す
。

檀
家
に
依
存
し
な
い
寺
院
の
あ
り
方
を

模
索
。
行
き
場
の
な
い
遺
族
の
心
を
受

け
止
め
る
橋
本
英
樹
氏
の
思
い

大
海
を
知
ら
な
い
僧
侶
で
は
駄
目
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け
の
檀
家
制
度
は
、
仏
教
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

檀
家
制
度
と
一
緒
に
、
寄
付
や
年
会
費
、
管

理
費
と
い
っ
た
徴
収
を
一
切
廃
止
し
ま
し
た
。

旧
来
の
檀
家
さ
ん
で
、
墓
地
を
使
っ
て
い
る
方

も
そ
う
で
な
い
方
も
、
年
会
費
等
を
す
べ
て
や

め
た
の
で
す
。

　

法
要
の
お
布
施
は
明
示
し
て
い
ま
す
。
葬
儀

で
は
僧
侶
は
３
名
以
上
で
行
い
ま
す
が
、
戒
名

・
読
経
（
枕
経
・
通
夜
・
葬
儀
・
初
七
日
・
火

葬
・
納
骨
式
）・
車
代
・
食
事
代
の
合
計
で
、
信

士
・
信
女
が
30
万
円
、
居
士
・
大
姉
が
40
万
円
、

院
居
士
・
院
大
姉
が
50
万
円
で
す
。
俗
名
ま
た

は
生
前
戒
名
授
与
の
場
合
は
20
万
円
で
す
。

　

あ
る
意
味
で
、
私
を
認
め
て
く
れ
た
人
だ
け

が
葬
儀
や
法
事
、
墓
地
利
用
と
い
っ
た
お
付
き

合
い
を
し
て
い
く
関
係
へ
と
切
り
替
え
た
の
で

す
。
見
性
院
で
は
、
こ
の
方
た
ち
を
「
信
徒
」

　

話
は
さ
か
の
ぼ
り
ま
す
が
、
私
が
住
職
に
な

っ
た
の
は
２
０
０
６
年
で
す
。
そ
の
翌
年
か
ら
、

見
性
院
の
本
堂
で
の
葬
儀
を
檀
家
さ
ん
に
呼
び

か
け
ま
し
た
。
葬
儀
の
主
旨
を
考
え
れ
ば
、
そ

の
ほ
う
が
自
然
な
の
で
す
。

　

副
住
職
時
代
は
、
い
わ
ゆ
る
派
遣
の
僧
侶
と

し
て
関
東
一
円
で
葬
儀
を
し
て
い
ま
し
た
。
当

時
は
仏
教
の
現
状
を
知
り
た
い
、
と
い
う
気
持

ち
も
あ
り
ま
し
た
。
自
分
の
寺
に
い
る
限
り
は
、

外
の
こ
と
は
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
か
ら
。
し
か

し
、
経
験
を
積
む
う
ち
に
、
場
当
た
り
的
で
顔

の
見
え
な
い
喪そ
う

家け

と
の
関
係
や
、
場
の
雰
囲
気

に
空
し
さ
を
感
じ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
法

　

東
日
本
大
震
災
が
起
こ
っ
た
と
き
に
、「
一

瞬
先
は
、
何
が
起
き
る
か
わ
か
ら
な
い
」
と
痛

感
し
ま
せ
ん
で
し
た
か
？　

自
然
災
害
の
前
で

は
、
お
墓
も
お
寺
も
永
久
で
は
な
い
ん
で
す
ね
。

な
ら
ば
、
や
る
べ
き
こ
と
は
後
回
し
に
せ
ず
、

実
行
す
る
。
そ
う
、
思
っ
た
ん
で
す
。

　

ま
さ
に
「
ま
ず
隗か
い

よ
り
始
め
よ
」
で
す
。
震

災
の
１
カ
月
後
、
そ
れ
ま
で
は
妻
と
ふ
た
り
分

の
月
給
を
60
万
円
、
寺
か
ら
も
ら
っ
て
い
ま
し

た
が
、
50
万
円
に
し
ま
し
た
。
ま
た
、
地
震
保

険
や
火
災
保
険
、
自
動
車
保
険
を
全
部
改
め
、

保
険
料
を
半
額
に
抑
え
ま
し
た
。
光
熱
費
も
チ

ェ
ッ
ク
し
、
寺
の
帳
簿
を
洗
い
、
無
駄
を
省
き

ま
し
た
。

　

檀
家
の
意
向
も
調
べ
、
１
年
に
わ
た
っ
て
収

支
を
検
討
し
た
結
果
、
翌
２
０
１
２
年
６
月
、

と
呼
ん
で
い
ま
す
。

　

普
通
の
住
職
は
、「
そ
ん
な
こ
と
を
し
て
や
っ

て
い
け
る
の
か
。
不
動
産
で
も
所
有
し
て
い
な

け
れ
ば
無
理
だ
」
と
思
う
で
し
ょ
う
。

　

し
か
し
私
は
、
相
当
な
覚
悟
と
勇
気
を
も
っ

て
行
動
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
、
仏
教
に
は
魅

力
が
あ
る
ん
で
す
。
寺
を
健
全
化
し
、
そ
の
こ

と
を
伝
え
る
場
と
し
て
復
活
さ
せ
た
い
の
で
す
。

　

ち
な
み
に
、
寺
院
経
営
を
支
え
る
よ
う
な
不

動
産
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

も
と
も
と
の
檀
家
さ
ん
（
い
ま
は
便
宜
上
、

旧
檀
家
と
呼
ん
で
い
ま
す
）
で
、
離
脱
し
た
家

は
あ
り
ま
せ
ん
。
旧
檀
家
と
い
っ
て
も
、
特
別

扱
い
も
な
け
れ
ば
特
権
も
あ
り
ま
せ
ん
。
見
性

院
は
、
宗
教
宗
派
、
国
籍
に
か
か
わ
ら
ず
誰
に

で
も
平
等
な
「
み
ん
な
の
お
寺
」
を
標
ひ
よ
う
ぼ
う

榜
し
て

い
ま
す
。

話
は
欠
か
さ
ず
し
て
い
ま
し
た
が
、「
仏
教
は
こ

れ
で
い
い
の
か
」
と
心
が
苦
し
く
な
り
ま
し
た
。

　

そ
こ
で
、
住
職
に
な
っ
た
ら
「
本
堂
で
の
葬

儀
を
勧
め
よ
う
」と
決
め
て
い
た
ん
で
す
。本
堂

で
の
葬
儀
で
す
か
ら
、
宗
教
的
情
緒
は
お
の
ず

と
あ
り
ま
す
。
ご
本
尊
様
に
見
守
ら
れ
る
と
い

う
の
は
、
曹
洞
宗
で
は
重
い
意
味
が
あ
り
ま
す
。

　

し
か
も
、
葬
儀
社
に
任
せ
る
の
で
は
な
く
、

全
部
、
自
分
た
ち
で
施
行
し
よ
う
と
思
い
ま
し

た
。

「
自
前
」
と
い
っ
て
も
専
門
知
識
が
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
か
ら
、
そ
の
頃
は
雑
誌
『
Ｓ
Ｏ
Ｇ
Ｉ
』

な
ど
を
購
読
し
、
研
究
を
続
け
ま
し
た
。
す
る

見
性
院
の
檀
家
制
度
を
廃
止
し
ま
し
た
。
自
立

し
た
寺
院
経
営
者
で
な
け
れ
ば
、
こ
れ
か
ら
の

時
代
は
生
き
抜
い
て
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。

　

こ
れ
は
、
檀
家
の
解
放
で
も
あ
る
ん
で
す
。

檀
家
は
寺
に
言
い
た
い
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
檀

家
と
い
う
窮
き
ゆ
う
く
つ
屈
な
制
度
の
中
で
は
発
言
し
づ
ら

い
の
で
す
。
檀
家
の
不
満
と
い
う
の
は
、
多
く

の
寺
で
渦
巻
い
て
い
る
で
し
ょ
う
。

　

た
だ
、
そ
の
不
満
が
正
し
い
と
も
限
り
ま
せ

ん
。
私
が
住
職
に
就
任
し
た
と
き
に
車
を
買
い

換
え
た
ら
、
檀
家
に
嫌
味
を
言
わ
れ
ま
し
た
。

中
古
車
か
ら
中
古
車
へ
の
買
い
替
え
で
す
。
買

っ
た
車
は
国
産
の
35
万
円
の
車
で
す
が
、
そ
れ

で
も
文
句
が
出
る
ん
で
す
。

　

住
職
の
私
生
活
に
ま
で
干
渉
す
る
。
こ
れ
は

異
常
で
す
。
檀
家
制
度
と
い
う
異
常
な
関
係
が
、

こ
う
い
う
異
常
事
態
を
生
む
ん
で
す
。

　

も
ち
ろ
ん
、
一
般
的
に
は
、
住
職
一
家
は
檀

家
に
食
べ
さ
せ
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。
会
社
で

言
っ
た
ら
、
檀
家
は
株
主
で
す
。
し
か
し
、
株

主
は
会
社
の
経
営
に
は
意
見
し
て
も
い
い
で
す

が
、
社
長
の
私
生
活
に
ま
で
口
を
挟
む
権
利
は

な
い
は
ず
で
す
。

　

檀
家
制
度
を
や
め
た
と
き
に
、「
や
り
た
い

人
だ
け
、
残
っ
て
く
だ
さ
い
」
と
申
し
上
げ
ま

し
た
。
お
互
い
の
た
め
に
、
一
回
、
白
紙
に
し

た
ほ
う
が
い
い
。
離
檀
料
は
も
ち
ろ
ん
あ
り
ま

せ
ん
。
完
全
に
自
由
意
志
で
す
。
寺
と
人
を
結

び
つ
け
る
の
は
仏
教
の
信
仰
で
あ
り
、
住
職
の

魅
力
も
し
く
は
力
量
な
ん
で
す
。
義
理
人
情
だ

檀
家
制
度
廃
止
と
い
う
決
断

「
葬
祭
業
」「
墓
石
業
」
を
自
前
で
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と
、
多
く
の
会
社
が
下
請
け
業
者
を
使
っ
て
い

る
業
態
を
理
解
し
ま
し
た
。

　

こ
れ
な
ら
、
自
分
た
ち
で
や
っ
た
ほ
う
が
い

い
で
す
。
自
分
た
ち
が
下
請
け
に
丸
投
げ
す
る

と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
寺
で
棺
や
葬
具
を
購

入
し
、
本
堂
で
葬
儀
を
や
っ
て
い
た
だ
く
、
と

い
う
こ
と
で
す
。

　

墓
石
も
、
石
屋
さ
ん
が
自
分
で
作
っ
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
ん
で
す
ね
。
下
請
け
が
作
っ
た

墓
石
を
、
玉
掛
け
（
ク
レ
ー
ン
に
荷
物
を
つ
り

下
げ
る
技
能
）
の
資
格
者
が
現
場
で
据
え
付
け

る
わ
け
で
す
。
こ
の
資
格
が
あ
れ
ば
、
寺
で
や

っ
て
も
い
い
わ
け
で
す
。

　

だ
か
ら
、
檀
家
制
度
を
廃
止
し
た
と
き
に
、

葬
儀
も
墓
石
も
仏
壇
も
全
部
や
ろ
う
と
決
心
し

　

２
０
０
８
年
に
は
、
日
本
郵
便
の
宅
配
便
を

使
っ
た
「
送
骨
」
に
よ
る
永
代
供
養
塔
（
納
骨

堂
、
合ご
う

祀し

墓
）
へ
の
個
別
納
骨
と
合
祀
を
受
け

付
け
ま
し
た（
※
）。
永
代
供
養
は
、
送
骨
の
前

か
ら
始
め
て
い
ま
し
た
。

　

ま
ず
は
申
し
込
み
と
費
用
の
振
り
込
み
を
し

て
も
ら
い
、
寺
か
ら
段
ボ
ー
ル
と
緩
か
ん
し
よ
う
ざ
い

衝
材
、
送

骨
マ
ニ
ュ
ア
ル
な
ど
を
送
り
ま
す
。
自
分
で
持

ち
込
む
人
も
い
ま
す
。
近
い
と
こ
ろ
な
ら
ば
職

員
が
取
り
に
伺
い
ま
す
。
永
代
供
養
料
込
み
で

合
祀
は
３
万
円
、
個
別
納
骨
で
10
万
円
で
す（
送

料
は
別
途
）。
俗
名
で
も
受
け
入
れ
、
丁
寧
に

ご
供
養
し
ま
す
。
年
管
理
費
や
追
加
請
求
は
あ

り
ま
せ
ん
。

　

永
代
供
養
塔
は
、
個
別
と
合
祀
の
合
計
で
５

ま
し
た
。
檀
家
制
度
上
の
収
入
（
年
会
費
）
が

ゼ
ロ
に
な
り
ま
し
た
か
ら
。

　

そ
れ
で
、
職
員
を
増
員
し
、
搬
送
や
料
理
以

外
は
自
前
に
し
ま
し
た
。
看
板
も
枕
飾
り
も
後

飾
り
も
、
自
分
た
ち
で
行
い
ま
す
。
会
食
室
も

あ
り
ま
す
。

　

墓
石
と
仏
壇
、
仏
具
の
仕
入
れ
販
売
も
し
て

い
ま
す
。
葬
儀
や
供
養
に
関
す
る
こ
と
は
寺
で

一
元
化
し
た
の
で
す
。
す
べ
て
に
お
い
て
市
価

よ
り
も
廉れ
ん

価か

で
す
か
ら
、
信
徒
さ
ん
に
喜
ば
れ

て
い
ま
す
。
な
か
に
は
葬
儀
や
墓
石
を
他
に
頼

む
人
も
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
自
由
で
す
。

　

今
、
正
規
と
パ
ー
ト
を
合
わ
せ
て
、
寺
に
は

10
人
の
職
員
が
い
ま
す
。

０
０
霊
位
以
上
を
納
め
て
い
ま
す
。
送
骨
は
月

に
５
霊
位
ほ
ど
が
送
ら
れ
て
き
ま
す
。

　

遺
骨
と
い
う
の
は
、
人
に
よ
っ
て
は
ゴ
ミ
に

な
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
ゴ
ミ
で

は
あ
り
ま
せ
ん
し
、
ゴ
ミ
に
し
て
は
い
け
ま
せ

ん
。
ビ
ジ
ネ
ス
の
道
具
で
も
な
い
。

　

ず
っ
と
憎
ん
で
い
た
親
の
遺
骨
を
「
ゴ
ミ
」

と
言
っ
て
寺
に
持
っ
て
来
た
人
も
い
ま
す
が
、

法
事
に
出
て
、
私
の
説
教
を
聞
い
て
い
る
と
き
、

大
泣
き
し
た
ん
で
す
。
そ
れ
か
ら
、
こ
の
人
は

定
期
的
に
年
忌
法
要
を
頼
む
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。

　

こ
う
い
う
経
験
も
あ
り
ま
す
か
ら
、「
処
分
」

さ
れ
る
遺
骨
だ
っ
て
、
粗そ

末ま
つ

に
し
て
は
い
け
な

い
ん
で
す
。「
故
人
に
愛
情
を
感
じ
て
い
な
い
」

と
か
、
菩ぼ

提だ
い

寺じ

が
な
い
と
か
、
墓
を
建
て
て
も

継
承
者
が
い
な
い
と
か
、
お
金
が
な
い
と
い
っ

た
理
由
で
、
そ
れ
こ
そ
ど
こ
か
に
捨
て
ら
れ
た

り
、
家
の
中
で
埃
ほ
こ
りを
か
ぶ
っ
た
ま
ま
の
遺
骨
で

も
、
我
々
僧
侶
は
ご
供
養
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
逆
に
言
え
ば
、
行
き
場
の
な
い
遺
骨
を
受

け
止
め
ら
れ
る
の
は
、
僧
侶
な
の
で
す
。
僧
侶

が
受
け
止
め
、
ご
供
養
す
る
こ
と
で
、
心
が
通

う
ん
で
す
。

　

私
は
、
永
代
供
養
を
始
め
る
際
、「
施
主
と

の
関
係
は
一
回
き
り
だ
ろ
う
」
と
思
っ
て
い
ま

し
た
が
、
年
忌
法
要
や
施せ

餓が

鬼き

な
ど
、
何
度
も

依
頼
す
る
人
が
続
出
し
た
の
で
す
。
な
か
に
は

信
徒
に
な
っ
た
人
も
い
ま
す
。

　

永
代
供
養
塔
は
、
山
門
の
手
前
に
設
置
し
ま

し
た
。
こ
こ
は
、
寺
を
訪
れ
る
人
が
必
ず
通
る

場
所
で
あ
り
、
境
内
に
お
い
て
は
一
等
地
で
す
。

こ
の
場
所
に
納
め
ま
す
か
ら
、「
送
骨
」
は
、
け

っ
し
て
「
棄
骨
」
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

こ
う
い
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
取
り
組
み
に
よ
る

「
手
応
え
」
も
、
檀
家
制
度
の
廃
止
を
後
押
し

し
て
い
ま
す
。
檀
家
制
度
を
や
め
ま
し
た
が
、

信
徒
数
は
以
前
の
３
倍
に
な
り
ま
し
た
。
も
と

も
と
は
別
の
宗
派
の
方
も
た
く
さ
ん
い
ま
す
。

今
夏
の
施
餓
鬼
供
養
は
１
日
に
４
座
行
い
、
各

回
、
大
変
盛
況
で
し
た
。

　

近
隣
寺
院
か
ら
白
い
目
で
見
ら
れ
て
い
る
の

は
確
か
で
す
。
出
る
杭く
い

は
打
た
れ
ま
す
。
し
か

し
私
は
、
檀
家
制
度
や
葬
儀
と
い
う
従
来
の
シ

ス
テ
ム
で
は
な
く
、
本
来
の
仏
教
の
魅
力
で
、

た
く
さ
ん
の
人
に
お
寺
へ
来
て
も
ら
い
た
い
と

思
っ
て
い
ま
す
し
、
そ
の
た
め
に
も
お
寺
が
経

済
的
に
自
立
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。

「
き
れ
い
ご
と
だ
け
で
生
き
て
い
け
な
い
」
と
、

私
を
批
判
す
る
方
が
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ

は
お
か
し
い
。
私
た
ち
は
宗
教
者
で
す
。「
き

れ
い
ご
と
で
生
き
て
い
け
る
」
世
界
を
目
指
さ

な
く
て
ど
う
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。（
談
）

【
太
田
宏
人
】

送
骨
・
永
代
供
養
塔
へ
の
反
響

は
し
も
と
・
え
い
じ
ゅ

１
９
６
５
年
、
埼
玉
県
熊
谷
市
生
ま
れ
。
駒
沢
大
学

卒
。
米
国
ス
タ
ン
フ
ォ
ー
ド
大
学
仏
教
学
研
究
所
研

究
員
を
経
て
、
２
０
０
６
年
、見
性
院（
曹
洞
宗
、
熊

谷
市
）
の
住
職
に
。
２
０
０
７
年
よ
り
、
葬
儀
と
墓

地
運
営
の
全
般
を
宗
教
法
人
と
し
て
事
業
展
開
。
２

０
０
８
年
よ
り
「
送
骨
」
方
式
に
よ
る
納
骨
の
受
付

開
始
。
２
０
１
２
年
に
は
檀
家
制
度
を
廃
止
。
主
著

に
『
お
寺
の
収
支
報
告
書
』（
２
０
１
４
年
、祥
伝
社
）

※
日
本
郵
便
で
は
遺
骨
を
扱
う
が
、
そ
の
他
の
宅
配

便
で
は
扱
わ
な
い
こ
と
が
多
い
の
で
注
意
。


