
題
字
下
の
法
語
は
、
池
田
勇
諦
先

生
の
お
言
葉
で
す
。

先
生
に
は
、「
教
行
信
証
に
学
ぶ
」

と
い
う
東
京
練
馬
の
真
宗
会
館
で
行

わ
れ
た
研
修
会
で
２
０
０
７
年
か
ら

２
０
１
４
年
に
か
け
て
ご
教
授
を
い

た
だ
き
ま
し
た
。

２
０
０
７
年
は
、
ち
ょ
う
ど
私
が

教
員
を
退
職
し
た
年
で
し
た
。
僧
侶

の
資
格
は
す
で
に
取
得
し
て
い
た
も

の
の
真
宗
の
教
え
に
疎
く
こ
れ
を
ハ

ッ
キ
リ
さ
せ
た
い
思
い
が
あ
り
、
周

り
に
は
さ
ぞ
迷
惑
を
か
け
て
い
た
こ

と
で
し
ょ
う
が
、
合
計

回
す
べ
て
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に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

も
ち
ろ
ん
先
生
の
ご
化
導
が
あ
っ

た
か
ら
こ
そ
で
す
が
、
共
に
聴
聞
し

た
仲
間
に
も
支
え
ら
れ
ま
し
た
。
今

も
そ
の
ご
縁
が
、
私
の
聞
法
生
活
の

原
動
力
に
な
っ
て
い
ま
す
。

聞
法
供
養
が
、
真
宗
の
仏
事
の
精

神
だ
と
。

「
聞
法
供
養
」
、
こ
れ
は
聞
き
慣
れ

な
い
言
葉
で
す
ね
。

「
追
善
供
養
」
は
、
死
者
の
た
め

に
お
経
を
あ
げ
た
り
お
供
物
を
あ
げ

た
り
す
る
こ
と
で
死
者
の
幸
せ
祈
る

こ
と
で
す
よ
ね
。
し
か
し
、
そ
れ
は

よ
く
考
え
れ
ば
解
る
こ
と
で
す
が
、

自
分
が
満
足
し
て
い
る
だ
け
に
過
ぎ

ま
せ
ん
。

日
頃
、
年
回
法
要
を
お
勤
め
し
て

い
る
と
、
こ
の
追
善
供
養
が
仏
教
だ

と
思
っ
て
過
ご
し
て
い
る
人
が
実
に

多
い
と
感
じ
さ
せ
ら
れ
ま
す
。

先
生
は
、
追
善
供
養
は
「
仏
事
で

は
無
い
。
仏
教
の
皮
を
か
ぶ
っ
た
習

俗
だ
」
と
仰
い
ま
す
。

こ
の
言
葉
に
私
は
、
今
ま
で
漠
然

と
感
じ
て
い
た
ご
門
徒
と
私
の
間
に

あ
る
感
覚
の
ズ
レ
の
原
因
に
、
ハ
ッ

と
気
が
付
き
ま
し
た
。

で
は
「
聞
法
供
養
」
は
、
ど
の
よ

う
な
仏
事
な
の
か
？

亡
き
人
を
縁
と
し
て
、
私
達
が
聞

法
す
る
仏
事
で
す
。

儀
式
に
よ
り
つ
く
ら
れ
る
非
日
常

的
な
雰
囲
気
の
中
で
、
各
々
が
亡
き

人
の
人
生
に
向
き
合
い
、
無
量
の
ご

縁
に
生
か
さ
れ
て
あ
る
自
己
で
あ
っ

た
と
驚
く
。
自
己
を
支
え
て
い
た
そ

の
大
地
に
気
づ
い
た
ら
、
ご
縁
と
な

っ
た
亡
き
人
に
感
謝
し
な
い
わ
け
が

あ
り
ま
せ
ん
よ
ね
。

先
生
は
、「
聞
法
供
養
に
よ
っ
て
の

み
、
亡
き
人
と
私
が
共
に
す
く
わ
れ

る
」
と
仰
い
ま
す
。

こ
こ
が
真
宗
仏
事
の
魅
力
で
す
。

勝
善
寺
が
執
行
す
る
仏
事
は
、
す

べ
て
聞
法
供
養
で
す
。

光といのち
第１１９号
― お盆 ―
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法
語

追
善
供
養
で
は
な
く
、

聞
法
供
養
。

こ
れ
が
真
宗
仏
事
の

精
神
で
す
。

盂
蘭
盆
法
要

う

ら

ぼ

ん

日
時

８
月

日
（
土
）

10
時
～

時

分

10

11

30

内
容

お
勤
め
と
法
話

法
話

副
住
職

◎
護
持
金
は
、
本
堂
で
納
め
て
く

だ
さ
い
。

真
宗
大
谷
派
で
は
、
お
盆
の
時
期

に
こ
の
切
籠
灯
籠
を
吊
り
ま
す
。

「
房
州
切
籠
」
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
の
形
は
、
頭
に
血
を
上
ら
せ
て
イ

ラ
イ
ラ
と
し
て
生
き
て
い
る
私
た
ち
の

姿
を
表
し
て
い
る
の
だ
そ
う
で
す
。

あ
な
た
様
は
、
心
穏
や
か
に
過
ご
さ

れ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
で
し
ょ
う
か
？

昨年の盂蘭盆会

向かって右余間
よ ま

一
列
目
右
か
ら

吉
本

行
男

吉
田

誠

田
村

晋
一

川
名

喜
昭

足
達

崇

重
田

和
夫

中
山

明
夫

明
石

義
久

正
木

道
雄

川
名

利
幸

二
列
目
右
か
ら

石
井

俊
幸

姫
松

実

高
梨

維
夫

能
重

薫

朝
倉

和
利

狩
野

昌
也

田
中

誠

田
村

徹
夫

田
中

昭
一

三
列
目
右
か
ら

鈴
木
正
一
郎

田
中

嘉
一

川
名

信
之

中
山

秀
巳

池
貝

房
子

北
村

洋
子

渡
辺

秀
子

大
胡
登
美
子

四
列
目
右
か
ら

大
胡

睦
恵

岩
田

和
子

堀
海

榮
子

高
梨

敏
子

長
谷
川
吉
枝

五
列
目
右
か
ら

坊
守
蓮
沼

典
子

写
っ
て
い
な
い
方

富
澤
眞
知
子

能
重

初
雄

住
職

ご
予
定
く
だ
さ
い

月
曜
日
６
時

分
～

お
勤
め
練
習

15

８
月

日

時
～

盂
蘭
盆
会

10

10

９
月

日

時
～

秋
彼
岸
会

23

10

月
２
日

時
～

親
鸞
教
室

10

13

月

日

時

分
～
役
員
会

10

10

13

30

月

日

時
～

同
朋
の
会

10

13

14

月

日

時

分
～
世
話
人
総
会

10

20

13

30

月

日

時

分
～
仏
具
御
磨
き

11

13

13

30

月

日

時

分
～
準
備

11

15

13

30

月

日

時

分
～
報
恩
講
逮
夜

11

15

15

30

月

日
６
時

分
～
報
恩
講
晨
朝

11

16

30

月

日

時

分
～
報
恩
講
日
中

11

16

10

30

月
６
日

時
～

親
鸞
教
室

12

13

月
８
日

時
～
回
勝
善
寺
聞
法
会

12

14

月

日

時
～

婦
人
研
修
会

12

11

13

月

日

時

分
～
除
夜
の
鐘

12

31

23

45

１
月
２
日

時
～

修
正
会

10

※
・
・
以
外
は
当
寺
が
会
場
で
す
。

新
た
に
三
人
の
推
進
員
が
誕
生

三
月
に
東
京
練
馬
の
真
宗
会
館
で
二

泊
三
日
、
五
月
に
京
都
東
本
願
寺
で

二
泊
三
日
の
研
修
を
受
け
、
写
真
右

か
ら
黒
川
敦
子
（
釋
尼
浄
香
）
渡
邉

秀
子
（
釋
尼
独
秀
）
正
木
道
雄
（
釋

道
明
）
の
ご
三
方
が
推
進
員
と
な
り

ま
し
た
。

本堂・庫裏のガラス拭き、参道・馬場赤道・鐘突き堂山斜面・第二墓地奥などの草刈り、彼岸花球根を聖人
橋駐車場に植樹を総勢３７名で2時間ほどの作業しました。お疲れ様でした。有り難うございます。

６月２３日（日） 奉仕作業

（
敬
称
略
）

宣

誓

私
達
は
、
帰
敬
式
を
受
式
し
、

法
名
を
名
告
り
、「
人
間
と
し
て
歩

む
」
と
い
う
課
題
を
頂
き
ま
し
た
。

一

日
々
の
生
活
の
中
で
、
お
念
仏

や
お
勤
め
を
欠
か
さ
な
い
様
に

し
ま
す
。

一

月
に
一
度
は
聞
法
の
場
に
身
を

運
び
共
に
教
え
を
確
か
め
ま
す
。

一

報
恩
講
に
お
参
り
し
ま
す
。

二
○
一
九
年
五
月
二
〇
日

東
京
教
区
推
進
員
教
習

修
了
者
一
同 講師 牧野豊丸先生と共に

御真影（親鸞聖人）の前にて

親
鸞
聖
人
御
作

是
非
し
ら
ず
邪
正
も
わ
か
ぬ

こ
の
み
な
り

小
慈
小
悲
も
な
け
れ
ど
も

名
利
に
人
師
を
こ
の
む
な
り

「
正
像
末
和
讃
」
よ
り



第
二
回
勝
善
寺
聞
法
会
（六
月

二
日
）
で
の
副
住
職
井
上
泰
之
の

法
話
の
冒
頭
部
分
で
す
。

や
が
て
は
当
寺
の
住
職
と
な
る

自
身
の
歩
み
。

聞
法
（
仏
法
聴
聞
）
す
る
と
い

う
こ
と
は
、
仏
教
の
講
演
会
を
聴

く
こ
と
と
は
違
う
。

と
い
う
内
容
で
す
。

あ
ら
た
め
ま
し
て
今
日
は
。

先
ほ
ど
、
住
職
の
挨
拶
を
聞
き
ま

し
て
、
茨
城
や
横
浜
、
千
葉
、
船
橋

の
遠
く
か
ら
、
そ
し
て
南
房
総
か
ら

お
集
ま
り
い
た
だ
き
ま
し
て
、
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
私
も
遠
く
か

ら
来
た
一
人
で
あ
り
ま
し
て
、
昨
日

京
都
か
ら
参
り
ま
し
た
。

皆
さ
ま
が
、
ど
の
よ
う
な
思
い
で
、

今
日
こ
の
寺
に
お
集
ま
り
い
た
だ
い

た
の
か
、
私
に
は
よ
く
わ
か
り
ま
せ

ん
。
そ
れ
ぞ
れ
内
に
秘
め
ら
れ
た
も

の
が
あ
る
と
い
い
ま
す
か
、
住
職
に

言
わ
れ
て
義
務
感
か
ら
か
、
周
り
の

人
に
誘
わ
れ
た
と
か
、
ど
の
よ
う
な

因
縁
に
よ
る
の
か
、
私
に
は
わ
か
り

ま
せ
ん
。
た
だ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
と
こ

ろ
で
お
聞
き
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い

ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
ど
う
見
て
も
こ
の
中

で
一
番
若
い
の
は
私
で
す
。
私
は
今

二
十
八
歳
で
す
の
で
、
四
捨
五
入
し

て
も
三
十
歳
で
す
。
私
以
外
で
い
え

ば
、
お
若
い
方
で
六
十
歳
代
の
よ
う

に
思
い
ま
す
。
そ
う
し
ま
す
と
、
三

十
歳
以
上
の
年
齢
の
差
が
あ
る
私
が
、

お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
。
こ
れ
は

厚
か
ま
し
い
こ
と
の
よ
う
に
思
う
の

で
す
。
人
生
経
験
と
い
う
こ
と
で
い

え
ば
、
皆
さ
ま
が
大
先
輩
で
す
。
そ

の
方
々
に
若
造
が
何
を
喋
る
こ
と
が

あ
る
の
か
、
と
思
う
方
も
い
る
は
ず

で
す
。
し
か
し
、
こ
こ
は
仏
法
の
場

で
す
の
で
、
人
生
経
験
の
如
何
に
か

か
わ
ら
ず
、
一
つ
仏
法
、
聴
聞
に
つ

い
て
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ
こ
う
と

思
い
ま
す
。
人
生
経
験
が
多
い
と
か

少
な
い
と
か
、
有
る
と
か
無
い
と
か

は
世
間
の
こ
と
に
過
ぎ
な
い
の
で
す
。

自
己
紹
介

初
め
て
の
方
も
お
ら
れ
ま
す
の
で
、

ま
ず
私
自
身
の
こ
と
を
少
し
お
話
し

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

ち
ょ
う
ど
十
年
前
の
四
月
、
私
は

京
都
に
あ
る
真
宗
大
谷
派
の
大
学
で

あ
る
大
谷
大
学
の
歴
史
学
科
に
入
学

し
ま
し
た
。

ご
存
知
の
方
も
お
ら
れ
る
と
思
い

ま
す
が
、
こ
の
寺
の
住
職
も
先
代
住

職
も
教
員
を
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の

影
響
が
少
な
か
ら
ず
あ
っ
て
、
将
来

こ
の
寺
の
住
職
に
な
る
ま
で
学
校
の

教
員
に
な
ろ
う
と
当
時
の
私
は
漠
然

と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
た
だ
、
勉
強

は
出
来
の
良
い
ほ
う
で
は
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
が
、
歴
史
に
興
味
が
あ
り

ま
し
た
の
で
、
社
会
科
の
教
員
に
な

ろ
う
と
思
い
歴
史
学
科
に
進
学
し
た

の
で
す
。
そ
う
す
れ
ば
、
社
会
科
の

教
員
資
格
だ
け
で
な
く
、
所
定
の
科

目
を
履
修
す
れ
ば
真
宗
大
谷
派
の
住

職
に
な
る
資
格
も
大
谷
大
学
で
は
取

得
で
き
る
の
で
す
。

し
か
し
、
四
年
間
の
学
び
が
終
わ

り
に
近
づ
い
た
頃
、
「
こ
の
ま
ま
寺
に

帰
っ
て
も
い
い
の
だ
ろ
う
か
。
何
も

仏
教
を
わ
か
っ
て
な
い
」
と
い
う
問

題
が
私
自
身
の
中
に
起
こ
っ
た
の
で

す
。
浄
土
真
宗
や
仏
教
の
こ
と
は
多

少
な
り
と
も
学
部
の
時
に
勉
強
し
た

つ
も
り
で
し
た
が
、
「
仏
教
が
わ
か
ら

ん
。
こ
の
ま
ま
で
は
ま
ず
い
」
と
思

っ
た
の
で
す
。

そ
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
が
、

三
年
生
の
時
に
水
島
見
一
先
生
の
勉

強
会
に
出
た
時
で
す
。
先
生
に
は
四

回
ほ
ど
、
こ
の
寺
で
も
ご
法
話
し
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。
迷
っ
て
い
た
私

に
水
島
先
生
は
、
「
お
ま
え
、
大
学
院

に
来
な
い
か
」
と
声
を
か
け
て
い
た

だ
き
、
そ
こ
で
両
親
に
相
談
し
て
大

学
院
へ
進
学
す
る
決
断
を
し
ま
し
た
。

勉
強
が
嫌
い
な
私
が
大
学
院
を
目
指

す
の
で
す
か
ら
、
可
笑
し
な
話
し
な

の
で
す
。
大
学
院
の
修
士
課
程
に
進

学
し
ま
し
た
が
、
あ
っ
と
い
う
間
に

二
年
が
経
ち
、
そ
れ
で
も
物
足
り
な

い
と
い
う
思
い
で
し
た
。
そ
こ
で
さ

ら
に
博
士
課
程
に
進
学
し
、
水
島
先

生
の
も
と
で
聴
聞
を
続
け
ま
し
た
。

そ
し
て
、
こ
れ
も
水
島
先
生
の
因
縁

で
す
が
、
一
昨
年
の
四
月
か
ら
大
谷

派
の
系
列
校
で
あ
る
光
華
女
子
高
校

で
宗
教
科
の
非
常
勤
講
師
を
一
年
間

し
ま
し
た
。
昨
年
の
春
に
は
、
博
士

課
程
を
退
学
し
、
非
常
勤
講
師
の
職

も
辞
し
ま
し
た
。

そ
の
後
、
色
々
な
因
縁
が
あ
っ
て
、

今
は
京
都
の
清
水
寺
に
関
係
す
る
老

人
福
祉
施
設
で
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
（
短

期
入
所
）
を
担
当
す
る
生
活
相
談
員

と
し
て
働
い
て
い
ま
す
。
皆
さ
ま
の

中
に
は
、
お
身
内
の
方
で
要
介
護
認

定
を
受
け
て
、
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
や
シ

ョ
ー
ト
ス
テ
イ
、
あ
る
い
は
特
別
養

護
老
人
ホ
ー
ム
を
利
用
さ
れ
て
い
る

方
も
お
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。
私
は

相
談
員
で
す
の
で
、
利
用
者
家
族
や

他
事
業
所
、
役
所
と
の
や
り
取
り
、

利
用
者
の
ケ
ア
に
対
す
る
評
価
を
主

な
仕
事
内
容
と
す
る
た
め
、
直
接
介

護
に
携
わ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

生
老
病
死
を
目
の
当
た
り
に
す
る
現

場
で
働
き
は
じ
め
て
二
年
目
に
な
り

ま
す
。寺

の
跡
継
ぎ
と
し
て
の
自
分

こ
の
寺
は
、
「
私
の
寺
」
と
い
う
わ

け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
私
が
生
ま

れ
育
っ
た
寺
で
す
。
今
は
住
職
が
健

在
で
す
の
で
、
何
年
後
に
な
る
か
わ

か
り
ま
せ
ん
が
、
や
が
て
後
を
継
が

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

昔
は
全
て
が
義
務
で
し
た
。
得
度

す
る
の
も
、
大
谷
大
学
に
行
く
の
も

嫌
々
で
す
。
何
か
自
分
の
中
に
嫌
な

気
持
ち
を
払
拭
で
き
る
よ
う
な
言
い

訳
を
つ
く
っ
て
い
ま
し
た
。
「
寺
な
ん

か
継
ぎ
た
く
な
い
」「
次
男
だ
っ
た
ら

よ
か
っ
た
の
に
」
と
思
い
ま
し
た
が
、

姉
は
「
弟
が
継
ぐ
に
決
ま
っ
て
い
る
」

と
思
っ
て
い
ま
す
の
で
、
何
か
見
え

な
い
「
後
継
ぎ
」
と
い
う
縄
に
縛
ら

れ
て
い
ま
し
た
。
私
に
生
ま
れ
た
時

か
ら
将
来
を
選
ぶ
よ
う
な
自
由
は
な

い
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
周
囲
か
ら

も
「
将
来
、
住
職
に
な
る
の
で
し
ょ

う
」
と
言
わ
れ
、
今
思
え
ば
大
切
に

お
育
て
い
た
だ
い
て
い
た
の
で
す
が
、

全
て
が
嫌
々
で
し
た
。

百
八
十
度
の
方
向
転
換

こ
れ
は
不
思
議
な
こ
と
で
す
が
、

水
島
先
生
の
と
こ
ろ
で
聴
聞
を
続
け

る
中
で
、「
そ
う
か
！
」
と
自
分
の
中

か
ら
湧
い
て
く
る
も
の
が
あ
り
ま
し

た
。
そ
れ
は
「
自
分
が
思
っ
て
い
た

の
は
仏
教
で
は
な
か
っ
た
！
」
と
い

う
こ
と
で
す
。
父
や
祖
父
の
姿
を
幼

い
な
が
ら
に
見
て
い
た
私
に
と
っ
て
、

葬
儀
す
る
の
が
仏
教
で
あ
り
、
周
り

か
ら
も
「
あ
ん
た
た
ち
（
坊
主
）
は
、

人
が
死
ん
で
儲
け
て
い
る
ん
だ
ぞ
」

と
聞
か
さ
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

だ
か
ら
、
葬
式
を
し
て
金
儲
け
を

す
る
の
は
嫌
だ
な
と
、
小
さ
い
頃
か

ら
思
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
仏
教
は

葬
式
だ
と
思
っ
て
い
た
も
の
が
、
水

島
先
生
の
お
話
を
聞
く
中
で
百
八
十

度
変
わ
っ
た
の
で
す
。「
そ
う
で
は
な

い
。
そ
も
そ
も
仏
教
は
葬
式
で
は
な

い
の
だ
」
と
感
じ
た
の
で
す
。

私
た
ち
は
日
頃
、
仏
教
の
「
ぶ
」

の
字
さ
え
も
考
え
ず
に
生
き
て
い
ま

す
。
け
れ
ど
も
、
よ
く
よ
く
私
が
今

こ
こ
に
い
る
こ
と
を
見
た
ら
、
そ
の

一
挙
手
一
投
足
が
仏
教
の
範
疇
で
な

い
も
の
は
な
い
の
で
す
。
そ
の
こ
と

が
わ
か
っ
て
以
来
、
私
に
と
っ
て
仏

教
は
「
聞
か
ざ
る
を
得
な
い
」
も
の

に
な
り
ま
し
た
。

仏
法
を
聴
聞
す
る
こ
と

皆
さ
ま
が
、
何
故
こ
こ
に
お
集
ま

り
に
な
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
仏
教
を

聞
く
た
め
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ

れ
は
正
解
で
す
。
寺
の
聞
法
会
や
千

葉
組
の
活
動
（
親
鸞
教
室
や
婦
人
研

修
会
な
ど
）、
余
所
の
お
寺
に
出
向
か

れ
て
聞
法
さ
れ
て
い
る
方
も
い
る
と

思
い
ま
す
。

仏
法
を
聴
聞
し
て
「
本
当
の
こ
と
」

を
知
る
。
ま
ず
こ
こ
か
ら
出
発
す
る
。

も
う
少
し
言
え
ば
、
本
当
の
こ
と
が

知
り
た
い
と
い
う
思
い
が
起
こ
っ
て
、

が
む
し
ゃ
ら
に
聴
聞
す
る
。
こ
こ
が

大
事
な
と
こ
ろ
で
す
。
そ
し
て
、
ど

ん
な
こ
と
か
ら
で
も
仏
法
を
聴
聞
で

き
る
身
に
ま
で
育
て
ら
れ
る
。
こ
こ

ま
で
行
か
な
い
と
ダ
メ
で
す
。
そ
う

で
な
い
と
、
結
局
空
っ
ぽ
感
が
起
こ

り
ま
す
。
私
は
そ
の
よ
う
に
聞
い
て

い
ま
す
。

親
鸞
聖
人
の
時
代
に
寺
は
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
。
寺
の
本
堂
の
よ
う
な

儀
式
を
行
う
堅
苦
し
い
と
こ
ろ
で
説

教
を
聞
く
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、

親
鸞
聖
人
は
生
活
を
共
に
す
る
家
族

や
そ
の
土
地
の
人
々
、
あ
る
い
は
聖

人
を
招
い
た
方
々
の
と
こ
ろ
へ
赴
き
、

仏
教
が
即
生
活
で
あ
る
こ
と
を
語
ら

れ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
背

筋
を
ピ
ー
ン
と
伸
ば
し
て
聞
く
と
い

う
よ
り
も
、
親
鸞
聖
人
自
身
が
生
活

を
通
し
て
知
ら
さ
れ
た
「
自
分
の
だ

ら
し
な
さ
」
と
い
う
か
、「
ど
う
し
よ

う
も
な
ら
な
い
自
分
」
を
曝
け
出
し

た
と
こ
ろ
に
本
当
の
自
分
と
打
ち
解

け
ら
れ
る
、
共
感
の
世
界
の
お
話
で

あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
が
仏
法

に
照
ら
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

私
の
仏
法
聴
聞
の
場

私
が
働
い
て
い
る
老
人
福
祉
施
設

に
は
、
認
知
症
が
進
ん
で
自
分
で
は

喋
れ
な
い
人
、
自
分
で
は
排
泄
も
で

き
な
い
人
、
食
べ
る
こ
と
も
歩
く
こ

と
も
で
き
な
い
人
な
ど
、
様
々
な
方

が
い
ま
す
。

そ
の
人
た
ち
を
見
て
い
る
と
、「
こ

の
人
に
と
っ
て
満
足
と
は
何
だ
ろ

う
？
」
と
考
え
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。

あ
る
い
は
同
僚
に
対
し
て
、「
こ
の
人

は
何
を
思
っ
て
利
用
者
を
見
て
い
る

の
だ
ろ
う
」「
今
の
一
言
の
裏
に
は
、

ど
ん
な
思
い
が
あ
る
の
だ
ろ
う
？
」

と
私
は
考
え
る
の
で
す
。
見
た
目
で

は
わ
か
ら
な
い
、
表
面
に
は
現
れ
な

い
何
か
が
あ
る
の
で
す
。
こ
れ
は
皆

さ
ま
に
も
共
通
し
て
い
る
こ
と
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
。

あ
な
た
の
た
め
と
思
い
な
が
ら
、

一
挙
手
一
投
足
に
「
魂
胆
」
が
あ
る
。

人
に
は
見
え
ず
、
自
分
で
も
気
づ
か

な
い
「
魂
胆
」
で
す
。
そ
の
辺
り
が

私
は
非
常
に
気
に
な
る
の
で
す
。
関

わ
り
の
あ
る
人
た
ち
の
姿
か
ら
、
そ

の
「
魂
胆
」
が
気
に
な
る
の
で
す
が
、

自
分
に
そ
の
思
い
が
向
く
の
で
す
。

「
魂
胆
」
は
誰
に
で
も
あ
り
ま
す
が
、

そ
れ
に
気
づ
か
な
け
れ
ば
、
「
魂
胆
」

に
振
り
回
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
あ

り
ま
す
。
そ
れ
は
「
自
分
の
思
い
」

と
い
う
も
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

そ
れ
が
返
っ
て
世
界
を
狭
く
し
て
い

る
の
で
す
。
常
に
「
魂
胆
」
を
つ
く

り
、
自
分
で
自
分
を
狭
く
す
る
。
そ

の
自
分
か
ら
解
放
せ
し
め
る
は
た
ら

き
に
出
遇
っ
て
い
き
た
い
と
私
は
思

う
の
で
す
。


