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題 字 出口直日

出
口
王
仁
三
郎
聖
師

平成23年（2011）

４月号・Aprilo

立た
て

替か

へ
を
世よ

人び
と

の
こ
と
と
思お

も

ふ
な
よ

立た
て

替か

へ
す
る
は
お
の
が
身み

魂た
ま

ぞ

五
代
教
主
作
「
呉
須
絵
梅
文
茶
盌
」

お
詫
び
と
感
謝
の
祈
り
を	

東
京
本
部
宣
伝
部
長
　
成な

る

尾お

　

義
た
だ
し

三
月
十
一
日
午
後
二
時
四
十
六
分
、
三
陸
沖
を
震
源
と
す
る
「
東
日
本
大
震
災
」
の
発
生
に
よ
り
犠
牲
と

な
ら
れ
ま
し
た
御
魂
さ
ま
の
み
救
い
と
、
安
否
不
明
の
方
々
が
一
刻
も
早
く
そ
の
消
息
が
判
明
さ
れ
る
こ
と

を
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
と
共
に
、
被
災
さ
れ
た
全
て
の
皆
さ
ま
に
対
し
、
心
か
ら
お
見
舞
い
申
し
上
げ
ま
す
。

地
震
発
生
後
、大
本
本
部
（
天
恩
郷
）
で
は
直
ち
に
「
災
害
救
援
奉
仕
隊
事
務
局
」
を
設
置
。
夕
拝
後
に
は
、

教
主
さ
ま
を
は
じ
め
本
部
職
員
及
び
近
隣
の
信
徒
ら
に
よ
る
ご
祈
願
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
同
日
午
後

八
時
、
第
一
次
先
遣
隊
四
人
を
宮
城
分
苑
に
向
け
て
派
遣
。
石
井
信
孝
宮
城
分
苑
長
、
ま
た
地
元
信
徒
ら
と

管
下
信
徒
の
安
否
確
認
等
を
実
施
し
ま
し
た
（
そ
の
後
十
八
日
ま
で
に
三
次
救
援
隊
を
派
遣
）。

関
東
教
区
・
大
本
東
京
本
部
に
お
い
て
は
、
各
主
会
長
を
中
心
に
安
否
と
被
災
状
況
を
確
認
し
て
い
た
だ

き
、
十
三
日
に
執
り
行
わ
れ
ま
し
た
「
東
光
苑
月
次
祭
」
に
お
い
て
、「
東
日
本
大
震
災
鎮
静
・
復
興
祈
願
祝
詞
」

を
奏
上
。
参
拝
者
一
同
、
真
剣
な
祈
り
が
捧
げ
ら
れ
ま
し
た
。

ま
た
両
聖
地
並
び
に
東
京
本
部
で
は
、
引
き
続
き
、
安
否
確
認
が
取
れ
て
い
な
い
方
々
の
確
認
を
す
す
め

つ
つ
、
神
前
で
は
職
員
が
交
代
で
「
神
言
」
を
繰
り
返
し
奏
上
。
一
日
も
早
い
地
震
の
鎮
静
と
復
興
祈
願
を

続
け
て
い
ま
す
（
三
月
二
十
一
日
現
在
）。
ま
た
「
東
日
本
大
震
災
義
援
金
（
愛
善
基
金
）」
の
受
付
も
開
設

さ
れ
、
国
内
は
も
と
よ
り
海
外
か
ら
も
善
意
が
届
い
て
お
り
ま
す
。

マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
9.0
と
い
う
日
本
の
歴
史
上
最
大
の
震
度
と
巨
大
津
波
、
更
に
原
子
力
発
電
所
か
ら
の
放

射
線
物
質
の
漏
洩
と
そ
れ
に
と
も
な
う
電
力
不
足
、
そ
し
て
未
だ
続
く
余
震
と
、
今
私
た
ち
は
ま
さ
に
『
世

の
大
峠
』
の
真
っ
只
中
に
い
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

『
一
さ
い
の
終
り
と
思
ふ
今
の
世
は
神
よ
り
ほ
か
に
頼
る
べ
き
な
し
』（
出
口
王
仁
三
郎
聖
師
詠
）

大
本
信
仰
を
い
た
だ
い
て
い
る
私
た
ち
信
徒
は
、
祈
る
す
べ
を
知
ら
な
い
人
に
代
わ
っ
て
、
平
安
へ
の
祈

願
と
こ
れ
ま
で
知
ら
ず
知
ら
ず
に
犯
し
て
き
た
罪
穢
れ
に
対
す
る
お
詫
び
、
生
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
へ
の
感

謝
の
〝
祈
り
〟
を
捧
げ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
積
極
的
な
節
電
や
義
援
金
へ
の
募
金
、
物
資
の
提
供

な
ど
、
具
体
的
活
動
と
し
て
何
が
で
き
る
か
を
一
人
ひ
と
り
が
考
え
て
、
備
え
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
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鏡
餅
の
よ
う
に

出
口
直
日
三
代
教
主
の
ご
教
示
に
、『
一
生
の
う

ち
に
は
、
ど
う
に
も
な
ら
な
い
よ
う
な
分
厚
い
壁
に

つ
き
あ
た
り
ま
す
が
、
へ
い
ぜ
い
の
時
で
も
、
そ
の

人
に
と
っ
て
は
、
な
か
な
か
問
題
に
な
る
も
の
を
抱

い
て
い
ら
れ
る
よ
う
で
す
。
こ
の
こ
と
は
、
も
の
ご

と
を
気
に
す
る
、
し
な
い
と
は
別
に
、
人
間
の
背
負
っ

て
い
る
宿
命
の
よ
う
な
も
の
で
し
ょ
う
』
と
い
う
一

節
が
ご
ざ
い
ま
す
。

人
生
の
う
ち
に
は
、
い
ろ
ん
な
問
題
が
生
じ
ま
す
。

人
間
関
係
の
問
題
、
健
康
の
問
題
、
金
銭
的
な
問
題

な
ど
様
々
で
す
。
順
調
な
時
だ
け
で
は
な
く
、
ア
ク

シ
デ
ン
ト
も
発
生
す
る
の
で
す
。
し
か
し
、
ど
ん
な

状
況
下
に
あ
っ
て
も
、
日
々
の
生
活
を
明
る
く
前
向

き
に
生
か
さ
せ
て
も
ら
う
こ
と
が
、
ま
さ
に
日
々
の

修
行
な
の
で
す
。

出
口
す
み
子
二
代
教
主
の
お
歌
に
『
も
ち
に
な
り

た
や
き
わ
ま
ん
ま
る
く
む
さ
れ
た
た
か
れ
ね
り
ね
ら

れ
す
ゑ
は
か
が
み
の
か
み
の
ま
え
』
と
い
う
鏡
餅
を

つ
く
時
の
工
程
を
人
生
に
例
え
て
詠
ま
れ
た
お
歌
が

あ
り
ま
す
。

鏡
餅
は
、
ま
ず
餅
米
を
蒸
し
器
で
蒸
さ
れ
て
、
杵

と
臼
で
突
か
れ
叩
か
れ
、
そ
し
て
こ
ね
ら
れ
て
、
立

派
な
丸
々
と
し
た
鏡
餅
が
で
き
る
わ
け
で
す
。
し
か

し
、
蒸
し
が
足
り
な
か
っ
た
り
、
杵
の
突
き
が
充
分

で
な
い
と
米
粒
の
形
が
残
っ
て
し
ま
い
、
立
派
な
鏡

餅
に
は
な
り
ま
せ
ん
。

同
じ
よ
う
に
、
私
た
ち
も
日
常
生
活
の
中
で
、
蒸

さ
れ
た
り
、
叩
か
れ
た
り
、
練
ら
れ
る
よ
う
な
こ
と

が
い
っ
ぱ
い
あ
り
ま
す
。
で
も
そ
れ
は
、
し
っ
か
り

し
た
人
に
な
る
た
め
、
成
長
す
る
た
め
に
与
え
ら
れ

た
神
さ
ま
の
恩

お
ん
ち
ょ
う
寵
な
の
で
す
。

最
後
に
「
○
○
の
家
の
守ま

も
り
の
か
み

護
神
と
鎮
ま
り
ま
し
て
」

と
申
し
上
げ
ま
す
。

確
か
に
実
際
に
故
人
の
霊
魂
を
目
に
見
る
こ
と
は

で
き
ま
せ
ん
が
、「
千
の
風
に
な
っ
て
」
と
い
う
歌

の
よ
う
に
、
霊
魂
は
お
墓
に
鎮
ま
っ
て
い
る
の
で
は

な
く
、
身
近
な
と
こ
ろ
で
見
守
っ
て
く
れ
て
い
る
と

言
え
る
の
で
す
。

そ
ん
な
ご
先
祖
さ
ま
、
祖
霊
さ
ま
に
対
す
る
気
持

を
大
切
に
し
て
、
大
本
の
ご
葬
儀
は
執
り
行
わ
れ
て

い
ま
す
。現

界
は
天
人
の
養
成
所

出
口
日
出
麿
尊
師
は
『
現
界
は
苗
床
で
あ
る
』
と

示
さ
れ
て
い
ま
す
。
稲
は
初
め
か
ら
水
田
に
種
を
蒔ま

く
の
で
は
な
く
、
苗
床
で
あ
る
程
度
生
育
さ
せ
て
か

ら
水
田
に
植
替
え
ら
れ
る
よ
う
に
、
現
界
で
の
人
生

は
苗
床
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
の
で
す
。

ま
た
大
本
で
は
『
現
界
は
修
行
の
場
』
と
も
言
わ

れ
ま
す
が
、
現
界
は
い
わ
ゆ
る
天
人
の
養
成
所
で
、

私
た
ち
は
勉
強
さ
せ
て
も
ら
っ
て
い
る
の
で
す
。
つ

ま
り
学
校
で
あ
り
、
就
職
し
て
本
当
に
活
躍
す
る
の

が
霊
界
な
の
で
す
。

亡
く
な
ら
れ
た
ら
空く

う

に
な
る
と
か
無む

に
な
る
と
説

く
宗
派
も
あ
る
そ
う
で
す
が
、
大
本
の
死
生
観
で
は

魂
は
永
遠
に
生
き
通
し
で
、
何
回
も
生
ま
れ
変
わ
り

死
に
変
わ
り
し
な
が
ら
、
成
長
し
て
い
く
の
で
す
。

も
し
も
人
生
一
度
で
終
わ
り
と
な
っ
た
ら
、
好
き
な

こ
と
だ
け
や
っ
た
方
が
得
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま

す
よ
ね
？　

他
人
は
ど
う
な
ろ
う
と
関
係
な
い
。
悪

い
こ
と
し
て
で
も
お
金
儲
け
し
て
、
死
ん
だ
ら
そ
れ

で
終
わ
り
で
は
ダ
メ
で
、
や
は
り
そ
の
人
の
徳
が
、

ご
先
祖
や
子
孫
に
伝
わ
っ
て
い
き
ま
す
し
、
自
分
の

魂
の
中
に
し
っ
か
り
と
刻
ま
れ
る
の
で
す
。

今
の
自
分
が
あ
る
の
は
‥
‥

私
は
現
在
（
一
月
十
九
日
）、
関
東
教
区
の
特
派

宣
伝
使
と
し
て
、
一
都
八
県
九
主
会
を
巡
回
し
て
お

り
ま
す
。

分
所
・
支
部
や
個
人
の
お
宅
を
訪
問
し
た
り
、
時

に
は
病
院
に
入
院
し
て
い
る
方
の
お
見
舞
い
に
伺
っ

た
り
し
ま
し
て
、
多
く
の
方
と
の
出
会
い
を
い
た
だ

い
て
い
ま
す
。
本
当
に
あ
り
が
た
い
環
境
だ
と
思
っ

て
い
ま
す
。

そ
の
よ
う
な
巡
回
の
な
か
で
、
実
は
こ
こ
最
近
、

ご
葬
儀
に
続
け
て
出
向
す
る
機
会
が
あ
り
ま
し
た
。

大
本
の
葬
祭
式
で
は
、
ま
ず
ご
昇
天
さ
れ
た
こ
と

を
神
さ
ま
と
そ
の
家
の
祖
霊
さ
ま
に
ご
奉
告
申
し
上

げ
、
そ
し
て
お
松
の
枝
と
十
字
に
結
ん
だ
麻あ

さ

苧お

で
で

き
た
霊れ

い

璽じ

に
故
人
の
霊
魂
を
鎮
め
る
招
魂
式
と
い
う

祭
典
を
執
り
行
い
ま
す
。

そ
し
て
、
亡
く
な
っ
た
日
か
ら
十
日
ご
と
に
ご
家

庭
で
祭
典
を
行
い
、
五
十
日
目
に
、
そ
の
家
の
祖
霊

さ
ま
の
お
宮
に
霊み

た
ま魂

移
し
と
な
る
合
祀
祭
を
執
り
行

い
ま
す
。
そ
こ
か
ら
は
そ
の
家
の
祖
霊
さ
ま
の
お
宮

に
鎮
ま
り
い
た
だ
き
、
そ
し
て
永
遠
に
、
代
々
と
お

祀
り
さ
せ
て
も
ら
う
祭
典
を
行
う
の
で
す
。

大
本
で
は
、
人
に
は
魂
が
宿
っ
て
お
り
、
亡
く
な

る
と
同
時
に
肉
体
か
ら
魂
が
離
れ
る
と
教
え
ら
れ
て

い
て
、
な
る
べ
く
早
く
霊
璽
に
招
魂
す
る
よ
う
指
導

さ
れ
て
い
ま
す
。
ご
家
庭
の
事
情
や
遠
方
か
ら
参
列

さ
れ
る
ご
親
戚
の
関
係
か
ら
招
魂
式
が
何
日
も
遅
れ

る
こ
と
も
あ
り
得
る
の
で
す
が
、
そ
う
な
る
と
、
そ

の
肉
体
か
ら
離
れ
た
霊
魂
が
鎮
ま
る
と
こ
ろ
が
な
い

訳
で
す
。
で
す
か
ら
早
く
招
魂
式
を
執
り
行
っ
て
、

霊
璽
に
魂
を
お
鎮
め
し
た
方
が
良
い
の
で
す
。

人
は
霊
魂
が
肉
体
に
鎮
ま
っ
て
い
る
か
ら
、
い
ろ

い
ろ
な
活
動
が
で
き
る
の
で
す
。
霊
魂
だ
け
で
し
た

ら
活
動
す
る
こ
と
は
出
来
ま
せ
ん
。

実
際
葬
儀
に
お
仕
え
し
て
実
感
し
た
こ
と
は
、
お

亡
く
な
り
に
な
っ
た
方
だ
け
が
、
先
祖
で
は
な
く
、

累
々
と
ご
先
祖
が
お
ら
れ
た
か
ら
今
の
自
分
が
生
存

し
て
お
り
、
そ
し
て
そ
の
後
も
ズ
ー
ッ
と
子
孫
が
続

い
て
い
く
と
い
う
こ
と
。
ご
先
祖
と
子
孫
の
は
ざ
ま

に
自
分
が
生
き
て
い
る
こ
と
を
実
感
し
ま
す
。

そ
し
て
私
た
ち
に
与
え
ら
れ
た
人
生
の
中
で
、
自

分
の
魂
を
磨
い
て
、
何
か
一
つ
で
も
向
上
さ
せ
て
い

た
だ
く
こ
と
が
務
め
だ
と
思
い
ま
す
。
魂
が
磨
か
れ

て
い
く
こ
と
で
、
自
分
自
身
が
向
上
さ
せ
て
も
ら
い
、

そ
れ
が
こ
の
現
界
を
よ
り
天
国
化
す
る
こ
と
に
な
り

ま
す
し
、
霊
界
も
よ
り
天
国
化
さ
せ
て
い
く
働
き
が

あ
る
の
で
す
。

そ
し
て
、
大
本
の
葬
儀
で
は
「
誄し

ぬ

び詞
」
と
い
う
故

人
の
経
歴
や
ご
遺
徳
を
称
え
る
祝
詞
が
あ
り
、
そ
の

生
活
と
信
仰

講師  椎
しい

野
の

恭
きょう

三
ぞう

（特派宣伝使）

第
96
回
「
21
世
紀
、
生
き
が
い
講
座
」
よ
り

生
活
と
信
仰
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天
地
の
リ
ズ
ム
に
乗
り
、
自
分
の
人
生
の
考
え
方
も

ス
ム
ー
ズ
に
な
り
、
人
生
の
諸
問
題
も
楽
に
乗
り
越

え
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

皆
さ
ん
は
そ
れ
ぞ
れ
に
こ
の
現
界
に
生
を
受
け
、

こ
れ
ま
で
何
十
年
と
歩
ん
で
き
た
人
生
が
あ
り
ま

す
。
そ
の
人
生
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
そ
こ
に
は

自
分
が
歩
ん
で
き
た
道
が
あ
り
ま
す
。
大
き
な
岐
路
、

小
さ
な
岐
路
、
い
ろ
ん
な
も
の
を
選
択
し
て
生
き
て

い
ま
す
。
し
か
し
そ
の
道
は
、
誰
か
の
道
で
は
な
く

自
分
の
道
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
自
分
の
天
命
な
の
だ

と
受
け
入
れ
る
こ
と
が
大
事
な
こ
と
な
の
で
す
。

こ
こ
で
一
番
大
切
な
こ
と
は
、
順
調
な
時
は
、
誰

で
も
あ
り
が
た
く
、
嬉
し
く
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で

き
る
の
で
す
が
、
病
気
や
事
故
と
い
っ
た
問
題
を
抱

え
た
時
に
も
こ
れ
が
天
命
で
あ
る
と
受
け
入
れ
る
こ

と
が
で
き
る
か
な
の
で
す
。
大
き
な
試
練
で
あ
っ
て

も
、
そ
れ
を
素
直
に
前
向
き
に
受
け
入
れ
る
こ
と
が

大
切
な
の
で
す
。

『
あ
と
も
と
め
ず
果
て
し
も
知
ら
ず
ゆ
く
水
の
こ

の
う
つ
そ
身
は
面
白
き
か
な
』
と
は
尊
師
の
お
歌
で

す
が
、
川
の
水
は
ズ
ー
ッ
と
流
れ
て
い
き
ま
す
が
、

そ
の
水
は
自
分
が
通
っ
た
あ
と
を
求
め
ず
に
、
そ
の

ま
ま
流
れ
て
い
く
と
い
う
歌
で
す
。

人
生
の
全
て
を
成
る
が
ま
ま
に
任
せ
る
こ
と
、
そ

の
時
そ
の
時
を
、
刹
那
刹
那
に
最
善
を
尽
く
す
こ
と

が
大
切
で
す
し
、
最
後
は
一
切
を
「
惟
神
霊
幸
倍
ま

せ
」
と
、
神
さ
ま
の
御
心
に
お
任
せ
す
る
こ
と
、
神

さ
ま
の
掌

た
な
ご
こ
ろの
中
に
生
か
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る

の
だ
と
い
う
こ
と
が
肝
心
で
す
。

活
き
活
き
と
生
き
る

最
後
に
聖
師
の
歌
『
神
に
生
き
ま
た
恋
に
生
き
花

に
生
き
希
望
に
生
き
て
百
年
生
き
む
』
と
い
う
お
歌

出
口
王
仁
三
郎
聖
師
の
お
歌
に
『
人
の
た
め
つ
く

さ
ば
わ
が
身
に
か
え
る
な
り
た
ま
の
光
は
天
に
か
が

や
く
』
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。

人
の
た
め
に
尽
く
し
て
い
る
と
自
分
に
返
っ
て
く

る
こ
と
。〝
た
ま
の
光
〟
と
は
、
魂
が
光
輝
く
、
つ

ま
り
自
分
の
徳
に
な
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
お
陰
の

い
た
だ
き
方
の
一
番
の
秘
訣
と
し
て
も
、
人
の
た
め

に
す
る
こ
と
が
、
徳
と
な
っ
て
自
分
に
返
っ
て
く
る

と
だ
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

聖
師
の
例
え
話
に
、
次
の
よ
う
な
話
が
あ
り
ま
す
。

お
風
呂
に
入
っ
て
い
る
と
き
、
熱
い
お
湯
が
沸
い
て

く
る
。
そ
の
お
湯
を
自
分
の
方
へ
自
分
の
方
へ
と
掻

き
込
ん
で
も
、
み
ん
な
脇
か
ら
逃
げ
て
行
く
ん
だ
と
。

そ
の
反
対
で
お
湯
を
向
こ
う
に
向
こ
う
に
と
押
し
出

す
と
、
自
然
と
心
地
い
い
お
湯
が
風
呂
桶
の
縁
を

廻
っ
て
き
て
自
分
に
返
っ
て
来
る
ん
だ
と
。
こ
れ
が
、

一
番
良
い
お
陰
の
い
た
だ
き
方
だ
と
言
わ
れ
て
い
る

の
で
す
。

で
す
か
ら
、
世
の
た
め
、
人
の
た
め
に
尽
く
す
こ

と
が
、
巡
り
め
ぐ
っ
て
自
分
に
返
っ
て
く
る
の
で
す
。

刹
那
に
最
善
を
尽
く
す

そ
し
て
活
き
活
き
と
生
き
る
た
め
に
は
、
や
は
り

大
本
の
四
大
主
義
の
実
践
が
必
要
で
す
。

四
大
主
義
は
、
清
潔
、
楽
天
、
進
展
、
統
一
の
四

つ
の
主
義
で
す
。

そ
れ
ぞ
れ
の
主
義
を
別
の
言
葉
で
言
い
変
え
る

と
、
清
潔
主
義
は
〝
素
直
に
〟
楽
天
主
義
は
〝
明
る

く
〟
進
展
主
義
は
〝
前
向
き
に
〟
統
一
主
義
は
〝
仲

良
く
〟
の
言
葉
が
当
て
は
ま
る
の
で
は
な
い
か
と
思

い
ま
す
。

つ
ま
り
、
こ
の
「
素
直
に
明
る
く
前
向
き
に
、
そ

し
て
仲
良
く
」
を
生
活
の
中
で
実
践
す
る
こ
と
が
、

を
紹
介
し
ま
す
。

私
見
で
す
が
『
神
に
生
き
る
』
と
い
う
の
は
、
信

仰
に
生
き
る
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
大
本
の

神
さ
ま
だ
け
で
は
な
く
て
、
キ
リ
ス
ト
教
、
イ
ス
ラ

ム
、
仏
教
な
ど
い
ろ
ん
な
信
仰
が
あ
り
ま
す
が
、
信

仰
に
生
き
る
こ
と
。
社
会
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
信
仰
で
、

手
を
合
わ
せ
て
祈
っ
て
お
ら
れ
る
人
が
た
く
さ
ん
お

ら
れ
ま
す
。
日
本
人
は
無
信
仰
の
人
が
多
い
と
か
言

わ
れ
ま
す
が
、
そ
れ
で
も
、
信
仰
さ
れ
熱
心
に
祈
っ

て
い
る
人
は
た
く
さ
ん
お
ら
れ
る
の
で
す
。

ま
た
『
恋
に
生
き
』
は
、男
女
の
恋
愛
だ
け
で
な
く
、

憧
れ
も
そ
う
だ
と
思
い
ま
す
。
韓
流
、
ジ
ャ
ニ
ー
ズ
、

綾
小
路
き
み
ま
ろ
な
ど
、
い
ろ
ん
な
人
を
追
っ
か
け

て
い
る
人
た
ち
も
お
ら
れ
ま
す
し
、
野
球
フ
ァ
ン
や

サ
ッ
カ
ー
フ
ァ
ン
な
ど
、
一
様
に
活
き
活
き
と
さ
れ

て
い
ま
す
。
こ
う
い
っ
た
憧
れ
も
活
き
活
き
と
生
き

る
要
素
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

次
に
『
花
に
生
き
』
と
は
、
趣
味
に
生
き
る
。
花

が
本
当
に
好
き
な
人
も
い
れ
ば
、
茶
道
や
写
真
、
山

登
り
、
読
書
、
家
庭
菜
園
、
陶
芸
、
書
道
、
い
ろ
ん

な
趣
味
が
あ
り
ま
す
が
、
趣
味
が
人
生
と
い
う
人
が

お
ら
れ
ま
す
。
例
え
ば
九
州
の
あ
る
信
徒
の
方
で
、

写
真
好
き
な
人
が
お
ら
れ
ま
し
て
、
そ
の
人
の
自
宅

に
は
ご
自
身
で
撮
ら
れ
た
写
真
が
た
く
さ
ん
飾
ら
れ

て
い
ま
し
た
。
あ
る
時
、
巡
回
で
伺
っ
た
と
き
丹
頂

鶴
の
写
真
が
飾
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
な
ん
と
二
月
の

一
番
寒
い
時
に
北
海
道
に
行
っ
て
来
ら
れ
て
、「
丹

頂
鶴
は
飛
び
立
と
う
と
羽
ば
た
い
て
い
る
姿
が
一
番

魅
力
的
な
ん
で
す
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
、
そ
の
瞬
間

を
撮
影
す
る
た
め
に
何
時
間
も
構
え
て
お
ら
れ
た
そ

う
で
す
。
大
変
な
苦
労
だ
な
と
伺
っ
て
い
ま
す
と
、

そ
れ
が
全
く
苦
に
な
ら
な
い
、
好
き
で
好
き
で
仕
方

な
い
の
だ
そ
う
で
す
。

そ
し
て
『
希
望
に
生
き
て
百
年
生
き
む
』
と
。
現

代
な
ら
百
歳
を
超
え
る
人
は
、
た
く
さ
ん
お
ら
れ
ま

す
が
、
こ
の
お
歌
が
作
ら
れ
た
大
正
の
こ
ろ
に
百
歳

ま
で
生
き
る
の
は
、
相
当
、
先
の
話
み
た
い
で
す
が
、

や
は
り
そ
う
い
う
希
望
を
持
っ
て
活
き
活
き
と
生
き

る
こ
と
が
大
事
な
の
だ
と
。

実
は
、
こ
の
道
歌
を
紹
介
し
て
い
ま
す
と
、
三
代

教
主
の
こ
と
が
思
い
出
さ
れ
る
の
で
す
。
そ
れ
は
、

私
が
ま
だ
十
九
歳
く
ら
い
で
大
本
の
教
育
機
関
で
あ

り
ま
す
梅
松
塾
の
塾
生
だ
っ
た
こ
ろ
、
三
代
教
主
の

公
館
で
あ
る
梅
松
館
に
、
毎
朝
玉
の
井
と
い
う
井
戸

の
水
を
、
タ
ン
ク
に
汲
ん
で
、
塾
生
が
交
代
で
お
届

け
し
、
続
い
て
朝
の
お
掃
除
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
お

役
が
あ
っ
た
の
で
す
。

あ
る
時
、
廊
下
を
掃
除
し
て
い
ま
す
と
、
三
代
教

主
の
お
部
屋
か
ら
、
英
語
の
テ
ー
プ
が
聞
こ
え
て
く

る
の
で
す
。
当
時
七
十
歳
を
超
え
て
お
ら
れ
た
三
代

教
主
が
、
英
語
を
勉
強
さ
れ
て
お
ら
れ
た
の
で
す
。

そ
れ
は
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
聖
ヨ
ハ
ネ
大
聖
堂
の
モ
ー

ト
ン
聖
堂
長
が
大
本
に
ご
来
苑
に
な
る
の
で
『
モ
ー

ト
ン
神
父
と
英
語
で
話
が
し
た
い
』
と
お
っ
し
ゃ
っ

て
、
英
語
の
勉
強
を
な
さ
っ
て
お
ら
れ
た
の
で
す
。

ア
メ
リ
カ
か
ら
お
見
え
に
な
ら
れ
た
お
客
様
に
、
英

語
で
お
話
を
し
た
い
と
い
う
、
そ
の
お
気
持
ち
を
拝

察
さ
せ
て
い
た
だ
く
と
、
人
生
に
何
か
希
望
を
持
つ

こ
と
、
目
標
を
持
つ
こ
と
が
い
か
に
大
切
か
を
感
じ

ま
す
。

魂
を
磨
く
と
い
う
こ
と
も
踏
ま
え
て
、
活
き
活
き

と
生
き
る
こ
と
が
、
自
分
の
与
え
ら
れ
た
天
命
を
光

輝
き
、
喜
び
の
あ
る
人
生
に
さ
せ
て
い
た
だ
け
る
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

皆
さ
ん
も
し
っ
か
り
前
を
向
い
て
、
日
々
の
生
活

を
活
き
活
き
と
生
き
ま
し
ょ
う
。
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教
本
３
級
認
定
講
習
会

東
京
本
部
で
初
開
催
の
「
教
本
三
級
認
定
講
習

会
」
が
、
二
月
二
十
六
・
二
十
七
日
の
両
日
に
開
催

さ
れ
、
の
べ
五
十
人
が
参
加
し
た
。

「
実
践
リ
ー
ダ
ー
教
本
『
初
級
編
』」
を
テ
キ
ス

ト
に
「
大
本
と
は
」
か
ら
「
聖
地
の
祭
り
」
ま
で

の
九
項
目
を
全
員
で
音
読
学
習
。
最
後
に
筆
記
問

題
と
対
話
実
習
形
式

の
〝
理
解
度
チ
ェ
ッ

ク
〟
に
取
り
組
ん
だ
。

参
加
者
か
ら
は
「
自

分
の
言
葉
で
み
教
え

を
伝
え
る
こ
と
の
難

し
さ
を
実
感
し
た
。

や
は
り
実
践
を
通
じ

て
経
験
を
積
ん
で
い

東
光
苑
月
次
祭

三
月
の
東
光
苑
月
次
祭
、
交
通
安
全
祈
願
祭
、

関
東
教
区
春
季
合
同
慰
霊
祭
は
三
月
十
三
日
、
午

前
十
時
三
十
分
か
ら
、
斎
主
・
森
良
秀
東
京
本
部

次
長
の
も
と
執
行
さ
れ
、
三
二
十
人
が
参
拝
し
た
。

祭
員
は
関
東
教
区
各
種
会
青
松
会
員
、
少
年
少

女
祭
員
は
山
梨
主
会
の
小
池
翔
音
く
ん
、
東
京
主

会
の
吉
田
英
里
香
さ
ん
、
伶
人
は
宮
咩
会
関
東
支

部
、
大
本
神
諭
拝
読
は
飯
田
俊
明
茨
城
主
会
長
、

添
釜
は
中
村
社
中
の
皆
さ
ん
が
担
当
し
た
。

祭
典
で
は
、
斎
主
が
月
次
祭
祝
詞
、
交
通
安
全

祈
願
祝
詞
に
続
い
て
、
東
日
本
大
震
災
鎮
静
・
復

興
祈
願
祝
詞
を
奏
上
し
た
。

祭
典
後
、
松
田
行
彦
本
部
長
が
あ
い
さ
つ
。
次

い
で
人
事
異
動
報
告
（
椎
野
恭
三
氏
が
北
海
教
区

特
派
宣
伝
使
と
し
て
、
松
家
泉
氏
が
関
東
教
区
特

派
宣
伝
使
と
し
て
異
動
）
が
行
わ
れ
た
。

く
こ
と
が
大
切
だ
と
思
う
し
、
教
義
を
し
っ
か
り

勉
強
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
思
っ
た
」（
五
十
歳

代
・
男
性
）」
な
ど
の
声
が
寄
せ
ら
れ
た
。

ペアになって対話実習

東
光
苑
祭
典
・
行
事
予
定

４
月
（
ク
リ
ー
ン
月
間
）

東
光
苑
春
季
大
祭

	

10
日
（
日
）	

午
前
10
時
半

第
98
回
「
21
世
紀
、
生
き
が
い
講
座
」

	

講
題

大
本
モ
ン
ゴ
ル
本
部
開
設
と

こ
れ
か
ら
の
展
望

	

講
師

吾
郷
孝
志
（
人
類
愛
善
会
モ
ン
ゴ

ル
セ
ン
タ
ー
駐
在
担
当
）

	

20
日
（
水
）	

午
後
７
時
〜
９
時

第
29
回
企
業
繁
栄
祈
願
祭

	

24
日
（
日
）	

午
後
２
時
半

四
代
教
主
十
年
祭

	

29
日
（
金
）	

午
前
10
時
半

５
月教

主
生
誕
祭
、
三
代
教
主
・
教
主
補
聖
誕
祭

	

４
日
（
水
）	

午
前
10
時
半

み
ろ
く
大
祭
遥
拝
祭

	

５
日
（
木
）	

午
前
10
時
半

東
光
苑
月
次
祭
・
市
杵
島
姫
命
例
祭

	

８
日
（
日
）	

午
前
10
時
半

第
99
回
「
21
世
紀
、
生
き
が
い
講
座
」

	

講
題

日
本
人
の
誇
り
と
使
命

	

講
師

出
口
眞
人
（
社
会
福
祉
法
人
「
愛

善
信
光
会
」
理
事
長
）

	

18
日
（
水
）	

午
後
７
時
〜
９
時

エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
関
東
合
宿

	

20
日
（
金
）
〜
22
日
（
日
）

大
本
基
本
講
座
（
前
半
）

	

28
日
（
土
）
29
日
（
日
）

●
着
任
あ
い
さ
つ	

松ま
つ

家か

　
泉

い
ず
み

（
特
派
宣
伝
使
）

二
年
五
ヵ
月
ぶ
り
に
関
東
に
帰
っ
て
ま
い
り

ま
し
た
。
以
前
は
お
宮
を
お
守
り
す
る
祭
務
の

ご
用
で
し
た
が
、
こ
の
た
び
は
教
区
の
皆
さ
ま

の
元
に
馳
せ
参
じ
る
特
派
宣
伝
使
と
し
て
お
世

話
に
な
り
ま
す
。
開
教
一
二
〇
年
記
念
事
業
の

先
駆
け
で
あ
る
東
京
本
部
ご
造
営
時
の
初
心
に

か
え
っ
て
、
お
仕
え
し

た
く
念
じ
て
お
り
ま

す
。
相
変
わ
り
ま
し
て

よ
ろ
し
く
お
願
い
致
し

ま
す
。

●
離
任
あ
い
さ
つ	

椎し
い

野の

恭き
ょ
う
ぞ
う

三
（
特
派
宣
伝
使
）

二
月
二
十
一
日
付
の
人
事
異
動
に
と
も
な
い
、

北
海
教
区
の
特
派
に
な
り
ま
し
た
。
平
成
十
三

年
十
一
月
十
九
日
付
で
東
京
本
部
に
着
任
し
て

か
ら
九
年
目
を
迎
え
て
お
り
ま
し
た
が
、
そ
の

間
、
関
東
教
区
の
皆
さ
ま
に
は
特
派
活
動
や
諸

行
事
等
で
大
変
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
心
よ
り

感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

皆
さ
ま
に
は
お
体
ご
自

愛
下
さ
り
益
々
ご
活
躍

賜
り
ま
す
よ
う
、
お
祈

り
申
し
上
げ
ま
す
。

大本基本講座開催のご案内
本年も「東光苑・大道場基本講座」を下記の要項で

開催いたします。定員が４０人となっておりますので、

お早めの申し込みをおすすめいたします。

日　程	 前半：５月２８日（土）２９（日）

	 後半：６月２５日（土）２６（日）

参加費	 食事・宿泊代：１泊３食１, ８５０円

	 資料代：５００円（お持ちでない方のみ）

持ち物	 筆記用具、着替え、洗面具

定　員	 ４０人

締　切	 ５月２１日 ※定員になり次第締め切ります

申し込み	 大本東京本部　宣伝部（担当：成尾）

プログラム

５月２８日（土）	 ６月２５日（土）

	 13：00 受付・開講式	 	 13：30 開会

	 14：00 「大本の出現」	 	 14：00 「霊界の実在」

	 17：00 夕拝・夕食	 	 17：00 夕拝・夕食

	 18：30 「救世の神業」	 	 18：30 「四大綱領」

	 21：00 入浴・就寝	 	 21：00 入浴・就寝

５月２９日（日）	 ６月２６日（日）

	 	8：00 「歴代教主の神業」	 		 	8：00 「四大主義」

	 10：30 「祝詞の意味」	 	 10：30 「現代の大本」

	 12：00 昼食・休憩	 	 12：30 昼食・休憩

	 13：00 「神と人」	 	 13：30 歓ぎの座

	 15：00 閉会	 	 15：00 閉講式


