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義
た
だ
し

『
初
心
、
基
本
、
中
心
を
忘
れ
な
い
よ
う
に
‥
‥
』

こ
の
お
言
葉
は
、
去
る
十
月
十
日
、
本
部
青
松
会
と
大
本
青
年
部
の
新
旧
役
員
で
出
口
紅
五
代
教
主
さ
ま

に
ご
面
会
を
賜
っ
た
折
、
一
同
に
対
し
て
の
べ
ら
れ
た
ご
教
示
で
す
。

教
主
さ
ま
は
本
年
四
月
に
ご
就
任
十
年
を
お
迎
え
に
な
り
、
こ
の
〝
初
心
〟
や
〝
基
本
〟〝
中
心
〟
が
如
何
に

大
切
か
を
再
確
認
な
さ
れ
た
と
の
こ
と
で
、
我
々
信
徒
、
と
り
わ
け
聖
地
に
奉
職
す
る
者
の
心
構
え
と
し
て
、

礼
儀
作
法
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
普
段
か
ら
真
心
の
こ
も
っ
た
あ
い
さ
つ
や
態
度
を
欠
か
さ
な
い
こ
と
、
思

い
や
り
の
心
を
大
切
に
す
る
こ
と
な
ど
を
ご
教
導
に
な
り
ま
し
た
。

ま
た
昨
年
七
月
に
執
行
さ
れ
た
「
沓
島
・
冠
島
開
き
百
十
周
年
、
開
祖
沓
島
ご
も
り
世
界
平
和
祈
願
百
五

周
年
記
念
祭
典
」
を
前
に
、
御
自
ら
も
実
践
さ
れ
た
『
大
本
神
諭
』
の
全
巻
拝
読
を
通
じ
て
お
感
じ
に
な
ら

れ
た
心
境
を
ご
紹
介
に
な
り
、
大
本
開
教
の
原
点
で
あ
る
『
大
本
神
諭
』
の
全
巻
拝
読
を
励
行
す
る
よ
う
に

と
ご
教
示
に
な
り
ま
し
た
。

今
年
も
残
す
と
こ
ろ
あ
と
わ
ず
か
。
年
が
あ
ら
た
ま
り
平
成
二
十
四
（
二
〇
一
二
）
年
に
な
り
ま
す
と
、

大
本
は
開
教
百
二
十
年
の
佳
節
の
年
を
迎
え
ま
す
が
、
た
だ
た
だ
お
め
で
た
い
、
あ
り
が
た
い
、
嬉
し
い
楽

し
い
だ
け
で
は
な
く
、
百
二
十
年
を
迎
え
る
今
だ
か
ら
こ
そ
、
国
祖
の
大
神
さ
ま
が
出
口
な
お
開
祖
さ
ま
に

帰
神
さ
れ
、
大
本
が
こ
の
現
界
に
開
教
し
た
意
味
を
、
今
一
度
、
信
徒
一
人
ひ
と
り
再
認
識
す
る
こ
と
が
肝

要
な
の
だ
と
、
末
席
に
連
な
り
な
が
ら
拝
察
し
た
次
第
で
す
。

来
年
度
、
大
本
東
京
本
部
・
東
京
宣
教
セ
ン
タ
ー
で
は
、
港
区
新
橋
の
航
空
会
館
を
会
場
に
「
出
口
な
お
・

出
口
王
仁
三
郎
の
世
界
を
語
る
」
と
題
し
、
年
間
を
通
じ
て
〝
公
開
講
座
〟
を
開
催
し
ま
す
。
ま
た
東
京
本

部
を
会
場
に
、
月
・
水
・
金
曜
の
週
三
回
午
後
二
時
か
ら
、
霊
界
の
実
在
や
人
生
の
目
的
と
い
っ
た
大
本
の

み
教
え
を
外
に
向
か
っ
て
宣
べ
伝
え
る
〝
常
設
講
座
〟
と
、
同
曜
日
の
午
後
七
時
か
ら
、
ご
神
前
な
ど
を
会

場
に
鎮
魂
、
拝
読
、
浄
書
と
い
っ
た
〝
実
習
講
座
〟
を
開
催
し
ま
す
。（
詳
細
は
四
頁
で
紹
介
）

新
た
な
首
都
圏
宣
教
の
幕
開
け
と
な
り
ま
す
が
、
初
心
を
忘
れ
る
こ
と
な
く
、
真
心
を
込
め
て
神
さ
ま
に
、

お
出
会
い
す
る
全
て
の
方
に
お
仕
え
し
た
い
と
存
じ
ま
す
。
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こ
の
「
い
た
だ
き
ま
す
」
は
、
食
べ
物
の
〝
命

を
い
た
だ
く
〟
と
い
う
こ
と
で
す
。
ご
飯
で
も
み
そ

汁
で
も
漬
物
で
も
魚
で
も
、
す
べ
て
の
物
に
命
が
あ

り
ま
す
。
私
た
ち
は
そ
の
命
を
、
食
事
を
通
し
て
い

た
だ
き
、自
分
た
ち
の
命
を
つ
な
い
で
い
る
の
で
す
。

そ
う
い
う
謙
虚
な
感
謝
の
気
持
ち
が
表
れ
て
「
い

た
だ
き
ま
す
」
と
い
う
言
葉
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ

れ
こ
そ
が
ま
さ
に
、〝
命
の
リ
レ
ー
〟
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

そ
し
て
食
べ
終
わ
っ
た
ら
「
ご
ち
そ
う
さ
ま
」

と
感
謝
し
ま
す
。
漢
字
で
は
「
御
馳
走
様
」
と
書
き

ま
す
。

作
る
人
が
食
べ
る
人
の
こ
と
を
思
っ
て
、
一
生

懸
命
駆
け
ず
り
回
っ
て
食
材
を
集
め
て
作
っ
て
く
だ

さ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
〝
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し

た
〟
と
い
う
感
謝
の
気
持
ち
を
込
め
て
「
ご
ち
そ
う

さ
ま
」
と
言
う
の
で
す
。

「
い
た
だ
き
ま
す
」
と
「
ご
ち
そ
う
さ
ま
」
は
、

そ
れ
ほ
ど
に
尊
い
言
葉
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

生
か
さ
れ
て
い
る
意
味

そ
こ
で
、
多
く
の
動
植
物
の
命
を
い
た
だ
い
て

生
活
す
る
私
た
ち
は
、
何
の
た
め
に
生
か
さ
れ
て
い

る
の
か
を
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
評
論
家
と
し
て
活
躍
す
る
ピ
ー

コ
さ
ん
（
66
歳
）
は
、
44
歳
の
と
き
に
悪
性
黒
色
腫

と
い
う
癌
を
患
い
左
目
を
摘
出
さ
れ
ま
し
た
。

そ
れ
ま
で
の
ピ
ー
コ
さ
ん
は
、
と
に
か
く
楽
し
い

こ
と
、
お
い
し
い
も
の
を
食
べ
た
り
、
宝
石
を
集
め

た
り
す
る
こ
と
を
目
的
に
生
き
て
い
た
そ
う
で
す
。

と
こ
ろ
が
病
気
に
な
っ
て
初
め
て
、
自
分
は
一
人

で
生
き
て
い
る
の
で
は
な
く
、
多
く
の
人
に
支
え
ら

れ
て
生
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
自
覚
し
た
そ
う
で

日
本
人
が
太
古
か
ら
受
け
継
い
で
き
て
い
る
も
の
で

す
。
そ
れ
が
日
本
人
の
心
で
あ
り
、
大
本
で
は
そ
れ

を
『
神
性
』
と
も
言
っ
て
い
ま
す
。
神
性
は
日
本
人

の
誰
も
が
魂
の
底
に
持
っ
て
い
る
も
の
な
の
で
す
。

神
さ
ま
の
話
題
で
は
、
昨
年
『
ト
イ
レ
の
神
様
』

と
い
う
曲
が
ヒ
ッ
ト
し
ま
し
た
。

〝
ト
イ
レ
に
神
さ
ま
が
い
る
〟
と
い
う
考
え
方
、

摂
理
を
、
日
本
人
が
受
け
入
れ
ら
れ
た
か
ら
ヒ
ッ
ト

し
た
の
で
あ
り
、
日
本
人
は
や
は
り
神
さ
ま
の
存
在

を
、
魂
で
感
じ
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
し
た
。

「
い
た
だ
き
ま
す
」と「
ご
ち
そ
う
さ
ま
」

青
森
県
外
ヶ
浜
町
に
は
「
太
平
山
元
１
遺
跡
」

と
い
う
世
界
最
古
の
縄
文
土
器
が
出
土
し
た
遺
跡
が

あ
り
ま
す
。
一
説
に
は
一
万
六
千
五
百
年
前
の
遺
跡

と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

土
器
の
出
現
が
文
明
の
出
発
点
で
あ
る
と
考
え

る
と
、
世
界
の
四
大
文
明
（
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
・
エ
ジ

プ
ト
・
イ
ン
ダ
ス
・
黄
河
）
よ
り
も
は
る
か
前
に
、

日
本
文
明
が
成
立
し
て
い
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ

の
後
、
朝
鮮
か
ら
稲
作
技
術
が
日
本
へ
伝
わ
り
弥

生
時
代
を
迎
え
、
自
然
の
中
で
農
耕
を
す
る
こ
と
に

な
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

私
た
ち
の
先
祖
は
古
代
の
農
耕
文
化
か
ら
、
大

自
然
と
は
自
分
た
ち
の
生
活
の
一
部
で
あ
り
、
自
分

二
十
一
世
紀
に
生
き
る
君
た
ち
へ

歴
史
小
説
家
の
故
・
司
馬
遼
太
郎
氏
が
子
ど
も

た
ち
に
向
け
て「
二
十
一
世
紀
に
生
き
る
君
た
ち
へ
」

と
い
う
随
筆
を
書
い
て
い
ま
す
。
と
て
も
素
晴
ら
し

い
遺
稿
で
す
。

「
人
間
は
、—

く
り
返
す
よ
う
だ
が—

自
然
に
よ
っ

て
生
か
さ
れ
て
き
た
。
古
代
で
も
中
世
で
も
、
自
然

こ
そ
神
々
で
あ
る
と
し
た
。
こ
の
こ
と
は
、
少
し
も

誤
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
歴
史
の
中
の
人
々
は
、

自
然
を
畏
れ
、
そ
の
力
を
崇
め
、
自
分
た
ち
の
上
に

あ
る
も
の
と
し
て
身
を
つ
つ
し
ん
で
き
た
。（
中
略
）

二
十
一
世
紀
の
人
間
は
、
よ
り
い
っ
そ
う
自
然

を
尊
敬
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
自
然

の
一
部
で
あ
る
人
間
ど
う
し
に
つ
い
て
も
、
前
世
紀

に
も
ま
し
て
、
尊
敬
し
合
う
よ
う
に
な
る
の
に
ち
が

い
な
い
。
そ
の
よ
う
に
な
る
こ
と
が
、
君
た
ち
へ
の

私
の
期
待
で
も
あ
る
」

こ
の
文
章
は
現
在
、
小
学
校
六
年
生
の
国
語
の

教
科
書
に
採
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
今
の
学
校
教
育
の

現
場
で
、
司
馬
氏
の
よ
う
に
、「
人
間
と
は
生
き
て

い
る
の
で
は
な
い
、
生
か
さ
れ
て
い
る
の
だ
」「
自

然
こ
そ
神
々
で
あ
る
」
と
、
先
生
方
が
ス
ト
レ
ー
ト

に
子
供
た
ち
に
伝
え
る
こ
と
は
あ
ま
り
な
い
よ
う
で

す
。
自
然
を
畏
れ
、
尊
び
、
敬
う
と
い
う
精
神
は
、

た
ち
も
自
然
の
一
部
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
ま

し
た
。
そ
れ
が
神
道
の
考
え
方
で
す
。

本
来
人
間
は
、
す
べ
て
の
食
物
を
神
さ
ま
か
ら

い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
人
々
は
そ
れ
を
神
さ
ま
に
お

供
え
し
、
賜
っ
た
恵
み
へ
の
〝
感
謝
の
気
持
ち
〟
を

捧
げ
ま
し
た
。
そ
の
後
、直
会
と
し
て
「
お
下
が
り
」

を
い
た
だ
く
と
い
う
こ
と
を
、
綿
々
と
し
て
続
け
て

き
た
民
族
で
し
た
。

養
老
孟
司
東
京
大
学
名
誉
教
授
は
、
か
つ
て
の

日
本
人
は
、「
米
を
食
べ
る
と
い
う
こ
と
は
、
田
ん

ぼ
を
食
べ
る
こ
と
と
同
じ
こ
と
だ
と
考
え
て
き
た
」

と
記
し
て
い
ま
す
。お
米
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
、

太
陽
の
光
、
水
、
そ
し
て
田
ん
ぼ
の
土
、
す
べ
て
の

恵
み
を
い
た
だ
く
（
食
べ
る
）
こ
と
な
の
だ
と
。

つ
ま
り
食
事
そ
の
も
の
が
す
で
に
神
事
で
あ
り
、

古
代
の
人
々
は
〝
食
べ
る
〟
こ
と
で
、
神
さ
ま
と
自

分
が
一
体
に
な
る
と
考
え
て
い
た
の
で
す
。

『
皇
神
に
さ
さ
ぐ
る
も
の
は
こ
と
ご
と
く
神
よ
り

受
け
し
御
み
た
ま
も
の

賜
な
り
』（
出
口
王
仁
三
郎
聖
師
の
お
歌
）

お
供
え
す
る
お
米
も
野
菜
も
果
物
も
、
世
話
を

し
て
育
て
る
こ
と
は
出
来
ま
す
が
、
人
間
が
ゼ
ロ
か

ら
作
り
出
す
こ
と
は
絶
対
に
出
来
ま
せ
ん
。
す
べ
て

賜
り
物
で
す
。

で
す
か
ら
、
出
来
る
だ
け
き
れ
い
に
並
べ
て
お

供
え
し
ま
す
。
そ
の
整
然
と
き
れ
い
に
並
べ
ら
れ
た

お
供
え
物
を
通
じ
て
、私
た
ち
の
〝
感
謝
の
気
持
ち
〟

を
捧
げ
る
の
で
す
。

そ
う
す
る
と
神
さ
ま
が
お
光
を
降
ろ
し
て
く
だ

さ
り
、
そ
れ
を
お
下
が
り
と
し
て
い
た
だ
く
わ
け
で

す
。
そ
れ
が
神
さ
ま
に
対
す
る
お
供
え
の
仕
方
・
心

得
で
す
。

だ
か
ら
食
事
の
前
に
は
手
を
合
わ
せ
て
「
い
た

だ
き
ま
す
」
と
言
う
の
で
す
。

日
本
人
と〝
は
ら
い
〟と〝
お
守
り
〟

目
に
見
え
な
い
も
の
を
尊
ぶ
生
活

第
104
回
「
21
世
紀
、
生
き
が
い
講
座
」
よ
り

日
本
人
と〝
は
ら
い
〟と〝
お
守
り
〟

目
に
見
え
な
い
も
の
を
尊
ぶ
生
活

講師  成
なる

尾
お

　陽
あきら

（亀岡宣教センター
メディア愛善宣教課長）
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す
。そ

う
し
た
時
、
あ
る
医
師
と
の
出
会
い
か
ら
、

ピ
ー
コ
さ
ん
の
フ
ァ
ン
だ
と
い
う
末
期
癌
の
ご
婦
人

を
お
見
舞
い
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

意
識
が
も
う
ろ
う
と
し
た
状
態
の
患
者
さ
ん

だ
っ
た
の
で
す
が
、
ピ
ー
コ
さ
ん
の
お
見
舞
い
に
驚

か
れ
、
ベ
ッ
ド
か
ら
起
き
上
が
ろ
う
と
さ
れ
、
ご
家

族
の
皆
さ
ん
も
涙
を
流
し
て
喜
ば
れ
た
そ
う
で
す
。

ピ
ー
コ
さ
ん
自
身
、
癌
を
患
っ
た
け
れ
ど
も
自

分
は
ま
だ
こ
う
し
て
生
き
て
い
る
。
や
は
り
そ
こ
に

自
分
が
生
か
さ
れ
て
い
る
意
味
が
あ
り
、
役
目
が
あ

る
の
で
は
？　

と
悟
ら
れ
た
そ
う
で
、
そ
れ
か
ら
は

依
頼
さ
れ
た
仕
事
は
も
ち
ろ
ん
、
病
院
へ
の
お
見
舞

い
な
ど
も
断
ら
ず
に
出
掛
け
て
い
る
そ
う
で
す
。

節
分
大
祭
人
型
大
祓
神
事

大
本
で
は
、人
間
一
人
ひ
と
り
生
か
さ
れ
て
い
て
、

そ
れ
ぞ
れ
に
使
命
が
あ
る
と
教
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

そ
れ
ぞ
れ
に
使
命
が
あ
る
わ
け
で
す
か
ら
、
与

え
ら
れ
た
も
の
に
対
し
て
ど
れ
だ
け
前
向
き
に
生
き

て
行
く
か
が
大
切
で
す
。

そ
う
し
た
中
に
も
、
現
実
世
界
で
生
活
を
し
て
い

く
と
、
予
期
し
な
い
災
い
や
、
目
に
見
え
な
い
災
禍

が
起
こ
る
場
合
が
あ
り

ま
す
の
で
、
そ
う
い
っ

た
災
い
が
起
こ
ら
な
い

よ
う
に
、
お
祓
い
を
す

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

お
祓
い
と
は
一
般

的
に
「
神
に
祈
っ
て
、

罪
や
穢
れ
を
取
り
除
く

こ
と
」
で
す
。

罪
に
は
、「
積
み
重

そ
れ
か
ら
「
お
守
り
（
祓
い
の
証
）」
を
い
た
だ

き
ま
す
。

小
さ
い
方
は
財
布
と
か
免
許
証
と
か
に
入
れ
て
、

お
祓
い
を
受
け
た
証
あ
か
し
と
し
て
携
帯
し
ま
す
。そ
し
て
、

家
や
車
な
ど
に
は
型
代
用
の
大
き
な
祓
い
の
証
を
掛

け
ま
す
。

祓
い
の
証
は
ま
さ
に
、〝
こ
の
節
分
で
お
祓
い
を

受
け
ま
し
た
〟
と
い
う
印
な
の
で
す
。

神
さ
ま
と
の
真
釣
り
合
わ
せ
を

大
本
で
〝
祭
〟
と
は
、
神
さ
ま
と
人
と
が
〝
真

に
釣
り
合
う
こ
と
〟
と
教
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

例
え
ば
、
子
ど
も
が
「
お
と
う
さ
ん
、
こ
れ
」

と
言
っ
て
手
作
り
の
〝
お
守
り
〟
を
手
渡
し
て
く
れ

た
と
し
ま
す
。

お
父
さ
ん
は
嬉
し
く
て
、「
あ
ぁ
、
あ
り
が
と
う

‥
‥
」
と
言
っ
て
大
事
に
し
ま
す
。
そ
の
〝
お
守
り
〟

に
は
、
子
供
が
お
父
さ
ん
を
慕
う
思
い
が
つ
ま
っ
て

い
ま
す
。
ま
た
父
親
は
、
そ
の
お
守
り
を
見
る
た
び

に
、
子
供
に
対
す
る
深
い
愛
情
が
湧
き
ま
す
。
こ
の

時
、〝
お
守
り
〟
を
通
し
て
、お
父
さ
ん
と
子
供
の
〝
心

の
真
釣
り
合
わ
せ
〟
が
出
来
て
い
る
わ
け
で
す
。

同
じ
よ
う
に
、
神
さ
ま
と
人
と
の
真
釣
り
あ
わ

せ
の
証
が
、
お
守
り
（
祓
い
の
証
）
で
あ
る
と
も
言

え
ま
す
。
で
す
か
ら
私
た
ち
は
、
神
さ
ま
に
向
か
う

気
持
ち
、神
さ
ま
の
ご
守
護
を
い
た
だ
く
と
い
う〝
思

い
〟
を
持
つ
こ
と
が
、
と
て
も
大
切
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。

私
た
ち
は
、「
生
か
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
大
前

提
に
立
ち
、
日
本
人
の
精
神
性
の
高
さ
・
誇
り
を
忘

れ
ず
、
神
さ
ま
と
の
真
釣
り
合
い
を
心
が
け
な
が
ら

尊
敬
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
使
命
を
自
覚
し
て
、
前
向
き

に
生
き
て
い
き
た
い
も
の
で
す
。

ね
る
こ
と
」「
包
み
隠
す
」と
い
う
意
味
も
あ
り
ま
す
。

穢
れ
と
は
「
気
が
枯
れ
る
」「
消
極
的
に
な
る
」
と

い
う
こ
と
も
指
し
ま
す
。
そ
れ
ら
を
含
め
、
災
禍
を

取
り
除
く
こ
と
が
お
祓
い
で
す
。お
祓
い
と
聞
い
て
、

皆
さ
ん
が
一
番
に
思
い
浮
か
べ
ら
れ
る
の
が
、
厄
年

の
〝
厄
払
い
〟
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

体
の
リ
ズ
ム
が
変
わ
る
年
齢
と
か
、
い
ろ
ん
な

役
が
た
く
さ
ん
回
っ
て
く
る
か
ら
と
い
う
こ
と
で
お

祓
い
を
さ
れ
る
習
慣
が
あ
り
ま
す
が
、
出
口
王
仁
三

郎
聖
師
は
、
厄
年
と
は
「
神
さ
ま
か
ら
新
た
な
お
役

を
い
た
だ
く
年
」
と
説
い
て
い
ま
す
。

『
思
わ
ざ
る
こ
と
次
々
に
起
こ
れ
ど
も
善
意
に
と

れ
ば
力
と
ぞ
な
る
』（
出
口
王
仁
三
郎
聖
師
の
お
歌
）

言
い
方
を
変
え
る
、
大
本
で
は
「
の
り
直
す
」

と
言
い
ま
す
が
、
こ
れ
も
一
つ
の
お
祓
い
の
向
か
い

方
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

祓
う
と
は
清
め
る
こ
と
で
す
。
清
め
る
た
め
に

は
い
ろ
い
ろ
な
も
の
を
使
い
ま
す
。
神
社
に
は
つ
く

ば
い
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
こ
で
は
水
を
使
い
ま
す
。

さ
ら
に
祭
典
で
の
お
祓
い
に
は
大お
お
ぬ
さ麻
を
振
る
こ
と
に

よ
っ
て
お
祓
い
さ
れ
ま
す
し
、
火
打
ち
石
に
よ
る
切

り
火
、
お
塩
、
仏
壇
の
線
香
の
香
り
と
煙
、
神
楽
舞

い
の
鈴
や
笛
の
音
な
ど
も
お
祓
い
と
し
て
用
い
ら
れ

ま
す
。

中
で
も
特
に
そ
の
力
が
強
い
と
さ
れ
て
い
る
の

は
、
人
間
が
発
す
る
〝
言こ
と
た
ま霊

〟
で
、
そ
の
中
で
も
一

番
清
ら
か
な
言
霊
が
祝
詞
な
の
で
す
。

毎
日
祝
詞
を
奏あ

げ
て
い
る
と
、
日
々
少
し
ず
つ

清
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
一
年
に
一
度
は
、

き
ち
ん
と
し
た
大
掃
除
を
し
た
方
が
良
い
で
し
ょ

う
。
そ
こ
で
、
大
本
で
は
聖
地
・
梅
松
苑
（
京
都
府

綾
部
市
）
で
「
節
分
人
型
大
祓
神
事
」
を
執
り
行
っ

て
い
ま
す
。

節
分
と
は
旧
正
月
の
こ
と
で
、
旧
年
と
新
年
を

分
け
る
節
と
い
う
こ
と
で
す
。
昔
か
ら
そ
れ
に
あ
わ

せ
て
お
祓
い
を
す
る
習
慣
が
日
本
で
は
あ
っ
た
わ
け

で
す
。

お
祓
い
を
受
け
た
い
人
の
住
所
と
名
前
を
用
紙

に
書
き
ま
す
。こ
れ
が
そ
の
人
の
型
に
な
る
の
で「
人

型
」
と
い
い
ま
す
。

ま
た
、
人
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
人
が

住
ん
で
い
る
家
屋
、
使
っ
て
い
る
車
や
自
転
車
な

ど
も
同
様
に
代
わ
り
の
型
と
し
て
用
紙
に
記
入
し
ま

す
。
こ
ち
ら
の
用
紙
は
「
型
代
」
と
い
い
、こ
の
「
人

型
」
と
「
型
代
」
を
使
っ
て
お
祓
い
、
潔
斎
を
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
。

大
本
節
分
大
祭
で
は
三
つ
の
潔
斎
神
事
が
行
わ

れ
ま
す
。

ま
ず
天
地
六
合
、
つ
ま
り
全
大
宇
宙
す
べ
て
を

お
祓
い
す
る
「
大
潔
斎
神
事
」。
次
に
世
界
の
国
々

を
お
祓
い
す
る
「
中
潔
斎
神
事
」。
そ
し
て
、
各
個

人
や
家
、
車
、
田
畑
な
ど
を
お
祓
い
す
る
「
小
潔
斎

神
事
」
の
三
つ
で
す
。

そ
の
小
潔
斎
神
事
で
は
、
人
型
に
書
か
れ
た
一

人
ひ
と
り
の
住
所
・
氏
名
な
ど
を
祭
員
ら
が
祈
り
な

が
ら
読
み
上
げ
て
、
素
焼
き
の
壷
に
納
め
ま
す
。
そ

れ
を
瀬
織
津
姫
（
お
祓
い
を
司
る
祓
戸
四
柱
大
神
の

一
神
）
に
扮
し
た
女
性
た
ち
が
、
市
内
を
流
れ
る
和

知
川
ま
で
運
び
ま
す
。
そ
こ
で
清
ら
か
な
言
霊
で
あ

る
祝
詞
を
奏
上
す
る
中
、
清
流
に
流
し
て
お
祓
い
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

た
だ
紙
に
書
い
た
も
の
を
川
に
流
し
て
、
そ
れ

で
終
り
で
は
な
く
、
一
生
懸
命
に
祈
り
を
捧
げ
、
お

祓
い
の
行
事
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、

一
年
間
で
知
ら
ず
知
ら
ず
の
内
に
犯
し
た
罪
や
穢
れ

を
祓
っ
て
い
た
だ
け
る
の
で
す
。

幸
福
梅
男

綾
部
市
本
宮
町
一
丁
目

梅
松
自
動
車

京
都
い
５
６
７

綾
部
市
本
宮
町
一
丁
目

大
本
松
子

四
十
八

人型（左）と型代の用紙
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が
手
渡
さ
れ
た
。

続
い
て
出
口
文
営
大
本
楽
天
社
代
表
が
あ
い
さ

つ
を
の
べ
、「
大
本
と
芸
術
」
と
題
し
て
木
村
重
信

大
阪
大
学
名
誉
教
授
が
「
京
都
新
聞
」
に
寄
稿
さ

れ
た
こ
と
や
、
東
日
本
大
震
災
が
発
生
し
て
の
所

感
を
紹
介
。「
大
震
災
を
通
じ
て
改
め
て
真
ま
こ
と

や
大
和

魂
と
い
っ
た
開
祖
さ
ま
の
教
え
を
考
え
さ
せ
ら
れ

た
。
そ
し
て
そ
れ
と
同
時
に
、
皆
の
力
が
鏡
と
な
っ

て
心
豊
か
に
暮
ら
せ
る
『
み
ろ
く
の
世
』
へ
と
向

か
っ
て
い
る
と
確
信
し
て
い
る
」
と
の
べ
ら
れ
た
。

そ
の
後
、
宮
咩
会
関
東
支
部
の
皆
さ
ん
に
よ
る

八
雲
琴
「
振ふ
り
さ
け
ふ
り

放
曲
」
と
、
関
東
教
区
青
年
部
員
に
よ

る
役
割
拝
読
「
高
照
山
」
が
奉
納
さ
れ
た
。

直
会
後
、
二
階
講
座
室
で
は
直
心
会
神
奈
川
連

合
会
に
よ
る
バ
ザ
ー
な
ど
が
行
わ
れ
た
。

第
105
回「
21
世
紀
、生
き
が
い
講
座
」

第
一
〇
五
回
『
二
十
一
世
紀
、
生
き
が
い
講
座
』

は
十
一
月
十
六
日
午
後
七
時
か
ら
九
時
ま
で
、
東

京
本
部
講
座
室
に
お
い
て
、
森
良
秀
東
京
宣
教
セ

ン
タ
ー
次
長
を
講
師
に
「
生
き
が
い
を
求
め
て
」

と
題
し
て
開
催
さ
れ
た
。
参
加
者
は
四
十
三
人（
内
、

一
般
十
七
人
）。

講
座
で
は
、
心
と
体
の
関
係
や
日
本
人
の
精
神

性
の
高
さ
、
想
念
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
な
ど
に
つ
い

て
解
説
。「
根
源
神
へ
の
祈
り
と
感
謝
の
気
持
ち
を

大
切
に
す
る
こ
と
で
、
霊
魂
の
浄
化
を
よ
り
深
め

て
い
く
こ
と
が
で
き
る
」
と
説
い
た
。

参
加
者
か
ら
は
「
涅
槃
静
寂
、
心
の
静
け
さ
、

思
い
や
り
、
心
の
持
ち
方
の
大
切
さ
を
感
じ
ま
し

た
。（
五
十
四
歳
・
一
般
・
男
性
）」
な
ど
の
感
想

が
聞
か
れ
た
。

完
成
奉
告
祭
（
十
二
月
四
日
執
行
）
に
つ
い
て
や
、

来
年
度
開
催
す
る
公
開
講
座
と
常
設
講
座
に
つ
い

て
解
説
。「
開
教
百
二
十
年
は
大
本
の
教
え
を
世
界

に
発
信
す
る
時
節
で
あ
り
、
信
徒
一
人
ひ
と
り
が

〝
み
教
え
の
実
践
リ
ー

ダ
ー
〟
に
な
る
よ
う
活

動
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」
と
の
べ
た
。

次
い
で
、
七
五
三

詣
り
に
参
拝
さ
れ
た
お

子
さ
ん
九
人
と
保
護
者

を
紹
介
さ
れ
、
浅
田
セ

ン
タ
ー
長
か
ら
千
歳
飴

東
光
苑
秋
季
大
祭

東
光
苑
秋
季
大
祭
・
新
穀
感
謝
祭
・
七
五
三
詣

り
は
十
一
月
十
三
日
、
午
前
十
時
三
十
分
か
ら
、

斎
主
・
出
口
出
口
文
営
大
本
楽
天
社
代
表
の
も
と

執
行
さ
れ
、
三
百
九
十
五
人
が
参
拝
し
た
。

祭
員
は
関
東
教
区
各
機
関
の
祭
務
部
長
、
少
年

少
女
祭
員
は
東
京
主
会
の
吉
田
英
里
香
さ
ん
、
土

方
清
美
さ
ん
、
伊
藤
奏
流
く
ん
、
伶
人
は
宮
咩
会

関
東
支
部
、
大
本
神
諭
拝
読
は
佐
藤
榮
栃
木
主
会

長
、
添
釜
は
宇
野
社
中
の
み
な
さ
ん
が
担
当
し
た
。

祭
典
後
、
浅
田
秋
彦
東
京
宣
教
セ
ン
タ
ー
長
が

あ
い
さ
つ
に
立
ち
、
天
恩
郷
・
新
大
道
場
講
堂
の

浅田センター長より七五三詣りのお
子さんたちに千歳飴が手渡された

東
光
苑
祭
典
・
行
事
予
定

12
月東

光
苑
月
次
祭
・
市
杵
島
姫
命
例
祭

	

11
日
（
日
）	

午
前
10
時
半

開
祖
聖
誕
祭
（
175
年
）

	

16
日
（
金
）	

午
前
10
時
半

第
106
回
「
21
世
紀
、
生
き
が
い
講
座
」

	

講
題

世
界
に
活
動
す
る
大
本

	

講
師

浅
田
秋
彦
（
東
京
宣
教
セ
ン
タ
ー
長
）

	

21
日
（
水
）	

午
後
７
時
〜
９
時

出
口
日
出
麿
尊
師
二
十
年
祭

	
	

25
日
（
日
）	

午
前
10
時
半

平
成
24
年
１
月

新
年
祭

	

１
日
（
日
）	

午
前
７
時

年
賀
交
換

	

１
日
（
日
）	

新
年
祭
後
〜
午
後
５
時

	

２
日
（
月
）	

午
前
９
時
〜
午
後
４
時

	

３
日
（
火
）	

　
　
　
　

〃

七
草
粥

	

７
日
（
土
）	

午
前
10
時
半
〜
午
後
３
時

東
光
苑
月
次
祭

	

８
日
（
日
）	

午
前
10
時
半

「
出
口
な
お
・
出
口
王
仁
三
郎
の
世
界
を
語
る
」

	

講
題

大
本
の
神
示
と
世
界
の
将
来

	

講
師

森

良
秀
（
東
京
宣
教
セ
ン
タ
ー
次
長
）

	

18
日
（
水
）	

午
後
７
時
〜
８
時
半

聖
師
毎
年
祭
（
64
年
）

	

19
日
（
木
）	

午
前
10
時
半

※「
常
設
対
外
講
座
」
は
上
記
を
参
照
く
だ
さ
い

 
 

大本公開講座「出口なお・出口王仁三郎の世界を語る」
常設対外講座「講話」と「実習」の開催について

大本東京本部・東京宣教センターでは、平成２４年度教団方針重

点施策の中で、首都圏の対外宣教活動および愛善運動を積極的に推

進し教勢を拡大する一環として、大本公開講座「出口なお・出口王仁

三郎の世界を語る」と常設対外講座（講話と実習）を開催します。

記

◎大本公開講座「出口なお・出口王仁三郎の世界を語る」

開催日時	 毎月第３水曜日　午後７時〜８時３０分

場　所	 航空会館（港区新橋１丁目１８—１）

参加費	 １, ０００円　※１２月１日改定　

◎常設対外講座「講話」と「実習」

開催曜日	 毎週：月・水・金曜日　　参加費　無料

	 午後の部「講話」午後２時〜３時３０分

	 夜間の部「自習」午後７時〜８時３０分

	 ※ただし、毎月第３水曜日の「夜間の部」は休講とします

期　間	 平成２４年１月から１２月まで

場　所	 ８階ミーティングルーム（講話）、３階教務室（実習）

内　容　○講話：月曜日『人生の目的』　

	 	 	 水曜日『人生を豊かに生きるために』

	 	 	 金曜日『あの世を知ってこの世を生きる』

	 ○実習：拝読会・輪読会・鎮魂・浄写など（各曜日共通）

来年度
予告


