
今月の聖言

通巻　第５１７号
発行 大本東京本部
	 東京宣教センター
センター長 浅田秋彦

〒 110-0008
東京都台東区池之端 2-1-44

TEL 03-3821-3701
（IP）050-5510-9502							
FAX 03-3821-5283

URL	http://oomoto-tokyo.com
E-mail	tokyohonbu@oomoto.or.jp

題字 出口直日

出
口
王
仁
三
郎
聖
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1　　　阿づまの光

二
月
末
、
東
光
苑
は
珍
客
の
来
訪
を
受
け
た
。
フ
ォ
ー
ラ
ム
21
の
文
化
・
教
育
分
科
会
の
メ
ン
バ
ー
四
名
で

あ
る
。
フ
ォ
ー
ラ
ム
21
と
は
、
日
本
を
代
表
す
る
企
業
お
よ
び
中
央
省
庁
か
ら
指
名
し
て
現
役
の
ま
ま
派
遣
さ

れ
た
会
員
三
十
九
名
に
よ
り
構
成
さ
れ
、
21
世
紀
の
日
本
・
世
界
を
担
う
新
し
い
指
導
者
を
育
成
す
る
グ
ル
ー

プ
で
あ
る
。
会
員
は
四
～
五
つ
あ
る
分
科
会
の
い
ず
れ
か
に
所
属
し
、
自
主
的
に
活
動
に
参
加
行
動
し
て
い
る
。

来
苑
さ
れ
た
25
期
生
文
化
・
教
育
分
科
会
は
、
今
日
の
日
本
の
危
機
の
根
源
は
、「
日
本
人
の
心
」
の
喪
失

に
あ
る
と
い
う
仮
説
を
立
て
、
こ
れ
を
取
り
戻
す
た
め
に
ま
た
次
世
代
に
継
承
、
創
造
し
て
い
く
べ
き
も
の
を

研
究
し
て
い
る
。
同
分
科
会
か
ら
は
、
事
前
に
質
問
事
項
が
電
子
メ
ー
ル
で
寄
せ
ら
れ
て
い
た
の
で
、
私
ど
も

は
正
確
を
期
す
た
め
に
、
質
問
に
対
す
る
回
答
書
面
を
準
備
作
成
し
て
当
日
を
迎
え
た
。
面
談
の
席
上
、
ま
ず

こ
ち
ら
側
か
ら
お
尋
ね
し
た
。
数
あ
る
宗
教
団
体
の
中
か
ら
大
本
を
選
ば
れ
た
理
由
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、

「
非
常
に
有
名
で
あ
る
こ
と
と
、
創
始
者
の
出
口
な
お
さ
ん
、
出
口
王
仁
三
郎
さ
ん
の
教
え
が
残
っ
て
い
る
」

と
端
的
な
答
え
が
返
っ
て
き
た
。

こ
こ
に
読
者
の
皆
さ
ん
も
興
味
を
持
た
れ
る
で
あ
ろ
う
質
問
の
一
部
を
紹
介
し
て
み
よ
う
。
①
教
団
創
立
の

精
神

②
現
在
の
活
動
方
針
と
具
体
的
内
容

③
日
本
の
宗
教
・
道
徳
・
倫
理
、
日
本
人
の
心
・
ア
イ
ゼ
ン
テ
ィ

テ
ィ
ー

④
「
心
」
の
問
題
に
つ
い
て
の
認
識
事
柄
、
な
ど
八
項
目
に
わ
た
る
。
出
席
者
の
矢
継
ぎ
早
の
質
問
、

終
始
熱
心
に
メ
モ
を
取
る
姿
、
予
定
時
間
を
三
十
分
を
超
え
て
も
名
残
惜
し
そ
う
な
表
情
に
、
流
石
各
企
業
か

ら
の
エ
ー
ス
が
送
り
込
ま
れ
て
い
る
だ
け
の
こ
と
は
あ
る
と
感
心
し
た
。
翌
日
、「
出
口
王
仁
三
郎
の
気
宇
の

大
き
さ
、
日
本
の
使
命
に
つ
い
て
の
お
話
に
は
、
非
常
に
感
銘
し
た
。
こ
の
よ
う
な
宗
教
者
は
ほ
か
に
い
な
い
。

二
人
の
教
祖
の
教
え
を
受
け
継
い
で
い
る
人
か
ら
直
接
話
を
う
か
が
え
た
こ
と
は
、
人
生
の
宝
に
な
っ
た
」
と
、

感
想
と
感
謝
の
言
葉
が
届
い
た
。

開
教
百
二
十
年
の
年
、
東
京
宣
教
セ
ン
タ
ー
は
首
都
宣
教
の
一
環
と
し
て
新
橋
で
「
出
口
な
お
・
出
口
王
仁

三
郎
の
世
界
を
語
る
」
大
本
講
座
の
公
開
中
で
あ
る
。
右
の
訪
問
を
受
け
、
あ
ら
た
め
て
み
教
え
の
宣
教
の
重

大
さ
と
、
時
宜
に
適
っ
た
講
演
会
の
開
催
に
妙
な
る
神
意
を
感
じ
た
。

心こ
こ
ろ

を
も
身み

を
も
ま
か
せ
て
祈い

の

り
な
ば

神か
み

は
ま
こ
と
の
力

ち
か
ら

た
ま
は
む

五
代
教
主
作
灰
釉
茶
盌
銘
「
艮
」

大
本
の
み
教
え
を
世
の
人
々
に	

東
京
宣
教
セ
ン
タ
ー
次
長
　
森も

り

　

良よ
し

秀ひ
で
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出
口
な
お
と
の
出
会
い

高
熊
山
の
修
行
を
終
え
た
上
田
喜
三
郎
は
、
霊

学
の
大
家
、
長
沢
雄か
つ
た
て楯
に
出
会
い
、
霊
学
や
言
霊

学
な
ど
学
び
ま
す
。

さ
ら
に
そ
の
後
、〝
西
北
を
さ
し
て
行
け
〟
と
の

神
示
を
受
け
ま
す
。
ま
た
出
口
な
お
も
〝
こ
の
こ

と
わ
け
る
み
た
ま
は
東
か
ら
出
て
く
る
〟
と
の
神

示
を
受
け
て
お
り
、
し
ば
ら
く
し
て
二
人
は
出
会

い
ま
す
。

そ
し
て
明
治
三
十
二
年
、
喜
三
郎
は
大
本
に
入

り
、
翌
三
十
三
年
旧
一
月
一
日
、
後
に
二
代
教
主

と
な
る
出
口
す
み
こ
と
結
婚
し
、
出
口
王
仁
三
郎

と
改
名
。
出
口
な
お
が
タ
テ
糸
、
王
仁
三
郎
が
ヨ

コ
糸
、
す
み
が
要
の
役
を
つ
と
め
、
本
格
的
に
救

世
の
神
業
（
経
綸
）、
錦
の
機
が
織
ら
れ
る
こ
と
と

な
り
、
教
団
の
礎
が
築
い
て
い
か
れ
ま
し
た
。

王
仁
三
郎
は
そ
の
後
も
次
々
に
預
言
を
発
し
ま

す
。
一
つ
紹
介
し
ま
す
と
、

『
今
の
世
界
の
国
々
は
、
御
国
に
勝
り
て
軍つ
わ
も
の器

を
、

海
の
底
に
も
大
空
も
、地
上
地
中
の
選え
ら

み
な
く
、(

中

略)

や
が
て
は
降
ら
す
雨ア
メ

利リ

カ加
の
、
数
よ
り
多
き

伽か

ぐ具
槌つ
ち

に
、
打
た
れ
砕
か
れ
血
の
川
の
、
憂
き
瀬

を
わ
た
る
国く
に
た
み民
の
行
く
末
深
く
あ
わ
れ
み
て
、(

中

略)

な
お
外と
つ
く
に国
の
来
襲
を
、
戒い
ま

し
め
諭
し
さ
ま
ざ

ま
と
、(

中
略)

詣の

ら
せ
た
ま
え
ど
常と
つ
く
に暗
の
心
の
空

の
仇あ
だ
ぐ
も曇

り
、
磯
吹
く
風
と
聞
き
流
し
、
今
の
今
ま

で
馬
の
耳
、
風
吹
く
ご
と
き
人
ひ
と
ご
こ
ろ

心
‥
‥
』（「
瑞
能

神
歌
」）

こ
の
預
言
は
大
正
六
年
に
発
表
さ
れ
ま
し
た
。

太
平
洋
戦
争
が
起
こ
る
二
十
五
年
前
に
戦
争
が
起

き
る
こ
と
を
預
言
し
、
日
本
が
ア
メ
リ
カ
に
敗
北

す
る
と
示
し
て
い
ま
す
。

こ
の
当
時
の
日
本
は
軍
国
主
義
に
突
き
進
ん
で

い
こ
う
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
、
大
本
は
〝
世
の

立
替
え
立
直
し
〟
の
宣
教
活
動
を
大
き
く
展
開
。

み
な
が
ら
も
一
つ
ひ
と
つ
心
を
改
め
な
が
ら
良
く

し
て
い
く
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

中
で
も
王
仁
三
郎
は
、
そ
の
経
綸
を
成
就
さ
せ

て
、
世
界
の
神
、
仏
、
人
民
、
畜
類
、
虫
け
ら
ま

で
も
助
け
る
、
救
世
の
使
命
を
負
い
ま
し
た
。

霊
山
・
高
熊
山
で
の
修
行

そ
の
使
命
を
自
覚
し
た
の
は
、
明
治
三
十
一
年
、

二
十
七
歳
の
時
で
し
た
。
当
時
は
上
田
喜き

三さ
ぶ
ろ
う郎

と

い
う
名
前
で
し
た
。

そ
の
こ
ろ
の
喜
三
郎
は
、
報
わ
れ
な
い
貧
困
生

活
、
地
主
や
権
力
者
の
横
暴
、
ま
た
若
く
し
て
亡

く
な
っ
た
父
を
悲
嘆
し
て
、
や
け
酒
に
走
り
、
ケ

ン
カ
や
も
め
ご
と
が
周
囲
で
起
こ
る
と
仲
裁
に
入

り
、
腕
力
に
ま
か
せ
て
弱
き
を
助
け
強
き
を
く
じ

く
と
い
っ
た
、
侠
客
じ
み
た
生
活
を
送
り
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
そ
れ
が
相
手
の
恨
み
を
増
幅
す
る

こ
と
と
な
り
、
そ
の
結
果
、
半
死
半
生
の
重
傷
を

負
っ
て
床
に
伏
し
て
し
ま
い
ま
す
。

喜
三
郎
は
、
大
い
に
反
省
す
る
と
と
も
に
、
家

族
の
あ
り
が
た
さ
、
神
さ
ま
の
慈
悲
の
深
さ
を
身

に
染
み
て
実
感
す
る
の
で
し
た
。

す
る
と
神
さ
ま
の
使
い
が
現
れ
、
床
に
伏
し
て

い
る
喜
三
郎
を
高
熊
山
の
岩
窟
へ
と
導
き
、
旧
二

月
九
日
か
ら
一
週
間
の
修
行
を
命
じ
た
の
で
す
。

そ
の
内
容
は
、
二
時
間
の
現
界
の
修
行
よ
り
も
、

一
時
間
の
神
界
の
修
行
の
方
が
は
る
か
に
苦
し

か
っ
た
そ
う
で
す
。

ま
た
現
界
的
に
は
寒
風
吹
き
す
さ
ぶ
な
か
、
襦

袢
一
枚
の
姿
で
飲
食
を
と
る
こ
と
も
許
さ
れ
な
い

荒
行
で
し
た
か
ら
、
衣
食
住
の
あ
り
が
た
さ
、
動

物
や
植
物
と
い
っ
た
万
有
に
対
す
る
慈
悲
心
の
念

も
強
く
抱
く
の
で
し
た
。

こ
の
一
週
間
の
修
行
で
、
天
眼
通
、
天
耳
通
、

自
他
心
通
、
天
言
通
、
宿
命
通
と
い
っ
た
力
を
体

得
し
ま
す
。

「
出
口
な
お
・
出
口
王
仁
三
郎
の
世
界
を
語
る
」
よ
り

立
替
え
立
直
し
の
仕
組

—

神
界
の
プ
ロ
グ
ラ
ム—

講師  浅
あさ

田
だ

秋
とき

彦
ひこ

（東京宣教センター長）

神
の
経
綸

大
本
開
祖
・
出
口
な
お
に
国
祖
の
大
神
さ
ま
が

帰
神
し
、
そ
し
て
「
お
筆
先
」
を
示
さ
れ
ま
し
た
。

そ
れ
を
出
口
王
仁
三
郎
が
編
纂
し
て
『
大
本
神
諭
』

（
全
七
巻
）
と
な
り
ま
し
た
。

そ
の
内
容
は
、
人
類
の
将
来
に
対
し
て
の
預
言

と
警
告
、
そ
し
て
、
立
替
え
立
直
し
を
断
行
し
て
、

み
ろ
く
の
世
を
建
設
し
て
い
く
と
い
っ
た
神
の
経

綸
で
す
。
そ
れ
は
悠
遠
な
る
神
の
ご
計
画
、
ご
構

想
に
よ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
曲
折
を
経
つ
つ
、
い
よ

い
よ
時
節
い
た
っ
て
神
が
表
に
現
れ
、
絶
対
絶
命

の
末ま
っ
ぽ
う法
の
世
を
、
立
替
え
立
直
し
て
、
神
の
世
、

み
ろ
く
の
世
、
換
言
す
れ
ば
世
界
の
恒
久
平
和
を

実
現
す
る
、
と
い
う
の
が
経け
い
り
ん綸

の
大
筋
で
あ
り
ま

す
。末

法
の
世
と
は
、
仏
教
や
キ
リ
ス
ト
教
な
ど
、

他
の
宗
教
で
も
終
末
論
的
な
、
世
の
終
わ
り
を
説

く
教
え
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
大
本
で
教
え
る
『
末

法
の
世
』
は
、
神
さ
ま
が
一
番
お
嫌
い
に
な
る
〝
わ

れ
よ
し
、
強
い
も
の
勝
ち
〟
の
世
界
や
人
民
の
心

を
言
い
、
そ
れ
と
同
時
に
そ
れ
ら
を
〝
立
替
え
立

直
し
〟〝
改
心
〟
さ
せ
る
意
味
が
あ
る
の
で
す
。

そ
し
て
今
が
ま
さ
に
、
そ
の
立
替
え
立
直
し
の

最
中
な
の
で
す
。
大
峠
と
言
わ
れ
る
こ
の
時
期
の

先
に
、
貧
富
の
差
の
な
い
、
戦
争
の
な
い
地
上
天

国
み
ろ
く
の
世
が
実
現
す
る
の
で
す
。

み
ろ
く
の
世
実
現
ま
で
の
過
程
を
錦
の
機
織
り

に
例
え
て
、大
本
で
は
「
機
の
仕
組
」
と
言
い
ま
す
。

経た
て

糸
と
緯よ
こ

糸
で
機は
た

を
織
り
、
模
様
が
出
来
上
が
っ

た
時
、
素
晴
ら
し
い
み
ろ
く
の
世
が
で
き
る
の
で

す
。
そ
の
機
織
り
に
は
、
必
ず
経
糸
と
緯
糸
が
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
寸
分
も
ぶ
れ
る
こ
と
な
く
、

し
っ
か
り
ピ
シ
ッ
と
張
る
経
糸
に
対
し
て
、
左
右

に
大
き
く
動
く
緯
糸
、
二
つ
の
糸
が
絶
妙
の
バ
ラ

ン
ス
を
保
っ
て
完
成
す
る
の
で
す
。
そ
の
タ
テ
の

役
割
を
出
口
な
お
が
、
ヨ
コ
の
役
割
を
出
口
王
仁

三
郎
が
担
っ
て
い
る
の
で
す
。

そ
の
王
仁
三
郎
は
『
霊
界
物
語
』（
全
八
十
一
巻
）

を
口
述
し
ま
し
た
。
こ
の
『
霊
界
物
語
』
は
、
王

仁
三
郎
が
故
郷
の
亀
岡
市
曽
我
部
町
に
あ
る
霊
山
・

高
熊
山
で
一
週
間
の
修
行
を
し
た
折
り
に
、
見
聞

き
し
た
、
現
幽
神
三
界
の
様
子
や
宇
宙
創
造
の
過

程
、
世
界
の
歴
史
、
人
の
生
き
方
、
未
来
の
様
子

な
ど
、
時
間
空
間
を
超
越
し
た
確
言
書
で
あ
り
、『
大

本
神
諭
』
の
解
説
書
で
も
あ
り
ま
す
。

こ
の
二
冊
は
、
大
本
の
二
大
教
典
で
あ
り
、『
大

本
神
諭
』
は
タ
テ
の
役
割
を
、『
霊
界
物
語
』
は
そ

の
解
説
書
と
し
て
ヨ
コ
の
役
割
で
も
あ
り
ま
す
。

こ
の
二
大
教
典
に
は
、
神
さ
ま
が
宇
宙
を
創
造

さ
れ
る
始
め
よ
り
、
五
十
六
億
七
千
万
年
を
か
け

て
「
み
ろ
く
の
世
」
が
実
現
さ
れ
る
と
宣
言
さ
れ

て
お
り
、
そ
の
経
綸
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
既
に
決
め

ら
れ
て
い
る
中
で
、
人
間
が
試
行
錯
誤
し
、
苦
し
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そ
れ
に
賛
同
し
入
信
し
た
浅
野
和
三
郎
（
英
文
学

者
・
海
軍
教
官
）
を
は
じ
め
軍
人
や
知
識
者
が
次
々

に
大
本
へ
入
信
。
お
筆
先
や
大
本
神
諭
、
王
仁
三

郎
の
著
書
や
機
関
誌
の
教
え
な
ど
を
自
己
流
に
解

釈
し
、
説
い
て
い
き
ま
す
。

ま
た
大
正
九
年
、
朝
日
新
聞
や
毎
日
新
聞
よ
り

は
る
か
に
超
え
る
四
十
八
万
部
を
発
行
す
る
「
大

正
日
日
新
聞
」
を
買
収
。
時
事
問
題
と
つ
き
あ
わ

せ
て
〝
大
正
十
年
立
替
え
説
〟
と
い
っ
た
終
末
思

想
的
な
記
事
を
掲
載
・
主
張
す
る
の
で
す
。

こ
れ
ら
の
主
張
や
活
動
に
対
し
て
政
府
や
警
察

当
局
が
警
戒
。
大
正
十
年
二
月
十
二
日
に
は
、
第

一
次
大
本
事
件
が
起
き
、
王
仁
三
郎
ら
幹
部
を
不

敬
罪
と
新
聞
紙
法
違
反
の
容
疑
で
逮
捕
。
王
仁
三

郎
は
裁
判
で
懲
役
五
年
を
言
い
渡
さ
れ
即
刻
控
訴

し
、
そ
の
後
、
大
審
院
で
「
前
審
に
重
大
な
欠
陥

が
あ
っ
た
」
と
し
て
、
判
決
を
破
棄
し
、
再
審
理

に
入
っ
た
と
こ
ろ
で
大
正
天
皇
が
崩
御
さ
れ
た
た

め
、
結
局
免
訴
と
な
り
ま
し
た
。

日
本
か
ら
世
界
へ

第
一
次
大
本
事
件
後
、
百
二
十
六
日
間
収
監
さ

れ
た
の
ち
保
釈
さ
れ
た
王
仁
三
郎
は
、
大
正
十
年

十
月
十
八
日
か
ら
先
に
紹
介
し
た
『
霊
界
物
語
』

の
口
述
を
始
め
ま
し
た
。

ま
た
大
正
十
二
年
に
は
、
世
界
共
通
語
エ
ス
ペ

ラ
ン
ト
を
奨
励
。
王
仁
三
郎
自
身
も
信
徒
と
机
を

並
べ
て
積
極
的
に
学
習
し
た
そ
う
で
す
。
ま
た
中

国
の
道
院
と
提
携
を
結
び
ま
す
。

さ
ら
に
王
仁
三
郎
は
大
正
十
三
年
二
月
、
三
人

の
お
供
を
従
え
て
満
州
か
ら
蒙
古
・
モ
ン
ゴ
ル
へ

と
向
か
い
ま
す
。
そ
の
目
的
は
東
ア
ジ
ア
か
ら
エ

ル
サ
レ
ム
、
さ
ら
に
は
世
界
の
精
神
的
統
一
を
実

現
す
る
た
め
で
し
た
。

王
仁
三
郎
の
存
在
は
満
州
、
モ
ン
ゴ
ル
で
も
評

判
と
な
り
、
救
世
主
と
し
て
崇
め
ら
れ
る
よ
う
に

ま
し
た
。
そ
し
て
そ
の
結
果
、
十
六
人
が
獄
死
し

た
り
、
ま
た
は
自
死
を
遂
げ
ま
し
た
。

さ
ら
に
聖
地
の
神
殿
・
施
設
を
こ
と
ご
と
く
破

壊
し
、
そ
の
処
理
費
用
も
大
本
に
負
担
さ
せ
、
裁

判
資
金
を
手
許
に
残
さ
な
い
よ
う
に
し
ま
し
た
。

ま
た
全
国
の
信
徒
宅
に
お
い
て
も
ご
神
体
や
書
物

ま
で
没
収
し
、
破
棄
し
た
の
で
す
。

新
聞
マ
ス
コ
ミ
は
大
本
を
〝
淫
祠
〟〝
邪
教
〟〝
妖

教
〟
な
ど
と
報
道
。
信
徒
ら
は
〝
国
賊
〟〝
非
国
民
〟

と
迫
害
を
受
け
ま
し
た
。

そ
ん
な
状
況
下
、
出
口
直
日
三
代
教
主
は
、
清

瀬
一
郎
（
後
の
衆
議
院
議
長
）、
林
逸
郎
（
後
の
日

弁
連
会
長
）、高
山
義
三
（
後
の
京
都
市
長
）
と
い
っ

た
十
八
人
の
蒼
々
た
る
弁
護
団
を
結
成
し
ま
し
た
。

こ
れ
ら
弁
護
団
を
依
頼
す
る
た
め
に
、
心
あ
る
全

国
の
信
徒
が
、
生
活
を
切
り
つ
め
、
私
財
を
は
た

い
て
資
金
を
作
り
、
裁
判
を
支
え
ま
し
た
。

当
然
、
全
て
が
捏
造
さ
れ
た
不
当
な
冤
罪
で
し

た
の
で
、
最
終
的
に
裁
判
は
無
罪
判
決
が
下
さ
れ

ま
し
た
。

裁
判
後
、
弁
護
団
か
ら
国
に
対
し
て
賠
償
請
求

を
す
す
め
ら
れ
ま
す
が
、
王
仁
三
郎
は
『
敗
戦
後

の
政
府
に
賠
償
を
要
求
し
て
も
、
そ
れ
は
国
民
の

税
か
ら
と
る
こ
と
に
な
る
ん
や
』
と
言
っ
て
、
全

て
の
賠
償
請
求
権
を
拒
否
し
ま
し
た
。

世
界
の
型
と
な
る
大
本

大
本
の
一
つ
の
特
色
と
し
て
、
大
本
で
起
こ
っ

た
こ
と
は
必
ず
日
本
に
起
こ
り
、
そ
し
て
日
本
に

起
こ
っ
た
こ
と
は
世
界
に
起
こ
る
。
つ
ま
り
大
本

が
「
型
」
に
な
る
の
で
す
。

私
た
ち
は
建
物
を
建
て
る
時
、
雛
型
と
な
る
図

面
や
模
型
を
作
る
よ
う
に
、
大
本
が
雛
型
に
な
っ

て
い
る
の
で
す
。

『
綾
部
の
大
本
は
世
界
の
大
元
と
な
る
大た
い
も
う望

な
処

で
あ
る
か
ら
、
こ
の
中
に
仕
つ
か
え

て
お
る
事
が
、
世
界

の
形
に
成
る
の
で
あ
る
か
ら
‥
‥
』

と
い
う
お
示
し
が
た
く
さ
ん
出
て
き
ま
す
。

大
本
の
型
と
い
う
の
は
、
先
駆
け
の
働
き
も
し

て
い
る
わ
け
で
す
。

実
際
、
大
本
事
件
が
勃
発
か
ら
六
年
後
に
真
珠

湾
攻
撃
が
行
わ
れ
、
大
東
亜
戦
争
が
勃
発
し
ま
し

た
。
ま
た
大
本
の
神
殿
や
施
設
が
破
壊
さ
れ
た
日

か
ら
同
じ
く
六
年
後
に
東
京
が
初
空
襲
に
遭
い
、

そ
の
後
日
本
全
土
に
広
が
っ
て
い
き
ま
し
た
。
さ

ら
に
は
大
審
院
で
大
本
に
無
罪
判
決
が
下
さ
れ
た

六
年
後
に
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
条
約
が
締

結
し
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
に
、
ま
さ
に
大
本
を
型
に
し
て
、
日

本
も
同
じ
道
を
歩
ん
だ
の
で
す
。

ま
た
終
戦
後
、
王
仁
三
郎
は
朝
日
新
聞
の
イ
ン

タ
ビ
ュ
ー
に
応
え
て
い
ま
す
。

『
日
本
民
族
は
断
じ
て
滅
び
な
い
。
い
ま
の
軍
備

は
す
っ
か
り
な
く
な
っ
た
が
、
こ
れ
は
世
界
の
先

駆
者
と
し
て
の
尊
い
使
命
が
含
ま
れ
て
い
る
。
本

当
の
世
界
平
和
は
、
全
世
界
の
軍
備
が
撤
廃
し
た

と
き
に
始
め
て
実
現
さ
れ
、
今
そ
の
時
代
が
近
づ

き
つ
つ
あ
る
』

日
本
は
戦
争
に
敗
れ
て
軍
備
は
無
く
な
っ
た
け

れ
ど
、
こ
れ
は
世
界
平
和
を
築
く
た
め
の
型
に
な
っ

て
い
る
の
だ
と
示
し
て
い
ま
す
。

実
際
大
本
は
弾
圧
に
あ
い
、
裁
判
を
し
て
い
る

最
中
に
戦
争
が
起
き
た
の
で
戦
争
に
は
参
加
し
て

い
な
い
、
唯
一
の
団
体
な
の
で
す
。

あ
の
時
代
は
、
ど
の
組
織
も
加
担
し
て
い
か
な

け
れ
ば
仕
方
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、

そ
れ
が
出
来
な
い
状
態
に
置
か
れ
て
い
た
の
で
す
。

こ
の
こ
と
は
偶
然
で
は
な
く
、
す
べ
て
神
さ
ま

が
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
し
て
仕
組
ま
れ
た
も
の
で
、
大

本
を
型
に
し
て
、
日
本
の
、
そ
し
て
世
界
の
立
替

え
立
直
し
を
断
行
さ
れ
、
今
現
在
も
な
お
続
い
て

い
る
の
で
す
。

な
り
ま
す
。
そ
の
あ
ま
り
の
反
響
に
危
機
を
感
じ

た
中
国
の
軍
閥
・
張
作
霖
は
王
仁
三
郎
一
行
を
捕

縛
。
銃
殺
刑
に
処
し
よ
う
と
し
ま
す
が
失
敗
に
終

わ
り
、
救
出
さ
れ
ま
す
。

帰
国
後
の
大
正
十
四
年
五
月
に
は
、
中
国
・
北

京
に
お
い
て
、
道
院
、
普
天
教
、
道
教
、
救
世
神
教
、

仏
陀
教
、
回
教
、
仏
教
、
キ
リ
ス
ト
教
の
一
部
宗

派
か
ら
な
る
「
世
界
宗
教
連
合
会
」
を
結
成
し
ま
す
。

さ
ら
に
同
年
六
月
九
日
、
人
種
、
国
境
、
宗
教

を
問
わ
ず
、
世
界
平
和
の
た
め
に
活
動
を
す
る
「
人

類
愛
善
会
」
を
発
会
。
機
関
紙
「
人
類
愛
善
新
聞
」

が
発
行
さ
れ
ま
す
。
同
新
聞
は
、
大
正
十
四
年
の

当
初
は
一
万
部
の
発
行
で
し
た
が
、
そ
の
後
、
瞬

く
間
に
増
え
、
昭
和
九
年
に
は
百
万
部
を
突
破
す

る
ま
で
に
な
り
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
に
大
本
が
少
し
ず
つ
み
ろ
く
の
世
に

向
か
う
立
替
え
立
直
し
を
進
め
て
い
く
中
で
、
昭

和
九
年
七
月
二
十
二
日
、
人
類
愛
善
の
精
神
に
基

づ
き
、
大
神
業
に
献
身
的
奉
仕
を
し
て
い
く
こ
と

を
趣
旨
に
「
昭
和
神
聖
会
」
を
発
会
。
王
仁
三
郎

が
統
管
と
な
っ
て
会
を
ま
と
め
ま
し
た
。

発
会
式
が
行
わ
れ
た
軍
人
会
館
（
東
京
千
代
田

区
）
に
は
、
後
藤
文
夫
内
務
大
臣
、
秋
田
清
衆
議

院
議
長
、
津
村
重
舎
貴
族
院
議
員
を
は
じ
め
軍
人

や
活
動
家
な
ど
三
千
人
以
上
が
集
結
。
発
会
後
、

一
年
あ
ま
り
の
間
に
講
演
会
が
全
国
で
三
千
回
、

展
覧
会
が
三
百
回
を
数
え
、
会
員
数
は
八
百
万
人

に
ま
で
膨
れ
上
が
り
ま
し
た
。

こ
れ
ら
一
連
の
動
き
に
対
し
て
国
家
当
局
は
警

戒
を
強
め
、
昭
和
十
年
十
二
月
八
日
、
近
代
史
上

類
例
の
な
い
「
第
二
次
大
本
事
件
」
が
勃
発
し
ま

し
た
。
当
局
は
〝
大
本
を
地
上
か
ら
抹
殺
す
る
〟

と
し
て
、
王
仁
三
郎
と
すヽ
みヽ
を
は
じ
め
と
す
る
幹

部
役
員
六
十
一
人
を
検
挙
。
三
千
人
以
上
の
信
徒

が
取
り
調
べ
を
受
け
ま
す
。
そ
の
取
り
調
べ
は
警

察
に
捏
造
さ
れ
、
人
権
無
視
の
拷
問
が
加
え
ら
れ
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に
立
ち
か
え
り
、
救
世
の
神
業
に
ま
い
進
す
る
こ

と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
今
こ
そ
〝
教
え
を
学
び
〟〝
教

え
を
伝
え
〟〝
後
継
者
を
育
て
る
〟
み
教
え
の
実
践

リ
ー
ダ
ー
に
な
れ
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」
と
強
調
し
た
。

な
お
、
東
日
本
大
震
災
が
起
き
た
午
後
二
時

四
十
六
分
、
在
館
の
参
拝
者
全
員
で
一
分
間
の
黙

祷
を
捧
げ
た
。

出
口
な
お
・
出
口
王
仁
三
郎
の
世
界
を
語
る

第
一
〇
九
回
大
本
公
開
講
座
『
出
口
な
お
・
出

口
王
仁
三
郎
の
世
界
を
語
る
』
は
、
三
月
二
十
一

日
午
後
七
時
か
ら
八
時
三
十
分
ま
で
、
港
区
新
橋

の
航
空
会
館
に
お
い
て
、
森
良
秀
東
京
宣
教
セ
ン

参
加
者
か
ら
は
「
日
々
の
生
活
を
送
る
う
ち

に
、
忘
れ
が
ち
で
大
切
な
霊
魂
や
生
き
る
目
的
な

ど
、
教
え
の
根
本
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
て
良
か
っ

た
（
四
十
歳
代
・
男
性
）」「
基
本
修
行
を
何
度
も

受
講
し
て
い
る
の
に
、
き
ち
ん
と
習
得
で
き
て
い

な
い
こ
と
に
気
付
い
た
（
六
十
歳
代
・
女
性
）」
な

ど
の
声
が
寄
せ
ら
れ
た
。

東
光
苑
月
次
祭
・
春
季
合
同
慰
霊
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
一
日
、
午

前
十
時
三
十
分
か
ら
、
斎
主
・
森
良
秀
東
京
宣
教

セ
ン
タ
ー
次
長
の
も
と
執
行
さ
れ
、
三
百
八
十
人

が
参
拝
し
た
。

祭
員
は
茨
城
主
会
、
少
年
少
女
祭
員
は
茨
城
主

会
の
松
浦
和
日
く
ん
、
成
嶋
祥
吾
く
ん
、
片
桐
詩

音
梨
さ
ん
、
伶
人
は
宮
咩
会
関
東
支
部
、
大
本
神

諭
拝
読
は
大
坂
泰
造
東
京
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
「
東
光
苑
月
次
祭
祝
詞
並

び
に
交
通
安
全
祈
願
祭
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
、
浅
田
秋
彦
東
京
宣
教
セ
ン
タ
ー
長
が

あ
い
さ
つ
に
立
ち
、
当

日
一
年
を
迎
え
た
「
東

日
本
大
震
災
」
の
犠
牲

者
に
対
し
、
あ
ら
た
め

て
哀
悼
の
意
を
申
し
上

げ
る
と
と
も
に
、
開
教

百
二
十
年
を
迎
え
た
大

本
信
徒
の
使
命
と
自
覚

を
説
き
「
開
教
の
精
神

タ
ー
次
長
を
講
師
に
「
一
つ
の
神
、
一
つ
の
世
界
、

一
つ
の
言
葉—

み
ろ
く
の
世
へ
の
道
筋
」
と
題
し

て
開
催
さ
れ
た
。
参
加
者
は
三
十
四
人
（
内
、
一

般
十
一
人
）。

講
座
で
は
、
大
本
・
人
類
愛
善
会
の
平
和
ビ
ジ
ョ

ン
で
あ
る
宗
際
化
活
動
・
世
界
連
邦
運
動
・
エ
ス

ペ
ラ
ン
ト
の
普
及
活
動
に
つ
い
て
解
説
。「
大
本
は

世
界
が
一
つ
に
な
る
大
神
人
体
を
目
指
し
て
、
こ

れ
か
ら
も
積
極
的
な
活
動
を
展
開
し
ま
す
」
と
説

い
た
。

参
加
者
か
ら
は
「
大
本
の
理
念
で
あ
る
「
万
教

同
根
」
の
教
え
が
、
ま
さ
に
宗
教
の
あ
る
べ
き
姿

で
あ
る
と
思
っ
た
。（
四
十
五
歳
・
男
性
・
一
般
）」

な
ど
の
感
想
が
聞
か
れ
た
。

５
月教

主
生
誕
祭
、
三
代
教
主
・
教
主
補
聖
誕
祭

	

４
日
（
金
）	

午
前
10
時
半

開
教
120
年
み
ろ
く
大
祭
遥
拝
祭

	

５
日
（
土
）	

午
前
10
時
半

東
光
苑
月
次
祭
・
市
杵
島
姫
命
例
祭

	

13
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

出
口
王
仁
三
郎
の
予
言

—

未
来
の
世
界
・
経
済
・
教
育
は—

	

講
師

浅
田
秋
彦
（
東
京
宣
教
セ
ン
タ
ー
長
）

	

16
日
（
水
）	

午
後
７
時
～
８
時
半

第
５
回
関
東
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
合
宿

	

18
日
（
金
）
～
20
日
（
日
）

毎
週
月
・
水
・
金
曜
「
常
設
対
外
講
座
」
開
催
中

	

※
上
記
参
照

東
光
苑
祭
典
・
行
事
予
定

４
月観

桜
茶
会

	

１
日
（
日
）	

午
前
10
時
半

開
教
120
年
東
光
苑
春
季
大
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

激
動
の
時
代
を
い
か
に
生
き
る
か

—

幸
せ
は
不
幸
の
顔
を
し
て
や
っ
て
く
る—

	

講
師

藤
原
直
哉
（
シ
ン
ク
タ
ン
ク
藤
原
事

務
所
会
長
）

	

18
日
（
水
）	

午
後
７
時
～
８
時
半

第
30
回
企
業
繁
栄
祈
願
祭

	

22
日
（
日
）　

午
後
２
時
30
分

四
代
教
主
毎
年
祭
（
11
年
）

	

29
日
（
日
）	

午
前
10
時
半

教
本
３
級
認
定
講
習
会

「

教

本

三

級

認

定

講

習

会

」

は

二

月

二
十
五
・
二
十
六
の
両
日
に
開
催
さ
れ
、
の
べ

二
十
七
人
が
参
加
し
た
。

講
習
は
「
実
践
リ
ー
ダ
ー
教
本
『
初
級
編
』」
を

テ
キ
ス
ト
に
、
第
一

章
「
大
本
と
は
」
か
ら

第
九
章
「
聖
地
の
祭

り
」
ま
で
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
。

関東教区や東京本部に縁ある
御霊さまをみ慰め申し上げた

各講習後、信徒役と未信徒役
に分かれて対話実習を行った

大本常設対外講座のご案内
開催曜日	 毎週：月・水・金曜日　　参加費 無料

	 昼の部【講話】午後２時〜３時３０分

	 夜の部【実習】午後７時〜８時３０分

※ただし、毎月第３水曜日の〝夜の部〟は新橋での「大本公開講座」

開催のため休講いたします

場　所	 ８階ミーティングルーム（昼の部）、３階教務室（夜の部）

内　容	［昼の部］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」

	 ［夜の部］実習：礼拝・鎮魂・修座・浄書（各曜日共通）


