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題字 出口直日

出
口
王
仁
三
郎
聖
師

平成 24 年（2012）

10月号・Oktobro

1　　　阿づまの光

去
る
八
月
五
日
、
東
京
本
部
に
再
赴
任
い
た
し
ま
し
た
。
皆
さ
ま
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

私
自
身
、
振
り
返
り
ま
す
と
今
か
ら
二
十
五
年
前
の
昭
和
六
十
二
年
八
月
、
当
時
の
亀
岡
天
恩
郷
で
の
青

年
部
事
務
局
か
ら
東
京
本
部
に
異
動
に
な
り
ま
し
た
。
生
ま
れ
て
初
め
て
の
大
都
会
の
生
活
に
、
当
初
は
何

か
と
不
安
や
戸
惑
い
が
あ
り
ま
し
た
が
、
東
京
本
部
ま
た
関
東
教
区
の
皆
様
の
お
か
げ
で
、
平
成
九
年
三
月

ま
で
の
九
年
半
、
東
京
本
部
で
ご
奉
仕
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
以
来
十
五
年
の
歳
月
を
経
て
再
び
来
さ

せ
て
い
た
だ
き
、
懐
か
し
い
方
々
に
久
し
ぶ
り
に
接
す
る
機
会
を
与
え
ら
れ
た
こ
と
な
ど
、
あ
り
が
た
い
ご

縁
と
感
謝
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

さ
て
今
回
、
新
し
い
東
光
苑
の
門
に
入
っ
た
瞬
間
に
ま
ず
感
じ
た
こ
と
は
、「
以
前
と
変
わ
ら
な
い
気
が
流

れ
て
る
」
と
い
う
こ
と
、
ま
た
三
代
教
主
さ
ま
の
「
東
光
苑
」
碑
が
そ
の
ま
ま
ど
っ
し
り
と
据
え
ら
れ
て
い

る
の
に
、
何
か
故
郷
に
帰
っ
た
よ
う
に
感
じ
ま
し
た
。
ご
神
前
に
は
能
舞
台
と
、
そ
の
ほ
か
目
に
す
る
い
ろ

い
ろ
な
物
が
、
あ
の
頃
の
ま
ま
残
さ
れ
て
い
る
の
に
、
懐
か
し
さ
が
ま
す
ま
す
こ
み
上
げ
て
き
ま
し
た
。
そ

し
て
当
時
何
を
思
っ
て
ご
奉
仕
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
か
振
り
返
り
ま
す
と
、「
こ
こ
は
両
聖
地
に
次
ぐ
聖
地
、

今
お
か
れ
て
い
る
立
場
で
、
精
一
杯
さ
せ
て
い
た
だ
か
ね
ば
」
と
、
当
然
の
こ
と
で
す
が
今
回
も
あ
ら
た
め

て
そ
の
気
持
ち
を
思
い
出
し
ま
し
た
。

大
正
五
年
に
聖
師
さ
ま
が
東
上
さ
れ
て
か
ら
、
二
度
の
弾
圧
・
事
件
解
決
後
に
は
大
本
東
京
出
張
所
、
昭

和
二
十
九
年
に
現
在
の
地
に
、
三
代
教
主
さ
ま
が
大
本
東
京
本
苑
を
建
設
さ
れ
ま
し
た
。
さ
ら
に
昭
和
四
十
三

年
に
東
京
本
部
が
開
設
さ
れ
「
東
光
苑
」
と
命
名
さ
れ
現
在
に
至
り
ま
す
。
首
都
は
日
本
の
中
心
で
、
そ
の

動
き
は
ま
わ
り
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
、
み
教
え
の
光
を
日
本
に
照
ら
す
ご
神
業
を
強
く
願
わ
れ
た

三
代
教
主
さ
ま
の
お
気
持
ち
を
忘
れ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。「
阿
づ
ま
の
光
」
の
名
の
よ
う
に
、
み
光
を
高
く
掲

げ
る
ご
用
に
皆
さ
ま
と
共
に
取
り
組
ま
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
存
じ
ま
す
。

一ひ

と

り人
ひ
と
り
同お

な

じ
神し

ん

業ぎ
ょ
う

な
し
と
聞き

く

さ
れ
ば
う
ら
ま
じ
人ひ

と

の
役や

く

目め

を

五
代
教
主
作
灰
釉
茶
盌
銘「
み
ろ
く
の
春（
別
名
・
み
ち
の
く
の
春
）」

六
盌
の
う
ち
の
一
盌

［
金
竜
海
土
・
梅
松
苑
旧
機
場
桃
釉
］

「
阿
づ
ま
の
光
」
の
名
の
よ
う
に	

総
務
管
理
課
主
事	

藤ふ
じ

本も
と

　

光
ひ
か
る
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〝
存
在
し
な
い
こ
と
〟
は
同
一
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

七
、八
年
前
私
は
、
築
地
本
願
寺
の
正
門
で
「
昼

の
お
星
は
目
に
見
え
ぬ
、
見
え
ぬ
け
れ
ど
も
、
あ
る

ん
だ
よ
、
見
え
な
い
も
の
で
も
あ
る
ん
だ
よ
」
と
大

書
さ
れ
た
掲
示
板
が
目
に
入
り
ま
し
た
。
素
晴
ら
し

い
詩
だ
な
と
、
書
き
写
し
ま
し
た
。

昼
間
の
星
は
肉
眼
で
は
見
る
こ
と
が
で
き
ま
せ

ん
が
、
物
質
的
に
存
在
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
物
質

的
に
存
在
し
な
い
も
の
で
も
あ
る
と
。
こ
れ
は
端
的

に
霊
界
の
存
在
を
説
い
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

確
か
に
、
目
に
見
え
な
い
も
の
は
日
常
生
活
の

中
に
沢
山
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、
心
や
愛
情
は
、
目

に
は
見
え
ま
せ
ん
。
相
手
に
分
か
っ
て
も
ら
う
た
め

に
は
、
言
葉
に
し
た
り
贈
り
物
な
ど
を
送
る
な
ど
、

行
動
行
為
に
表
し
た
時
に
、
初
め
て
分
か
り
ま
す
。

力
も
目
に
見
え
な
い
も
の
で
す
。
こ
の
〝
力
〟

は
動
き
出
し
た
時
に
、
そ
こ
に
生
命
力
や
動
力
と
し

て
存
在
が
わ
か
り
ま
す
。

こ
の
霊
界
は
、
非
物
質
の
世
界
、
不
可
視
の
世

界
で
す
が
、
私
た
ち
の
住
ん
で
い
る
所
か
ら
、
全
く

別
の
所
に
あ
る
か
と
い
う
と
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
私
た
ち
の
肉
体
の
中
に
、
心
と
い
う
目
に
見
え

な
い
存
在
が
あ
る
よ
う
に
、
霊
界
は
こ
の
現
界
と
一

体
的
に
あ
り
ま
す
。

人
の
死
後
に
い
く
世
界
も
霊
界
で
す
。
で
も
死

後
の
世
界
だ
け
が
霊
界
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
人
は
、

肉
体
が
可
視
的
存
在
の
現
界
に
住
ん
で
お
り
、
霊
魂

は
不
可
視
的
存
在
の
霊
界
に
住
ん
で
い
る
の
で
す
。

霊
界
、
霊
魂
は
目
に
は
見
え
ま
せ
ん
が
、
決
し

て
遠
い
世
界
の
こ
と
で
は
な
く
、
私
た
ち
の
身
の
内

に
あ
る
の
で
す
。

霊
界
の
三
大
境
域

霊
界
は
大
き
く
分
け
て
「
天
界
」「
中
有
界
」「
地

獄
界
」
の
三
大
境
域
に
分
け
ら
れ
ま
す
。

人
は
必
ず
こ
の
世
を
去
る
時
が
き
ま
す
。
医
学

や
科
学
が
発
展
し
た
今
日
で
も
、
人
の
寿
命
を
覆
す

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
私
た
ち
は
死
と
い
う
も
の
を

厳
然
と
し
た
真
実
と
し
て
、
受
け
入
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
で
す
。

日
本
人
は
、
死
生
観
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
き

た
の
で
し
ょ
う
か
。
日
本
の
伝
統
文
化
、
能
楽
・
夢

幻
能
の
中
に
、
顕
幽
両
界
を
交
通
す
る
主
人
公
の
シ

テ
に
死
生
観
を
見
出
し
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
ま

す
。出

口
王
仁
三
郎
は
『
精
霊
は
人
の
本
体
肉
体
は

そ
の
精
霊
の
衣
な
り
け
り
』
と
、人
は
精
霊
（
霊
魂
）

と
肉
体
が
結
合
し
た
複
合
体
で
あ
る
と
説
い
て
い

ま
す
。
そ
し
て
人
の
「
死
」
と
は
、
肉
体
か
ら
霊
魂

が
離
脱
し
た
時
を
言
う
の
で
す
。

肉
体
と
霊
魂
の
関
係
は
霊
主
体
従
で
す
。
私
た

ち
は
肉
体
が
す
べ
て
を
考
え
、
行
動
し
て
い
る
と

思
っ
て
い
ま
す
が
、
実
は
霊
魂
自
身
が
考
え
、
行
動

し
て
喜
ん
だ
り
怒
っ
た
り
悲
し
ん
だ
り
し
て
い
る

の
で
す
。
そ
れ
ら
の
意
志
想
念
が
湧
き
出
て
く
る
根

本
は
霊
魂
に
あ
り
ま
す
。

こ
の
肉
体
と
霊
魂
と
は
、
密
接
不
可
分
の
関
係

で
、
こ
の
原
則
を
「
霊
体
一
致
」「
相
応
の
理
」
と

教
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
霊
は
時
間
・
空

間
を
超
越
し
た
霊
的
法
則
に
従
っ
て
行
動
し
、
体

は
時
間
・
空
間
に
制
限
さ
れ
る
物
質
的
法
則
に
従
っ

て
行
動
す
る
と
こ
ろ
に
大
き
な
違
い
が
あ
り
ま
す
。

肉
体
そ
の
も
の
が
自
分
自
身
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

死
を
迎
え
た
ら
こ
の
宇
宙
か
ら
全
く
な
く
な
っ
て

し
ま
う
と
い
う
、
こ
ん
な
淋
し
い
悲
し
い
こ
と
は
あ

り
ま
せ
ん
。

霊
魂
は
な
ぜ
見
え
な
い
の
か
？

一
般
に
霊
魂
は
目
に
見
え
な
い
の
で
、
否
定
す

る
人
が
多
い
で
す
が
、〝
目
に
見
え
な
い
こ
と
〟
と

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

「
あ
の
世
」
を
知
っ
て
生
き
る

—
〝
あ
の
世
〟
と
〝
こ
の
世
〟—

講師  森
もり

　 良
よし

秀
ひで

（東京宣教センター次長）

ハ
イ
ズ
ビ
ィ
ル
事
件

「
人
は
ど
こ
か
ら
生
ま
れ
て
き
て
、
何
の
た
め
に

生
き
、
そ
し
て
死
ん
だ
ら
ど
う
な
る
の
か
？
」

私
た
ち
人
類
は
長
い
間
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、

明
確
な
回
答
が
求
め
ら
れ
な
い
ま
ま
、
今
日
に
い

た
っ
て
い
ま
す
。

世
の
中
に
は
霊
界
を
信
じ
る
人
、
そ
う
で
な
い

人
、
双
方
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
が
、
現
代
は
科
学
的

に
そ
れ
を
証
明
す
る
時
代
に
き
て
い
ま
す
。

そ
の
一
つ
の
大
き
な
契
機
と
な
っ
た
の
が
、「
ハ

イ
ズ
ビ
ィ
ル
事
件
」
で
す
。
こ
れ
は
一
八
四
八
年
、

米
国
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
の
ハ
イ
ズ
ビ
ィ
ル
村
に
住

む
フ
ォ
ッ
ク
ス
一
家
に
起
こ
っ
た
奇
妙
な
霊
的
事

実
談
で
す
。

事
件
が
起
こ
る
前
年
、
フ
ォ
ッ
ク
ス
さ
ん
家
族

は
ハ
イ
ズ
ビ
ィ
ル
村
に
引
っ
越
し
て
き
ま
し
た
。

間
も
な
く
し
て
、
家
の
中
に
不
思
議
な
物
音
が

聞
こ
え
て
き
ま
し
た
。
そ
の
原
因
を
調
べ
ま
し
た

が
、
な
か
な
か
解
明
で
き
ま
せ
ん
。
困
り
は
て
て
い

た
と
こ
ろ
、
十
一
歳
の
ケ
イ
ト
が
そ
の
物
音
に
対
し

て
「
私
の
マ
ネ
を
し
て
ご
ら
ん
」
と
声
を
か
け
、テ
ー

ブ
ル
を
ト
ン
ト
ン
と
叩
き
ま
し
た
。
す
る
と
、
何
も

な
い
空
間
か
ら
同
じ
よ
う
に
ト
ン
ト
ン
と
ノ
ッ
ク

が
返
っ
て
き
ま
し
た
。

そ
の
様
子
を
見
て
い
た
十
四
歳
の
姉
・
マ
ー
ガ

レ
ッ
ト
も
テ
ー
ブ
ル
を
三
回
叩
く
と
、
同
じ
よ
う
に

三
回
、
ま
た
五
回
叩
く
と
五
回
返
し
て
き
ま
し
た
。

母
親
も
不
思
議
に
思
い
、
娘
を
通
し
て
い
ろ
い

ろ
と
尋
ね
る
と
、
嫁
い
だ
娘
や
三
歳
で
亡
く
し
た
末

の
子
を
は
じ
め
、
家
族
の
構
成
や
そ
れ
ぞ
れ
の
年
齢

ま
で
当
て
た
の
で
す
。

そ
こ
で
近
所
の
人
た
ち
も
来
て
、
そ
の
霊
と
の

間
で
、
イ
エ
ス
な
ら
一
回
、
ノ
ー
な
ら
二
回
と
い
う

取
り
決
め
を
し
て
交
信
を
続
け
ま
し
た
。

す
る
と
驚
く
べ
き
結
果
と
な
り
ま
し
た
。
自
分

は
、
五
年
前
に
こ
の
家
を
訪
れ
た
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ロ

ズ
マ
と
い
う
行
商
人
で
、
当
時
こ
の
家
の
主
人
ジ
ョ

ン
・
ベ
ル
と
い
う
男
に
肉
切
り
包
丁
で
殺
さ
れ
、
地

下
室
に
埋
め
ら
れ
た
と
。
霊
の
身
元
が
判
明
し
た
の

で
す
。

早
速
村
人
た
ち
は
真
偽
を
確
か
め
る
た
め
に
、

地
下
室
を
掘
り
起
こ
し
た
と
こ
ろ
、
髪
の
毛
や
骨
、

行
商
用
の
鞄
な
ど
が
出
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
は
当

時
、
大
変
大
き
な
事
件
と
な
り
ま
し
た
。

こ
の
こ
と
が
契
機
と
な
り
、
科
学
的
に
霊
の
存

在
を
研
究
す
る
、
い
わ
ゆ
る
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム

（
神
霊
科
学
）
が
欧
米
で
盛
ん
に
な
り
、
今
日
で
は
、

自
然
科
学
の
世
界
で
も
、
霊
の
存
在
と
い
う
も
の
を

否
定
し
な
い
時
代
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。

霊
体
一
致
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に
極
悪
の
精
霊
は
中
有
界
の
審
判
な
し
に
、
そ
の
ま

ま
地
獄
に
頭
を
下
に
し
て
真
っ
逆
さ
ま
に
墜
ち
て

行
き
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
審
判
が
下
さ
れ
て
い
き
ま
す
が
、

神
さ
ま
は
、
精
霊
の
悪
い
分
子
は
で
き
る
だ
け
取
り

除
い
て
、
す
べ
て
を
天
界
に
救
い
上
げ
よ
う
と
し
て

く
だ
さ
い
ま
す
。
何
故
な
ら
、
人
の
霊
魂
は
天
人

夫
婦
の
間
に
生
ま
れ
た
霊
子
が
成
長
し
た
も
の
で
、

元
々
神
の
子
だ
か
ら
で
す
。

し
か
し
名
刀
と
言
わ
れ
る
立
派
な
刀
で
あ
っ
て

も
、
曲
が
っ
た
り
折
れ
た
り
し
た
ら
、
元
の
鞘さ
や

に
納

ま
ら
な
い
よ
う
に
、
ど
ん
な
に
素
晴
ら
し
い
霊
魂
で

あ
っ
て
も
歪
ん
だ
り
傷
が
つ
い
た
ら
、
元
の
霊
界
の

席
に
は
戻
れ
ま
せ
ん
。
傷
つ
い
た
と
こ
ろ
を
埋
め
て

で
も
天
国
へ
救
い
上
げ
て
や
り
た
い
と
い
う
の
が
、

神
さ
ま
の
慈
悲
の
御
心
で
あ
り
、
神
ご
こ
ろ
な
の
で

す
。天

界
は
愛
善
と
信
真
の
世
界
で
、
熱
と
光
に
あ

ふ
れ
る
世
界
で
す
。
あ
の
人
は
、〝
心
の
あ
た
た
か

い
人
だ
〟
と
か
、〝
物
事
に
明
る
い
人
だ
〟
と
評
し

た
り
し
ま
す
が
、
ま
さ
に
そ
の
人
は
天
国
的
な
霊
魂

の
持
ち
主
で
あ
る
と
い
え
ま
す
。

王
仁
三
郎
は
、
天
国
天
人
は
『
優
美
円
満
で
若
々

し
く
、
男
は
三
十
歳
く
ら
い
、
女
は
二
十
歳
く
ら
い

の
容
貌
、
容
姿
で
老
衰
す
る
こ
と
は
な
い
』
と
示
し

て
い
ま
す
。

地
獄
界
は
「
根
の
国
底
の
国
」
と
も
言
い
、
虚

偽
と
悪
慾
の
世
界
で
す
。
悪
と
欲
と
虚
偽
に
呆
け
た

悪
霊
・
邪
気
、
夜
叉
な
ど
の
妖
怪
の
集
ま
る
境
域
で

す
。『

こ
と
さ
ら
に
神
は
地
獄
を
つ
く
ら
ね
ど
己
が
造

り
て
己
が
行
く
な
り
』	

（
王
仁
三
郎
歌
）

地
獄
と
は
悪
い
こ
と
を
し
た
人
間
を
懲
ら
し
め

る
た
め
に
、
神
さ
ま
が
事
前
に
作
ら
れ
た
境
域
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。

理
』
と
い
う
法
則
が
あ
り
ま
す
。

今
私
た
ち
の
住
む
現
界
は
、
様
々
な
意
志
想
念

を
持
っ
た
、
性
格
の
異
な
る
人
た
ち
が
一
緒
に
生
活

し
て
い
ま
す
。

し
か
し
霊
界
で
は
、
意
志
想
念
を
等
し
く
す
る

者
の
み
が
寄
り
集
ま
っ
て
一
同
に
生
活
し
ま
す
。
つ

ま
り
余
計
な
も
の
が
混
じ
り
こ
む
こ
と
は
あ
り
ま

せ
ん
。
宗
教
や
思
想
、
趣
味
、
性
格
が
異
な
れ
ば
、

霊
界
で
は
一
緒
に
は
な
ら
な
い
の
で
す
。

天
界
に
も
、
キ
リ
ス
ト
教
、
仏
教
、
イ
ス
ラ
ム

な
ど
、
現
界
と
同
様
に
さ
ま
ざ
ま
な
宗
教
お
よ
び
団

体
が
存
在
し
ま
す
。
同
じ
宗
教
の
信
仰
を
持
つ
者
で

あ
っ
て
も
、
そ
の
信
仰
度
の
高
低
に
よ
っ
て
同
じ
団

体
に
属
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

で
す
か
ら
団
体
内
の
争
い
が
全
く
起
こ
り
ま
せ

ん
。
全
員
が
神
さ
ま
の
下
に
、
同
じ
思
想
で
あ
り
同

一
の
価
値
観
だ
か
ら
で
す
。
で
も
魂
の
向
上
は
容
易

で
は
な
い
よ
う
で
す
。

現
界
に
は
い
ろ
い
ろ
な
考
え
を
持
つ
人
が
い
て
、

あ
る
時
は
馬
鹿
に
さ
れ
た
り
、
嫌
な
思
い
を
受
け
た

り
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
自
分
自
身
に
対

し
て
〝
負
け
て
た
ま
る
か
！
〟
と
い
っ
た
克
己
心
が

生
ま
れ
ま
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
現
界
で
の
霊
魂
の
向

上
は
図
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

こ
の
よ
う
に
霊
界
の
存
在
を
知
っ
て
、
は
じ
め

て
神
さ
ま
の
摂
理
の
尊
さ
や
人
生
の
意
義
が
明
ら

か
に
な
る
わ
け
で
す
。
人
生
を
確
立
す
る
こ
と
は
、

霊
界
観
を
し
っ
か
り
持
つ
こ
と
で
す
。

た
だ
し
、
気
を
つ
け
て
い
た
だ
き
た
い
の
は
、

霊
界
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
る
こ
と
は
重
要
で
す

が
、
現
界
は
あ
く
ま
で
も
物
質
的
法
則
で
支
配
さ
れ

た
世
界
で
す
か
ら
、
現
実
的
な
努
力
を
忘
れ
て
は
な

り
ま
せ
ん
。
霊
界
を
知
っ
て
現
界
を
生
き
る
意
味

は
、
ま
さ
に
そ
こ
に
あ
る
の
で
す
。

ま
ず
天
界
と
地
獄
界
の
中
間
に
介
在
す
る
境
域

が
中
有
界
で
す
。
現
界
に
生
き
て
い
る
私
た
ち
に

と
っ
て
、
大
変
重
要
な
示
唆
を
与
え
て
く
れ
ま
す
。

中
有
界
は
、
私
た
ち
の
精
霊
が
霊
界
に
復
活
し

た
時
に
最
初
に
通
過
す
る
境
域
で
す
。
こ
こ
で
各
自

の
精
霊
の
善
悪
正
邪
真
偽
が
審
判
さ
れ
ま
す
。

死
ん
だ
直
後
の
精
霊
は
、
容
貌
、
言
語
、
性
情

は
現
界
に
在
っ
た
時
と
少
し
も
変
わ
ら
な
い
で
、
外

面
を
装
う
習
慣
を
持
続
し
ま
す
。
こ
れ
を
外
分
の
情

態
と
い
い
ま
す
。
当
初
は
自
分
が
死
ん
で
い
る
こ
と

に
気
が
つ
か
な
い
で
い
ま
す
。

し
か
し
、
時
間
の
経
過
と
共
に
外
分
は
消
え
去

り
、
本
性
が
現
れ
ま
す
。
こ
れ
を
内
分
の
情
態
と
い

い
ま
す
。
自
分
の
内
面
を
暴
露
さ
れ
る
こ
と
を
恐
れ

る
精
霊
は
、
い
つ
ま
で
も
外
面
を
懸
命
に
飾
り
ま
す

が
、
内
外
面
の
一
致
と
い
う
霊
界
の
法
則
に
従
い
、

長
く
て
も
一
年
で
外
分
情
態
は
消
え
去
り
ま
す
。

内
分
の
情
態
に
な
る
と
、
生
前
の
生
涯
に
お
い

て
清
く
明
る
く
、
素
直
で
正
直
な
心
の
持
ち
主
は
、

優
美
で
円
満
な
容
貌
容
姿
に
な
り
ま
す
。
一
方
、
悪

慾
と
偽
り
の
行
い
を
し
た
人
は
、
人
相
が
悪
相
に
変

わ
っ
て
い
き
ま
す
。

つ
ま
り
霊
界
は
真
実
の
心
、
本
心
が
反
映
さ
れ

る
場
所
な
の
で
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
大
変
結

構
な
と
こ
ろ
の
怖
い
所
で
す
。
常
日
ご
ろ
か
ら
心
の

持
ち
方
が
如
何
に
大
切
で
あ
る
か
を
教
え
て
い
た

だ
け
ま
す
。

内
分
の
情
態
を
経
て
、
美
し
く
清
ら
か
な
心
を

持
つ
精
霊
は
天
界
へ
行
き
、
醜
く
我
よ
し
の
精
霊
は

地
獄
界
へ
と
立
て
分
け
ら
れ
ま
す
。

そ
し
て
天
界
へ
行
く
精
霊
の
み
が
、
準
備
の
情

態
へ
と
進
み
ま
す
。
準
備
の
情
態
は
、
天
界
の
知
識

を
学
習
す
る
す
る
期
間
で
す
。

ま
た
現
界
に
お
い
て
、
極
善
の
精
霊
は
中
有
界

を
通
ら
ず
に
、
そ
の
ま
ま
天
界
に
導
か
れ
ま
す
。
逆

悪
い
こ
と
を
し
た
か
ら
、
地
獄
に
叩
き
落
す
の

で
は
な
く
、
む
し
ろ
自
ら
進
ん
で
い
く
霊
魂
の
集
ま

る
と
こ
ろ
で
す
。
地
獄
行
き
の
霊
魂
に
と
っ
て
は
、

愛
善
・
信
真
の
天
界
は
む
し
ろ
地
獄
な
の
で
す
。

例
え
ば
ウ
ジ
虫
を
捕
ま
え
て
、〝
こ
ち
ら
の
方
が

快
適
だ
よ
〟
と
、
清
潔
な
場
所
に
移
し
て
も
、
ウ
ジ

虫
に
と
っ
て
は
そ
の
方
が
地
獄
で
す
。

し
か
し
、
霊
魂
は
本
来
神
の
子
で
す
か
ら
、
間

違
っ
て
い
た
と
、
心
か
ら
悔
い
改
め
る
こ
と
が
で
き

る
と
、
一
条
の
光
が
射
し
て
、
中
有
界
、
さ
ら
に
天

界
に
上
が
る
霊
魂
も
あ
り
ま
す
。

死
は
霊
界
へ
の
復
活

家
族
や
友
人
、
知
人
の
死
は
大
変
悲
し
い
こ
と

で
す
。
し
か
し
、
あ
く
ま
で
も
人
の
死
は
、
人
間
の

進
化
の
一
つ
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。

そ
れ
は
、
赤
ち
ゃ
ん
が
お
母
さ
ん
か
ら
産
ま
れ

て
く
る
時
に
、
胞え

な衣
を
残
し
て
現
界
に
産
ま
れ
て
く

る
よ
う
に
、
人
は
肉
体
を
現
界
に
残
し
て
、
霊
魂
は

次
の
霊
界
へ
進
ん
で
い
く
の
で
す
。

霊
界
か
ら
見
れ
ば
そ
れ
は
死
で
は
な
く
、
ま
さ

に
復
活
な
の
で
す
。

前
述
の
通
り
、
天
人
夫
婦
の
間
に
産
ま
れ
た
霊

子
は
天
国
で
育
つ
の
で
は
な
く
、
必
ず
現
界
の
因
縁

の
夫
婦
の
間
に
そ
の
霊
子
が
授
け
ら
れ
、
肉
体
が
成

長
す
る
と
と
も
に
、
霊
魂
も
切
磋
琢
磨
し
て
向
上
し

て
い
き
ま
す
。
現
界
は
こ
の
意
味
で
霊
魂
の
修
行
場

で
あ
る
と
言
え
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
成
長
し
た
霊
魂
は
、
肉
体
か
ら
離

脱
し
て
も
、
生
前
の
意
志
、
想
念
、
感
情
を
持
ち
続

け
て
、
霊
界
で
働
き
を
続
け
ま
す
。
故
に
、
霊
魂
は

不
滅
な
の
で
す
。

霊
界
観
を
も
っ
て
現
実
的
努
力
を

霊
界
と
現
界
の
違
い
に
『
同
気
相
も
と
む
る
の
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十
三
日
か
ら
十
五
日
の
三
日
間
、
聖
地
・
天
恩
郷

で
開
催
さ
れ
た
「
開
教
百
二
十
年
慶
祝
大
本
青
少

年
祭
」
の
参
加
と
奉
納
種
目
の
成
績
を
報
告
。

引
き
続
い
て
「
長
寿
祝
式
典
」
に
移
り
、
ま
ず

出
席
者
十
八
人
を
紹
介
し
た
の
ち
、
鈴
木
花
枝
直

心
会
神
奈
川
連
合
会
長
か
ら
、
佐
橋
妹
須
子
氏
に

記
念
品
が
贈
呈
さ
れ
た
。

続
い
て
鈴
木
同
連
合
会
長
か
ら
祝
辞
が
述
べ
ら

れ
、
最
後
に
角
田
良
彦
氏
が
出
席
者
を
代
表
し
て

答
辞
を
述
べ
た
。

な
お
本
年
度
、
関
東
教
区
で
は
白
寿
二
人
、
米

寿
に
二
十
一
人
、
喜
寿
に
三
十
六
人
の
方
々
が
迎

え
ら
れ
た
。

当
日
列
席
者
＝
米
寿
／
勢
村
み
さ
を
・
飯
野
み
さ

子
・
中
川
富
美
江
（
神
奈
川
）、喜
寿
／
蔀
ト
シ
イ
（
福

島
）
久
保
田
茂
子
（
群
馬
）
飯
田
啓
子
・
福
永
よ
し
（
茨

城
）
佐
橋
妹
須
子
・
石
井
正
江
（
埼
玉
）
佐
野
恵

美
（
千
葉
）
角
田
良
彦
・
島
田
邦
光
・
萩
原
よ
ね
・

村
井
和
子
・
貴
堂
悦
子
・
阿
部
芳
子
（
東
京
）
立

石
晴
夫
・
古
山
正
治
・
中
村
静
子
（
神
奈
川
）

出
口
な
お
・
出
口
王
仁
三
郎
の
世
界
を
語
る

第
百
十
五
回
大
本
公
開
講
座
『
出
口
な
お
・
出

口
王
仁
三
郎
の
世
界
を
語
る
』
は
、
九
月
十
九
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
、
浅
田
秋
彦
東
京
宣
教
セ
ン

タ
ー
長
を
講
師
に
「
芸
術
は
宗
教
の
母
な
り—

宗

教
即
生
活
即
芸
術—

」
と
題
し
て
開
催
さ
れ
た
。

参
加
者
は
二
十
一
人
（
内
、
一
般
七
人
）。

講
座
で
は
、
大
本
の
芸
術
観
や
歴
代
教
主
の
作

品
の
特
色
な
ど
を
解
説
し
た
ほ
か
、
そ
れ
ら
作
品

を
通
じ
て
始
ま
っ
た
海
外
作
品
展
と
宗
際
化
活
動

の
後
援
名
義
が
正
式
に

承
認
さ
れ
た
こ
と
を
報

告
し
た
ほ
か
、
宣
教
セ

ン
タ
ー
時
代
を
迎
え
た

今
日
的
意
義
を
解
説
。

「
芸
術
を
通
し
て
の
宣

教
活
動
、
東
京
宣
教
セ

ン
タ
ー
で
の
『
常
設
対

外
講
座
』、
主
会
で
の

『
大
本
紹
介
講
座
』、
分

所
支
部
で
の
『
生
き
が

い
講
座
』
に
有
縁
の
方
を
ご
案
内
・
お
伝
え
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
力
説
し
た
。

次
い
で
高
野
清
埼
玉
主
会
青
年
部
長
が
、
八
月

東
光
苑
月
次
祭

東
光
苑
月
次
祭
並
び
に
秋
季
合
同
慰
霊
祭
は
九

月
九
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
六
十
人
が
参
拝
し
た
。

祭
員
は
関
東
教
区
各
主
会
青
松
会
員
、
少
年
少

女
祭
員
は
山
梨
主
会
の
小
池
翔
音
く
ん
、
礼
音
さ

ん
兄
妹
、
伶
人
は
宮
咩
会
関
東
支
部
、
大
本
神
諭

拝
読
は
野
田
榮
神
奈
川
主
会
青
松
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
、
来
年
一
月
に
開
催
さ
れ
る
『
出

口
王
仁
三
郎
と
そ
の
一
門
の
作
品
展
』
が
東
京
都

皆さまお元気で、ますますの
ご長寿をお祈り申し上げます

東
京
本
部
主
催
祭
典
・
行
事
予
定

10
月
〔
ク
リ
ー
ン
月
間
〕

14
日
（
日
）	

午
前
10
時
30
分

		

東
光
苑
月
次
祭
・
市
杵
島
姫
命
例
祭

17
日
（
水
）	

午
後
７
時
〜
８
時
30
分

		

「
出
口
な
お
・
出
口
王
仁
三
郎
の
世
界
を
語
る
」

		

講
題

今
求
め
ら
れ
る
食
・
農
・
環
境

—

今
こ
そ
、
お
土
の
こ
こ
ろ
を—

		

講
師

島
本
光
久
（［
社
］愛
善
み
ず
ほ
会
理
事
）

18
日
（
木
）	

午
後
７
時

		

第
45
回
霊
界
物
語
全
国
一
斉
拝
読
会

20
日
（
土
）	

午
前
10
時
30
分

		

第
21
回
家
庭
平
安
祈
願
祭

11
月４

日
（
日
）	

午
前
10
時
30
分

		

開
教
120
年
大
本
開
祖
大
祭
遥
拝
祭

	

11
日
（
日
）	

午
前
10
時
30
分

開
教
120
年
東
光
苑
秋
季
大
祭
・
新
穀
感
謝

祭
・
七
五
三
詣
り
（
教
主
さ
ま
ご
臨
席
）

21
日
（
水
）	

午
後
７
時
〜
８
時
30
分

		

「
出
口
な
お
・
出
口
王
仁
三
郎
の
世
界
を
語
る
」

		

講
題

人
は
何
の
た
め
に
生
き
る
の
か

—

人
生
に
と
っ
て
大
切
な
も
の—

		

講
師

森
良
秀
（
東
京
宣
教
セ
ン
タ
ー
次
長
）

23
日
（
金
・
勤
労
感
謝
の
日
）	

		

全
国
人
型
お
す
す
め
活
動
日

に
つ
い
て
紹
介
し
た
。「
神
の
経
綸
は
現
代
を
立
替

え
立
て
直
し
て
、
真
・
善
・
美
に
輝
く
〝
み
ろ
く

の
世
〟
の
実
現
が
、
今
ま
さ
に
迫
っ
て
き
て
い
る
」

と
説
い
た
。

入場
無料

大本東京本部・東京宣教セン

ターでは、大本開教１２０年を

慶祝し、来る平成２５年１月６

日から１２日までの日程で「出

口王仁三郎とその一門の作品

展」を開催いたします。首都東

京で歴代教主・教主補さまのお

作品が一堂に展示されるのは開

教以来初めてのこと。この機会

にぜひ知人・友人お誘い合わせ

の上、ご来場ください。

開催期間	 平成２５年１月６日（日）～１月１２日（土）

	 １０：００～１９：００（入館は閉館の３０分前まで）

会　　場	 北
ほく

とぴあ・地下１階展示ホール

	 （東京都北区王子１—１１—１）

	 ＪＲ京浜東北線王子駅北口より徒歩２分

	 東京メトロ南北線王子駅５番出口に直結

主　　催	「出口王仁三郎とその一門の作品展」実行委員会

後　　援	 東京都・産経新聞社

出口王仁三郎とその一門の作品展
魂の煌めき～耀盌と書画～

ＪＲ
王子駅

都電
王子駅前

東京メトロ
王子駅

北
ほく

とぴあ

飛鳥山
公園

聖徳院
卍

王子
神社


