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四よ

も方
の
国く

に

も
ら
さ
ず
お
と
さ
ず
御み

救す
く

ひ
の

教を
し
へ

の
道み

ち

に
入い

ら
し
め
給た

ま

へ

今
後
の
関
東
教
区
で
の
宣
教
活
動	

関
東
教
区
特
派
宣
伝
使	

大お
お

久く

ぼ保
　

良
り
ょ
う

関
東
教
区
の
信
徒
の
皆
さ
ま
に
は
、
日
々
ご
神
業
・
ご
生
業
に
ご
精
励
の
こ
と
と
存
じ
ま
す
。

さ
て
先
日
の
こ
と
で
す
が
、
浅
田
秋
彦
東
京
宣
教
セ
ン
タ
ー
長
よ
り
お
話
が
あ
り
、
東
京
宣
教
セ
ン
タ
ー
と
し

て
、
ま
た
関
東
教
区
特
派
宣
伝
使
と
し
て
の
宣
教
活
動
に
つ
い
て
、
浅
田
セ
ン
タ
ー
長
、
森
良
秀
東
京
宣
教
セ
ン

タ
ー
次
長
（
愛
善
宣
教
課
長
兼
務
）、
成
尾
義
愛
善
宣
教
課
主
幹
と
小
職
の
四
人
で
協
議
の
場
が
持
た
れ
ま
し
た
。

簡
単
に
そ
の
結
果
を
申
し
あ
げ
ま
す
と
、
東
京
宣
教
セ
ン
タ
ー
は
直
接
に
首
都
圏
の
愛
善
宣
教
活
動
を
実
施
す

る
こ
と
（
来
苑
者
へ
の
宣
教
活
動
、
大
本
公
開
講
座
、
常
設
講
座
等
）、
ま
た
、
直
属
信
徒
（
本
部
並
び
に
東
京
）、

首
都
圏
在
住
の
地
方
機
関
所
属
信
徒
の
教
化
育
成
に
取
り
組
む
こ
と
（
セ
ン
タ
ー
主
催
の
各
種
研
修
会
を
開
催
等
）

が
主
た
る
任
務
で
あ
り
、
特
派
宣
伝
使
は
各
主
会
の
分
所
・
支
部
の
活
性
化
に
向
け
て
教
化
育
成
す
る
こ
と
（
各

地
で
の
生
き
が
い
講
座
、
教
本
講
習
会
、
研
修
会
を
開
催
な
ど
）、
ま
た
信
徒
一
人
ひ
と
り
が
み
教
え
の
実
践
リ
ー

ダ
ー
と
な
れ
る
よ
う
、
分
所
・
支
部
長
・
役
員
・
宣
伝
使
等
を
指
導
す
る
こ
と
が
主
た
る
任
務
で
あ
る
と
の
相
互

の
役
割
の
確
認
と
業
務
の
仕
分
け
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

要
す
る
に
、
東
京
宣
教
セ
ン
タ
ー
と
特
派
宣
伝
使
の
役
割
の
線
引
き
が
必
要
で
あ
る
と
の
こ
と
で
す
、

も
ち
ろ
ん
、
月
次
祭
講
話
な
ど
に
東
京
宣
教
セ
ン
タ
ー
職
員
を
指
定
さ
れ
る
場
合
や
、
特
派
に
指
定
が
あ
っ
て

も
、
用
務
が
重
な
っ
て
出
向
で
き
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。

東
京
宣
教
セ
ン
タ
ー
は
、
各
主
会
及
び
特
派
と
連
携
し
、
支
援
し
て
ま
い
り
ま
す
と
の
こ
と
で
す
。

右
協
議
の
結
果
は
、
他
教
区
で
は
当
然
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
私
自
身
も
こ
れ
ま
で
実
践
し
て
き
た
こ

と
な
の
で
、
大
変
喜
ば
し
く
、
少
し
ず
つ
で
す
が
、
大
神
さ
ま
・
教
主
さ
ま
の
御
心
に
か
な
っ
た
、
東
京
宣
教
セ

ン
タ
ー
や
関
東
教
区
の
あ
り
方
へ
と
近
づ
い
て
い
る
と
感
じ
て
お
り
ま
す
。

今
後
、
関
東
教
区
の
信
徒
の
皆
さ
ま
に
は
、
既
述
の
東
京
宣
教
セ
ン
タ
ー
、
ま
た
、
関
東
教
区
特
派
宣
伝
使
の

役
割
を
よ
く
ご
理
解
い
た
だ
き
、
教
区
や
各
主
会
の
教
勢
発
展
の
た
め
、
ご
用
命
い
た
だ
け
れ
ば
有
り
難
く
存
じ

ま
す
。

五
代
教
主
作
灰
釉
茶
盌
銘
「
純
世
姫
」「
金
龍
海
五
大
州
茶
盌
」

六
盌
の
う
ち
の
一
盌
（
金
龍
海
大
八
洲 

土･

金
龍
海
大
八
洲
松
釉
）
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排
斥
は
な
か
な
か
収
ま
り
ま
せ
ん
。
た
ま
り
か
ね
た

聖
師
は
、
し
ば
ら
く
大
本
を
離
れ
ま
す
。
そ
し
て
京

都
市
内
で
神
官
の
勉
強
を
し
、
引
き
続
い
て
い
ろ
ん

な
教
団
・
教
派
を
ま
わ
り
、
実
地
研
修
を
し
ま
し
た
。

王
仁
三
郎
が
離
れ
た
綾
部
は
、
火
が
消
え
た
如
く

に
淋
し
く
な
っ
た
と
史
実
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

大
正
五
年
を
迎
え
た
年
、
開
祖
が
朝
夕
に
お
礼
拝

を
し
、
ご
祈
念
し
て
い
た
〈
み
ろ
く
の
神
さ
ま
〉
が
、

実
は
王
仁
三
郎
を
守
護
す
る
神
霊
で
あ
っ
た
こ
と
が

判
明
。
開
祖
も
王
仁
三
郎
の
本
霊
・
神
格
を
了
解
さ

れ
る
の
で
す
。

そ
こ
で
よ
う
や
く
幹
部
や
信
徒
も
王
仁
三
郎
に
対

す
る
考
え
を
改
め
、
王
仁
三
郎
の
思
い
が
教
え
や
組

織
の
中
で
活
か
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
存
在
が

強
く
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。

そ
し
て
大
正
六
年
、
世
に
大
本
の
教
え
を
広
め
る

た
め
の
機
関
誌
「
神
霊
界
」
が
発
刊
さ
れ
ま
す
。
そ

こ
に
は
、
王
仁
三
郎
が
開
祖
の
お
筆
先
に
漢
字
を
当

て
て
読
み
や
す
く
し
た
『
大
本
神
諭
』
を
掲
載
し
ま

し
た
。『

霊
界
物
語
』
の
発
表

王
仁
三
郎
は
妨
害
、
排
斥
運
動
が
止
ん
だ
か
ら
自

身
の
教
説
を
発
表
す
る
、
と
い
う
こ
と
を
控
え
ま
し

た
。
そ
の
前
に
、
ま
ず
開
祖
の
教
え
を
世
に
出
し
た

の
で
す
。
人
智
を
超
え
た
王
仁
三
郎
の
内
実
を
思
わ

ず
に
は
お
れ
ま
せ
ん
。

大
正
十
年
二
月
十
二
日
、
第
一
次
大
本
事
件
が
勃

発
し
ま
す
。
王
仁
三
郎
は
拘
束
さ
れ
、
百
六
十
日
後

に
未
決
監
よ
り
保
釈
さ
れ
ま
す
。

そ
れ
か
ら
し
ば
ら
く
し
た
同
年
十
月
、
昇
天
し
た

開
祖
が
聖
師
の
夢
枕
に
立
ち
、〝
高
熊
山
で
見
聞
し
た

霊
界
の
消
息
を
早
く
開
示
せ
よ
〟
と
指
示
が
く
だ
り

ま
す
。

開
祖
に
神
懸
か
り
さ
れ
た
国
常
立
尊
は
〝
わ
れ
よ

し
強
い
も
の
勝
ち
〟〝
物
質
万
能
〟
の
乱
れ
き
っ
た
世

の
中
を
立
替
え
て
、
貧
富
の
差
の
少
な
い
、
戦
争
や

病
気
、
天
災
の
な
い
地
上
天
国
に
立
直
す
と
宣
言
さ

れ
ま
す
。

そ
し
て
生
き
と
し
生
け
る
全
て
の
も
の
を
救
う
こ

と
が
神
さ
ま
の
ご
慈
悲
で
あ
り
、
そ
の
役
割
が
聖
師

王
仁
三
郎
で
瑞
み
ず
の
み
た
ま
魂
と
申
し
上
げ
ま
す
。
開
祖
の
父
神

の
働
き
に
対
し
て
、
聖
師
は
母
神
の
役
目
を
担
い
救

世
の
使
命
を
遂
行
さ
れ
ま
し
た
。

王
仁
三
郎
の
半
生
と
大
本
入
り

聖
師
王
仁
三
郎
は
京
都
府
亀
岡
市
曽
我
部
町
穴
太

で
生
ま
れ
、
幼
名
を
上
田
喜
三
郎
と
申
し
ま
し
た
。

上
田
家
は
元
来
名
家
で
し
た
が
、
祖
父
の
博
打
好
き

に
よ
っ
て
家
は
没
落
し
、
王
仁
三
郎
が
生
ま
れ
る
こ

ろ
に
は
、
田
畑
を
地
主
か
ら
借
り
て
耕
作
す
る
貧
し

い
小
作
農
家
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
た
め
自
身

も
奉
公
に
出
る
な
ど
、
幼
少
期
か
ら
苦
労
が
絶
え
ま

せ
ん
で
し
た
。

し
か
し
王
仁
三
郎
は
、
こ
の
時
期
の
苦
労
を
神
さ

ま
の
ご
恩
寵
で
あ
り
、
自
分
の
将
来
に
と
っ
て
有
難

い
こ
と
で
あ
っ
た
と
感
謝
し
て
い
ま
す
。

明
治
三
十
一
年
、
満
二
十
六
歳
の
時
に
、
神
命
に

よ
っ
て
地
元
の
霊
山
・
高
熊
山
で
一
週
間
の
修
行
を

行
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
が
王
仁
三
郎
の
生
涯
の
大
き

な
転
機
と
な
り
、
宗
教
者
と
し
て
の
強
い
気
持
ち
が

開
眼
。
救
世
の
大
使
命
を
自
覚
す
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。

高
熊
山
の
修
行
は
一
時
間
神
界
の
修
行
を
さ
せ
ら

れ
る
と
、
現
界
は
二
時
間
の
比
例
で
修
行
を
さ
せ
ら

れ
ま
し
た
。
し
か
し
二
時
間
の
現
界
の
修
行
よ
り
、

一
時
間
の
神
界
の
修
行
の
ほ
う
が
数
十
倍
も
苦
し

か
っ
た
と
『
霊
界
物
語
』
に
記
し
て
い
ま
す
。

二
人
の
教
祖

大
本
の
特
徴
の
一
つ
と
し
て
、
一
つ
の
教
団
で
二

人
の
教
祖
を
も
っ
て
い
ま
す
。
開
祖
出
口
な
お
と
、

そ
の
娘
婿
で
あ
る
聖
師
出
口
王
仁
三
郎
で
す
。
二
人

は
そ
れ
ぞ
れ
に
働
き
、
役
目
、
役
割
が
違
い
ま
す
。

開
祖
な
お
は
、
家
族
で
い
う
と
こ
ろ
の
父
親
の

役
割
を
担
い
、
教
義
的
に
は

厳

い
ず
の
み
た
ま

魂
と
申
し
上
げ
、

経
綸
の
預
言
者
で
あ
り
遂
行
者
で
す
。

経
綸
と
は
、
私
た
ち
の
住
ん
で
い
る
現
界
、
そ
し

て
死
ん
で
か
ら
行
く
霊
界
（
天
界
と
幽
界
）、
こ
の
三

界
の
各
境
域
を
治
め
整
え
て
い
く
方
策
、
仕
組
み
を

示
し
た
も
の
で
す
。

こ
の
三
界
の
経
綸
の
中
身
が
大
本
開
祖
に
よ
っ
て

初
め
て
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
す
。

季
節
は
旧
の
二
月
、
大
変
寒
い
時
期
に
襦
袢
一
枚

で
固
い
岩
盤
の
上
に
座
布
団
も
な
く
、
そ
の
上
一
週

間
一
滴
の
水
も
飲
む
こ
と
も
許
さ
れ
ま
せ
ん
。
目
の

前
の
木
の
葉
の
滴
を
、
自
由
に
舐
め
る
こ
と
す
ら
で

き
な
い
の
で
す
。
そ
の
よ
う
な
中
に
あ
っ
て
、
水
の

ご
恩
、
食
べ
物
の
ご
恩
と
い
う
も
の
を
徹
底
的
に
悟
っ

て
い
き
ま
す
。

さ
ら
に
一
週
間
誰
に
も
会
わ
な
い
の
で
、
無
性
に

寂
し
く
な
っ
て
き
ま
す
。『
た
と
え
虎
狼
で
も
か
ま
わ

な
い
。
生
あ
る
動
物
で
あ
っ
た
ら
そ
の
姿
な
り
と
一

眼
見
た
い
』
と
憧
れ
る
思
い
に
ま
で
達
し
ま
し
た
。

こ
う
し
て
、
生
物
な
ど
万
有
に
対
す
る
慈
悲
心
が
発

芽
し
て
、
つ
い
に
人
類
愛
善
、
万
教
同
根
の
宗
教
的

活
動
と
し
て
昇
華
し
て
い
き
ま
し
た
。

高
熊
山
修
行
の
あ
と
、
王
仁
三
郎
に
〝
西
北
さ
し

て
い
け
〟
と
の
神
命
が
下
り
ま
す
。
亀
岡
市
か
ら
西

北
の
方
と
は
、
なヽ
おヽ
の
い
る
綾
部
市
が
あ
る
方
角
で

す
。こ

の
邂
逅
に
よ
り
、
出
口
な
お
と
王
仁
三
郎
が
力

を
合
わ
せ
て
、
大
本
の
神
業
を
世
に
広
め
て
い
く
こ

と
に
な
り
ま
す
。

な
お
は
筆
先
を
通
し
て
〝
ど
の
よ
う
に
し
て
こ
の

世
の
中
を
良
く
し
て
い
く
か
〟
と
い
う
道
筋
を
明
ら

か
に
し
ま
し
た
。
一
方
王
仁
三
郎
は
、
そ
の
経
綸
を

遂
行
し
て
い
く
上
で
、
す
べ
て
の
生
き
と
し
生
け
る

も
の
を
救
い
引
き
上
げ
る
救
世
神
の
働
き
を
行
い
ま

す
。し

か
し
、
大
本
入
り
し
て
十
年
の
間
は
、
王
仁
三

郎
を
数
々
の
苦
労
が
待
ち
受
け
て
い
ま
し
た
。
当
時

の
幹
部
は
ほ
と
ん
ど
が
なヽ
おヽ
寄
り
で
、
突
然
現
れ
た

王
仁
三
郎
は
邪
魔
者
扱
い
で
、
幾
た
び
も
妨
害
に
遭

い
ま
す
。

翌
明
治
三
十
三
年
に
は
開
祖
の
末
子
す
み
と
結
婚

し
、
長
女
も
生
ま
れ
ま
す
が
、
王
仁
三
郎
に
対
す
る

講師  森
もり

良
よし

秀
ひで

（東京宣教センター次長）
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上
で
大
本
の
宇
宙
観
、
神
霊
観
、
人
生
観
な
ど
教
理

が
整
然
と
し
て
い
る
」
と
法
廷
に
て
明
確
に
示
さ
れ

ま
し
た
。

そ
し
て
、
治
安
維
持
法
は
無
罪
と
な
り
ま
す
。
不

敬
罪
で
五
年
の
刑
が
下
り
ま
す
が
、
六
年
八
ヵ
月
未

決
監
に
入
っ
て
い
た
た
め
、
す
ぐ
に
保
釈
の
手
続
き

が
取
ら
れ
ま
し
た
。

さ
ら
に
、
王
仁
三
郎
は
こ
の
裁
判
に
お
け
る
賠
償

権
を
一
切
放
棄
し
ま
し
た
。『
日
本
は
敗
戦
を
迎
え
て

国
民
は
大
変
な
苦
し
み
の
中
に
い
る
、
そ
の
国
民
の

血
税
か
ら
も
ら
っ
て
、
賠
償
し
て
も
ら
う
気
持
ち
は

毛
頭
な
い
』
と
宣
言
し
、
大
本
は
自
主
再
建
の
道
を

選
び
ま
す
。

使
命
を
果
た
せ
る
世
の
中
に

終
戦
後
の
昭
和
二
十
年
暮
れ
に
、
朝
日
新
聞
の
記

者
が
今
後
の
世
界
に
つ
い
て
尋
ね
た
の
に
対
し
て
、

こ
の
よ
う
に
答
え
て
い
ま
す
。

『
本
当
の
世
界
平
和
は
、
全
世
界
の
軍
備
が
撤
廃
し

た
と
き
に
初
め
て
実
現
さ
れ
、
今
そ
の
時
代
が
近
づ

き
つ
つ
あ
る
』

昭
和
二
十
年
十
二
月
八
日
大
本
事
件
解
決
奉
告
祭

が
お
こ
な
わ
れ
て
、
新
生
大
本
は
こ
こ
に
「
愛
善
苑
」

と
し
て
再
出
発
し
ま
す
。
愛
善
苑
の
「
苑
」
を
国
構

え
の
「
園
」
に
さ
れ
な
か
っ
た
の
は
、
囲
い
、
垣
根

を
な
く
し
て
、「
あ
な
た
も
愛
善
」「
わ
た
し
も
愛
善
」、

み
ん
な
が
仲
良
く
な
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い

と
の
王
仁
三
郎
の
深
い
意
図
が
こ
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

王
仁
三
郎
は
、救
世
の
預
言
者
と
し
て
『
霊
界
物
語
』

を
著
し
、
人
群
万
類
の
生
あ
る
す
べ
て
の
も
の
が
そ

れ
ぞ
れ
神
さ
ま
か
ら
い
た
だ
い
た
生
命
を
全
う
で
き

る
、
そ
し
て
使
命
を
果
た
せ
る
世
界
、「
み
ろ
く
の
世
」

「
人
類
愛
善
世
界
」
を
建
設
す
る
こ
と
に
生
涯
を
か
け

ら
れ
ま
し
た
。

し
た
。
そ
こ
に
は
、
世
界
主
義
・
国
際
主
義
・
イ
ン
タ
ー

ナ
シ
ョ
ナ
ル
的
な
面
と
、
日
本
の
民
族
的
な
伝
統
文

化
や
国
風
な
ど
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
ー
の
面
を
大
事

に
す
る
国
粋
主
義
、
こ
の
両
面
を
打
ち
出
し
て
い
き

ま
す
。

こ
こ
で
い
う
国
粋
主
義
と
は
、
決
し
て
偏
狭
な
も

の
で
は
な
く
、
私
た
ち
一
人
ひ
と
り
の
顔
や
姿
形
が

す
べ
て
違
う
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
は
働
き
、
使

命
が
違
う
と
い
う
こ
と
を
説
い
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら

は
大
本
の
教
え
の
根
幹
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
で

す
。さ

ら
に
信
徒
は
霊
界
物
語
の
拝
読
を
通
し
て
、
天

国
を
自
分
自
身
の
心
の
中
に
築
か
な
け
れ
ば
い
け
な

い
こ
と
や
、
信
仰
の
力
に
よ
っ
て
身
魂
磨
き
を
し
て
、

内
面
を
深
め
て
い
か
な
な
け
れ
ば
い
け
な
い
こ
と
が

教
化
さ
れ
て
い
き
ま
し
た
。

こ
の
こ
と
は
大
本
信
仰
の
基
本
的
な
考
え
と
し
て

確
立
し
ま
し
た
。

世
界
に
広
が
る
大
本
の
教
え

そ
の
後
、
王
仁
三
郎
は
そ
の
国
際
主
義
、
世
界
主

義
を
具
現
化
し
て
い
く
た
め
に
、
様
々
な
こ
と
に
取

組
み
始
め
ま
す
。

一
つ
は
、
大
正
十
二
年
に
世
界
共
通
語
エ
ス
ペ
ラ

ン
ト
を
大
本
に
採
用
。
そ
の
二
年
後
に
は
人
類
愛
善

会
欧
州
本
部
を
設
置
し
、
職
員
を
派
遣
し
ま
し
た
。

現
地
で
は
、
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
機
関
紙
『
大
本
イ
ン
テ

ル
ナ
テ
ィ
ー
ア
』
を
毎
月
発
行
し
て
文
書
宣
伝
活
動

を
展
開
し
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
多
く
の
エ
ス
ぺ
ラ
ン

チ
ス
ト
が
大
本
の
主
義
精
神
や
活
動
に
賛
同
し
ま
し

た
。大

正
十
四
年
か
ら
昭
和
に
入
っ
て
い
く
過
程
の
中

で
、
世
界
は
大
戦
へ
と
向
か
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の

中
で
王
仁
三
郎
は
、
北
京
で
世
界
宗
教
連
合
会
を
発

会
し
ま
す
。
中
国
だ
け
で
な
く
朝
鮮
や
ベ
ト
ナ
ム
、

ド
イ
ツ
、
ブ
ル
ガ
リ
ア
と
い
っ
た
国
々
か
ら
民
族
宗

教
の
リ
ー
ダ
ー
が
集
ま
り
ま
す
。

今
日
で
こ
そ
世
界
の
各
宗
教
が
話
し
合
い
の
場
を

持
っ
た
り
、
共
同
の
祭
典
を
執
り
行
っ
た
り
す
る
こ

と
は
珍
し
い
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
当
時
は
誰

も
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
し
た
。

第
一
次
世
界
大
戦
の
悲
惨
な
状
況
を
見
せ
ら
れ
た

世
界
の
人
々
は
、
お
互
い
に
仲
良
く
し
て
も
っ
と
協

力
し
合
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
宗

教
の
和
合
が
大
事
だ
と
い
う
思
い
を
持
つ
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
宗
教
や
民
族
、
そ
し
て
国
家
の
垣
根
を

取
り
払
っ
て
お
互
い
手
を
携
え
て
い
こ
う
と
い
う
考

え
で
す
。

当
時
の
大
本
は
、
人
類
愛
善
・
万
教
同
根
を
提
唱

し
平
和
主
義
、
国
際
主
義
を
全
面
に
打
ち
出
し
な
が

ら
、
勢
い
す
ご
く
国
内
外
に
広
が
っ
て
い
き
ま
し
た
。

そ
の
動
き
に
対
し
て
、
国
家
神
道
を
掲
げ
る
国
家

権
力
は
、
大
本
の
再
弾
圧
を
水
面
下
で
進
め
て
い
ま

し
た
。

昭
和
十
年
十
二
月
八
日
、
第
二
次
大
本
事
件
が
起

こ
り
ま
す
。
裁
判
所
の
結
審
が
出
る
前
か
ら
、
教
団

の
建
物
は
次
々
と
壊
さ
れ
、
境
内
地
は
破
格
の
安
価

で
売
却
さ
れ
て
い
き
ま
し
た
。

第
一
審
で
王
仁
三
郎
は
、
治
安
維
持
法
違
反
、
不

敬
罪
、
新
聞
紙
法
違
反
等
の
罪
状
で
無
期
懲
役
の
判

決
が
下
り
ま
し
た
。
第
二
審
は
裁
判
長
が
宗
教
に
造

詣
の
深
い
方
で
、
王
仁
三
郎
と
の
答
弁
も
ツ
ボ
に
は

ま
る
よ
う
に
な
り
、
裁
判
長
と
の
問
答
も
真
剣
味
を

増
し
て
、
ぐ
ん
ぐ
ん
内
容
が
深
ま
っ
て
い
き
ま
し
た
。

そ
の
結
果
、「
大
本
の
根
本
目
的
で
あ
る
〝
み
ろ
く

神
政
成
就
〟
は
公
訴
事
実
で
言
う
〝
不
逞
な
意
義
目
的
〟

を
持
つ
も
の
で
な
い
。〝
国
体
変
革
の
意
図
あ
り
〟
と

す
る
証
拠
は
、
一
点
も
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た

こ
れ
を
受
け
て
同
月
十
八
日
か
ら
、
事
件
に
よ
る

大
本
神
殿
が
当
局
に
よ
っ
て
壊
さ
れ
る
破
壊
音
を
聞

き
な
が
ら
『
霊
界
物
語
』
の
口
述
が
始
ま
り
ま
し
た
。

口
述
と
は
王
仁
三
郎
が
語
っ
た
言
葉
を
筆
録
者
が

筆
記
し
て
い
く
も
の
で
、
三
日
に
一
冊
が
仕
上
が
る

早
さ
で
し
た
。
一
巻
が
三
五
〇
か
ら
三
八
〇
頁
程
あ

り
、
に
わ
か
に
信
じ
ら
れ
な
い
ペ
ー
ス
で
進
め
ら
れ

た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
大
正
十
五
年
に
は
七
十
二

巻
ま
で
で
き
あ
が
り
、
最
終
的
に
全
八
十
一
巻

八
十
三
冊
ま
で
口
述
し
ま
す
。

物
語
の
中
に
は
、
現
界
、
天
界
、
幽
界
の
消
息
が

記
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
過
去
・
現
在
・
未
来
の

時
間
空
間
を
超
え
た
、
世
界
中
の
様
々
な
地
域
や
言

語
も
出
て
き
ま
す
。
熱
帯
地
方
の
話
に
な
る
と
真
冬

で
も
「
暑
い
暑
い
」
と
汗
を
か
き
な
が
ら
口
述
し
て

い
た
と
い
う
逸
話
も
あ
り
ま
す
。
王
仁
三
郎
の
肉
体

は
そ
こ
に
横
臥
し
て
い
て
も
、
神
霊
は
霊
界
や
現
界

の
世
界
を
巡
っ
て
い
た
の
で
す
。

こ
の
『
霊
界
物
語
』
が
発
表
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、

教
団
は
大
き
く
変
わ
っ
て
い
き
ま
す
。

な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
ま
で
の
大
本
の
教
え
は
お
筆
先

の
み
で
、
当
時
の
幹
部
で
も
そ
の
解
釈
を
誤
解
し
、

真
意
を
理
解
し
て
い
な
い
部
分
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま

し
た
。

例
え
ば
『
日
本
は
神
国
で
あ
る
ぞ
よ
、
外
国
は
獣

の
国
で
あ
る
ぞ
よ
』
の
ご
教
示
を
字
面
だ
け
読
む
と
、

外
国
は
野
蛮
な
国
で
日
本
ほ
ど
結
構
な
国
は
な
い
と

い
う
、
排
他
的
で
間
違
っ
た
国
粋
主
義
的
思
想
と
な

り
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
思
想
に
大
本
の
教
義
も
混
乱

し
、
ま
た
国
家
当
局
の
誤
解
を
招
き
、
弾
圧
を
受
け

る
こ
と
に
つ
な
が
り
ま
し
た
。

し
か
し
、『
霊
界
物
語
』
の
発
表
は
信
徒
を
し
て
偏

狭
な
思
想
の
理
解
か
ら
、「
人
類
愛
善
」「
万
教
同
根
」

と
い
う
普
遍
的
な
教
え
へ
と
進
歩
向
上
し
て
い
き
ま
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こ
と
に
触
れ
、
本
年
七

月
十
五
日
に
教
主
さ
ま

が
五
十
六
歳
七
ヵ
月
を

お
迎
え
に
な
る
こ
と
を

紹
介
。
ま
た
東
京
・
鎌

倉
で
の
作
品
展
や
Ｎ
Ｈ

Ｋ
の
番
組
を
通
じ
て
大

本
の
知
名
度
が
高
ま
っ

た
こ
と
を
引
用
し
「
親

切
の
限
り
を
尽
く
し
て
、
聖
地
ま
で
ご
案
内
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
し
ょ
う
」
と
述
べ
た
。

続
い
て
「
美
か
ら
の
門
戸
を
開
く
た
め
に
（
芸

術
活
動
）」
を
テ
ー
マ
に
、
浅
田
セ
ン
タ
ー
長
が
講

話
を
行
い
、
海
外
芸
術
展
か
ら
宗
際
化
活
動
に
つ

な
が
る
ご
神
業
に
つ
い
て
説
い
た
。

次
い
で
奉
納
行
事
が
行
わ
れ
、
東
京
主
会
の
コ
ー

ラ
ス
グ
ル
ー
プ
〝
あ
づ
ま
〟
の
皆
さ
ん
が
愛
善
歌
「
瑞

声
（L

a
 v

o ĉo
 d

e M
izu

）」
を
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
混

声
四
部
合
唱
で
奉
納
し
た
。

出
口
な
お
・
出
口
王
仁
三
郎
の
世
界
を
語
る

第
百
二
十
三
回
大
本
公
開
講
座
『
出
口
な
お
・

王
仁
三
郎
の
世
界
を
語
る
２
０
１
３
』
は
、
五
月

十
五
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
タ
ー
次
長
を
講
師
に
「
出
口
王
仁
三
郎
の
預

言
〜
み
ろ
く
の
世
の
姿
〜
」
と
題
し
て
開
催
さ
れ

た
。
参
加
者
は
二
十
二
人
（
内
、
一
般
九
人
）。

講
座
で
は
、
国
祖
の
神
が
築
こ
う
と
さ
れ
て
い

る
地
上
天
国
〝
み
ろ
く
の
世
〟
に
つ
い
て
、
教
典

を
引
用
し
な
が
ら
政
治
・
生
活
・
教
育
な
ど
に
ス

ポ
ッ
ト
を
当
て
て
解
説
。「
み
ろ
く
の
世
が
到
来
す

繁
栄
祈
願
祭
祝
詞
」
を

奏
上
し
、
全
国
か
ら
申

し
込
ま
れ
た
百
九
十
一

社
の
企
業
や
団
体
の
名

前
が
読
み
あ
げ
ら
れ
、

世
界
経
済
の
発
展
と
繁

栄
を
祈
願
し
た
。

続
い
て
参
拝
者
全
員

が
玉
串
を
お
供
え
し
、

斎
主
の
先
達
で
「
神
言
」
を
奏
上
。
讃
美
歌
を
斉

唱
し
て
祭
典
を
終
え
た
。

祭
典
後
、
東
光
経
友
会
を
代
表
し
て
浅
田
秋
彦

同
会
幹
事
長
が
あ
い
さ
つ
を
の
べ
、
続
い
て
多
田

博
是
大
成
建
設
株
式
会
社
副
社
長
が
記
念
講
演
を

行
っ
た
。

東
光
苑
月
次
祭

東
光
苑
月
次
祭
・
市
杵
島
姫
命
例
祭
は
五
月

十
二
日
、
午
前
十
時
三
十
分
か
ら
、
教
主
さ
ま
ご

臨
席
、
斎
主
・
和
田
桂
一
祭
務
課
長
の
も
と
執
行

さ
れ
、
三
百
四
十
人
が
参
拝
し
た
。

祭
員
は
埼
玉
主
会
、
伶
人
は
宮
咩
会
関
東
支
部
、

大
本
神
諭
拝
読
は
旗
手
彬
人
神
奈
川
主
会
長
、
添

釜
は
東
京
主
会
玉
松
分

所
の
信
徒
ら
が
担
当
し

た
。祭

典
後
、
東
京
本
部

を
代
表
し
て
浅
田
秋
彦

東
京
宣
教
セ
ン
タ
ー
長

が
あ
い
さ
つ
に
た
ち
、

去
る
五
月
四
日
に
教
主

生
誕
祭
が
執
行
さ
れ
た

企
業
繁
栄
祈
願
祭

今
年
で
第
三
十
一
回
目
を
迎
え
た
企
業
繁
栄
祈

願
祭
は
、
四
月
二
十
一
日
に
執
り
行
わ
れ
、
全
国

各
地
か
ら
八
十
七
人
が
参
拝
し
た
。

祭
典
は
、
祓
式
行
事

に
続
い
て
斎
主
が
大
神

さ
ま
に
「
企
業
繁
栄
祈

願
大
神
奏
上
祝
詞
」
を

奏
上
。
続
い
て
一
同
で

「
天
津
祝
詞
」
を
奏
上

し
た
。

次
い
で
斎
主
が
市
杵

島
姫
命
さ
ま
に
「
企
業

東
光
苑
祭
典
・
行
事
予
定

６
月９

日
（
日
）	

午
前
10
時
30
分
執
行

東
光
苑
月
次
祭
・
世
界
平
和
祈
願
祭

市
杵
島
姫
命
例
祭

 

19
日
（
水
）	

午
後
７
時
〜
８
時
30
分

  

「
出
口
な
お
・
王
仁
三
郎
の
世
界
を
語
る
2013
」

	

講
題

日
本
及
び
日
本
人
の
使
命

〜
日
本
は
世
界
の
要
〜

 

講
師

浅
田
秋
彦
（
東
京
宣
教
セ
ン
タ
ー
長
）

 
 

会
場

航
空
会
館
（
港
区
新
橋
１—

18—

１
）

７
月

 

14
日
（
日
）	

午
前
10
時
30
分
執
行

 
 

東
光
苑
月
次
祭

 

17
日
（
水
）	

午
後
７
時
〜
８
時
30
分

  

「
出
口
な
お
・
王
仁
三
郎
の
世
界
を
語
る
2013
」

	

講
題

神
と
人
〜
人
は
神
の
子
神
の
宮
〜

 
 

講
師

森

良
秀
（
東
京
宣
教
セ
ン
タ
ー
次
長
）

斎主の和田祭務課長（下段中央）
と祭員ご奉仕の埼玉主会の皆さん

斎主によって申込企業名が奏上
され、弥栄と繁栄を祈願した

勤続 44 年の中で指針とした
人生訓を紹介された多田先生

大本常設対外講座ただいま開催中！
開催曜日 毎週：月・水・金曜日 

 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階ご神前（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）

参加費
無　料

る
た
め
に
は
、
自
己
の
霊
魂
を
研み
が

い
て
、
水
晶
の

身
魂
に
立
替
え
る
こ
と
が
ま
ず
求
め
ら
れ
る
」
と

結
ん
だ
。

参
加
者
か
ら
は
「
出
口
王
仁
三
郎
の
著
書
な
ど

に
よ
れ
ば
、
み
ろ
く
の
世
は
な
か
な
か
実
現
が
難

し
く
思
え
る
が
、
比
喩
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
か

ら
で
、
み
ろ
く
の
世
は
既
に
現
在
に
も
見
え
隠
れ

し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
（
四
十
四
歳
・

男
性
・
一
般
）」「
王
仁
三
郎
聖
師
の
言
葉
（
預
言
）

が
現
代
社
会
に
示
唆
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
多
さ
に

感
銘
と
共
感
を
覚
え
ま
し
た
（
四
十
六
歳
・
男
性
・

一
般
）」
な
ど
の
声
が
聞
か
れ
た
。

１９９８年に結成された東京主会の
コーラスグループ「あづま」の皆さん


