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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

日
本
の
針
路
、
脱
原
発	

東
京
宣
教
セ
ン
タ
ー
次
長	

森も
り

　
良よ

し

秀ひ
で

巻
頭
言
の
拙
稿
を
書
き
つ
け
て
い
る
と
、
上
野
の
山
の
ふ
も
と
不
忍
通
り
を
走
る
選
挙
カ
ー
か
ら
、
立

候
補
者
の
名
前
が
建
物
の
事
務
所
ま
で
響
い
て
き
た
。
き
ょ
う
は
、
参
議
院
選
挙
の
公
示
日
で
あ
る
。

国
民
に 

関
心
の
高
い
経
済
政
策
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
な
ど
と
と
も
に
、
原
発
政
策
が
主
要
な
争
点
に
な
り
そ

う
で
あ
る
。

原
発
ゼ
ロ
を
目
指
す
各
党
の
是
非
は
、
政
権
与
党
の
一
つ
の
政
党
が
反
対
し
、
そ
れ
以
外
の
政
党
は
賛

成
で
あ
る
。
福
島
第
一
原
発
の
問
題
を
抱
え
る
中
で
、
日
本
の
総
理
大
臣
が
原
発
の
再
稼
働
や
海
外
輸
出

に
前
向
き
に
取
り
組
む
姿
に
違
和
感
を
覚
え
る
。

去
る
五
月
十
九
日
、
私
は
福
島
県
双
葉
郡
大
熊
町
の
非
常
警
戒
区
域
に
入
っ
た
。
人
気
の
な
い
現
場
に

立
つ
と
、
そ
こ
は
荒
廃
し
た
家
屋
や
田
畑
が
広
が
る
。
途
方
も
な
い
寂
寥
感
が
襲
う
。
そ
し
て
、
無
性
に

悲
し
さ
が
込
み
あ
げ
て
き
た
。
原
発
事
故
以
来
、
こ
の
町
は
時
間
が
止
ま
っ
て
い
る
か
の
よ
う
だ
。
首
に

か
け
る
放
射
能
測
定
器
の
数
値
が
、
滞
在
時
間
と
と
も
に
少
し
ず
つ
高
く
な
る
の
が
気
に
か
か
る
。

今
な
お
十
五
万
人
が
避
難
生
活
を
強
い
ら
れ
、
事
故
原
因
も
わ
か
ら
ず
、
収
束
の
目
途
も
つ
か
な
い
。

太
陽
光
、
風
力
、
潮
力
、
バ
イ
オ
マ
ス
な
ど
の
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
へ
の
転
換
、
脱
原
発
は
、
半
数
以

上
の
国
民
が
望
ん
で
い
る
。

昨
年
の
瑞
性
大
祭
に
教
主
さ
ま
は
『
原
子
力
の
問
題
は
、
単
な
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
問
題
で
は
な
く
、
未
来

永え
い
ご
う劫

に
わ
た
っ
て
地
球
上
の
す
べ
て
の
生
命
を
脅
か
す
、
大
き
な
生
命
倫
理
問
題
』
と
述
べ
ら
れ
た
。

私
た
ち
は
、
こ
の
た
び
の
選
挙
に
高
い
識
見
と
深
い
洞
察
に
立
つ
候
補
者
を
国
会
に
送
り
出
す
使
命
が

あ
る
。
日
本
の
針
路
を
誤
ら
な
い
た
め
に
。
小
紙
が
発
行
さ
れ
た
頃
に
は
、
す
で
に
国
民
の
審
判
は
下
っ

て
い
る
。

ま
た
一
方
、
私
た
ち
は
日
常
生
活
の
中
で
、
と
り
わ
け
こ
れ
か
ら
の
時
候
、
三
伏
の
夏
の
盛
り
を
、
省
エ
ネ
、

節
電
に
励
み
た
い
。

五
代
教
主
作
灰
釉
茶
盌
銘
「
沓
島
（
く
つ
じ
ま
）」

（
金
龍
海
沓
島 

土･

金
龍
海
周
辺
松
＋
鉱
泉
鉄
釉
）
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宗
派
が
違
っ
て
も
本
来
手
を
携
え
る
べ
き
も
の
で
あ
る

と
教
え
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
し
て
多
様
性
を
認
め
る

こ
と
も
よ
く
言
わ
れ
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
〝
自
分
以
外

の
も
の
の
存
在
を
受
け
入
れ
な
さ
い
〟
と
い
う
思
想
が

あ
り
ま
す
。

医
者
と
い
う
立
場
で
は
、
普
通
は
医
者
の
視
点
で
し

か
患
者
さ
ん
を
診
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
す
が
、
私

自
身
二
十
歳
の
と
き
に
Ｂ
型
肝
炎
を
発
症
し
ま
し
た
。

そ
れ
以
降
、
患
者
側
か
ら
の
視
点
を
も
て
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
そ
の
体
験
も
あ
っ
て
、
大
学
卒
業
後
は
消

化
器
内
科
医
に
な
り
、
肝
臓
を
専
門
に
診
て
き
ま
し
た
。

二
〇
〇
五
年
に
は
看
護
医
療
学
部
に
異
動
と
な
り
、
そ

こ
で
「
慢
性
病
態
学
」「
終
末
期
病
態
学
」
を
担
当
す

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

医
学
の
世
界
で
は
、
臓
器
別
に
患
者
さ
ん
を
診
る
の

で
す
が
、
看
護
医
療
学
部
の
「
慢
性
病
態
学
」
と
「
終

末
期
病
態
学
」
は
少
し
違
う
視
点
で
病
気
や
患
者
さ
ん

を
眺
め
る
こ
と
に
な
り
、
医
療
に
関
し
て
他
の
医
師
と

は
違
う
認
識
を
持
て
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

急
性
疾
患
と
慢
性
疾
患

急
性
疾
患
と
は
、
短
期
間
（
一
ヵ
月
～
三
ヵ
月
以
内
）

に
治
る
病
気
で
す
。
病
気
の
治
療
は
集
中
的
に
病
院
で

行
わ
れ
、
医
療
者
側
が
主
導
権
を
握
り
、〝
指
導
協
力
型
〟

の
要
素
が
強
く
、
現
在
日
本
の
病
院
で
行
わ
れ
て
い
る

医
療
は
ほ
と
ん
ど
こ
の
形
で
す
。

そ
れ
に
対
し
て
慢
性
疾
患
は
、
病
院
内
で
治
る
も
の

で
は
な
く
、
患
者
の
生
活
の
場
が
医
療
の
場
と
な
り
ま

す
。
従
っ
て
、
主
体
は
患
者
に
移
り
ま
す
。
医
療
者
と
患

者
の
関
係
も
〝
相
互
参
加
型
〟
と
な
っ
て
、
治
療
的
と
い

う
よ
り
も
教
育
的
要
素
が
強
く
な
る
の
が
特
徴
で
す
。

そ
の
昔
、〝
病
気
に
な
っ
た
ら
安
静
に
し
な
さ
い
〟

と
強
調
さ
れ
た
時
代
が
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
人
間

の
体
は
動
か
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
活
性
化
さ
れ
回
復

す
る
の
で
す
。
ま
し
て
慢
性
疾
患
に
お
い
て
は
な
お
さ

ら
で
す
。
糖
尿
病
、
脂
質
異
常
症
（
高
脂
血
症
）、
肝

そ
し
て
、
今
後
重
要
に
な
っ
て
く
る
と
考
え
ら
れ
る

関
係
性
が
「
協
働
作
業
」
で
す
。
自
覚
症
状
に
乏
し
い

慢
性
疾
患
や
生
活
習
慣
病
に
対
し
て
、
医
療
者
と
患
者

が
互
い
に
提
供
し
共
有
し
た
情
報
を
元
に
、
医
療
の
方

針
を
交
渉
し
合
い
、
合
意
し
た
部
分
か
ら
医
療
行
為
を

行
う
と
い
う
関
係
性
で
す
。
こ
こ
で
は
、
患
者
と
医
療

者
は
横
の
関
係
性
に
な
り
、
大
人
と
大
人
の
関
係
性
で

あ
る
と
も
い
え
ま
す
。

一
つ
は
、
慢
性
疾
患
が
増
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
、

も
う
一
つ
は
国
民
の
教
育
レ
ベ
ル
が
全
体
に
高
く
な
っ

て
き
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
協
働
作
業
の
関
係
性
が
ま
す

ま
す
重
要
に
な
っ
て
き
ま
す
。

健
康
生
成
論

皆
さ
ん
が
病
気
に
対
し
て
も
つ
イ
メ
ー
ジ
は
、「
健

康
」
が
あ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
「
病
気
」
に
な
り
、
そ
の

先
に
「
死
」
が
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
が
か
け
離
れ
た
も
の

と
し
て
考
え
が
ち
で
す
。
し
か
し
、
実
際
に
は
健
康
か

ら
病
気
に
な
り
死
ぬ
ま
で
は
連
続
性
の
も
の
で
あ
り
、

境
界
は
な
く
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
。
健
康
診
断
な
ど
で

検
査
を
し
た
結
果
、
異
常
が
見
つ
か
っ
た
け
れ
ど
も
、

自
覚
症
状
は
何
も
な
い
。
そ
し
て
こ
の
状
態
が
続
く
と
、

自
覚
症
状
や
身
体
の
障
害
を
来
す
よ
う
に
な
り
、
や
が

て
致
死
的
病
態
に
な
り
、
死
に
至
る
。
こ
う
い
う
状
況

が
、
健
康
か
ら
死
ま
で
の
連
続
性
で
す
。
健
康
か
病
気

か
を
は
っ
き
り
と
分
け
て
判
断
す
る
こ
と
は
と
て
も
難

し
い
の
で
す
。

病
気
の
対
処
は
今
ま
で
の
医
療
で
は
「
病
因
追
求
論
」

で
や
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
病
気
を
中
心
に
置
く

疾
病
中
心
主
義
で
あ
り
、
病
気
の
原
因
を
追
求
し
て
そ

れ
を
排
除
し
て
治
療
す
る
と
い
う
考
え
方
で
す
。
例
え

ば
、
抗
生
物
質
で
細
菌
を
や
っ
つ
け
る
、
ガ
ン
が
あ
れ

ば
そ
れ
を
切
り
取
る
と
い
う
方
法
で
す
。

し
か
し
、
最
近
は
〝
健
康
生
成
論
〟
と
い
う
健
康
中

心
主
義
の
考
え
方
が
注
目
さ
れ
は
じ
め
て
い
ま
す
。

健
康
な
部
分
に
注
目
し
、
そ
れ
を
育
て
る
こ
と
で
解

臓
病
な
ど
も
、
安
静
に
と
言
わ
れ
て
い
た
た
め
に
、
さ

ら
に
肥
満
が
増
え
て
病
気
を
悪
化
さ
せ
て
し
ま
っ
た
と

い
う
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。

慢
性
病
は
、
情
報
の
病
気
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
言

え
ま
す
。
慢
性
病
患
者
の
多
く
は
、
自
覚
症
状
と
い
う

自
分
の
情
報
を
持
ち
ま
せ
ん
。
あ
る
状
況
が
持
続
し
、

そ
れ
が
統
計
的
に
将
来
ど
の
よ
う
な
病
気
や
障
害
を
も

た
ら
し
て
死
に
至
る
た
め
に
病
気
と
判
断
さ
れ
る
の
で

す
。〝
自
覚
症
状
〟で
は
な
く
検
査
な
ど
他
か
ら
得
た〝
客

観
的
な
情
報
〟
に
よ
っ
て
、
病
気
で
あ
る
と
判
断
す
る

の
で
す
。
で
す
か
ら
、
自
覚
症
状
が
な
く
て
も
そ
の
客

観
的
情
報
に
よ
り
対
処
し
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
慢

性
病
は
、
病
気
を
抱
え
て
の
長
い
期
間
に
わ
た
る
日
常

生
活
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
の
中
で
ど
う
い
う
情
報

が
必
要
か
を
も
っ
と
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。

医
療
と
患
者
の
関
係

慢
性
病
の
歴
史
は
意
外
と
短
く
、
一
九
五
六
年
に
ア

メ
リ
カ
で
慢
性
疾
患
委
員
会
が
作
ら
れ
て
お
り
、
こ
の

こ
ろ
か
ら
慢
性
病
と
い
う
概
念
が
注
目
さ
れ
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
同
じ
こ
ろ
、
医
療
者
と
患
者
の
関
係
の

モ
デ
ル
と
し
て
「
能
動
と
受
容
」「
説
明
と
協
力
」「
協

働
作
業
」
の
三
つ
の
関
係
性
が
提
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

「
能
動
と
受
容
」
と
は
、
患
者
が
昏
睡
状
態
の
時
や

救
急
外
来
な
ど
で
、
意
思
の
確
認
が
困
難
な
場
合
に
、

結
果
的
に
医
療
者
が
一
方
的
に
医
療
行
為
を
行
う
状
況

で
す
。
親
と
乳
幼
児
の
関
係
性
で
す
。

「
説
明
と
協
力
」
は
、
あ
る
程
度
治
療
方
針
が
決
ま
っ

て
い
る
病
気
に
対
し
、
ど
の
よ
う
な
薬
を
処
方
す
る
か

と
い
っ
た
こ
と
を
、
医
療
者
は
患
者
に
説
明
を
し
て
同

意
を
得
た
上
で
医
療
行
為
を
行
い
ま
す
。
こ
の
場
合
、

患
者
は
あ
る
程
度
能
動
的
に
医
療
に
関
わ
り
ま
す
が
、

医
療
者
の
方
針
に
逆
ら
う
こ
と
は
中
々
困
難
な
状
態
に

あ
る
と
言
え
ま
す
。
親
と
子
供
の
よ
う
な
関
係
性
に
な

り
ま
す
。

講師  加
か

藤
とう

眞
しん

三
ぞう

（慶應義塾大学看護医療学部教授）

第122 回大本公開講座「出口なお・王仁三郎の世界を語る2013」

ネットワーク時代を生きるための患者学
—情報とスピリチュアリティ—

医
者
の
視
点
と
患
者
の
視
点

今
日
お
話
し
す
る
内
容
は
、
一
般
の
医
者
の
健
康

に
つ
い
て
の
話
と
は
や
や
趣
が
異
な
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。
ま
ず
、
そ
の
背
景
か
ら
お
話
し
し
た
い
と
思
い
ま

す
。
私
は
一
九
五
六
年
に
生
ま
れ
ま
し
た
。
父
親
の
代

か
ら
の
大
本
の
在
家
信
徒
で
す
。
大
本
の
教
え
の
影
響

を
強
く
受
け
て
い
ま
す
。

出
口
な
お
大
本
開
祖
の
筆
先
に
『
世
界
の
大
洗
濯
と

言
っ
て
も
皆
、
我
の
こ
と
で
あ
る
ぞ
よ
』
と
あ
り
ま
す
。

こ
れ
は
、〝
自
分
自
身
の
こ
と
を
も
っ
と
振
り
返
り
な

さ
い
〟
と
い
う
こ
と
で
す
。

ま
た
大
本
に
は
「
万
教
同
根
」、
す
べ
て
の
宗
教
の

元
は
同
じ
で
あ
る
と
い
う
教
え
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ぞ

れ
の
時
代
、
場
所
に
応
じ
て
神
が
現
れ
て
、
そ
れ
ぞ
れ

に
応
じ
た
教
え
を
説
い
て
い
る
ん
だ
と
。
宗
教
者
と
は
、
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な
た
は
何
を
し
て
い
た
の
？
」
と
問
い
ま
す
。
す
る
と
、

キ
リ
ギ
リ
ス
は
「
私
は
人
生
の
美
し
さ
と
友
情
、
す
べ

て
の
虫
の
連
帯
の
美
し
さ
を
今
ま
で
歌
っ
て
い
た
。
私

の
歌
は
、
子
供
た
ち
を
幸
せ
に
し
、
恋
す
る
若
者
た
ち

の
心
を
燃
え
た
た
せ
た
」
と
答
え
ま
し
た
。

そ
の
言
葉
を
聞
い
た
ア
リ
は
、
ハ
ッ
と
し
て
、「
私

は
自
分
の
こ
と
ば
か
り
に
か
か
り
き
り
に
な
っ
て
、
あ

な
た
は
そ
う
や
っ
て
、
み
ん
な
を
喜
ば
せ
て
き
た
の
ね
」

と
キ
リ
ギ
リ
ス
に
非
礼
を
詫
び
ま
す
。

そ
し
て
、
ア
リ
は
キ
リ
ギ
リ
ス
を
あ
た
た
か
く
家
の

中
に
迎
え
入
れ
、
お
い
し
い
食
事
を
ふ
る
ま
い
、
冬
の

間
二
匹
は
友
情
の
美
し
さ
を
讃
え
て
、
踊
り
暮
ら
し
た
。

と
い
う
も
の
で
す
。

こ
れ
か
ら
の
医
療

キ
リ
ギ
リ
ス
は
他
人
に
喜
ば
れ
る
た
め
に
歌
を
歌
っ

て
生
き
、
ア
リ
は
自
分
の
た
め
に
食
糧
を
蓄
え
て
生
き

て
き
た
。

実
は
、
ア
リ
と
キ
リ
ギ
リ
ス
の
生
き
方
は
、
ど
ち
ら

も
ダ
メ
で
は
な
い
と
思
う
の
で
す
。
一
人
の
人
間
の
中

で
、
ア
リ
と
キ
リ
ギ
リ
ス
、
双
方
の
生
き
方
を
上
手
く

調
和
で
き
れ
ば
、
ど
ん
な
状
況
に
な
っ
て
も
生
き
ら
れ

る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
よ
り
包
括
的
な
深
い
物

語
を
持
つ
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
鬼
に
金
棒
で
す
。

危
機
に
遭
遇
し
た
時
に
、
今
の
状
況
に
合
わ
な
い
物

語
（
価
値
観
）
を
自
分
の
状
況
に
適
し
た
物
語
に
書
き

か
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
あ
る
い
は
、
色
々
な
状

況
に
応
じ
ら
れ
る
よ
り
高
い
物
語
を
構
築
で
き
る
か
が

重
要
に
な
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
・
ケ
ア
ま
で
考
え
て

い
く
と
、
こ
れ
か
ら
は
、
患
者
さ
ん
も
医
療
の
一
員
と

し
て
う
ま
く
入
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
必
要
に
な
り

ま
す
。
ト
ッ
プ
・
ダ
ウ
ン
で
は
な
く
、
横
の
つ
な
が
り

を
大
切
に
す
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
時
代
で
は
、
そ
れ
ぞ

れ
が
主
役
に
な
り
、
良
い
モ
デ
ル
を
作
り
、
そ
れ
を
普

及
さ
せ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す

を
イ
ン
テ
レ
ク
チ
ュ
ア
ル
・
ペ
イ
ン
（
知
性
の
痛
み
）

と
よ
び
ま
す
。
森
の
中
を
歩
い
て
い
る
と
周
り
に
霧
が

出
て
き
て
、
一
寸
先
も
見
え
な
く
な
っ
た
。
こ
れ
か
ら

ど
う
な
る
か
さ
っ
ぱ
り
分
か
ら
な
い
不
安
な
状
況
で
経

験
す
る
痛
み
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
霧
が
晴
れ
て
み
る
と
、
実
は
断
崖
絶
壁

に
立
っ
て
い
て
、
深
刻
な
状
況
に
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

情
報
提
供
で
病
状
を
知
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
深
刻
な

状
況
に
直
面
す
る
。
そ
こ
で
出
て
く
る
不
安
や
悩
み
、

苦
し
み
が
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
・
ペ
イ
ン
（
魂
の
痛
み
）

で
す
。

私
た
ち
は
、
普
段
、
信
条
と
か
価
値
観
を
持
ち
、
未

来
に
希
望
を
持
っ
て
生
き
て
い
ま
す
。
こ
の
価
値
観
は
、

小
中
学
校
の
教
育
や
情
報
、
生
活
し
て
い
く
中
で
の
体

験
な
ど
に
よ
っ
て
、
形
成
さ
れ
、
固
ま
っ
て
い
き
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
病
気
に
よ
っ
て
、
そ
の
信
条
が
現
実
の
状

況
に
上
手
く
あ
わ
な
く
な
る
状
況
が
引
き
起
こ
さ
れ
ま

す
。
そ
の
時
に
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
・
ペ
イ
ン
が
生
じ
ま

す
。こ

の
状
況
を
ど
う
対
処
す
る
か
を
支
え
る
の
が
「
ス

ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
・
ケ
ア
」
で
す
。

ブ
ラ
ジ
ル
版
ア
リ
と
キ
リ
ギ
リ
ス

「
ア
リ
と
キ
リ
ギ
リ
ス
」
と
い
う
イ
ソ
ッ
プ
童
話
が

あ
り
ま
す
。
夏
の
間
、
冬
の
食
糧
を
蓄
え
る
た
め
に
一

生
懸
命
に
働
く
ア
リ
と
、
食
料
を
蓄
え
ず
に
歌
っ
て
踊

る
生
活
を
す
る
キ
リ
ギ
リ
ス
の
対
比
を
描
い
た
作
品
で

す
。
物
語
の
最
後
は
、
冬
が
来
て
食
べ
る
も
の
が
無
く

な
っ
た
時
、
キ
リ
ギ
リ
ス
が
ア
リ
に
食
べ
物
を
分
け
て

も
ら
お
う
と
す
る
が
拒
否
さ
れ
、
キ
リ
ギ
リ
ス
は
冬
の

草
原
で
死
ん
で
し
ま
い
ま
す
。

こ
れ
が
原
作
の
「
ア
リ
と
キ
リ
ギ
リ
ス
」
の
お
話
で

す
が
、
ブ
ラ
ジ
ル
版
は
少
し
違
い
ま
す
。

冬
が
来
て
、
食
べ
物
が
な
く
な
り
、
み
じ
め
に
倒
れ

た
キ
リ
ギ
リ
ス
が
ア
リ
の
家
を
尋
ね
て
食
べ
物
を
求
め

ま
る
と
、
ア
リ
は
「
私
が
一
生
懸
命
働
い
て
い
た
時
あ

受
け
六
ヵ
月
間
治
療
し
て
も
ウ
イ
ル
ス
が
消
え
て
治
る

人
が
三
割
で
す
。

そ
の
治
療
を
始
め
る
た
め
に
は
十
分
な
説
明
が
必
要

な
の
に
、
外
来
診
療
で
は
そ
の
時
間
が
全
く
取
れ
な
い
。

患
者
さ
ん
の
間
に
は
同
じ
よ
う
な
質
問
や
疑
問
も
多
く

い
ろ
い
ろ
な
情
報
が
流
れ
て
い
る
が
、
そ
の
質
に
問
題

が
あ
る
。
そ
う
い
う
こ
と
で
、
情
報
提
供
の
場
と
し
て

肝
臓
病
教
室
を
始
め
ま
し
た
。

最
初
は
教
室
ス
タ
イ
ル
で
行
っ
て
い
ま
し
た
が
、
質

疑
応
答
を
重
視
し
て
や
っ
て
い
る
と
、
患
者
さ
ん
同
士

の
情
報
交
換
が
有
用
と
い
う
こ
と
が
解
っ
て
き
ま
し

た
。
そ
こ
で
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
の
時
間
を
と
り
い
れ
た

と
こ
ろ
、
患
者
さ
ん
同
士
で
励
ま
し
や
共
感
な
ど
が
生

ま
れ
、
他
人
の
中
に
自
分
を
見
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

例
え
ば
肝
硬
変
、
肝
臓
癌
に
な
っ
て
何
回
も
治
療
を

受
け
て
い
る
人
が
、「
こ
の
前
ゴ
ル
フ
に
行
っ
た
」
と
か
、

「
ロ
ン
ド
ン
に
住
む
孫
に
会
い
に
行
っ
た
」
な
ど
と
話

を
し
ま
す
。
最
近
、慢
性
肝
炎
と
い
わ
れ
病
気
を
怖
が
っ

て
い
た
人
が
、〝
肝
臓
癌
で
あ
っ
て
も
そ
う
い
う
生
活

が
出
来
る
〟
と
い
う
体
験
談
を
聴
く
こ
と
が
で
き
る
の

で
す
。

患
者
と
医
療
者
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
で
き
る

と
い
う
メ
リ
ッ
ト
も
あ
り
ま
す
。
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
に

よ
っ
て
安
心
感
が
得
ら
れ
る
と
、
病
気
を
抱
え
て
も
よ

り
積
極
的
な
生
活
に
目
が
向
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の

で
す
。

医
療
者
に
と
っ
て
効
率
よ
く
情
報
を
提
供
で
き
る
と

い
う
こ
と
で
始
め
た
肝
臓
病
教
室
は
、
患
者
と
医
療
者

の
、
医
療
者
同
士
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
教
育
の
場

に
も
な
る
と
い
う
利
点
が
あ
り
ま
し
た
。

ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ケ
ア

情
報
提
供
は
も
う
時
代
の
流
れ
と
な
っ
て
き
て
い
ま

す
が
、
次
に
重
要
に
な
る
の
が
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ケ
ア

で
す
。

情
報
を
得
る
前
、
情
報
不
足
か
ら
生
じ
る
不
安
状
態

決
を
図
る
と
い
う
、
今
ま
で
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
仕
方
と

は
逆
の
考
え
方
で
す
。「〝
健
康
〟〝
病
気
〟〝
死
〟
に
は

一
連
の
連
続
性
が
あ
る
」
と
考
え
、
た
と
え
病
気
や
障

害
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
人
間
と
し
て
全
体
の
調
和
が

と
れ
て
い
れ
ば
健
康
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。

こ
の
健
康
生
成
論
の
中
で
重
要
な
の
が
、「
Ｓ
Ｏ
Ｃ

（S
en

se o
f C

o
h
eren

ce
）」
と
言
う
概
念
で
す
。
こ
れ

は
「
把
握
可
能
感
・
処
理
可
能
感
・
有
意
味
感
」
の
三

要
素
か
ら
な
り
ま
す
。
ユ
ダ
ヤ
系
ア
メ
リ
カ
人
の
医
療

系
社
会
学
者
ア
ン
ト
ノ
フ
ス
キ
ー
博
士
が
、
第
二
次
世

界
大
戦
時
に
ユ
ダ
ヤ
の
強
制
収
容
所
に
入
っ
て
い
た
人

た
ち
の
そ
の
後
を
調
べ
て
、
こ
の
要
素
の
高
い
人
が
健

康
を
維
持
し
て
い
た
と
い
う
研
究
結
果
を
出
し
た
の
で

す
。こ

の
Ｓ
Ｏ
Ｃ
を
伸
ば
す
た
め
に
は
、「
情
報
の
提
供
」

と
「
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ケ
ア
」
の
二
つ
が
非
常
に
大
事

で
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

情
報
提
供

患
者
さ
ん
に
と
っ
て
、
病
気
に
関
す
る
情
報
は
大
変

重
要
で
す
。
診
断
の
手
順
や
治
療
法
、
ま
た
そ
の
副
作

用
、
検
査
に
ど
ん
な
意
味
が
あ
る
か
、
あ
る
い
は
療
養

生
活
を
ど
の
よ
う
に
送
れ
ば
良
い
か
、
食
事
、
運
動
、

感
染
予
防
、
薬
の
飲
み
方
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が
含

ま
れ
ま
す
。

こ
の
情
報
提
供
に
よ
っ
て
医
療
者
側
は
、
患
者
さ
ん

の
誤
っ
た
思
い
込
み
を
正
し
た
り
、
治
療
を
積
極
的
に

受
け
て
も
ら
う
こ
と
が
可
能
と
な
り
ま
す
。
患
者
側
は

医
療
者
の
考
え
方
を
知
る
と
同
時
に
、
自
分
の
病
気
の

治
療
の
選
択
に
参
加
し
、
安
心
し
て
医
療
を
受
け
ら
れ

る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

情
報
提
供
を
効
率
化
す
る
た
め
に
、
患
者
さ
ん
を

一
つ
の
教
室
に
集
め
た
説
明
会
を
や
ろ
う
と
考
え
、

一
九
九
二
年
に
肝
臓
病
教
室
を
始
め
ま
し
た
。
当
時
Ｃ

型
肝
炎
の
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ロ
ン
治
療
が
始
ま
っ
た
の
で

す
が
、
結
構
副
作
用
が
あ
り
、
週
に
三
日
通
い
注
射
を
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動
）」
を
テ
ー
マ
に
脳
死
臓
器
移
植
と
死
刑
廃
止
問

題
に
つ
い
て
解
説
し
た
。

出
口
な
お
・
出
口
王
仁
三
郎
の
世
界
を
語
る

第
百
二
十
五
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
、
七
月

十
七
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
「
神
と
人
～
人
は
神
の

子
、
神
の
宮
～
」
と
題
し
て
開
催
さ
れ
た
。
参
加

者
は
三
十
二
人
（
内
、
一
般
十
三
人
）。

講
座
で
は
、
神
の
存
在
を
知
る
手
立
て
と
し
て
、

四
季
の
巡
り
移
り
や
人
体
の
精
巧
な
仕
組
み
を
、

素
直
な
心
で
受
け
と
る
こ
と
に
よ
り
、
目
に
見
え

な
い
神
を
感
じ
と
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い

か
と
説
い
た
。
ま
た
『
大
本
教
旨
』
を
引
用
し
て
、

大
本
の
神
観
、
人
間
観
、
神
人
合
一
観
に
つ
い
て

解
説
。「
私
た
ち
は
、
神
の
代
行
者
と
し
て
世
を
ひ

ら
く
尊
い
使
命
を
果
た
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
」
と
結
ん
だ
。

参
加
者
か
ら
は
「
神
の
存
在
は
頭
で
理
解
す
る

の
で
は
な
く
、
日
常
生
活
の
中
か
ら
感
じ
て
い
く

こ
と
な
の
だ
と
思
い
ま
し
た
（
六
十
五
歳
・
男
性
・

一
般
）」「
宇
宙
、
そ
し

て
私
た
ち
を
取
り
巻
く

万
物
へ
の
畏
敬
の
念

が
、
神
へ
の
思
い
に
つ

な
が
る
の
か
な
？　

と

思
い
ま
し
た
（
四
十
六

歳
・
男
性
・
一
般
）」
と

い
っ
た
感
想
が
寄
せ
ら

れ
た
。

本
年
度
の
教
団
方
針
を

引
用
し
な
が
ら
上
半
期

を
振
り
返
る
と
共
に
、

下
半
期
の
信
徒
一
人
ひ

と
り
の
心
構
え
を
説
き

「
東
京
宣
教
セ
ン
タ
ー

の
活
性
化
と
共
に
、
関

東
教
区
各
主
会
、
分
所
・

支
部
の
活
性
化
、
信
徒

の
〝
み
教
え
の
実
践
リ
ー
ダ
ー
〟
化
が
進
ん
で
い

く
こ
と
に
よ
っ
て
、
首
都
圏
宣
教
が
大
き
く
飛
躍

す
る
こ
と
に
な
り
、
東
京
本
部
の
設
立
目
標
で
あ

る
日
本
の
心
臓
部
首
都
に
お
け
る
ご
神
業
を
は
た

す
こ
と
が
で
き
る
」
と
力
説
し
た
。

続
い
て
月
次
祭
講
話
に
う
つ
り
、
浅
田
セ
ン
タ
ー

長
が
「『
い
の
ち
』
を
守
る
た
め
に
（
生
命
倫
理
活

東
光
苑
月
次
祭

東
光
苑
月
次
祭
は
六
月
十
四
日
、
午
前
十
時

三
十
分
か
ら
、
斎
主
・
和
田
桂
一
祭
務
課
長
の
も

と
執
行
さ
れ
、
三
百
三
十
人
が
参
拝
し
た
。

祭
員
は
千
葉
主
会
、
少
女
祭
員
は
武
山
あ
お
い

さ
ん
、
な
お
ひ
さ
ん
姉
妹
、
伶
人
は
宮
咩
会
関
東

支
部
、
大
本
神
諭
拝
読

は
長
友
智
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
、
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
、

東
光
苑
祭
典
・
行
事
予
定

８
月７

日
（
水
）	

午
前
10
時
30
分
執
行

瑞
生
大
祭
遥
拝
祭

11
日
（
日
）	

午
前
10
時
30
分
執
行

東
光
苑
月
次
祭
・
市
杵
島
姫
命
例
祭

12
日
（
月
）	

夕
拝
後

神
集
祭
初
日
（
旧
７
月
６
日
）

18
日
（
日
）	

夕
拝
後

神
集
祭
最
終
日
（
旧
７
月
12
日
）

 

21
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
「
あ
の
世
」
を
知
っ
て
生
き
る

～
人
は
死
な
な
い
～

 

講
師

浅
田
秋
彦
（
東
京
宣
教
セ
ン
タ
ー
長
）

９
月

 

８
日
（
日
）	

午
前
10
時
30
分
執
行

 
 

東
光
苑
月
次
祭
（
長
寿
感
謝
祭
）

 
 

秋
季
合
同
慰
霊
祭

 

11
日
（
水
）	

午
後
７
時
執
行

全
国
一
斉
世
界
平
和
祈
願

 

18
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

芸
術
は
宗
教
の
母
な
り

 

～
宗
教
即
生
活
即
芸
術
～

 
 

講
師

田
辺
謙
二
（
大
本
120
年
事
業
事
務
局
主
幹
）

 

23
日
（
月
）	

午
前
10
時
30
分
執
行

  

三
代
教
主
毎
年
祭
（
23
年
）

 

28
日
（
土
）
29
日
（
日
）

  

東
光
苑
秋
季
祭
式
講
習
会

「〝神さま第一〟の精神でご奉仕に励
みましょう」と説く浅田センタ−長

祭員ご奉仕の千葉主会の皆さん

人間こそがこの地上におけ
る尊い生きた神さまです

神さまと〝真に釣りあう〟ために
東光苑秋季祭式講習会

日　程 ９月２８日（土）午前９時より受付

〜２９日（日）午後４時ごろ閉講予定

会　場 東光苑（大本東京本部・東京宣教センター）

参加費 １人１, ０００円

	 ※食事・宿泊代は別途実費を徴収します

内　容 初級クラス	 基本動作から月次祭まで

中級クラス	 大神鎮座祭・祖霊鎮祭・年祭・合祀祭

など

※来る１１月１６日（土）に「葬祭講習会」（仮称）

を開催するため、今回〝特別クラス〟は取りやめ

といたします。詳しくは後日ご案内します

持参品 笏、大本祭式の本、帯または紐（懐笏時に必要）、筆

記用具、動きやすい服装、足袋（あれば履く方が動

作が容易）、宿泊用品（宿泊の方）

	 ※笏は稽古用を貸与可能

申込み 受講クラス・食事・宿泊を明記の上、大本東京本部祭

務課「東光苑秋季祭式講習会」宛にお申込み下さい

定　員 ４０人　※定員になり次第締め切りとします

締　切 ９月１６日（月）

認定試験	 初級・中級の大本祭式認定試験は、本年３月の春季祭

式講習会をご受講された方が対象となります


