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主す

の
神か

み

の
御み

旨む
ね

か
し
こ
み
地ち

の
上う

へ

に

	

神み

国く
に

を
た
つ
る
道み

ち

は
こ
の
道み

ち

み
教
え
の
光
が
東
都
を
照
ら
す	

東
京
宣
教
セ
ン
タ
ー
長
　
浅あ

さ

田だ

秋と
き

彦ひ
こ

開
教
百
二
十
二
年
甲
き
の
え

午う
ま

の
年
、
明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

今
年
の
教
団
方
針
の
主
旨
は
「
み
ろ
く
の
世
へ
の
実
践
」
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
眼
目
は
、
大
本
の
み
教
え

を
混
迷
の
世
界
へ
宣
べ
伝
え
る
こ
と
で
す
。
さ
ら
に
、
宣
教
と
は
み
教
え
を
伝
え
、
神
さ
ま
の
門
戸
へ
ご
案

内
す
る
と
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、「
み
ろ
く
の
世
実
現
」「
み
救
い
」
の
神
業
を
行
う
こ
と
で
あ
り
ま

す
。
信
徒
は
、
日
々
み
教
え
を
実
践
し
、
神
さ
ま
の
お
光
を
い
た
だ
き
き
、
誠
意
と
親
切
と
忍
耐
を
尽
く
し
て
、

信
仰
の
喜
び
を
家
の
内
に
向
か
っ
て
深
く
、
外
に
向
か
っ
て
広
く
お
伝
え
す
る
こ
と
が
使
命
で
あ
る
と
示
さ

れ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
み
教
え
の
実
践
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
活
動
す
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

神
諭
に
は
「
一
人
な
り
と
早
く
み
ろ
く
の
世
の
教
え
に
基
づ
か
ん
と
、
大
変
困
る
こ
と
が
差
し
来
た
り
て

居
る
か
ら
、
末
法
の
や
り
方
し
て
お
り
た
ら
、
び
く
と
も
出
来
ん
よ
う
に
な
り
て
来
る
か
ら
、
一
人
で
も
熱

心
の
信
者
の
人
は
、
知
ら
ん
人
民
に
言
い
聞
か
し
て
く
だ
さ
れ
よ
」
と
諭さ
と

さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
神
さ
ま

の
み
心
で
あ
り
ま
す
。

昭
和
四
十
五
年
、
三
代
教
主
さ
ま
は
大
本
東
京
本
部
の
竣
成
に
あ
た
り
「
首
都
に
お
け
る
神
業
が
進
展
い

た
し
、
み
教
え
の
光
が
東
都
を
照
ら
し
、
日
本
を
あ
ま
ね
く
照
ら
し
ま
す
こ
と
を
念
願
い
た
す
次
第
で
あ
り

ま
す
」
と
述
べ
ら
れ
、
首
都
圏
宣
教
の
使
命
を
お
示
し
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

今
、
東
京
宣
教
セ
ン
タ
ー
で
は
「
大
本
公
開
講
座
」、「
常
設
大
本
講
座
」、
各
主
会
で
は
「
生
き
が
い
講
座
」

な
ど
を
通
し
て
み
教
え
の
光
を
外
に
広
く
、
内
に
深
く
伝
え
る
と
と
も
に
、
神
さ
ま
の
門
戸
ま
で
ご
案
内
す

る
「
救
い
」
の
神
業
を
鋭
意
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
昨
年
十
一
月
、
大
本
開
祖
大
祭
後
に
、
道
院
か
ら

の
大
本
東
京
本
部
に
下
付
さ
れ
た
フ
ー
チ
（
自
動
書
記
に
よ
る
神し
ん

託た
く

）
は
、奇
し
く
も
『
廣
化
世
人
』
で
し
た
。

私
た
ち
は
力
を
合
わ
せ
、
祈
り
と
実
践
を
通
し
て
、
神
さ
ま
の
お
光
を
多
く
い
た
だ
き
く
と
と
も
に
、
延ひ

い
て
は
首
都
圏
か
ら
「
み
教
え
の
光
」
が
東
都
を
照
ら
し
、
日
本
を
あ
ま
ね
く
照
ら
す
年
に
な
る
よ
う
、
決

意
を
新
た
に
す
る
次
第
で
あ
り
ま
す
。
ど
う
か
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

五
代
教
主
作
灰
釉
茶
盌
銘
「
み
ろ
く
（
五
六
七
）」

［
月
宮
宝
座
土
・
本
宮
山
松
釉
］
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の
茶
席
で
し
た
。
茶
室
に
入
席
し
、
そ
こ
で
使
わ

れ
る
作
品
（
茶
道
具
）
を
ご
覧
に
な
り
「
ぜ
ひ
パ

リ
で
茶
席
を
実
現
し
て
ほ
し
い
」
と
依
頼
さ
れ
、

パ
リ
の
作
品
展
会
場
で
、
特
設
の
茶
席
を
催
す
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。

着
物
姿
で
薄
茶
を
点
て
、
来
場
者
に
差
し
上
げ

る
中
、
エ
リ
セ
ー
エ
フ
館
長
自
ら
が
日
本
の
茶
道

の
説
明
を
し
、
そ
の
茶
席
は
大
好
評
を
博
し
ま
し

た
。
そ
れ
以
降
、
作
品
展
の
全
会
場
で
茶
席
が
設

け
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

パ
リ
市
文
化
局
博
物
館
部
長
の
ウ
ゲ
ッ
ト
・
バ

イ
エ
女
史
は
、「
自
分
は
初
め
て
日
本
の
お
茶
席
に

入
っ
た
が
、
と
て
も
静
か
な
雰
囲
気
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
で
は
、
ど
こ
に
行
っ
て
も
絶
対
に
味
わ
え
な
い

も
の
だ
。
と
て
も
素
晴
ら
し
か
っ
た
」
と
コ
メ
ン

ト
を
残
し
て
い
ま
す
。

茶
道
は
総
合
芸
術
で
あ
る
と
い
わ
れ
ま
す
。
茶

室
に
は
書
を
は
じ
め
、
陶
器
、
漆
器
、
竹
工
芸
、

金
属
工
芸
、
そ
し
て
建
築
や
庭
園
が
あ
り
ま
す
。

そ
こ
に
は
日

本
の
伝
統
文

化
が
集
約
さ

れ
て
い
ま
す
。

茶
道
は
万

人
の
感
性
に

訴
え
、
国
や

人
種
を
超
え

て
通
用
す
る

と
い
う
こ
と
、

そ
れ
を
パ
リ

で
の
「
茶
席
」

が
実
証
し
ま

し
た
。

耀
盌
顕
現

出
口
王
仁
三
郎
聖
師
は
、
早
く
よ
り
『
芸
術
は

宗
教
の
母
』『
信
仰
即
生
活
即
芸
術
』
を
説
き
ま
す

耀盌『天国廿八』

質
を
高
め
る
た
め
に
重
要
な
要
素
の
一
つ
が
、
芸

術
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

パ
リ
で
の
作
品
展
と
茶
席

大
本
と
芸
術
を
語
る
と
き
、
必
ず
紹
介
さ
れ
る

の
が
、『
大
本
海
外
作
品
展
』
で
す
。
一
九
七
二
年

か
ら
三
年
間
、
欧
米
六
カ
国
十
三
会
場
で
開
催
さ

れ
、
二
十
五
万
人
も
の
来
場
・
鑑
賞
者
が
あ
り
ま

し
た
。

こ
の
作
品
展
開
催
の
き
っ
か
け
を
作
っ
た
人
が
、

パ
リ
の
セ
ル
ヌ
ス
キ
ー
美
術
館
の
Ｖ
・
エ
リ
セ
ー

エ
フ
館
長(

当
時)

で
す
。
一
九
七
一
年
十
月
、
大

本
歴
代
教
主
の
作
品
を
見
た
い
と
、
同
館
長
は
大

本
に
来
苑
し
ま
す
。
作
品
と
そ
れ
が
生
ま
れ
た
聖

地
を
ご
覧
に
な
り
、
非
常
に
驚
嘆
さ
れ
ま
し
た
。

そ
の
時
館
長
は
、
次
の
よ
う
な
言
葉
を
残
し
て

い
ま
す
。

「
印
刷
物
や
写
真
で
見
た
、
私
の
イ
メ
ー
ジ
は

間
違
っ
て
い
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
の
作
品
の
展
覧

会
を
パ
リ
で
開
催
す
れ
ば
、
た
い
へ
ん
素
晴
ら
し

い
こ
と
に
な
る
。
ぜ
ひ
、
私
の
美
術
館
で
や
ら
せ

て
ほ
し
い
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
宗
教
と
い
え
ば
、

悲
し
み
を
与
え
る
も
の
と
い
う
観
念
が
あ
る
。
し

か
し
、
こ
の
大
本
の
作
品
の
ど
れ
も
が
、
喜
び
に

満
ち
あ
ふ
れ
て
い
る
。
宗
教
は
人
々
の
心
に
、
喜

び
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
こ
の
作
品
を

と
お
し
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
人
々
に
知
ら
し
め
た

い
」
と
。

も
う
一
つ
館
長
の
心
を
動
か
し
た
の
が
、
大
本

真
善
美
愛
を
目
指
す

大
本
の
聖
地
の
一
つ
で
あ
る
天
恩
郷
（
京
都

府
亀
岡
市
）
に
万
祥
殿
と
い
う
神
殿
が
あ
り
ま

す
。
こ
の
神
殿
は
、
日
本
で
こ
こ
に
し
か
な
い

と
い
う
、
一
つ
の
特
徴
を
備
え
て
い
ま
す
。
そ

れ
は
、
神
殿
の
中
に
能
舞
台
が
あ
る
こ
と
で
す
。

社
殿
や
境
内
に
能
舞
台
が
併
設
さ
れ
て
い

る
形
は
、
広
島
の
厳
島
神
社
や
東
京
の
靖
国
神

社
な
ど
他
に
も
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
が
、
神
殿

内
に
能
舞
台
が
あ
り
、
茶
室
も
併
設
さ
れ
て
い

る
の
は
、
こ
の
万
祥
殿
だ
け
で
す
。
こ
れ
は
、

出
口
直
日
・
三
代
教
主
の
設
計
に
よ
る
も
の

で
、
本
日
の
テ
ー
マ
で
あ
る
『
信
仰
即
生
活
即

芸
術
』
が
一
体
と
な
っ
た
象
徴
的
な
姿
と
い
え

る
で
し
ょ
う
。

こ
の
信
仰
と
生
活
と
芸
術
が
深
く
関
わ
り
、

一
体
の
も
の
と
し
て
説
か
れ
て
い
る
こ
と
に
は

大
き
な
意
味
が
あ
り
ま
す
。
三
つ
が
目
指
す
も

の
は
『
真
善
美
愛
』
で
す
。
神
さ
ま
が
実
現
を

預
言
さ
れ
、
私
た
ち
が
目
指
す
世
界
は
『
地
上

天
国
』
で
あ
り
、『
み
ろ
く
の
世
』
と
も
い
い

ま
す
。
そ
の
『
地
上
天
国
』
と
い
う
の
は
、『
真

善
美
愛
』
が
、
実
際
の
形
と
な
っ
て
現
れ
た
世

界
だ
と
言
っ
て
も
い
い
と
思
い
ま
す
。

大
本
で
は
、
そ
の
『
地
上
天
国
』
を
築
く
た

め
に
、
ま
ず
自
分
自
身
の
内
面
に
天
国
を
つ
く

る
こ
と
が
、
一
番
重
要
で
あ
る
と
、
教
え
ら
れ

て
い
ま
す
。
そ
の
内
面
を
向
上
さ
せ
、
生
活
の

講師  田
た

辺
な べ

謙
け ん

二
じ

（開教 120 年記念事業事務局主幹）

出
口
な
お

王
仁
三
郎

の
世
界
を
語
る

大本公開講座

芸
術
は
宗
教
の
母
な
り

～
信
仰
即
生
活
即
芸
術
～

大本海外作品展（パリ・セルヌスキー美術館）
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み
ろ
く
の
世
の
型

茶
道
に
は
お
茶
事
と
い
う
、
炭
点
前
、
懐
石(

料

理)

、
濃
茶
、
薄
茶
と
続
く
、
言
っ
て
み
れ
ば
正
式

な
和
の
フ
ル
コ
ー
ス
が
あ
り
ま
す
。
三
代
教
主
は

茶
事
に
つ
い
て
、次
の
よ
う
に
示
し
て
い
ま
す
。「
私

が
お
茶
事
を
さ
し
て
い
た
だ
く
よ
ろ
こ
び
と
い
う

の
は
、
あ
あ
い
う
清
ら
か
な
高
い
楽
し
み
を
、
よ

り
多
く
の
人
に
味
わ
っ
て
い
た
だ
き
た
い
、
と
い

う
念
願
に
あ
り
ま
す
。
世
間
で
は
、
一
ば
ん
に
お

茶
事
と
い
い
ま
す
と
、
た
い
て
い
は
お
金
持
ち
と

か
、
有
閑
人
の
も
て
あ
そ
び
に
使
わ
れ
て
い
る
よ

う
に
し
か
と
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
私
た
ち
の
や
ら

し
て
い
た
だ
い
て
い
る
お
茶
事
は
、
そ
れ
ら
と
は
、

ま
っ
た
く
別
な
も
の
で
あ
り
ま
す
。
口
は
ば
っ
た

い
事
を
い
う
よ
う
で
あ
り
ま
す
が
、
私
は
『
み
ろ

く
の
世
の
型
』
を
さ
し
て
も
ら
っ
て
い
る
と
信
じ

て
い
ま
す
」

｢

み
ろ
く
の
世
の
型｣

と
し
て
の
お
茶
で
あ
り
、

理
想
世
界
に
少
し
で
も
近
づ
く
た
め
の
実
践
と
し

て
茶
道
を
奨
励
し
、
そ
れ
が
大
本
の
教
風
を
培
い
、

そ
れ
ぞ
れ
の
生
活
に
も
反
映
さ
れ
て
い
ま
す
。

本
当
の
オ
モ
テ
ナ
シ
と
は

オ
モ
テ
ナ
シ
が
一
躍
有
名
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、

本
当
の
オ
モ
テ
ナ
シ
と
は
、
こ
れ
も
ま
た
『
真
善

美
愛
』
に
叶
っ
た
も
の
で
あ
り
、
真
剣
に
相
手
の

こ
と
を
思
う
こ
と
が
基
本
の
よ
う
に
思
い
ま
す
。

あ
る
正
月
の
茶
席
で
、
三
代
教
主
が
海
外
か
ら

来
た
女
性
二
人
を
招
待
さ
れ
た
時
の
こ
と
で
す
。

そ
の
客
人
は
、
日
本
の
正
式
な
茶
室
に
通
さ
れ
た

と
い
う
こ
と
で
、
ル
ー
ル
ど
お
り
に
正
座
を
し
て
、

茶
席
の
主
人
が
来
る
の
を
待
っ
て
い
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
三
代
教
主
は
茶
室
に
入
ら
れ
た
時
、

ま
ず
大
き
な
声
で
『A

 H
A

P
P
Y

 N
E

W
 Y

E
A

R

』

と
声
を
掛
け
ま
し
た
。
さ
ら
に
「
お
楽
に
し
て
く

だ
さ
い
よ
。
ど
っ
こ
い
し
ょ
。
私
も
ア
グ
ラ
を
か

き
ま
し
ょ
う
」
と
言
っ
て
、
そ
こ
で
あ
ぐ
ら
を
か

か
れ
た
の
で
す
。
こ
れ
で
、
座
は
い
っ
ぺ
ん
に
、

打
ち
解
け
ま
し
た
。

し
か
し
、
記
録
に
は
『
顔
を
し
か
め
な
が
ら
、

あ
ぐ
ら
を
お
か
き
に
な
る
教
主
さ
ま
。
拝
見
し
た

と
こ
ろ
ち
っ
と
も
お
楽
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
』

と
あ
り
ま
す
。
三
代
教
主
は
着
物
を
着
て
い
ま
し

た
。
三
代
教
主
に
と
っ
て
あ
ぐ
ら
を
か
く
と
い
う

の
は
、
ち
っ
と
も
楽
で
あ
る
は
ず
が
な
い
の
で
す
。

こ
の
こ
と
が
教
え
て
く
れ
る
こ
と
は
、
何
で
し
ょ

う
か
。
オ
モ
テ
ナ
シ
、
相
手
を
心
か
ら
思
い
や
る

と
い
う
こ
と
で
す
。
外
国
の
女
性
が
茶
室
で
緊
張

し
慣
れ
な
い
正
座
を
し
て
い
る
な
か
、
ご
く
自
然

に
自
ら
が
あ
ぐ
ら
を
か
い
て
、
そ
の
場
の
緊
張
を

解
き
和
や
か
な
空
気
に
さ
れ
た
わ
け
で
す
。

ま
た
三
代
教
主
は
『
お
茶
の
本
当
の
姿
は
、
愛

の
精
神
か
ら
、
体
験
的
に
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
ま
す
』
と
い
う
言
葉
も
残
し
て
い
ま

す
。ど

の
よ
う
な
方
が
来
ら
れ
て
も
、
相
手
へ
の
愛

を
根
底
に
持
ち
、
作
法
を
知
ら
な
い
方
で
あ
っ
て

も
、
気
持
ち
良
く
一
服
の
お
茶
を
召
し
上
が
っ
て

い
た
だ
く
。
そ
れ
が
オ
モ
テ
ナ
シ
の
心
に
通
じ
る

も
の
と
言
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

大
本
開
祖
は
大
茶
人

三
代
教
主
の
言
葉
に
、
開
祖
こ
そ
『
た
ぐ
い
ま

れ
な
る
大
茶
人
で
あ
っ
た
と
、
わ
た
し
は
い
つ
も

敬
っ
て
い
ま
す
。
茶
で
い
う
〝
和
敬
静
寂
〟
の
気

が
た
だ
よ
う
て
い
ま
し
た
』
と
あ
り
ま
す
。

幼
少
の
頃
か
ら
開
祖
の
そ
ば
で
寝
起
き
し
、
共

に
日
々
慎
ま
し
い
生
活
を
送
ら
れ
て
い
た
三
代
教

主
は
、
開
祖
が
お
茶
の
作
法
を
習
う
ど
こ
ろ
か
、

実
際
に
抹
茶
を
召
し
上
が
っ
た
こ
と
も
な
く
、
茶

道
自
体
を
知
ら
な
い
こ
と
を
ご
存
知
で
し
た
。
し

か
し
、
開
祖
の
日
常
か
ら
漂
う
香
り
と
雰
囲
気
が
、

〝
和
敬
静
寂
〟
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
と
示
さ
れ
て
い

る
の
で
す
。

千
利
休
は｢

和
敬
静
寂｣

を
茶
道
の
本
体
と
説

い
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
信
仰
、
生
活
、
そ
し
て
芸

術
に
も
通
じ
る
大
事
な
柱
と
言
え
る
の
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。

信
仰
と
生
活
と
芸
術
を

本
日
は
、
芸
術
の
中
で
も
お
茶
を
話
題
と
し
て

述
べ
て
ま
い
り
ま
し
た
。

私
自
身
は
茶
人
で
も
芸
術
家
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
大
本
本
部
と
い
う
大
変
恵
ま
れ
た
環
境
の

中
で
、
色
々
な
素
晴
ら
し
い
空
気
に
触
れ
さ
せ
て

い
た
だ
い
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
は
本
当
に
幸
せ
な

こ
と
で
あ
っ
た
と
感
謝
し
て
い
ま
す
。
な
か
で
も

正
式
な
茶
席(

聖
師
・
二
代
教
主
を
偲
び
掛
け
ら

れ
る
月
釜)

に
、
毎
月
の
よ
う
に
入
席
さ
せ
て
い

た
だ
く
た
び
に
、
そ
の
有
り
難
さ
を
思
い
ま
す
。

お
茶
は
分
か
ら
な
く
て
も
、
そ
の
場
の
澄
ん
だ

清
ら
か
な
空
気
、
和
や
か
な
会
話
、
床
の
お
軸
を

は
じ
め
と
す
る
諸
道
具
の
美
し
さ
は
、
自
分
な
り

に
感
じ
さ
せ
て
い
た
だ
け
ま
す
。
そ
し
て
席
を
終

え
た
あ
と
の
清
々
し
さ
は
、
な
ん
と
も
言
え
ま
せ

ん
。
こ
う
し
た
物
に
接
す
る
こ
と
に
よ
り
自
ら
の

内
な
る
世
界
も
自
然
に
浄
化
さ
れ
、
よ
り
天
国
的

な
世
界
に
少
し
ず
つ
近
づ
か
せ
て
い
た
だ
け
る
の

だ
と
思
い
ま
す
。

言
葉
に
す
る
の
は
簡
単
で
す
が
、
信
仰
、
生
活
、

そ
し
て
芸
術
が
一
体
と
な
っ
た
姿
を
自
ら
の
中
に
、

家
庭
に
、
さ
ら
に
地
域
社
会
に
築
い
て
い
く
こ
と

は
容
易
な
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
少
し

で
も
そ
れ
に
近
づ
く
た
め
の
日
々
で
あ
り
た
い
と

願
い
な
が
ら
、
講
話
を
終
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
。

が
、
教
団
全
般
に
浸
透
す
る
に
は
時
間
を
要
し
ま

し
た
。
文
化
芸
術
活
動
を
強
く
推
奨
し
、
教
団
に

具
現
し
「
大
本
の
教
風
」
と
い
わ
れ
る
ま
で
の
指

導
を
継
続
し
た
の
は
三
代
教
主
で
し
た
。

三
代
教
主
の
文
化
芸
術
の
原
点
と
な
る
場
所
が
、

兵
庫
県
の
竹
田
（
朝
来
市
）
に
あ
り
ま
す
。
大
本

で
最
初
に
正
式
な
茶
室
が
建
て
ら
れ
た
の
も
、
こ

の
竹
田
で
し
た
。

今
で
こ
そ
「
耀
盌
」
と
い
う
名
は
世
に
知
ら
れ
、

王
仁
三
郎
聖
師
作
の
楽
茶
盌
と
し
て
定
着
し
て
い

ま
す
が
、
聖
師
が
茶
盌
を
作
り
始
め
た
こ
ろ
は
、

ま
だ
そ
の
芸
術
性
は
認
め
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し

た
。
最
初
に
茶
盌
の
美
し
さ
を
認
め
た
の
は
、
三

代
教
主
で
し
た
。

聖
師
の
楽
茶
盌
が
世
に
認
め
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
の
は
、
こ
の
茶
室
で
の
出
来
事
が
発
端
で

し
た
。
三
代
教
主
が
備
前
焼
き
の
人
間
国
宝
・
金

重
陶
陽
氏
、
弟
の
素
山
氏
を
招
い
た
時
の
こ
と
で

す
。
三
代
教
主
は
茶
室
に
五
十
個
ほ
ど
の
茶
盌
を

並
べ
、「
ど
れ
で
も
好
き
な
も
の
を
一
つ
差
し
上
げ

ま
す
」
と
金
重
兄
弟
に
言
わ
れ
ま
し
た
。

陶
陽
氏
の
目
に
入
っ
た
の
は
、
素
山
氏
の
近
く

に
置
か
れ
た
『
天
国
廿
八
』
と
い
う
茶
盌
で
し
た
。

陶
陽
氏
が
先
に
そ
の
茶
盌
を
手
に
取
る
と
、
素
山

氏
は
「
先
に
取
ら
れ
た
！
」
と
思
っ
た
そ
う
で
す
。

同
時
に
三
代
教
主
も
「
私
が
一
番
良
い
と
思
っ
て

い
る
茶
盌
を
、
選
ん
で
い
た
だ
き
と
て
も
嬉
し
い

で
す
」
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
五
十
に
余
る
茶

盌
の
中
で
、
三
代
教
主
と
金
重
陶
陽
、
素
山
兄
弟

の
美
的
感
覚
が
一
致
し
た
の
で
す
。

後
日
、
金
重
陶
陽
氏
宅
を
訪
れ
た
、
陶
芸
評
論

家
の
加
藤
義
一
郎
氏
が
、
王
仁
三
郎
聖
師
の
こ
の

茶
盌
を
目
に
し
て
感
動
し
、
一
晩
か
か
っ
て
ふ
さ

わ
し
い
名
前
を
考
え
ま
し
た
。
そ
し
て
生
ま
れ
た

の
が
、
星
が
輝
く
盌
と
い
う
意
味
が
込
め
ら
れ
た

〝
耀
盌
〟
で
し
た
。

掲
載
文
は
、
平
成
二
十
五
年
九
月
十
八
日
に
航
空
会
館
（
港
区
新
橋
）
で

開
催
し
た
「
大
本
公
開
講
座
」
講
演
録
の
要
旨
で
す
。
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農
活
動
）
と
題
し
て
、
浅
田
セ
ン
タ
ー
長
に
よ
る

月
次
祭
講
話
が
行
わ
れ
、〝
天
産
物
自
給
〟
や
〝
天

地
の
ご
恩
に
報
い
る
生
活
〟
な
ど
、
正
し
い
食
・

農
の
あ
り
方
を
実
践
し
、
普
及
す
る
活
動
に
つ
い

て
、
お
示
し
を
紹
介
し
な
が
ら
講
演
し
た
。

次
い
で
奉
納
行
事
に
移
り
、
埼
玉
主
会
の
皆
さ

ん
に
よ
る
愛
善
歌
『
栄
光
』
が
、
藤
本
光
総
務
管

理
課
長
の
ギ
タ
ー
伴
奏
で
斉
唱
さ
れ
た
。

直
会
後
に
は
、
中
村
社
中
に
よ
る
添
釜
が
か
け

ら
れ
、
参
拝
者
は
一
服
の
薄
茶
に
師
走
の
慌
た
だ

し
さ
を
忘
れ
、
ご
神
徳
に
浴
し
た
。

出
口
な
お
・
出
口
王
仁
三
郎
の
世
界
を
語
る

第
百
三
十
回
大
本
公
開
講
座
『
出
口
な
お
・
出

口
王
仁
三
郎
の
世
界
を
語
る
２
０
１
３
』
は
、
十
二

月
十
八
日
午
後
七
時
か
ら
、
港
区
新
橋
の
航
空
会

館
に
お
い
て
、
春
風
ふ
く
た
師
匠
（
漫
才
師
）
を

講
師
に
迎
え
「
泥
田
に
咲
く
蓮
の
花
に
学
ぶ—

苦

し
み
が
救
い
を
生
む—

」
と
題
し
て
開
催
さ
れ
た
。

参
加
者
は
十
九
人
（
内
、
一
般
二
人
）。

講
座
で
は
体
験
談
を
元
に
、「
人
生
に
は
苦
し
み

も
あ
る
が
、
多
く
は
〝
こ
う
あ
っ
て
ほ
し
い
〟
と

思
い
詰
め
る
心
か
ら
生
ま
れ
る
。
し
か
し
、
思
い

通
り
に
行
く
人
生
な
ど

な
く
、
善
き
に
つ
け
悪

し
き
に
つ
け
、
他
力
に

よ
っ
て
生
か
さ
れ
て
い

る
。
大
本
の
教
え
は
、

人
生
の
羅
針
盤
で
あ

る
」
と
、
優
し
い
口
調

で
聴
講
者
の
笑
い
と
涙

を
誘
っ
た
。

東
光
苑
月
次
祭

東
光
苑
月
次
祭
・
市
杵
島
姫
命
例
祭
は
十
二

月
八
日
、
午
前
十
時
三
十
分
か
ら
執
行
さ
れ
、

三
百
二
十
人
が
参
拝
し
た
。

祭
員
は
関
東
教
区
各
主
会
青
年
部
員
、
少
年
少

女
祭
員
は
山
梨
主
会
の
松ま

つ

浦う
ら

和か
ず

日は
る

く
ん
と
、
片か
た

桐ぎ
り

詩し

音お

梨り

さ
ん
、
伶
人
は
宮み
や

咩の
め

会か
い

関
東
支
部
、
大
本

神
諭
拝
読
は
、
東
京
主
会
青
年
部
の
貴き

堂ど
う

文ぶ
ん

奎け
い

さ

ん
が
務
め
た
。

祭
典
後
、
浅
田
秋
彦
東
京
宣
教
セ
ン
タ
ー
長
が

挨
拶
に
立
ち
、
一
年
を
振
り
返
り
、
ど
れ
だ
け
神

さ
ま
の
門も

ん

戸こ

に
ご
案
内
で
き
た
か
互
い
に
省
み
る

と
と
も
に
、
明
年
も
心
新
た
に
「
外
に
広
く
、
内

に
深
く
」
知
人
・
友
人
・
家
族
に
大
本
の
み
教
え

を
伝
え
る
こ
と
の
重
要
性
を
述
べ
た
。

引
き
続
き
、「
食
の
安
全
」
を
守
る
た
め
に
（
食
・

無事祭典にお仕えし
思わず笑みがこぼれる

東
光
苑
祭
典
・
行
事
予
定

１
月

 

１
日
（
水
） 

午
前
７
時
00
分
執
行

新
年
祭
・
年
賀
交
換

１
日
（
水
）
〜 

３
日
（
金
）

 
 

年
賀
交
換

 

７
日
（
火
）
午
前
10
時
30
分
〜

 
 

東
光
苑
七
草
粥

 

12
日
（
日
）
午
前
10
時
30
分
執
行

 
 

東
光
苑
月
次
祭
・
成
人
式
典

 

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
2014
」

 

講
題

大
本
の
神
示
と
世
界
の
将
来

～
出
口
な
お
の
帰
神
と
お
筆
先
～

 
 

講
師

浅
田
秋
彦
（
東
京
宣
教
セ
ン
タ
ー
長
）

19
日
（
日
） 

午
前
10
時
30
分
執
行

聖
師
毎
年
祭
（
66
年
）

２
月３

日
（
月
） 

午
後
６
時
30
分
執
行

 

開
教
百
二
十
二
年
節
分
大
祭
遥
拝
祭

二
代
教
主
・

四
代
教
主
聖
誕
祭

９
日
（
日
） 

午
前
10
時
30
分
執
行

 

東
光
苑
月
次
祭
・
豊
年
祈
願
祭
・
市
杵
島
姫
命
例
大
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
2014
」

 

講
題

救
世
の
プ
ロ
グ
ラ
ム

～
出
口
王
仁
三
郎
と
霊
界
物
語
～

 

講
師

斉
藤
泰
（
教
学
研
鑚
所
事
務
局
主
幹
）

22
日
（
土
）
23
日
（
日
）

 

教
本
３
級
認
定
講
習
会

埼玉主会の皆さまによる
愛善歌『栄光』

 
 

大本東京本部・東京宣教センターでは、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ことを目的として、

今年も「大本公開講座」と「常設大本講座」を開催します。有縁の

友人・知人へのご案内をお願い申し上げます。

大本公開講座「出口なお・王仁三郎の世界を語る2014」
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

常設大本講座
開催曜日 毎週、月・水・金曜日

 午後の部 ２時～３時３０分

 夜間の部 ７時～８時３０分

 ※ 毎月第３水曜日の「夜間の部」は休講

期　間 平成２６年１月１３日（月）から１２月２２日（月）まで

場　所 大本東京本部・８階ミーティングルーム　　

参加費 無料  

内　容 月曜日『神と人の関係』　

 水曜日『霊界の実在』

 金曜日『人生の目的』

今年も開催します

自分を認めてもらいたいなら
相手を認めてあげることです


