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題字 出 口 直 日

出
口
王
仁
三
郎
聖
師

令和元年（2019）

６月号・Junio

【
聖
地
土
・
ク
マ
ノ
ミ
ズ
キ
釉
】

教主さまお作　灰釉茶盌  「剣」

1　　　阿づまの光

わ
た
く
し
の
心
し
な
く
ば
自

お
の
づ
か

ら

愛あ
い
ぜ
ん善

の
徳と

く

そ
な
は
る
も
の
な
り

人
類
愛
善
会
理
事
　
　
小  

林  

龍  

雄

　

新
元
号﹁
令
和
﹂
に
は
﹁
人
々
が
美
し
く
心
を
寄
せ
合
う
中
で
文
化
が
生
ま
れ
育
つ
﹂
と
の
意
味
が
込
め

ら
れ
て
い
る
と
い
い
ま
す
。
三
代
教
主
さ
ま
が
生
涯
を
通
じ
て
、
短
歌
、
茶
道
、
能
楽
、
書
道
な
ど
の
伝

統
文
化
へ
の
精
進
を
な
さ
れ
、
大
本
の
教
風
に
育
て
上
げ
ら
れ
た
こ
と
に
思
い
を
い
た
し
、﹁
令
和
﹂
の
御
代

に
は
反
省
の
上
に
自
然
環
境
や
文
化
、
芸
術
を
護
り
、
育
て
る
日
本
で
あ
っ
て
ほ
し
い
と
願
っ
て
い
ま
す
。

﹁
令
和
﹂
と
と
も
に
い
ま
注
目
を
集
め
る
﹃
万
葉
集
﹄
で
す
が
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
・
Ｂ
Ｓ
番
組
が
﹃
平
成
万
葉
集
﹄

を
放
送
し
ま
し
た
。
短
歌
人
口
百
万
人
と
も
い
わ
れ
る
中
、
人
々
が
日
々
の
生
活
の
喜
怒
哀
楽
や
懸
命
に

生
き
抜
い
て
い
る
姿
を
三
十
一
文
字
と
映
像
で
綴
っ
た
番
組
で
し
た
が
、
感
動
と
と
も
に
あ
ら
た
め
て
短

歌
の
も
つ
力
を
感
じ
ま
し
た
。

　

大
本
で
は
短
歌
に
親
し
む
機
会
も
多
く
、
聖
師
さ
ま
は
、

﹁
歌
を
詠よ

ま
ぬ
も
の
は
い
か
な
る
力
の
あ
る
人
で
あ
ろ
う
と
も
、
断
じ
て
神
業
の
第
一
線
に
は
立
て
ぬ
。

そ
の
つ
も
り
で
各
自
勉
強
す
る
が
よ
い
。
忙
し
い
かヽ
らヽ
と
か
、
下
手
だ
かヽ
らヽ
だ
と
か
、
上
手
に
よ
め
たヽ
らヽ

だ
の
、
そ
の
かヽ
らヽ
や
たヽ
らヽ
が
一
番
い
け
な
い
。
ま
ず
く
て
も
だ
ん
だ
ん
詠
ん
で
お
れ
ば
よ
く
詠
め
る
よ
う

に
な
る
も
の
で
あ
る
。
神
徳
は
努
力
の
上
に
加
わ
る
の
で
あ
る
﹂︵
玉
鏡
︶

と
ご
教
示
な
さ
れ
、
私
も
み
教
え
に
背
中
を
押
さ
れ
、
退
職
を
機
に
一
念
発
起
し
て
短
歌
を
始
め
て
み
ま

し
た
が
、
精
神
的
な
努
力
の
足
り
な
さ
ゆ
え
に
、
毎
月
の
﹃
木
の
花
﹄
誌
の
締
め
切
り
に
四
苦
八
苦
し
て

い
ま
す
。

　

そ
れ
で
も
三
代
教
主
さ
ま
の
、

﹁
作
歌
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
私
た
ち
は
、
私
た
ち
の
魂
の
質
を
緻ち

密み
つ

に
し
て
ゆ
く
こ
と
が
で
き
、
そ
れ

に
よ
っ
て
、
私
た
ち
の
人
生
に
潤
い
を
与
え
て
く
れ
る
も
の
と
思
っ
て
い
ま
す
。
作
歌
す
る
こ
と
は
、
精

神
に
反
省
力
を
つ
け
、
統
一
力
を
つ
け
、
そ
し
て
向
上
せ
し
め
る
力
と
な
る
も
の
を
、
把
握
せ
し
め
て
く

れ
る
よ
う
に
お
も
わ
れ
ま
す
﹂︵
こ
こ
ろ
の
帖
︶

と
の
お
示
し
を
胸
に
、
一
歩
一
歩
と
進
ん
で
ま
い
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

一
歩
一
歩
ず
つ

タ
ツ
理
事
、企
画
・
営
業
本
部
企
画
部
長
︶
の
３

氏
。
企
業
運
営
に
携
わ
る
心
構
え
や
ご
神
徳
談

な
ど
を
そ
れ
ぞ
れ
に
紹
介
。
最
後
に
山
田
さ
ん

が
﹁
仕
事
は
自
分
の

会
社
に
直
接
携
わ
っ

て
い
な
い
と
こ
ろ
、

目
に
見
え
な
い
と
こ

ろ
も
含
め
て
お
世
話

に
な
っ
て
い
る
と
い

う
感
謝
の
気
持
ち
を

持
つ
こ
と
が
大
切
﹂

と
述
べ
、
参
拝
者
に

感
銘
を
与
え
た
。
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皇道大本と二度の弾圧
〜光明世界を見すえて〜

　

大
本
は
、
明
治
25
年
、
出
口
な
お
開
祖
の
神

懸
り
に
よ
っ
て
開
教
し
、﹁
世
の
立
替
え
立
直

し
﹂
を
唱
え
る
預
言
宗
教
、
世
直
し
宗
教
で
す
。

教
団
名
﹁
大お
お
も
と本
﹂
は
、
開
祖
の
著
し
た
お
筆
先

に
数
多
く
記
さ
れ
、
こ
れ
が
起
源
と
言
わ
れ
て

い
ま
す
。
ま
た
、
開
祖
が
三
女
の
福
島
久
子
に

伝
え
た
言
葉
に
﹁
こ
こ
が
世
界
の
大
本
と
な
る

尊
い
地
場
、
世
界
の
大
本
じ
ゃ
か
ら
…
﹂
と
い

う
史
実
も
残
っ
て
い
ま
す
。

　

出
口
王
仁
三
郎
聖
師
が
大
本
入
り
を
し
て
か

ら
、
組
織
化
が
図
ら
れ
、
組
織
と
し
て
の
名
前
を

持
つ
よ
う
に
な
り
、資
料
の
よ
う
に﹁
金
明
会
﹂﹁
金

明
霊
学
会
﹂﹁
大
日
本
修
斎
会
﹂﹁
大
本
﹂
と
名
称

を
変
え
て
い
き
ま
す
。
そ
し
て
大
正
５
年
と
、
昭

和
８
年
﹁
皇
道
大
本
﹂
と
名
乗
り
、
ち
ょ
う
ど
そ

の
時
に
２
度
の
弾
圧
を
受
け
て
い
ま
す
。

　
大
正
日
日
新
聞
の
買
収
と
第
一
次
弾
圧

　

大
正
時
代
に
入
り
、
大
本
は
飛
躍
的
に
教
勢

を
拡
大
し
て
い
き
ま
す
。
明
治
末
に
は
85
戸
約

４
０
０
人
だ
っ
た
信
徒
が
、﹁
大
正
10
年
に
は

30
万
人
に
も
達
し
て
い
る
。
当
局
の
取
り
締
ま

り
が
ゆ
る
い
か
ら
で
は
な
い
の
か
﹂
と
い
う
帝

国
議
会
で
の
や
り
取
り
が
残
っ
て
い
ま
す
。

　

綾
部
に
印
刷
所
を
設
け
、
当
時
、
希
だ
っ
た

活
字
に
よ
る
布
教
宣
伝
を
始
め
ま
す
。
こ
れ
に

よ
り
北
海
道
や
奄
美
な
ど
﹁
飛
び
火
﹂
す
る
か

の
よ
う
に
教
え
が
広
ま
っ
て
い
き
ま
す
。
大
正

５
年
に
は
、
知
識
人
の
浅
野
和
三
郎
が
入
信
し
、

海
軍
に
も
広
ま
り
、
全
国
的
な
展
開
に
な
る
と
、

非
公
認
宗
教
だ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
当
局
の
監

視
の
目
が
注
が
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

綾
部
で
は
本
宮
山
を
、
亀
岡
で
は
城
跡
を
入
手

し
、
東
京
へ
も
進
出
す
る
中
、
大
正
８
年
、
公
安

当
局
の
最
初
の
調
査
が
入
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

当
時
、
京
都
の
地
方
紙
に
発
表
さ
れ
た
調
査

結
果
を
み
る
と
、
な
ぜ
弾
圧
さ
れ
た
の
か
が
わ

か
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
の
で
紹
介
し
ま
す
。

　

当
局
の
質
問
を
個
条
書
き
に
し
て
み
る
と
、

①
﹁
皇
道
大
本
は
宗
教
な
り
や
？
﹂

②
﹁
世
の
立
替
え
立
直
し
と
は
何
ぞ
や
？
﹂

③
﹁
綾
部
町
が
帝
都
た
る
と
は
如
何
？
﹂

④
﹁
立
替
後
の
状
況
は
如
何
？
﹂

⑤
﹁
鎮
魂
帰
神
は
催
眠
術
？
﹂

⑥
﹁
皇
道
大
本
と
修
斎
会
の
関
係
は
？
﹂

な
ど
、
大
本
が
国
難
到
来
、
世
界
戦
争
、
綾
部

遷
都
な
ど
世
人
を
惑
わ
し
、
不
安
を
あ
お
っ
て

い
る
こ
と
を
追
求
し
よ
う
と
し
ま
す
。
こ
れ
に

対
し
、
王
仁
三
郎
と
浅
野
和
三
郎
は
、
お
筆
先
を

基
に
、
い
ろ
い
ろ
と
答
え
る
わ
け
で
す
が
解
消
さ

れ
ず
、
す
ぐ
さ
ま
２
回
目
の
調
査
が
入
り
ま
す
。

　

そ
こ
で
聖
師
は
、
第
１
回
調
査
の
答
え
を
全

面
的
に
否
定
し
て
、﹁
い
ず
れ
に
し
て
も
悪
い

話
が
伝
わ
っ
た
は
自
分
が
悪
い
﹂﹁
従
来
の
大

本
は
あ
る
点
で
浅
野
教
、
宣
教
の
内
容
、
方
法

を
改
め
る
﹂﹁
神
意
に
悖も

と

る
人
は
辞
め
て
も
ら

う
﹂
と
答
え
ま
し
た
。

　

検
挙
の
直
接
の
キ
ッ
カ
ケ
は
、
大
本
が
当
時
、

﹁
朝
日
﹂﹁
毎
日
﹂
に
並
ぶ
﹁
大
正
日
日
新
聞
﹂
を

買
収
し
た
こ
と
に
よ
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
日
刊

紙
が
復
刊
す
る
と
、そ
こ
に
は
﹁
天
の
岩
戸
開
き
﹂

﹁
世
の
立
替
え
立
直
し
﹂
が
一
面
を
飾
っ
て
い
た

の
で
す
か
ら
、や
む
を
得
な
い
と
言
え
ま
し
ょ
う
。

　

出
口
聖
師
、
浅
野
和
三
郎
ら
３
人
が
検
挙
さ

れ
、
本
宮
山
神
殿
が
破
砕
さ
れ
、
開
祖
の
お
墓

の
改
修
が
命
じ
ら
れ
ま
す
。

　

し
か
し
、
大
本
は
平
穏
で
、
教
団
な
ら
び
に

信
徒
の
動
揺
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
。
そ
れ
は
お
筆
先
で
﹁
大
正
10
年
に
は
大
変

な
事
態
が
起
こ
る
﹂
と
預
言
さ
れ
て
い
た
か
ら

で
す
。
事
件
、
逮
捕
、
裁
判
だ
っ
た
と
理
解
し

た
の
で
す
。

　

事
実
、
第
１
回
の
公
判
が
始
ま
る
と
、
す
ぐ

に
聖
師
は
﹃
霊
界
物
語
﹄
の
口
述
・
出
版
を
開

始
し
ま
す
。
さ
ら
に
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
を
採
用
・

普
及
し
、
自
ら
﹁
宗
教
上
の
理
想
国
家
を
建
て

る
﹂
と
し
て
、
何
と
責
付
出
獄
中
に
も
関
わ
ら

ず
モ
ン
ゴ
ル
に
出
か
け
る
壮
挙
に
出
た
り
も
し

ま
す
。
大
正
14
年
に
は
、
欧
州
に
宣
伝
使
を
派

遣
、
北
京
で
﹁
世
界
宗
教
連
合
会
﹂
を
発
会
、

続
い
て
﹁
人
類
愛
善
会
﹂
を
創
設
し
ま
す
。

　

裁
判
に
は
無
関
心
そ
う
な
聖
師
で
し
た
が
、

公
判
は
一
審
、
二
審
と
進
み
、
同
年
、
大
審
院

で
差
し
戻
し
の
判
決
が
出
ま
す
。
し
か
し
、
す

ぐ
に
大
正
天
皇
の
ご
崩
御
に
よ
り
、
大
赦
令
の

﹁
免
訴
﹂
が
出
て
終
息
し
ま
す
。
結
局
は
、
当

局
に
と
っ
て
は
﹁
振
出
し
に
戻
っ
た
﹂
と
い
う

こ
と
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
時
代
、
さ
ま
ざ
ま
な
宗
教
や
団
体
は
、

い
わ
ゆ
る
弾
圧
を
受
け
ま
す
。
そ
し
て
、
お
と

な
し
く
し
、
教
義
や
方
針
、
組
織
を
変
え
て
い

く
中
、﹁
大
本
は
、
曲
げ
な
か
っ
た
﹂
わ
け
で
、

こ
れ
が
次
の
伏
線
に
も
な
っ
た
の
で
す
。

　
大
本
を
地
上
か
ら
抹
殺・・第
二
次
弾
圧

　

昭
和
10
年
ま
で
の
こ
の
期
間
は
、
大
本
の
歴

史
の
中
で
﹁
第
二
次
黄
金
期
﹂
と
呼
ば
れ
て
い

ま
す
。
大
正
期
を
上
回
る
教
勢
伸
長
の
時
代
で
、

﹃
愛
善
新
聞
﹄
１
０
０
万
部
達
成
、
昭
和
神
聖
会

会
員
１
千
万
人
獲
得
な
ど
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
が
流

れ
ま
し
た
。
綾
部
、
亀
岡
両
聖
地
の
造
営
が
進

み
、
た
く
さ
ん
の
建
物
が
建
っ
て
い
き
ま
す
。

　

昭
和
３
年
３
月
３
日
、
新
た
に
﹁
み
ろ
く
大

祭
﹂
と
い
う
祭
典
を
行
い
ま
す
。
仏
教
で
預
言

さ
れ
て
い
る
﹁
み
ろ
く
下
生
の
宣
言
﹂
で
、
こ

れ
が
後
に
﹁
国
家
転
覆
の
結
社
﹂
と
い
う
言
い

が
か
り
に
な
る
ん
で
す
が
…
。
そ
ん
な
中
、
聖

師
は
﹁
子
た
る
宗
教
は
や
や
育
っ
た
の
で
、
親

国から受けた２度の弾圧はえん罪でしたが、特に昭和 10(1935) 年の
２次弾圧は「大本を地上から抹殺せよ ｣との大号令のもと徹底的に行
われました。「皇道大本」を名乗ったことが当局を刺激したとも言わ
れています。その時、王仁三郎は何を思い、何を願ったのでしょうか。
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掲
載
文
は
、
平
成
30
年
12
月
19
日
に
航
空
会
館
︵
港
区
新
橋
︶

で
開
催
し
た
﹁
21
世
紀
・
生
き
が
い
講
座
﹂
講
演
録
の
要
旨
で
す
。

猪
いの

子
こ

　恒
ひさし

大本東京宣教センター長

た
る
芸
術
を
育
て
る
﹂
と
俄
然
、
芸
術
を
奨
励

し
、
自
ら
も
創
作
と
実
行
に
出
ま
す
。

　

宣
教
も
怠
ら
ず
、
昭
和
青
年
会
、
武
道
宣
揚

会
な
ど
組
織
活
動
も
盛
ん
に
し
ま
す
。

　

二
次
弾
圧
の
直
接
の
キ
ッ
カ
ケ
は
、
昭
和
神

聖
会
の
発
会
で
す
。
東
京
九
段
の
軍
人
会
館
に

入
り
切
れ
な
い
ほ
ど
の
人
を
集
め
、
政
界
、
軍

部
も
参
加
し
て
内
外
の
注
目
と
な
り
ま
し
た
。

　

内
務
省
は
、
杭
迫
軍
二
に
命
じ
内
偵
を
は
じ

め
、
一
年
ほ
ど
か
け
て
﹁
不
逞
結
社
の
組
織
を

認
定
﹂
し
、﹁
王
仁
三
郎
は
、
自
分
が
天
皇
に

な
ろ
う
と
し
た
﹂
と
い
う
ス
ト
ー
リ
ー
を
作
り

上
げ
た
の
で
し
た
。

　

弾
圧
は
﹁
地
上
か
ら
大
本
を
抹
殺
す
る
﹂
と

し
て
、
す
べ
て
の
こ
と
が
進
め
ら
れ
ま
し
た
。

全
国
で
３
千
人
以
上
が
取
り
調
べ
を
受
け
、
千

人
ほ
ど
が
検
挙
さ
れ
ま
す
。
裁
判
が
始
ま
っ
て

も
い
な
い
の
に
、
解
散
命
令
、
全
教
団
建
造
物

破
却
処
分
発
令
が
出
さ
れ
、
不
法
な
手
段
で
土

地
、備
品
、機
械
ま
で
処
分
さ
れ
ま
す
。
し
か
も
、

時
価
の
百
分
の
一
以
下
で
、
こ
れ
は
裁
判
費
用

が
大
本
に
入
ら
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
で
す
。

　

取
り
調
べ
、
拷
問
は
峻
烈
を
極
め
、
獄
死
者
、

自
殺
者
も
出
て
ま
す
。
全
国
で
信
徒
ら
は
、
国

賊
、
逆
賊
と
呼
ば
れ
、
村
八
分
、
降
格
、
減
給
、

離
職
、
転
職
、
子
ど
も
た
ち
ま
で
が
﹁
い
じ
め
﹂

ら
れ
、
こ
れ
ら
は
戦
後
も
な
か
な
か
消
え
る
こ

と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

本
当
に
新
聞
は
﹁
明
治
25
年
か
ら
の
…
大
本

も
根
こ
そ
ぎ
地
上
か
ら
消
さ
れ
た
﹂
と
報
じ
た

の
で
す
。

　

と
こ
ろ
が
、
昭
和
17
年
、
二
審
の
高
野
綱
雄

裁
判
長
の
英
断
に
よ
り
﹁
治
安
維
持
法
無
罪
﹂

が
出
さ
れ
ま
す
。
昭
和
20
年
、
大
審
院
で
も
上

告
が
棄
却
さ
れ
﹁
無
罪
﹂
が
確
定
し
、
大
本
も

﹁
国
家
に
よ
る
損
害
賠
償
を
放
棄
﹂
し
ま
す
。

　

こ
う
し
て
大
本
は
、
戦
後
の
復
興
と
と
も
に

新
生
の
道
を
あ
ゆ
む
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
皇
道
と
万
世
一
系
の
道

　

と
こ
ろ
で
、
教
団
の
組
織
名
と
は
い
い
な
が

ら
王
仁
三
郎
が
﹁
皇
道
大
本
﹂
と
し
た
、
そ
の

皇
道
と
は
一
体
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
で
し
ょ

う
か
。

　

日
本
は
と
い
う
と
明
治
維
新
で
王
政
復
古
、

神
祗
官
、
太
政
官
の
復
興
、
五
カ
条
の
御
誓
文

に
次
い
で
﹁
大
教
宣
布
の
詔
﹃
治
教
を
明
ら
か

に
し
て
惟
か
ん
な
が
ら
神
の
道
を
宣
揚
す
べ
し
﹄﹂
を
発
し

ま
す
が
、
結
果
は
﹁
神
道
の
国
教
化
に
失
敗
﹂

し
、﹁
神
道
は
宗
教
に
非
ず
﹂
に
転
換
し
ま
す
。

そ
の
施
策
、
体
制
は
終
戦
ま
で
続
く
わ
け
で
す

が
、
治
教
と
し
て
の
神
道
は
、
だ
れ
も
布
教
で

き
な
か
っ
た
か
ら
で
す
。
そ
れ
を
自
ら
行
っ
た

の
が
王
仁
三
郎
で
あ
り
、﹁
皇
道
大
本
﹂
だ
っ

た
と
い
う
わ
け
で
す
。

　

明
治
31
年
か
ら
約
10
年
間
、
高
熊
山
修
行
、

大
本
入
り
を
し
、
お
筆
先
と
と
も
に
﹁
皇
道
﹂

を
探
究
し
た
と
言
わ
れ
、
そ
の
頃
、
聖
師
は
実

弟
の
上
田
幸
吉
氏
に
あ
て
、
京
都
か
ら
﹁
わ
れ
、

皇
道
の
真
髄
を
得
た
り
﹂
と
伝
え
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
は
、
ご
教
示
で
は
な
く
、
私
の
言
葉
に

な
り
ま
す
が
﹁
宇
宙
の
根
源
神
、
天
あ
め
の
み
な
か
ぬ
し
の

御
中
主

大お
お

神か
み

、
つ
ま
り
ゴ
ッ
ド
、
ヤ
ー
ヘ
、
ゼ
ウ
ス
、
ア
ッ

ラ
ー
、
天
、
極
を
基
と
し
て
連
な
る
万
世
一
系

の
道
﹂
と
な
る
と
思
い
ま
す
。

　

で
は
今
日
、
皇
道
を
ど
う
理
解
す
る
の
か
、

そ
れ
は
、
聖
師
の
皇
道
論
の
精
神
論
と
具
体
論

の
両
方
を
総
合
的
、
か
つ
霊
主
体
従
的
に
と
ら

え
て
み
る
の
で
す
。
例
え
ば
、内
な
る
心
、精
神
、

霊
と
し
て
、﹁
皇
道
は
、
高
道
、
公
道
、
光
道
、

厚
道
、
広
道
…
で
、
そ
の
広
大
無
辺
な
る
事
は
、

測
知
す
る
事
が
出
来
ま
せ
ん
。
…
実
に
ス
ミ
キ

リ
で
あ
る
﹂︵
惟
神
の
道
︶、
さ
ら
に
﹁
天
が
下

を
安
ら
け
く
知
ろ
し
め
す
天
皇
の
道
を
始
め
、

宗
教
、
倫
理
、
科
学
、
実
業
等
一
切
の
根
本
原

理
を
説
く
教
え
で
あ
る
﹂︵
玉
鏡
︶
で
す
。

　

一
方
の
具
体
論
を
大
正
期
、﹃
神
霊
界
﹄
に

発
表
さ
れ
た
﹁
日
本
神
国
に
君
臨
し
、
地
球
上

に
お
け
る
主
、
師
、
親
の
三
徳
を
具
備
し
給
ふ

天あ

ま

つ

ひ

つ

ぎ

津
日
嗣
天
皇
が
…
﹂
と
し
て
み
る
と
、
ど
の

よ
う
に
し
て
実
現
さ
れ
る
に
つ
い
て
は
埋
め
き

れ
な
い
部
分
が
多
い
で
す
が
、
到
達
点
が
見
え

る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

　
皇
道
が
到
達
す
る
世
界

　

最
後
に
、
皇
道
が
到
達
す
る
世
界
の
具
体
的

な
姿
を
挙
げ
て
み
ま
す
。

①
世
界
大
家
族
制
度
の
実
行

②
貨
幣
経
済
、
経
済
至
上
主
義
の
否
定

③
社
会
主
義
、
共
産
主
義
に
非
ず

④
天
産
物
自
給
の
国
家
経
済

⑤
天
理
の
住
ま
い

⑥
天
恵
資
源
の
開
発
利
用

⑦
古
事
記
は
皇
典

⑧
租
税
制
度
の
撤
廃

　

ま
た
、
社
会
改
造
の
た
め
に
は
、
教
育
が
不

可
欠
で
あ
る
と
し
て
、
小
、
中
、
大
の
国
民
教

育
論
も
明
確
に
示
し
て
い
ま
す
。

　

天
産
物
自
給
経
済
に
つ
い
て
は
、
近
年
で
は
、

キ
ュ
ー
バ
危
機
を
救
っ
た
プ※
　

ラ
ウ
ト
主
義
が
近

い
在
り
方
と
し
て
知
ら
れ
て
き
て
い
ま
す
。

　

私
自
身
も
、
ま
だ
ま
だ
勉
強
不
足
で
理
解
で

き
な
い
の
で
す
が
、
し
か
し
、
全
世
界
の
平
和
、

調
和
と
い
う
も
の
を
考
え
る
と
、
中
心
が
２
つ

も
３
つ
も
あ
っ
て
は
治
ま
ら
な
い
わ
け
で
、
一

つ
の
中
心
に
よ
っ
て
治
ま
る
皇
道
こ
そ
、
世
界

を
救
う
道
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

※プラウト主義：持続可能で、公平な社会をめざす経済学の理論
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７
月 

東
光
苑
祭
典
・
行
事
予
定

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

21
世
紀
生
き
が
い
講
座
︵
航
空
会
館
・
新
橋
︶

講
題

生
命
の
重
さ
を
考
え
る

〜
大
本
と
生
命
倫
理
活
動
〜

講
師

斉
藤　

泰
︵
教
学
研
鑚
所
事
務
局
主
幹
︶

21
世
紀
・
生
き
が
い
講
座

　
第
１
９
４
回
21
世
紀
・
生
き
が
い
講
座
は
４

月
17
日
、
港
区
新
橋
の
航
空
会
館
で
開
催
さ
れ
、

柿
崎
哲
男
特
派
宣
伝
使
が
﹁
人
生
に
大
切
な
四

つ
の
原
理
〜
大
本
四
大
主
義
の
実
践
〜
﹂
と
題

し
て
講
話
し
た
。
受
講
者
20
人
。

　
柿
崎
講
師
は
、
大
本
が
説
く
﹁
清
潔
・
楽
天
・

進
展
・
統
一
﹂
の
四
大
主
義
に
つ
い
て
説
明
し

﹁
心
身
と
も
に
清
ら
か
に
保
ち
、
今
と
い
う
瞬

間
に
ベ
ス
ト
を
尽
く
し
な
が
ら
、
前
向
き
に
努

力
す
る
こ
と
が
大
切
﹂
と
述
べ
た
。

東

光

苑

月

次

祭

　
東
光
苑
月
次
祭
・
市
杵
島
姫
命
例
祭
は
、
令

和
元
年
５
月
12
日
午
前
10
時
30
分
か
ら
、
斎

主
・
加
藤
道
明
祭
務
課
長
の
も
と
執
行
さ
れ
、

３
０
９
人
が
参
拝
し
た
。

　
祭
員
は
東
京
主
会
が
、
少
年
祭
員
は
同
主
会

の
深
津
日
向
大
さ
ん
・
成
田
小
巻
さ
ん
・
成
田

か
さ
ね
さ
ん
・
玉
置
巴
さ
ん
、
伶
人
は
二
絃
の

会
関
東
支
部
、
大
本
神
諭
拝
読
を
志
村
寿
隆
東

京
主
会
長
が
、
添
釜
は
埼
玉
主
会
が
担
当
し
た
。

　
祭
典
後
、
教
主

さ
ま
の
み
ろ
く
大

祭
ご
あ
い
さ
つ
を

拝
聴
。
続
い
て
猪

子
恒
東
京
宣
教
セ

ン
タ
ー
長
が
あ
い

さ
つ
し
た
の
後
、

小
林
龍
雄
人
類
愛

善
会
理
事
が
５
月

26
日
の
﹁
第
35
回

﹁
霊
気
の
か
た
ち
﹂
講
演
会

企
業
安
全
繁
栄
祈
願
祭

　
第
37
回
企
業
安
全
繁
栄
祈
願
祭
は
、
４
月
21

日
午
前
10
時
30
分
か
ら
執
行
さ
れ
、
71
人
が
参

拝
し
た
。

　
祭
典
で
は
、
全
国
か
ら
申
し
込
ま
れ
た

２
０
６
社
の
企
業
名
を
読
み
あ
げ
、
世
界
経
済

の
発
展
と
繁
栄
、
各
企
業
と
そ
の
社
員
の
健
康
、

安
全
を
祈
願
し
た
。

　
祭
典
後
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
形
式
に
よ
る
講
演

会
を
開
催
。
登
壇
者
は
山
田
眞
︵
㈱
熊
野
屋
取

締
役
営
業
本
部
長
︶、
朝
倉
剛
太
郎︵
朝
倉
染
布

㈱
代
表
取
締
役
社
長
︶、
松
浦
威
日
︵
㈱
マ
ル

日　時　令和元年６月 23 日（日）

　　　　午前９時（受付）〜午後４時半ごろ

会　場　大本東京本部・東京宣教センター

参加費　１，０００円

定　員　４０人

持ち物　筆記用具

内　容　講話「世界の大本となるご神業」

（講師：猪子恒東京宣教センター長）

　　　　茶席入席、他

締　切　６月 19 日（水）

申込先　東京宣教センター・愛善宣教課

みなづきの集い

東
博
研
究
員
迎
え
講
演
と
作
品
展（
神
奈
川
）

　
神
奈
川
主
会

は
４
月
27
日
、

鎌
倉
芸
術
館
を

会
場
に
文
化
講

演
会
﹁
霊
気
の

か
た
ち
〜
出
口

王
仁
三
郎
と
す

み
こ
の
芸
術
﹂

を
開
催
し
、
一

般
市
民
35
人
を

含
む
90
人
が
来
場
し
た
。

　
講
師
は
東
京
国
立
博
物
館
研
究
員
の
三
田
覚

之
氏
。
三
田
氏
は
、﹃
霊
界
物
語
﹄﹃
お
さ
な
が

た
り
﹄
な
ど
大
本
の
ご
教
示
や
東
京
国
立
博
物

館
所
蔵
の
美
術
工
芸
品
を
紹
介
し
な
が
ら
、
耀

盌
を
は
じ
め
お
作
品
の
特
徴
を
説
明
。﹁
大
本

の
芸
術
は
単
純
に
造
形
美
を
求
め
た
も
の
で
は

な
い
。
神
の
内
流
と
も
言
う
べ
き
神
人
合
一
の

状
態
で
生
み
出
さ
れ
た
そ
の
形
は
、
霊
気
の
具

現
化
と
も
言
え
る
。
信
仰
的
な
見
地
を
外
し
た

鑑
賞
は
充
分
で
は
な
く
、
見
る
者
・
使
う
者
も

そ
の
霊
気
を
感
じ
取
る
こ
と
で
神
の
内
流
に
触

れ
合
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
﹂
と
述
べ
た
。

　
ま
た
、
お
作
品
展
示
コ
ー
ナ
ー
で
は
、
耀
盌

﹁
天
つ
お
と
め
﹂﹁
紅
﹂﹁
天
国
五
﹂﹁
吉
野
山
﹂
や
、

聖
師
さ
ま
、
二
代
教
主
さ
ま
の
書
画
８
点
が
展

示
さ
れ
、
来
場
者
に
感
銘
を
与
え
た
。

　
東
光
苑
少
年
祭
式
講
習
会
が
４
月
27
〜
29
日

の
３
日
間
、
東
京
宣
教
セ
ン
タ
ー
を
会
場
に
開

催
さ
れ
、
少
年
３
人
が
受
講
し
た
。

　
参
加
者
は
全
員
、
初

級
ク
ラ
ス
を
受
講
。
基

本
動
作
か
ら
後
取
動

作
、
祓
式
行
事
ま
で
を

実
習
し
た
＝
写
真
。
ま

た
、
中
里
洋
大
本
青
年

部
長
に
よ
る
﹁
お
給
仕

の
仕
方
﹂
の
実
習
や
﹁
大

東
光
苑
少
年
祭
式
講
習
会

世
界
連
邦
日
本
大
会in

東
京2

0
1
9

﹂
に
つ
い

て
案
内
。
ま
た
後
継
者
育
成
部
が
８
月
13
日
か

ら
15
日
に
亀
岡
・
天
恩
郷
で
開
催
さ
れ
る
﹁
第

21
回
大
本
少
年
祭
﹂
へ
の
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
ビ

デ
オ
を
放
映
し
た
。

　
そ
の
後
、
能
舞
台
で
、
茨
城
主
会
に
よ
る
愛

善
歌
﹃
恩
恵
﹄
が
奉
納
さ
れ
た
＝
写
真
上
。

本
の
神
さ
ま
の
お
話
﹂
な
ど
を
受
講
し
た
ほ
か
、

上
野
動
物
園
を
散
策
し
親
ぼ
く
を
深
め
た
。

　
受
講
者
か
ら
は
﹁
初
め
て
祭
式
講
習
に
参
加

し
た
。
玉
串
の
扱
い
な
ど
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
、

と
て
も
い
い
体
験
に
な
っ
た
。
ま
た
参
加
し
た

い
﹂
な
ど
の
感
想
が
聞
か
れ
た
。

タ
ツ
理
事
、企
画
・
営
業
本
部
企
画
部
長
︶
の
３

氏
。
企
業
運
営
に
携
わ
る
心
構
え
や
ご
神
徳
談

な
ど
を
そ
れ
ぞ
れ
に
紹
介
。
最
後
に
山
田
さ
ん

が
﹁
仕
事
は
自
分
の

会
社
に
直
接
携
わ
っ

て
い
な
い
と
こ
ろ
、

目
に
見
え
な
い
と
こ

ろ
も
含
め
て
お
世
話

に
な
っ
て
い
る
と
い

う
感
謝
の
気
持
ち
を

持
つ
こ
と
が
大
切
﹂

と
述
べ
、
参
拝
者
に

感
銘
を
与
え
た
。


