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1　　　阿づまの光

皆
さ
ん
の
中
に
は
、
子
ど
も
の
こ
ろ
の
記
憶
に
、
親
た
ち
が
手
に
笏

し
ゃ
く

を
持
っ
て
、
立
っ
た
り
座
っ
た
り

‥
‥
、
大お

お
ぬ
さ麻

を
サ
ッ
と
振
っ
た
り
ク
ル
ッ
と
回
っ
た
り
‥
‥
、
何
か
不
思
議
な
姿
や
動
き
を
し
て
い
た
風

景
が
残
っ
て
い
ま
せ
ん
か
!?　

ま
た
、
祭
典
中
で
あ
ろ
う
が
お
か
ま
い
な
し
に
、
大
人
た
ち
と
同
じ
動
作

を
し
た
が
っ
た
り
‥
‥
。
実
は
こ
れ
こ
そ
そヽ

ヽ

ヽ

の
子
に
と
っ
て
、
大
本
祭
式
に
触
れ
興
味
津し

ん
し
ん々

で
、
真
似
を

し
て
同
じ
動
作
を
し
て
み
た
い
！　

と
い
う
〝
祭
式
講
習
意
欲
〟
の
目
覚
め
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。
そ
ん

な
時
は
祭
典
が
終
わ
っ
た
後
に
、
ぜ
ひ
と
も
祭
式
の
手
ほ
ど
き
を
し
て
あ
げ
て
く
だ
さ
い
。
こ
れ
は
、
他

愛
も
な
い
こ
と
で
あ
り
な
が
ら
、
祭
式
を
通
し
て
〝
神
さ
ま
〟
と
親
し
む
、
大
き
な
動
機
づ
け
の
一
つ
に

な
り
得
ま
す
。
三
つ
子
の
魂
百
ま
で
。
幼
い
こ
ろ
の
さ
り
気
な
い
祭
式
と
の
触
れ
合
い
が
、
祭
式
の
煩

わ
ず
ら

わ

し
さ
の
ハ
ー
ド
ル
を
確
実
に
下
げ
て
く
れ
ま
す
。

次
の
チ
ャ
ン
ス
は
少
年
少
女
か
ら
青
年
期
に
か
け
て
や
っ
て
き
ま
す
。
青
少
年
部
活
動
の
中
で
、
聖
地

で
開
催
さ
れ
る
「
青
少
年
祭
」
の
奉
納
種
目
で
あ
る
〝
模
擬
祭
典
〟
に
、
地
元
の
代
表
と
し
て
出
場
す
る
こ

と
で
す
。
こ
れ
は
祭
式
の
力
が
か
な
り
鍛
え
ら
れ
、
大
き
く
技
術
が
向
上
す
る
こ
と
が
期
待
で
き
ま
す
。

ま
た
、
少
年
祭
員
と
し
て
各
分
所
・
支
部
で
積
極
的
に
登
用
し
て
い
く
。
毎
月
で
な
く
と
も
、
年
に
二

回
く
ら
い
は
、
斎
主
以
外
の
祭
員
を
青
少
年
で
揃
え
る
。
そ
の
た
め
に
、
み
っ
ち
り
祭
式
の
個
人
レ
ッ
ス

ン
を
行
う
。
実
は
、
こ
の
時
期
が
人
生
の
中
で
も
、
祭
式
を
学
ぶ
最
良
の
時
期
な
の
で
す
。

祭
式
を
学
ぶ
と
い
っ
て
も
、
高
度
な
内
容
を
と
も
な
っ
た
鎮
座
祭
や
遷
座
祭
、
冠
婚
葬
祭
で
は
な
く
、

各
家
庭
で
執
り
行
う
毎
月
の
月
次
祭
、
祖
霊
さ
ま
の
年
祭
程
度
の
祭
典
は
、
奉
斎
家
庭
の
信
徒
で
あ
れ
ば
、

青
年
は
運
転
免
許
の
取
得
と
同
様
に
、必
須
に
し
て
ほ
し
い
も
の
で
す
。
青
年
期
に
祭
式
に
触
れ
て
お
け
ば
、

し
っ
か
り
と
身
に
付
い
て
、
生
涯
忘
れ
ま
せ
ん
。

青
少
年
よ 

〝
祭
式
〟
を
積
極
的
に
学
ぼ
う
！　

そ
し
て
、
そ
の
環
境
を
整
え
る
の
は
、
私
た
ち
周
り
の

大
人
で
す
。
三
月
は
祭
式
講
習
会
の
季
節
で
す
。

心こ
こ
ろ

を
も
身み

を
も
ま
か
せ
て
祈い

の

り
な
ば

神か
み

は
ま
こ
と
の
力

ち
か
ら

た
ま
は
む

五
代
教
主
作
灰
釉
茶
盌
銘
「
宝
の
入
船
」

青
少
年
よ
〝
祭
式
〟
を
学
ぼ
う
！	

祭
務
課
長
　
和わ

田だ

桂け
い

一い
ち
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大
本
の
は
じ
ま
り

本
年
、
大
本
は
開
教
し
て
百
二
十
年
を
迎
え
ま

す
。
干
支
で
い
う
と
こ
ろ
の
壬

み
ず
の
え
た
つ

辰
に
あ
た
り
、
一

日
に
例
え
る
と
、
夜
明
け
を
過
ぎ
て
い
よ
い
よ
活

動
に
入
る
時
期
に
な
り
ま
す
。

明
治
二
十
五
（
一
八
九
二
）
年
の
旧
正
月
五
日
、

新
暦
節
分
の
夜
に
、
現
在
の
京
都
府
綾
部
市
で
、
当

時
五
十
六
歳
の
出
口
な
お
刀
自
が
突
然
神
が
か
り

を
し
た
こ
と
か
ら
、
大
本
は
始
ま
り
ま
し
た
。

神
が
か
り
が
は
じ
ま
る
前
の
数
日
間
、
な
お
は

毎
晩
不
思
議
な
霊
夢
を
見
ま
す
。
そ
こ
に
は
、
荘
厳

な
宮
殿
楼
閣
が
幾
層
と
も
な
く
建
ち
、
な
お
が
表
門

を
く
ぐ
っ
て
い
き
ま
す
と
、
神
々
し
い
神
さ
ま
が

「
よ
く
来
た
な
」
と
い
う
感
じ
で
迎
え
入
れ
ま
し
た
。

神
さ
ま
は
手
を
差
し
伸
べ
て
、
な
お
を
さ
ら
に
奥

の
大
き
な
門
を
く
ぐ
っ
て
中
へ
導
い
て
く
れ
ま
す
。

そ
こ
は
、
先
ほ
ど
の
建
物
以
上
に
荘
厳
で
極
め
て

美
し
い
神
殿
が
た
く
さ
ん
に
建
ち
並
び
、
中
央
の

建
物
に
誠
に
神
々
し
い
神
さ
ま
が
光
り
輝
い
て
な

お
の
目
の
前
に
立
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
な
お
は
あ

ま
り
の
状
況
に
驚
き
、
胸
は
血
踊
り
、
気
分
は
高

揚
し
て
ま
い
り
ま
す
。
と
、
忽
然
と
夢
か
ら
覚
め

る
の
で
す
。
こ
の
様
な
霊
夢
が
三
日
、四
日
と
続
き
、

な
お
は
だ
ん
だ
ん
と
神
仙
の
世
界
に
入
っ
て
い
き

ま
し
た
。

五
日
目
、
旧
正
月
五
日
、
新
暦
二
月
三
日
の
節

分
の
夜
、
突
如
と
し
て
出
口
な
お
の
肉
体
に
神
が
か

り
状
態
の
発
動
が
起
こ
り
ま
し
た
。
な
お
は
、
下

腹
に
熱
い
塊
を
感
じ
、
そ
れ
が
ド
ン
ド
ン
と
上
に

あ
が
り
、
ふ
さ
ぎ
下
ろ
そ
う
と
一
生
懸
命
踏
ん
張

り
ま
す
が
、
そ
れ
以
上
の
力
が
胸
、
喉
を
通
っ
て

口
か
ら
出
て
き
ま
し
た
。

出
て
き
た
の
は
底
力
の
あ
る
強
い
男
の
声
で
し

た
。
普
段
は
優
し
く
口
数
の
少
な
い
控
え
め
な
出

口
な
お
で
し
た
が
、
表
情
も
男
の
よ
う
な
厳
し
い

顔
に
な
り
ま
し
た
。

口
を
通
し
て
出
て
き
た
最
初
の
言
葉
は
、『
三
千

世
界
一
ど
に
開
く
梅
の
花
、
艮

う
し
と
らの

金
神
の
世
に
成

り
た
ぞ
よ
。
梅
で
開
い
て
松
で
治
め
る
、
神
国
の

世
に
な
り
た
ぞ
よ
。
こ
の
世
は
神
が
構
わ
な
行
け

ぬ
世
で
あ
る
ぞ
よ
。
い
ま
は
獣け

も

の類
の
世
、
強
い
も

の
勝
ち
の
、
悪
魔
ば
か
り
の
世
で
あ
る
ぞ
よ
。
神

が
表
に
現
れ
て
、
三
千
世
界
の
立
替
え
立
直
し
を

致
す
ぞ
よ
』

こ
れ
は
「
初
発
の
神
諭
」
と
申
し
ま
し
て
、
大

本
の
お
筆
先
の
中
で
最
も
大
切
な
教
示
で
す
。

『
三
千
世
界
』
は
、
私
た
ち
が
住
ん
で
い
る
「
現

界
」
と
、
神
さ
ま
の
世
界
で
あ
る
「
神
界
」、
そ
し

て
根
底
の
国
（
地
獄
）
で
あ
る
「
幽
界
」
の
三
界
、

ま
た
過
去
・
現
在
・
未
来
を
指
し
ま
す
。

『
梅
で
開
い
て
松
で
治
め
る
』
と
あ
り
ま
す
が
、

梅
の
花
は
ご
存
知
の
よ
う
に
、
厳
冬
に
耐
え
な
が

ら
芽
造
り
を
行
い
、
春
に
な
れ
ば
す
べ
て
の
草
木

も
豊
か
に
な
っ
た
の
も
事
実
で
す
。
こ
れ
ら
は
一

面
仕
方
な
い
こ
と
で
す
。

し
か
し
、
い
つ
ま
で
も
利
己
的
で
、
物
欲
に
執

着
し
た
「
体
主
霊
従
」
の
在
り
方
で
こ
の
ま
ま
先

に
向
か
う
と
、
元
の
泥
海
に
な
る
と
。
絶
体
絶
命

の
危
機
を
迎
え
、
こ
こ
に
ご
再
現
さ
れ
た
の
で
す
。

お
筆
先
の
内
容

お
筆
先
は
、
神
が
か
り
し
た
国
常
立
尊
が
、
読

み
書
き
の
で
き
な
か
っ
た
出
口
な
お
に
筆
を
持
た

せ
て
、
総
仮
名
文
字
で
書
か
れ
た
も
の
で
、
二
十
七

年
間
に
渡
り
半
紙
二
十
万
枚
に
お
よ
ん
で
い
ま
す
。

書
道
家
や
評
論
家
は
、
こ
の
筆
先
を
『
筆
の
最

初
の
あ
た
り
か
ら
終
り
ま
で
、
殆
ど
等
し
い
筆
圧
、

等
し
い
幅
、
等
し
い
早
さ
を
も
っ
て
書
か
れ
て
い

る
。
こ
れ
は
終
始
か
わ
ら
な
い
精
神
状
態
を
保
っ
て

い
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
こ
れ
が
半
紙
二
十
万

枚
に
お
よ
ぶ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
驚
嘆
の

外
は
な
い
』
と
絶
賛
し
て
い
ま
す
。

そ
の
内
容
は
、一
貫
し
て
「
世
の
立
替
え
立
直
し
」

と
、
人
類
の
「
改
心
」
を
迫
り
、
日
本
や
世
界
の
将

来
に
つ
い
て
の
預
言
と
警
告
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

お
筆
先
は
、
大
き
く
二
つ
の
内
容
に
分
け
ら
れ

ま
す
。
一
つ
は
時
節
が
到
来
し
、神
が
表
に
現
れ
て
、

こ
の
末
法
の
世
を
立
替
え
立
直
し
、
地
上
天
国
「
み

ろ
く
の
世
」
を
創
る
と
い
う
、
神
さ
ま
の
目
的
を

教
え
諭
し
た
預
言
で
す
。
も
う
一
つ
は
、
み
ろ
く

の
世
実
現
の
過
程
に
お
い
て
不
幸
や
災
害
、
越
え

る
べ
き
大
峠
に
つ
い
て
の
警
告
で
す
。

太
平
洋
戦
争
で
日
本
は
負
け
ま
し
た
が
、
こ
の

戦
争
も
お
筆
先
は
預
言
し
て
い
ま
し
た
。

『
い
ま
に
世
界
中
の
大
戦
争
に
な
り
て
来
て
、
世

界
の
人
民
が
大
変
に
苦
し
む
こ
と
が
出
て
く
る
か

ら
、
日
本
の
人
民
み
な
、
油
断
を
い
た
し
て
お
り

た
ら
、
日
本
の
役
目
が
務
ま
る
ど
こ
ろ
か
、
国
が

危
い
こ
と
に
な
り
て
、
い
っ
た
ん
は
、
日
本
の
人

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

大
本
の
神
示
と
世
界
の
将
来

—

人
類
へ
の
預
言
と
警
告—

講師  森
もり

良
よ し ひ で

秀
（東京宣教センター次長）

に
先
立
っ
て
花
を
咲
か
せ
る
、
苦
労
の
塊
の
花
で

す
。ま

た
松
は
、
春
夏
秋
冬
一
年
を
通
し
て
葉
の
色

が
変
わ
ら
な
い
、
誠
一
筋
の
意
味
で
す
。

大
本
は
な
ぜ
出
現
し
た
の
か
？

『
艮
の
金
神
の
世
に
成
り
た
ぞ
よ
』
と
主
張
さ
れ

る
金
神
と
は
、
果
た
し
て
ど
う
い
う
神
な
の
か
、
こ

の
世
界
を
ど
う
し
よ
う
と
さ
れ
る
の
か
。
こ
こ
は

大
本
出
現
の
眼
目
で
す
。

出
口
な
お
に
か
か
ら
れ
た
艮
の
金
神
は
、
こ
の

世
を
お
造
り
に
な
ら
れ
た
元
の
神
（
根
源
神
）
で
、

「
日
本
書
紀
」
に
最
初
に
出
て
く
る
国

く
に
と
こ
た
ち
の
み
こ
と

常
立
尊
さ
ま

で
す
。

国
常
立
尊
は
、
太
古
の
神
代
の
時
代
の
主
宰
神

で
し
た
。
至
厳
至
直
、
善
一
筋
の
政
治
を
敷
か
れ

た
た
め
に
世
界
は
穏
や
か
に
治
ま
っ
て
い
ま
し
た

が
、
時
代
が
過
ぎ
る
と
共
に
不
満
分
子
の
我
よ
し

の
神
々
が
、
こ
と
も
あ
ろ
う
に
国
常
立
尊
を
隠
退

さ
せ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
の
上
、
悪
神
、
祟
り

神
の
鬼
門
の
神
と
し
て
、
三
千
年
の
長
き
に
わ
た
っ

て
押
し
込
め
て
き
た
の
で
す
。
こ
の
隠
退
さ
れ
て

い
た
間
の
ご
神
名
を
「
艮
の
金
神
」
と
申
し
上
げ

ま
す
。

絶
対
の
権
威
を
持
つ
神
が
ど
う
し
て
押
し
込
め

ら
れ
た
の
か
、
素
朴
な
疑
問
が
残
り
ま
す
。
で
も

こ
の
よ
う
な
見
方
が
出
来
る
と
思
い
ま
す
。

人
間
に
は
自
由
意
思
が
あ
り
、
神
に
従
う
こ
と

も
で
き
れ
ば
、
神
を
無
視
し
、
背
く
こ
と
も
出
来
ま

す
。
人
の
心
の
中
に
「
良
心
」
は
あ
っ
て
も
、
良

心
の
声
を
無
視
す
れ
ば
、
そ
の
良
心
を
心
の
隅
に

隠
退
さ
せ
た
と
言
え
ま
す
。

ま
た
、
人
間
の
生
涯
を
見
て
も
、
成
人
期
ま
で

は
利
己
的
で
あ
り
、
他
を
犠
牲
に
し
て
も
頓
着
し

な
い
。
親
の
苦
労
に
気
兼
ね
し
な
い
。
そ
れ
か
ら
、

「
体
主
霊
従
」
の
期
間
が
あ
っ
た
か
ら
、
物
質
文
明
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方
々
の
行
動
の
貴
さ
が
、
世
界
中
か
ら
高
く
評
価
さ

れ
ま
し
た
。
日
本
人
の
本
来
持
っ
て
い
る
穏
や
か

さ
、
真
面
目
さ
が
出
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

こ
れ
は
千
葉
県
君
津
で
被
災
さ
れ
た
知
人
の
話

で
す
。
そ
の
方
は
本
社
に
戻
ら
な
く
て
は
い
け
な
い

の
で
、
東
京
に
向
か
っ
て
車
を
走
ら
せ
て
い
ま
し

た
。
道
路
の
信
号
は
、停
電
の
た
め
に
す
べ
て
消
え
、

警
察
官
も
立
っ
て
い
な
い
状
況
だ
っ
た
そ
う
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
交
差
点
で
は
ク
ラ
ク
シ
ョ
ン
を
鳴
ら

す
車
も
な
く
、
低
速
で
皆
が
譲
り
合
っ
て
通
行
し

た
そ
う
で
す
。

ま
た
、
阪
神
大
震
災
の
反
省
か
ら
鉄
道
、
高
速

道
路
な
ど
の
イ
ン
フ
ラ
を
改
善
し
た
結
果
、
こ
の

た
び
の
激
し
い
揺
れ
を
受
け
て
も
首
都
高
速
道
路

は
点
検
だ
け
で
半
日
後
に
開
通
さ
せ
、
新
幹
線
の

脱
線
事
故
も
避
け
ら
れ
た
と
語
っ
て
い
ま
し
た
。

こ
う
い
っ
た
日
本
の
素
晴
ら
し
い
姿
を
、
も
っ

と
世
界
に
知
っ
て
も
ら
い
た
い
が
、
福
島
原
発
の

放
射
能
漏
れ
事
故
で
、
そ
れ
ば
か
り
が
報
道
さ
れ

て
残
念
だ
と
も
話
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

み
ろ
く
の
世
の
姿

『
水
晶
の
神
世
に
な
れ
ば
、
な
に
ご
と
も
世
の
中

は
、
思
う
よ
う
に
な
る
ぞ
よ
。
こ
れ
か
ら
世
界
中
、

神
国
に
い
た
し
て
世
界
の
神
も
仏
も
人
民
も
、
い

さ
ん
で
暮
ら
さ
す
ぞ
よ
』　
　

『
艮
の
金
神
が
表
に
な
る
と
、
一
番
に
悪
所
遊
び

を
や
め
さ
す
ぞ
よ
。
博
打
も
打
た
さ
ん
ぞ
よ
。
家
の

戸
締
り
も
せ
い
で
も
よ
き
よ
う
に
い
た
し
て
、
人

民
を
お
だ
や
か
に
い
た
さ
し
て
、
喧
嘩
も
戦
争
も

な
き
結
構
な
神
世
に
い
た
し
て
、
末
代
つ
づ
く
松

の
世
と
い
た
す
ぞ
よ
』　

こ
の
よ
う
に
、
大
変
気
持
ち
が
明
る
く
な
る
よ

う
な
筆
先
が
あ
り
ま
す

昨
今
ニ
ュ
ー
ス
を
見
て
お
り
ま
し
て
も
、
隠
し

事
が
出
来
な
い
世
の
中
に
な
っ
て
き
て
い
る
と
感

じ
ま
す
。
昔
だ
っ
た
ら
隠
せ
た
悪
事
が
ド
ン
ド
ン

暴
露
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
水
晶
の
世
、
み
ろ

く
の
世
に
向
か
っ
て
い
る
証
し
で
は
な
い
か
と
思

い
ま
す
。

み
ろ
く
の
世
は
経
済
的
、
物
質
的
、
精
神
的
に

豊
か
に
な
る
時
代
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、『
少
し
貧

し
く
、
少
し
寒
く
、
少
し
ひ
も
じ
く
』
と
の
お
示

し
も
あ
り
ま
す
。

〝
な
に
も
か
も
が
豊
富
に
あ
る
〟
の
で
は
な
く
、

そ
れ
ぞ
れ
の
身
の
丈
に
合
っ
た
幸
せ
を
、
受
け
取
ら

せ
て
い
た
だ
く
。
こ
う
い
っ
た
厳
し
い
面
も
、
み

ろ
く
の
世
の
姿
で
す
。

出
口
な
お
の
生
活

出
口
な
お
の
生
活
を
、
孫
の
三
代
教
主
出
口
直

日
が
、
次
の
よ
う
に
書
き
残
し
て
お
り
ま
す
。

『
形
の
上
で
は
、
何
の
関
わ
り
も
持
た
れ
な
か
っ

た
の
で
す
が
、
祖
母
は
高
い
茶
の
心
を
身
に
つ
け

た
、
真
に
類
ま
れ
な
る
大
茶
人
で
あ
っ
た
と
、
心

よ
り
敬
っ
て
い
ま
す
』

『
奥
山
に
啼
く
鳥
の
、
清
ら
か
な
声
を
聴
く
よ
う

に
静
か
で
、
和
紙
の
手
ざ
わ
り
の
よ
う
に
和
や
か

で
、
苔
の
上
に
打
ち
水
を
し
た
よ
う
に
、
侘
び
た

ゆ
か
し
い
ご
生
活
で
あ
り
ま
し
た
』

な
お
の
日
常
生
活
は
、
物
を
大
事
に
す
る
控
え

め
な
生
活
で
穏
や
か
、
お
茶
で
い
う
「
和
敬
静
寂
」

を
そ
の
ま
ま
体
現
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
そ
う
で
す
。

ま
た
そ
の
声
は
金
の
鈴
を
振
っ
た
よ
う
に
、
透
明

感
が
あ
り
、
清
々
し
く
て
、
若
々
し
い
と
表
現
し

て
い
ま
す
。

出
口
な
お
の
神
が
か
り
の
状
態
は
、
世
に
い
う

霊
媒
の
そ
れ
で
は
な
く
、
誠
に
崇
高
で
、
尊
厳
に

満
ち
た
も
の
で
あ
っ
た
と
う
か
が
え
ま
す
。

そ
れ
を
思
う
時
、
こ
の
筆
先
が
い
か
に
内
容
的

に
深
い
も
の
で
あ
り
、
我
々
人
類
に
と
っ
て
、
掛

替
え
の
な
い
教
典
で
あ
る
と
言
え
ま
す
。

い
切
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
立
替
え
は
、
神
の
経
綸
に
よ
っ
て
な
さ
れ
、

一
方
立
直
し
は
、
私
た
ち
人
間
が
取
り
組
ん
で
い

く
も
の
と
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
た
め
に
は
、
ま
ず
一
人
ひ
と
り
の
魂
の
立

直
し
が
不
可
欠
で
す
。

私
た
ち
は
日
常
生
活
の
中
で
、
愚
痴
や
不
平
不

満
、
嫉
み
と
い
っ
た
良
く
な
い
感
情
を
抱
く
こ
と

が
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
感
情
を
薄
め
て
い
く
努
力

を
す
る
こ
と
が
魂
の
立
直
し
に
つ
な
が
り
ま
す
。

次
に
社
会
国
家
の
立
直
し
で
す
。

こ
こ
で
も
強
い
も
の
勝
ち
、
物
質
本
位
な
ど
精

神
性
を
無
視
し
た
状
態
が
反
映
し
て
い
る
わ
け
で

す
が
、
そ
の
国
を
治
め
て
い
く
機
構
も
立
替
え
て

い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

昨
今
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
橋
下
徹
大
阪
市
長
が

取
組
ん
で
い
る
こ
と
も
、
あ
る
意
味
で
大
き
な
立

直
し
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
人
間
の
努
力
に
お
い

て
、
現
状
を
突
破
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
す
。

そ
し
て
世
界
全
体
の
立
直
し
で
す
。

王
仁
三
郎
は
『
こ
の
世
界
に
は
、
有
形
無
形
の

二
つ
の
大
き
な
障
壁
が
あ
る
』
と
示
し
て
い
ま
す
。

〈
有
形
の
障
壁
〉
と
は
、
軍
備
や
領
土
問
題
の
こ

と
で
、〈
無
形
の
障
壁
〉
は
、
私
た
ち
の
心
の
中
に

あ
る
敵
愾
心
で
す
。
こ
の
有
形
の
障
壁
を
取
り
除

く
た
め
に
は
、
ま
ず
無
形
の
障
壁
か
ら
取
り
除
く

必
要
が
あ
る
と
説
い
て
い
ま
す
。

国
家
、
人
種
同
士
の
敵
愾
心
、
宗
教
間
同
士
の

敵
愾
心
を
乗
り
越
え
て
、
次
に
有
形
の
障
壁
を
取

り
除
い
て
い
く
と
い
う
工
程
で
す
。

日
本
の
役
割

日
本
の
国
は
神
の
教
え
を
実
行
し
て
、
世
界
に

良
き
鏡
を
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
尊
い
処
で
あ

る
と
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

昨
年
三
月
の
東
日
本
大
震
災
で
、
被
災
さ
れ
た

民
も
途
方
に
く
れ
て
、
チ
リ
ヂ
リ
舞
を
致
す
こ
と

が
出
来
い
た
す
ぞ
よ
』

預
言
通
り
に
な
っ
た
と
い
う
の
で
、
大
本
に
対

す
る
世
間
の
評
価
が
大
き
く
変
わ
り
ま
し
た
。
そ

し
て
、
そ
の
話
を
耳
に
し
た
あ
る
信
徒
が
出
口
王

仁
三
郎
に
得
意
顔
に
な
っ
て
そ
の
こ
と
を
報
告
し

た
と
こ
ろ
、
王
仁
三
郎
は
憮
然
と
し
て
『
自
分
は

預
言
が
当
た
ら
な
い
よ
う
に
努
力
し
て
き
た
の
に
、

結
果
と
し
て
こ
う
な
っ
て
し
ま
っ
て
、
誠
に
残
念

だ
』
と
答
え
ま
し
た
。

た
と
え
預
言
が
最
悪
の
想
定
で
あ
っ
て
も
、
人

間
の
努
力
に
よ
っ
て
回
避
し
た
り
、
小
さ
い
形
で
治

め
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
で
す
。
正
に

神
の
御
手
に
預
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
大
本
で
は
「
豫

言
」
で
な
く
、「
預
言
」
と
書
か
れ
た
意
味
も
こ
こ

に
あ
り
ま
す
。

立
替
え
立
直
し
と
は

〈
立
替
え
〉
は
、
破
壊
、
解
体
を
指
し
、〈
立
直
し
〉

は
、
建
設
、
造
営
す
る
こ
と
を
指
し
て
い
ま
す
。

体
主
霊
従
的
行
動
を
立
替
え
、
一
切
を
霊
主
体

従
に
立
直
す
こ
と
で
す
。

現
代
は
神
さ
ま
の
存
在
を
忘
れ
た
物
質
本
位
の

世
の
中
で
あ
り
、
精
神
的
光
明
を
失
っ
た
暗
が
り

の
世
の
中
で
あ
り
、
我
よ
し
強
い
も
の
勝
ち
の
や
り

方
で
、
悪
の
栄
え
て
い
る
世
の
中
で
す
。
こ
の
よ
う

な
体
主
霊
従
の
世
の
中
を
立
替
え
さ
れ
る
の
で
す
。

強
い
も
の
勝
ち
の
獣
の
心
、
利
己
的
で
排
他
的

な
考
え
方
を
改
め
直
さ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

貧
富
の
差
、
格
差
社
会
を
無
く
し
、
お
互
い
が

幸
せ
に
な
る
世
の
中
。
そ
し
て
人
も
良
し
、
我
も

良
し
、
社
会
も
良
し
の
三
方
良
し
の
世
界
を
つ
く
っ

て
い
く
こ
と
が
、
立
直
し
で
す
。

戦
争
も
天
災
も
一
つ
の
立
替
え
で
は
あ
り
ま
す

が
、
お
筆
先
で
は
戦
争
や
天
災
で
立
替
え
立
直
し

が
で
き
た
ら
、
こ
ん
な
に
楽
な
こ
と
は
な
い
と
言
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な
ど
を
紹
介
し
た
。

続
い
て
バ
リ
ド
・
ア

ン
フ
バ
ヤ
ル
大
本
モ
ン

ゴ
ル
本
部
現
地
本
部
長

が
あ
い
さ
つ
を
行
い
、

昨
年
三
月
に
神
道
と
し

て
初
め
て
モ
ン
ゴ
ル
国

で
宗
教
法
人
の
認
可
を

得
た
こ
と
や
現
在
の
活
動
に
つ
い
て
紹
介
。「
日
本

と
モ
ン
ゴ
ル
の
架
け
橋
に
な
る
人
材
を
育
て
た
い
」

と
流
暢
な
日
本
語
で
抱
負
を
の
べ
、
参
拝
者
か
ら

盛
大
な
拍
手
が
わ
き
起
こ
っ
た
。

出
口
な
お
・
出
口
王
仁
三
郎
の
世
界
を
語
る

第
一
〇
八
回
大
本
公
開
講
座
『
出
口
な
お
・
出

口
王
仁
三
郎
の
世
界
を
語
る
』
は
、
二
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
、
浅
田
秋
彦
東
京
宣
教
セ
ン

タ
ー
長
を
講
師
に
「
立
替
え
立
直
し
の
仕
組—

神

界
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
と
題
し
て
開
催
さ
れ
た
。
参

加
者
は
三
十
一
人
（
内
、
一
般
十
五
人
）。

講
座
で
は
、
出
口
王
仁
三
郎
聖
師
の
生
い
立
ち

の
ほ
か
、
大
本
入
り
し
た
の
ち
生
涯
を
か
け
て
示

し
、
活
動
し
た
〝
救
世
の
神
業
〟
に
つ
い
て
解
説
。

参
加
者
か
ら
は
「
大
本
事
件
に
つ
い
て
強
く
興

味
が
あ
っ
た
の
で
、
と
て
も
勉
強
に
な
り
ま
し
た
。

ま
た
『
霊
界
物
語
』
の
口
述
や
〝
型
の
大
本
〟
に

つ
い
て
も
、
と
て
も
興
味
深
か
っ
た
で
す
（
三
十
七

歳
・
男
性
・
一
般
）」「
大
本
の
歴
史
を
聴
き
〝
型
〟

を
意
識
し
て
、
自
分
の
中
か
ら
出
る
〝
型
〟
に
も

気
を
つ
け
よ
う
と
思
い
ま
し
た
（
五
十
二
歳
・
女
性
・

一
般
）
な
ど
の
感
想
が
聞
か
れ
た
。

日
と
二
十
四
日
の
両
日
、
多
摩
川
（
西
多
摩
郡
白
丸

ダ
ム
）、
荒
川
（
二
瀬
ダ
ム
・
埼
玉
県
秩
父
市
）、
利

根
川
（
群
馬
県
渋
川
市
坂
東
橋
）
で
執
り
行
っ
た
。

東
光
苑
月
次
祭

東
光
苑
月
次
祭
・
豊
年
祈
願
祭
・
市
杵
島
姫
命

例
祭
は
二
月
十
二
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
七
十
五
人
が
参
拝
し
た
。

祭
員
は
関
東
教
区
青
松
会
員
、
少
年
祭
員
は
東

京
主
会
の
涌
井
大
嗣
郎
く
ん
、
山
梨
主
会
の
小
池

翔
音
く
ん
、
伶
人
は
宮
咩
会
関
東
支
部
、
大
本
神

諭
拝
読
は
飯
田
俊
明
茨
城
主
会
長
、
添
釜
は
村
井

社
中
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
た
ち
、
本
年
度
教
団
方
針
に
謳
わ
れ

て
い
る
〝
み
ろ
く
の
世
へ
の
実
践
〟
や
各
機
関
に

ご
下
付
さ
れ
た
教
主
さ
ま
ご
染
筆
『
和
合
の
梅
』

開
教
120
年
節
分
大
祭
遥
拝
祭

開
教
百
二
十
年
節
分
大
祭
遥
拝
祭
は
二
月
三
日
、

午
後
六
時
三
十
分
よ
り
斎
主
・
森
良
秀
東
京
宣
教

セ
ン
タ
ー
次
長
の
も
と
執
行
さ
れ
、
百
一
人
が
参

拝
し
た
。

祭
典
後
、
大
本
神
諭
の
拝
読
、
斎
主
・
祭
員
に

よ
る
豆
ま
き
が
行
わ
れ
、
次
い
で
浅
田
秋
彦
東
京

宣
教
セ
ン
タ
ー
長
が
あ
い
さ
つ
を
の
べ
た
。

そ
の
後
、
参
拝
者
は
ダ
ル
マ
や
今
年
の
干
支
・
辰

の
飾
り
物
が
当
た
る
福

引
を
楽
し
ん
だ
ほ
か
、

食
堂
に
て
温
か
い
甘
酒

が
振
る
舞
わ
れ
た
。

な
お
、
東
京
本
部
で

は
節
分
大
祭
で
奉
迎
さ

れ
た
ご
神
水
に
よ
る
清

祓
行
事
を
二
月
二
十
二

東
光
苑
祭
典
・
行
事
予
定

３
月東

光
苑
月
次
祭
・
春
季
合
同
慰
霊
祭

 

11
日
（
日
） 

午
前
10
時
半

「
出
口
な
お
・
出
口
王
仁
三
郎
の
世
界
を
語
る
」

	

講
題

一
つ
の
神
、一
つ
の
世
界
、一
つ
の
言
葉

—

み
ろ
く
の
世
へ
の
道
筋—

 

講
師

森

良
秀
（
東
京
宣
教
セ
ン
タ
ー
次
長
）

 

21
日
（
水
） 

午
後
７
時
〜
８
時
半

東
光
苑
春
季
祭
式
講
習
会

 

24
日
（
土
）
25
日
（
日
）

二
代
教
主
六
十
年
祭

 

31
日
（
土
） 

午
前
10
時
半

４
月観

桜
茶
会

 

１
日
（
日
） 

午
前
10
時
半

開
教
120
年
東
光
苑
春
季
大
祭

 

８
日
（
日
） 

午
前
10
時
半

「
出
口
な
お
・
出
口
王
仁
三
郎
の
世
界
を
語
る
」

	

講
題

激
動
の
時
代
を
い
か
に
生
き
る
か

—

幸
せ
は
不
幸
の
顔
し
て
や
っ
て
く
る—

 

講
師

藤
原
直
哉
（
シ
ン
ク
タ
ン
ク
藤
原
事
務
所
会
長
）

 

18
日
（
水
） 

午
後
７
時
〜
８
時
半

第
30
回
企
業
繁
栄
祈
願
祭

 

22
日
（
日
）　

午
後
２
時
30
分

四
代
教
主
毎
年
祭
（
11
年
）

 

29
日
（
日
） 

午
前
10
時
半

毎
週
月
・
水
・
金
曜
「
常
設
対
外
講
座
」
開
催
中

	

［
昼
の
部
］
講
話　

午
後
２
時
〜
３
時
半

	

［
夜
の
部
］
実
習　

午
後
７
時
〜
８
時
半

第３０回企業繁栄祈願祭
今年で第３０回目となります「企業繁栄祈願祭」

を、下記の要項で執り行います。

経営される企業、また勤務先の企業や事業所な

どの繁栄・弥栄はもちろんのこと、日本、そして

世界全体の経済の発展をご祈念申し上げます。

長引く不況を乗り越えるためにも、ぜひ企業繁

栄祈願をおすすめいたします

日　程 ４月２２日（日）午後２時３０分

会　場 大本東京本部・東京宣教センター

申し込み ご希望の方は申込用紙を送付しますの

で、下記までご連絡ください（なお昨年

お申し込みいただいた方にはこちらから

郵送いたします）

申込先 〒110-0008 台東区池之端 2-1-44

	 大本東京本部　総務管理課

※玉串は後日郵送か当日持参かを必ず明

記してください

玉串料 一企業１万円以上（申込書に添えて玉串

袋にてお納めください）

締　切 ４月１６日（月）

	 ※ご祈願は４月２８日までの１週間執り

行います

バリド・アンフバヤル大本
モンゴル本部現地本部長

祭典後、にぎやかに豆
まき行事が行われた


