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慶
祝
開
教
百
二
十
年
も
下
半
期
に
入
り
ま
し
た
。
八
月
七
日
に
は
慶
祝
瑞
生
大
祭
を
迎
え
ま
す
。
東
京
本
部
・

東
京
宣
教
セ
ン
タ
ー
も
開
教
百
二
十
年
の
佳
節
を
首
都
圏
宣
教
の
飛
躍
の
年
と
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

東
京
本
部
竣
成
祭
（
昭
和
四
十
三
年
）
の
ご
あ
い
さ
つ
の
中
で
三
代
教
主
さ
ま
は
、『
首
都
は
日
本
に
お
け

る
心
臓
部
で
ご
ざ
い
ま
す
。
首
都
の
動
静
は
日
本
全
土
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
が
ご
ざ
い
ま
す
。
東
京

本
部
の
竣
成
に
よ
り
ま
し
て
、
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
ご
ざ
い
ま
す
』
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

新
東
京
本
部
の
立
替
え
は
、
開
教
百
二
十
年
の
記
念
事
業
の
さ
き
が
け
の
建
設
で
あ
り
、
ま
さ
に
首
都
圏

宣
教
を
大
き
く
進
展
さ
す
べ
き
時
機
の
到
来
を
強
く
感
じ
る
次
第
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
た
び
、
東
京
本
部
が
主
体
に
な
っ
て
「
出
口
王
仁
三
郎
と
そ
の
一
門
の
作
品
展
」
を
、
平
成
二
十
五
年

一
月
六
日
か
ら
十
二
日
、東
京
都
北
区
王
子
に
あ
り
ま
す
「
北ほ

く

と
ぴ
あ
」
で
開
催
す
る
こ
と
が
決
定
し
ま
し
た
。

続
い
て
同
年
三
月
、
神
奈
川
主
会
主
催
に
よ
り
ま
す
作
品
展
を
、
鎌
倉
芸
術
館
に
於
い
て
開
催
さ
れ
ま
す
。

東
京
本
部
か
ら
始
ま
る
芸
術
宣
教
活
動
の
気
運
を
、
一
過
性
に
終
わ
ら
せ
ず
、
各
主
会
で
受
け
継
い
で
い
た

だ
き
、
関
東
教
区
全
体
に
広
が
る
こ
と
を
期
待
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

聖
師
さ
ま
は
、『
芸
術
は
宗
教
の
母
な
り
』
と
説
か
れ
、
美
に
よ
っ
て
神
を
感
得
す
る
道
を
示
さ
れ
ま
し
た
。

大
本
の
宣
教
は
、
宣
教
活
動
を
タ
テ
と
し
て
、
愛
善
（
芸
術
）
運
動
を
ヨ
コ
と
し
、
み
教
え
を
広
く
宣
べ

伝
え
る
こ
と
で
す
。

大
本
の
お
作
品
を
出
来
る
限
り
多
く
の
方
々
に
ご
覧
い
た
だ
く
こ
と
が
大
事
で
あ
り
ま
す
。

そ
の
た
め
に
も
、
今
後
広
報
活
動
に
力
を
入
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
が
、
全
信
徒
の
知
人
・ 

友
人
に
対

し
て
、
ど
れ
だ
け
の
招
待
券
を
配
布
し
、
お
誘
い
す
る
か
に
よ
っ
て
、
作
品
展
の
成
否
が
決
ま
る
と
思
い
ま
す
。

こ
の
た
び
の
作
品
展
は
誠
に
重
要
な
ご
神
業
で
あ
る
と
拝
察
し
ま
す
。
そ
の
後
の
首
都
圏
宣
教
を
左
右
す

る
と
共
に
、
さ
ら
な
る
お
世
話
活
動
を
継
続
し
て
、
最
終
的
に
は
大
道
場
修
行
へ
と
ご
案
内
さ
せ
て
い
た
だ

く
こ
と
が
大
切
で
あ
り
ま
す
。

絵ゑ

に
歌う

た

に
文ふ

み

に
真ま

こ

と実
を
あ
ら
は
し
て

世よ

を
救す

く

ひ
ゆ
く
伊い

づ

の

め

都
能
売
の
魂た

ま

五
代
教
主
作
灰
釉
茶
盌
銘「
み
ろ
く
の
春（
別
名
・
み
ち
の
く
の
春
）」

六
盌
の
う
ち
の
一
盌

［
ヨ
ル
ダ
ン
土
・
天
恩
郷
梅
釉
］

『
お
作
品
展
』
か
ら
飛
躍
す
る
首
都
圏
宣
教	

東
京
宣
教
セ
ン
タ
ー
長	

浅あ
さ

田だ

秋と
き

彦
ひ
こ
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に
移
植
す
る
あ
り
方
に
、
合
理
主
義
文
明
の
先
端

を
走
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
て
な
り
ま
せ
ん
。

世
界
統
一
の
神
業
地
・
日
本

『
害が
い
こ
く国
に
悪
神
の
頭
が
、
昔
か
ら
の
永
い
陰
謀
で
、

学
と
知
恵
と
金
の
力
と
で
、
世
界
を
自
由
自
在
に

混み
だ
ら
し乱

て
来
て
』

こ
の
教
示
の
中
に
あ
る
、
害が
い
こ
く国
と
は
、
一
般
で

い
う
外
国
、
異
邦
国
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、「
わ

れ
よ
し
強
い
者
勝
ち
」
の
体
主
霊
従
的
考
え
、
物

質
本
位
の
世
界
、
暗
黒
世
界
を
指
し
て
い
ま
す
。

今
日
の
世
の
中
の
混
乱
の
元
は
、『
学
と
知
恵

と
金
の
力
』
だ
と
あ
り
、
こ
れ
が
実
は
、
悪
神
の

陰し

ぐ

み謀
で
あ
る
と
、
王
仁
三
郎
は
申
し
て
お
り
ま
す
。

明
治
維
新
を
境
と
し
て
、
日
本
は
近
代
国
家
を

目
指
し
、
富
国
強
兵
を
国
策
と
し
て
、
そ
の
中
で

一
番
大
事
な
も
の
を
〈
物
質
文
明
〉
と
位
置
づ
け

ま
し
た
。
こ
の
あ
り
方
こ
そ
、
進
ん
だ
社
会
の
在

り
方
だ
と
、
当
時
の
指
導
層
は
じ
め
多
く
の
国
民

が
思
い
込
み
、
進
ん
で
受
け
入
れ
た
の
で
す
。

さ
ら
に
、『
明
治
に
成
り
て
か
ら
の
人
民
は
追
々

と
日
本
魂
が
外
国
へ
移
り
て
了
ふ
て
人
民
の
格
と

い
ふ
も
の
が
低
う
な
り
た
か
ら
名
よ
り
も
格
よ
り

も
金
銀
ば
か
り
に
心
を
奪
わ
れ
て
‥
‥
』
と
あ
り

ま
す
よ
う
に
、
今
日
も
、
そ
の
価
値
観
は
変
わ
っ

て
い
ま
せ
ん
。
そ
の
弊
害
が
、
著
し
い
格
差
社
会

を
生
み
、
さ
ら
に
社
会
制
度
の
破
綻
を
招
い
て
い

る
の
が
現
状
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

「
日
本
は
世
界
統
一
の
神
業
地
」。
こ
れ
は
大
本

の
日
本
観
で
す
。
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
尊
い
使
命
が

あ
る
の
か
、
そ
の
理
由
が
次
の
一
首
に
あ
り
ま
す
。

『
開
か
い
び
ゃ
く

闢
の
初
め
ゆ
神
の
定
め
た
る
光
の
国
は
日
の

本
の
み
な
る
』

実
は
、
天
地
開か
い
び
ゃ
く
闢
の
当
初
よ
り
、
日
本
の
国
の

使
命
を
、
神
さ
ま
は
定
め
て
お
ら
れ
た
の
で
す
。

王
仁
三
郎
は
、「
三
様
の
日
本
論
」
を
説
い
て
い

ま
す
。
先
ず
小
日
本
と
は
、
私
た
ち
が
住
ん
で
い

る
極
東
の
日
本
で
す
。
中
日
本
と
い
う
の
は
、
地

球
そ
の
も
の
を
指
し
ま
す
。
そ
し
て
大
日
本
と
は
、

宇
宙
全
体
の
こ
と
で
す
。
こ
の
小
中
大
の
日
本
は
、

一
貫
不
離
の
関
係
を
有
し
て
お
り
ま
す
か
ら
、
中

心
が
良
く
な
る
と
、
当
然
全
世
界
も
、
宇
宙
全
体

も
良
く
な
っ
て
い
き
ま
す
。

ま
た
、「
日
本
は
世
界
を
天
国
化
す
る
た
め
に
不

可
欠
な
国
」
で
あ
る
と
い
う
日
本
観
に
も
び
っ
く

り
せ
ず
に
は
お
れ
ま
せ
ん
。

異
邦
人
の
目
に
映
っ
た
日
本

明
治
二
十
三
年
に
来
日
し
た
、
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・

ハ
ー
ン
（
小
泉
八
雲
）
は
、
日
本
人
の
道
徳
性
の

非
常
に
高
い
、
素
晴
ら
し
い
国
民
で
あ
る
と
い
う

こ
と
に
大
変
驚
き
ま
し
た
。

そ
の
印
象
を
記
し
た
著
書
に
は
、
江
戸
の
町
か

ら
見
た
富
士
山
の
神
々
し
さ
、
そ
し
て
雪
に
お
お

わ
れ
た
富
士
の
頂
い
た
だ
きか
ら
波
の
よ
う
に
寄
せ
て
来
る

風
、
町
並
み
の
空
気
は
透
明
で
、
清
澄
な
も
の
で

あ
る
と
、
そ
の
感
動
を
綴
っ
て
い
ま
す
。

日
本
人
の
印
象
に
つ
い
て
は
、「
す
べ
て
が
わ
れ

わ
れ
の
と
こ
ろ
よ
り
も
、
こ
ぢ
ん
ま
り
と
優
雅
に

で
き
て
い
る
世
界
、
小
柄
で
、
見
る
も
や
さ
し
そ

う
な
人
々
が
、
幸
福
を
祈
る
が
ご
と
く
、
そ
ろ
っ

て
微
笑
み
か
け
て
く
る
世
界
、
あ
ら
ゆ
る
動
き
が

ゆ
っ
た
り
と
穏
や
か
で
、
声
を
ひ
そ
め
て
語
る
世

界
、
土
地
も
人
も
空
も
、
こ
れ
ま
で
よ
そ
で
見
て

知
っ
て
い
た
と
は
似
て
も
似
つ
か
ぬ
世
界
」
と
述

べ
、「
彼
等
は
手
と
顔
を
洗
い
、
口
を
す
す
ぐ
、
こ

れ
は
神
式
の
お
祈
り
を
す
る
前
に
人
々
が
決
ま
っ

て
す
る
清
め
の
手
続
き
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
彼
等

は
日
の
昇
る
方
向
に
顔
を
む
け
て
柏
手
を
四
た
び

打
ち
、
続
い
て
祈
る
。
パ
ン
パ
ン
と
鳴
る
そ
の
音

欧
米
文
明
の
弊
害

本
日
は
、
日
本
ま
た
日
本
人
の
心
情
の
世
界
に

つ
い
て
お
話
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
存
じ
ま
す
。

近
年
よ
く
耳
に
す
る
の
が
、
世
界
と
の
外
交

で
、〝
日
本
人
の
顔
が
見
え
な
い
〟
と
の
言
葉
で
す
。

ニ
ュ
ー
ス
で
報
道
さ
れ
る
度
に
複
雑
な
思
い
に
な

る
の
で
す
が
、
こ
れ
は
、
日
本
人
の
確
固
た
る
精

神
性
が
明
確
に
な
っ
て
い
な
い
こ
と
に
、
一
つ
の

原
因
が
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

日
本
は
明
治
維
新
以
降
、
近
代
文
明
を
目
指
し

て
百
五
十
年
近
く
を
迎
え
ま
す
が
、
そ
の
間
に
日

本
人
は
、
大
切
な
何
か
を
忘
れ
て
き
た
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
？

十
八
世
紀
イ
ギ
リ
ス
で
起
こ
っ
た
産
業
革
命
は
、

そ
れ
ま
で
の
農
業
を
中
心
と
し
た
営
み
か
ら
、
工

業
製
品
が
大
量
生
産
さ
れ
る
時
代
と
な
り
ま
し
た
。

こ
の
一
大
変
革
は
、
世
界
の
物
質
面
と
り
わ
け

情
報
、
生
産
、
流
通
と
い
っ
た
極
め
て
高
い
利
便

性
を
私
た
ち
に
提
供
し
、
物
の
豊
か
な
生
活
を
営

む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
点
で
は
、
大
き

な
功
績
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
こ
の
欧
米
文
明
は
、

物
質
万
能
主
義
、
科
学
至
上
主
義
に
基
づ
い
た
社

会
制
度
を
作
り
上
げ
、
そ
の
た
め
に
宗
教
な
ど
の

精
神
的
文
明
よ
り
も
高
い
位
置
を
占
め
る
よ
う
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。

明
治
二
十
五
年
の
開
教
以
来
、
出
口
な
お
、
王

仁
三
郎
の
二
人
の
教
祖
は
、
人
の
本
来
崇
高
で
善

良
な
霊
性
が
劣
化
し
て
い
く
こ
と
を
警
告
し
て
き

ま
し
た
。

王
仁
三
郎
は
、「
工
業
が
栄
え
れ
ば
、
人
口
が
増

え
る
。
そ
れ
に
伴
い
生
存
競
争
が
起
こ
り
、
そ
こ

に
格
差
が
生
ま
れ
る
」
と
。
欧
米
文
明
社
会
の
本

質
は
、
財
力
が
あ
り
、
地
位
の
高
い
も
の
が
人
を

支
配
す
る
と
の
考
え
方
に
立
つ
、
優
勝
劣
敗
、
弱

肉
強
食
の
思
想
で
す
。
大
本
の
教
え
は
、
こ
の
様

な
社
会
を
〝
獣
け
も
の

の
世
〟
と
い
っ
て
、
厳
し
く
戒
め

ら
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
こ
の
近
代
文
明
は
合
理
主
義
文
明
で
も

あ
り
ま
す
。
合
理
主
義
の
最
も
象
徴
的
な
も
の
が

脳
死
臓
器
移
植
で
す
。
先
日
、
六
歳
未
満
の
小
児

に
よ
る
臓
器
提
供
が
大
き
く
報
道
さ
れ
ま
し
た
が
、

大
本
で
は
脳
死
臓
器
移
植
は
、
明
確
に
反
対
の
姿

勢
を
示
し
て
い
ま
す
。

脳
死
と
言
っ
て
も
、
心
臓
は
動
い
て
い
て
体
も

ま
だ
温
か
い
状
態
で
す
。
脳
死
と
診
断
さ
れ
た
女

性
が
自
然
分
娩
し
た
と
い
う
事
例
も
あ
り
ま
す
。

ま
た
小
児
は
、
長
期
脳
死
と
な
る
こ
と
が
分
か
っ

て
お
り
、
成
長
し
続
け
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

生
命
の
尊
厳
さ
を
軽
ん
ず
る
脳
死
臓
器
移
植
は
、

調
子
が
悪
く
な
っ
た
車
の
エ
ン
ジ
ン
部
分
を
そ
っ

く
り
取
り
換
え
る
よ
う
に
、
鼓
動
す
る
心
臓
を
他

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

日
本
お
よ
び
日
本
人
の
使
命

—

日
本
は
世
界
の
要—

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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今
、
日
本
の
マ
ン
ガ
や
ア
ニ
メ
が
世
界
中
で
喜

ん
で
読
ま
れ
て
い
ま
す
。
例
を
挙
げ
て
申
し
ま
す

と
、『
ド
ラ
ゴ
ン
ボ
ー
ル
Ｚ
』
は
、
フ
ラ
ン
ス
で

70
％
の
視
聴
率
を
超
え
て
い
ま
す
。
女
子
バ
レ
ー

ボ
ー
ル
の
『
ア
タ
ッ
ク
・
ナ
ン
バ
ー
１
』、
サ
ッ
カ
ー

の
『
キ
ャ
プ
テ
ン
翼
』
は
世
界
の
一
線
で
活
躍
す

る
選
手
の
多
く
が
親
し
ん
で
い
る
そ
う
で
す
。

マ
ン
ガ
の
世
界
は
一
見
ふ
ざ
け
た
よ
う
に
見
え

ま
す
が
、
常
に
そ
の
根
底
に
「
正
義
」
や
「
友
情
」

が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
絶
対
的
な
必
要
条

件
だ
そ
う
で
す
。
そ
の
結
果
、
正
直
で
真
面
目
で

勤
勉
な
日
本
人
の
価
値
観
が
、
マ
ン
ガ
・
ア
ニ
メ

を
通
じ
て
世
界
に
伝
播
さ
れ
て
い
る
訳
で
す
。
正

義
、
友
情
、
正
直
、
義
理
、
人
情
の
そ
れ
ぞ
れ
は
、

日
本
人
の
非
常
に
大
切
に
し
て
い
る
精
神
性
で
す
。

そ
れ
が
今
、
世
界
が
受
け
入
れ
つ
つ
あ
り
ま
す
。

日や
ま
と
だ
ま
し
い

本
魂
の
本
質

日
本
の
伝
統
的
な
価
値
観
の
一
つ
に
、
万
物
す

べ
て
の
も
の
に
神
霊
が
宿
る
と
い
う
、
内
面
的
文

化
が
あ
り
ま
す
。
人
は
、
自
然
と
共
生
し
て
い
る

お
陰
で
、
生
か
さ
れ
て
い
る
と
い
う
価
値
観
で
す
。

西
洋
は
、「
神
は
こ
の
大
自
然
を
管
理
す
る
た
め

に
そ
の
管
理
を
人
間
に
任
し
た
」
と
い
う
教
え
で

す
。
東
洋
の
思
想
と
は
違
い
ま
す
。

私
た
ち
日
本
人
は
、
食
事
の
際
に
「
い
た
だ
き

ま
す
」
と
唱
え
ま
す
。
そ
れ
は
、
そ
の
食
材
の
〝
命

を
い
た
だ
く
〟
と
い
う
意
味
で
す
。
動
植
物
の
命

を
摂
取
し
て
、
命
を
存
な
が
ら

え
て
い
る
。
だ
か
ら
謙
虚

な
気
持
ち
と
感
謝
の
気
持
ち
を
持
っ
て
「
い
た
だ

き
ま
す
」
と
唱
え
ま
す
。

こ
の
精
神
性
は
、
こ
れ
か
ら
の
時
代
に
必
要
不

可
欠
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

日
本
魂
の
本
質
は
、
い
か
な
る
も
の
な
の
か
。

王
仁
三
郎
は
次
の
よ
う
に
示
し
て
い
ま
す
。
そ
れ

大
変
信
用
を
寄
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

私
た
ち
は
こ
う
い
っ
た
気
質
を
も
っ
と
練
磨
し

て
、
拡
充
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

世
界
文
明
を
発
信
す
る
国

日
本
人
の
使
命
に
は
、
世
界
経
綸
の
指
導
者
た

る
べ
き
重
大
な
責
任
が
あ
る
と
も
示
さ
れ
て
い
ま

す
。
今
日
ま
で
日
本
人
は
、
他
の
ど
の
国
よ
り
も

は
る
か
に
長
い
年
月
を
か
け
て
、
世
界
の
文
化
を

こ
と
ご
と
く
吸
収
し
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
中

国
の
文
物
を
吸
収
し
、
イ
ン
ド
の
哲
学
を
も
吸
収

し
、
さ
ら
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
化
、
学
問
、
思
想

ま
で
も
み
な
吸
収
し
て
き
ま
し
た
。
学
校
に
例
え

る
と
、
総
課
程
を
修
了
し
た
の
は
、
日
本
だ
け
で

あ
り
、
日
本
人
だ
け
で
す
。
そ
れ
ら
の
文
化
を
全

て
消
化
し
て
、
精
錬
し
て
、
よ
り
以
上
の
美
し
い

も
の
と
し
て
、
こ
れ
を
世
界
に
広
く
行
き
渡
る
よ

う
に
す
る
と
こ
ろ
に
、
日
本
人
の
生
命
が
あ
り
、

使
命
が
あ
る
の
で
す
。

タ
レ
ン
ト
で
映
画
監
督
の
北
野
武
さ
ん
は
、
日

本
人
と
は
〝
義
理
と
人
情
〟
だ
と
言
っ
て
い
ま
す
。

多
彩
な
分
野
で
活
躍
さ
れ
て
い
る
方
で
す
が
、

彼
の
す
ご
い
と
こ
ろ
は
、
そ
の
義
理
人
情
を
自
ら

実
践
し
て
い
る
こ
と
で
す
。

北
野
さ
ん
は
、
海
外
で
も
活
躍
さ
れ
て
い
ま
す

が
、
外
国
の
友
人
が
来
日
す
る
こ
と
も
多
く
、
そ

の
際
に
は
自
ら
が
空
港
に
出
迎
え
て
、
滞
在
期
間

中
は
徹
底
的
に
お
世
話
を
す
る
そ
う
で
す
。
相
手

は
、
そ
の
も
て
な
し
に
感
動
し
て
し
ま
い
ま
す
。

ま
た
、
自
分
の
弟
子
や
ス
タ
ッ
フ
に
対
し
て
も

同
じ
で
す
。
彼
ら
を
食
事
に
誘
っ
た
折
、
周
り
の

者
が
気
づ
か
な
い
う
ち
に
全
員
分
の
支
払
い
を
済

ま
せ
て
帰
っ
て
し
ま
う
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
多

く
あ
る
そ
う
で
す
。
ま
さ
に
義
理
と
人
情
の
世
界

で
生
き
て
い
る
方
で
す
。

は
、
天
地
を
創
造
し
た
元
の
神
（
サ
ム
シ
ン
グ
・

グ
レ
ー
ト
）
か
ら
、
人
類
に
付
与
さ
れ
た
純
粋
な

霊
魂
で
あ
る
と
言
っ
て
い
ま
す
。

日
本
魂
と
い
う
字
か
ら
、
日
本
人
だ
け
が
持
っ

て
い
る
よ
う
に
と
ら
れ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、

先
ほ
ど
の
日
本
論
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
決
し

て
日
本
人
の
み
を
指
す
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

ま
た
、
そ
の
働
き
は
、『
日
本
魂
と
申
す
の
は
天

地
の
先
祖
の
神
の
精
神
と
合
一
し
た
心
で
あ
る
ぞ

よ
』
と
も
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

出
口
な
お
の
残
し
た
筆
先
に
も
、『
日
本
魂
と
申

す
の
は
、
請
け
合
う
た
事
の
違
わ
ん
よ
う
、
一
つ

も
嘘
は
申
さ
れ
ず
、
行
儀
正
し
う
天
地
の
規
則
を

守
る
霊
魂
を
申
す
ぞ
よ
』
と
あ
り
ま
す
。

外
面
は
日
本
人
で
あ
っ
て
も
、
魂
は
そ
う
で
な

い
の
が
い
っ
ぱ
い
い
る
。
逆
に
容
姿
が
金
髪
で
あ
っ

た
り
、
目
が
青
か
っ
た
り
、
肌
の
色
が
黒
い
外
国

人
た
ち
の
中
に
も
、
内
面
に
お
い
て
、
日
本
魂
の

持
ち
主
は
い
ま
す
。

「
も
っ
た
い
な
い
」
と
い
う
言
葉
は
、
我
が
国
の

伝
統
的
価
値
を
継
承
し
て
き
た
日
本
語
で
す
。

ノ
ー
ベ
ル
平
和
賞
受
賞
者
で
ケ
ニ
ア
の
元
環
境

副
大
臣
の
ワ
ン
ガ
リ
・
マ
ー
タ
イ
さ
ん
が
、
こ
の

「
も
っ
た
い
な
い
」
を
世
界
に
広
め
て
く
れ
ま
し
た
。

マ
ー
タ
イ
さ
ん
は
「
こ
の
言
葉
は
、
世
界
の
ど

の
言
語
に
も
存
在
し
な
い
概
念
で
あ
る
。
自
然
を

愛
し
、
敬
意
を
持
っ
て
接
す
る
思
想
で
す
」
と
述

べ
ら
れ
ま
し
た
が
、
こ
の
よ
う
に
神
、
自
然
の
つ

な
が
り
を
感
じ
取
れ
る
日
本
魂
を
持
っ
た
外
国
人

も
お
ら
れ
ま
す
。

大
切
な
の
は
日
本
魂
と
い
う
霊
魂
を
い
た
だ
い

て
い
る
こ
と
を
有
難
く
感
じ
る
だ
け
で
は
な
く
、

い
か
に
発
揮
し
て
い
く
か
な
の
で
す
。

今
日
、
日
本
人
は
、
こ
の
精
神
性
を
世
界
に
広

く
発
信
し
て
い
く
時
期
を
迎
え
て
い
ま
す
。

は
ま
る
で
、
一
続
き
の
一
斉
射
撃
か
と
思
わ
れ
る

ほ
ど
に
激
し
さ
を
増
す
。
人
々
は
皆
お
日
さ
ま
、

光
の
女
君
で
あ
ら
れ
る
天
照
大
神
に
ご
挨
拶
申
し

上
げ
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
書
き
留
め
て
い
ま
す
。

四
拍
手
を
し
て
い
る
の
は
、
島
根
県
松
江
市
宍

道
湖
湖
畔
で
の
朝
の
風
景
で
す
。
仕
事
始
め
の
朝

一
番
に
、
お
天
道
さ
ま
に
手
を
合
わ
せ
る
姿
は
、

当
時
の
日
本
人
が
い
か
に
素
朴
で
、
敬
神
の
念
に

厚
か
っ
た
か
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
す

今
日
の
日
本
人
に
も
、
そ
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
が
少
な
か

ら
ず
伝
承
さ
れ
て
い
る
と
思
う
局
面
に
あ
い
ま
す
。

昨
年
の
東
日
本
大
震
災
で
は
、
被
災
さ
れ
た
方
々

の
避
難
所
で
の
整
然
と
し
た
行
動
、
人
を
思
い
や

る
態
度
に
世
界
中
が
賞
賛
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
阪

神
淡
路
大
震
災
の
時
も
同
様
で
す
。
日
本
人
は
苦

し
い
、
厳
し
い
状
態
に
あ
る
時
に
も
、
冷
静
な
行

動
の
取
れ
る
民
族
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

火
事
場
泥
棒
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
泥
棒

も
火
事
場
泥
棒
も
、
こ
れ
は
同
じ
窃
盗
で
す
。
し

か
し
、
日
本
人
は
そ
の
差
を
歴
然
と
批
判
し
ま
す
。

困
っ
た
状
態
に
あ
る
時
、
そ
の
弱
み
に
つ
け
込
ん

で
悪
事
を
働
く
こ
と
は
、
日
本
人
の
美
風
と
し
て

は
許
せ
な
い
ん
で
す
。

先
日
、
ブ
ラ
ジ
ル
か
ら
大
本
信
徒
が
来
日
し
ま

し
た
。
都
内
で
買
い
物
を
し
た
際
に
、
う
っ
か
り

パ
ス
ポ
ー
ト
や
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
、
現
金
な
ど

一
式
が
入
っ
た
お
財
布
を
置
き
忘
れ
て
し
ま
い
ま

し
た
。
そ
の
女
性
は
悄
然
と
し
て
、
と
て
も
落
胆

さ
れ
ま
し
た
が
、
同
行
し
て
い
た
日
本
人
が
タ
ク

シ
ー
で
店
に
戻
る
と
、
店
員
さ
ん
が
ち
ゃ
ん
と
保

管
し
て
く
れ
て
い
ま
し
た
。
彼
女
は
信
じ
ら
れ
な

い
と
い
う
よ
う
な
顔
を
し
て
、
感
謝
さ
れ
ま
し
た
。

治
安
の
悪
い
ブ
ラ
ジ
ル
で
は
、
忘
れ
物
が
本
人

の
手
元
に
戻
る
と
い
う
こ
と
は
当
然
考
え
ら
れ
な

い
こ
と
で
、「
日
本
は
素
晴
ら
し
い
国
で
す
」
と
、
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直
会
後
、
二
階
講
座
室
に
お
い
て
、
関
東
教
区

青
松
会
長
会
議
や
直
心
会
東
京
連
合
会
に
よ
る
バ

ザ
ー
が
行
わ
れ
た
。

出
口
な
お
・
出
口
王
仁
三
郎
の
世
界
を
語
る

第
百
十
三
回
大
本
公
開
講
座
『
出
口
な
お
・
出

口
王
仁
三
郎
の
世
界
を
語
る
』
は
、
七
月
十
八
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
「
宇
宙
創
造
神
と
人—

人
間
を

あ
や
つ
る
も
の—

」
と
題
し
て
開
催
さ
れ
た
。
参

加
者
は
二
十
五
人
（
内
、
一
般
八
人
）。

講
座
で
は
、
大
本
の
神
観
や
科
学
者
か
ら
見
た

神
を
紹
介
し
た
ほ
か
、
神
を
感
じ
る
方
法
と
し
て

「
大
本
三
大
学
則
」
を
詳
し
く
解
説
。
ま
た
神
と
人

と
の
関
係
に
つ
い
て
や
神
と
と
も
に
生
き
る
た
め

の
心
得
を
説
い
た
。「
人
間
は
生
き
て
い
る
の
で
は

な
く
、
神
に
よ
っ
て
生
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
理

解
で
き
れ
ば
、
た
と
え
困
難
が
生
じ
て
も
道
に
迷

う
こ
と
は
な
く
な
る
」
と
力
説
し
た
。

参
加
者
か
ら
は
「
す
べ
て
の
物
に
神
が
や
ど
っ

て
い
る
こ
と
を
意
識
し
て
生
活
し
よ
う
と
思
い
ま

す
（
三
十
九
歳
・
女
性
・
一
般
）」「
真
理
を
追
究

し
て
い
る
科
学
者
で
あ

る
か
ら
こ
そ
、
理
論
で

は
説
明
し
き
れ
な
い
現

象
・
秩
序
を
神
に
よ
る

仕
業
だ
と
理
解
し
て
い

る
の
だ
と
感
じ
ま
し
た

（
四
十
五
歳
・
男
性
・

一
般
）」
な
ど
の
感
想

が
寄
せ
ら
れ
た
。

阪
・
小
樽
で
盛
大
に
開

催
さ
れ
た
「
出
口
王
仁

三
郎
と
そ
の
一
門
の
作

品
展
」
を
振
り
返
る
と

と
も
に
、
大
本
の
芸
術

観
と
海
外
作
品
展
と
そ

の
後
の
宗
際
化
活
動
を

紹
介
。
さ
ら
に
来
年
一

月
六
日
か
ら
十
二
日

ま
で
の
一
週
間
、
東
京
都
北
区
王
子
の
〝
北ほ
く

と
ぴ

あ
〟
を
会
場
に
、
東
京
本
部
・
東
京
宣
教
セ
ン
タ
ー

主
催
の
「
出
口
王
仁
三
郎
と
そ
の
一
門
の
作
品
展
」

を
開
催
す
る
こ
と
を
発
表
し
た
。「
作
品
展
か
ら
大

本
公
開
講
座
や
生
き
が
い
講
座
、
さ
ら
に
大
道
場

修
行
へ
と
お
導
き
・
ご
案
内
す
る
こ
と
が
首
都
圏

宣
教
の
大
き
な
う
ね
り
に
な
る
」
と
述
べ
た
。

東
光
苑
月
次
祭

東
光
苑
月
次
祭
は
七
月
八
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
八
十
人
が
参
拝
し
た
。

祭
員
は
神
奈
川
主
会
、
少
年
少
女
祭
員
は
同
主

会
の
田
中
綾
乃
さ
ん
と
星
田
佐
保
さ
ん
、
伶
人
は

宮
咩
会
関
東
支
部
、
大

本
神
諭
拝
読
は
鎌
倉
平

八
郎
千
葉
主
会
長
、
添

釜
は
中
村
社
中
の
皆
さ

ん
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
立
ち
、

上
半
期
に
口
丹
波
・
大

平成２５年１月に「出口王仁三郎と
その一門の作品展」を開催します

賑わいを見せる直心会のバザー

信仰の根源は「まつり」にあり
東光苑秋季祭式講習会

日　程 ９月２９日（土）午前９時より受付

〜３０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

	 特別クラス 葬祭斎主（誄詞作文）・袍の着付けな	

	 どを実習

	 ※特別クラスは祭式認定級の試験はありません

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「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１７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

東
光
苑
主
催
祭
典
・
行
事
予
定

８
月７

日
（
火
）	

午
前
10
時
30
分

  

開
教
120
年
瑞
生
大
祭
遥
拝
祭

12
日
（
日
）	

午
前
10
時
30
分

  

東
光
苑
月
次
祭
・
市
杵
島
姫
命
例
祭

15
日
（
水
）	

午
後
７
時
〜
８
時
30
分

  

「
出
口
な
お
・
出
口
王
仁
三
郎
の
世
界
を
語
る
」

		

講
題
「
あ
の
世
」
を
知
っ
て
生
き
る

—

「
あ
の
世
」
と
「
こ
の
世
」—

  

講
師

森

良
秀
（
東
京
宣
教
セ
ン
タ
ー
次
長
）

23
日
（
木
）	

夕
拝
時

  

神
集
祭
遥
拝
（
初
日
・
旧
７
月
６
日
）

29
日
（
日
）	

夕
拝
時

  

神
集
祭
遥
拝
（
最
終
日
・
旧
７
月
12
日
）

９
月９

日
（
日
）	

午
前
10
時
30
分

  

東
光
苑
月
次
祭
（
長
寿
感
謝
祭
）

  

秋
季
合
同
慰
霊
祭

19
日
（
水
）	

午
後
７
時
〜
８
時
30
分

  

「
出
口
な
お
・
出
口
王
仁
三
郎
の
世
界
を
語
る
」

		

講
題

芸
術
は
宗
教
の
母
な
り

—

宗
教
即
生
活
即
芸
術—

  

講
師

浅
田
秋
彦
（
東
京
宣
教
セ
ン
タ
ー
長
）

23
日
（
日
）	

午
前
10
時
30
分

  

三
代
教
主
毎
年
祭
（
22
年
）

29
日
（
土
）	

30
日
（
日
）

  

東
光
苑
秋
季
祭
式
講
習
会

30
日
（
日
）	

午
後
６
時
〜
８
時
00
分

  

秋
を
め
で
る
夕
べ
（
旧
８
月
15
日
）

生かされていることが分かれ
ば感謝の気持ちが生まれます


