
今月の聖言

通 巻 第 ５ ４ ５ 号
発 行 大本東京本部
	 東京宣教センター
センター長 浅田秋彦

〒 110-0008
東京都台東区池之端 2-1-44

TEL　03-3821-3701
FAX　03-3821-5283
振替 00160-5-72625

URL http://oomoto-tokyo.com
Mail tokyohonbu@oomoto.or.jp

題字 出 口 直 日

出
口
王
仁
三
郎
聖
師

平成26年（2014）

８月号・Augusto

1　　　阿づまの光

̆

か
ぎ
り
な
き
蒼あ

を

き
み
空そ

ら

を
な
が
む
れ
ば

	

姿す
が
た

み
え
ね
ど
神か

み

の
声こ

え

あ
り

	

「
音
楽
が
い
ち
ば
ん
天
国
的
だ
」	

	

総
務
管
理
課
長
　
藤ふ

じ

本も
と

光
ひ
か
る

毎
年
５
月
４
日
、
天
恩
郷
万
祥
殿
で
執
り
行
わ
れ
る
「
教
主
生
誕
祭
」
に
引
き
続
き
、
午
後
か
ら
「
愛
善

歌
奉
納
大
会
」
が
開
催
さ
れ
ま
す
。
今
年
は
第
20
回
を
迎
え
、
奉
納
者
は
過
去
最
高
の
１
８
０
０
人
を
超
え

ま
し
た
。
関
東
か
ら
は
東
京
・
神
奈
川
主
会
が
参
加
さ
れ
、
東
日
本
大
震
災
復
興
の
特
別
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
は
、

福
島
・
茨
城
・
栃
木
主
会
合
同
に
よ
る
、童
謡
「
ふ
る
さ
と
」
が
歌
わ
れ
ま
し
た
。
こ
の
３
主
会
の
皆
さ
ま
に
は
、

９
月
の
東
光
苑
月
次
祭
・
合
同
慰
霊
祭
の
後
に
、
同
じ
形
で
奉
納
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

「
愛
善
歌
奉
納
大
会
」
は
、
毎
年
私
が
と
て
も
楽
し
み
に
し
て
い
る
行
事
で
す
。
し
か
し
、
東
京
本
部
に
赴

任
し
て
こ
こ
２
年
は
、
あ
の
感
動
を
そ
の
場
で
味
わ
え
ず
少
し
淋
し
い
思
い
を
し
て
い
ま
す
。

以
前
は
所
属
の
口
丹
波
主
会
で
出
場
し
、
全
国
の
方
々
の
奉
納
も
聞
か
せ
て
い
た
だ
い
て
、
鳥
肌
が
立
つ

ほ
ど
魂
の
喜
び
を
感
じ
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、過
去
に
お
世
話
に
な
っ
た
懐
か
し
い
方
々
が
、そ
れ
ぞ
れ
の
チ
ー

ム
で
出
場
さ
れ
ま
す
と
「
前
と
変
わ
ら
ず
お
元
気
で
よ
か
っ
た
」
と
、
久
し
ぶ
り
に
お
見
か
け
す
る
楽
し
み

も
あ
り
ま
し
た
。

各
チ
ー
ム
が
そ
れ
ぞ
れ
の
持
ち
味
を
生
か
し
、
下
腹
か
ら
あ
ふ
れ
出
る
〝
言こ

と
た
ま霊
〟
を
真
剣
に
出
さ
れ
ま
す

の
で
、
４
時
間
余
り
に
も
及
ぶ
大
会
で
も
、
全
く
聴
い
て
い
て
飽
き
ま
せ
ん
。
聴
く
全
て
の
人
に
爽さ

わ

や
か
さ

と
希
望
、
喜
び
を
与
え
て
く
れ
ま
す
。
そ
れ
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
聖
師
さ
ま
の
お
歌
、
神
さ
ま
の
お
言
葉

そ
の
ま
ま
を
〝
言
霊
〟
発
声
さ
れ
る
か
ら
で
す
。
老
い
も
若
き
も
愛
善
の
〝
言
霊
〟
で
歌
い
始
め
た
と
た
ん
、

す
ぐ
に
和
合
の
気
に
包
ま
れ
、
万
祥
殿
が
ま
さ
に
地
上
天
国
に
な
り
ま
す
。

出
口
日
出
麿
尊
師
さ
ま
の
『
生
き
が
い
の
探
求
』
に
「
も
っ
と
も
容
易
に
、
じ
か
に
心
霊
の
内
陣
に
ま
で
、

迫
る
も
の
は
美
で
あ
る
。
音
楽
、
美
術
、
演
芸
は
さ
か
ん
に
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
音
楽
が
い
ち
ば
ん
天
国
的
だ
」

と
あ
り
ま
す
。
音
楽
は
聴
く
よ
り
自
分
か
ら
歌
う
方
が
よ
り
楽
し
い
と
思
い
ま
す
。
愛
善
歌
に
親
し
む
機
会

を
も
っ
と
増
や
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
代
教
主
作
灰
釉
茶
盌
銘
「
三
ツ
葉
躑
躅
」

［
高
熊
山
土
＋
ミ
ツ
バ
ツ
ツ
ジ
釉
］
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た
り
前
の
生
活
が
で
き
る
。
そ
れ
が
天
国
の
世
界

だ
と
思
う
の
で
す
。

私
は
仕
事
を
し
な
が
ら
、「
こ
れ
は
神
の
シ
ナ
リ

オ
ど
お
り
に
動
い
て
い
る
」
と
感
じ
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。
一
昔
前
ま
で
は
、
国
際
電
話
は
高
額
な

料
金
が
か
か
り
ま
し
た
。
国
内
の
電
話
に
し
て
も

同
様
で
し
た
。

し
か
し
今
日
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
は
、
年
間
い

く
ら
か
支
払
う
だ
け
で
、
つ
な
ぎ
放
題
で
使
え
ま

す
。
一
気
に
世
界
中
に
広
が
っ
た
わ
け
で
す
が
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
お
か
げ
で
、
隠
し
事
が
隠
し

き
れ
な
く
な
り
、
世
の
中
の
風
通
し
が
良
く
な
っ

た
よ
う
に
感
じ
ま
す
。
罪
が
あ
ぶ
り
出
し
に
な
っ

た
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
こ
れ
は
神
さ
ま
の
道

具
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

同
時
に
、
世
界
に
は
ど
ん
な
人
が
い
る
の
か
。

地
球
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
。
と
い
っ
た
さ
ま

ざ
ま
な
情
報
を
、
私
た
ち
一
般
人
で
も
簡
単
に
知

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

世
の
中
は
良
い
方
に
も
悪
い
方
に
も
、
ど
ん
ど

ん
変
化
を
し
て
い
ま
す
。

理
論
を
越
え
た
神
の
世
界

私
の
父
は
戦
争
に
行
っ
た
世
代
で
、
戦
時
中
の

国
家
神
道
に
は
、
も
う
二
度
と
騙
さ
れ
な
い
ぞ
と
、

断
固
と
し
て
神
を
信
じ
ま
せ
ん
で
し
た
。
神
の
お

ら
れ
る
世
界
は
一
つ
も
な
い
と
い
う
家
で
育
ち
ま

し
た
の
で
、
私
は
、
人
間
は
生
ま
れ
て
全
て
が
始

ま
り
、
死
ん
だ
ら
全
て
が
終
わ
る
と
思
っ
て
い
ま

し
た
。
い
わ
ゆ
る
無
神
論
者
で
し
た
。

し
か
し
、
数
学
に
穴
が
あ
る
こ
と
に
気
が
つ
い

て
感
覚
が
変
わ
り
ま
し
た
。
１
を
３
で
割
る
と
、０
・

３
３
・
・
・
と
な
り
ま
す
。
そ
れ
に
３
を
掛
け
て

も
永
遠
に
１
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
理
論
で
は
証
明

で
き
な
い
、
こ
の
数
学
の
穴
こ
そ
、〝
こ
の
世
〟
と

神
が
示
さ
れ
た
ス
ト
ー
リ
ー

『
大
本
神
諭
』
の
一
節
に
「
一い
ち
に
ち日
一い
ち
に
ち日
に
神
し
ん
り
ょ
く
力
が

強つ
よ

く
な
る
か
ら
、
何い

つ時
ま
で
も
同お
な

じ
よ
う
に
思お
も

う

て
居お

る
と
、
俄に
わ

か
に
驚び
つ
く
り動
す
る
事こ
と

が
出で

き来
る
か
ら
、

今い
ま

の
世せ

界か
い

の
人じ
ん

民み
ん

と
心
こ
こ
ろ

が
合あ

う
よ
う
な
事こ
と

で
は
、

到と
う

底て
い

勤つ
と

ま
ら
ん
ぞ
よ
。
俗じ
ん
み
ん人
の
心
と
神
の
心
と
は
、

サ
ッ
パ
リ
反
対
で
あ
る
よ
」
と
あ
り
ま
す
。

世
の
中
が
変
わ
る
時
に
は
、
今
ま
で
ど
お
り
の

生
活
で
満
足
し
、
そ
れ
が
永
遠
に
続
く
と
思
っ
て

い
て
は
神
の
意
思
に
は
沿
え
ず
、
つ
い
て
い
け
な

く
な
り
ま
す
。

ま
た
、
世
の
変
わ
り
目
の
神
が
示
さ
れ
た
ス
ト
ー

リ
ー
は
、
な
か
な
か
理
解
で
き
な
い
た
め
、
現
状

維
持
を
望
み
、
変
え
た
く
な
い
人
も
た
く
さ
ん
出

て
き
ま
す
。

そ
う
し
て
、多
く
の
人
が
心
を
病
み
、体
を
病
み
、

人
生
と
は
何
か
が
分
か
ら
な
く
な
っ
て
い
き
ま
す
。

こ
ん
な
状
況
の
中
で
誰
が
元
気
な
の
か
？  

や

は
り
、
目
の
前
の
損
得
勘
定
か
ら
離
れ
た
人
が
元

気
で
す
。
心
の
中
か
ら
、
わ
き
出
て
く
る
元
気
を

持
っ
た
人
で
す
。
権
力
や
お
金
を
持
っ
て
い
る
人

が
、
必
ず
し
も
元
気
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
の
で

す
。間

違
い
な
く
神
の
世
界
で
は
、
一
つ
の
シ
ナ
リ

オ
が
展
開
さ
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
良
い
こ
と

も
悪
い
こ
と
も
超
越
し
た
中
で
、
万
人
が
ご
く
当

現
世
利
益
、
自
己
利
益
的
な
考
え
方
で
は
な
く
、

物
事
の
中
心
は
何
か
を
自
分
で
考
え
て
、
仕
事
を

し
な
さ
い
と
い
う
こ
と
か
と
思
い
ま
す
。

神
も
助
け
る
が
、
自
分
で
努
力
し
な
い
と
、
本

当
の
有
り
難
み
に
気
づ
か
な
い
の
で
す
。
努
力
と

は
真
理
を
悟
り
、
そ
の
信
念
の
も
と
、
思
っ
た
ま

ま
に
行
動
す
る
こ
と
で
あ
る
と
、
私
は
理
解
し
て

い
ま
す
。

ま
た
神
道
で
あ
る
大
本
に
は
「
見
直
し
、
聞
き

直
し
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
間
違
え
た
ら

や
り
直
し
た
ら
い
い
ん
で
す
。
一
番
悪
い
の
は
、

何
も
し
な
い
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
、
神
の
ご
意
志

に
合
わ
な
い
人
で
す
。

心
の
中
を
祓
い
清
め
る

神
道
の
素
晴
ら
し
い
と
こ
ろ
は
、「
罪
を
負
っ
て

い
る
か
ら
反
省
し
ろ
」
と
い
う
考
え
方
で
は
な
い

こ
と
で
す
。「
人
は
元
来
、
清
ら
か
な
心
の
持
ち
主

で
あ
る
か
ら
、
祓
え
ば
ま
す
ま
す
清
ま
っ
て
い
く
」

と
い
う
発
想
か
ら
生
ま
れ
て
い
ま
す
。

人
の
本
来
あ
る
べ
き
姿
を
説
い
て
い
る
の
が
「
祝

詞
」
で
す
。
素
直
に
神
の
声
を
聞
け
ば
、
反
省
で

き
る
は
ず
で
す
。

私
の
体
験
で
は
、「
祝
詞
」
を
奏
上
し
真
剣
に
祈

る
こ
と
が
一
番
だ
と
思
い
ま
す
。
古
来
日
本
で
は
、

朝
起
き
る
と
、
神
仏
に
礼
拝
し
、
周
囲
を
掃
除
し
て
、

祓
い
清
め
る
と
い
う
一
つ
の
型
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
、
日
々
規
則
正
し
い
仕
事
を
し
て

い
る
人
は
、
変
化
に
強
い
と
言
え
ま
す
。
礼
拝
や

掃
除
は
、
無
意
味
な
こ
と
で
は
な
い
の
で
す
。
宇

宙
に
向
け
て
、
自
分
の
中
を
清
め
て
い
る
わ
け
で

す
か
ら
。

大
本
に
は
『
神
言
』
と
い
う
「
祝
詞
」
が
あ
り

ま
す
が
、
こ
こ
に
は
宇
宙
の
は
じ
ま
り
か
ら
現
在

に
至
る
ま
で
、
神
が
ど
の
よ
う
し
て
、
罪
や
穢
れ

を
祓
い
清
め
ら
れ
て
い
る
か
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

ど
ん
な
境
遇
に
あ
っ
て
も
、
最
終
的
な
成
功
は
、

あ
の
世
に
帰
る
時
に
「
あ
あ
良
か
っ
た
な
」
と
、

心
の
底
か
ら
思
え
る
こ
と
で
す
。
そ
の
た
め
に
も

「
祝
詞
」
を
奏
げ
る
の
が
一
番
だ
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
ぞ
れ
境
遇
や
使
命
が
違
う
。
そ
れ
で
も
万

人
に
共
通
な
何
か
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
太
古
の
昔

か
ら
、
日
本
人
が
奏
げ
て
き
た
「
祝
詞
」
が
一
番

強
い
は
ず
な
ん
で
す
。〝
あ
の
世
〟
の
存
在
を
信
じ
、

日
々
規
則
正
し
く
生
活
し
、
仕
事
を
続
け
る
中
で
、

良
い
「
言
霊
」
を
発
し
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
す
。

私
は
「
祝
詞
」
を
奏
げ
て
い
る
と
、
心
の
中
が

清
ま
っ
て
い
く
の
を
感
じ
ま
す
。
そ
れ
は
一
瞬
で

清
ま
る
の
で
は
な
く
、
３
ヶ
月
、
６
ヶ
月
、
１
年
、

５
年
⋮
と
毎
日
続
け
る
こ
と
で
、
徐
々
に
清
ら
か

に
な
っ
て
い
く
の
を
実
感
す
る
の
で
す
。

良
い
物
を
作
る
こ
と

『
大
本
神
諭
』
に
は
「
綾あ
や

部べ

の
大お
ほ
も
と本

か
ら
、

変へ
ん
じ
ょ
う
な
ん
し

生
男
子
と
変へ
ん
じ
ょ
う
に
ょ
し

生
女
子
と
の
身み

魂た
ま

が
現あ
ら

わ
れ
て
、

世せ

界か
い

の
人じ
ん
み
ん民
の
能よ

う
為せ

ん
大こ

と
神
業
を
致い
た

し
て
、

三さ
ん
ぜ
ん千
世せ

界か
い

を
根こ
ん
ぽ
ん本
か
ら
立た
て
な
お直
し
て
助た
す

け
る
ぞ
よ
」

と
あ
り
ま
す
。

神
は
助
け
て
く
れ
て
い
ま
す
。
あ
と
は
私
た
ち

人
間
の
気
持
ち
の
問
題
で
す
。
気
持
ち
を
ど
こ
に

向
け
る
か
で
す
。
明
る
く
温
か
い
も
の
を
目
指
し

て
、
天
（
神
）
と
一
体
と
な
る
気
持
ち
に
な
る
こ

と
で
す
。

そ
の
た
め
に
は
、
心
に
積
も
っ
た
〝
ち
り
〟
を

取
る
こ
と
で
す
。
神
の
実
在
を
信
じ
て
、
初
め
て

救
い
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
人
々
は
、
こ
れ
が
神

の
経
綸
だ
と
気
が
つ
く
の
で
す
。
神
が
世
を
動
か

さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
実
感
す
る
の
で
す
。

健
康
や
仕
事
の
問
題
で
、
苦
労
さ
れ
て
い
る
方

も
多
い
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
目
に
見
え
な
い

世
界
が
あ
っ
て
、
こ
の
現
界
が
動
い
て
い
る
こ
と

を
悟
れ
ば
、
努
力
し
よ
う
と
い
う
気
持
ち
が
生
ま

れ
ま
す
。

各
自
の
〝
善
の
身
魂
〟
を
中
心
に
据
え
て
行
動

す
る
こ
と
で
す
。
大
切
な
こ
と
は
、
小
さ
く
て
も

い
い
か
ら
、
良
い
も
の
を
つ
く
る
こ
と
で
す
。
形

や
大
き
さ
に
決
し
て
こ
だ
わ
ら
な
い
こ
と
で
す
。

こ
れ
が
非
常
に
重
要
な
こ
と
で
す
。
最
初
に
良
い

も
の
を
作
る
と
い
う
こ
と
は
、
と
て
も
難
し
い
で

す
が
、
こ
れ
を
き
ち
ん
し
て
い
け
ば
、
周
囲
に
も

広
が
っ
て
い
き
ま
す
。
良
い
物
は
必
ず
伝
わ
り
ま

す
。間

違
え
に
気
づ
い
た
ら
直
す

い
ろ
い
ろ
な
困
難
が
生
ま
れ
て
く
る
の
は
、
気

持
ち
に
歪ゆ
が

み
が
あ
る
か
ら
で
す
。
気
持
ち
が
整
っ

て
く
れ
ば
、
そ
れ
は
困
難
で
は
な
く
な
り
、
明
る

い
気
持
ち
に
変
化
し
て
い
き
ま
す
。

全
て
の
人
が
、
明
る
い
気
持
ち
で
、
温
か
く
幸

せ
に
な
れ
る
よ
う
な
世
界
を
築
く
に
は
、
ま
ず
日

本
が
本
来
の
姿
に
立
ち
か
え
り
、
国
内
か
ら
良
く

し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
日
本
が
良
く

な
れ
ば
、
世
界
が
良
く
な
る
。
現
在
は
そ
の
節
目

に
あ
る
と
感
じ
ま
す
。

間
違
い
に
気
づ
い
た
ら
、
直
せ
ば
い
い
の
で
、

と
に
か
く
前
に
進
む
こ
と
で
す
。
未
来
は
ま
だ
完

全
に
決
ま
っ
て
い
ま
せ
ん
。
自
分
が
努
力
し
な
い

限
り
、
ど
う
に
も
な
ら
な
い
と
い
う
気
持
ち
を
、

い
つ
も
持
っ
て
行
動
す
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

『
大
本
神
諭
』
を
拝
読
し
た
時
に
、
自
分
が
ど
う

感
じ
る
か
が
ポ
イ
ン
ト
で
す
。
そ
の
時
に
違
和
感

や
危
機
感
を
感
じ
た
ら
、
自
分
を
直
せ
ば
良
い
わ

け
で
す
。
気
持
ち
が
改
ま
れ
ば
、
良
い
方
へ
向
か
っ

て
い
く
は
ず
で
す
。　

〝
あ
の
世
〟
と
の
壁
だ
と
思
い
ま
し
た
。
そ
の
壁
は

何
か
を
求
め
、
偉
大
な
力
、
つ
ま
り
神
に
接
し
て

み
た
く
な
っ
た
の
で
す
。

大
本
に
入
信
し
、
お
宮
を
拝
む
こ
と
か
ら
始
め

ま
し
た
。
お
宮
を
拝
ん
で
い
る
と
〝
神
さ
ま
が
お

ら
れ
る
〟
と
実
感
し
ま
し
た
。
目
に
は
見
え
ま
せ

ん
が
、
屏
風
の
向
こ
う
に
誰
か
が
い
る
と
い
う
雰

囲
気
に
似
て
い
ま
す
。
こ
の
感
覚
は
、
祝
詞
を
奏あ

げ
た
後
に
感
じ
ま
し
た
。

祝
詞
を
奏
げ
た
後
や
、『
大
本
神
諭
』
を
拝
読

し
た
後
に
は
、
大
き
な
充
足
感
が
あ
り
、
モ
ヤ
モ

ヤ
が
晴
れ
た
感
じ
が
し
ま
す
。
疲
れ
て
い
る
時
は
、

疲
れ
が
と
れ
た
よ
う
に
清
々
し
い
気
分
で
す
。
こ

れ
こ
そ
が
〝
神
さ
ま
の
力
だ
な
あ
〟
と
思
う
の
で
す
。

言
葉
に
は
「
言こ
と
た
ま霊

」
と
い
っ
て
、
魂
が
宿
っ
て

い
る
と
言
わ
れ
ま
す
。〝
あ
の
世
〟
と
交
信
す
る
一

番
良
い
方
法
は
、
発
声
す
る
こ
と
だ
と
、
入
信
し

て
初
め
て
わ
か
り
ま
し
た
。「
音
」
こ
そ
が
〝
あ
の

世
〟
に
届
く
の
だ
と
分
か
り
、
こ
れ
は
す
ご
い
と

感
じ
た
の
で
す
。

真
理
を
究
め
努
力
す
る

〝
あ
の
世
〟
が
魂
の
故
郷
で
あ
る
な
ら
、
人
の
誕

生
と
死
に
は
、
や
は
り
意
義
が
あ
る
と
い
う
こ
と

に
な
り
ま
す
。

根
源
の
神
が
、
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
宇
宙

の
真
理
で
あ
る
と
信
じ
て
実
践
す
る
こ
と
で
す
。

〝
あ
の
世
〟
は
存
在
す
る
、
神
が
お
ら
れ
る
と
い
う

想
念
で
常
に
行
動
し
て
み
る
と
、
世
の
中
の
見
え

方
が
、
ま
る
っ
き
り
変
わ
っ
て
き
ま
す
。
私
は
無

神
論
者
だ
っ
た
の
で
、
こ
の
違
い
を
痛
切
に
実
感

し
ま
す
。

『
大
本
神
諭
』
に
「
有あ
り
が
た難

い
斗ば
か

り
で
は
、
神か
み

の
御ご

用よ
う

は
出で

き来
ん
ぞ
よ
」
と
あ
る
の
は
「
病
気
が
治
り

ま
し
た
」、「
お
金
が
儲
か
り
ま
し
た
」
と
い
っ
た
、

『
大
本
神
諭
』
と
の
出
会
い

『
大
本
神
諭
』
は
、
い
つ
拝
読
し
て
も
胸
に

グ
ッ
と
く
る
ん
で
す
。
そ
の
時
に
よ
っ
て
、
受

け
止
め
方
が
違
い
ま
す
。
た
ま
た
ま
拝
読
し
た

一
節
が
、
自
分
が
抱
え
て
い
る
問
題
の
、
ま
さ

に
答
え
だ
と
思
わ
さ
れ
る
こ
と
ば
か
り
で
す
。

〝
神
の
啓
示
〟
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
ま

さ
に
理
屈
を
越
え
た
、
不
思
議
な
力
が
体
の
中

か
ら
わ
い
て
き
ま
す
。

最
初
に
『
大
本
神
諭
』
に
出
会
っ
た
の
は

１
９
９
１
年
。
当
時
、
私
は
ア
メ
リ
カ
の
金
融

機
関
に
勤
め
て
い
ま
し
た
。
拝
読
し
て
最
初
に

感
じ
た
の
は
、
そ
の
迫
力
で
す
。
言
葉
に
表
せ

な
い
何
か
が
ズ
シ
ン
と
胸
に
響
き
ま
し
た
。

「
ビ
ッ
ク
リ
箱
が
明あ

く
ぞ
よ
」。
こ
の
一
文

を
目
に
し
た
時
、「
も
う
逃
げ
場
が
な
い
。
全

て
お
見
通
し
だ
な
」
と
実
感
し
ま
し
た
。

金
融
の
世
界
は
ひ
っ
く
り
返
る
と
、
驚
く

こ
と
が
た
く
さ
ん
起
こ
り
ま
す
。
金
融
は
神
の

定
め
る
世
界
を
変
え
て
し
ま
う
よ
う
な
、
世
の

中
で
最
も
恐
ろ
し
い
仕
組
み
で
す
。

風
邪
を
ひ
く
と
悪
寒
が
し
、
熱
が
出
て
、
咳

が
出
て
、
鼻
水
が
出
て
と
順
番
に
症
状
に
現
れ

ま
す
。
金
融
も
同
じ
で
、
株
が
暴
落
す
る
と
、

順
番
に
症
状
が
出
て
き
て
、
最
後
に
は
恐
慌
と

な
り
、
政
府
が
潰
れ
て
し
ま
い
ま
す
。

講 師  藤
ふ じ

原
わ ら

直
な お

哉
や

（経済アナリスト）

掲
載
文
は
、
平
成
26
年
４
月
16
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
。

出
口
な
お

王
仁
三
郎

の
世
界
を
語
る

大
本
神
諭
か
ら
読
む
世
界
展
望

〜
激
動
の
時
代
を
い
か
に
生
き
る
か
〜



阿づまの光　　　4 

年
に
尾
山
照
吉
宣
伝
使
一
家
が
、
聖
師
さ
ま
の
「
わ

し
が
守
っ
て
や
る
か
ら
支
部
を
つ
く
っ
て
膳
立
て

し
て
お
け
」
の
お
言
葉
に
送
ら
れ
、
ブ
ラ
ジ
ル
の

地
に
第
一
歩
を
踏
み
入
れ
て
か
ら
、
現
在
に
至
る

ま
で
の
南
米
宣
教
の

ご
神
徳
談
と
活
動
の

様
子
を
紹
介
し
た
。

そ
の
後
、
奉
納
行

事
で
は
千
葉
主
会
に

よ
る
、
愛
善
歌
「
愛

善
世
界
」
と
全
体
合

唱
で
童
謡
「
ふ
る
さ

と
」
が
奉
納
さ
れ
た
。

大
本
公
開
講
座

第
１
３
７
回
大
本
公
開
講
座
『
出
口
な
お
・
王

仁
三
郎
の
世
界
を
語
る
２
０
１
４
』
は
、
７
月
16

日
午
後
７
時
か
ら
、
港
区
新
橋
の
航
空
会
館
で
開

催
さ
れ
、
髙
木
日
出
喜
大
本
楽
天
社
事
務
局
主
幹

が
「
芸
術
は
宗
教
の
母
な
り—

宗
教
即
生
活
即
芸

術—

」
と
題
し
て
講
演
し
た
。
参
加
者
は
30
人
（
内
、

一
般
17
人
）。

講
座
で
は
、
歴
代
教
主
・
教
主
補
さ
ま
の
お
作
品

を
解
説
し
、
国
内
外
で
行
わ
れ
た
作
品
展
や
歌
祭
の

歴
史
と
意
義
を
述
べ
た
。
最
後
に「
人
は
美
を
感
じ
、

芸
術
を
通
じ
て
神
の
御
心
を
悟
る
。
宗
教
と
芸
術

を
生
活
の
中
で
実
践
す
る
と
、
豊
か
な
人
生
を
送

る
こ
と
が
で
き
る
」
と
結
ん
だ
。

参
加
者
か
ら
は
、「
昨
年
、『
出
口
王
仁
三
郎
と

そ
の
一
門
の
作
品
展
』
で
受
け
た
印
象
が
次
々
と

よ
み
が
え
り
ま
し
た
。（
女
性
・
一
般
）」
等
の
声

が
寄
せ
ら
れ
た
。

べ
て
よ
か
っ
た
」
な
ど
の
声
が
寄
せ
ら
れ
た
。

東
光
苑
月
次
祭

東
光
苑
月
次
祭
は
７
月
13
日
、
午
前
10
時
30
分

か
ら
、
斎
主
・
和
田
桂
一
祭
務
課
長
の
も
と
執
行

さ
れ
、
３
５
４
人
が
参
拝
し
た
。

祭
員
は
福
島
・
栃
木
・
山
梨
・
東
京
・
神
奈
川

の
各
主
会
、
少
年
祭
員
は
神
奈
川
主
会
の
松ま

つ
く
ら倉

遼
り
ょ
う

人と

く
ん
、
草く
さ

野の

友と
も

哉や

く
ん
、
伶
人
は
宮
咩
会
関
東

支
部
、
大
本
神
諭
拝
読
は
中
嶋
浩
山
梨
主
会
長
、

添
釜
は
中
村
社
中
が
担
当
し
た
。

祭
典
後
、
大
本
東
京
本
部
を
代
表
し
て
猪
子
恒

東
京
宣
教
セ
ン
タ
ー
次
長
が
あ
い
さ
つ
を
述
べ
、

『
新
抄
大
本
神
諭
』
に
関
わ
る
都
内
の
書
店
や
、
頒

布
活
動
の
現
状
と
経
過
を
報
告
し
た
。

続
い
て
、「
ブ
ラ
ジ
ル
宣
教
90
年
」
と
題
し
て
、

猪
子
次
長
が
月
次
祭
講
話
を
行
っ
た
。
本
年
は
南

米
宣
教
90
年
目
に
当
た
る
。
講
話
で
は
、
大
正
13

東
京
本
部
直
属
信
徒
研
修
会

東
京
本
部
直
属
信
徒
研
修
会
は
、
６
月
29
日
午

前
10
時
か
ら
、
大
本
東
京
本
部
で
開
催
さ
れ
、
12

人
が
参
加
し
た
。

参
加
者
は
、講
話
「
神
ま
つ
り
、み
た
ま
（
祖
霊
）

ま
つ
り
」、「
神
業
奉
仕
に
つ
い
て
」
を
受
講
し
た

ほ
か
、
基
本
宣
伝
歌
、
愛
善
歌
の
実
習
、
茶
席
入
席
、

お
作
品
拝
観
な
ど
を
行
っ
た
。
ま
た
、
東
光
苑
の

祭
典
行
事
や
、
関
東

教
区
各
機
関
の
活
動

内
容
が
紹
介
さ
れ
、

「
総
合
質
問
会
」
で
は

さ
ま
ざ
ま
な
質
問
が

寄
せ
ら
れ
た
。

参
加
者
か
ら
は
、

「
祖
霊
ま
つ
り
の
仕
方

と
心
の
持
ち
方
を
学

祭典後、猪子次長からブラジル信徒
４名の参拝者が紹介された

東
光
苑
祭
典
・
行
事
予
定

８
月１

日
（
金
）	

夕
拝
時

		

神
集
祭
遥
拝
（
初
日
・
旧
７
月
６
日
）

７
日
（
木
）	

午
前
10
時
30
分
執
行

		

開
教
百
二
十
二
年 

瑞
生
大
祭
遥
拝
祭

 

７
日
（
木
）
夕
拝
時

		

神
集
祭
遥
拝
（
最
終
日
・
旧
７
月
12
日
）

10
日
（
日
）	

午
前
10
時
30
分
執
行

		

東
光
苑
月
次
祭
・
市
杵
島
姫
命
例
祭

20
日
（
水
）	

午
後
７
時
〜
８
時
30
分

  

大
本
公
開
講
座
（
航
空
会
館
・
港
区
新
橋
）

  

「
出
口
な
お
・
王
仁
三
郎
の
世
界
を
語
る
2014
」

	

講
題
出
口
王
仁
三
郎
が
示
し
た
〝
あ
の
世
〟
に
学
ぶ

〜
霊
界
と
魂
の
関
係
〜

講
師

成
尾
陽
（
メ
デ
ィ
ア
愛
善
宣
教
課
長
）

９
月８

日
（
月
）	

午
後
６
時

		

東
光
苑
秋
を
め
で
る
夕
べ

11
日
（
木
）	

午
後
７
時

		

全
国
一
斉
世
界
平
和
祈
願
祭

 

14
日
（
日
）
午
前
10
時
30
分
執
行

		

東
光
苑
月
次
祭
・
長
寿
感
謝
祭
・
交
通
安 

  

全
祈
願
祭
・
秋
季
合
同
慰
霊
祭

17
日
（
水
）	

午
後
７
時
〜
８
時
30
分

  

大
本
公
開
講
座
（
航
空
会
館
・
港
区
新
橋
）

  

「
出
口
な
お
・
王
仁
三
郎
の
世
界
を
語
る
2014
」

	

講
題

神
と
人
〜
人
は
神
の
子
、
神
の
宮
〜

講
師

鈴
木
林
太
郎
（
愛
善
宣
教
課
主
事
）

 

27
日
（
土
）
28
日
（
日
）

  

東
光
苑
秋
季
祭
式
講
習
会

東光庵へ入席

神さまと〝真に釣りあう〟ために
東光苑秋季祭式講習会

日　時 ９月２７日（土）午前９時より受付

〜２８日（日）午後５時ごろ閉講予定

会　場 大本東京本部

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

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、東京宣

教センター祭務課「秋季祭式講習会」宛にお

申込み下さい

定　員 ４０人　

締　切 ９月２２日（月）必着

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。

	 前回（本年３月）の講習会を未受講の方でも、事

前に数時間の追加講習を受講すれば、認定試験を

受験できますので、所属機関の祭務部長か、当祭

務課まで、ご相談ください。


