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1　　　阿づまの光

か
む
な
が
ら
神
の
ま
こ
と
の
御
教
は

	

　
愛
善
世
界
の
提
唱
な
り
け
り

首
都
圏
宣
教
と
主
会
の
活
性
化
　
　
大
本
本
部
長
・
東
京
宣
教
セ
ン
タ
ー
長
　
浅あ

さ

田だ

秋と
き

彦ひ
こ

こ
の
た
び
８
月
１
日
付
で
、
大
本
本
部
長
を
拝
命
し
ま
し
た
。
心
引
き
締
ま
る
思
い
で
ご
ざ
い
ま
す
。
東

京
宣
教
セ
ン
タ
ー
長
と
兼
任
で
ま
い
り
た
い
と
存
じ
ま
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

「
関
東
が
栄
え
な
い
と
日
本
が
、
世
界
が
良
く
な
ら
な
い
。
関
東
は
主
会
が
頑
張
ら
な
い
と
だ
め
、
教
区
で

は
だ
め
」（
平
成
12
年
四
代
教
主
さ
ま
）。
こ
の
お
言
葉
は
、
私
の
首
都
圏
宣
教
の
指
針
で
あ
り
、
こ
の
指
針

と
課
題
を
も
っ
て
、
３
年
前
に
赴
任
し
ま
し
た
。

ま
ず
、
大
本
公
開
講
座
（
月
１
回
新
橋
）、
大
本
常
設
講
座
（
月
水
金
の
昼
・
夜
）
を
充
実
さ
せ
、
身
の
上

相
談
の
場
も
設
け
、
宣
教
活
動
の
充
実
を
図
り
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
大
本
を
求
め
て
く
る
人
が
徐
々
に
増

え
て
き
ま
し
た
。

ま
た
、
東
光
苑
月
次
祭
以
外
の
日
、
特
に
夜
間
は
来
苑
者
も
ほ
と
ん
ど
な
く
、
何
と
か
活
気
づ
け
た
い
思

い
か
ら
、
短
歌
会
（
土
）、
霊
界
物
語
拝
読
会
（
木
）、
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
講
習
会
（
金
）
な
ど
を
開
催
し
ま
し
た
。

プ
ラ
ン
タ
ー
栽
培
は
２
年
目
に
入
り
ま
し
た
。

さ
ら
に
、
月
次
祭
の
祭
典
後
に
講
話
と
奉
納
を
導
入
し
、
祭
典
行
事
を
盛
り
上
げ
て
い
き
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
に
、
東
京
宣
教
セ
ン
タ
ー
の
活
性
化
が
進
み
ま
す
と
、
そ
の
影
響
を
受
け
て
、
各
主
会
と
管
下

の
分
所
・
支
部
の
活
性
化
が
進
む
の
が
、
自
然
の
流
れ
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

分
所
・
支
部
は
〝
綾
の
高
天
原
〟
に
次
ぐ
天
国
団
体
で
あ
り
、
祭
儀
を
行
い
、
教
義
を
広
め
、
信
徒
を
強

化
育
成
し
、
さ
ら
に
社
会
公
共
の
福
祉
増
進
に
寄
与
す
る
機
能
を
有
す
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
各
機
関
で

葬
祭
を
独
自
で
行
い
、
拝
読
会
、
茶
道
会
、
役
員
の
講
話
、
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
会
、
八
雲
琴
研
修
な
ど
を
進
め

て
い
け
ば
、
主
会
の
本
苑
化
・
分
苑
化
へ
の
道
も
開
け
て
い
く
か
と
思
い
ま
す
。

首
都
圏
宣
教
の
本
格
化
と
主
会
・
分
所
・
支
部
・
会
合
所
の
活
性
化
は
、
と
に
か
く
具
体
的
方
策
を
一
歩

一
歩
進
め
る
こ
と
以
外
に
答
え
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
か
ら
も
活
性
化
へ
向
け
て
、
鋭
意
進
め
て
い
た
だ
き

た
い
と
願
っ
て
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
代
教
主
作
鉄
絵
茶
盌
銘
「
一
つ
島
の
一
つ
松
」

［
高
熊
山
土
＋
月
宮
宝
座
松
釉
］
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大本公開講座

こ
し
、〝
美う
ま

し
国
日
本
〟
を
見
直
す
時
代
に
入
っ
て

い
る
と
思
え
て
な
り
ま
せ
ん
。

日
本
人
の
心

聖
師
は
日
本
人
の
国
民
性
を
『
義
を
見
て
は
勇

み
利
を
み
て
し
り
ぞ
く
は
日
本
御
民
の
真
心
な
り

け
り
』
と
表
し
て
い
ま
す
。
利
益
を
求
め
ず
、
義

に
よ
っ
て
行
動
を
と
る
の
が
、
日
本
人
の
心
に
あ

る
と
い
う
の
で
す
。

〝
義
〟
は
、
心
の
奥
底
か
ら
奮
い
立
つ
魂
で
、
世

の
た
め
人
の
た
め
に
、
吾
が
身
を
忘
れ
て
力
を
尽

く
す
精
神
を
言
い
ま
す
。

阪
神
淡
路
大
震
災
、
東
日
本
大
震
災
の
混
乱
に

乗
じ
た
窃
盗
は
ほ
と
ん
ど
発
生
し
ま
せ
ん
で
し
た
。

被
災
者
は
一
人
10
分
程
度
と
い
う
ル
ー
ル
の
下
、

順
番
を
守
り
、
交
代
で
入
浴
し
ま
し
た
。
こ
れ
は

外
国
人
か
ら
見
た
ら
、
信
じ
ら
れ
な
い
光
景
だ
そ

う
で
す
。

日
本
は
〝
義
〟
で
国
が
成
り
立
ち
、そ
の
心
が
〝
大

和
魂
〟
で
す
。
聖
師
は
、
利
害
や
損
得
を
捨
て
て
、

平
和
、
文
明
、
自
由
、
独
立
、
人
権
を
守
る
た
め

に
弱
き
を
助
け
、
強
き
も
の
に
立
ち
向
か
う
精
神

が
、
本
当
の
〝
大
和
魂
〟
だ
と
示
し
て
い
ま
す
。

教
育
の
根
本
義

聖
師
の
「
教
育
論｣

は
、「
盆
栽
を
育
て
る
よ
う

で
は
い
け
な
い
」
と
さ
れ
、
現
代
の
家
庭
、
地
域
、

学
校
の
教
育
現
場
と
照
ら
し
合
わ
せ
る
と
、
大
い

に
学
ぶ
べ
き
点
が
あ
り
ま
す
。
基
本
的
に
、
子
ど

も
の
教
育
に
は
、
放
任
の
中
に
干
渉
が
あ
り
、
干

渉
の
中
に
も
放
任
が
必
要
で
あ
る
と
述
べ
て
い
ま

す
。
児
童
教
育
に
お
い
て
は
、
親
の
干
渉
を
受
け

す
ぎ
ず
に
の
び
の
び
と
育
て
た
方
が
よ
い
と
い
う

こ
と
で
す
。

青
少
年
に
よ
る
犯
罪
が
相
次
い
で
い
ま
す
。〝
キ
レ

る
子
供
〟〝
成
人
病
〟
な
ど
も
、
食
生
活
を
は
じ
め

と
す
る
生
活
環
境
の
変
化
に
、
原
因
が
あ
る
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

物
は
豊
か
に
な
り
ま
し
た
が
、
心
の
豊
か
さ
、

潤
い
は
、
残
念
な
が
ら
乏
し
く
な
っ
て
い
ま
す
。

か
つ
て
、
日
本
の
村
々
に
は
伝
統
的
な
祭
り
や

行
事
が
あ
り
、
村
全
体
が
一
つ
の
家
族
の
よ
う
な

存
在
で
し
た
。
そ
う
い
っ
た
環
境
で
子
ど
も
は
多

く
の
体
験
を
積
み
、
自
然
と
共
に
心
豊
か
に
育
っ

て
い
ま
し
た
。

王
仁
三
郎
聖
師
は
、
日
本
の
国
柄
に
つ
い
て
歌

で
説
い
て
い
ま
す
。

天
地
の
は
じ
め
に
生
ま
れ
し
日
の
本
の

国
は
世
界
の
祖
国
な
り
け
り

山
ゆ
け
ば
山
に
神
あ
り
川
ゆ
け
ば

川
に
神
ま
す
日
の
本
の
国

天
地
の
初
め
に
生
れ
た
国
が
日
本
で
あ
り
、
世

界
の
祖
国
で
あ
る
と
い
う
の
で
す
。
そ
し
て
、
日

本
に
は
山
に
も
川
に
も
野
に
も
、
神
さ
ま
は
い
ら
っ

し
ゃ
る
。
日
本
人
の
心
の
根
底
に
は
、
自
然
に
対

す
る
畏
敬
の
念
が
あ
る
の
で
す
。

自
然
へ
の
感
謝
と
敬
う
心
が
〝
あ
り
が
た
い
〟、

〝
も
っ
た
い
な
い
〟
と
い
う
言
葉
を
生
ん
だ
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。
自
然
と
共
生
し
て
き
た
、
日

本
人
の
誇
り
と
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
呼
び
起

た
り
、
師
弟
愛
、
家
族
愛
、
道
徳
心
と
い
っ
た
も

の
で
す
。

そ
し
て
現
在
、
台
湾
で
は
日
本
の
和
歌
︿
作
歌
﹀

を
通
し
て
、
大
和
心
を
学
ぼ
う
と
い
う
方
が
増
え

て
い
る
そ
う
で
す
。
そ
れ
は
、
日
本
魂
を
理
解
す

る
た
め
で
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
短
歌
に
は
、
ど
の
よ

う
な
気
持
ち
が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
か
、
自
分
が

作
者
に
な
っ
た
つ
も
り
で
、
勉
強
し
て
い
る
そ
う

で
す
。

台
湾
の
人
た
ち
は
、
今
で
も
日
本
人
に
対
し
て
、

大
き
な
感
謝
を
抱
い
て
い
ま
す
。
台
湾
人
に
初
め

て
教
育
を
施
し
た
の
は
日
本
人
だ
っ
た
と
い
う
の

で
す
。

日
本
人
の
抱
擁
性

聖
師
は
言
霊
学
上
、
日
本
を
宇
宙
創
世
の
根
源

地
と
位
置
づ
け
て
い
ま
す
。
そ
こ
に
存
在
す
る
私

た
ち
は
、
本
来
の
日
本
魂
を
取
り
戻
さ
な
い
と
い

け
な
い
。
大
本
の
教
え
で
あ
る
〝
改
心
〟
と
〝
身

魂
磨
き
〟
に
は
、
そ
の
よ
う
な
意
味
が
含
ま
れ
て

い
る
の
で
す
。

聖
師
は
日
本
の
有
様
に
つ
い
て
、
繰
り
返
し
述

べ
て
い
ま
す
。〝
み
ろ
く
の
世
〟
実
現
の
前
に
は
、

立
替
え
立
直
し
、
大
峠
と
い
う
厳
し
い
時
代
が
あ

る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
最
終
的
に
は
神
さ
ま

の
大
御
心
で
、
必
ず
良
い
方
向
に
進
む
と
示
さ
れ

て
い
る
の
が
、
確
固
た
る
教
え
の
根
幹
で
す
。

ま
た
聖
師
は
、『
わ
が
日
本
神
洲
の
国
民
は
、
古

来
抱
擁
性
に
富
ん
で
い
た
。
そ
し
て
固
有
の
民
族

性
に
少
し
の
動
揺
を
き
た
さ
な
か
っ
た
こ
と
は
、

世
界
の
驚
異
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
世
界
の
文

化
を
こ
と
ご
と
く
吸
収
し
て
、
同
化
し
、
精
錬
し
て
、

さ
ら
に
よ
り
以
上
美
し
き
も
の
と
し
て
、
さ
ら
に

こ
れ
を
世
界
に
頒
与
す
る
と
こ
ろ
に
日
本
人
の
生

命
が
あ
り
、
使
命
が
あ
る
の
で
あ
る
』
と
も
示
し

て
い
ま
す
。

日
本
の
歴
史
を
振
り
返
る
と
、
戦
争
、
自
然
災

害
な
ど
大
き
な
災
難
を
乗
り
越
え
て
、
新
し
い
国

づ
く
り
を
模
索
し
、
達
成
し
て
き
た
民
族
で
あ
る

こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

あ
の
世
を
知
っ
て
こ
の
世
に
生
き
る

ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
に
な
っ
た
『
人
は
死
な
な
い
』

の
著
者
、
矢
作
直
樹
氏
は
救
命
救
急
医
師
で
あ
り

な
が
ら
、「
人
は
死
に
よ
っ
て
肉
体
は
滅
び
る
が
、

魂
は
永
遠
で
あ
る
。
人
の
命
は
神
の
摂
理
に
よ
っ

て
定
め
ら
れ
て
い
る
」
と
説
い
て
い
ま
す
。

現
代
人
か
ら
そ
う
い
っ
た
感
覚
が
薄
れ
つ
つ
あ

る
の
で
、
人
生
を
楽
し
み
、
穏
や
か
に
逝
っ
て
ほ

し
い
と
い
う
思
い
か
ら
、『
人
は
死
な
な
い
』
を
執

筆
さ
れ
た
そ
う
で
す
。

確
か
に
、
一
昔
前
の
日
本
人
は
、
死
期
が
迫
る

と
「
お
迎
え
が
来
る
」
と
言
い
、
ま
た
「
生
ま
れ

変
わ
っ
た
ら
○
○
し
た
い｣

と
〝
輪
廻
転
生
〟
を

信
じ
て
い
ま
し
た
。

矢
作
氏
の
死
に
対
す
る
考
え
方
は
、
大
本
の
教

え
に
あ
る
霊
界
観
と
合
致
し
ま
す
。

聖
師
に
よ
る
と
、
霊
界
で
は
男
性
は
30
歳
く
ら

い
、
女
性
は
20
歳
く
ら
い
の
容
姿
に
な
る
と
言
わ

れ
て
い
ま
す
。
現
界
で
の
肉
体
は
年
を
経
る
ご
と

に
衰
え
ま
す
が
、
霊
体
は
不
老
不
死
の
ま
ま
に
生

き
続
け
る
の
で
す
。

私
た
ち
は
〝
生
と
死
〟
と
い
う
も
の
を
真
剣
に

考
え
な
く
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
私
た
ち
が
未
来
を

語
る
上
で
、
死
後
の
世
界
を
考
え
る
こ
と
は
、
非

常
に
重
要
だ
と
思
い
ま
す
。

死
後
の
世
界
を
信
じ
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
こ

の
世
で
の
人
生
を
、
よ
り
豊
か
な
充
実
し
た
も
の

に
な
る
よ
う
努
力
で
き
る
で
し
ょ
う
。
逆
に
、
死

に
よ
っ
て
、
魂
も
肉
体
と
同
時
に
消
え
て
し
ま
う

の
な
ら
ば
、
果
た
し
て
向
上
は
あ
り
え
る
で
し
ょ

う
か
。
自
分
の
た
め
に
も
、
他
人
、
世
の
中
の
た

め
に
も
役
立
つ
喜
び
を
求
め
な
く
な
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。

人
の
本
体
は
霊
魂
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
神
が
授

け
た
霊
性
が
宿
っ
て
い
る
。
そ
れ
を
磨
き
、
向
上

さ
せ
る
た
め
に
人
生
は
あ
る
。
体
は
霊
魂
の
器
で

あ
る
と
い
う
の
が
、
大
本
の
人
間
観
で
す
。

み
ろ
く
の
世
と
は

最
後
に
、
聖
師
が
示
し
た
〝
み
ろ
く
の
世
〟
の

姿
を
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

『
善
い
事
を
す
れ
ば
よ
く
な
り
、
悪
い
事
を
す

れ
ば
悪
く
な
る
世
を
称
し
て
ミ
ロ
ク
の
世
と
い
う

の
で
あ
る
。
今
ま
で
の
世
は
、
悪
い
事
を
し
て
も

旨
く
世
間
を
ご
ま
か
す
こ
と
が
で
き
れ
ば
立
身
出

世
も
で
き
る
し
、
善
い
事
ば
か
り
を
し
て
い
て
も
、

虐
げ
ら
れ
苦
し
め
ら
れ
悲
惨
な
境
遇
に
泣
か
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
も
の
も
数
多
く
あ
っ
た
。
こ
れ
は
悪

魔
の
守
護
す
る
世
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ミ
ロ

ク
の
世
に
な
っ
て
か
ら
は
最
早
か
か
る
不
合
理
は

許
さ
れ
な
い
。
良
い
こ
と
を
す
れ
ば
ど
ん
ど
ん
よ

く
な
り
、
悪
い
こ
と
を
企
つ
れ
ば
片
っ
端
か
ら
打

ち
く
だ
か
れ
、
悪
の
思
わ
く
は
一
つ
も
立
た
ぬ
正

し
い
世
の
中
に
な
る
の
で
あ
る
』

人
は
元
来
成
長
し
た
い
、
世
の
中
を
良
く
し
た

い
と
い
う
気
持
ち
が
あ
る
と
信
じ
て
い
ま
す
。
そ

の
思
い
こ
そ
が
、
神
か
ら
授
け
ら
れ
た
霊
性
で
す
。

そ
れ
ぞ
れ
が
、
自
分
の
個
性
を
善
の
方
向
へ
発

揮
し
、
共
々
に
〝
み
ろ
く
の
世
〟
の
世
の
住
人
と

な
れ
る
よ
う
な
働
き
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
ょ

う
。

そ
し
て
、
一
人
ひ
と
り
が
天
か
ら
授
か
っ
た
個

性
を
、
周
囲
の
人
が
伸
ば
し
て
や
る
こ
と
が
重
要

と
示
し
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
大
人
に
な
る
に
つ
れ
、
歴
史
、
地
理
、

倫
理
、
国
家
天
職
の
４
項
目
の
基
礎
を
教
育
の
中

で
生
か
し
確
立
す
れ
ば
、
行
動
も
精
神
も
培
わ
れ

る
と
言
っ
て
い
ま
す
。

日
本
の
国
体

日
の
本
は
神
の
国
に
し
あ
り
な
が
ら

神
い
ま
す
こ
と
知
ら
ぬ
人
の
み

聖
師
は
、
日
本
が
神
国
で
あ
り
な
が
ら
、
神
の

存
在
を
信
じ
な
い
人
が
増
え
て
い
る
の
を
嘆
い
て

い
ま
し
た
。

そ
し
て
、『
人
は
神
の
子
、
神
の
宮
』
と
説
き
、

『
日
本
魂
を
研
ぎ
す
ま
し
て
、
世
を
救
う
人
が
誠
の

神
で
あ
る
。
ま
た
は
、
ほ
ま
れ
あ
る
、
そ
の
わ
が

日
の
本
の
国
体
を
説
き
明
か
す
、
そ
う
い
う
人
こ

そ
が
神
で
あ
る
』
と
示
し
て
い
ま
す
。

世
の
中
で
生
き
て
い
く
上
で
な
す
べ
き
こ
と
は
、

い
っ
ぱ
い
あ
る
け
れ
ど
も
、〝
日
本
と
い
う
国
を
護

る
〟
こ
と
こ
そ
が
一
番
大
事
だ
と
説
い
て
い
る
の

で
す
。

神
ま
も
る
我
日
の
本
の
中
堅
と

な
り
て
す
す
め
よ
昭
和
青
年

日
本
か
ら
学
ん
だ
台
湾

１
８
９
５
年
、
下
関
講
話
条
約
が
結
ば
れ
、
日

本
は
台
湾
を
統
合
し
ま
す
。
以
降
50
年
に
渡
り
、

台
湾
は
日
本
人
か
ら
、
日
本
語
を
は
じ
め
日
本
式

の
教
育
を
受
け
ま
し
た
。

こ
の
結
果
、
台
湾
の
人
た
ち
は
、
根
底
に
流
れ

る
精
神
文
化
を
、
日
本
教
育
に
よ
っ
て
培
っ
て
き

た
と
い
う
の
で
す
。
そ
れ
は
、
礼
儀
正
し
さ
で
あ
っ

日
本
人
の
使
命
と
は

混
迷
の
現
代
に
お
い
て
、
政
治
、
経
済
、
教

育
な
ど
が
行
き
づ
ま
り
、
私
た
ち
は
、
今
後
の

世
界
の
あ
り
方
を
模
索
し
て
い
ま
す
。

『
大
本
神
諭
』
に
は
、
日
本
人
の
使
命
と
神

の
経
綸
が
一
貫
し
て
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
さ
ら

に
、
神
も
時
代
の
流
れ
に
は
叶
わ
ず
、
世
の
中

を
善
く
す
る
も
悪
く
す
る
も
、
私
た
ち
人
間
の

努
力
次
第
で
あ
る
と
啓
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

開
祖
に
神
懸
り
し
た
国
祖
・
国
常
立
尊
は
、

人
心
を
立
替
え
立
直
し
、〝
み
ろ
く
の
世
〟
を

建
設
す
る
と
宣
言
さ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
神

は
そ
の
型
（
モ
デ
ル
）
と
し
て
、
日
本
と
日
本

人
を
生
み
出
し
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

私
た
ち
は
、
日
本
人
と
し
て
の
誇
り
を
も

ち
、
神
か
ら
授
か
っ
た
使
命
を
自
覚
し
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。　

日
本
の
国
柄

戦
後
、
日
本
は
経
済
至
上
主
義
を
と
り
、
資

源
や
市
場
を
海
外
に
求
め
ま
し
た
。

そ
の
結
果
、
欧
米
の
生
活
ス
タ
イ
ル
や
文
化

が
国
内
に
流
れ
、
日
本
古
来
の
よ
き
伝
統
や
価

値
観
が
崩
れ
つ
つ
あ
る
よ
う
に
感
じ
ま
す
。
政

治
家
や
企
業
の
倫
理
観
は
薄
れ
、
家
庭
崩
壊
や

講 師 出
で

口
ぐち

眞
まさ

人
と

（社会福祉法人愛善信光会理事長）

掲
載
文
は
、
平
成
26
年
５
月
21
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

出
口
王
仁
三
郎
の
提
言

〜
未
来
の
世
界
・
政
治
・
教
育
は
〜
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東
光
苑
月
次
祭

東
光
苑
月
次
祭
・
市
杵
島
姫
命
例
祭
は
８
月
10

日
、
午
前
10
時
30
分
か
ら
、
斎
主
・
藤
本
光
総
務

管
理
課
長
の
も
と
執
行
さ
れ
、
２
８
０
人
が
参
拝

し
た
。

祭
員
は
茨
城
主
会
、
少
年
祭
員
は
茨
城
主
会
の

村
井
晴
斗
く
ん
、
吉
田
聖
晏
く
ん
、
成
嶋
祥
吾
く

ん
、
片
桐
聖
翔
く
ん
、
伶
人
は
宮
咩
会
関
東
支
部
、

大
本
神
諭
拝
読
は
佐
々
木
武
雄
埼
玉
主
会
長
、
添

釜
は
村
井
社
中
が
担
当
し
た
。

祭
典
後
、
浅
田
秋
彦
本
部
長
が
あ
い
さ
つ
に
立

ち
、
８
月
１
日
付
で
本
部
長
に
就
任
し
た
こ
と
を

報
告
し
所
信
を
述
べ
た
。

ま
た
、
過
去
３
年
を
振
り
返
り
、
参
拝
者
へ
感

謝
の
意
を
述
べ
た
。

な
お
、
浅
田
本
部
長

は
引
き
続
き
、
東
京

宣
教
セ
ン
タ
ー
長
を

兼
務
す
る
。

続
い
て
奉
納
行
事

に
う
つ
り
、
神
奈
川

主
会
が
、
愛
善
歌
「
祭

祀
」
を
斉
唱
し
た
。

大
本
公
開
講
座

第
１
３
８
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
、
８
月
20

日
午
後
７
時
か
ら
、
港
区
新
橋
の
航
空
会
館
で
開

催
さ
れ
、
成
尾
陽
メ
デ
ィ
ア
愛
善
宣
教
課
長
が
「
出

口
王
仁
三
郎
が
示
し
た
〝
あ
の
世
〟
に
学
ぶ—

霊

界
と
魂
の
関
係—

」
と
題
し
て
講
演
し
た
。
参
加

所信を述べる浅田新本部長

東
光
苑
祭
典
・
行
事
予
定

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

10
月

	

12
日
（
日
）
午
前
10
時
30
分
執
行

		

東
光
苑
月
次
祭
・
市
杵
島
姫
命
例
祭

15
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

食
が
育
て
る
命
と
霊
性

	
	

〜
今
こ
そ
、
お
土
の
心
を
〜

講
師

長
友
邦
之
（
生
産
組
合
皆
農
塾
代
表
）

	

18
日
（
土
）
午
前
10
時
30
分
執
行

		

家
庭
平
安
祈
願
祭
（
23
回
）

	

18
日
（
土
）
午
後
７
時

		

霊
界
物
語
全
国
一
斉
拝
読
会
（
47
回
）

25
日
（
土
）
26
日
（
日
）

	

教
本
２
級
認
定
講
習
会

第２３回家庭平安祈願祭
日　時	 10月18 日（土）午前10時 30 分
場　所	 大本東京本部・ご神前
申し込み	 申し込み希望者は信徒・一般を問い

ません。ご本人に代わっての申し込み

も可能です。所定の申込用紙に必要事

項を明記の上、祭典玉串（任意）を添

えて、所属の機関、または東京宣教セ

ンター祭務課までお申し込みくださ

い。

申込締切	 10 月 13 日（月）必着

その他	 ご祈願は祭典後１週間執り行います

●
離
任
あ
い
さ
つ

ち
ょ
う
ど
４
年
間
お
世
話
に

な
り
ま
し
た
。
至
ら
ぬ
た
め
ご

迷
惑
の
多
き
こ
と
、
心
か
ら
お

詫
び
申
し
上
げ
ま
す
。
皆
さ
ま

に
お
会
い
で
き
た
幸
せ
を
忘
れ

ま
せ
ん
。
ど
う
か
お
元
気
で〝
大

神
さ
ま
の
み
光
〟
を
阿
づ
ま
の

国
・
東
光
苑
に
高
々
と
掲
げ
続

け
て
く
だ
さ
い
。

和
わ

田
だ

桂
けい

一
いち

祭務課長

●
着
任
あ
い
さ
つ

天
恩
郷
万
祥
殿
で
６
年
間
、

装
束
や
神
饌
物
の
勉
強
を
し
、

瑞
生
大
祭
や
各
祭
典
に
お
仕
え

し
ま
し
た
。
そ
の
経
験
と
知
識

を
東
京
本
部
に
て
、
皆
さ
ま
の

お
役
に
立
て
る
よ
う
努
め
さ
せ

て
い
た
だ
き
た
く
思
い
ま
す
。

ど
う
ぞ
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
い

た
し
ま
す
。

●
着
任
あ
い
さ
つ

出
塾
後
、
今
年
の
４
月
よ
り

ご
奉
仕
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
、

こ
の
度
、
東
京
本
部
へ
着
任
い

た
し
ま
し
た
。
大
神
さ
ま
の
ご

守
護
、
教
主
さ
ま
の
ご
教
導
の

も
と
、
心
よ
り
ご
奉
仕
さ
せ
て

い
た
だ
き
た
く
存
じ
ま
す
。
何

卒
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上

げ
ま
す
。

吉
よし

村
むら

	 仁
ひとし

祭務課

穴
あな

井
い

賢
けん

太
た

郎
ろう

愛善宣教課

大本青年部発足５０周年慶祝

第２３回大本青年祭
　関東教区からは１４名が参加し、下記の成績をおさめ

ました。

◇模擬祭典・６人以上の部　４位 東京主会

◇朗詠・松の部３位 東京主会　◇梅の部２位 茨城主会

◇神書個人拝読・成人の部

　１位 深津祐介（東京）６位 日下文世（東京）

◇神書個人拝読・未成年の部　４位 貴堂文奎（東京）

◇文芸展示・写真の部　銅賞 深津祐介（東京）

結
ん
だ
。

参
加
者
か
ら
は
、「
元
気
を
い
た
だ
く
の
と
同
時

に
日
常
を
反
省
し
ま
し
た
。
涙
を
抑
え
る
の
で
精

一
杯
で
し
た
。（
女
性
・
一
般
）」
等
の
声
が
寄
せ

ら
れ
た
。　

者
は
31
人
（
内
、
一
般
11
人
）。

講
座
で
は
、
大
本
の
霊
界
観
を
も
と
に
、
死
後

の
世
界
の
様
子
を
分
か
り
や
す
く
説
き
、「
天
国
の

住
民
と
な
る
た
め
に
は
、
真
面
目
に
働
き
、
世
の
た

め
、
人
の
た
め
に
尽
く
す
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
」
と


