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1月号・Januaro

1　　　阿づまの光

み
ろ
く
の
世
早は

や
来こ

よ
か
し
と
祈
り
つ
つ

　
　
　
　
　
岩
戸
の
開
く
時
を
待
つ
か
な

首
都
圏
が
先
駆
け
の
ご
用
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　  

大
本
本
部
長
　
浅あ

さ

田だ

秋と
き

彦ひ
こ

　

明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
本
年
も
相
変
わ
り
ま
し
て
、よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

「
善
い
事
を
す
れ
ば
よ
く
な
る
世
を
称
し
て
ミ
ロ
ク
の
世
」
と
い
う
お
示
し
が
あ
り
ま
す
。
善
き
こ
と
と

は
、
神
さ
ま
の
御
心
に
叶
う
こ
と
で
す
。
大
本
は
神
さ
ま
の
経
綸
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
り
、
同
時

に
、
神
さ
ま
の
経
綸
を
説
き
知
ら
せ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
か
つ
、
神
さ
ま
の
経
綸
を
行
う
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
説
き
知
ら
す
こ
と
は
宣
教
活
動
の
こ
と
で
あ
り
、
行
う
と
こ
ろ
と
は
愛
善
運
動
を
実
践
す
る
こ
と
で
あ

り
ま
す
。

大
本
東
京
本
部
に
お
い
て
は
、
大
本
公
開
講
座
、
大
本
常
設
講
座
、
身
の
上
相
談
・
み
手
代
お
取
次
ぎ
な
ど
、

宣
教
活
動
を
積
極
的
に
行
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
活
動
、
茶
道
や
短
歌
会
、
霊
界
物
語
拝
読
会
、

プ
ラ
ン
タ
ー
栽
培
な
ど
は
、
ま
さ
に
愛
善
活
動
の
実
践
で
あ
り
ま
す
。

東
京
本
部
の
宣
教
活
動
と
愛
善
運
動
は
緒し

ょ

に
就つ

い
た
と
こ
ろ
で
す
が
、
こ
の
こ
と
が
全
国
地
方
機
関
の
本

苑
・
分
苑
・
主
会
に
、
ひ
い
て
は
分
所
・
支
部
に
も
広
く
行
わ
れ
る
こ
と
が
、
神
さ
ま
の
御
心
に
叶
う
「
本

物
の
実
践
」
の
姿
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

教
主
さ
ま
は
「
信
徒
一
人
ひ
と
り
が
、
内
に
自
己
を
、
そ
し
て
家
庭
を
修
め
つ
つ
、
内
に
も
外
に
も
悩
め

る
人
々
に
、
誠
意
を
も
っ
て
神
さ
ま
の
み
教
え
を
お
伝
え
さ
せ
て
い
た
だ
く
〝
み
ろ
く
の
世
へ
の
実
践
〟
の

時
代
に
、
入
っ
て
い
る
こ
と
を
強
く
感
じ
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
」（
平
成
24
年
新
年
ご
あ
い
さ
つ
）
と

お
示
し
下
さ
い
ま
し
た
。

神
さ
ま
の
ご
用
は
、
積
極
的
に
、
惟

か
ん
な
が
ら

神
的
に
、
教
主
さ
ま
を
中
心
に
和
合
し
つ
つ
、〝
み
ろ
く
の
世
へ
の
実
践
〟

を
合
言
葉
に
励
み
ま
し
ょ
う
。

五
代
教
主
作
引
出
黒
茶
盌
銘
「
七
福
神
・
大
黒
天
」

［
ヨ
ル
ダ
ン
土
］
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ブ
リ
を
ス
リ
ッ
パ
で
た
た
こ
う
と
す
る
と
逃

げ
る
の
は
、
生
命
力
（
霊
）
が
そ
の
よ
う
に

は
た
ら
い
て
い
る
か
ら
で
す
。　
　

主
神
の
お
は
た
ら
き

全
大
宇
宙
は
原
初
、
霊
と
体
が
ま
だ
分
か

れ
て
お
ら
ず
、力
を
生
ず
る
前
の
状
態
を
「
大

元
霊
」
と
い
い
、「
天
之
御
中
主
之
大
神
」、

ま
た
は
「
主
神
」
と
い
い
ま
す
。
主
神
は
霊

系
と
体
系
の
二
柱
の
神
に
分
か
れ
て
御
力
を

発
揮
さ
れ
、〝
霊
主
体
従
〟
の
法
則
に
よ
っ
て

万
物
を
生
み
育
ま
れ
た
の
で
す
。

宇
宙
創
造
の
力
を
〝
生
成
化
育
〟
と
も
い

い
、
そ
の
力
は
統
一
と
調
和
を
も
っ
て
、
万

物
を
進
展
さ
せ
ま
す
。
そ
の
活
動
力
こ
そ
が

神
で
あ
る
と
い
う
の
が
、
大
本
の
神
観
で
す
。

人
類
も
大
宇
宙
の
中
で
生
成
化
育
に
よ
っ
て

生
ま
れ
た
生
命
体
の
一
つ
な
の
で
、
神
の
御

姿
そ
の
ま
ま
を
分
霊
・
分
体
・
分
力
と
し
て

授
か
っ
て
い
ま
す
。
同
様
に
、
自
然
界
の
全

て
は
神
の
断
片
で
あ
る
と
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

一
、
宇
宙
の
本
源
は
、
活
動
力
に
し
て
即
ち

　
　
神
な
り
。

一
、 

万
物
は
活
動
力
の
発
現
に
し
て
神
の
断

　
　
片
な
り
。

　
　
　
　
　
　
　（
出
口
王
仁
三
郎
聖
師
）

大
本
三
大
学
則

神
の
実
在
を
証
明
す
る
の
が
「
三
大
学
則
」

で
す
。
霊
・
力
・
体
の
３
方
面
か
ら
事
象
を
考

察
す
る
と
、
人
為
で
は
計
り
知
れ
な
い
神
秘
が

発
見
で
き
る
と
説
い
て
い
ま
す
。

ま
た
、
こ
の
教
え
は
社
会
科
学
、
自
然
科
学
、

哲
学
と
い
っ
た
分
野
に
お
い
て
も
、
新
発
見
が

で
き
る
と
い
う
ほ
ど
重
要
な
も
の
で
す
。

一
、
天
地
の
真
象
を
観
察
し
て
真
神
の
体
を
思

　
　
考
す
べ
し

一
、 

万
有
の
運
化
の
毫
差
な
き
を
視
て
真
神
の

　
　
力
を
思
考
す
べ
し

一
、
活
物
の
心
性
を
覚
悟
し
て
、
真
神
の
霊
魂

　
　
を
思
考
す
べ
し

 

一
輪
の
花
を
例
に
こ
の
「
三
大
学
則
」
に
つ

い
て
、
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

私
た
ち
は
、
花
の
存
在
を
視
覚
や
触
覚
、
嗅

覚
で
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
よ
く
観
察

す
る
と
、
花
弁
、
萼が

く

、
雄
し
べ
、
雌
し
べ
が
あ
り
、

さ
ら
に
原
子
顕
微
鏡
で
覗
く
と
、
細
胞
に
は
核
、

葉
緑
素
、
染
色
体
な
ど
が
規
則
正
し
く
組
織
さ

れ
て
い
る
の
が
わ
か
り
ま
す
。　
　

現
代
の
科
学
で
は
、
あ
ら
ゆ
る
物
質
の
最
小

単
位
は
原
子
で
、
然
る
べ
き
結
合
に
よ
っ
て
、

物
体
が
形
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
と
お

り
で
す
。

　

ま
た
、
生
花
は
造
花
と
違
い
生
き
て
い
ま
す
。

根
は
水
分
と
養
分
を
土
中
で
吸
収
し
、
葉
は
光

合
成
を
繰
り
返
し
な
が
ら
、
二
酸
化
炭
素
を
吸

収
し
、
酸
素
を
は
き
出
し
ま
す
。
や
が
て
、
実

を
つ
け
、
種
子
が
子
孫
を
残
し
て
い
き
ま
す
。

こ
れ
は
花
の
も
つ
生
命
力
、
い
わ
ゆ
る
霊
性
が

神
格
を
表
す
言
葉
に
も
う
一
つ
、「
信
真
」

が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
真
理
の
こ
と
で
、
普
遍

的
な
理
で
す
。「
信
真
」
の
反
対
は
「
信
偽
」

と
な
り
ま
す
。

日
本
で
は
、
現
憲
法
の
前
は
大
日
本
帝
国
憲

法
、
江
戸
時
代
に
は
武
家
諸
法
度
な
ど
、
様
々

な
ル
ー
ル
が
敷
か
れ
ま
し
た
。
そ
れ
ら
は
、
と

て
も
現
代
に
当
て
は
め
る
こ
と
は
で
き
ま
せ

ん
。
が
、
当
時
は
（
少
な
く
と
も
指
導
者
は
）、

正
し
い
と
信
じ
て
い
た
の
で
す
。
時
代
や
環
境

に
よ
っ
て
ル
ー
ル
は
変
わ
り
ま
す
が
、
神
が
定

め
た
理
は
、
宇
宙
創
造
以
来
の
真
理
で
あ
っ
て

普
遍
的
で
す
。
こ
れ
が
信
真
で
あ
り
、
人
の
享う

く
べ
き
も
の
な
の
で
す
。

宗
教
の
「
宗
」
の
字
は
、「
ウ
」
冠
に
「
示
」

と
書
き
、「
ウ
」
は
宇
宙
を
表
し
ま
す
。
真
の

宗
教
と
は
、
宇
宙
の
真
理
を
教
示
し
、
政
治
経

済
、
自
然
科
学
、
教
育
な
ど
、
全
て
の
分
野
に

お
い
て
、
正
し
い
こ
と
は
何
か
を
示
す
役
割
が

あ
る
と
、
聖
師
は
説
い
て
い
ま
す
。

善
を
愛
し
、
真
を
信
じ
る
の
が
天
国
で
、
逆

に
悪
を
愛
し
、
偽
り
を
信
じ
る
の
が
地
獄
と
い

わ
れ
て
い
ま
す
。
重
要
な
の
は
人
の
本
心
が
、

愛
の
善
、
信
の
真
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
で
す
。

私
た
ち
は
本
心
を
外
面
で
隠
す
こ
と
が
で
き
ま

す
が
、
内
側
に
悪
や
偽
り
が
あ
れ
ば
、
真
理
か

ら
外
れ
、
不
自
然
さ
を
引
き
起
こ
し
、
ひ
い
て

は
世
の
中
が
よ
く
な
ら
な
い
の
で
す
。
い
く
ら

能
力
や
努
力
が
あ
っ
て
も
、
愛
と
信
に
も
と
づ

く
道
徳
心
や
倫
理
観
が
な
け
れ
ば
、
結
果
と
し

て
周
り
に
迷
惑
を
か
け
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
り

ま
す
。

「
意
志
は
、
愛
の
情
動
よ
り
起
こ
り
、
智
性
は
、

信
の
真
よ
り
発
生
す
る
も
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に

愛
の
な
き
信
仰
は
、
決
し
て
人
格
と
み
な
す
こ

と
は
で
き
な
い
」（
出
口
王
仁
三
郎
聖
師
）

一
霊
四
魂
の
活
用

人
の
霊
は
動
植
物
な
ど
と
比
べ
て
、
精
功
、

精
妙
で
霊
性
が
高
い
の
で
、「
精
霊
」
ま
た
は

「
霊
魂
」
と
い
い
ま
す
。
そ
の
「
精
霊
」「
霊
魂
」

は
一
霊
四
魂
か
ら
成
り
た
っ
て
い
ま
す
。「
一

霊
」
と
は
「
直
霊
」
で
あ
り
、
神
か
ら
の
直
接

内
流
で
、先
天
的
に
備
わ
っ
て
い
ま
す
。〝
良
心
〟

〝
反
省
心
〟
な
ど
が
そ
れ
に
あ
た
り
ま
す
。

「
四
魂
」
の
は
た
ら
き
に
は
「
荒
魂
の
勇
」「
和

魂
の
親
」「
幸
魂
の
愛
」「
奇
魂
の
智
」
が
あ
り

ま
す
。
忍
耐
力
を
も
っ
て
立
ち
向
か
う
勇
猛
心

や
、
和
と
尊
ん
で
治
め
る
親
和
心
、
生
き
物
へ

の
愛
情
、
向
上
を
求
め
学
び
智
慧
を
得
る
こ
と
、

こ
れ
ら
は
万
物
の
霊
長
と
い
わ
れ
る
人
間
が
、

神
か
ら
特
別
に
授
か
っ
た
心
性
、
神
性
な
の
で

す
。た

だ
し
、
一
人
ひ
と
り
表
情
が
違
う
よ
う
に
、

「
四
魂
」
の
バ
ラ
ン
ス
も
様
々
で
す
。「
荒
魂
」

が
表
に
出
て
い
て
、
何
事
に
対
し
て
も
積
極
的

な
人
も
い
れ
ば
、生
き
物
が
大
好
き
と
い
う
「
幸

魂
」
の
強
い
人
も
い
ま
す
。

人
は
〝
霊
止
〟
と
も
表
す
よ
う
に
、
本
来
は

神
心
を
授
か
っ
て
い
ま
す
。
大
本
で
〝
人
は
神

の
子
、
神
の
宮
〟
と
教
え
ら
れ
て
い
る
所
以
で

す
。
し
か
し
、「
愛
悪
信
偽
」
と
な
っ
て
、
は

た
ら
き
が
神
心
と
正
反
対
に
な
る
場
合
が
あ
り

ま
す
か
ら
、
時
と
し
て
感
情
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

そ
の
〝
も
の
さ
し
〟
と
い
え
る
の
が
、「
省

み
る
」「
恥
じ
る
」「
悔
い
る
」「
畏
れ
る
」「
覚
る
」

と
い
う
「
五
情
の
戒
律
」
で
す
。

い
く
ら
勇
気
が
あ
っ
て
も
、行
き
過
ぎ
て
「
恥

じ
る
」
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
争
い
が
起
こ
り
ま

す
。
ま
た
「
悔
い
る
」
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
人

間
関
係
な
ど
の
調
和
が
崩
れ
て
し
ま
い
ま
す
。

　

「
五
情
の
戒
律
」
で
特
に
大
切
と
い
わ
れ
る

の
が
「
省
み
る
」
こ
と
で
す
。
日
々
に
自
己
を

省
み
な
が
ら
、「
一
霊
四
魂
」
を
正
し
く
活
用

す
る
こ
と
が
人
の
本
分
で
あ
っ
て
、
そ
う
願
う

の
が
神
へ
の
祈
願
と
も
い
え
ま
す
。

大
本
教
旨

大
本
教
旨
は
〝
神
と
人
と
の
関
係
〟
を
端
的

に
示
し
て
い
ま
す
。

「
神
は
万
物
普
遍
の
霊
に
し
て
人
は
天
地
経

綸
の
主
体
な
り
、
神
人
合
一
し
て
こ
こ
に
無
限

の
権
力
を
発
揮
す
」（
教
旨
）

人
は
、
神
を
畏
れ
敬
い
、
真
理
を
覚
る
こ
と

で
、
正
し
い
力
が
発
揮
さ
れ
る
の
で
す
。

よ
く
〝
人
事
を
尽
く
し
て
天
命
を
ま
つ
〟
と

い
い
ま
す
。
こ
れ
は
「
私
は
こ
れ
だ
け
頑
張
っ

た
か
ら
結
果
を
く
だ
さ
い
」
と
も
と
れ
ま
す
。

大
本
で
は
、「
三
大
学
則
」
や
「
教
旨
」
な
ど
で
、

神
と
人
の
関
係
が
明
確
に
説
か
れ
て
い
ま
す
の

で
〝
天
命
を
知
っ
て
人
事
を
尽
く
す
〟
と
い
い

ま
す
。

今
、
自
分
の
置
か
れ
た
環
境
は
、
す
べ
て
神

慮
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
る
と
覚
り
、
努
力
す

る
こ
と
が
、
本
物
の
力
を
生
む
の
で
す
。

「
世
界
人
類
の
平
和
と
幸
福
の
た
め
に
苦
難

を
意
と
せ
ず
、
真
理
の
た
め
に
活
躍
し
実
行
す

る
も
の
は
神
な
り
」（
出
口
王
仁
三
郎
聖
師
）

聖
師
は
、
神
意
に
叶
っ
た
行
動
を
と
れ
ば
、

人
は
神
に
も
な
れ
る
と
説
い
て
い
ま
す
。

そ
う
さ
せ
て
い
る
か
ら
で
す
。
宇
宙
の
本
源
、

天
の
言
い
つ
け
に
従
っ
て
、
花
は
花
と
し
て
、

そ
の
命
を
全
う
し
て
い
ま
す
。

「
神
様
が
わ
か
ら
な
い
と
い
う
人
に
、
一
本

の
花
を
見
せ
て
や
れ
。
こ
れ
で
も
神
様
が
わ
か

ら
な
い
の
で
す
か
と
…｣

（
出
口
王
仁
三
郎
聖
師
）

　

相
対
性
理
論
で
有
名
な
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ

ン
博
士
も
、「
科
学
を
真
剣
に
追
究
し
て
い
る

者
は
誰
で
あ
っ
て
も
、
宇
宙
の
法
則
の
中
に
神

の
霊
が
顕
在
し
て
い
る
こ
と
を
確
信
す
る
に
至

る
」
と
い
う
言
葉
を
残
し
て
い
ま
す
。

神
格
と
人
格

人
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
性
格
が
あ
り
ま
す
が
、

神
の
場
合
は
そ
れ
を
「
神
格
」
と
い
い
、
一
つ

は
「
愛
善
」
で
す
。

愛
善
の
愛
で
す
が
、
神
の
愛
を
人
に
例
え
る

と
、
親
子
の
愛
が
一
番
近
い
の
で
は
と
思
い
ま

す
。
子
ど
も
が
大
病
に
か
か
れ
ば
、
親
は
一
生

懸
命
に
看
病
し
ま
す
し
、「
代
わ
れ
る
も
の
な

ら
、
代
わ
っ
て
や
り
た
い
」
と
も
思
い
ま
す
。

こ
れ
は
見
返
り
を
求
め
ず
、
犠
牲
を
犠
牲
と
も

思
わ
な
い
無
償
の
愛
で
す
。

神
の
愛
は
、
親
子
の
よ
う
な
限
ら
れ
た
範
囲

で
な
く
、
太
陽
の
熱
と
光
の
よ
う
に
、
分
け
隔

て
な
く
降
り
注
が
れ
ま
す
。

し
か
し
、
紙
き
れ
に
も
必
ず
表
と
裏
が
あ
る

よ
う
に
、
物
事
に
は
善
が
あ
れ
ば
、
悪
も
あ
り

ま
す
。
愛
も
悪
に
は
た
ら
く
場
合
を
「
愛
善
」

に
対
し
「
愛
悪
」
と
い
い
、
自
己
愛
が
そ
れ
に

あ
た
り
ま
す
。
世
の
た
め
人
の
た
め
に
す
べ
き

事
業
も
、
功
名
心
や
利
益
ば
か
り
を
求
め
て
い

て
は
、
本
物
の
仕
事
と
は
い
え
ま
せ
ん
。
真
理
、

神
理
に
反
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

大
本
の
「
霊
界
観
」

霊
界
と
い
う
と
、
一
般
に
は
死
後
の
世
界

を
連
想
し
ま
す
。
し
か
し
、
私
た
ち
の
住
む

現
界
に
も
、
目
に
見
え
な
い
も
の
は
存
在
し

ま
す
。
他
の
動
植
物
に
は
自
分
を
守
る
、
子

孫
を
残
す
な
ど
、
本
能
的
に
備
わ
っ
た
生
命

力
が
あ
り
ま
す
。
人
に
は
感
情
や
理
性
が
あ

り
ま
す
が
、
そ
れ
ら
を
体
か
ら
取
り
出
し

て
、
相
手
に
見
せ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

が
、
そ
の
存
在
を
疑
う
人
は
な
い
と
思
い
ま

す
。
形
あ
る
も
の
に
は
必
ず
目
に
見
え
な
い

力
、「
霊
」
が
宿
っ
て
い
る
と
定
義
す
る
の
が
、

大
本
の
「
霊
界
観
」
に
お
け
る
根
幹
で
す
。

霊
主
体
従
の
法
則

人
に
は
感
情
が
あ
っ
て
、
そ
の
押
さ
え
ら

れ
な
い
気
持
ち
が
、
言
動
に
表
れ
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
美
し
い
絵
や
、
感
動
す
る
映
画

を
観
て
、
思
わ
ず
涙
を
流
す
、
何
か
恐
ろ
し

い
も
の
を
見
て
、
鳥
肌
が
立
つ
と
い
っ
た
場

合
で
す
。
こ
の
法
則
を〝
霊
主
体
従
〟と
い
い
、

心
情
が
体
に
影
響
し
、
変
化
を
生
じ
る
と
い

う
原
理
で
す
。　

こ
れ
は
感
情
を
も
た
な
い
と
さ
れ
る
動
植

物
に
も
当
て
は
ま
り
ま
す
。
例
え
ば
、
ゴ
キ

講 師 鈴
すず

木
き

林
りん

太
た

郎
ろう

（愛善宣教課主事）

掲
載
文
は
、
平
成
26
年
9
月
17
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

神
と
人

〜
人
は
神
の
子
、
神
の
宮
〜

大本公開講座
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東
光
苑
月
次
祭

東
光
苑
月
次
祭
・
市
杵
島
姫
命
例
祭
は
12
月
14

日
、
午
前
10
時
30
分
か
ら
執
行
さ
れ
、
３
３
０
人

が
参
拝
し
た
。

祭
員
は
関
東
教
区
各
主
会
お
よ
び
、
関
東
圏
在

住
の
青
年
部
員
、
伶
人
は
宮
咩
会
関
東
支
部
、
大

本
神
諭
拝
読
は
、
東
京
主
会
の
日
下
文
世
さ
ん
、

添
釜
は
神
奈
川
主
会
が
担
当
し
た
。

祭
典
後
、
浅
田
秋
彦
大
本
本
部
長
が
挨
拶
に
立

ち
、
教
主
さ
ま
の
南
米
宣
教
90
周
年
並
び
に
（
新
）

愛
善
堂
完
成
10
周
年
記
念
大
祭
、
大
本
イ
ン
テ
ル

ナ
ツ
ィ
ー
ア
開
設
10
周
年
記
念
祭
典
等
の
ご
親
教

の
様
子
と
、
道
院
台
湾
総
主
院
で
開
か
れ
た
「
世

界
道
院
・
紅
卍
会
全
体
会
議
」
に
つ
い
て
報
告
し
た
。

次
い
で
、「
平
成
27
年
度
教
団
方
針
」
に
あ
る
「
み

ろ
く
の
世
へ
の
実
践
」
８
項
目
を
、
タ
テ
の
活
動

（
宣
教
活
動
）
と
ヨ
コ

の
活
動
（
愛
善
運
動
）

に
分
け
て
説
明
し
た
。

「
外
へ
広
く
、
内
へ
深

く
」
み
教
え
を
伝
え

る
①
宣
教
活
動
と
平

行
し
て
、
②
芸
術
文

化 

③
福
祉 

④
生
命
倫

理 

⑤
食
・
農 

⑥
エ
ネ

ル
ギ
ー
・
環
境 

⑦
平

和 

⑧
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト

の
愛
善
運
動
を
、
個

人
か
ら
機
関
グ
ル
ー

プ
、
ひ
い
て
は
地
域

社
会
へ
と
広
げ
て
欲

東
光
苑
祭
典
・
行
事
予
定

１
月１

日
（
祝
・
木
） 午
前
７
時
執
行

新
年
祭

１
日
〜
３
日
（
木
〜
土
）

年
賀　

１
日　

９
時
30
分
～
17
時

　
　
　

２
日　

９
時
30
分
～
16
時
30
分

　
　
　

３
日　

９
時
30
分
～
16
時

７
日
（
水
） 

午
前
10
時
30
分
〜
午
後
３
時

東
光
苑
七
草
粥

11
日
（
日
） 

午
前
10
時
30
分
執
行

東
光
苑
月
次
祭
・
成
人
式
式
典

19
日(

月)

午
前
10
時
30
分
執
行

聖
師
毎
年
祭
（
67
年
）

21
日
（
水
）
午
後
７
時
〜
８
時
30
分

大
本
公
開
講
座
（
航
空
会
館
・
港
区
新
橋
）

講
題

激
動
の
中
に
見
え
て
き
た
明
る
い
未
来

～
日
本
と
世
界
は
今
ど
こ
に

向
か
っ
て
い
る
の
か
～

講
師

藤
原
直
哉
（
株
式
会
社
あ
え
る
ば
会
長
・

　
　
　
　
　
　
　
　

 

経
済
ア
ナ
リ
ス
ト
）

２
月３

日
（
火
） 

午
後
６
時
30
分
執
行

 

開
教
１
２
３
年
節
分
大
祭
遥
拝
祭

　

二
代
教
主
・
四
代
教
主
聖
誕
祭

8
日
（
日
） 

午
前
10
時
30
分
執
行

 

東
光
苑
月
次
祭
・
豊
年
祈
願
祭
・
市
杵
島
姫
命
例
大
祭

18
日
（
水
） 

午
後
７
時
〜
８
時
30
分

 

大
本
公
開
講
座
（
航
空
会
館
・
港
区
新
橋
）

 

講
題

こ
と
む
け
や
わ
す

～
医
療
に
お
け
る
対
話
か
ら

協
働
の
関
係
へ
～

講
師

加
藤
眞
三
（
慶
應
義
塾
大
学

看
護
医
療
学
部
教
授
）

21
日
（
土
）
22
日
（
日
）

 

教
本
２
級
・
３
級
認
定
講
習
会

し
い
と
述
べ
た
。

そ

の

後
、

全

体

合
唱
に
移
り
藤
本
光

総
務
管
理
課
長
の
ギ

タ
ー
伴
奏
で
、
愛
善

歌
「
栄
光
」
と
「
花

は
咲
く
」、「
ふ
る
さ

と
」
が
斉
唱
さ
れ
た
。

ご
神
前
は
師
走
の
慌
た
だ
し
さ
を
忘
れ
る
、
朗
ら

か
な
雰
囲
気
に
包
ま
れ
、
参
拝
者
の
清
々
し
い
歌

声
が
こ
だ
ま
し
た
。

大
本
公
開
講
座

第
１
４
２
回
大
本
公
開
講
座
﹃
出
口
な
お
・
出

口
王
仁
三
郎
の
世
界
を
語
る
２
０
１
４
﹄
は
、
12
月

17
日
午
後
７
時
か
ら
、
港
区
新
橋
の
航
空
会
館
を

会
場
に
、
浅
田
秋
彦
大
本
本
部
長
が
「
真
理
の
﹃
幸

せ
に
生
き
る
主
義
﹄

～
宇
宙
の
呼
吸
・
宇

宙
の
リ
ズ
ム
～
」
と

題
し
て
講
演
し
た
。

参
加
者
は
20
人
（
内
、

一
般
８
人
）。

講
座
で
は
、
神
と

人
の
関
係
に
つ
い
て

説
明
し
、「
清
潔
・
楽
天
・
進
展
・
統
一
の
４
つ
の

主
義
は
相
関
連
し
、
時
代
や
場
所
で
変
わ
る
こ
と

の
な
い
普
遍
の
真
理
で
あ
る
。
こ
れ
を
実
践
し
、

心
身
と
も
に
天
地
に
呼
吸
を
合
わ
せ
る
こ
と
が
で

き
れ
ば
、
天
国
的
生
活
に
入
れ
る
」
と
結
ん
だ
。

参
加
者
か
ら
は
、｢

神
の
意
思
は
四
大
主
義
そ
の

も
の
で
あ
る
と
理
解
し
ま

し
た
。（
男
性
・
一
般
）」

等
の
声
が
寄
せ
ら
れ
た
。 運命は命を運び、宿命は命を宿す

今年も開催します

大本公開講座

開催日時 毎月第３水曜日　午後７時～８時３０分

場　所 航空会館（港区新橋１丁目１８—１）

参加費 １, ０００円

大本常設講座

開催曜日 毎週、月・水・金曜日

 昼間の部 ２時～３時３０分

 夜間の部 ７時～８時３０分

期　間 平成２７年１月１４日（水）から１２月２１日（月）

場　所 大本東京本部・８階ミーティングルーム　　

参加費 無料

内　容　月曜日　『神と人の関係』

　　　　水曜日　『霊界の実在』

　　　　金曜日　『人生の目的』

※ 毎月第３水曜日の夜間の部、９月１１日（金）の夜間の部、
９月２１日（月）の昼・夜の部共、休講します。

大本東京本部ホームページ

　諸祭典・行事をはじめ、大本公開講座、  大

本常設講座の情報など、詳細はこちらから。

ぜひ、アクセスしてみてください。

URL http://oomoto-tokyo.com

優しい音色と歌声で一体となった

立派に祭員を務めた 大勢の参拝者のもと執行された


