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1　　　阿づまの光
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お
土
か
ら
あ
が
り
し
物
を
大
切
に

　
　
せ
ざ
れ
ば
こ
の
世
は
治
ま
る
こ
と
な
し

「
農の

う

」　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
祭
務
課
主
事
　
井

畑

　

太

出
口
直
日
三
代
教
主
さ
ま
は
、ご
著
書
の
中
で
「
地
に
つ
い
た
生
き
方
」
と
題
し
て
、次
の
よ
う
に
お
述
べ
に
な
っ

て
お
ら
れ
ま
す
。

「
日
本
の
立
直
し
は
、
ど
う
し
て
も
―
農
民
を
大
切
に
す
る
こ
と
―
か
ら
始
ま
ら
な
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。（
中

略
）〝
食
〟
と
い
う
も
の
が
、
私
た
ち
の
人
生
に
と
っ
て
、
人
間
社
会
に
と
っ
て
、
ど
れ
だ
け
重
要
な
地
位
に
あ

る
か
は
、
誰
で
も
が
チ
ョ
ッ
ト
考
え
て
み
れ
ば
分
か
る
こ
と
で
あ
り
な
が
ら
、
実
際
に
は
〝
食
〟
に
つ
い
て
根
本

的
な
こ
と
が
ら
が
、
あ
ま
り
考
え
ら
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
と
に
食
物
を
つ
く
る
〝
農
〟
と

い
う
も
の
は
、
こ
の
現
実
に
お
い
て
、
何
に
先
行
さ
し
て
も
考
え
る
べ
き
こ
と
が
ら
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

政
治
は
、百
姓
を
大
切
に
し
て
こ
そ
、ほ
ん
と
う
の
正
し
い
政
治
が
行
わ
れ
る
の
で
す
。
農
を
中
心
に
し
て
こ
そ
、

国
の
経
済
も
文
化
も
、
本
当
に
立
直
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
わ
た
し
は
か
た
く
信
じ
ま
す
。

そ
れ
に
は
、
現
在
、
日
本
の
農
民
の
自
覚
と
い
う
こ
と
も
、
た
し
か
に
必
要
で
し
ょ
う
。
と
い
う
の
が
、
今
の

日
本
に
は
、
政
治
家
と
し
て
尊
敬
で
き
る
方
は
、
数
え
る
程
し
か
な
く
、
政
治
屋
の
よ
う
な
人
々
が
、
自
分
の
都

合
の
よ
い
時
に
の
み
農
民
を
お
だ
て
、
チ
ヤ
ホ
ヤ
し
て
、
そ
う
さ
れ
る
こ
と
に
、
農
民
が
乗
っ
て
し
ま
っ
て
、
い

つ
ま
で
も
駄
目
に
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
か
ら
で
す
。

い
ま
時
の
政
治
家
と
称
し
て
い
る
人
に
、
ほ
ん
と
う
に
農
民
の
こ
と
を
考
え
て
い
て
く
れ
る
人
が
、
い
く
人
あ

る
の
か
と
思
う
と
き
、
ま
ず
、
農
民
自
体
に
、
自
ら
の
使
命
を
自
覚
し
て
い
た
だ
き
た
い
こ
と
は
、
も
ち
ろ
ん
で
す
。

（
中
略
）
わ
た
し
は
三
十
年
も
四
十
年
も
、
農
の
た
め
に
働
い
て
来
た
農
民
へ
は
、
老
後
の
〝
恩
給
〟
を
さ
し
上

げ
る
よ
う
な
時
代
が
モ
ウ
来
て
よ
い
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
く
ら
い
、
農
に
生
き
る
と
い
う
こ
と
は
大
変
な
こ
と
で
、
こ
れ
は
経
験
し
た
こ
と
の
な
い
方
に
は
理
解
し

が
た
い
努
力
と
経
験
と
技
術
を
要
す
る
も
の
で
す
。
そ
れ
は
恩
給
の
面
の
み
で
な
く
、
国
家
が
文
化
に
対
し
て
功

労
の
あ
っ
た
方
を
表
彰
す
る
場
合
に
も
、
わ
た
し
は
、
ま
ず
、
そ
の
時
代
の
立
派
な
百
姓
に
お
く
る
べ
き
で
あ
る

と
主
張
す
る
も
の
で
す
」。（『
私
の
手
帖
』
か
ら
）

拝
読
さ
せ
て
い
た
だ
き
、「
農
本
主
義
」「
農
は
国
の
大た
い
ほ
ん本
」
と
の
み
教
え
は
、
非
常
に
奥
深
い
こ
と
だ
と
、
再

認
識
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
次
第
で
す
。

五
代
教
主
作
灰
釉
茶
盌
銘「
大
和
三
山
・
畝
傍
山
」

【
聖
地
の
土
＋
金
字
松
釉
】
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秤は
か
りに

か
け
て
審
判
す
る
様
子
な
ど
が
記
さ
れ
て

い
ま
す
。

ま
た
、
チ
ベ
ッ
ト
に
も
『
死
者
の
書
』
が
存

在
し
、
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
の
経
典
に
な
っ
て
い
ま

す
。
死
は
、
別
の
世
界
に
行
く
た
め
の
プ
ロ
セ

ス
の
一
つ
だ
と
説
い
て
い
ま
す
。
死
後
の
世
界

に
つ
い
て
は
、
古
今
東
西
、
語
り
継
が
れ
て
い

る
よ
う
で
す
。

出
口
日
出
麿
尊
師
は
「
死
後
に
霊
魂
が
個
性

を
も
っ
て
存
続
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
今
日
の

次
に
明
日
が
あ
る
と
い
う
こ
と
よ
り
も
明
確
で

あ
る
」
と
説
い
て
い
ま
す
。

あ
る
臨
死
体
験

立
花
隆
著
の
『
臨
死
体
験
』
は
興
味
深
い
一

冊
で
、
面
白
い
体
験
談
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。

ル
ー
カ
ネ
ン
・
キ
ル
デ
と
い
う
人
が
手
術
を

受
け
ま
す
。
そ
の
時
、
キ
ル
デ
氏
は
天
井
か
ら

手
術
台
に
横
た
わ
っ
て
い
る
自
分
を
見
る
の
で

す
。
非
常
に
不
思
議
な
状
態
で
、
医
師
の
心
ま

で
読
め
た
そ
う
で
す
。
い
ざ
メ
ス
が
体
に
入
る

と
き
、「
そ
こ
に
は
動
脈
が
あ
る
。
切
っ
た
ら

大
変
な
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
」
と
叫
び
ま
し

た
が
執
刀
医
に
は
伝
わ
り
ま
せ
ん
。
血
が
吹
き

出
た
瞬
間
、
場
面
が
ガ
ラ
っ
と
変
わ
っ
て
、
ト

ン
ネ
ル
の
よ
う
な
所
を
ス
ー
っ
と
上
が
っ
て
い

き
ま
す
。

そ
こ
は
偉
大
な
意
志
に
よ
る
愛
に
溢
れ
た
場

所
で
、
自
分
を
温
か
く
包
ん
で
く
れ
て
い
る
。

そ
し
て
次
の
瞬
間
、「
こ
こ
に
来
る
の
は
ま
だ

早
い
か
ら
戻
り
な
さ
い
」
と
の
声
を
聞
き
ま
す
。

そ
し
て
気
が
つ
く
と
自
分
は
病
室
に
い
る
と
い

う
体
験
を
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
一
例
で
す
が
、
臨
死
体
験
者
の
多
く

は
、
そ
の
後
の
人
生
観
を
劇
的
に
変
化
さ
せ
て

い
ま
す
。
体
験
者
に
共
通
す
る
の
は
、
物
質
欲

が
消
え
、
精
神
的
な
世
界
、
内
面
の
向
上
を
求

め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

心
の
ま
ま
の
世
界
へ

そ
の
霊
界
で
生
き
続
け
る
の
で
す
。

現
界
は
修
行
の
場

霊
界
は
意
志
想
念
の
世
界
で
、
い
く
ら
天
国

へ
行
き
た
い
と
思
っ
て
い
て
も
、
結
局
は
自
分

の
心
の
ま
ま
の
世
界
に
し
か
行
け
ま
せ
ん
。
逆

に
言
え
ば
、
生
き
て
い
る
間
に
、
自
分
の
中
に

天
国
を
作
っ
て
お
か
な
い
と
、
死
後
の
天
国
は

あ
り
ま
せ
ん
よ
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
う
考

え
る
と
大
切
な
の
は
、
現
界
で
の
生
き
方
と
い

う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

大
本
で
は
「
現
界
は
修
行
の
場
」
と
教
え
ら

れ
て
い
ま
す
。
霊
界
に
は
厳
然
と
し
た
境
界
が

あ
り
ま
す
が
、
現
界
で
は
、
天
国
も
地
獄
も
混

在
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
、
修
行
に

は
適
し
て
い
る
と
説
か
れ
て
い
ま
す
。

個
性
が
ぶ
つ
か
る
日
常

人
間
関
係
は
、
い
ち
ば
ん
大
き
な
修
行
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
考
え
方
、
価
値
観
は
、
十
人
十

色
で
す
。
違
っ
た
個
性
が
ぶ
つ
か
る
か
ら
こ
そ
、

さ
ま
ざ
ま
な
場
面
で
忍
耐
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
ま
た
努
力
も
必
要
と
な
り
、
自
分
が
磨
か

れ
て
い
く
の
で
す
。
周
囲
の
人
た
ち
と
調
和
・

和
合
し
て
い
く
こ
と
は
容
易
な
こ
と
で
は
あ
り

ま
せ
ん
が
、
そ
こ
に
修
行
が
あ
り
、
そ
れ
を
通

し
て
心
、
魂
を
強
く
、
大
き
く
、
き
れ
い
に
し

て
い
た
だ
け
る
の
で
す
。

人
と
接
す
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
修
行
も
な

く
、
ま
た
向
上
も
な
い
で
し
ょ
う
。

以
前
、
出
口
聖
子
四
代
教
主
か
ら
、「
人
は

な
ん
の
た
め
に
生
ま
れ
て
き
た
と
思
う
」
と
質

問
を
受
け
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
私
が
答
え
に

窮
し
て
い
る
と
、「
修
行
す
る
た
め
に
生
ま
れ

て
き
て
る
ん
や
で
」
と
教
え
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。「
修
行
と
い
っ
て
も
な
、
辛
い
こ
と
ば
か

り
で
は
な
い
ん
や
で
。
嬉
し
い
こ
と
が
半
分
、

辛
い
こ
と
が
半
分
。
嬉
し
い
こ
と
ば
か
り
が
続

く
こ
と
も
な
い
し
、
苦
し
い
こ
と
ば
か
り
が
続

く
こ
と
も
な
い
。
上
っ
た
り
下
が
っ
た
り
、
い

ろ
ん
な
体
験
さ
せ
て
い
た
だ
き
な
が
ら
、
最
後

は
霊
界
に
戻
っ
て
い
く
。
霊
界
に
戻
っ
た
と
き

に
、
天
人
・
天
使
と
な
っ
て
、
し
っ
か
り
そ
こ

で
働
か
せ
て
い
た
だ
く
。
こ
の
た
め
に
人
は
現

界
に
生
ま
れ
て
修
行
し
て
い
る
ん
や
で
」
と
教

え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

良
い
想
念
は
天
国
を
作
る

良
い
想
念
、
具
体
的
に
は
、「
感
謝
」「
喜
び
」

は
天
国
と
つ
な
が
り
、
心
、
魂
を
よ
り
豊
か
に
、

強
く
し
て
く
れ
ま
す
。
し
か
し
、悪
い
想
念
「
嫉

妬
」「
恨
み
」「
執
着
」
な
ど
は
、
天
国
と
反
対

の
世
界
に
通
じ
、
自
分
の
内
面
を
、
よ
り
小
さ

く
、
醜
く
、
弱
く
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
て
し

ま
い
ま
す
。

ま
た
、
善
悪
い
ず
れ
に
し
て
も
想
念
は
、
大

き
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
持
ち
、
自
分
に
も
周
囲
に

も
影
響
を
与
え
ま
す
。
良
い
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
天

国
を
広
げ
、
悪
い
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
、
そ
れ
に
相

応
す
る
世
界
を
広
げ
て
い
き
ま
す
。

今
、
自
分
が
ど
ち
ら
の
世
界
と
つ
な
が
っ
て

い
る
の
か
、
そ
れ
を
知
る
唯
一
の
方
法
は
、
良

心
に
「
省
み
る
」
こ
と
で
す
。
省
み
る
と
い
う

行
為
な
く
し
て
進
歩
・
向
上
は
無
い
と
も
教
え

ら
れ
て
い
ま
す
。

良
心
に
従
っ
て
進
む

現
界
に
い
る
間
、
い
ち
ば
ん
大
切
な
こ
と
は

「
今
、
こ
の
瞬
間
」
を
大
事
に
し
、
精
い
っ
ぱ

い
頑
張
る
こ
と
で
す
。
可
能
な
限
り
、
上
を
目

指
し
て
、
一
生
懸
命
に
進
ま
せ
て
い
た
だ
く
。

そ
し
て
本
当
に
し
た
い
こ
と
を
す
る
。
そ
の
結

果
、
失
敗
し
て
も
い
い
の
で
す
。
現
界
で
の
失

敗
は
、
後
に
財
産
に
な
り
ま
す
か
ら
。
失
敗
を

恐
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

私
た
ち
人
間
は
、例
外
な
く
神
さ
ま
か
ら
〝
良

心
〟
を
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
大
事
な
こ
と
は
、

常
に
自
分
の
良
心
に
従
っ
て
進
む
こ
と
で
す
。

進
み
た
い
方
向
に
、
進
ん
だ
ら
い
い
の
で
す
。

そ
し
て
違
っ
て
い
た
ら
、
ま
た
や
り
直
せ
ば
い

い
。た

だ
し
、
事
に
当
た
り
、
人
と
接
す
る
な
か

で
問
題
が
生
じ
た
と
き
、
必
ず
自
ら
を
省
み
る

と
い
う
こ
と
だ
け
は
忘
れ
な
い
よ
う
に
し
た
い

も
の
で
す
。

人
は
霊
魂
（
精
霊
）
と
肉
体
か
ら
成
り
立
っ

て
い
ま
す
。
肉
体
は
容
器
、
容い

れ
物
で
、
霊
魂

が
人
の
本
体
で
あ
る
、
と
教
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

死
と
は
、
心
臓
と
肺
が
完
全
に
停
止
し
た
時
で
、

そ
の
瞬
間
に
肉
体
と
霊
魂
が
分
離
し
ま
す
。
し

た
が
っ
て
心
臓
が
機
能
し
て
い
る
状
態
を
死
と

認
め
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
大
本
が
「
脳
死
」

か
ら
の
臓
器
移
植
に
反
対
し
て
い
る
根
拠
も
こ

こ
に
あ
り
ま
す
。

人
は
死
後
、霊
界
に
復
活
し
、三
つ
の
「
状
態
」

を
た
ど
る
と
説
か
れ
て
い
ま
す
。
最
初
は
「
外

分
の
状
態
」
と
い
い
、
生
前
の
容
姿
を
と
ど
め

て
い
ま
す
。
次
に
「
内
分
の
状
態
」
と
な
る
と
、

心
が
そ
の
ま
ま
容
姿
に
表
れ
て
き
ま
す
。
こ
こ

が
現
界
と
大
き
く
違
う
と
こ
ろ
で
、
時
間
の
経

過
と
と
も
に
霊
界
で
は
必
ず
、
そ
の
人
の
持
つ

本
質
、
心
が
そ
の
ま
ま
形(

容
姿)

を
と
る
の

で
す
。
心
の
美
し
い
人
は
美
し
く
、
心
の
醜
い

人
は
醜
く
な
る
。

し
か
し
、
現
界
は
違
い
ま
す
。
ど
ん
な
に
相

手
を
悪
く
思
っ
て
い
て
も
、
に
っ
こ
り
笑
っ
て

「
こ
ん
に
ち
は
」
と
言
え
ま
す
。
し
か
し
、
霊

界
に
行
く
と
、
そ
れ
は
通
用
し
ま
せ
ん
。
想
念
、

心
が
、
そ
の
ま
ま
容
姿
と
な
る
か
ら
、
ご
ま
か

し
は
き
き
ま
せ
ん
。

こ
う
し
て
「
外
分
の
状
態
」
か
ら
「
準
備
の

状
態
」
を
経
て
、
霊
魂
は
そ
れ
ぞ
れ
、
ふ
さ
わ

し
い
霊
界
へ
と
旅
立
つ
こ
と
に
な
り
、
精
霊
は

語
り
継
が
れ
る
死
後
の
世
界

日
本
人
の
ど
れ
く
ら
い
の
人
が
、
死
後
の
世

界
を
信
じ
て
い
る
と
思
い
ま
す
か
？　

38
％
だ

そ
う
で
す
（
Ｈ
20
・
統
計
数
理
研
究
所
）。
昭

和
33
年
は
20
％
だ
っ
た
の
で
、
50
年
で
倍
近
く

増
え
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
予
想
外
の
数
字
で

し
た
。

エ
ジ
プ
ト
で
は
、
１
０
０
％
の
人
が
死
後
の

世
界
を
信
じ
て
い
ま
す
。
同
国
に
古
代
か
ら
伝

わ
る
『
死
者
の
書
』
に
は
、
死
後
の
世
界
が
説

か
れ
〝
閻
魔
役
〟
の
神
さ
ま
が
生
前
の
行
い
を

掲
載
文
は
、
平
成
27
年
４
月
15
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
。

大
本
公
開
講
座

～
こ
の
世
で
学
ぶ
〝
あ
の
世
〟
の
話
～大本教学委員

田辺謙二

霊
界
の
実
在
と
永
遠
の
生
命

現界は修行の場
紀元前から語り継がれる、死後の世界。
目には見えないが、確実に存在する。

天国へ行くために重要なカギは、自らを省みること。
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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
28
日
午

前
10
時
か
ら
、
東
京
宣
教
セ
ン
タ
ー
で
開
催
さ
れ
、

８
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
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
、「
大
本
の
果
た
す
役
割
は
と

て
も
大
き
く
、
意
義
深
い
も
の
だ
と
感
じ
ま
し
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
12
日
、
午
前
10
時
30
分

か
ら
、
斎
主
・
高
野
春
樹
祭
務
課
長
の
も
と
執
行

東
光
苑
祭
典
・
行
事
予
定

８
月７

日
（
金
） 

午
前
10
時
30
分
執
行

  

開
教
１
２
３
年 

瑞
生
大
祭
遥
拝
祭

９
日
（
日
） 

午
前
10
時
30
分
執
行

  

東
光
苑
月
次
祭
・
市
杵
島
姫
命
例
祭

19
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

な
に
が
問
題
か
「
脳
死
臓
器
移
植
」

「
死
刑
」「
尊
厳
死
」

～
大
本
の
生
命
倫
理
活
動
～

講
師

斉
藤　

泰
（
大
本
教
学
研
鑽
所
事
務
局
主
幹
）

９
月11

日
（
金
） 

午
後
７
時
執
行

  

全
国
一
斉
世
界
平
和
祈
願
祭

 

13
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

16
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

「
も
っ
た
い
な
い
」
精
神
に
立
ち
返
る

　
　
　
　
　

～
大
本
の
エ
ネ
ル
ギ
ー･

環
境
問
題
へ
の
提
唱
～

講
師

山
田　

歌
（
大
本
教
学
委
員
）

21
日
（
月
・
祝
）
〜
23
日
（
水
・
祝
）

  

東
光
苑
道
場
講
座

23
日
（
水
・
祝
）　

午
前
10
時
30
分
執
行

 

三
代
教
主
毎
年
祭
（
25
年
）

 

26
日
（
土
）
27
日
（
日
）

  

東
光
苑
秋
季
祭
式
講
習
会

27
日
（
日
） 

午
後
６
時

  

東
光
苑
秋
を
め
で
る
夕
べ

さ
れ
、
３
４
０
人
が
参
拝
し
た
。

祭
員
は
茨
城
主
会
、
少
年
祭
員
は
茨
城
主
会
の

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
髙
野
社
中
が
担
当
し
た
。

祭
典
後
、
浅
田
秋
彦
大
本
本
部
長
が
あ
い
さ
つ

に
立
ち
、
７
月
８
日
の
「
開
祖
さ
ま
沓
島
ご
も
り

世
界
平
和
祈
願
１
１
０
周
年
・
沓
島
・
冠
島
開
き

１
１
５
周
年
記
念

祭
典
」
と
、
７
月
12

日
か
ら
15
日
ま
で
に

行
わ
れ
た
「
道
院
台

湾
現
地
研
修
会
訪
問

団
」
に
つ
い
て
の
報

告
と
「
夏
期
学
級
や

少
年
祭
な
ど
の
後
継

者
育
成
行
事
を
通
し

て
、
少
年
た
ち
に
神

さ
ま
の
あ
り
が
た
さ
を
体
験
し
て
い
た
だ
き
た
い
」

と
参
加
送
り
出
し
を
呼
び
か
け
た
。

続
い
て
、「
Ｔ
Ｐ
Ｐ
交
渉
に
つ
い
て
」
と
題
し
て
、

猪
子
恒
東
京
宣
教
セ
ン
タ
ー
次
長
に
よ
る
月
次
祭

講
話
が
行
わ
れ
、「
自
給
自
足
は
世
界
的
通
義
と
示

さ
れ
て
い
る
。
少
し
ず
つ
で
も
実
践
す
べ
き
で
あ

る
」
と
述
べ
、〝
農
〟
や
〝
正
食
〟
の
あ
り
方
に
つ

い
て
お
示
し
を
も
と
に
解
説
し
た
。

次
い
で
、
藤
本
光
総
務
管
理
課
長
の
ギ
タ
ー
伴

奏
で
合
唱
が
行
わ
れ
、
愛
善
歌
「
瑞
声
」
と
「
海
」、

「
花
は
咲
く
」
が
斉
唱
さ
れ
た
。

大
本
公
開
講
座

第
１
４
９
回
大
本
公
開
講
座
は
、
７
月
15
日
午

後
７
時
か
ら
、
港
区
新
橋
の
航
空
会
館
で
開
催
さ

れ
、
尾
﨑
泰
良
大
道
場
講
師
が
「
芸
術
は
宗
教
の

母̶

大
本
の
芸
術
文
化
活
動̶

」
と
題
し
て
講
演

し
た
。
参
加
者
は
27
人
（
内
、
一
般
５
人
）。

講
座
で
は
、
耀
盌
や
書
な
ど
の
お
作
品
を
紹
介

し
な
が
ら
、
大
本
の
芸
術
観
に
つ
い
て
述
べ
、「
豊

か
な
人
生
を
歩
む
に
は
、
物
を
洞
察
す
る
力
が
大

切
で
、
そ
う
す
る
こ
と
で
日
々
の
生
活
の
中
に
本

質
が
み
え
て
く
る
」
と
説
き
、
そ
れ
が
大
本
に
多

く
の
芸
術
作
品
が
生
ま
れ
た
要
因
と
結
ん
だ
。

参
加
者
か
ら
は
、

「
耀
盌
制
作
の
経
緯

を
聞
い
て
、
王
仁

三
郎
の
心
と
信
念

が
伝
わ
っ
て
き
ま
し

た
（
女
性
・
一
般
）」

等
の
声
が
寄
せ
ら
れ

た
。

大
本
東
京
本
部
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

U
R

L
 h

ttp
://o

o
m

o
to

-to
k
y
o
.c

o
m

緊張の面持ちで、自己紹介

作品には、匂いがあり音が流れている

東光苑道場講座

日　時 ９月２１日（月・祝）午前８時半受付

～２３日（水・祝）午後４時ごろ閉講予定

会　場 大本東京本部・東京宣教センター

参加費 １人３，７００円（期間中の食・宿泊費）

　　　　※資料「修行のしおり」（別途５００円徴収）

内　容 大道場講座初日から現代の大本まで

　　　　※但し、神苑案内と高熊山参拝を除く

申込み 食事・宿泊を明記の上、東京宣教センター

愛善宣教課「東光苑道場講座」宛にお申

込み下さい（定員２０人）

締　切 ９月１１日（金）必着

東光苑秋季祭式講習会

日　時 ９月２６日（土）午前９時より受付

～２７日（日）午後５時ごろ閉講予定

会　場 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

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２１日（月・祝）必着


