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あ
た
た
か
き
言
葉
の
花
は
人
み
な
の

　
　
　
　
　
　
荒
き
心
を
和
む
も
の
な
る

大
和
言
葉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
関
東
教
区
特
派
宣
伝
使
　
小

藪

資

史

最
近
、
書
店
や
広
告
な
ど
で
「
大
和
言
葉
」
に
関
す
る
本
を
よ
く
目
に
し
ま
す
。

手
元
の
辞
書
で
大
和
言
葉
を
調
べ
て
み
ま
す
と
、「
日
本
固
有
の
言
葉
。
漢
語
・
外
来
語
に
対
し
て
い
う
」
と

あ
り
ま
す
。

私
に
と
っ
て
大
和
言
葉
と
い
え
ば
、
礼
拝
や
祭
典
で
奏
上
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
「
祝
詞
」
で
使
わ
れ
て
い

る
言
葉
、
ま
た
「
和
歌
」
に
使
わ
れ
て
い
る
言
葉
と
い
う
印
象
が
強
か
っ
た
の
で
す
が
、
前
述
の
本
は
、
日
常
会

話
の
中
で
日
本
固
有
の
言
葉
で
あ
る
「
大
和
言
葉
」
を
積
極
的
に
使
い
ま
し
ょ
う
と
い
う
も
の
が
主
流
の
よ
う
で
、

私
も
そ
の
う
ち
の
一
冊
を
手
に
し
て
み
ま
し
た
。

そ
の
本
に
よ
り
ま
す
と
、
中
国
か
ら
取
り
入
れ
ら
れ
た
「
漢
語
」
や
、
そ
れ
以
外
の
国
々
か
ら
取
り
入
れ

ら
れ
た
言
葉
で
あ
る
「
外
来
語
」
は
、
新
し
い
言
葉
が
作
り
や
す
か
っ
た
り
、
お
し
ゃ
れ
な
印
象
が
あ
っ
た

り
し
て
、
ま
す
ま
す
よ
く
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、「
大
和
言
葉
」
に
は
、
日
本
の
風
土
で
培
わ

れ
た
優
し
く
懐
か
し
い
響
き
が
あ
り
、
そ
れ
を
使
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
心
に
染
み
る
味
わ
い
深
い
表
現
が
で

き
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

た
と
え
ば
、
物
事
や
気
持
ち
の
程
度
が
大
き
い
こ
と
を
表
す
の
に
、「
こ
の
う
え
な
く
」
や
「
こ
よ
な
く
」
と

表
現
す
れ
ば
、
最
近
良
く
使
わ
れ
る
「
チ
ョ
ー
（
超
）
」
な
ど
の
言
葉
に
は
な
い
、
柔
ら
か
さ
と
穏
や
か
さ
を
持
っ

た
表
現
に
な
る
。
「
妥
協
す
る
」
と
い
う
代
わ
り
に
「
折
り
合
う
」
と
言
え
ば
単
に
引
き
下
が
る
の
で
は
な
く
、

大
人
の
対
応
と
い
う
印
象
に
変
わ
る
。
他
に
は
、
感
動
を
表
す
の
に
「
胸
に
せ
ま
る
」
な
ど
と
表
現
す
る
と
、
心

を
動
か
さ
れ
た
こ
と
が
よ
り
伝
わ
る
な
ど
と
あ
り
ま
す
。

聖
師
様
は
日
本
に
つ
い
て
「
言
霊
の
法の

り

清
く
美
し
く
、
円
満
に
し
て
朗

ほ
が
ら

か
な
り
。
故ゆ

え

に
我わ

が
く
に国

を
言
霊
の
幸

さ
ち
は

ふ
国
、

言
霊
の
天
照
る
国
、
言
霊
の
助
く
る
国
、
言
霊
の
生
け
る
国
と
、
古

い
に
し
えよ

り
言
ひ
伝
ふ
」
と
お
示
し
く
だ
さ
っ
て
い

ま
す
。

我
が
身
の
言
葉
遣
い
を
振
り
返
れ
ば
恥
ず
か
し
い
限
り
で
す
が
、
言
霊
の
幸
ふ
国
で
育
ま
れ
て
き
た
大
和
言
葉

に
、
善
い
思
い
を
の
せ
て
、
使
わ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
れ
ば
…
な
ど
と
に
わ
か
に
思
っ
た
り
し
て
い
ま
す
。

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

【
聖
地
の
土
＋
梅
松
館
木
の
花
桜
花
び
ら
釉
】
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て
い
ま
す
。

そ
の
一
方
、
精
神
的
な
面
は
ど
う
で
し
ょ
う
。

４
年
前
の
東
日
本
大
震
災
で
、
日
本
人
の
と
っ

た
行
動
と
精
神
性
が
世
界
か
ら
賞
賛
さ
れ
た
こ

と
は
あ
り
ま
し
た
が
、
果
た
し
て
時
代
と
と
も

に
進
化
し
て
い
る
と
言
え
る
で
し
ょ
う
か
？

　

今
日
は
、
そ
の
日
本
人
の
精
神
性
に
つ
い
て

「
祓は

ら

い
」
を
話
題
に
考
え
て
い
き
た
い
と
思
い

ま
す
。

〝
祓
い
〟
と
は

〝
祓
い
〟
と
い
う
言
葉
を
広
辞
苑
で
ひ
く
と

「
災さ

い
や
く厄

を
除
く
た
め
に
神
社
な
ど
で
行
う
神
事
。

ま
た
は
そ
の
お
札ふ

だ

」
と
あ
り
ま
す
。
災
厄
と
い

う
と
一
般
的
に
身
近
な
の
は
厄や

く
ど
し年

で
す
ね
。
本

厄
、
前
厄
、
後
厄
な
ど
が
あ
り
ま
す
が
、
実
際

こ
れ
は
目
に
見
え
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
う
し
た
厄
や
災
い
と
い
っ
た
目
に
見
え
な

い
も
の
に
対
し
て
、
日
本
人
は
古
来
か
ら
、
敏

感
な
意
識
を
も
っ
て
き
ま
し
た
。
日
本
人
が
精

神
的
な
も
の
を
重
ん
じ
、
精
神
性
の
高
い
民
族

と
い
わ
れ
る
要
因
の
ひ
と
つ
で
も
あ
り
ま
す
。

日
本
人
は
災
厄
と
い
う
も
の
が
、
日
常
生
活

で
少
し
ず
つ
溜
ま
っ
て
い
く
も
の
と
考
え
、
自

分
や
そ
の
周
囲
に
溜
ま
っ
た
災
厄
を
、
折
に
ふ

れ
払
い
除
け
た
り
、
災
い
を
起
こ
す
霊
を
鎮
め

た
り
し
て
き
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な
儀
式
や
身

近
な
行
為
は
、
日
本
の
伝
統
的
な
文
化
の
な
か

に
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
残
っ
て
い
ま
す
。

祓
い
清
め
の
型

た
と
え
ば
、
茶
道
で
は
、
お
茶
を
点た

て
る
前

に
茶
筅
通
し
と
い
う
、
茶
筅
を
お
湯
で
す
す
ぐ

作
法
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
再
度
洗
っ
て
い
る

の
で
は
な
く
、〝
祓
い
清
め
の
型
〟
を
表
し
て

い
ま
す
。
同
様
に
袱ふ

く

さ紗
で
茶
杓
や
棗

な
つ
め

な
ど
を
拭

く
の
も
〝
祓
い
清
め
の
型
〟
で
す
。

ま
た
、
大
相
撲
の
横
綱
土
俵
入
り
で
行
わ
れ

る
四し

こ股
は
、
綱
を
締
め
た
神
が
醜し

こ

（
醜
女
）
を

土
の
中
へ
踏
み
こ
む
、
と
い
う
祓
い
の
意
味
が

ま
す
。

一
般
的
に
「
お
祓
い
」
は
、
神
社
で
受
け
る

こ
と
が
多
い
で
す
が
、
本
来
こ
れ
は
と
り
も
な

お
さ
ず
神
さ
ま
に
向
か
い
、
近
づ
く
と
い
う
こ

と
で
も
あ
り
ま
す
。

神
社
の
お
宮
の
奥
に
よ
く
鏡
が
置
い
て
あ
り

ま
す
。
か
が
み
（
鏡
）
か
ら
、
真
ん
中
の
「
が

（
我
）
」
を
と
る
と
、
か
み
（
神
）
に
な
る
こ
と

か
ら
、
鏡
に
自
分
の
心
を
映
し
我
を
と
る
こ
と

で
、
神
さ
ま
に
近
づ
く
と
い
う
意
味
が
あ
る
と

言
わ
れ
ま
す
。
神
社
で
お
参
り
や
お
祓
い
を
受

け
る
時
は
、
手
を
合
わ
せ
る
と
同
時
に
、
我
を

と
り
自
分
の
心
を
さ
ら
け
出
し
、
省
み
る
こ
と

を
心
掛
け
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
。

本
来
、
身
に
つ
い
た
も
の
を
祓
う
動
作
は
、

気
が
向
い
た
と
き
に
だ
け
行
う
の
で
は
な
く
、

で
き
れ
ば
毎
日
励
行
す
る
の
が
良
い
の
で
す
。

掃
除
で
も
毎
日
し
て
い
れ
ば
、
出
て
く
る
ゴ
ミ

は
少
な
く
、
時
間
も
そ
れ
ほ
ど
か
か
り
ま
せ
ん

が
、
一
年
に
一
回
程
度
し
か
掃
除
を
し
な
い
所

は
、
頑
固
な
汚
れ
に
な
っ
て
い
て
、
な
か
な
か

き
れ
い
に
な
り
ま
せ
ん
。
祓
い
も
掃
除
も
、
で

き
る
だ
け
頻
繁
に
行
っ
た
方
が
良
い
と
い
う
こ

と
で
す
。

伝
統
的
な
精
神
を
受
け
継
ぐ

実
は
掃
除
の
仕
方
に
も
、
日
本
人
の
精
神
性

は
隠
さ
れ
て
い
ま
す
。
今
は
ハ
タ
キ
や
箒
を
使

う
家
庭
は
少
な
く
な
っ
て
、
掃
除
機
を
使
う
と

こ
ろ
が
ほ
と
ん
ど
だ
と
思
い
ま
す
。
昔
は
上
か

ら
順
番
に
ハ
タ
キ
を
か
け
て
、
畳
や
床
の
上
を

箒
で
掃
く
の
が
普
通
で
し
た
。
障
子
の
桟
や
欄

間
に
ハ
タ
キ
を
か
け
る
こ
と
で
、「
こ
こ
を
き

れ
い
に
し
よ
う
」
と
す
る
〝
気
〟
が
入
り
ま
す
。

客
人
を
迎
え
る
た
め
の
玄
関
先
の
打
ち
水
も
、

祓
い
清
め
の
意
味
が
あ
り
ま
す
。

こ
う
し
て
、
昔
は
親
か
ら
子
へ
、
子
か
ら
孫

へ
と
日
本
人
の
生
活
様
式
が
受
け
継
が
れ
、
人

に
も
物
に
も
敬
意
を
払
い
、
順
序
を
重
ん
じ
て
、

そ
れ
ら
が
「
祓
い
の
型
」
と
し
て
自
然
に
受
け

継
が
れ
、
日
本
人
は
心
を
豊
か
に
し
、
感
性
を

磨
い
て
き
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

し
か
し
、
現
在
で
は
、
物
質
的
な
進
化
と
は

逆
に
、
日
本
人
の
精
神
性
や
感
性
が
、
稀
薄
に

な
り
つ
つ
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

〝
あ
り
が
た
い
〟
と
思
う
心

冒
頭
に
の
べ
た
「
み
ろ
く
の
世
」
に
つ
い
て
、

聖
師
は
「
善
い
こ
と
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
」
と
示
し
て
い
ま
す
。
政
治
家
が

よ
く
「
禊み

そ

ぎ
が
済
ん
だ
」
な
ど
と
ま
っ
た
く
別

の
意
味
で
使
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
か

ら
は
神
の
力
が
強
く
な
っ
て
、
自
ず
と
世
の
中

の
祓
い
清
め
が
行
わ
れ
、
悪
い
こ
と
が
隠
し
通

せ
な
く
な
り
、
虚
偽
や
偽
善
が
通
じ
な
い
世
界

が
来
る
、
こ
れ
が
「
み
ろ
く
の
世
」
な
の
で
す
。

実
際
今
、
世
の
中
の
事
象
を
よ
く
見
て
い
る
と
、

確
か
に
悪
い
こ
と
は
隠
し
通
せ
ず
、
次
々
と
表

に
出
て
し
ま
う
時
代
が
近
づ
き
つ
つ
あ
る
よ
う

に
も
思
い
ま
す
。

〝
祓
い
〟
の
意
識
を
も
つ
こ
と
は
、
自
分
の

心
の
中
に
積
も
っ
た
悪
い
想
念
を
取
り
除
き
た

い
と
い
う
気
持
ち
で
も
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
自

分
の
気
持
ち
が
神
に
向
か
う
こ
と
に
つ
な
が
り

ま
す
。
つ
ま
り
、
神
仏
に
素
直
に
帰
依
す
る
心

が
持
て
な
け
れ
ば
、
本
当
の
意
味
で
祓
い
を
受

け
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
で
す
。
そ
う
考
え

る
と
、〝
祓
い
〟
と
は
神
さ
ま
の
〝
救
い
〟
で

も
あ
り
ま
す
。

出
口
日
出
麿
尊
師
は
、

「
ど
ん
な
場
合
で
も
〝
あ
り
が
た
い
〟
と
思

う
心
、
こ
れ
は
神
に
近
づ
く
第
一
歩
で
あ
る
」

と
説
い
て
い
ま
す
。
順
境
の
と
き
に
「
あ
り

が
た
い
」
と
思
う
の
は
、
誰
で
も
で
き
ま
す
。

し
か
し
、
ど
ん
な
場
合
、
特
に
苦
し
い
場
面
で

も
「
あ
り
が
た
い
」
と
思
う
こ
と
は
、
至
難
の

業
で
す
。

日
々
の
生
活
の
な
か
で
、
苦
し
い
と
き
、
辛

い
と
き
こ
そ
神
さ
ま
に
向
か
い
、
「
あ
り
が
た

い
」
と
思
え
る
よ
う
に
心
が
け
る
こ
と
が
、
深

い
心
の
清
め
、
魂
の
向
上
へ
と
つ
な
が
る
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

あ
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
日
本
文
化
の
中
に
は
、
祓
い
清

め
の
型
を
通
じ
て
、
物
事
を
順
序
よ
く
進
め
る

と
い
う
こ
と
が
重
ん
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。

心
の
汚
れ
と
清
潔
主
義

「
身
の
垢
は
湯
水
石
鹸
で
あ
ら
へ
ど
も
洗
ひ

が
た
き
は
心
な
り
け
り
」
と
い
う
聖
師
の
道
歌

が
あ
り
ま
す
。

体
に
つ
い
た
目
に
見
え
る
汚
れ
な
ら
、
す
ぐ

に
落
と
す
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
心
の
中
に
つ

い
て
い
る
汚
れ
、
例
え
ば
妬ね

た

み
や
嫉そ

ね

み
、
恨う

ら

み

や
自
分
中
心
的
な
想
念
は
、
な
か
な
か
自
分
で

は
気
が
つ
き
に
く
い
も
の
で
、
こ
う
し
た
も
の

は
、
罪
や
穢
れ
と
な
っ
て
い
き
ま
す
。

罪
と
い
う
の
は
、
自
分
が
犯
し
た
こ
と
を

「
積・
・み

重
ね
て
い
く
」、
あ
る
い
は
「
包・
・み

隠
し

て
い
く
こ
と
」
だ
と
言
わ
れ
ま
す
。
ま
た
、
穢

れ
と
い
う
の
は
「
気
が
枯
れ
る
」、
気
持
ち
が

消
極
的
に
な
っ
て
い
く
こ
と
で
、
こ
う
し
た
「
洗

い
が
た
い
も
の
」
を
落
と
す
の
は
、
な
か
な
か

難
し
い
も
の
で
す
。

大
本
に
は
「
四
大
主
義
」
と
い
う
生
活
実
践

の
原
理
が
あ
り
、
そ
の
一
つ
目
に
「
清
潔
主
義
」

と
い
う
教
え
が
あ
り
ま
す
。「
清
潔
主
義
」は〝
心

身
修
祓
の
大
道
〟
と
い
い
、
目
に
見
え
る
物
質

的
な
方
面
だ
け
で
な
く
、
目
に
見
え
な
い
霊
的

な
方
面
の
清
潔
が
重
要
で
あ
る
と
説
か
れ
て
い

物
質
的
進
化
の
反
面････

現
代
の
便
利
な
交
通
機
関
や
電
子
機
器
な
ど

の
発
達
を
み
る
と
、
物
質
的
に
は
出
口
王
仁
三

郎
聖
師
が
提
唱
し
た
「
み
ろ
く
の
世
」
「
理
想

世
界
」
は
、
そ
こ
ま
で
来
て
い
る
と
思
わ
れ
ま

す
。
東
京
・
大
阪
間
を
約
一
時
間
で
走
る
と
い

わ
れ
る
リ
ニ
ア
モ
ー
タ
ー
カ
ー
の
誕
生
や
、
身

近
な
と
こ
ろ
で
は
、
電
話
と
メ
ー
ル
、
カ
メ
ラ
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
機
能
が

一
体
と
な
っ
た
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
な
ど
、
少
し

前
ま
で
は
考
え
ら
れ
な
い
ほ
ど
技
術
が
進
歩
し

掲
載
文
は
、
平
成
27
年
５
月
20
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

〜
目
に
見
え
な
い
も
の
を
大
切
に
生
き
る
〜

大本教学委員

成
な る

尾
お

　陽
あきら

日
本
人
と
〝
は
ら
い
〟

日本人が古来、大切にしてきた

〝はらい〟や〝きよめ〟。

あらゆる分野で迷走する現代こそ、

〝祓い〟の心を取り戻す時かもしれません。

こ
う
し
た
厄
や
災
い
と
い
っ
た
目
に
見
え
な

い
も
の
に
対
し
て
、
日
本
人
は
古
来
か
ら
、
敏

感
な
意
識
を
も
っ
て
き
ま
し
た
。
日
本
人
が
精

神
的
な
も
の
を
重
ん
じ
、
精
神
性
の
高
い
民
族

と
い
わ
れ
る
要
因
の
ひ
と
つ
で
も
あ
り
ま
す
。

日
本
人
は
災
厄
と
い
う
も
の
が
、
日
常
生
活

で
少
し
ず
つ
溜
ま
っ
て
い
く
も
の
と
考
え
、
自

分
や
そ
の
周
囲
に
溜
ま
っ
た
災
厄
を
、
折
に
ふ

れ
払
い
除
け
た
り
、
災
い
を
起
こ
す
霊
を
鎮
め

た
り
し
て
き
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な
儀
式
や
身

近
な
行
為
は
、
日
本
の
伝
統
的
な
文
化
の
な
か

に
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
残
っ
て
い
ま
す
。
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東
光
苑
月
次
祭

東
光
苑
月
次
祭
は
８
月
９
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
９
３
人
が
参
拝
し
た
。

祭
員
は
東
京
主
会
、
少
年
祭
員
は
東
京
主
会
の

涌
井
三
四
郎
く
ん
、
石
川
可
純
さ
ん
、
成
田
小
春

さ
ん
、
小
巻
さ
ん
姉
妹
、
伶
人
は
宮咩

会
関
東
支
部
、

大
本
神
諭
拝
読
は
澤
邊
雅
一
茨
城
主
会
青
松
会
長
、

添
釜
は
中
村
社
中
が
担
当
し
た
。

祭
典
後
、
猪
子
恒
東
京
宣
教
セ
ン
タ
ー
次
長
が

あ
い
さ
つ
。
聖
師
さ
ま
の
「
吉
岡
発
言
」
に
触
れ

な
が
ら
、
日
本
に
は
平
和
へ
と
牽
引
す
る
使
命
と

責
任
が
あ
る
と
強
調
。
ま
た
、
安
全
保
障
法
制
や

Ｔ
Ｐ
Ｐ
、
原
発
再
稼
働
な
ど
の
諸
問
題
の
根
底
は
、

生
命
を
軽
ん
じ
る
「
利わ

れ

よ

し

己
主
義
」「
弱つ

よ
い
も
の
が
ち

肉
強
食
」
の

精
神
で
あ
る
と
述
べ
た
。

続
い
て
、
終
戦
70
年
の
「
平
和
ア
ピ
ー
ル
」
が

朗
読
さ
れ
、
大
本
・

人
類
愛
善
会
の
平
和

へ
の
取
り
組
み
と
誓

い
を
新
た
に
し
た
。

そ
の
後
、
関
東

教
区
青
松
会
員
に
よ

る
「
霊
界
物
語
役

割
拝
読
」（
第
52
巻

「
水

み
づ
ぐ
る
ま

車
」）
が
奉
納
さ

れ
た
。

大
本
公
開
講
座

第
１
５
０
回
大
本
公
開
講
座
は
、
８
月
19
日
午

後
７
時
か
ら
、
港
区
新
橋
の
航
空
会
館
で
開
催
さ

東
光
苑
祭
典
・
行
事
予
定

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

10
月

	

11
日
（
日
）
午
前
10
時
30
分
執
行

		

東
光
苑
月
次
祭
・
市
杵
島
姫
命
例
祭

17
日
（
土
）
午
前
10
時
30
分
執
行

		

家
庭
平
安
祈
願
祭
（
24
回
）

18
日
（
日
）
午
後
７
時

		

霊
界
物
語
全
国
一
斉
拝
読
会
（
48
回
）

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

一
つ
の
世
界
を
目
指
し
て

	
	

〜
大
本
と
世
界
連
邦
運
動
〜

講
師

猪
子　

恒
（
東
京
宣
教
セ
ン
タ
ー
次
長
）

れ
、
斉
藤
泰
大
本

教
学
研
鑽
所
事
務

局
主
幹
が
「
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—

」
と
題
し
て

講
演
し
た
。
参
加
者
は
40
人
（
内
、
一
般
11
人
）。

講
座
で
は
、「
万
物
に
は
神
の
分
霊
が
宿
っ
て
い

る
の
で
、
生い

の

ち命
を
大
切
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

と
述
べ
、
生
命
倫
理
活
動
・
平
和
活
動
に
お
い
て
、

人
群
万
類
愛
善
精
神
の
大
切
さ
を
説
い
た
。

参
加
者
か
ら
は
、「
改
め
て
生
命
の
尊
さ
を
考
え

る
良
い
機
会
に
な
り
ま
し
た
（
男
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

t
t
p

:/
/
o

o
m

o
t
o

-t
o

k
y
o

.

関東教区青松会のみなさん

武器をもたない平和活動を

第１９回大本少年祭
１・２・３で未来にジャンプ！

〜自分史上一番アツイ夏〜

関東教区からは２４名が参加し、下記の成績をおさめました。

◇総合　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　 ６位 神奈川主会少年部

◇神書個人拝読

　　小学３・４年生 松の部　３位 鈴木碧希（神奈川）

　　小学５・６年生 松の部　３位 吉田聖晏（茨城）

　　　中　学　生 　松の部　１位 森　澄子（神奈川）

　　　　　 　　　　梅の部　３位 村井晴叶（茨城）

◇神書役割拝読
　　　　　 　　　　松の部　３位 茨城主会少年部

◇朗詠
　　　　　　　　　　松の部　１位 茨城主会少年部

◇文芸展示　
　　　　　　　　写真の部   銅賞 下向菜々美（神奈川）

◇冠沓句　　　　　　　　 
 　　　　　　　　　　　　　  人位 松浦和日（茨城）　　

第２４回家庭平安祈願祭

日　時	 10月17 日（土）午前10 時 30 分

場　所	 東京宣教センター・ご神前

申し込み	 申し込み者は信徒・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。

締　切 10 月 12 日（月）必着

その他 ご祈願は祭典後１週間執り行います

関東教区青松会主催

元気が出る研修会

日　時	 10 月 11 日（日）月次祭後

　　　　14 時開始（受付：13 時半から）

場　所	 東京宣教センター・講座室（２階）

講　師	 猪子 恒 東京宣教センター次長

講　題　「活力あふれる未来へ」

座談会　講座終了後、 15 時半から予定

参加費　無料。座談会参加の方は 500 円

担　当 山口 信（茨城主会青松会）


