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1　　　阿づまの光

天あ
め
つ
ち地
の
一
さ
い
万
事
は
完
全
に

　
　
　
　
む
か
ふ
道ど

う
て
い程
に
あ
る
も
の
と
知
れ

季
節
の
移
り
変
わ
り
に
　
　　
　
　

関
東
教
区
特
派
宣
伝
使
　
小

藪

資

史

こ
の
原
稿
を
書
い
て
い
る
の
は
、
節
分
大
祭
の
す
ぐ
後
の
ま
だ
ま
だ
寒
さ
の
厳
し
い
日
が
続
く
最
中
で
す
が
、

掲
載
さ
れ
る
こ
ろ
に
は
ず
い
ぶ
ん
と
春
ら
し
く
な
っ
て
き
て
い
る
で
し
ょ
う
か
。

寒
さ
が
苦
手
な
︵
と
言
っ
て
も
暑
さ
も
得
意
で
は
な
い
で
す
が
…
︶
私
は
、﹁
早
く
春
が
来
て
ほ
し
い
な
ぁ
…
﹂

な
ど
と
つ
い
つ
い
思
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

﹁
春は

る

﹂
と
い
う
言
葉
の
語
源
に
つ
い
て
は
、
草
木
の
芽
が
﹁
張は

る
﹂
意
か
ら
と
い
う
説
、
田
畑
を
﹁
墾は

る
﹂
意

か
ら
と
い
う
説
、
ま
た
は
気
候
の
﹁
晴は

る
﹂
が
転
じ
て
春
に
な
っ
た
と
い
う
説
な
ど
が
あ
る
そ
う
で
す
。

い
ず
れ
に
し
て
も
﹁
春は

る

﹂
と
い
う
語
か
ら
は
、
暖
か
く
な
っ
て
き
て
、
生
命
活
動
が
活
発
に
な
り
元
気
に
な
る

よ
う
な
感
じ
が
い
た
し
ま
す
。

日
本
は
四
季
の
美
し
い
国
で
あ
る
と
昔
か
ら
言
わ
れ
、
多
く
の
詩
歌
や
絵
画
に
そ
の
様
子
が
表
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
同
じ
日
本
の
中
で
も
地
域
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
四
季
の
姿
が
あ
り
、
そ
の
土
地
の
文
化
の
形
成
に
大
き

く
関
わ
っ
て
き
た
の
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
私
た
ち
の
ご
先
祖
さ
ま
は
、
四
季
の
移
り
変
わ
り
を
敏
感
に
感
じ

な
が
ら
、
日
本
人
ら
し
さ
を
育
ん
で
き
た
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
う
考
え
る
と
、
何
と
な
く
季
節
の
移
り
変
わ
り
に

思
い
を
馳
せ
た
く
な
っ
て
き
ま
す
。

し
か
し
な
が
ら
最
近
は
、
以
前
の
よ
う
に
は
四
季
の
移
り
変
わ
り
が
き
っ
ち
り
と
し
て
い
な
い
と
言
わ
れ
て
い

ま
す
し
、
確
か
に
そ
の
よ
う
に
感
じ
ま
す
。
特
に
春
や
秋
は
短
く
な
り
、
暑
い
日
々
か
ら
急
に
寒
く
な
っ
た
り
、

寒
い
日
が
続
く
か
と
思
え
ば
急
に
暑
く
な
っ
た
り
と
、
こ
の
ま
ま
で
は
夏
と
冬
だ
け
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な

い
か
と
さ
え
思
っ
て
し
ま
う
ほ
ど
で
す
。

こ
の
よ
う
な
気
候
の
異
常
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
環
境
破
壊
な
ど
が
原
因
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
そ

れ
だ
け
で
は
な
く
、
大
本
で
は
、
私
た
ち
人
心
の
乱
れ
が
大
き
な
原
因
で
あ
る
と
お
示
し
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

季
節
の
移
り
変
わ
り
に
思
い
を
馳
せ
る
と
と
も
に
、
日
々
の
生
活
と
自
分
の
心
の
在
り
方
も
見
直
す
よ
う
に
、

心
が
け
て
い
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

【
ヨ
ル
ダ
ン
土
・
宮
城
野
萩
釉
】

教主さまお作灰釉茶盌 銘「希望の光」
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す
。世

界
の
救
済

人
は
誰
し
も
天
職
に
就
き
た
い
と
願
っ
て
い

ま
す
。

天
職
と
は
な
に
か
に
つ
い
て
、
聖
師
は
﹁
四

大
綱
領
の
進
歩
発
達
を
祈
願
し
、
完
成
に
向
か

わ
せ
る
こ
と
﹂、
尊
師
は
﹁
人
類
共
通
の
も
の

で
あ
っ
て
、
神
の
子
神
の
宮
と
し
て
の
本
分
を

全
う
す
る
こ
と
﹂
と
説
い
て
い
ま
す
。

人
と
し
て
こ
の
世
に
生
を
享
け
た
か
ら
に

は
、
万
民
和
楽
の
世
を
作
り
あ
げ
る
た
め
に
、

一
人
ひ
と
り
が
志
を
高
く
し
て
、
仕
事
に
誇
り

を
持
ち
た
い
も
の
で
す
。

仕
事
に
は
尊
卑
の
区
別
は
な
く
、
役
割
が
大

事
で
あ
る
と
教
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
時
計
の
長

針
・
短
針
は
、
内
部
の
電
池
や
ネ
ジ
が
な
け
れ

ば
動
き
ま
せ
ん
。
ど
れ
一
つ
欠
け
て
も
時
計
は

用
を
な
し
ま
せ
ん
。

さ
ら
に
聖
師
は
、﹁
他
人
は
ど
う
で
も
よ
い
、

自
分
だ
け
が
清
く
正
し
け
れ
ば
よ
い
と
思
っ
て

い
て
は
、
天
職
を
完
遂
で
き
な
い
﹂
と
示
し
、

世
の
た
め
人
の
た
め
に
自
己
の
能
力
を
発
揮
す

る
よ
う
諭
し
て
い
ま
す
。

﹁
四
大
綱
領
﹂
の
原
理
に
従
う
こ
と
は
、〝
世

界
の
救
済
〞
に
つ
な
が
る
と
教
え
ら
れ
て
い
る

所
以
は
こ
こ
に
あ
り
ま
す
。

と
は
、
権
威
や
強
制
力
で
は
な
く
、
神
徳
を
い

い
ま
す
。
徳
が
高
い
と
い
う
の
は
、
神
心
が
備

わ
っ
て
い
る
人
と
言
い
換
え
ら
れ
る
か
と
思
い

ま
す
。

﹁
大
本
教
旨
﹂
は
、
人
の
使
命
は
神
の
御
心

を
体た

い

し
て
、
平
和
な
世
界
を
築
く
こ
と
で
あ
る

と
示
し
て
い
ま
す
。
霊
性
を
良
い
方
向
へ
高
め

な
が
ら
、
日
々
の
生
業
に
励
み
、
仕
事
を
成
し

え
る
こ
と
が
人
生
の
本
分
と
い
え
ま
す
。

人
類
生
活
の
根
本
原
理

そ
の
た
め
の
根
本
原
理
が
﹁
四
大
綱
領
﹂
で
、

﹁
祭
﹂
惟
か
ん
な
が
ら

神
の
大
道
、﹁
教
﹂
天
授
の
真
理
、﹁
慣
﹂

天
人
道
の
常
、﹁
造
﹂
適
宜
の
事
務
、
に
説
か

れ
て
い
ま
す
。

大
本
で
は
礼
拝
の
と
き
必
ず
最
後
に

﹁
惟か

む
な
が
ら
た
ま
ち
は
へ

神
霊
幸
倍
ま
せ
﹂
と
唱
え
ま
す
。
全
て
は

神
の
御
心
の
ま
ま
に
と
い
う
意
味
で
す
。
ま
さ

に
惟
神
の
大
道
を
進
む
こ
と
に
な
り
ま
す
。〝
天

授
の
真
理
〞
と
は
時
代
や
環
境
で
変
化
し
な
い

普
遍
の
真
理
で
す
。〝
天
道
〞
と
は
、
例
え
ば

天
体
の
軌
道
の
よ
う
に
、
普
遍
の
真
理
に
基
づ

い
た
慣
性
で
す
。〝
人
道
〞
に
は
、
神
か
ら
授

か
っ
た
本
能
的
な
習
慣
と
、
時
代
や
環
境
、
教

育
な
ど
に
よ
っ
て
培
わ
れ
た
、
後
天
的
な
習
慣

を
い
い
ま
す
。﹁
造
﹂
の
〝
適
宜
の
事
務
〞
と
は
、

自
発
的
な
衝
動
に
よ
り
思
い
の
ま
ま
に
な
す
こ

と
で
、
仕
事
や
職
業
だ
け
で
な
く
、
悪
い
慣
を

破
る
力
と
も
な
り
ま
す
。

宇
宙
の
中
心
は
神

中
心
が
定
ま
っ
た
天
秤
に
、
左
右
同
じ
重
さ

の
も
の
を
乗
せ
る
と
釣
り
合
い
ま
す
。〝
真
に

釣
り
合
う
〞
状
態
、
こ
れ
が
マ
ツ
リ
︵
真
釣
り
︶

の
本
義
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
中
心
を
も
と
に
和

合
・
調
和
す
る
こ
と
が
、
本
来
の
マ
ツ
リ
の
意

義
で
す
。

こ
れ
を
宇
宙
レ
ベ
ル
で
考
察
し
て
み
ま
す
。

地
球
は
太
陽
と
一
定
の
距
離
を
保
ち
な
が
ら
公

転
し
、
自
転
を
繰
り
返
し
て
い
ま
す
。
こ
の
運

は
、
ど
う
し
て
も
年
月
日
を
定
め
る
こ
と
が
必

要
だ
っ
た
の
だ
と
想
像
で
き
ま
す
。
暦
は
人
類

が
天
地
を
合
致
さ
せ
た
賜
物
と
い
え
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。

祭
祀
行
事
と
習
慣

日
本
は
季
節
ご
と
の
祭
祀
や
行
事
を
重
ん
じ

て
き
ま
し
た
。
大
本
で
は
神
道
式
の
祭
典
が
行

わ
れ
、
米
、
酒
を
は
じ
め
野
菜
や
果
物
な
ど
を

神
前
に
供
え
ま
す
。
こ
の
神
饌
物
は
、
天
か
ら

授
か
っ
た
﹁
日
水
土
の
大
恩
恵
﹂
に
対
す
る
感

謝
を
形
に
表
し
た
も
の
で
す
。
祭
祀
は
人
が
感

謝
と
祈
り
を
も
っ
て
、
神
霊
と
和
合
す
る
の
が

本
来
の
姿
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
冒
頭
で
紹
介
し

た
﹁
大
本
教
旨
﹂
の
﹁
神
人
合
一
﹂
は
、
究
極

に
い
え
ば
祭
祀
に
よ
っ
て
な
さ
れ
ま
す
。

ま
た
、
日
本
で
は
二
十
四
節
気
や
節
句
な
ど

の
年
中
行
事
を
重
ん
じ
て
き
ま
し
た
。
例
え
ば

冬
至
は
、
一
年
で
最
も
日
が
短
い
の
で
、
体
を

冷
や
し
や
す
い
と
古
く
か
ら
伝
わ
っ
て
い
る
の

で
、
ゆ
ず
風
呂
に
入
り
、
カ
ボ
チ
ャ
を
食
べ
る

と
よ
い
と
す
る
﹁
習
慣
﹂
を
生
み
ま
し
た
。

宗
教
と
教
・
慣

歴
史
を
た
ど
る
と
、
人
類
は
科
学
を
通
じ
て

神
に
挑
戦
し
て
き
た
と
い
え
る
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
し
か
し
、
出
口
日
出
麿
尊
師
が
﹁
真
の
宗

教
者
は
、
正
し
い
科
学
者
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
﹂

と
説
い
て
い
る
よ
う
に
、
宗
教
と
科
学
は
決
し

て
平
行
線
の
関
係
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
四
大
綱

領
の
﹁
教
﹂
は
〝
天
授
の
真
理
〞
で
す
。
真
の

宗
教
と
は
、
政
治
・
経
済
・
科
学
・
医
学
・
教

育
な
ど
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
包
含
す
る
、
天
啓

普
遍
的
か
つ
教
え
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
示

さ
れ
て
い
ま
す
。

一
方
、
宗
派
が
違
え
ば
、
教
会
や
寺
院
の
よ

う
な
建
築
様
式
を
は
じ
め
、
宗
教
か
ら
生
ま
れ

た
文
化
は
様
々
な
特
徴
を
も
っ
て
い
ま
す
。
そ

し
て
、
そ
の
国
や
地
域
に
あ
っ
た
慣

な
ら
わ
しが
生
ま
れ

ま
し
た
。
﹁
教
﹂
は
﹁
慣
﹂
と
な
っ
て
表
わ
れ

ま
す
が
、
良
い
習
慣
は
真
理
に
よ
っ
て
生
ま
れ

る
と
教
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

人
の
社
会

﹁
教
﹂
は
孝
が
文あ

や

な
す
と
書
く
よ
う
に
、
上

下
関
係
に
お
け
る
孝
の
交
わ
り
、
忠
孝
の
精
神

が
理
想
と
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、〝
緒お

し強
う
〞と
い
っ

て
、
魂
の
緒
︵
霊
魂
︶
を
強
く
す
る
躾

し
つ
け

教
育
と
、

個
性
を
引
き
出
す
バ
ラ
ン
ス
︵
調
和
︶
が
大
切

で
あ
る
と
教
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

具
体
的
に
は
﹁
感
恩
﹂﹁
鍛
練
﹂﹁
順
序
﹂
が
、

教
育
の
指
針
に
あ
げ
ら
れ
ま
す
。
物
事
を
身
に

付
け
る
に
は
、
忍
耐
力
が
必
要
で
す
し
、
そ
う

で
な
い
と
心
か
ら
の
感
謝
の
念
は
起
こ
り
ま
せ

ん
。
ま
た
、
長
幼
の
序
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、

人
と
人
と
の
関
係
や
距
離
な
ど
、
順
序
を
重
ん

じ
る
こ
と
が
大
切
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

個
性
と
は
本
来
、
中
心
と
順
序
が
あ
る
な
か

に
生
き
て
く
る
も
の
で
す
。
社
会
、地
域
、学
校
、

家
族
な
ど
、
あ
ら
ゆ
る
集
合
体
に
は
〝
マ
ツ
リ

合
わ
せ
〞
が
必
要
で
、
間
違
っ
た
教
育
を
す
る

と
、
悪
い
習
慣
を
生
み
出
し
て
し
ま
う
こ
と
に

な
り
ま
す
。

大
本
で
は
、
茶
道
や
能
楽
な
ど
を
奨
励
し
て

い
ま
す
が
、
そ
の
道
を
極
め
る
の
で
は
な
く
、

稽
古
を
通
じ
て
自
己
を
省
み
、
良
い
﹁
習
慣
﹂

を
身
に
付
け
る
こ
と
で
信
仰
の
姿
勢
を
正
す
の

で
す
。
信
仰
即
生
活
の
実
践
と
い
わ
れ
て
い
ま

す
。造

化
の
は
た
ら
き

﹁
造
﹂
に
つ
い
て
尊
師
は
、﹁
自
己
の
自
発
的

衝
動
の
ま
ま
に
行
う
こ
と
﹂
と
示
し
て
い
ま

す
。
赤
ん
坊
が
ま
さ
に
そ
の
例
で
、
理
性
は
な

く
〝
我
〞
の
ま
ま
に
生
き
て
い
ま
す
。
お
腹
が

空
け
ば
、
場
所
と
時
間
に
関
係
な
く
泣
き
ま
す

が
、
大
人
が
職
場
で
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
、
し

ま
せ
ん
。
決
ま
っ
た
時
間
に
食
事
を
す
る
の
も
、

そ
こ
で
の
習
慣
で
あ
り
、
そ
れ
が
な
け
れ
ば
秩

序
が
保
て
ま
せ
ん
。

神
の
実
在
に
つ
い
て
﹁
宇
宙
の
本
源
は
活

動
力
﹂
と
冒
頭
で
い
い
ま
し
た
が
、
神
の
分

霊
・
分
体
で
あ
り
、
小
宇
宙
と
い
わ
れ
る
人
に

は
、
造
化
の
は
た
ら
き
が
賦
与
さ
れ
て
い
ま
す
。

﹁
造
﹂
が
な
け
れ
ば
、
人
は
生
命
を
保
つ
こ
と

が
で
き
ま
せ
ん
。
広
く
い
え
ば
万
物
は
、
造
化

の
は
た
ら
き
に
よ
っ
て
生
成
化
育
さ
れ
る
の
で

動
は
気
の
遠
く
な
る
よ
う
な
歳
月
に
わ
た
り
、

常
に
一
定
の
軌
道
を
と
り
、
寸
分
の
狂
い
も
あ

り
ま
せ
ん
。
こ
の
秩
序
正
し
い
慣
性
に
従
っ
て

調
和
が
保
た
れ
、
宇
宙
は
造
化
の
は
た
ら
き
を

し
て
い
ま
す
。
太
陽
と
地
球
の
距
離
が
少
し
で

も
変
化
す
る
と
、
宇
宙
間
の
調
和
が
保
て
ず
、

人
類
を
は
じ
め
万
物
は
生
き
て
い
け
ま
せ
ん
。

で
は
、
宇
宙
の
力
の
中
心
・
本
源
は
ど
こ
に

あ
る
の
か
？　

出
口
王
仁
三
郎
聖
師
は
﹁
宇
宙
の
本
源
は
活

動
力
﹂
で
あ
り
、
そ
の
活
動
力
こ
そ
が
神
で
あ

る
と
説
い
て
い
ま
す
。

天
地
の
和
合

さ
ら
に
聖
師
は
、﹁
マ
ツ
リ
と
は〝
天
上
の
儀
〞

と
〝
地
上
の
儀
〞
を
相
一
致
さ
せ
る
作
法
で
あ

る
﹂
と
示
し
、
こ
れ
が
祭
祀
の
本
義
で
あ
る
と

い
え
ま
す
。〝
天
上
〞
と
は
神
、
霊
界
、
宇
宙

間
の
よ
う
に
時
間
や
空
間
を
超
越
し
た
世
界
、

〝
地
上
〞
は
人
、
現
界
、
地
球
上
な
ど
、
時
間
・

空
間
の
存
在
す
る
世
界
と
置
き
換
え
ら
れ
る
か

と
思
い
ま
す
。

太
古
の
昔
、
人
類
は
天
文
学
の
基
礎
と
な
る

暦
を
つ
く
り
ま
し
た
。
今
日
が
○
月
○
日
と
い

う
の
は
、
当
た
り
前
の
共
通
認
識
で
す
が
、
も

し
暦
が
な
け
れ
ば
、
人
間
の
生
活
は
崩
れ
、
生

産
性
を
失
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

時
間
と
空
間
が
存
在
す
る
地
上
の
世
界
に

人
生
の
本
分

﹁

神か
み

は

万ば

ん

ぶ

つ

ふ

へ

ん

物

普

遍

の

霊れ
い

に

し

て

人ひ
と

は

天て
ん
ち
け
い
り
ん

地
経
綸
の
主し

ゅ
た
い体
な
り
、
神し

ん
じ
ん
ご
う
い
つ

人
合
一
し
て
茲こ

こ

に

無む

げ

ん限
の
権

け
ん
り
ょ
く

力
を
発は

っ

き揮
す
﹂

こ
れ
は
、
神
と
人
の
関
係
を
示
し
た
﹁
大
本

教
旨
﹂
で
、
教
義
の
根
幹
に
あ
た
り
ま
す
。

人
は
〝
霊ひ

と止
〞
と
表
す
よ
う
に
、
生
ま
れ
な

が
ら
に
神
心
を
授
か
っ
て
い
ま
す
。
神
心
は
愛

善
と
も
い
い
、
利
他
的
な
愛
の
こ
と
で
す
。〝
神

人
合
一
〞
と
は
、
神
心
に
立
ち
返
る
こ
と
で
、

大
本
で
は
﹁
改
心
﹂
と
も
い
い
ま
す
。〝
権
力
〞

掲
載
文
は
、
平
成
27
年
11
月
18
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

愛善宣教課主事

鈴
す ず

木
き

林
り ん

太
た

郎
ろ う

明
る
く
素
直
に
前
向
き
に
①

〜
大
本
四
大
綱
領
〜
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を
〝
外
へ
広
く
、
内
へ
深
く
〞
伝
え
る
こ
と
で
あ

り
、
こ
れ
を
全
国
に
先
駆
け
て
実
践
す
る
こ
と
が

首
都
圏
宣
教
の
大
事
な
役
割
で
あ
る
。
教
団
方
針

を
ご
神
業
の
一
つ
と
し
て
、
進
め
て
い
た
だ
き
た

い
﹂
と
述
べ
た
。

最
後
に
、
藤
本
光
総
務
管
理
課
長
の
ギ
タ
ー
伴

奏
で
、全
体
合
唱
が
行
わ
れ
、愛
善
歌
﹁
栄
光
﹂
と
﹁
花

は
咲
く
﹂
が
斉
唱
さ
れ
た
。
会
場
に
は
、
春
の
陽

気
に
も
似
た
温
か
い
雰
囲
気
が
漂
っ
た
。

大
本
公
開
講
座

﹁
第
１
５
６
回
大
本
公
開
講
座
は
、
２
月
17
日
午

後
７
時
か
ら
、
港
区
新
橋
の
航
空
会
館
で
開
催
さ

れ
、
猪
子
恒
東
京
宣
教
セ
ン
タ
ー
次
長
が
﹁
大
本

と
は
②
〜
出
口
王
仁
三
郎
の
世
界
観
〜
﹂
と
題
し

て
講
演
し
た
。
参
加
者
は
31
人
︵
内
、
一
般
９
人
︶。

講
座
で
は
、﹁
出
口
王
仁
三
郎
聖
師
は
高
熊
山
修

業
で
、
す
べ
て
の
も
の
は
神
さ
ま
の
分
霊
・
分
体
・

分
力
で
あ
り
、
人
は
神
の
子
神
の
宮
で
あ
り
、
同

時
に
天
地
経
綸
の
主
体
者
で
あ
る
こ
と
を
悟
っ
た
。

万
教
同
根
、
人
類
愛
善
も
、
そ
こ
か
ら
導
き
出
さ

れ
る
﹂
と
説
き
、﹁
こ
の
二
つ
が
さ
ら
に
広
ま
る
時
、

世
界
は
み
ろ
く
の
世
に
向
か
う
こ
と
に
な
る
﹂
と

結
ん
だ
。

参
加
者
か
ら
は
、

﹁
万
教
同
根
を
唱
え

た
大
本
の
示
す
世
界

観
の
一
端
を
学
ぶ
こ

と
が
で
き
ま
し
た

︵
男
性
・
一
般
︶﹂
等

の
声
が
寄
せ
ら
れ

た
。

教
本
１
級
〜
３
級
認
定
講
習
会

﹁
教
本
１
級
〜
３
級
認
定
講
習
会
﹂
は
、
２
月

20
・
21
日
の
両
日
、
東
京
宣
教
セ
ン
タ
ー
を
会
場

に
開
催
さ
れ
、
の
べ
33
人
が
受
講
し
た
。

受
講
者
は
、実
践
リ
ー
ダ
ー
教
本
﹃
初
級
編
﹄・﹃
中

級
編
﹄
を
音
読
学
習
し
、
各
章
ご
と
に
練
習
問
題

と
対
話
実
習
を
実
施
。
み
教
え
を
学
ぶ
と
と
も
に
、

〝
外
へ
広
く
、
内
へ
深
く
〞
お
伝
え
す
る
た
め
の
実

践
的
な
内
容
を
学
ん
だ
。

受
講
者
か
ら
は

﹁
み
教
え
を
お
伝
え

す
る
に
は
、
十
分
に

理
解
す
る
こ
と
が
大

事
だ
と
感
じ
た
︵
50

代
・
男
性
︶﹂
等
の

声
が
寄
せ
ら
れ
た
。

節
分
大
祭
遥
拝
祭

開
教
１
２
４
年
節
分
大
祭
遥
拝
祭
は
、
２
月
３

日
、
午
後
６
時
30
分
か
ら
斎
主
・
猪
子
恒
東
京
宣

教
セ
ン
タ
ー
次
長
の
も
と
執
行
さ
れ
、
99
人
が
参

拝
し
た
。

祭
典
後
、
大
本
神
諭
の
拝
読
、
斎
主
・
祭
員
に

よ
る
豆
ま
き
が
﹁
鬼
は
内
、
福
は
内
﹂
の
掛
け
声

に
あ
わ
せ
て
行
わ
れ
、
次
い
で
猪
子
次
長
が
あ
い

さ
つ
を
述
べ
た
。

そ
の
後
、
ダ
ル
マ
や
今
年
の
干
支
・
申
の
飾
り

物
が
当
た
る
福
引
が

行
わ
れ
た
。
ま
た
大

本
で
は
﹁
悪
事
災
難

の
穢け

が

れ
を
除
く
﹂
と

さ
れ
る
甘
酒
が
食
堂

で
振
る
舞
わ
れ
、
参

拝
者
は
ご
神
徳
に
浴

し
た
。

東
光
苑
月
次
祭

東
光
苑
月
次
祭
・
豊
年
祈
願
祭
・
市
杵
島
姫
命

例
大
祭
は
、
２
月
14
日
、
午
前
10
時
30
分
か
ら
、

斎
主
・
高
野
春
樹
祭
務
課
長
の
も
と
執
行
さ
れ
、

３
０
０
人
が
参
拝
し
た
。

祭
員
は
関
東
教
区
各
主
会
青
松
会
員
、
少
年
祭

員
は
東
京
主
会
の
成
田
小
春
さ
ん
、
小
巻
さ
ん
、

か
さ
ね
さ
ん
姉
妹
と
玉
置
巴
さ
ん
、
伶
人
は
宮
咩

会
関
東
支
部
、
大
本
神
諭
拝
読
は
小
林
龍
雄
神
奈

川
主
会
次
長
、
添
釜
は
中
村
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
、﹁
教
団
方
針
の
主
旨
は
、
み
ろ
く
の
世
の
教
え

東
光
苑
祭
典
・
行
事
予
定

３
月13

日
︵
日
︶ 

午
前
10
時
30
分
執
行

 

東
光
苑
月
次
祭
・
交
通
安
全
祈
願
祭

 

関
東
教
区
春
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

世
界
平
和
の
実
現
に
向
け
て

〜
大
本
と
平
和
〜

 

講
師

田
中
雅
道
︵
国
際
愛
善
宣
教
課
主
幹
︶

19
日
︵
土
︶
20
日
︵
日
︶

 

東
光
苑
春
季
祭
式
講
習
会

27
日
︵
日
︶
午
前
10
時
30
分

 

東
光
苑
観
桜
茶
会

31
日
︵
木
︶ 

午
前
10
時
30
分
執
行

 

二
代
教
主
毎
年
祭
︵
64
年
︶

４
月３

日
︵
日
︶ 

午
前
９
時
30
分
︵
９
時
受
付
︶

 

新
入
信
徒
研
修
会
︵
春
の
集
い
︶

10
日
︵
日
︶ 

午
前
10
時
30
分
執
行

 

東
光
苑
春
季
大
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
︶

 

講
題

ま
す
ま
す
広
が
る
21
世
紀
の
新
し
い
社
会

〜
立
替
え
立
直
し
の
時
代
を
元
気
に
生
き
る
道
〜

講
師

藤
原
直
哉
︵
株
式
会
社
あ
え
る
ば
会
長
・

　
　
　
　
　

エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
︶

24
日
︵
日
︶
午
前
10
時
30
分
執
行

 

企
業
繁
栄
祈
願
祭
︵
34
回
︶

29
日
︵
祝
・
金
︶ 

午
前
10
時
30
分
執
行

 

四
代
教
主
毎
年
祭
︵
15
年
︶

大
本
東
京
本
部
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
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１・２級　音読学習の様子

王仁三郎の生涯についても紹介

盛大に豆まきが行われた

第３4回企業繁栄祈願祭
日　程 ４月２４日（日）午前１０時３０分

場　所 大本東京本部・東京宣教センター

申し込み ご希望の方は申込用紙を送付しますので、下記までご連

絡ください（なお昨年申し込みいただいた方にはこちら

から郵送いたします）

申込先 〒110-0008 台東区池之端 2-1-44

　　　　大本東京本部・東京宣教センター内 東光経友会

　　　　TEL 03-3821-3701　FAX 03-3821-5283　

　　　　mail tokyohonbu@oomoto.or.jp

　　　　※玉串は後日郵送か当日持参かを必ず明記してください

玉串料 一企業につき１万円以上（申込書に添えて玉串袋にてお

納めください）

締　切 ４月１８日（月）

　　　　※ご祈願は４月３０日（土）までの１週間執り行います


