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1　　　阿づまの光

̆

古
い
に
し
へよ

り
説と

け
る
教

を
し
へ

は
多お

ほ

け
れ
ど

　
　
　
　
　
ま
こ
と
の
神か

み

の
教の

り旨
は
こ
の
教の

り

「
私
に
会
い
た
く
ば
物
語
を
読
み
な
さ
い
」　
　
　
　
　
　
祭
務
課
長
　
高
野 

春
樹

今
、
自
身
に
と
っ
て
か
つ
て
な
い
ほ
ど
『
霊
界
物
語
』
拝
読
に
精
し
て
い
ま
す
。
昨
年
末
、「
天
祥
地
瑞
」

全
巻
を
読
了
し
そ
う
だ
っ
た
の
で
、
今
年
「
霊
主
体
従
」
子ね

の
巻ま
き

か
ら
拝
読
し
始
め
て
、
ど
れ
ぐ
ら
い
の
期

間
で
全
巻
拝
読
で
き
る
か
試
そ
う
と
し
た
こ
と
が
き
っ
か
け
で
し
た
。
実
際
に
は
少
し
早
目
に
八
十
一
巻
を

終
え
た
の
で
、
一
巻
は
昨
年
の
内
に
終
え
二
巻
か
ら
始
め
ま
し
た
。

拝
読
の
時
間
帯
は
夕
食
後
の
二
時
間
ほ
ど
で
す
。
会
話
や
宣
伝
歌
の
個
所
が
多
い
章
は
速
い
で
す
が
、
説

明
が
続
く
章
は
な
か
な
か
読
み
進
め
ま
せ
ん
。
一
番
拝
読
で
き
る
の
は
宿
直
の
時
で
、
三
、
四
時
間
ほ
ど
し
て

い
ま
す
。

「
霊
主
体
従
」
十
二
巻
は
神
代
の
物
語
で
、
善
神
邪
神
を
含
め
大
勢
の
神
々
さ
ま
が
登
場
さ
れ
、
宝
玉
の
取

り
合
い
な
ど
権
謀
術
数
の
限
り
を
尽
く
す
凄
絶
な
ス
ト
ー
リ
ー
が
展
開
さ
れ
ま
す
。
拝
読
す
る
の
も
つ
ら
い

場
面
が
幾
た
び
も
出
て
き
て
、
気
の
弱
い
私
に
は
耐
え
ら
れ
な
い
場
景
の
連
続
で
す
。
し
か
し
聖
師
さ
ま
が

霊
界
探
検
で
見
聞
さ
れ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
す
べ
て
事
実
な
の
で
し
ょ
う
。

「
霊
主
体
従
」
の
巻
を
終
え
「
如
意
宝
珠
」
の
巻
に
入
り
ま
す
と
、
大
分
内
容
が
落
ち
着
い
て
き
て
、
拝
読

し
易
い
と
言
っ
て
は
語
弊
が
あ
り
ま
す
が
、
滑
稽
諧か

い
ぎ
ゃ
く
謔
、
抱
腹
絶
倒
と
い
う
よ
う
な
場
面
が
よ
く
出
て
き
て
、

拝
読
の
速
さ
も
加
わ
り
ま
す
。
素す
さ
の
お
の
み
こ
と

盞
嗚
命
の
御
神
業
に
奉
仕
す
る
三
あ
な
な
い
き
ょ
う

五
教
宣
伝
使
の
活
躍
と
、
慢
心
と
改
心

を
繰
り
返
す
高た
か
ひ
め姫
の
蠢
し
ゅ
ん
ど
う
動
も
見
も
の
で
す
。
心
の
悪
魔
、
心し
ん
え
ん猿
意い

ば馬
に
操
ら
れ
る
高
姫
の
心
情
に
同
情
し
つ

つ
も
、〝
ま
た
慢
心
か
い
〟
と
ツ
ッ
コ
ミ
を
入
れ
な
が
ら
読
み
進
む
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。

ま
た
、
元
ウ
ラ
ル
教
宣
伝
使
の
亀か
め
こ
う公
、
音お
と
こ
う公
、
梅う
め
こ
う公
ら
が
修
行
を
積
み
重
ね
て
、
大お
お
く
ろ
ぬ
し

黒
主
を
言
向
和
す
た

め
に
派
遣
さ
れ
る
立
派
な
宣
伝
使
に
な
っ
て
い
く
出
世
物
語
で
も
あ
り
ま
す
。

聖
師
さ
ま
は
「
私
に
会
い
た
く
ば
物
語
を
読
み
な
さ
い
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
と
お
聞
き
し
て
い
ま
す
。
身

魂
を
磨
く
、
言
霊
を
練
る
、
腹
筋
を
鍛
え
る
な
ど
、
良
い
こ
と
ず
く
め
の
物
語
を
一
章
で
も
拝
読
し
、
こ
の

天
地
を
善
言
美
詞
の
言
霊
で
清
め
ま
し
ょ
う
。

【
金
龍
海
沓
島
冠
島
土
＋
金
龍
海
五
大
洲
土
・

 

本
宮
山
松
＋
月
宮
宝
座
松
＋
二
代
教
主
さ
ま
お
手
植
え
神
島
松
＋
金
字
松
＋

 

元
屋
敷
松
＋
木
の
花
桜
＋
竜
宮
海
海
水
＋
金
明
水
＋
玉
水
＋
龍
宮
神
社
水
釉
】

教主さまお作 灰釉茶盌 銘「世界平和」
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も
分
か
ら
ず
に
、
自
分
の
理
屈
を
重
ね
て
や
っ

て
き
た
結
果
、
い
よ
い
よ
行
き
詰
ま
り
を
み
せ

て
い
ま
す
。
要
す
る
に
、
こ
の
人
た
ち
は
、
本

当
に
大
事
な
こ
と
が
何
な
の
か
が
分
か
ら
な
い

の
で
す
。

こ
の
30
年
間
、
ア
メ
リ
カ
を
中
心
と
す
る
金

融
や
軍
事
産
業
が
な
に
を
し
て
き
た
か
？　

こ

れ
か
ら
本
当
の
秘
密
が
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る

で
し
ょ
う
。99
％
の
気
持
ち
の
分
か
る
人
た
ち
が
、

１
％
の
追
い
出
し
を
は
じ
め
ま
す
。
大
逆
転
の

は
じ
ま
り
で
す
。

極
端
に
広
が
っ
た
格
差
社
会
は
上
位
１
％
の

自
壊
と
い
う
皮
肉
な
結
果
と
な
り
そ
う
で
す
。

こ
れ
は
〝
神
と
学
と
の
大
戦
い
〟
の
結
末
だ
と

思
い
ま
す
。

現
実
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
考
え
る

「
立
替
え
」
の
実
相

日
本
で
は
、
約
５
千
年
前
に
農
業
が
は
じ

ま
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
自
分
で
決
め
た

場
所
に
種
を
植
え
る
と
、
そ
こ
に
実
が
成
り
ま

す
。
も
と
は
何
も
な
い
場
所
か
ら
、
巨
大
な
実

り
を
い
た
だ
く
の
が
農
業
で
す
。
自
分
か
ら
積

極
的
に
動
か
な
く
て
は
、
農
業
は
成
立
し
ま
せ

ん
。
自
分
の
想
い
と
自
然
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
感

応
し
た
結
果
、
収
穫
が
あ
り
ま
す
。
無
の
状
態

に
人
間
が
は
た
ら
き
か
け
て
、
有
（
実
り
）
と

な
る
世
界
で
す
。
そ
こ
に
は
感
動
が
あ
り
ま
す
。

感
謝
が
あ
り
ま
す
。
自
然
の
恵
み
が
神
々
し
く

な
る
の
は
当
然
だ
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
を
思
う
と
、
現
代
人
の
生
き
方
と
い

あ
る
の
と
同
時
に
、
戦
後
の
始
ま
り
で
も
あ

り
ま
し
た
。

健
康
で
持
続
性
の
高
い
社
会
は
、
自
分
で

つ
く
ら
な
い
と
で
き
ま
せ
ん
。
そ
れ
を
進
め

る
力
が
ビ
ッ
ク
バ
ン
で
あ
り
、
一
人
ひ
と
り

の
大
事
な
仕
事
だ
と
思
い
ま
す
。

健
康
で
持
続
性
の
高
い
社
会
は
、
共
生
社

会
と
も
言
い
換
え
ら
れ
ま
す
。
そ
の
姿
は
、
大

自
然
を
観
察
す
れ
ば
お
の
ず
と
わ
か
り
ま
す
。

ラ
イ
オ
ン
が
他
の
動
物
を
支
配
し
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
で
す
。
大
木
が
他
の
植
物
を
支

配
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
で
す
。
大
き
い

も
の
も
小
さ
い
も
の
も
、
自
分
の
役
割
と
場

所
が
与
え
ら
れ
た
な
か
で
生
き
て
い
ま
す
。

住
み
分
け
を
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
素
晴
ら

し
い
共
生
社
会
で
す
よ
。
競
争
を
避
け
る
た

め
に
、
住
み
分
け
を
す
る
の
が
こ
の
世
の
真

相
だ
と
思
い
ま
す
。

そ
の
た
め
に
は
、
世
界
中
の
人
た
ち
が
、
そ

の
土
地
で
住
み
続
け
ら
れ
る
よ
う
に
、
ま
ず

は
農
業
か
ら
始
め
る
べ
き
で
す
。
大
自
然
の

な
か
で
、
一
人
ひ
と
り
が
自
分
の
役
割
を
自

覚
す
る
こ
と
で
す
。
そ
う
し
た
ら
、
そ
れ
ぞ

れ
の
生
き
る
道
が
見
え
て
く
る
と
思
い
ま
す
。

黙
っ
て
い
て
も
良
い
世
の
中
は
き
ま
せ
ん
。

自
分
が
い
か
に
貢
献
で
き
る
か
。
そ
れ
は
、

自
然
に
対
し
て
謙
虚
で
あ
り
続
け
、
無
私
の

境
地
に
入
っ
た
と
き
に
見
え
て
く
る
と
思
い

ま
す
。

（
終
わ
り
）

を
運
営
し
て
き
ま
し
た
。

日
本
は
元
来
、
一
元
論
の
国
と
い
わ
れ
て
い

ま
す
。
一
時
は
敵
と
味
方
に
分
か
れ
た
と
き
が

あ
っ
て
も
、
最
後
は
水
に
流
す
文
化
が
あ
り

ま
し
た
。
稲
作
や
農
業
を
通
じ
て
、
自
然
の

恵
み
を
受
け
な
が
ら
生
き
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

生
命
は
最
後
に
一
つ
に
還
る
と
い
う
こ
と
を
、

肚
で
わ
か
っ
て
い
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

い
つ
ま
で
も
二
元
論
で
物
事
を
進
め
て
い

く
と
、
し
ま
い
に
は
絶
滅
状
態
を
招
き
か
ね

ま
せ
ん
。
そ
れ
で
も
「
勝
っ
て
生
き
残
る
ん
だ
」

と
い
う
人
が
、
今
の
世
の
悪
の
根
源
じ
ゃ
な

い
か
な
と
思
い
ま
す
。
最
後
に
残
っ
た
人
た

ち
は
、
中
途
半
端
に
頭
の
良
い
人
た
ち
で
す
。

創
造
主
の
存
在
を
信
じ
ず
に
、
世
の
中
の
こ
と

全
て
を
、
空
想
上
の
理
屈
で
考
え
よ
う
と
す

る
人
た
ち
で
す
。
議
論
す
る
に
し
て
も
、
勝

ち
負
け
の
フ
レ
ー
ム
の
な
か
で
、
常
に
話
を

し
た
が
り
ま
す
。
な
か
に
は
「
経
済
学
で
解
決

で
き
な
い
問
題
は
な
い
」
と
か
、「
儲
か
ら
な
い

の
は
本
人
の
能
力
が
足
り
な
い
か
ら
だ
」
と
平

気
で
、
し
か
も
真
面
目
に
言
う
人
も
い
ま
す
。

し
か
し
、
そ
の
人
た
ち
も
今
は
、
お
と
な

し
く
な
り
は
じ
め
て
い
ま
す
。
自
然
の
摂
理

用
し
て
、
富
み
を
増
や
す
と
い
う
発
想
は
あ

り
ま
せ
ん
。
既
存
の
資
本
や
シ
ス
テ
ム
を
転

が
し
て
い
る
だ
け
の
よ
う
に
み
え
ま
す
。
結
果
、

カ
ネ
目
当
て
の
競
争
を
生
ん
で
し
ま
っ
て
、

人
を
養
え
な
い
、
地
域
も
国
も
養
え
な
い
よ

う
な
状
況
で
す
。
こ
れ
が
中
途
半
端
な
論
理

が
生
ん
だ
「
今
だ
け
、
カ
ネ
だ
け
、
自
分
だ
け
」

の
結
末
で
す
。

し
か
し
「
今
だ
け
、
カ
ネ
だ
け
、
自
分
だ
け
」

の
論
理
は
必
ず
破
綻
し
ま
す
。
そ
こ
に
は
大

自
然
と
和
合
し
て
、
本
質
は
何
な
の
か
を
見

極
め
る
直
感
力
が
欠
乏
し
て
い
る
か
ら
で
す
。

無
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
直
感
力
と
い
う
情
報
を

包
含
し
て
い
る
の
で
す
。
こ
の
直
感
力
は
無

私
の
境
地
に
至
ら
な
け
れ
ば
入
っ
て
き
ま
せ

ん
。
別
な
言
い
方
を
す
れ
ば
「
自
然
の
摂
理

に
素
直
に
従
い
ま
し
ょ
う
」、
と
い
う
他
力
的

な
境
地
で
す
。

仕
事
に
お
い
て
も
同
様
で
、
想
い
が
形
に

な
る
よ
う
な
環
境
作
り
が
大
切
で
す
。「
な
に

か
を
し
た
い
」
と
い
う
想
い
が
極
ま
っ
て
、

パ
ッ
と
形
に
な
る
わ
け
で
す
。
無
か
ら
有
が

う
ま
れ
る
瞬
間
で
す
。
で
す
か
ら
、
組
織
運

営
に
し
て
も
ヨ
コ
型
で
自
由
に
モ
ノ
を
言
わ

せ
な
い
と
、
よ
い
会
社
に
は
な
り
ま
せ
ん
。

一
方
、
現
代
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
社
会
の
広

が
り
に
よ
っ
て
、
層
を
な
し
て
い
る
よ
う
に

み
え
ま
す
。
な
に
ご
と
に
も
「
あ
り
が
た
い
、

も
っ
た
い
な
い
」
と
幸
せ
を
感
じ
る
人
に
は
、

や
は
り
同
じ
こ
と
を
共
感
で
き
る
人
が
集
ま

り
ま
す
。
良
い
も
の
は
良
い
、
悪
い
も
の
は

悪
い
と
は
っ
き
り
と
層
が
生
ま
れ
て
き
た
。

こ
れ
も
一
つ
の
「
立
替
え
」
と
い
え
る
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
で
広
が
る

「
立
直
し
」
の
実
相

私
は
こ
の
業
界
に
長
く
い
ま
す
が
、
あ

の
昭
和
バ
ブ
ル
末
期
の
、
と
ん
で
も
な

い
カ
ネ
ま
み
れ
の
時
代
。
そ
の
時
代
と

同
じ
や
り
方
で
成
功
し
て
い
る
人
は
、

一
人
も
み
た
こ
と
な
い
で
す
よ
。
こ
の

25
年
間
、
個
人
や
企
業
の
「
立
替
え
」

が
進
ん
だ
と
思
い
ま
す
。
苦
労
と
努
力
を

重
ね
て
、「
カ
ネ
も
要
ら
ん
、
地
位
も
要
ら

ん
」
と
余
計
な
も
の
、
変
な
も
の
を
削
ぎ
落

と
し
た
人
た
ち
が
、
い
ま
元
気
に
残
っ
て
い

ま
す
。
無
私
の
状
態
に
な
っ
て
、
初
め
て
無

の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
生
ま
れ
る
の
で
す
。

こ
う
い
う
人
た
ち
か
ら
は
「
お
か
げ
さ
ま
」

や
「
あ
り
が
と
う
」
の
感
謝
の
言
葉
が
出
る

よ
う
に
な
り
ま
す
。
立
替
え
の
厳
し
さ
が
生

ん
だ
、
明
る
く
温
か
い
人
た
ち
で
す
。
厳
し

さ
に
よ
っ
て
肚
が
す
わ
る
ん
で
す
。
苦
労
が

な
い
と
魂
は
磨
か
れ
な
い
の
で
す
。

近
年
「
ロ
ハ
ス
」
と
う
言
葉
も
生
ま
れ
ま

し
た
。
健
康
で
持
続
性
の
高
い
社
会
と
、
生

命
の
根
源
を
実
感
す
る
生
き
方
と
表
現
で
き

る
か
と
思
い
ま
す
。
大
宇
宙
は
生
成
化
育
、

つ
ま
り
浄
化
の
作
用
が
絶
え
間
な
く
な
さ
れ

て
い
ま
す
。
い
つ
も
清
潔
で
す
か
ら
、
大
宇

宙
は
健
康
で
す
ね
。
地
球
が
誕
生
し
た
と
き

は
硫
酸
と
岩
の
塊
り
、
放
射
線
の
世
界
で
し
た
。

そ
れ
が
幾
億
年
の
年
を
経
て
、
こ
の
よ
う
な

美
し
い
大
自
然
の
世
界
が
つ
く
ら
れ
た
。
大

宇
宙
の
無
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
、
地
球
、
そ
し

て
人
類
を
育
て
た
の
で
す
。

「
立
替
え
立
直
し
」
の

転
換
期
を
生
き
る

終
わ
り
と
始
ま
り
の
関
係
は
、
ブ
ラ
ッ
ク

ホ
ー
ル
と
ビ
ッ
ク
バ
ン
の
関
係
と
相
似
し
て

い
ま
す
。
無
の
状
態
で
あ
る
ブ
ラ
ッ
ク
の
ホ
ー

ル
が
極
限
状
態
に
な
る
と
、
ビ
ッ
ク
バ
ン
に

移
行
し
、
有
の
世
界
が
広
が
り
ま
す
。
終
わ

り
と
始
ま
り
は
同
じ
場
所
に
あ
る
と
い
う
こ

と
で
す
。
例
え
ば
、
今
の
仕
事
を
辞
め
よ
う

か
悩
ん
で
い
る
と
き
、
偶
然
の
出
会
い
に
よ

り
縁
が
う
ま
れ
て
、
新
し
い
仕
事
に
就
く
こ

と
も
あ
り
ま
す
よ
ね
。
８
月
15
日
は
終
戦
で

う
の
は
、
ど
こ
か
不
自
然
な
気
が
し
ま
せ
ん

か
？　

無
か
ら
有
を
つ
く
る
と
い
う
こ
と
を
、

日
本
は
５
千
年
も
続
け
て
い
る
の
に
、
今
の

政
治
家
や
実
業
家
は
、
こ
の
こ
と
を
分
か
っ
て

い
な
い
人
が
多
い
ん
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
。

私
た
ち
は
常
に
大
自
然
か
ら
エ
ネ
ル
ギ
ー
を

い
た
だ
い
て
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
。
そ

の
当
た
り
前
の
こ
と
が
分
か
ら
な
い
か
ら
、

理
屈
を
重
ね
て
学
問
に
頼
っ
て
し
ま
っ
て
い

ま
す
。

農
業
や
人
の
教
育
の
本
質
を
求
め
て
い
く

と
、
生
命
の
根
源
を
実
感
で
き
ま
す
。
も
と

は
こ
の
世
の
向
こ
う
側
か
ら
き
て
い
る
と
い

う
こ
と
で
す
。
生
命
の
根
源
は
〝
あ
の
世
〟 

要

す
る
に
大
宇
宙
に
あ
り
ま
す
。
大
宇
宙
の
無

の
エ
ネ
ル
ギ
ー
か
ら
生
ま
れ
て
い
る
の
で
す
。

無
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
動
い
て
い
る
と
い
う

こ
と
を
実
感
し
な
い
と
、
カ
ネ
や
知
識
ば
か

り
に
関
心
が
い
っ
て
し
ま
っ
て
全
体
が
狂
っ

て
し
ま
い
ま
す
。
生
命
の
根
源
が
ど
こ
に
あ

る
か
を
実
感
す
る
こ
と
が
一
つ
の
関
門
で
す
。

人
を
育
て
る
に
し
て
も
、
農
作
物
を
育
て

る
に
し
て
も
、
時
間
を
か
け
て
開
発
し
、
能

力
を
引
き
出
せ
ば
可
能
性
が
広
が
り
ま
す
。

で
も
「
そ
ん
な
面
倒
く
さ
い
こ
と
は
し
た
く

な
い
」
と
、
す
ぐ
に
結
果
を
求
め
て
、
個
々

の
能
力
や
技
術
に
値
段
や
価
値
を
つ
け
る
と
、

か
え
っ
て
役
に
立
た
な
く
な
る
も
の
を
つ

く
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

い
ま
の
世
の
中
を
み
て
い
る
と
、
無
の
状

態
か
ら
、
天
地
の
恵
み
や
大
自
然
の
力
を
利

株
式
会
社
あ
え
る
ば
会
長
・
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト

藤
ふ

じ

わ

ら原 

直
な

お

や哉

ま
す
ま
す
広
が
る

21
世
紀
の
新
し
い
社
会

公開
講座

過
去
30
年
世
界
を
席
巻
し
た

体
制
が
終
わ
ろ
う
と
し
て
い
る

本
日
の
テ
ー
マ
に
な
っ
て
い
る
「
立
替
え

立
直
し
」
は
、
政
治
や
経
済
と
い
っ
た
シ
ス

テ
ム
（
体
制
）
の
「
立
替
え
立
直
し
」
の
こ

と
で
す
。
今
ま
さ
に
こ
の
「
立
替
え
立
直
し
」

が
行
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ま
す
。

「
新
自
由
主
義
」
の
裏
側
に
は
「
市
場
原

理
主
義
」「
規
制
緩
和
」
と
い
う
言
葉
が
あ

り
ま
す
。
合
法
的
と
は
い
え
、「
利わ

れ

よ

し

己
主
義
」

「
弱つ

よ
い
も
の
が
ち

肉
強
食
」
の
世
界
で
す
。
カ
ネ
の
あ
る
人

が
低
金
利
で
借
金
を
さ
せ
て
、
最
後
に
は
元

本
ご
と
ぶ
ん
取
っ
て
し
ま
う
。
し
か
も
そ
の

財
産
は
ご
く
一
部
の
人
が
握
っ
て
い
ま
す
が
、

そ
れ
で
も
「
ま
だ
足
り
な
い
」
と
言
っ
て
、

さ
ら
に
格
差
を
生
ん
で
い
ま
す
。

世
の
中
は
二
元
論
で
動
い
て
い
ま
す
。
例

え
ば
、
善
と
悪
、
プ
ラ
ス
と
マ
イ
ナ
ス
、
こ
の

論
理
で
運
動
し
て
い
ま
す
。「
新
自
由
主
義
」

の
世
界
で
は
、
最
終
的
に
勝
つ
か
負
け
る
か

の
ど
ち
ら
か
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
ま
で
は
強

者
の
論
理
で
シ
ス
テ
ム
を
動
か
し
た
り
、
所

得
や
軍
事
力
の
差
を
利
用
し
な
が
ら
、
世
界

o o m o t o

〜
立
替
え
立
直
し
の
時
代
を
元
気
に
生
き
る
道
〜

掲
載
文
は
、
平
成
28
年
４
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
。
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同
日
、
天
声
社
か
ら
発
刊
さ
れ
る
教
典
『
い
づ

の
め
し
ん
ゆ
』
を
紹
介
し
、「
現
行
の
『
大
本

神
諭
』
７
巻
に
続
く
〝
立
て
直
し
〟
の
ご
神
諭

と
し
て
、
極
め
て
重
要
な
ご
神
示
で
あ
り
、
ぜ

ひ
拝
読
い
た
だ
き
た
い
」
と
述
べ
た
。

引
き
続
き
、
生
命
山
シ
ュ
バ
イ
ツ
ァ
ー
寺
代

表
・
古
川
龍
樹
氏
が
あ
い
さ
つ
。
死
刑
廃
止
運

動
に
携
わ
る
古
川
氏
は
、「
福
岡
事
件
」
で
死

刑
に
な
っ
た
西
武
雄
さ
ん
の
え
ん
罪
を
訴
え
、

再
審
請
求
活
動
を
展
開
し
来
苑
し
た
。

最
後
に
、
飯
田
俊
明
総
代
、
宮
下
愛
善
千
葉

主
会
宣
伝
部
長
が
、
10
月
16
日
に
横
須
賀
市
の

走
水
神
社
で
執
行
さ
れ
る
「
聖
師
さ
ま
関
東
ご

巡
教
並
び
に
走
水
神
社
参
拝
百
周
年
記
念
祭
典
」

の
歴
史
的
意
義
と
趣
旨
を
説
明
し
、
大
勢
の
参

拝
を
呼
び
か
け
た
。

大
本
公
開
講
座

「
第
１
６
１
回
大
本
公
開
講
座
」
は
、
７
月

20
日
午
後
７
時
か
ら
、
港
区
新
橋
の
航
空
会
館

で
開
催
さ
れ
、
中
里
洋
教
学
研
鑽
所
事
務
局
員

が
「
神
と
人
の
関
係
〜
人
は
神
の
子
神
の
宮

〜
」
と
題
し
て
講
話
し
た
。
参
加
者
は
26
人
（
内
、

一
般
6
人
）。

講
師
は
、「
人
は
神
か
ら
霊
力
体
の
三
元
を
賦

与
さ
れ
生
か
さ
れ
て
い
る
」
と
し
て
、
自
身
の

経
験
談
を
交
え
、
一
霊
四
魂
を
与
え
ら
れ
て
い

る
〝
人
〟
の
尊
さ
、
現
界
に
生
を
受
け
て
い
る

人
と
し
て
の
使
命
な
ど

を
力
説
し
た
。
参
加
者

か
ら
は
、「
人
の
魂
が
、

勇
・

親
・

愛
・

智

と
、

働
き
に
よ
っ
て
細
か
く

分
か
れ
る
こ
と
を
知
り

ま
し
た
（
男
性
・
一
般
）」

等
の
声
が
寄
せ
ら
れ
た
。

直
属
信
徒
研
修
会

東
京
本
部
直
属
信
徒
研
修
会
は
、
６
月
26
日

午
前
９
時
30
分
か
ら
東
京
宣
教
セ
ン
タ
ー
で
開

催
さ
れ
、
８
人
が
参
加
し
た
。

同
研
修
会
で
は
、「
神
ま
つ
り
、み
た
ま
（
祖
霊
）

ま
つ
り
」、「
信
仰
に
つ
い
て
」
の
講
話
の
ほ
か
、

宣
伝
歌
「
月
光
世
に
出
づ
」、
愛
善
歌
「
瑞
声
」

の
実
習
、
茶
席
入
席
、
お
作
品
拝
観
な
ど
を
行
っ

た
。
参
加
者
か
ら
は
、「
歓
ぎ
の
座
で
は
み
な

さ
ん
の
体
験
談
な

ど
を
聞
く
こ
と
が

で
き
、
神
さ
ま
の

偉
大
さ
を
感
じ
た
」

「
大
本
の
墓
地
や

埋
葬
に
つ
い
て
の

方
法
や
考
え
方
が

勉
強
に
な
っ
た
」

な
ど
の
声
が
寄
せ

ら
れ
た
。

東
光
苑
祭
典
・
行
事
予
定

８
月７

日
（
日
）	

午
前
10
時
30
分
執
行

	

開
教
百
二
十
四
年　

瑞
生
大
祭
遥
拝
祭

８
日
（
月
）	

午
後
５
時
20
分
執
行

	

神
集
祭
遥
拝
（
初
日
・
旧
７
月
６
日
）

14
日
（
日
）	

午
前
10
時
30
分
執
行

	

東
光
苑
月
次
祭
・
市
杵
島
姫
命
例
祭

14
日
（
日
）	

午
後
５
時
執
行

	

神
集
祭
遥
拝
（
最
終
日
・
旧
７
月
12
日
）

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
）

	

講
題

大
本
の
霊
界
観

〜
目
に
見
え
な
い
も
の
を
信
じ
て
生
き
る
〜　

講
師

鈴
木
林
太
郎
（
愛
善
宣
教
課
主
事
）

９
月

	

11
日
（
日
）　
午
前
10
時
30
分
執
行

東
光
苑
月
次
祭
・
全
国
一
斉
世
界
平
和
祈

願
祭
・
長
寿
感
謝
祭
・
交
通
安
全
祈
願
祭
・

秋
季
合
同
慰
霊
祭

15
日
（
木
）	

午
後
６
時

		

東
光
苑
秋
を
め
で
る
夕
べ

	

17
日
（
土
）
〜
19
日
（
月
）

		

東
光
苑
道
場
講
座

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
「
大
本
の
教
風
」
〜
根
源
美
の
探
求
〜

	

講
師　

出
口
飛
鳥

（
メ
デ
ィ
ア
愛
善
宣
教
課
主
事
）

23
日
（
金
・
祝
）　
午
前
10
時
30
分
執
行

	

三
代
教
主
毎
年
祭
（
26
年
）

	

24
日
（
土
）・
25
日
（
日
）

		

東
光
苑
秋
季
祭
式
講
習
会

東光苑道場講座

日　時	９月 17 日（土）午前８時半受付

〜 19 日（月・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４，０５０円（期間中の食費・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３０人）

締　切	９月７日（水）必着

東光苑秋季祭式講習会

日　時	９月 24 日（土）午前９時より受付

〜 25 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：庭上祭・葬祭など

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 19 日（月）必着

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
さ
れ
、
３
３
８
人
が
参
拝
し
た
。

祭
員
は
東
京
主
会
、
少
年
祭
員
は
東
京
主
会

の
伊
藤
瑠
依
く
ん
、
涌
井
三
四
郎
く
ん
、
鈴
木

愛
徠
さ
ん
、
玉
置
巴
さ
ん
、
伶
人
は
二
絃
の
会

関
東
支
部
、
大
本
神
諭
拝
読
は
飯
田
多
津
子
茨

城
主
会
長
、
添
釜
は
東
光
庵
に
て
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
、
ま
ず
教
主
さ
ま
の
「
ご
静
養
の
ご
様
子
」

に
つ
い
て
報
告
。
次
い
で
「
熊
本
地
震
災
害
義

援
金
」
に
対
す
る
信
徒
各
位
の
支
援
に
対
し
て

謝
辞
を
述
べ
、
７
月
９
日
か
ら
本
部
職
員
が
出

向
し
て
い
る
第
７
回
災
害
派
遣
隊
に
つ
い
て
報

告
し
た
。
ま
た
、
９
月
８
日
の
「
神
島
開
き
百

周
年
記
念
祭
典
」
現
地
代
表
参
拝
の
説
明
と
、

遥
拝
祭
参
拝
の
お
す
す
め
の
の
ち
、
神
島
祭
典

宣伝歌「月光世に出づ」を実習


