
今月の聖言

通 巻 第 ５ ９ １ 号
発 行 大本東京本部
	 東京宣教センター
	 センター長　猪子	恒

〒 110-0008
東京都台東区池之端 2-1-44

TEL　03-3821-3701

FAX　03-3821-5283

振替 00160-5-72625

URL http://oomoto-tokyo.com

Mail tokyohonbu@oomoto.or.jp

題字 出 口 直 日

出
口
王
仁
三
郎
聖
師

平成 30 年（2018）

６月号・Junio
大本東京本部
開設 50周年

教主さまお作 灰釉茶盌  銘「大草原」

1　　　阿づまの光

【
ヨ
ル
ダ
ン
土
　
モ
ン
ゴ
ル
大
草
原
の
草
釉
】

東
京
宣
教
セ
ン
タ
ー
次
長
　
　
橋	

本	

伸	

作

出
口
王
仁
三
郎
聖
師
さ
ま
の
お
歌
に
、

　

一
人
一
人
同
じ
神
業
な
し
と
聞
く

　

　
　

さ
れ
ば
う
ら
ま
じ
ひ
と
の
役
目
を　
　

（『
大
本
の
道
』）

と
ご
ざ
い
ま
す
。
ま
た
『
大
本
神
諭
』
に
も
「
一
人
々
々
に
御
用
が
違
う
ぞ
よ
」
と
示
さ
れ
て
い
ま
す
よ
う
に
、

そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
っ
た
ご
用
が
与
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

み
ん
な
が
社
長
に
な
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
芸
術
家
に
な
れ
る
わ
け
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
ぞ
れ
の
因

縁
や
、
必
要
に
応
じ
て
神
さ
ま
が
少
し
の
才
能
と
方
向
性
を
お
与
え
に
な
り
、
あ
る
人
は
社
長
、
あ
る
人
は

芸
術
家
、
大
工
さ
ん
な
ど
を
さ
せ
て
お
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
で
は
人
間
が
機
械
同
様
に
な
っ
て
し
ま

う
の
で
、
神
さ
ま
は
人
間
に
自
由
意
志
を
お
与
え
に
な
り
、
あ
た
か
も
人
自
身
の
努
力
に
よ
っ
て
そ
う
な
っ

た
よ
う
に
さ
せ
て
お
ら
れ
ま
す
。
そ
の
お
か
げ
で
、
生
き
が
い
や
喜
び
を
感
じ
、
希
望
を
持
っ
て
生
き
る
こ

と
が
で
き
る
の
で
す
。

「
他
力
即
自
力
で
あ
り
、自
力
即
他
力
で
あ
る
。
た
だ
し
、他
力
を
も
と
と
し
て
の
自
力
で
あ
る
。
と
と
も
に
、

自
力
の
な
い
と
こ
ろ
に
他
力
は
な
い
」（『
信
仰
覚
書
』
第
七
巻
）

と
の
尊
師
さ
ま
の
お
示
し
を
拝
す
と
き
、
あ
ら
た
め
て
神
さ
ま
に
よ
っ
て
生
か
さ
れ
て
お
り
、
人
間
的
努

力
が
な
け
れ
ば
真
の
お
力
も
頂
け
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
思
わ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

ど
ん
な
些
細
な
こ
と
を
す
る
に
し
て
も
、
そ
の
時
の
気
持
ち
が
愉
快
で
あ
り
感
謝
に
満
ち
て
い
れ
ば
、
自

ず
と
天
国
を
作
る
こ
と
に
な
り
、
ど
ん
な
に
立
派
に
見
え
る
こ
と
で
あ
っ
て
も
、
利
己
的
で
あ
っ
た
り
、
不

平
不
満
で
あ
っ
た
り
、
悪
意
を
持
っ
て
行
っ
た
こ
と
は
、
か
え
っ
て
悪
因
縁
を
生
む
だ
け
だ
と
教
え
ら
れ
て

い
ま
す
。・
・
・
と
、
頭
で
は
分
か
っ
て
い
て
も
な
か
な
か
で
き
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
も
ま
た
、
あ
り
が
た
い
こ

と
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

「
省
み
な
い
者
に
は
自
分
の
癖
は
分
か
ら
な
い
。
自
分
の
癖
の
分
か
ら
な
い
者
に
は
、
自
分
を
培
う
す
べ
は

分
か
ら
な
い
」（『
信
仰
覚
書
』
第
六
巻
）

他
力
即
自
力
、
自
力
即
他
力



阿づまの光　　　2

大本開祖・出口なおの生涯に学ぶ

大
本
の
開
教

　

本
題
に
つ
い
て
述
べ
る
前
に
、
大
本
の
開
教

に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

太
古
の
昔
、
こ
の
大
地
を
お
作
り
に
な
っ
た

神
さ
ま
、
国こ

く

そ祖
・
国

く
に
と
こ
た
ち
の
み
こ
と

常
立
尊
が
、
世
界
を
治
め

て
お
ら
れ
ま
し
た
。
一
旦
は
と
て
も
良
い
世
界

が
樹
立
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
世
の
移
り
変
わ

り
と
と
も
に
、
多
く
の
神
々
の
中
に
「
わ
れ
よ

し
」「
つ
よ
い
も
の
が
ち
」
の
お
ご
れ
る
心
が

高
ま
り
、
世
が
次
第
に
乱
れ
て
い
き
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
国
祖
は
時
節
を
待
つ
と
と
も
に
、
神
々

の
罪
を
一
身
に
背
負
い
、
節
分
の
夜
に
世
の
艮

（
東
北
の
方
角
）
に
隠
れ
て
し
ま
わ
れ
ま
し
た
。

　

そ
れ
か
ら
悠
久
の
歳
月
が
な
が
れ
、
地
上
の

乱
れ
は
激
し
さ
を
増
し
、
陰
か
ら
見
守
っ
て
お

ら
れ
た
国
常
立
命
が
開
祖
さ
ま
を
通
し
て
、
再

び
節
分
の
夜
に
世
に
お
出
ま
し
に
な
り
、
世
の

中
を
立
替
え
立
直
し
て
、
神
が
理
想
と
す
る
万

民
和
楽
の
世
「
み
ろ
く
の
世
」
を
建
設
す
る
こ

と
を
宣
言
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
が
経
綸
（「
国

家
を
治
め
と
と
の
え
る
」
の
意
）
宗
教
・
大
本

の
開
教
で
す
。

苦
難
の
日
々

　

開
祖
さ
ま
に
つ
い
て
、
孫
に
あ
た
る
出
口
直

日
・
大
本
三
代
教
主
は
、「
祖
母
は
、
か
い
つ

ま
ん
で
言
え
ば
社
会
の
下
積
み
の
中
で
、
人
間

的
不
仕
合
わ
せ
の
中
で
、
も
っ
と
も
立
派
に
生

き
て
き
た
人
で
す
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。

　

幕
末
の
天
保
の
大
飢
饉
の
中
を
お
生
ま
れ
に

な
り
、
幼
い
頃
か
ら
奉
公
生
活
を
体
験
し
、
結

婚
後
も
、
道
楽
好
き
の
夫
・
政
五
郎
さ
ん
に
献

身
的
に
仕
え
ら
れ
、
あ
ら
ゆ
る
艱
苦
に
も
耐
え

ら
れ
ま
し
た
。
や
が
て
政
五
郎
さ
ん
が
病
床
の

身
と
な
り
、
一
家
の
家
計
は
開
祖
さ
ま
に
す
べ

て
の
し
か
か
り
ま
し
た
。

歳
の
こ
ろ
に
奉
公

先
で
学
ん
だ
饅
頭
作
り
を
生
か
し
て
饅
頭
屋
を

営
み
ま
す
。
石
臼
を
引
い
て
饅
頭
を
作
り
、
そ

れ
を
子
ど
も
た
ち
が
売
る
の
で
す
が
、
そ
れ
ほ

ど
高
額
な
売
り
上
げ
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な

く
、
食
事
も
ご
自
身
は
ほ
と
ん
ど
召
し
上
が
ら

ず
に
、
子
ど
も
た
ち
に
分
け
与
え
ら
れ
、
８
人

を
お
育
て
に
な
り
ま
し
た
。

　

や
が
て
、
当
時
の
最
も
底
辺
の
仕
事
で
あ
っ

た
紙
屑
買
い
ま
で
な
さ
い
ま
し
た
。
そ
れ
で
も

貧
乏
崩
れ
な
ど
全
く
な
く
、
木
綿
の
着
物
を
折

り
目
正
し
く
召
さ
れ
、
髪
の
毛
は
き
ち
ん
と
結ゆ

わ
れ
て
、
子
ど
も
た
ち
に
は
家
の
周
り
に
草
を

は
や
さ
ず
、
他
人
の
物
に
は
藁
す
べ
一
本
も
手

を
つ
け
て
は
な
ら
な
い
と
、
厳
し
く
諭
さ
れ
た

と
い
う
こ
と
で
す
。

　

夫
の
政
五
郎
さ
ん
は
亡
く
な
る
直
前
に
、
開

祖
さ
ま
に
最
後
の
酒
が
飲
み
た
い
と
い
い
ま

す
。
開
祖
さ
ま
は
、
「
は
い
」
と
お
っ
し
ゃ
っ

て
家
を
出
て
い
か
れ
ま
す
。
と
い
っ
て
お
金
が

あ
っ
た
わ
け
で
あ
り
ま
せ
ん
。
最
後
の
商
売
道

具
で
あ
っ
た
天
秤
を
質
屋
に
入
れ
て
お
金
を
借

り
よ
う
と
さ
れ
ま
し
た
が
、
さ
す
が
に
お
金
に

は
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
た
な
く
知
り
合

い
に
２
銭
ほ
ど
借
り
て
お
酒
を
求
め
ら
れ
、
政

五
郎
さ
ん
に
差
し
上
げ
ら
れ
ま
し
た
。
政
五
郎

さ
ん
は
美
味
し
そ
う
に
お
飲
み
に
な
っ
て
お
亡

く
な
り
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

開
祖
さ
ま
は
、
そ
ん
な
状
況
で
あ
っ
て
も
、

決
し
て
政
五
郎
さ
ん
を
恨
ん
だ
り
は
し
な
か
っ

た
。
む
し
ろ
、
ま
だ
ま
だ
お
世
話
が
足
ら
な
い

と
お
っ
し
ゃ
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。

『
お
筆
先
』
と
水
行

　

明
治

年
旧
正
月
、
い
よ
い
よ
神
懸
り
と
な

ら
れ
ま
す
。
そ
れ
以
降
、
神
さ
ま
の
ご
啓
示
で

あ
る
『
お
筆
先
』
が
ほ
ぼ
毎
日
、
つ
ぎ
つ
ぎ
と

出
て
き
ま
す
。
こ
れ
が
大
正
７
年
ま
で
続
き
ま

す
。
ざ
っ
と
で
す
が

年
間
は
９
０
０
０
日
あ

り
ま
す
。
半
紙

万
枚
、
そ
れ
を
和
綴
じ
本
に

さ
れ
ま
し
た
。

　

『
お
筆
先
』
を
お
書
き
に
な
る
と
き
は
必
ず

水
行
を
な
さ
い
ま
し
た
。
真
冬
の
ど
ん
な
に
極

寒
の
中
に
あ
っ
て
も
、
必
ず
水
ご
り
を
な
さ
い

ま
し
た
。
１
回
に
バ
ケ
ツ
７
杯
か
ぶ
ら
れ
、
７

杯
が
終
わ
る
と
、
神
さ
ま
は
「
も
う
良
い
」
と

お
っ
し
ゃ
っ
い
ま
し
た
。
開
祖
さ
ま
が
も
う
１

杯
か
ぶ
ろ
う
と
さ
れ
る
と
、
８
杯
目
は
周
り
に

飛
び
散
っ
て
か
ぶ
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し

た
。
そ
れ
で
、
神
さ
ま
が
お
っ
し
ゃ
る
こ
と
は
、

少
し
も
違
わ
な
い
の
だ
と
い
う
こ
と
を
、
開
祖

さ
ま
は
思
わ
れ
る
の
で
し
た
。
当
時
の
役
員
の

四
方
平
蔵
さ
ん
が
、
翌
朝
、
水
行
の
場
所
に
行
っ

て
み
る
と
、
氷
が
７
層
に
残
っ
て
い
た
と
伝
え

ら
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
う
し
た
行
を

年
以
上
も
な
さ
っ
た
。
そ

の
後
、神
さ
ま
は
、「
も
う
水
行
は
良
い
」
と
お
っ

し
ゃ
っ
た
の
で
お
止や

め
に
な
り
ま
す
が
、
そ
の

あ
と
は
、
ご
自
身
で
、
柄ひ

し
ゃ
く杓

に
す
く
っ
て
水
行

を
お
続
け
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
バ
ケ

ツ
よ
り
柄
杓
の
ほ
う
が
冷
た
か
っ
た
の
で
は
な

い
か
と
い
う
話
も
あ
り
ま
す
。

大
難
を
小
難
に
、
小
難
を
無
難
に

　

『
お
筆
先
』、
す
な
わ
ち
現
在
の
７
冊
の
『
大

本
神
諭
』
に
は
、「
日
本
」
と
い
う
言
葉
が
約

４
９
０
カ
所
出
て
き
ま
す
。
善
と
悪
と
の
戦
い

で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
出
て
く
る
。
悪
神
が
日

本
を
取
る
仕
組
み
で
あ
る
と
か
、
こ
の
ま
ま
で

は
日
本
が
立
ち
行
か
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
い

う
表
現
も
出
て
ま
い
り
ま
す
。

　

世
の
大
峠
が
く
る
、
後
戻
り
も
で
き
な
く
な
っ

出口なお開祖が大正７（1918）年に昇天してから 100 年。開祖は天
保７年に現在の京都府福知山市に出生。幼少のころから他家に奉公す
るなど、貧苦の連続でした。明治 25年に大本が開教して以降、「世界
の大難を小難に、小難を無難に」と祈り続けた、その生涯に学びます。
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掲
載
文
は
、
平
成
30
年
１
月
17
日
に
航
空
会
館
（
港
区
新
橋
）

で
開
催
し
た
「
21
世
紀
・
生
き
が
い
講
座
」
講
演
録
の
要
旨
で
す
。

の

て
し
ま
う
、
人
民
が
三
分
に
な
っ
て
し
ま
う
、

と
い
う
表
現
も
ご
ざ
い
ま
す
。

　

世
が
つ
ぶ
れ
て
は
い
け
ま
せ
ん
し
、
大
峠
も

悲
惨
な
こ
と
で
す
。
開
祖
さ
ま
は
、
世
の
大
峠

を
憂
い
ら
れ
て
、
ど
う
か
大
難
を
小
難
に
、
小

難
を
無
難
に
過
ご
さ
せ
て
く
だ
さ
い
と
、
ひ
た

す
ら
ご
祈
念
に
な
ら
れ
る
わ
け
で
す
。

開
祖
さ
ま
の
「
究
極
の
祈
り
」

　

そ
の
「
祈
り
」
の
究
極
の
場
面
の
一
つ
が

「
沓め

島し
ま

ご
も
り
」
で
す
。
沓
島
は
京
都
府
舞
鶴

沖
に
浮
か
ぶ
孤
島
で
、
大
本
で
は
国
祖
・
国
常

立
命
が
お
隠
れ
に
な
っ
て
い
た
場
所
と
教
え
て

い
ま
す
。
そ
の
手
前
に
冠お

島し
ま

が
あ
り
、
こ
こ
は

地
元
の
信
仰
の
島
で
す
。
そ
の
奥
に
沓
島
が
あ

り
、
昔
か
ら
だ
れ
も
近
寄
っ
た
こ
と
が
な
い
場

所
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
冠
島
と
沓
島

を
お
開
き
に
な
っ
た
の
が
明
治

年
で
す
。

　

沓
島
を
開
か
れ
た
後
、
開
祖
さ
ま
は
も
う
一

度
、
沓
島
に
行
か
れ
、
ご
神
水
を
海
に
注
が
れ

ま
す
。
そ
し
て
、「
こ
の
水
が
３
年
た
て
ば
世

界
に
回
る
か
ら
、そ
う
な
る
と
世
界
が
動
き
出
す
」

と
お
っ
し
ゃ
っ
て
、
そ
の
お
言
葉
の
と
お
り
明

治

年
、
日
露
戦
争
が
始
ま
り
ま
す
。
当
時
の

国
力
で

対
１
。
と
う
て
い
勝
て
る
見
込
み
は

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
も
日
本
が
宣
戦
布

告
を
し
て
始
ま
っ
た
戦
争
で
、
国
家
予
算
の
５

倍
も
使
っ
て
い
ま
す
。
極
め
つ
け
は
バ
ル
チ
ッ

ク
艦
隊
が
控
え
て
い
ま
し
た
の
で
、
日
本
は
絶

体
絶
命
の
危
機
に
立
た
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

そ
の
と
き
に
、
開
祖
さ
ま
は
神
さ
ま
の
ご
命

令
で
沓
島
へ
こ
も
ら
れ
る
わ
け
で
す
。
最
初
は

一
人
で
行
く
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
が
、
周
囲
の

人
々
が
余
り
に
も
心
配
す
る
の
で
、
若
者
２
人

が
付
き
添
う
こ
と
を
お
許
し
な
り
ま
し
た
。

　

神
さ
ま
は

日
間
、
沓
島
へ
行
け
と
お
っ

し
ゃ
い
ま
す
が
、
そ
の
と
き
に
持
参
し
た
食
料

に
驚
か
さ
れ
ま
す
。
煎
り
米
２
升
、
麦
の
粉
２

升
、
も
み
米
２
升
、
砂
糖
１
斤
、
こ
れ
は
ど
ん

な
に
考
え
て
も

日
も
持
た
な
い
。
ま
さ
に
命

が
け
で
あ
っ
た
と
言
え
ま
す
。

　

沓
島
に
こ
も
ら
れ
た
開
祖
さ
ま
は
、
ご
祈
願

と
お
筆
先
の
ご
用
に
勤
し
ま
れ
ま
す
。と
こ
ろ
が
、

日
も
す
る
と
、
若
い
２
人
は
空
腹
に
耐
え
か

ね
て
、
も
う
体
が
持
た
な
い
の
で
帰
り
た
い
と

言
い
始
め
ま
す
。
開
祖
さ
ま
は
「
連
れ
て
こ
な

け
れ
ば
‥
‥
」
と
思
い
つ
つ
も
気
の
毒
に
思
わ

れ
て
、
神
さ
ま
に
お
願
い
し
ま
す
。
す
る
と
、

神
さ
ま
は
、
も
う
ご
用
が
す
ん
だ
の
で
、
明
日
、

船
が
迎
え
に
来
る
、
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
の
で
す
。

す
る
と
、
そ
の
お
言
葉
の
と
お
り
釣
船
が
や
っ

て
き
て
、
無
事
に
帰
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。

　

そ
の
直
後
、
日
本
は
バ
ル
チ
ッ
ク
艦
隊
に
勝

利
し
ま
す
。
そ
の
と
き
の
日
本
海
軍
の
「
戦
艦

三
笠
」
で
参
謀
を
務
め
た
秋
山
真
之
は
、
バ
ル

チ
ッ
ク
艦
隊
の
進
路
を
夢
の
お
告
げ
で
知
ら
さ

れ
、
そ
の
と
お
り
に
船
が
現
れ
た
の
で
、
あ
ら

か
じ
め
計
画
し
て
お
い
た
戦
法
で
勝
利
す
る
こ

と
が
で
き
た
、
と
い
う
歴
史
秘
話
も
残
っ
て
い

ま
す
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、
あ
の
時
、
日
本
が
負
け

て
い
た
ら
、
ロ
シ
ア
の
一
部
に
な
り
、
日
本
は

な
か
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
ほ
ど
、
大

き
な
歴
史
の
転
換
点
で
あ
っ
た
わ
け
で
す
。　

百
万
円
の
金
よ
り
一
握
り
の「
お
土
」

　

「
お
土
」、
す
な
わ
ち
大
地
は
、
こ
れ
か
ら
の

キ
ー
ワ
ー
ド
で
す
。

　

開
祖
さ
ま
は
、
い
つ
も
お
土
か
ら
上
が
っ
た

も
の
を
大
切
に
せ
よ
と
お
っ
し
ゃ
り
、
ご
自
身

も
お
土
に
親
し
ま
れ
ま
し
た
。

　

食
生
活
は
誠
に
質
素
で
、
大
根
の
黄
色
く

な
っ
た
葉
っ
ぱ
ま
で
丁
寧
に
頂
か
れ
て
い
た
と

言
わ
れ
て
い
ま
す
。
食
は
き
わ
め
て
細
く
、
そ

れ
も
年
齢
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
世
の
中
の

行
く
末
を
憂
い
ら
れ
て
、
食
べ
物
が
喉
を
通
ら

な
か
っ
た
か
ら
で
あ
り
ま
し
た
。

　

明
治

年
ご
ろ
、
京
都
市
に
お
住
ま
い
の
方

が
開
祖
さ
ま
を
尋
ね
て
来
ら
れ
た
と
き
に
、
開

祖
さ
ま
が
お
食
事
を
お
作
り
く
だ
さ
っ
た
。
そ

の
方
の
食
前
に
イ
モ
が
出
さ
れ
た
の
で
す
が
、

開
祖
さ
ま
が
一
体
ど
ん
な
も
の
を
召
し
上
が
っ

て
お
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
と
思
っ
て
覗
い
て
み
る

と
、
そ
の
イ
モ
の
皮
が
料
理
さ
れ
て
盛
ら
れ
て

い
た
の
を
見
て
び
っ
く
り
し
た
と
い
う
話
が

残
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
く
ら
い
、
天
地
の
ご
恩
と

い
う
こ
と
に
自
ら
厳
し
く
徹
底
さ
れ
ま
し
た
。

　

開
祖
さ
ま
は
「
百
万
円
の
お
金
よ
り
も
一
握

り
の
お
土
の
ほ
う
が
ど
れ
だ
け
大
切
か
わ
か
ら

ん
。
金
は
ほ
ろ
び
の
も
と
。
こ
の
こ
と
が
世
界

の
人
に
わ
か
っ
た
ら
み
ろ
く
の
世
に
な
る
の

じ
ゃ
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
と
い
い
ま
す
。
こ
れ

は
歴
代
の
大
本
の
教
主
に
連
綿
と
受
け
継
が
れ

て
い
る
お
諭
し
で
す
。

　

最
後
に
開
祖
さ
ま
の
お
歌
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

　

と
も
し
び
の
消
ゆ
る
世
の
中
い
ま
な
る
ぞ

　

さ
し
そ
へ
い
た
す
種
ぞ
恋
し
き

　

「
と
も
し
び
」
と
い
う
の
は
日
本
の
こ
と
、
あ

る
い
は
神
さ
ま
の
教
え
の
こ
と
で
す
。
経
綸
は

厳
然
と
し
て
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
消
え
そ

う
に
な
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
差
し
添
え
の
種
に

な
っ
て
ほ
し
い
、
脇
差
し
に
な
っ
て
手
助
け
し

て
し
い
、
今
で
も
そ
の
よ
う
に
祈
り
続
け
て
お

ら
れ
る
よ
う
に
思
え
て
な
り
ま
せ
ん
。　


