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1　　　阿づまの光

【
大
本
イ
ン
テ
ル
ナ
ツ
ィ
ー
ア
土
、
大
本
イ
ン
テ
ル
ナ
ツ
ィ
ー
ア
松

＋ 

パ
ル
ラ
ム
ン
ジ
神
殿
の
聖
な
る
水 

＋ 

水
晶
（
ブ
ラ
ジ
ル
産
）
釉
】

教主さまお作 　  「 ブ ラ ジ リ ア 大 本 エ ス ペ ラ ン ト 歌 祭 」

今け

ふ日
も
ま
た
真ま

さ

き幸
く
あ
れ
と
大お

ほ
ま
え前
に

心こ
こ
ろ

き
よ
め
て
祈い

の

る
人ひ

と

の
世よ

	

祭
務
課
長　

加	

藤	

道	

明

昨
今
の
異
常
気
象
・
温
暖
化
・
自
然
災
害
等
に
加
え
、
こ
の
た
び
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
は
誰
も
想
像

し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

世
界
中
の
ど
こ
か
で
、
毎
年
の
よ
う
に
被
害
に
遭
わ
れ
多
く
の
方
が
亡
く
な
っ
て
お
り
、
何
で
な
ん
だ
ろ
う
、

何
が
原
因
で
ど
う
し
て
こ
う
も
続
く
の
だ
ろ
う
と
感
じ
て
お
り
ま
す
。
そ
ん
な
思
い
を
こ
の
度
の
み
ろ
く
大

祭
で
の
教
主
さ
ま
の
ご
挨
拶
を
拝
し
て
、
認
識
を
新
た
に
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

『
こ
の
た
び
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
を
見
え
な
い
敵
だ
と
か
、
人
類
と
の
戦
い
だ
と
言
っ
て
い
る
の
を
よ

く
耳
に
し
ま
す
。
確
か
に
感
染
す
る
と
命
を
奪
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
危
険
な
ウ
イ
ル
ス
で
す
が
、
見
方
を

変
え
る
と
、
こ
の
災
い
は
も
と
も
と
人
間
が
も
た
ら
し
た
も
の
で
、
今
一
度
、
全
て
に
お
い
て
謙
虚
に
振
り

返
り
、
自
ら
の
傲ご

う
ま
ん慢

さ
を
省
み
よ
と
、
神
さ
ま
が
私
た
ち
人
類
に
警
鐘
を
鳴
ら
し
て
お
ら
れ
る
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
』
と
の
お
言
葉
で
す
。
そ
し
て
、
最
後
に
『
い
つ
ど
こ
で
何
が
起
こ
る
か
分
か
ら
な
い
大
変
厳

し
い
世
の
中
で
す
が
、
世
界
の
大
難
を
小
難
に
、
小
難
を
無
難
に
と
神
さ
ま
に
祈
り
つ
つ
、
お
詫わ

び
と
感
謝

の
気
持
ち
を
忘
れ
ず
に
、
必
ず
光
明
来
た
る
と
信
じ
、
忍
耐
強
く
、
心
一
つ
に
こ
の
試
練
を
乗
り
越
え
て
ま

い
り
ま
し
ょ
う
』
と
ご
明
示
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

か
っ
て
、
四
代
教
主
さ
ま
も
『
大
本
は
小
さ
な
教
団
で
す
が
、
信
徒
の
皆
さ
ん
が
一
つ
の
心
に
な
っ
て
、

い
い
言こ

と
た
ま霊

を
出
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
や
、
世
界
や
日
本
、
ま
た
個
人
の
平
安
を
真
剣
に
ご
祈
念
さ
せ
て
い

た
だ
く
こ
と
が
、
神
さ
ま
に
通
じ
る
こ
と
は
あ
り
が
た
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
中
に
は
、
祈
る
だ
け
で
何

に
な
る
の
か
、
と
い
う
人
も
い
る
よ
う
で
す
が
、
宗
教
の
基
本
は
祈
り
で
す
。
ご
祈
念
ほ
ど
大
き
な
力
は
な

い
よ
う
に
思
い
ま
す
』（
つ
る
か
め
抄
・
信
仰
編
）
と
お
示
し
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

皆
さ
ま
と
と
も
に
、
み
ろ
く
の
世
に
向
け
て
心
一
つ
に
真
の
祈
り
を
捧
げ
て
ま
い
り
ま
し
ょ
う
。

大だ
い

三
災さ
い

小せ
う

三
災さ
い

の
頻ひ
ん
ぱ
つ発
も
人ひ
と

の
こ
こ
ろ
の
反は
ん
え
い映
な
り
け
り	

	
	

（
聖
師
さ
ま
詠
）

さ
り
な
が
ら
祈い
の

り
に
ま
さ
る
宝
た
か
ら

な
し
夢ゆ
め

な
ま
よ
ひ
そ
祈い
の

り
の
道み
ち

を		
	

（
聖
師
さ
ま
詠
）

真
の
祈
り
を
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〜21世紀・生きがい講座〜 一片のお土を拝む時代へ
〜大本開祖の姿に学ぶ〜

　

今
夜
は
、
こ
れ
か
ら
は
、
テ
ー
マ
の
よ
う
に

「
お
土
を
拝
む
時
代
が
来
る
」
と
い
う
お
話
を

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

大
本
は
〝
預
言
教
団
〟

　

先
日
、
こ
こ
で
行
わ
れ
た
「
七
草
粥
」
の
来

苑
者
か
ら
「
今
も
、
大
本
さ
ん
は
立
替
え
立
直

し
、
言
っ
て
い
る
の
で
す
か
」
と
質
問
を
受
け

ま
し
た
。
私
は
「
は
い
。
こ
れ
か
ら
で
す
」
と

答
え
ま
し
た
。
大
本
は
、「
世
の
立
替
え
立
直
し
」

を
唱
え
る
預
言
宗
教
、
世
直
し
宗
教
で
、
開
教

か
ら
１
２
８
年
、
一
貫
し
て
変
わ
り
ま
せ
ん
。

そ
の
辺
り
か
ら
、
お
話
し
し
ま
し
ょ
う
。

　

大
本
は
、
明
治
25
年
に
開
教
し
た
神
道
教
団

で
す
。
出
口
な
お
と
い
う
初
老
の
、
極
貧
で
無

学
無
筆
だ
っ
た
女
性
に
神
懸
り
が
あ
り
、「
お

筆
先
」
を
書
い
て
、
神
さ
ま
の
「
お
言
葉
」
を

知
ら
せ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

お
筆
先
は
27
年
間
、
ほ
ぼ
毎
日
書
か
れ
、
和

綴
本
１
万
冊
、
半
紙
に
し
て
20
万
枚
に
及
び
ま

し
た
。
そ
れ
に
漢
字
を
当
て
「
大
本
神
諭
」
と

し
て
出
版
し
た
の
が
、
開
祖
と
並
ぶ
教
祖
の
出

口
王
仁
三
郎
聖
師
で
す
。
世
の
「
立
替
え
立
直

し
」
と
い
う
大
宣
言
が
、
草
深
い
丹
波
の
片
田

舎
の
女
性
か
ら
出
た
こ
と
も
あ
り
、
全
国
に
広

が
っ
て
い
き
ま
す
。

　

そ
の
急
速
な
広
が
り
方
と
、「
世
の
立
替
え

立
直
し
」
と
は
体
制
変
革
と
も
受
け
取
れ
る
内

容
か
ら
、
２
度
の
弾
圧
を
受
け
ま
し
た
。
結
果

は
冤
罪
、
無
罪
で
、
戦
後
す
ぐ
に
新
発
足
し
、

世
界
連
邦
、
原
水
爆
禁
止
運
動
、
宗
教
交
流
、

日
本
伝
統
芸
術
の
奨
励
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
活

動
を
続
け
て
き
ま
し
た
。
そ
し
て
先
日
は
、
来

日
さ
れ
た
ロ
ー
マ
教
皇
の
、
広
島
・
接
見
に
招

待
を
受
け
た
日
本
の
宗
教
11
団
体
に
入
れ
て
い

た
だ
く
よ
う
な
教
団
に
な
り
ま
し
た
。

国
祖
・
国
常
立
尊
の
ご
再
現

　

開
祖
さ
ま
に
神
懸
り
さ
れ
た
の
は
、「
艮

う
し
と
らの

金こ
ん
じ
ん神

」
で
す
。
艮
と
は
「
東
北
」
の
こ
と
で
、

当
時
の
人
に
と
っ
て
東
北
に
い
る
祟
り
神
だ
っ

た
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
実
際
に
は
、
こ
の
神
さ

ま
は
、
全
大
宇
宙
の
創
造
主
神
・
唯
一
絶
対
神

の
ご
分
霊
で
、
大
地
、
こ
の
地
球
を
造
り
固
め
、

一
切
の
も
の
を
育
み
そ
だ
て
た
こ
の
世
の
主
宰

神
で
す
。
古
事
記
で
は
国
之
常
立
、
日
本
書
紀

で
は
国
常
立
尊
と
出
て
き
ま
す
。

　

こ
の
神
さ
ま
が
大
地
を
造
り
終
え
、
し
ば
ら

く
は
万
民
和
楽
の
世
が
続
き
ま
す
が
、
八
百
万

の
神
々
、
神
人
＝
私
た
ち
の
遠
い
、
遠
い
先
祖
は
、

そ
の
恩
恵
に
慣
れ
、
怠
惰
に
流
れ
る
よ
う
に
な

り
邪
気
が
発
生
し
ま
す
。
さ
ら
に
そ
の
邪
気
が

凝
り
固
ま
り
悪
霊
、
邪
霊
と
な
っ
て
神
人
に
取

り
付
き
、
世
が
だ
ん
だ
ん
乱
れ
て
、
や
が
て
国

常
立
尊
を
恐
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。

そ
し
て
遂
に
は
、
悪
を
企
て
、
数
の
力
を
使
い
、

世
の
東
北
、
艮
に
〝
祟
り
神
〟
と
し
て
押
し
込

め
て
し
ま
い
ま
し
た
。
お
筆
先
に
は
「
自
ら
隠

れ
た
」
と
い
う
表
現
も
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
が

国
祖
の
ご
退
隠
で
す
。

　

ご
退
隠
後
は
、
陰
か
ら
ご
守
護
さ
れ
て
き
た

わ
け
で
す
。
が
、
地
上
は
ま
す
ま
す
紊み

だ

れ
、
わ

れ
よ
し
、
強
い
も
の
勝
ち
が
エ
ス
カ
レ
ー
ト
し

て
い
き
ま
す
。
そ
う
し
て
、
こ
の
ま
ま
放
置
す

れ
ば
、
こ
の
地
上
は
元
の
泥
海
に
な
る
と
こ
ろ

ま
で
き
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
「
世
の
立

替
え
立
直
し
」
を
す
る
た
め
国
常
立
尊
は
、
開

祖
さ
ま
を
通
し
て
ご
再
現
に
な
っ
た
の
で
す
。

「
金
は
滅
び
の
も
と
じ
ゃ
ぞ
よ
」

　

前
段
が
長
く
な
り
ま
し
た
が
、
そ
ろ
そ
ろ
、

お
土
に
つ
い
て
、
入
っ
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

　

大
正
６
年
旧
２
月
９
日
の
お
筆
先
に
「
仁み

ろ愛

生く

さ

ま

成
神
が
、
天て

ん

の
初は

じ
ま
り発

の
御ご

せ

ん

ぞ

先
祖
さ
ま
で
あ
る

ぞ
よ
。
大

お
お
く
に
と
こ
た
ち
の
み
こ
と

国
常
立
尊
は
、
地ち

の
先せ

ん

ぞ祖
で
あ
る

ぞ
よ
」
と
あ
り
ま
す
。
天
と
地
に
つ
い
て
、
そ

れ
ぞ
れ
の
主
宰
神
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
い
う
の

で
す
。
し
か
も
、
地
か
ら
天
が
生
ま
れ
た
の
で
、

大
地
が
元
、
根
本
だ
と
教
え
て
い
て
、
こ
れ
は

大
本
の
特
異
点
だ
と
思
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
地
は
目
立
ち
ま
せ
ん
。
ど
ち
ら
か

と
い
え
ば
、
こ
の
世
で
も
疎う

と

ん
じ
ら
れ
て
い
る

存
在
で
す
。
実
際
、
わ
た
く
し
た
ち
の
手
に
付

い
て
も
、
払
い
の
け
ら
れ
る
の
が
オ
チ
で
す
。

こ
の
よ
う
に
意
識
に
さ
え
の
ぼ
り
に
く
い
土
で

す
が
、
大
本
で
は
「
お
土
」「
お
つ
ち
さ
ん
」

と
呼
ば
れ
、「
開
教
、
神
懸
り
か
ら
10
日
ほ
ど

の
出
来
事
」
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
記
録
が
あ

り
ま
す
。

　

開
祖
さ
ま
の
神
懸
り
を
心
配
し
て
、
お
見
舞

い
に
来
ら
れ
た
三
女
・
久
子
さ
ん
が
、
お
見
舞

金
を
差
し
出
す
と
、
開
祖
さ
ま
は
そ
れ
を
押
し

返
し
「
土
産
は
な
い
が
」
と
、
板
切
れ
に
一

塊
の
黒
土
を
の
せ
て
「
こ
れ
が
わ
し
の
土
産

じ
ゃ
。
こ
れ
を
持
っ
て
い
け
」
と
。
久
子
さ
ん

が
あ
き
れ
て
「
土
み
た
い
な
も
の
を
」
と
言

う
と
、
開
祖
さ
ま
は
「
土
み
た
い
な
も
の
じ
ゃ

な
い
。
お
土
が
あ
る
か
ら
皆
が
生
き
て
お
ら
れ

る
の
じ
ゃ
。
百
万
円
の
金
よ
り
も
一
握
り
の
お

土
の
ほ
う
が
ど
れ
ほ
ど
大
切
な
の
か
わ
か
ら
ぬ

の
じ
ゃ
。
金
は
滅
び
の
も
と
じ
ゃ
ぞ
よ
。
世
界

中
の
人
に
こ
れ
が
解
っ
た
ら
、
こ
れ
が
み
ろ
く

の
世
に
な
る
の
じ
ゃ
」
と
。

万
物
は
大
地
か
ら

　

私
た
ち
の
身
の
回
り
に
あ
る
も
の
は
、
元
を

た
ど
っ
て
い
く
と
、
す
べ
て
が
大
地
、
地
球
か

ら
の
も
の
で
す
。
人
間
が
作
っ
た
よ
う
に
言
い

私たちは様々な自然の恵みを受けて生きています。残念ながら、そうした大
いなる恩恵など忘れつつあるのが現代です。大本開祖・出口なおは、「百万円
の金より一握りのお土のほうがどれほど大事か」と述べ、生涯をつつましく
生きました。その姿に私たちは何を学ぶべきなのでしょうか。
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〜21世紀・生きがい講座〜

掲
載
文
は
、
令
和
２
年
１
月
15
日
に
大
本
東
京
本
部
・
東
光
苑

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

が
ち
で
す
が
、
そ
の
原
材
料
は
、
地
球
上
の
も

の
で
、
人
間
は
加
工
し
た
だ
け
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。

私
た
ち
人
間
た
ち
も
、
地
球
上
の
生
命
の
系
譜

か
ら
見
る
と
、
46
億
年
の
時
間
を
か
け
て
地
球

か
ら
生
ま
れ
て
い
る
と
言
え
ま
す
。
旧
約
聖
書

の
「
神
さ
ま
は
土
を
こ
ね
っ
て
ア
ダ
ム
を
造
っ

た
」
と
の
表
現
は
、
そ
の
通
り
だ
と
思
い
ま
す
。

万
物
は
大
地
か
ら
生
ま
れ
た
と
言
っ
て
も
過
言

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。　
　

今
だ
け
、
金
だ
け
、
自
分
だ
け

　

実
は
、
５
年
前
の
２
０
１
５
年
は
、
国
連
が

定
め
た
国
際
土
壌
年
で
し
た
。「
土
壌
は
、
地

球
上
の
生
命
を
維
持
す
る
要
で
す
。
も
っ
と
認

識
を
高
め
、
適
切
に
管
理
し
‥
‥
」
と
の
宣
言

で
す
が
、
危
機
感
が
薄
い
感
じ
が
し
ま
す
。

　

で
は
、
実
情
は
ど
う
な
の
で
し
ょ
う
。

　

土
壌
の
劣
化
と
い
え
ば
、
砂
漠
化
と
風
食
、

水
食
、
土
壌
の
塩
類
化
が
あ
り
ま
す
が
、
実
は
、

「
20
世
紀
最
大
の
環
境
破
壊
」
と
か
「
ア
ラ
ル

海
の
悲
劇
」と
い
わ
れ
て
い
る
事
案
が
あ
り
ま
す
。

カ
ザ
フ
ス
タ
ン
の
ア
ラ
ル
海
と
い
う
湖
で
す
。

旧
ソ
ビ
エ
ト
の
時
代
に
起
こ
り
、
グ
ラ
ス
ノ
ス

チ
（
情
報
公
開
）
ま
で
開
示
さ
れ
て
い
ま
せ
ん

で
し
た
。
世
界
第
４
位
の
広
さ
が
、
米
と
綿
の

生
産
の
た
め
、
い
わ
ば
無
計
画
な
灌
漑
を
行
い
、

一
時
的
に
は
増
産
に
成
功
す
る
わ
け
で
す
が
、

湖
は
10
分
の
１
以
下
に
縮
小
し
、
漁
業
は
ほ
ぼ

壊
滅
、
肥
沃
だ
っ
た
農
地
も
塩
害
で
使
え
な
く

な
り
、
そ
の
砂
嵐
に
よ
る
呼
吸
器
疾
患
、
地
下

水
の
汚
染
は
腎
臓
障
害
や
感
染
症
を
多
発
さ
せ

て
い
る
と
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

で
も
、
同
じ
よ
う
な
先
例
が
あ
り
ま
す
。
そ

れ
は
ア
メ
リ
カ
・
ロ
ッ
キ
ー
山
脈
の
東
側
の
オ

ラ
ラ
ガ
滞
水
層
の
水
を
汲
み
上
げ
る
セ
ン
タ
ー

ピ
ボ
ッ
ト
方
式
の
農
業
灌
漑
で
す
。
長
年
に
わ

た
る
結
果
、
地
下
水
の
枯
渇
、
塩
害
、
農
薬
に

よ
る
土
壌
汚
染
が
深
刻
に
な
り
、
農
地
の
放
棄
、

土
地
の
荒
廃
が
進
み
、「
や
が
て
教
科
書
か
ら

消
え
る
」
と
い
う
声
さ
え
あ
り
ま
す
。
そ
ん
な

中
で
も
近
年
、こ
れ
が
中
国
や
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
、

エ
ジ
プ
ト
で
は
新
し
い
農
業
と
し
て
広
が
っ
て

い
る
の
で
す
。
こ
れ
は
同
じ
悪
い
轍て

つ

を
踏
む
、

「
今
だ
け
、
金
だ
け
、
自
分
だ
け
」
の
典
型
で
す
。

〝
お
土
〟
を
思
い
つ
つ
、
実
践
を

　

お
筆
先
に
は
、
お
土
に
つ
い
て
の
お
示
し
が

た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
世
界
中
が
「
自
給
自
足
」

「
地
産
地
消
」
が
神
さ
ま
の
理
想
で
す
。

　

「
金
銀
を
用
い
で
も
、
結
構
に
お
土
か
ら
あ

が
り
た
も
の
で
、
国
々
の
人
民
が
い
け
る
」

　

「
米
や
豆
や
麦
は
、
何
程
で
も
外
国
か
ら
買

え
る
と
申
し
て
お
る
が
、
何
時
ま
で
も
そ
う
は

行
か
ん
こ
と
が
あ
る
か
ら
、
猫
の
居
る
場
に
も
、

五
穀
を
植
え
付
け
ね
ば
な
ら
ん
」

　

「
お
土
か
ら
出
来
た
物
で
あ
れ
ば
、
ド
ン
ナ

物
を
喰
う
て
も
辛
抱
が
で
き
る
か
ら
、
大
根
の

株
で
も
、
尻
尾
で
も
、
赤
葉
で
も
常
か
ら
粗
末

に
す
る
で
な
い
ぞ
よ
」

　

そ
う
し
て
開
祖
さ
ま
は
、
身
を
も
っ
て
実
行
、

垂
範
さ
れ
ま
し
た
。

　

先
ほ
ど
の
尻
尾
、
枯
れ
か
け
た
赤
葉
は
も
ち

ろ
ん
の
こ
と
、
普
通
は
捨
て
ら
れ
て
し
ま
う
唐

辛
子
の
へ
た
、
鯉
や
鯛
の
骨
ま
で
、
勿
体
な
い

と
言
わ
れ
召
し
上
が
ら
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
尋
ね
て
来
た
人
に
は
自
ら
食
事
を
準
備

さ
れ
、
イ
モ
の
調
理
を
し
て
、
客
人
に
は
お
イ

モ
の
実
を
、
ご
自
分
は
皮
だ
け
を
上
が
ら
れ
、

そ
れ
に
気
づ
い
た
人
は
、
開
祖
さ
ま
の
言
心
行

一
致
の
真
心
に
打
た
れ
、
即
座
に
入
信
さ
れ
た

逸
話
が
残
っ
て
い
ま
す
。

　

食
糧
難
が
必
ず
来
る
と
何
度
も
何
度
も
お
っ

し
ゃ
ら
れ
「
食
べ
物
に
な
る
草
が
た
く
さ
ん
あ

り
ま
す
」「
草
を
引
い
て
食
事
に
す
る
時
節
が
く

る
」「
そ
の
時
に
は
こ
の
草
は
お
汁
の
具
に
な
る
」

「
こ
の
草
は
お
浸
し
に
な
る
く
ら
い
は
覚
え
て
お

く
よ
う
に
」
と
示
さ
れ
た
と
い
い
ま
す
。

　

洗
面
器
一
杯
に
汲
ま
れ
た
お
水
を
ご
覧
に
な
り
、

「
半
分
は
洗
濯
た
ら
い
に
移
し
て
く
だ
さ
い
。

大
神
さ
ま
は
真
水
に
完
成
な
さ
る
ま
で
何
十
万

年
の
ご
苦
労
を
遊
ば
し
て
く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
」

と
お
諭
に
な
り
ま
し
た
。
庭
や
畑
の
草
を
引
く

に
も
、
お
し
ゃ
べ
り
し
な
ど
慎
ん
で
「
草
に
得

心
を
す
る
よ
う
に
言
う
て
や
り
な
さ
れ
」
と
。

「
何
か
ら
何
ま
で
生
き
て
お
る
物
に
は
断
り
を

い
う
て
」
と
ア
リ
や
蚊
さ
え
損
な
う
こ
と
は
な

か
っ
た
の
が
日
常
の
お
姿
で
し
た
。

　

ま
た
、
神
さ
ま
も
そ
う
で
す
が
、
開
祖
さ
ま

も
嘘
と
い
う
こ
と
を
言
わ
れ
な
か
っ
た
の
で
、

他
の
人
の
嘘
に
接
し
、「
面
白
い
人
が
あ
る
。

誰
そ
れ
さ
ん
が
嘘
を
言
う
て
や
で
」
と
と
て
も

不
思
議
そ
う
に
話
さ
れ
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
て

い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
開
祖
さ
ま
は
、お
土〝
大

地
の
主
祭
神
〟
国
祖
の
大
神
さ
ま
と
同
じ
み
心
、

ご
精
神
で
「
誠
一
筋
」
の
お
人
柄
で
し
た
。

　

こ
の
開
祖
さ
ま
の
言
心
行
が
、
二
代
、
三
代
、

四
代
と
受
け
継
が
れ
、
現
五
代
教
主
さ
ま
は

　

「
開
教
の
精
神
、
お
土
の
心
に
立
ち
返
り
、

そ
れ
ぞ
れ
が
日
常
の
心
が
け
の
中
で
お
土
を
敬

い
、
お
土
に
向
き
合
い
、
お
土
の
ご
用
に
は
げ

ま
せ
て
い
た
だ
き
、
お
土
の
匂
い
の
す
る
教

団
、
お
土
を
大
切
に
す
る
教
団
、
お
土
を
実
践

す
る
教
団
大
本
で
あ
り
た
い
と
念
願
し
て
お
り

ま
す
」
と
述
べ
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

　

お
土
を
思
い
つ
つ
、
何
か
一
つ
で
も
、
実
践

さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

猪
いの

 子
こ

 　恒
ひさし

東京宣教センター長
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９
月 

東
光
苑
祭
典
・
行
事
予
定

11
日
（
金
） 

午
後
７
時
〜

全
国
一
斉
世
界
平
和
祈
願
祭

13
日
（
日
） 

午
前
10
時
30
分
〜

東
光
苑
月
次
祭
（
長
寿
祈
願
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

21
世
紀
・
生
き
が
い
講
座
（
大
本
東
京
本
部
）

講
題

大
本
の
伝
統
建
築
に
学
ぶ
日
本
の
心

〜
研
ぎ
澄
ま
さ
れ
た
形
と
精
神
〜

講
師

米
川
清
水

（
元
Ｎ
Ｔ
Ｔ
フ
ァ
シ
リ
テ
ィ
ー
ズ
常
務
取
締
役
）

20
日
（
日
）
〜 

22
日
（
火
・
祝
日
）

東
光
苑
大
道
場
修
行

23
日
（
水
） 

午
前
10
時
30
分
〜

三
代
教
主
毎
年
祭
（
30
年
）

※
行
事
の
延
期
や
中
止
、
祭
典
の
参
拝
を
ご
遠
慮
い
た
だ

く
な
ど
、
予
定
を
変
更
す
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

　

第
２
０
７
回
21
世
紀
・
生
き
が
い
講
座
は

６
月
17
日
午
後
７
時
か
ら
、
大
本
東
京
本
部

Y
ouT

ube

チ
ャ
ン
ネ
ル
に
て
配
信
さ
れ
、
小

林
龍
雄
・
人
類
愛
善
会
理
事
が
「
地
球
で
今
、

何
が
起
こ
っ
て
い
る
の
か
」
～
環
境
へ
の
取
り

組
み
と
人
類
愛
善
運
動
～
と
題
し
て
講
話
し
た
。

　

小
林
講
師
は
、
環
境
省
が
掲
示
す
る
地
球
に

起
こ
っ
て
い
る
25
種
類
の
環
境
問
題
の
現
況
を

紹
介
す
る
中
で
、「
多
く
の
環
境
問
題
に
は
地

球
温
暖
化
の
影
響
が
関
連
付
け
ら
れ
る
」と
し
、

温
暖
化
の
現
状
を
語
り
な
が
ら
、
原
因
と
な
っ

て
い
る
温
室
効
果
ガ
ス
（ 

CO2

）
を
削
減
す
る

た
め
パ
リ
協
定
に
基
づ
き
、
世
界
が
取
り
組
む

活
動
や
削
減
目
標
等
を
紹
介
。

　

ま
た
「
出
口
聖
子
人
類
愛
善
会
四
代
総
裁
は
、

環
境
問
題
は
個
人
の
自
覚
で
改
善
し
て
い
く
事

が
で
き
る
。
ま
ず
身
の
ま
わ
り
の
小
さ
な
こ
と

か
ら
実
行
し
て
い
く
だ
け
で
も
、
自
然
が
清
ら

か
に
な
っ
て
く
る
と
ご
教
示
く
だ
さ
っ
て
い
る
」

と
、
家
庭
や
職
場
、
日
常
の
中
で
個
人
が
で
き

る
環
境
活
動
の

大
切
さ
を
強
調
。

さ
ら
に
、
昨
今
、

割
り
箸
が
引
き

起
こ
す 

CO2

の
排

出
や
自
然
環
境

へ
の
影
響
が
深

刻
で
あ
る
と
し

て
、
環
境
活
動
の

一
つ
と
し
て
人

類
愛
善
会
が
推

進
す
る
『
マ
イ

箸
運
動
』
の
実

践
を
推
奨
し
た
。

　

東
光
苑
月
次
祭
は
、
７
月
12
日
午
前
10
時
30

分
か
ら
、
斎
主
・
椎
野
恭
三
総
務
管
理
課
長
の

も
と
執
行
さ
れ
、
96
人
が
参
拝
し
た
。

　

祭
員
は
千
葉
・
東
京
・
神
奈
川
の
各
主
会
が
、

伶
人
は
二
絃
の
会
関
東
支
部
、
大
本
神
諭
拝
読

を
小
林
龍
雄
神
奈
川
主
会
長
が
担
当
し
た
。

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大
防
止
の

た
め
、
当
日
は
関
東
教
区
主
会
長
を
は
じ
め
、

各
分
所
・
支
部
か
ら
代
表
参
拝
を
お
願
い
し
て

の
祭
典
と
な
っ
た
。
ま
た
、
同
時
に
自
宅
か
ら

の
参
拝
を
推
進
す
る
た
め
、
祭
典
の
模
様
は
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
動
画
配
信
さ
れ
、
映
像

を
通
し
て
遠
隔
地
か
ら
も
遥
拝
さ
れ
た
。

　

祭
典
後
、猪
子
恒
東
京
宣
教
セ
ン
タ
ー
長
が
、

は
じ
め
に
九
州
、
東
海
で
の
記
録
的
豪
雨
に
よ

る
被
害
に
対
す
る
お
見
舞
い
を
述
べ
た
後
、
小

21
世
紀
・
生
き
が
い
講
座

林
龍
雄
神
奈
川
主
会
長
が
、
８
月
１
日
か
ら
、

新
た
に
大
本
本
部
長
に
就
任
す
る
こ
と
を
紹
介
。

　

ま
た
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
現

状
を
語
る
中
、「
み
ろ
く
大
祭
、
教
主
さ
ま
ご

あ
い
さ
つ
で
は
、
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
対
し
て

『
こ
の
災
い
は
も
と
も
と
人
間
が
も
た
ら
し
た

も
の
』『
自
ら
の
傲
慢
さ
を
反
省
す
べ
き
』『
神

様
か
ら
の
警
告
』
と
ご
教
示
さ
れ
、さ
ら
に
『
私

た
ち
大
本
信
徒
は
、
衛
生
面
、
生
活
面
で
も
感

染
し
な
い
よ
う
に
細
心
の
注
意
を
払
っ
て
行
動

す
る
と
と
も
に
、今
ま
で
以
上
に
神
様
を
敬
い
、

正
し
き
浄
き
信
仰
を
さ
ら
に
深
め
て
心
身
の
健

全
を
は
か
り
、
天
津
祝
詞
や
神
言
を
日
々
奏
上

し
て
霊
界
を
浄
め
る
ご
用
に
お
仕
え
し
、
世
の

中
の
良
い
鏡
と
な
る
よ
う
努
め
さ
せ
て
い
た
だ

き
た
い
』
と
示
さ
れ
て
お
り
、
信
徒
と
し
て
さ

ら
に
邁
進
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
」
と
あ
い
さ

つ
し
た
。

東

光

苑

月

次

祭

み

な

づ

き

の

集

い

　

み
な
づ
き
の
集
い
は
、
６
月
28
日
、
大
本
東

京
本
部
・
東
光
苑
を
会
場
に
、
東
京
本
部
直
属

信
徒
を
対
象
に
開
催
さ
れ
、４
人
が
参
加
し
た
。

　

参
加
者
は「
末
で
都
と
な
る
仕
組
み
」～「
綾

の
郷
」
の
実
現
を
目
指
し
て
～
（
講
師
・
猪
子

恒
東
京
宣
教
セ
ン
タ
ー
長
）、「
人
類
愛
善
会
の

活
動
に
つ
い
て
」
～
歴
史
と
現
代
の
取
り
組
み

～（
講
師
・
小
林
龍
雄
人
類
愛
善
会
理
事
）、「『
あ

な
な
い
の
ま
こ
と
』
に
つ
い
て
」（
講
師
・
椎

野
恭
三
総
務
管
理
課
長
）
な
ど
の
各
講
座
を
受

講
し
た
ほ
か
、
朗
詠
の
体
験
や
「
織
り
な
す
錦

の
ご
神
業
」
の
Ｄ
Ｖ
Ｄ
鑑
賞
を
し
た
。

　

ま
た
、
講
師
を
囲
ん
で
の
「
歓
ぎ
の
座
・
総

合
質
問
会
」
で
は
信
仰
生
活
の
あ
り
方
や
日
ご

ろ
の
疑
問
な
ど
の
意
見
交
換
を
し
た
。

　

参
加
者
か
ら
は
「
神
さ
ま
の
教
え
を
素
直
に

実
践
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
の
大
切
さ
を
改
め

て
実
感
し
た
」
な
ど
の
感
想
が
寄
せ
ら
れ
た
。

東光苑 大道場修行
　下記の日程で東光苑大道場修行を開催します。ど
なたでも受講いただけます。皆さまのご参加をお待
ちしております。

記

日　時　９月 20日（日）午後６時受付
～ 22日（火・祝）午後４時半ごろ終了

会　場　大本東京本部・東光苑
内　容　天恩郷で受講する全講座と「みたままつり」

（高熊山参拝・神苑参観・食作法を除く）
　　　※梅松苑での日程（「うぶごえ浄写」から）を

受講すると全日程が終了します。
参加費　4,500 円（食費・宿泊費などを含む）
　　　※別途「修行のしおり」1,000 円（お持ちで

ない方）
定　員　20人（定員に達し次第、締め切り）
申　込　食事、宿泊費の明細を記入の上、東京宣教

センター愛善宣教課までお申し込みくださ
い。

　　　※日程表、申込用紙がございます。愛善宣教
課にお問い合わせください。
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