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去
る
三
月
二
日
か
ら
五
日
、
教
主
さ
ま
は
宮
城
分
苑
の
春
季
大
祭
ご
臨
席
と
東
日
本
大
震
災
で
甚
大
な
被

害
を
も
た
ら
し
た
被
災
地
（
岩
手
・
宮
城
・
福
島
）
訪
問
の
た
め
、
ご
親
教
に
な
り
ま
し
た
。

各
被
災
地
で
教
主
さ
ま
は
、
自
ら
お
た
て
に
な
ら
れ
た
薄
茶
を
さ
さ
げ
ら
れ
、
神
言
を
奏
上
に
な
り
、
ご

神
水
（
金
明
水
と
玉
水
）
を
海
や
大
地
に
そ
そ
が
れ
、
ゆ
く
り
な
く
も
犠
牲
と
な
ら
れ
た
数
多
の
み
た
ま
の

慰
霊
と
、
余
震
の
鎮
静
と
復
興
を
ご
祈
願
さ
れ
ま
し
た
。

ま
た
こ
の
た
び
の
ご
親
教
に
先
立
ち
、
二
月
二
十
日
か
ら
三
月
六
日
ま
で
、
信
徒
二
名
の
ご
奉
仕
に
よ
る

修
祓
隊
が
組
織
さ
れ
、
被
災
地
三
県
の
港
湾
や
神
社
な
ど
八
十
七
ヵ
所
を
め
ぐ
り
、
修
祓
や
震
災
の
鎮
静
と

復
興
を
祈
願
し
ま
し
た
。

こ
の
ご
親
教
に
際
し
教
主
さ
ま
は
、『
こ
の
た
び
岩
手
・
宮
城
・
福
島
の
被
災
地
に
、
修
祓
隊
と
し
て
出
向

し
て
い
た
だ
い
た
こ
と
は
、
大
変
あ
り
が
た
い
こ
と
で
し
た
。
今
後
、
茨
城
・
千
葉
な
ど
関
東
の
被
災
地
に

も
修
祓
隊
を
派
遣
し
て
い
た
だ
き
た
い
』
と
の
ご
教
示
が
あ
り
、
そ
れ
を
受
け
て
、
東
京
本
部
・
東
京
宣
教

セ
ン
タ
ー
の
職
員
は
、
茨
城
・
千
葉
両
主
会
の
役
員
・
信
徒
と
共
に
、
津
波
の
被
害
の
大
き
か
っ
た
被
災
地

沿
岸
部
を
め
ぐ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

五
月
十
七
日
、
私
は
千
葉
主
会
の
皆
さ
ま
に
ご
案
内
を
い
た
だ
き
な
が
ら
、
千
葉
県
下
で
最
大
の
被
害
が

出
た
旭
市
の
港
湾
と
九
十
九
里
海
岸
が
拡
が
る
山
武
市
本
須
賀
海
水
浴
場
に
於
い
て
清
祓
を
執
り
行
い
、
聖

地
の
ご
神
水
（
金
明
水
・
玉
水
）
を
散
水
し
た
ほ
か
、
近
隣
の
玉
崎
神
社
（
旭
市
飯
岡
）
と
御
中
主
神
社
（
山

武
市
緑
海
）
に
て
、
鎮
静
・
復
興
祈
願
の
祝
詞
を
奏
上
し
ま
し
た
。

岩
手
・
宮
城
・
福
島
の
三
県
か
ら
比
べ
ま
す
と
、
確
か
に
被
災
者
や
被
災
家
屋
の
数
は
少
な
い
で
す
が
、
今

な
お
手
つ
か
ず
の
ま
ま
放
置
さ
れ
て
い
る
家
屋
や
更
地
を
目
の
当
た
り
に
す
る
と
、
両
地
区
も
全
く
同
じ
被
災

地
で
あ
り
、
亡
く
な
ら
れ
た
み
た
ま
の
み
幸
と
、
被
災
さ
れ
た
方
々
が
一
日
も
早
く
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
日
々

が
訪
れ
る
こ
と
を
願
わ
ず
に
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

こ
れ
か
ら
も
信
仰
者
と
し
て
真
剣
に
祈
り
捧
げ
、
引
き
続
き
、
支
援
に
取
り
組
み
た
い
と
存
じ
ま
す
。

善よ

き
に
つ
け
悪あ

し
き
に
つ
け
て
天あ

め
つ
ち地

の

神か
み

に
い
の
る
は
人ひ

と

の
真ま

ご
こ
ろ心

五
代
教
主
作
灰
釉
茶
盌
銘「
み
ろ
く
の
春（
別
名
・
み
ち
の
く
の
春
）」

六
盌
の
う
ち
の
一
盌

［
ヨ
ル
ダ
ン
土
・
山
形
サ
ク
ラ
ン
ボ
釉
］

鎮
静
と
復
興
を
祈
っ
て	

愛
善
宣
教
課
主
幹
　
成な

る

尾お

　

義
た
だ
し
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「
出
口
な
お
・
出
口
王
仁
三
郎
の
世
界
を
語
る
」
よ
り

激
動
の
時
代
を
い
か
に
生
き
る
か

—

幸
せ
は
不
幸
の
顔
を
し
て
や
っ
て
く
る—

講師  藤
ふじ

原
わら

直
なお

哉
や

（シンクタンク藤原事務所会長）

す
。一

心
に
祈
り
を
捧
げ
て
い
る
と
〝
神
さ
ま
は
や
っ

ぱ
り
い
ら
っ
し
ゃ
る
な
〟
と
実
感
し
ま
す
。

神
さ
ま
の
存
在
を
感
じ
る
こ
と
は
、
理
屈
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
当
然
神
界
の
す
べ
て
は
わ
か
り
ま

せ
ん
が
、
神
さ
ま
を
拝
ん
で
感
じ
た
こ
と
を
行
動

に
移
し
て
い
く
と
、
思
い
も
か
け
な
い
、
理
屈
で

は
絶
対
に
考
え
ら
れ
な
い
結
果
に
な
る
の
で
す
。

ま
た
人
間
生
き
て
い
る
と
、
思
い
も
か
け
な
い

障
壁
と
か
課
題
が
現
れ
ま
す
。
理
屈
で
考
え
て
い

ろ
い
ろ
や
っ
て
も
越
え
ら
れ
な
い
。
考
え
た
ら
怖

く
て
で
き
な
い
。

そ
れ
ら
を
乗
り
越
え
る
に
は
、
人
間
の
力
が
当

然
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
が
、
最
終
的
に
は
神
さ

ま
の
力
が
働
か
な
い
と
、
越
え
ら
れ
な
い
と
思
う

の
で
す
。

神
さ
ま
の
偉
大
さ
を
感
じ
る

普
段
、
私
は
人
さ
ま
に
神
さ
ま
と
か
信
仰
の
話

を
し
ま
せ
ん
。
政
治
が
ど
う
な
る
と
か
、
経
済
が

ど
う
な
る
と
か
、
最
後
の
答
え
の
部
分
だ
け
を
説

い
て
い
ま
す
。

ど
う
し
て
そ
ん
な
結
論
に
至
る
ん
で
す
か
？　

ど
う
や
っ
て
分
析
を
す
る
ん
で
す
か
？　

と
、
よ

く
尋
ね
ら
れ
ま
す
が
、
理
屈
を
こ
ね
て
分
析
す
る

と
見
事
に
外
れ
る
ん
で
す
。

神
さ
ま
が
見
え
る
穴

私
は
現
在
、
経
済
や
世
の
中
の
分
析
を
行
い
、

人
材
育
成
を
目
的
と
す
る
研
修
の
開
催
な
ど
を
本

業
と
し
て
い
ま
す
。

そ
ん
な
私
が
大
本
に
入
信
し
、
神
さ
ま
を
ご
奉

斎
し
て
今
年
で
十
年
に
な
り
ま
す
が
、
十
五
年
ほ

ど
前
ま
で
は
、
完
全
な
無
神
論
者
で
し
た
。
そ
れ

ま
で
は
、
人
間
は
生
ま
れ
た
時
に
す
べ
て
が
始
ま

り
、
死
ん
だ
ら
す
べ
て
が
終
わ
っ
て
、
あ
と
は
一

切
何
も
な
い
と
固
く
信
じ
て
疑
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

し
か
し
大
学
で
数
学
を
教
え
て
い
て
、
数
学
は

完
璧
だ
と
思
っ
て
い
ま
し
た
が
、
穴
が
あ
い
て
い

る
こ
と
に
気
が
つ
き
ま
し
た
。
そ
し
て
そ
の
穴
の

向
こ
う
に
今
の
科
学
で
は
解
き
明
か
せ
な
い
世
界

が
あ
る
こ
と
に
気
が
つ
い
た
の
で
す
。

つ
ま
り
〝
神
さ
ま
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
な
！
〟
と

思
っ
た
の
で
す
。

何
か
助
け
て
い
た
だ
い
た
と
い
う
経
験
で
は
な

く
、
数
学
を
教
え
て
い
て
神
さ
ま
が
見
え
る
穴
を

見
つ
け
た
の
で
す
。

一
身
に
祈
り
を
捧
げ
る

そ
れ
で
私
は
、
一
番
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
方
法

で
神
と
接
し
て
み
た
く
な
っ
た
の
で
す
。
一
番
オ
ー

ソ
ド
ッ
ク
ス
な
方
法
、
そ
れ
は
神
を
拝
む
こ
と
で

ず
で
す
。

例
え
ば
、
世
の
中
は
ド
ン
ド
ン
変
わ
っ
て
い
き

ま
す
か
ら
、
昨
日
と
同
じ
こ
と
を
今
日
続
け
た
い

と
思
っ
て
も
、
許
さ
れ
な
い
の
が
こ
の
世
で
す
。

全
て
は
天
の
シ
ナ
リ
オ
で
あ
り
、
神
さ
ま
が
宇

宙
の
中
心
の
た
め
に
考
え
て
創
ら
れ
て
い
る
こ
と

で
す
。
私
た
ち
が
昨
日
と
同
じ
こ
と
を
続
け
た
い

と
思
っ
て
い
て
も
、
経
済
も
変
わ
る
し
、
災
害
や

事
故
な
ど
、
思
い
も
か
け
な
い
こ
と
が
た
く
さ
ん

起
こ
り
ま
す
。

だ
か
ら
宇
宙
の
中
心
の
神
さ
ま
、
世
の
中
を
動

か
し
て
い
る
神
さ
ま
の
偉
大
さ
を
、
改
め
て
感
じ

て
、
こ
の
宇
宙
や
運
行
の
中
に
自
分
が
い
る
ん
だ

と
い
う
自
覚
を
し
っ
か
り
持
た
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。

そ
し
て
身
の
回
り
に
起
き
て
く
る
事
象
に
対
し

て
、
い
か
に
冷
静
で
謙
虚
な
気
持
ち
で
判
断
す
る

か
が
大
切
な
の
で
す
。

科
学
の
行
き
詰
ま
り

現
代
が
乱
れ
て
い
る
要
因
の
一
つ
と
し
て
、
物

質
に
振
り
回
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。

例
え
ば
携
帯
電
話
。
こ
れ
は
石
こ
ろ
（
鉱
石
）

と
臭
い
水
（
石
油
）
か
ら
で
き
て
い
ま
す
が
、
物

質
文
明
が
訪
れ
な
け
れ
ば
石
こ
ろ
は
い
つ
ま
で
も

石
こ
ろ
で
す
し
、
臭
い
水
は
黒
く
臭
い
ま
ま
で
す

か
ら
、
物
質
文
明
も
神
さ
ま
が
お
創
り
な
っ
た
も

の
だ
と
思
い
ま
す
し
、
行
き
着
く
と
こ
ろ
ま
で
と

こ
と
ん
発
展
す
る
と
思
い
ま
す
。

し
か
し
、
発
展
す
る
と
こ
ろ
ま
で
行
き
着
く
と
、

そ
こ
か
ら
も
う
一
回
立
直
さ
れ
る
と
「
大
本
神
諭
」

に
は
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
し
て
今
、
科
学
の
分
野
も
相
当
進
ん
で
い
て
、

ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
物
理
学
で
は
説
明
が
つ
か

な
い
世
界
が
見
え
て
き
て
い
ま
す
。

そ
う
で
は
な
く
て
、
主
旨
の
真
ん
中
に
当
た
っ

て
い
る
と
、
ど
ん
な
に
大
変
そ
う
、
辛
そ
う
に
見

え
る
こ
と
、
ま
た
理
屈
に
お
い
て
変
だ
な
と
思
う

こ
と
で
も
、
自
ず
と
良
い
方
向
に
進
ん
で
い
く
ん

で
す
。

逆
に
中
心
か
ら
反
れ
る
と
、
何
か
違
う
な
？　

と
、
感
じ
る
よ
う
に
な
る
ん
で
す
。

で
す
か
ら
、
そ
れ
を
頼
り
に
私
は
仕
事
を
し
て

い
ま
す
。

大
本
の
神
さ
ま
は
宇
宙
の
中
心
の
神
さ
ま
で
す
。

こ
の
神
さ
ま
を
拝
む
っ
て
、
私
た
い
へ
ん
な
こ
と

だ
と
常
々
感
じ
て
い
ま
す
。

だ
か
ら
、
私
は
で
き
る
限
り
個
人
的
な
お
願
い

ご
と
は
し
な
い
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

な
ぜ
か
と
い
う
と
、
宇
宙
の
中
心
の
神
さ
ま
で

し
ょ
う
？　

そ
う
す
る
と
、
お
願
い
ご
と
を
し
て

も
お
困
り
に
な
る
だ
ろ
う
と
思
う
の
で
す
。

例
え
ば
、
合
格
祈
願
の
神
さ
ま
が
祀
ら
れ
て
い

る
神
社
が
あ
っ
て
、
定
員
二
百
人
の
大
学
に
四
百

人
が
祈
願
し
た
と
し
ま
す
。
す
る
と
神
さ
ま
は
相

当
困
ら
れ
る
と
思
う
ん
で
す
。

確
か
に
い
ろ
ん
な
選
び
方
あ
り
ま
す
。
玉
串
の

多
い
額
か
ら
順
に
選
ぶ
と
か
、
早
い
も
の
順
と
か

‥
‥
で
も
結
局
ど
う
さ
れ
る
か
と
い
う
と
、
上
の

神
さ
ま
に
ご
相
談
さ
れ
る
ん
で
す
よ
。「
二
百
人
の

と
こ
ろ
四
百
人
来
ま
し
た
、ど
う
し
ま
す
か
？
」
と
。

す
る
と
上
の
神
さ
ま
も
、
い
ろ
い
ろ
事
情
を
考

え
て
、
こ
の
人
と
こ
の
人
と
こ
の
人
に
し
ま
し
ょ

う
か
、
と
。
で
も
ま
だ
二
百
人
に
収
ま
ら
な
い
か

ら
も
う
一
つ
上
の
神
さ
ま
に
相
談
を
す
る
わ
け
で

す
ね
。
だ
か
ら
結
局
、
ど
ん
な
願
い
事
も
最
後
は

宇
宙
の
中
心
の
神
さ
ま
の
と
こ
ろ
に
あ
が
っ
て
調

整
さ
れ
る
わ
け
で
す
。

と
い
う
こ
と
は
、
一
番
最
後
の
調
整
は
、
自
分

の
思
い
と
は
全
く
別
の
と
こ
ろ
で
動
い
て
い
る
は
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こ
の
世
に
生
を
受
け
て
、
生
涯
か
け
て
苦
楽
を

経
験
し
、
体
得
し
て
魂
が
向
上
す
る
。

ご
年
配
の
方
で
何
を
言
わ
れ
て
も
〝
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
す
〟〝
も
っ
た
い
な
い
〟
と
お
っ
し
ゃ

る
方
が
い
ま
す
。
見
え
る
も
の
、
感
じ
る
も
の
す

べ
て
に
対
し
て
〝
あ
り
が
た
い
〟〝
も
っ
た
い
な
い
〟

の
一
言
。
あ
の
姿
こ
そ
人
と
し
て
最
高
の
境
地
で

あ
り
、
神
の
域
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

大
事
な
の
は
〝
形
〟
で
は
な
く
〝
心
〟
で
す
。

こ
の
た
び
の
東
日
本
大
震
災
で
は
、
地
震
や
津

波
、
原
発
で
多
く
の
も
の
が
壊
れ
て
し
ま
い
ま
し

た
。
あ
の
光
景
を
見
て
〝
ど
う
思
う
か
〟
な
の
で
す
。

形
あ
る
も
の
が
壊
れ
て
、
そ
れ
で
終
わ
り
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
私
た
ち
そ
れ
ぞ
れ
の
心
が
改
ま
ら
な

け
れ
ば
意
味
が
な
い
の
で
す
。

こ
こ
が
立
替
え
立
直
し
の
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
だ

と
思
い
ま
す
。

宇
宙
運
行
の
一
部
を
担
っ
て
い
る

ま
た
、神
約
に
は
必
ず
地
上
天
国
『
み
ろ
く
の
世
』

が
到
来
す
る
と
は
っ
き
り
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
時
の
最
大
の
問
題
は
、そ
の
『
み
ろ
く
の
世
』

に
自
分
の
居
場
所
が
あ
る
か
な
い
か
で
す
。

自
分
の
居
場
所
を
築
く
た
め
に
は
、
自
分
自
身

を
よ
く
省
み
て
、
悪
い
と
こ
ろ
は
改
め
て
生
活
し

て
い
か
な
い
と
、
気
が
つ
い
た
ら
居
場
所
が
な
か
っ

た
！　

と
い
う
こ
と
に
な
り
か
ね
ま
せ
ん
。

さ
ら
に
、
人
の
幸
せ
は
天
と
一
体
で
す
か
ら
、

宇
宙
の
運
行
と
自
分
を
祭
り
合
わ
せ
る
の
で
す
。

私
た
ち
は
自
分
の
意
思
で
行
動
し
て
い
る
よ
う

に
見
え
て
、
動
か
さ
れ
て
い
ま
す
。
生
涯
か
け
て

神
劇
を
演
じ
て
い
る
の
で
す
。
だ
か
ら
そ
の
役
を

し
っ
か
り
果
た
さ
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。

見
聞
き
す
る
も
の
身
近
に
起
き
る
こ
と
は
、
す

べ
て
自
分
に
示
さ
れ
た
神
劇
な
の
で
す
。

世
の
中
、
神
劇
と
い
う
観
点
で
見
て
い
れ
ば
、

善
も
悪
も
あ
り
ま
せ
ん
。
人
間
の
決
め
事
と
し
て

の
善
悪
の
判
断
を
超
え
た
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
、

宇
宙
の
運
行
の
一
部
を
自
分
が
担
っ
て
い
る
ん
だ

と
、
視
野
を
拡
げ
て
初
め
て
理
解
で
き
ま
す
。

進
展
主
義

出
口
王
仁
三
郎
は
人
生
を
よ
り
良
く
生
き
る
た

め
の
指
針
と
し
て
『
四
大
主
義
』（
清
潔
主
義
・
楽

天
主
義
・
進
展
主
義
・
統
一
主
義
）
を
説
き
ま
し
た
。

中
で
も
私
が
大
切
だ
な
と
感
じ
る
の
が
「
進
展

主
義
」
で
す
。

物
事
は
後
ろ
に
戻
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
地
震

で
家
屋
が
全
壊
し
た
。
津
波
で
町
が
流
さ
れ
た
か

ら
と
言
っ
て
、
昔
の
通
り
に
戻
す
こ
と
は
出
来
ま

せ
ん
。
新
し
い
町
を
作
り
直
す
し
か
な
い
の
で
す
。

恐
れ
ず
に
前
へ
向
か
っ
て
い
く
こ
と
で
す
。
辛

い
こ
と
も
当
然
あ
り
ま
す
が
、
常
に
宇
宙
も
世
の

中
も
進
展
し
て
い
る
の
で
す
か
ら
、
そ
の
進
展
を

止
め
よ
う
と
か
、
後
ろ
に
戻
そ
う
と
か
と
い
う
思

い
は
非
常
に
問
題
で
す
。

人
は
成
長
し
、
物
事
も
変
わ
っ
て
行
き
ま
す
。

う
ま
く
い
か
な
く
て
も
、
行
動
し
な
が
ら
直
し
て

行
け
ば
い
い
ん
で
す
。

止
ま
っ
て
は
ダ
メ
で
す
。
失
敗
す
る
の
が
嫌
だ
、

非
難
さ
れ
る
の
が
嫌
だ
、
負
け
る
の
が
嫌
だ
と
言
っ

て
逃
げ
回
っ
て
い
て
は
何
も
進
み
ま
せ
ん
。
行
動

し
て
良
い
答
え
が
出
る
か
、
悪
い
結
果
に
な
る
か
、

そ
こ
か
ら
ま
た
考
え
よ
う
と
す
る
。
こ
れ
が
「
進

展
主
義
」
で
す
。

自
分
が
い
い
と
思
っ
た
ら
、
怒
ら
れ
よ
う
が
、

少
数
派
に
回
ろ
う
が
突
破
し
て
み
た
ら
い
い
。
そ

こ
で
人
間
界
で
は
、
争
い
事
が
あ
る
か
も
し
れ
な

い
け
れ
ど
、
宇
宙
の
目
か
ら
見
た
ら
物
事
を
進
展

さ
せ
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
。

そ
れ
は
あ
の
世
を
肯
定
し
な
い
と
、
科
学
が
完

結
し
な
い
の
で
す
。

ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
物
理
学
で
は
、
世
の
中

は
一
つ
の
風
船
の
よ
う
な
も
の
の
中
に
入
っ
て
い

て
、
そ
の
外
側
に
は
何
も
存
在
し
な
い
と
い
う
理

論
で
す
。

例
え
ば
、
宇
宙
の
一
番
始
ま
り
は
何
か
と
尋
ね

る
と
、
何
か
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
塊
か
た
ま
りか
ら
始
ま
っ
て
い

る
と
答
え
、
そ
の
塊
は
ど
こ
か
ら
来
た
の
か
と
尋

ね
て
も
、
そ
れ
は
偶
然
に
で
き
た
と
言
い
ま
す
。

ま
た
最
後
は
ど
う
な
る
か
と
い
う
と
、
ブ
ラ
ッ

ク
ホ
ー
ル
に
吸
い
込
ま
れ
て
無
く
な
る
と
説
い
て
、

そ
の
先
は
ど
こ
へ
行
く
の
か
と
尋
ね
て
も
、
そ
れ

は
わ
か
ら
な
い
と
答
え
て
い
ま
す
。

つ
ま
り
今
の
物
理
学
は
最
初
と
最
後
が
全
然
わ

か
ら
な
い
の
で
す
。

こ
の
世
で
観
測
で
き
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
い
う
物

質
、
こ
の
世
の
中
の
世
界
、
物
質
文
明
は
限
界
ま

で
来
て
、
科
学
を
持
っ
て
し
て
も
、
こ
の
外
側
の

世
界
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
と
こ
ろ
ま
で
き
て
い

る
の
で
す
。

そ
し
て
、
そ
の
先
の
世
界
は
私
た
ち
が
い
き
な

り
見
聞
き
で
き
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、

ヒ
ン
ト
や
道
標
に
な
る
も
の
を
も
ら
っ
て
、
感
じ

て
い
く
以
外
に
方
法
が
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
の
ヒ
ン
ト
に
な
る
も
の
は
直
感
で
す
。
そ
し

て
道
標
と
な
る
も
の
は
、
大
本
の
二
大
教
典
で
あ

る
「
大
本
神
諭
」
と
「
霊
界
物
語
」
だ
と
思
い
ま
す
。

あ
の
中
に
答
え
が
み
ん
な
書
い
て
あ
り
ま
す
。

「
大
本
神
諭
」
に
は
、
立
替
え
立
直
し
の
前
に
は

大
峠
を
迎
え
る
と
示
さ
れ
て
い
て
、
今
が
ま
さ
に

そ
の
真
っ
只
中
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
ま
た

さ
ら
に
、
そ
の
大
峠
は
自
分
の
心
の
中
に
あ
る
と

も
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
自
分
の
気
持
ち
が
改
ま
れ

ば
、
大
峠
は
楽
に
超
え
ら
れ
る
と
い
う
の
で
す
。

自
分
か
ら
行
動
を

そ
れ
と
一
見
す
る
と
不
幸
に
見
え
る
こ
と
、
大

変
な
こ
と
と
か
、
悪
く
感
じ
る
こ
と
は
、
世
の
中

が
良
く
な
っ
て
い
る
現
象
の
表
れ
だ
と
思
い
ま
す
。

つ
ま
り
悪
い
も
の
が
表
面
や
公
に
出
て
、
良
い
も

の
へ
と
清
め
ら
れ
て
い
る
証
し
な
の
で
す
。

悲
劇
が
起
き
れ
ば
起
き
る
ほ
ど
、
私
た
ち
は
、

良
い
世
の
中
を
作
る
た
め
に
急
が
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。
世
の
中
が
乱
れ
る
、
突
然
人
が
亡
く
な

る
と
い
う
こ
と
は
、
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
で

す
。
し
か
し
実
際
起
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、

自
分
自
身
を
良
く
省
み
て
、
よ
り
良
く
行
動
し
な

さ
い
と
天
が
急
か
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

ど
ん
な
に
良
い
意
志
が
あ
り
、
未
来
に
対
し
て

思
い
が
あ
っ
て
も
、
行
動
を
起
こ
さ
な
け
れ
ば
実

現
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
自
分
の
小
さ
な
幸

せ
と
、
小
さ
な
利
害
損
得
に
し
が
み
つ
い
て
い
る

と
、
一
向
に
進
ま
な
い
わ
け
で
す
。

こ
れ
か
ら
の
時
代
は
、
宇
宙
の
中
心
と
自
分
自

身
、
こ
の
両
方
の
世
界
が
実
感
で
き
な
い
と
、
本

当
に
辛
い
世
の
中
だ
と
思
い
ま
す
。

今
ま
で
の
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
世
界
の
宇
宙

か
ら
、
こ
れ
か
ら
は
宇
宙
の
外
側
が
い
よ
い
よ
出

て
く
る
時
代
で
す
。
言
っ
て
み
れ
ば
生
死
を
超
え

た
世
界
で
す
。

私
た
ち
も
努
力
し
て
、
発
想
と
行
動
を
変
え
て

行
か
な
い
と
幸
せ
を
実
感
で
き
な
い
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

こ
の
こ
と
を
真
剣
に
受
け
取
り
、
進
展
主
義
を

実
践
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
前
に
進

み
、
行
動
し
な
が
ら
考
え
る
こ
と
で
す
。

そ
の
た
め
に
も
、
ま
ず
私
た
ち
が
変
わ
る
こ
と

で
す
。
そ
う
す
る
と
人
類
も
地
球
も
宇
宙
全
体
も
、

き
っ
と
良
い
方
向
に
変
わ
っ
て
い
き
ま
す
。
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東
京
宣
教
セ
ン
タ
ー
長
が
あ
い
さ
つ
に
立
ち
、
五

月
五
日
に
執
り
行
わ
れ
た
『
開
教
百
二
十
年
み
ろ

く
大
祭
』
の
様
子
や
現
在
天
恩
郷
の
〝
ギ
ャ
ラ
リ
ー

お
ほ
も
と
〟
に
て
開
催
さ
れ
て
い
る
『
耀
盌
展
』

に
つ
い
て
、
ま
た
来
年
神
奈
川
主
会
主
催
の
『
出

口
王
仁
三
郎
そ
の
一
門
展
」
に
つ
い
て
紹
介
。「
芸

術
を
通
し
て
神
さ
ま
の
み
光
り
を
あ
ま
ね
く
輝
か

せ
、
対
外
講
演
会
な
ど
の
教
え
と
併
せ
て
広
く
宣

べ
伝
え
て
い
た
だ
き
た
い
」
と
述
べ
た
。

出
口
な
お
・
出
口
王
仁
三
郎
の
世
界
を
語
る

第
百
十
一
回
大
本
公
開
講
座
『
出
口
な
お
・
出

口
王
仁
三
郎
の
世
界
を
語
る
』
は
、
五
月
十
六
日

午
後
七
時
か
ら
八
時
三
十
分
ま
で
、
港
区
新
橋
の

航
空
会
館
に
お
い
て
、
浅
田
秋
彦
東
京
宣
教
セ
ン

タ
ー
長
を
講
師
に
「
出
口
王
仁
三
郎
の
予
言—

未

来
の
世
界
・
経
済
・
教
育
は
」
と
題
し
て
開
催
さ

れ
た
。
参
加
者
は
二
十
五
人
（
内
、
一
般
十
人
）。

栄
祈
願
祭
祝
詞
」
を
奏

上
。
関
東
は
も
と
よ
り

全
国
各
地
か
ら
申
し
込

ま
れ
た
企
業
百
九
十
一

社
の
社
名
が
読
み
あ
げ

ら
れ
、
世
界
経
済
の
発

展
と
各
企
業
の
繁
栄
を

祈
願
し
た
。

そ
の
後
、
玉
串
捧
奠

に
続
い
て
、
斎
主
先
達
で
「
神
言
」
を
奏
上
。
次

い
で
讃
美
歌
を
斉
唱
し
て
祭
典
を
終
え
た
。

祭
典
後
、
東
光
経
友
会
を
代
表
し
て
浅
田
秋
彦

同
会
幹
事
長
が
あ
い
さ
つ
を
の
べ
、
続
い
て
米
川

清
水
㈱
Ｎ
Ｔ
Ｔ
フ
ァ
シ
リ
テ
ィ
ー
ズ
常
務
取
締
役

が
「
環
境
問
題
を
考
え
る
〜
Ｉ
Ｔ
に
よ
る
省
エ
ネ

の
取
り
組
み
〜
」
と
題
し
て
記
念
講
演
が
行
わ
れ

た
。

東
光
苑
月
次
祭

東
光
苑
月
次
祭
は
五
月
十
三
日
、
午
前
十
時

三
十
分
か
ら
、
斎
主
・
和
田
桂
一
祭
務
課
長
の
も

と
執
行
さ
れ
、
三
百
五
十
五
人
が
参
拝
し
た
。

祭
員
は
東
京
主
会
、
少
年
少
女
祭
員
は
東
京
主

会
の
伊
藤
奏
流
く
ん
、

涌
井
大
嗣
郎
く
ん
、
吉

田
英
里
香
さ
ん
、
伶
人

は
宮
咩
会
関
東
支
部
、

大
本
神
諭
拝
読
は
朝
倉

泰
群
馬
主
会
長
、
添
釜

は
東
京
玉
松
分
所
の
皆

さ
ん
が
担
当
し
た
。

祭
典
後
、
浅
田
秋
彦

企
業
繁
栄
祈
願
祭

第
三
十
回
企
業
繁
栄
祈
願
祭
（
主
催
・
東
光
経

友
会
）
は
、
四
月
二
十
二
日
午
後
二
時
三
十
分
か

ら
、
斎
主
・
和
田
桂
一
祭
務
課
長
の
も
と
執
行
さ
れ
、

百
六
人
が
参
拝
し
た
。

祭
典
は
、
祓
式
行
事

に
続
い
て
斎
主
が
大
神

さ
ま
に
「
企
業
繁
栄
祈

願
大
神
奏
上
祝
詞
」
を

奏
上
。
続
い
て
一
同
で

「
天
津
祝
詞
」
を
奏
上
。

次
い
で
斎
主
が
市
杵
島

姫
命
さ
ま
に
「
企
業
繁

ＩＴ（情報技術）を通じて、節電に取
り組む暮らしを紹介された米川先生真剣な祈りを捧げる参拝者の皆さん

市杵島姫命さまに世界経済の安
定と各企業の繁栄をお祈りした

講
座
で
は
、
出
口
王
仁
三
郎
聖
師
が
示
し
た
教

典
『
霊
界
物
語
』
や
神
書
、
談
話
、
短
歌
な
ど
の

中
か
ら〝
み
ろ
く
の
世
〟の
姿
に
つ
い
て
解
説
。「〝
み

ろ
く
の
世
〟
が
訪
れ
る
日
を
た
だ
待
つ
の
で
は
な

く
、
ま
ず
自
分
自
身
の
心
の
中
に
〝
み
ろ
く
の
世
〟

を
築
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
力
説
し
た
。

参
加
者
か
ら
は
「
以
前
よ
り
出
口
聖
師
の
予
言

に
関
心
が
あ
り
、
勉
強
に
な
り
ま
し
た
。
混
乱
の

世
に
あ
っ
て
〝
今
な
す
べ
き
こ
と
〟
の
結
語
は
大

き
な
励
み
に
な
り
ま
し

た
（
七
十
五
歳
・
男
性
・

一
般
）」「
も
っ
と
世
界

的
な
目
を
持
ち
、
自
分

の
生
活
と
心
を
改
め
て

い
こ
う
と
思
い
ま
し
た

（
三
十
九
歳
・
女
性
・

一
般
）」
な
ど
の
感
想

が
寄
せ
ら
れ
た
。

大本常設対外講座ただいま開催中！
開催曜日	 毎週：月・水・金曜日	 参加費 無料

	 昼の部【講話】午後２時〜３時３０分

	 夜の部【実習】午後７時〜８時３０分

※ただし、毎月第３水曜日の〝夜の部〟は新橋での「大本公開講座」

開催のため休講いたします

場　所	 ８階ミーティングルーム（昼の部）、３階教務室（夜の部）

内　容	［昼の部］講話：月曜日「人生の目的」　

	 	 水曜日「人生を豊かに生きるために」

	 	 金曜日「あの世を知ってこの世を生きる」

	 ［夜の部］実習：礼拝・鎮魂・修座・浄書（各曜日共通）

神さまの意に叶った生活の実践を

東
光
苑
祭
典
・
行
事
予
定

６
月10

日
（
日
）	

午
前
10
時
30
分

		

東
光
苑
月
次
祭
・
世
界
平
和
祈
願
祭

	

市
杵
島
姫
命
例
祭

20
日
（
水
）	

午
後
７
時
〜
８
時
30
分

		

「
出
口
な
お
・
出
口
王
仁
三
郎
の
世
界
を
語
る
」

		

講
題

日
本
お
よ
び
日
本
人
の
使
命

—

日
本
は
世
界
の
要—

		

講
師

森

良
秀
（
東
京
宣
教
セ
ン
タ
ー
次
長
）

		

会
場

航
空
会
館
（
港
区
新
橋
）

７
月８

日
（
日
）	

午
前
10
時
30
分

		

東
光
苑
月
次
祭
・
市
杵
島
姫
命
例
祭

18
日
（
水
）	

午
後
７
時
〜
８
時
30
分

		

「
出
口
な
お
・
出
口
王
仁
三
郎
の
世
界
を
語
る
」

		

講
題

宇
宙
創
造
神
と
人

—

人
間
を
あ
や
つ
る
も
の—

		

講
師

浅
田
秋
彦
（
東
京
宣
教
セ
ン
タ
ー
長
）

		

会
場

航
空
会
館
（
港
区
新
橋
）

毎
週
月
・
水
・
金
曜
「
常
設
対
外
講
座
」
開
催
中

	

［
昼
の
部
］
講
話　

午
後
２
時
〜
３
時
30
分

	

［
夜
の
部
］
実
習　

午
後
７
時
〜
８
時
30
分


