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教主さまお作 灰釉茶盌 銘「椿寿」

木こ

の
花は
な

の
匂に
ほ

ふ
が
ご
と
く
三あ
な
な
い五
の

み
の
り
は
四よ

も方
に
広ひ
ろ

ま
り
に
け
り

大
本
本
部
長
　
浅 

田 

秋 

彦

　

聖
師
さ
ま
は
「
大
本
の
生
命
は
立
替
え
立
直
し
で
あ
る
。
し
か
も
立
替
え
、
す
な
わ
ち
破
壊
は
悪
魔
が
す

る
の
だ
、
大
本
神
の
仕
事
は
建
設
に
あ
る
」
と
説
か
れ
ま
し
た
。

　

昨
年
９
月
に
出
版
さ
れ
た
〝
立
直
し
の
神
諭
〟「
い
づ
の
め
し
ん
ゆ
」
に
は
「
綾
部
の
大
本
は
今
が
一
番
大

事
の
大
峠
で
あ
る
か
ら
、
皆
の
役
員
信
者
が
誠
の
日

や
ま
と
だ
ま
し
い

本
魂
を
発
揮
し
て
、
天
地
に
代
わ
る
大
活
動
の
時
期
で

あ
る
ぞ
よ
」
と
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

教
主
さ
ま
は
、
昨
年
の
大
本
開
祖
大
祭
ご
あ
い
さ
つ
で
、『
聖
師
さ
ま
は
今
、
私
た
ち
大
本
信
徒
に
「
大
本

の
み
教
え
を
広
く
世
界
に
宣の

べ
伝
え
て
、
人
々
を
救
い
な
さ
い
」
と
の
御み

こ

え声
を
発
し
て
お
ら
れ
る
よ
う
で
、

今
一
度
、
腹
帯
を
締
め
直
し
て
、
神
教
宣
布
の
ご
用
に
力
を
尽
く
さ
せ
て
い
た
だ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

思
う
の
で
ご
ざ
い
ま
す
』
と
お
示
し
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

　

今
年
の
教
団
方
針
で
は
、
宣
教
方
法
を
従
来
の
「
講
師
と
信
徒
の
対
面
型
」
か
ら
、「
み
教
え
の
実
践
リ
ー

ダ
ー
型
」
へ
大
き
く
転
換
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
本
部
と
地
方
機
関
が
向
き
合
っ
た
状
態
か
ら
、共
に
外
に
広
く
、

内
に
深
く
の
宣
教
へ
転
換
す
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
信
徒
一
人
ひ
と
り
が
「
み
教
え
の
実
践
リ
ー

ダ
ー
」
と
な
り
、
神
教
を
お
伝
え
す
る
ご
神
業
に
お
仕
え
す
る
の
で
す
。
こ
れ
に
よ
り
個
々
の
身
魂
磨
き
と

同
時
に
、
周
囲
の
信
徒
の
育
成
に
も
つ
な
が
り
ま
す
。
具
体
的
に
は
、「
計
画
（
望
み
）・
実
行
（
為
し
）・
評

価
（
省
み
）・
改
善
（
悟
る
）」
を
順
次
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
成
果
を
収
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
計
画
は

ご
神
業
で
す
か
ら
、
素
直
に
さ
せ
て
い
た
だ
く
決
意
が
大
切
で
す
。
実
行
に
は
具
体
策
・
準
備
を
本
部
が
整
え
、

本
部
・
地
方
機
関
が
一
体
と
な
っ
て
実
践
す
る
こ
と
で
す
。
そ
の
結
果
を
評
価
し
、
次
に
つ
な
げ
て
い
き
ま
す
。

結
果
に
つ
い
て
、
本
部
は
支
援
・
褒
賞
す
る
こ
と
も
考
え
て
い
ま
す
。

　

こ
の
実
践
サ
イ
ク
ル
が
動
け
ば
、「
い
づ
の
め
し
ん
ゆ
」
の
通
り
「
大
本
は
何な

に

か彼
の
こ
と
が
忙
し
く
な
り
て
、

目
の
回
る
ご
と
く
に
な
る
」
の
で
、
本
部
も
地
方
機
関
も
信
徒
も
、
も
っ
と
も
っ
と
忙
し
く
な
り
、
こ
れ
が

ま
た
有
難
い
わ
け
で
す
。
こ
の
年
も
相
変
わ
り
ま
し
て
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

千
載
一
遇
の
「
立
直
し
」
の
神
業
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（
体
）
と
な
っ
て
現
れ
る
の
が
万
有
の
法
則
で
、

こ
れ
を
霊
主
体
従
と
い
い
ま
す
。

　

人
は
精
霊
と
肉
体
で
構
成
さ
れ
て
い
ま
す

が
、
重
要
な
こ
と
は
霊
が
主
で
体
が
従
で
あ
る

と
い
う
こ
と
。
つ
ま
り
、
人
の
本
体
は
肉
体
で

な
く
精
霊
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

精
霊
は 

人
の
本
体 

肉
体
は

そ
の
精
霊
の 

こ
ろ
も
（
衣
） 

な
り
け
り

（
出
口
王
仁
三
郎
聖
師
）

　

そ
し
て
、
人
の
死
は
肉
体
の
死
で
あ
っ
て
、

精
霊
は
霊
界
で
永
遠
に
生
き
続
け
ま
す
。
精
霊

は
不
滅
な
の
で
す
。

天
国
と
地
獄

　

「
天
国
と
地
獄
の
長
い
箸
」
の
例
え
話
を
聞

か
れ
た
こ
と
が
あ
る
で
し
ょ
う
か
。
天
国
に
も

地
獄
に
も
大
き
な
鍋
が
用
意
さ
れ
て
い
て
、
み

ん
な
で
囲
ん
で
食
事
を
す
る
の
で
す
が
、
そ
れ

ぞ
れ
に
長
い
箸
が
置
か
れ
て
い
ま
す
。

　

必
ず
そ
の
箸
を
使
っ
て
食
べ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
い
う
の
が
、
天
国
・
地
獄
に
共
通
し
た

決
ま
り
ご
と
で
し
た
。

　

地
獄
の
人
た
ち
は
、
そ
の
長
い
箸
で
、
自
分

の
口
に
食
べ
物
を
運
ぼ
う
と
し
ま
す
が
、
何
度

や
っ
て
も
食
べ
物
は
こ
ぼ
れ
る
ば
か
り
。
食
べ

る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
ご
馳
走
が
目

と
も
い
い
ま
す
。
現
界
が
よ
く
な
れ
ば
霊
界

も
よ
く
な
る
と
い
う
相
関
関
係
が
あ
り
ま
す
。

　

神
は
こ
の
世
に
天
国
を
建
設
さ
れ
る
に
あ

た
っ
て
、ど
う
し
て
も
人
間
の
内
分
を
〝
愛
善
〟

〝
信
真
〟
に
し
よ
う
と
願
わ
れ
て
い
ま
す
。
な

ぜ
な
ら
ば
、
人
こ
そ
が
こ
の
世
を
天
国
化
さ

せ
る
神
の
代
行
者
だ
か
ら
で
す
。
神
は
人
の

内
分
を
仲
介
す
る
こ
と
な
し
に
、
こ
の
世
に

神
の
愛
善
と
信
真
を
流
入
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
の
で
す
。

　

人
生
の 

真
目
的
は 

地
の
上
に

無
窮
の
天
国 

建
つ
る
に
あ
り
け
り

（
出
口
王
仁
三
郎
聖
師
）

　

人
の
想
念
は
ど
ん
な
も
の
に
も
通
じ
、
ど

ん
な
も
の
の
中
に
で
も
入
っ
て
い
き
ま
す
。

世
の
中
を
良
く
し
よ
う
と
思
え
ば
、
ま
ず
は

一
人
ひ
と
り
の
想
念
を
清
ら
か
に
し
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

現
界
で
は
人
の
心
の
立
替
え
立
直
し
に

よ
っ
て
浄
化
さ
れ
、
天
国
が
築
き
上
げ
ら
れ

る
と
教
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
心
の
立
替
え
立

直
し
を
「
身
魂
み
が
き
」
と
も
い
い
ま
す
。

具
体
的
に
は
〝
素
直
に
自
己
を
省
み
る
〟
こ

と
が
大
切
と
さ
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
口
（
言
）

と
心
と
行
い
が
一
致
す
る
生
活
を
続
け
、
報

恩
感
謝
の
心
を
育
む
の
が
、
神
心
に
近
づ
く

一
番
の
近
道
と
教
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

霊
界
を
知
る
と
い
う
こ
と
は
目
に
見
え
な

い
絶
対
主
の
ご
存
在
を
悟
り
、
こ
の
世
で
「
生

か
さ
れ
て
い
る
」
こ
と
に
気
づ
く
こ
と
と
も

言
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
霊
界
を

知
っ
て
こ
そ
、
よ
り
一
生
懸
命
に
生
き
る
こ

と
に
つ
な
が
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

を
自
由
に
動
け
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
人
の
意

志
や
想
念
を
現
界
の
な
か
の
「
精
神
界
」
と

い
い
ま
す
。
大
本
で
は
死
後
の
世
界
だ
け
で

な
く
、
こ
の
精
神
界
も
霊
界
の
一
部
と
し
て

い
ま
す
。

　

霊
界
は
想
念
の
世
界
で
無
限
に
広
が
っ
て

い
ま
す
。
ど
こ
か
へ
行
き
た
い
と
思
え
ば
そ

の
場
所
に
行
け
、
固
定
的
な
時
間
や
空
間
に

し
ば
ら
れ
な
い
の
が
霊
界
の
特
徴
で
す
。

人
の
本
体
は
精
霊

　

大
本
の
霊
界
観
を
お
話
す
る
上
で
、
も
う

一
つ
重
要
な
こ
と
は
、〝
万
物
に
は
霊
が
宿
さ

れ
て
い
る
〟
と
い
う
こ
と
で
す
。
犬
や
猫
の

よ
う
な
動
物
を
は
じ
め
、
植
物
や
石
こ
ろ
の

よ
う
な
鉱
物
に
さ
え
も
霊
は
存
在
し
ま
す
。

逆
説
的
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、
こ
の
世
で
は

霊
が
存
在
し
な
け
れ
ば
、
形
が
存
在
し
な
い

と
い
う
こ
と
で
す
。

　

人
の
心
は
文
字
ど
お
り
コ
ロ
コ
ロ
と
心
境

が
変
わ
り
ま
す
が
、
そ
れ
だ
け
精
妙
に
で
き

て
い
る
か
ら
で
す
。
精
妙
な
霊
と
い
う
意
味

か
ら
、
人
の
霊
を
特
別
に
「
精
霊
」
と
い
い

ま
す
。
楽
し
い
と
か
悲
し
い
と
い
う
心
の
情

態
は
、
言
葉
や
表
情
に
現
れ
て
き
ま
す
。
こ

の
こ
と
を
〝
霊
は
形
相
す
る
〟
と
表
現
し
て

い
ま
す
。
霊
が
主
で
あ
っ
て
、
そ
の
力
が
形

し
た
。
で
も
、
今
は
歌
舞
伎
町
を
一
人
で
歩

く
の
は
ち
ょ
っ
と
怖
い
で
す
。
新
宿
の
街
が

天
国
か
地
獄
か
？　

と
い
う
こ
と
を
言
っ
て

い
る
の
で
は
な
く
て
、
私
の
想
念
が
当
時
と

今
で
は
違
う
の
で
、
同
じ
街
で
も
感
じ
方
が

違
う
と
い
う
こ
と
で
す
。
想
念
が
そ
こ
に
い

る
環
境
の
見
え
方
ま
で
も
変
え
て
し
ま
う
の

で
す
。

　

天
国
と
地
獄
は
、
神
の
「
愛
善
信
真
」
と

い
う
モ
ノ
サ
シ
か
ら
分
け
ら
れ
た
世
界
で
す
。

神
は
決
し
て
「
生
前
に
罪
を
犯
し
た
か
ら
地

獄
に
落
と
す
ぞ
」
と
は
さ
れ
ま
せ
ん
。
む
し

ろ
地
獄
の
精
霊
ま
で
救
い
あ
げ
よ
う
と
さ
れ

る
の
が
神
の
愛
で
、
い
さ
さ
か
も
悪
い
想
念

は
持
っ
て
お
ら
れ
な
い
で
す
。
し
か
し
、
地

獄
人
は
こ
れ
を
忌
み
嫌
い
、
神
よ
り
離
れ
る

こ
と
の
み
を
願
う
の
で
す
。

　

現
世
に
お
い
て
、
愛
善
信
真
と
真
反
対
な

「
利わ

れ

よ

し

己
主
義
」「
弱つ

よ
い
も
の
が
ち

肉
強
食
」
に
満
た
さ
れ
た

精
霊
に
と
っ
て
は
、
神
の
救
わ
れ
よ
う
と
す

る
御
心
が
か
え
っ
て
苦
し
い
と
い
い
ま
す
。

こ
の
改
心
の
苦
し
さ
が
地
獄
の
苦
し
み
と
い

え
る
か
と
思
い
ま
す
。

　

大
本
教
典
の
「
霊
界
物
語
」
に
は
、
天
国
に

ふ
さ
わ
し
く
な
い
精
霊
に
と
っ
て
は
、
そ
の

天
国
の
〝
愛
の
熱
〟
と
〝
信
の
光
〟
に
耐
え

う
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

天
国
に
昇
る
資
格
の
な
い
精
霊
に
と
っ
て

は
、
そ
こ
に
至
る
道
の
入
口
す
ら
目
に
入
ら

な
い
の
で
す
。

　

愛
善
の 

徳
に
充
ち
た
る 

魂た
ま

な
れ
ば

み
な
天
国
に 

籍
を
お
く
な
り

　

こ
と
さ
ら
に 

神
は
地
獄
を 

造
ら
ね
ど

己お
の

が
造
り
て 

お
の
が
行
く
な
り

（
出
口
王
仁
三
郎
聖
師
）

内
分
と
外
分

　

人
の
精
霊
に
は
内
分
と
外
分
と
い
わ
れ
る

部
分
が
あ
り
ま
す
。「
内
分
」
は
精
霊
の
内
奥

部
に
位
置
し
、
意
思
と
智
性
か
ら
で
き
て
い

ま
す
。
内
分
の
本
質
は
、
も
と
は
神
か
ら
賦

与
さ
れ
た
〝
愛
〟
と
〝
信
〟
で
す
が
、
そ
の

愛
は
〝
意
思
〟
と
し
て
、
信
は
〝
智
性
〟
と

し
て
現
れ
た
も
の
で
す
。

　

「
外
分
」
は
、
精
霊
の
外
辺
部
に
あ
っ
て
物

質
界
と
接
触
し
て
お
り
、
精
霊
の
感
覚
と
動

作
に
属
す
る
も
の
を
い
い
ま
す
。
具
体
的
に

は
顔
貌
、
言
語
、
動
作
な
ど
で
す
。
人
は
成
長

す
る
に
つ
れ
外
分
が
形
成
さ
れ
て
い
き
ま
す
。

　

人
は
外
見
を
装
っ
て
人
と
接
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
内
心
「
こ
の
人
苦
手
だ
な
ぁ
」

と
思
っ
て
い
て
も
、
顔
は
笑
顔
を
つ
く
ろ
っ
て

「
こ
ん
に
ち
は
」
と
言
え
ま
す
。
し
か
し
愛
想

笑
い
し
た
り
「
お
母
さ
ん
が
寝
不
足
だ
か
ら

夜
泣
き
は
や
め
と
こ
う
」
と
い
う
赤
ん
坊
は
聞

い
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。
生
ま
れ
た
こ
ろ

は
内
分
と
外
分
が
一
致
し
て
い
る
か
ら
で
す
。

　

霊
界
は
内
分
の
世
界
で
、
人
は
死
ぬ
と
、

時
間
が
た
つ
に
つ
れ
て
外
分
が
剥は

が
れ
て
い

き
ま
す
。
そ
の
精
霊
の
本
性
と
い
い
ま
す
か
、

本
質
を
隠
し
と
お
す
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

　

人
生
の
大
半
を
占
め
る
仕
事
に
し
て
も
、
人

の
た
め
に
役
立
ち
た
い
と
〝
ま
ご
こ
ろ
〟
か

ら
作
る
も
の
と
、
功
名
や
利
益
ば
か
り
求
め

て
作
る
も
の
で
は
、
結
果
が
違
っ
て
き
ま
す
。

愛
も
自
己
愛
に
偏

か
た
よ

れ
ば
「
愛
悪
」
に
な
る
し
、

信
も
真
理
か
ら
外
れ
て
は
「
信
偽
」
と
い
っ

て
ニ
セ
モ
ノ
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
最
も
恐

ろ
し
い
の
は
、
愛
悪
や
信
偽
の
情
態
で
あ
る
こ

と
に
気
づ
か
ず
に
、
そ
れ
が
当
た
り
前
に
な
っ

て
し
ま
う
こ
と
で
す
。

　

内
分
が
神
心
に
近
い
、
つ
ま
り
愛
善
信
真

に
開
け
て
い
る
人
は
、
自
然
と
徳
が
備
わ
っ

て
い
る
よ
う
に
感
じ
ま
す
。
そ
し
て
、
良
い

想
念
は
良
い
想
念
を
呼
ぶ
よ
う
に
、
徳
の
備

わ
っ
た
人
に
は
、
自
然
と
志
の
高
い
人
が
集

ま
っ
て
く
る
の
も
霊
界
の
法
則
と
よ
く
似
て

い
ま
す
。

霊
界
を
知
っ
て

人
生
の
目
的
を
知
る

　

大
本
で
は
開
教
以
来
、
神
に
よ
る
「
三
千

世
界
の
立
替
え
立
直
し
」
が
啓
示
さ
れ
て
い

ま
す
。
三
千
世
界
と
は
天
国
・
地
獄
・
現
界

の
三
界
を
い
い
ま
す
。
神
は
目
に
見
え
な
い

霊
界
の
隅
々
に
至
る
ま
で
浄
化
し
、
天
国
を

広
げ
、
地
獄
を
お
救
い
に
な
ら
れ
る
の
で
す
。

　

現
界
は
す
べ
て
霊
界
の
移
写
、
縮
図
で
す
。

霊
界
で
起
こ
っ
た
こ
と
は
現
界
に
写
っ
て
く

る
こ
と
か
ら
、
現
界
の
こ
と
を
「
ウ
ツ
シ
世
」

の
前
に
あ
っ
て
も
常
に
飢
え
に
苦
し
み
、
そ

の
せ
い
で
争
い
も
絶
え
な
い
状
態
で
し
た
。

　

天
国
の
人
た
ち
は
と
い
う
と
、
た
く
さ
ん

お
い
し
い
も
の
を
食
べ
、
誰
も
が
幸
せ
に
満

た
さ
れ
た
顔
を
し
て
い
ま
し
た
。
な
ぜ
な
ら
、

み
ん
な
、
そ
の
長
い
箸
を
人
の
た
め
に
使
っ

て
い
た
の
で
す
。
鍋
を
挟
ん
で
向
か
い
側
に

い
る
人
に
「
は
い
、
ど
う
ぞ
」
と
食
べ
物
を

届
け
て
い
た
の
で
す
。「
ま
ず
は
、
あ
な
た
か

ら
ど
う
ぞ
」
と
、
自
然
に
思
え
る
人
た
ち
の

集
ま
る
天
国
は
、
飢
え
も
争
い
も
な
い
、
み

な
が
笑
い
合
え
る
幸
せ
な
世
界
で
し
た
。

　

天
国
は
「
愛
の
善
」
と
「
信
の
真
」
か
ら

成
り
立
っ
て
い
ま
す
。
天
国
の
愛
は
利
他
的

な
〝
世
の
た
め
人
の
た
め
〟
と
い
う
愛
で
、

熱
に
相
応
し
ま
す
。
同
様
に
信
は
正
し
い
真

理
を
信
じ
る
こ
と
で
光
に
相
応
し
ま
す
。

　

男
女
の
カ
ッ
プ
ル
を
指
し
て
「
ア
ツ
イ
ね
」

と
は
や
し
立
て
た
り
、
良
い
ア
イ
デ
ア
が
浮

か
ん
だ
と
き
に
「
閃
い
た
！
」
と
言
っ
た
り

す
る
の
も
、
愛
（
意
志
）
は
熱
に
、
信
（
智
性
）

に
光
に
相
応
す
る
こ
と
か
ら
生
ま
れ
た
言
葉

の
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　

死
ん
だ
ら
誰
も
が
「
地
獄
」
よ
り
「
天
国
」

に
行
き
た
い
と
思
う
は
ず
で
す
。
天
国
は
嚠

り
ゅ
う
り
ょ
う喨

な
音
楽
が
流
れ
、
美
し
い
花
に
囲
ま
れ
な
が

ら
過
ご
す
極
楽
の
世
界
、
地
獄
は
針
の
山
や

熱
湯
の
釜
で
、
苦
痛
に
満
ち
た
世
界
を
連
想

し
ま
す
。

　

し
か
し
、
全
て
の
精
霊
に
と
っ
て
、
天
国

は
安
楽
で
あ
り
地
獄
は
苦
し
み
の
世
界
と
は

限
ら
な
い
の
で
す
。
精
霊
に
よ
っ
て
は
、
天

国
も
決
し
て
楽
な
と
こ
ろ
で
は
な
い
の
で
す
。

　

今
か
ら
20
年
以
上
前
の
学
生
時
代
、
私
に

と
っ
て
は
友
だ
ち
と
夜
の
新
宿
で
遊
ぶ
の
が

楽
し
く
て
、
そ
こ
は
ま
さ
に
天
国
の
よ
う
で

現
界
は
霊
界
の
中
に
あ
る

　

一
般
に
霊
界
と
い
う
と
死
後
の
世
界
、
目
に

見
え
な
い
世
界
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
人
が
多
い

か
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
厳
密
に
い
う
と
霊

界
は
死
後
の
世
界
だ
け
に
と
ど
ま
り
ま
せ
ん
。

　

現
界
と
よ
ば
れ
る
「
こ
の
世
」
に
も
目
に

見
え
な
い
も
の
は
存
在
し
ま
す
。
例
え
ば
、

人
の
心
は
肉
体
か
ら
取
り
出
し
て
他
人
に
見

せ
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
が
、
そ
の
存
在
を

疑
う
人
は
い
な
い
と
思
い
ま
す
。
本
日
は
人

の
心
を
「
意
思
」
や
「
想
念
」
と
い
う
言
葉

に
置
き
換
え
て
話
を
進
め
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

恋
人
を
待
ち
焦
が
れ
る
一
時
間
と
二
人
で

一
緒
に
過
ご
す
一
時
間
で
は
、
ど
ち
ら
の
ほ
う

が
時
間
の
経
過
が
早
く
感
じ
る
で
し
ょ
う
か
。

楽
し
い
時
間
は
ア
ッ
と
い
う
間
に
過
ぎ
て
し

ま
い
ま
す
ね
。
で
も
、
ど
ち
ら
の
時
間
も
時

計
の
針
の
進
み
に
変
わ
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。

あ
る
い
は
授
業
中
、
顔
は
黒
板
に
向
い
て
い

て
も
、
意
識
は
上
の
空
？
？
…　

の
よ
う
な

と
き
も
あ
り
ま
す
。「
お
弁
当
の
お
か
ず
は
な

ん
だ
ろ
う
な
ぁ
」
と
か
「
学
校
が
終
わ
っ
た

ら
な
に
し
て
遊
ぼ
う
か
な
ぁ
」
と
か
、
想
念

は
別
の
と
こ
ろ
に
あ
り
ま
す
。

　

私
た
ち
の
肉
体
は
時
間
・
空
間
に
拘
束
さ

れ
た
現
界
に
あ
り
ま
す
が
、
想
念
は
体
の
外

掲
載
文
は
、
平
成
28
年
８
月
16
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
。

愛
善
宣
教
課
主
事

鈴
木 

林
太
郎

大
本
の
霊
界
観
〜
目
に
見
え
な
い
も
の
を
信
じ
て
生
き
る
〜
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第
１
６
６
回
「
大
本
公
開
講
座
」
は
、
12
月

21
日
午
後
７
時
か
ら
、
港
区
新
橋
の
航
空
会
館

で
開
催
さ
れ
、
出
口
篁
国
内
愛
善
宣
教
課
主
事

が
「
人
生
に
と
っ
て
大
切
な
も
の
」
〜
人
は
何

の
た
め
に
生
き
る
の
か
〜
と
題
し
て
講
話
し
た
。

参
加
者
は
26
人
（
内
、
一
般
６
人
）。

　
講
師
は
、『
ど
ん
な
場
合
で
も
「
あ
り
が
た

い
」
と
思
う
心
、
こ
れ
は
神
に
近
づ
く
第
一
歩

で
あ
る
』（
出
口
日
出
麿
尊
師
）
と
の
お
示
し

を
引
用
し
な
が
ら
、「
日
頃
か
ら
周
囲
に
対
し

て
〝
あ
り
が
と
う
〟
と
い
う
感
謝
の
言
霊
を
発

す
る
こ
と
が
大
切
」
と
し
て
、「
常
に
心
の
中

に
春
の
よ
う
な
穏
や
か
さ
を
い
だ
き
、
好
意
を

持
っ
て
人
に
接
す
る
こ
と
が
、
神
さ
ま
の
み
心

に
添
う
第
一
歩
」
と
語
っ
た
。

　
参
加
者
か
ら
は
「
日
常
生
活
の
中
で
、〝
あ

り
が
た
い
〟
と
思
え
る
こ
と
の
大
切
さ
を
感

じ
ま
し
た
」（
女

性
・
一
般
）、「
明

る
く
楽
し
い
雰
囲

気
に
心
が
洗
わ
れ

ま
し
た
」（
女
性
・

信
徒
）
等
の
声
が

寄
せ
ら
れ
た
。

東
光
苑
葬
祭
研
修
会
は
、
11
月
19
日
午
前
９

時
か
ら
、
東
京
宣
教
セ
ン
タ
ー
で
開
催
さ
れ
、

25
人
が
参
加
し
た
。

開
講
式
の
後
、
猪
子
恒
東
京
宣
教
セ
ン
タ
ー

次
長
が
「
葬
儀
執
行
の
流
れ
」
と
題
し
、
喪
家
の

心
得
や
葬
儀
、
お
墓
な
ど
に
つ
い
て
講
話
。
ま

た
午
後
か
ら
は
高
野
春
樹
祭
務
課
長
が
「
斎
場

調
度
品
と
神
饌
物
に
つ
い
て
」
と
題
し
、
各
調

度
品
の
意
味
や
葬
祭
で
の
神
饌
物
の
盛
り
付
け

方
な
ど
を
説
明
。
休
憩
を
は
さ
み
両
講
師
に
よ

り
「
葬
儀
の
司
会
進
行
の
仕
方
」
と
し
て
、
実

際
に
葬
祭
を
想
定
し
な
が
ら
実
習
し
た
。「
質
疑

応
答
」
で
は
、

日
供
米
（
料
）

の

意

義

や
、

大
本
信
徒
共

同
墳
へ
の
埋

葬
に
つ
い
て

な
ど
の
質
問

が
あ
り
、
研

修
を
深
め
た
。

東
光
苑
月
次
祭
・
市
杵
島
姫
命
例
祭
は
12

月
11
日
、
午
前
10
時
30
分
か
ら
斎
主
・
鈴
木

林
太
郎
愛
善
宣
教
課
主
事
の
も
と
執
行
さ
れ
、

２
９
０
人
が
参
拝
し
た
。

祭
員
は
関
東
教
区
各
主
会
お
よ
び
、
関
東
在

住
の
青
年
部
員
、
伶
人
は
二
絃
の
会
関
東
支
部
、

大
本
神
諭
拝
読
は
、
東
京
主
会
の
山
下
直
輝
青

年
部
員
、
添
釜
は
神
奈
川
主
会
が
担
当
し
た
。

祭
典
後
、
浅
田
秋
彦
本
部
長
が
あ
い
さ
つ
に

立
ち
、「
本
年
は
教
主
さ
ま
が
五
代
教
主
と
し

て
お
立
ち
に
な
ら
れ
て
よ
り
15
年
の
節
目
の
年

東
光
苑
葬
祭
研
修
会

大
本
公
開
講
座

で
あ
り
、
神
島
開
き
１
０
０
周
年
の
現
地
祭
典

執
行
、
ま
た
『
い
づ
の
め
し
ん
ゆ
』
刊
行
、
聖

師
さ
ま
関
東
ご
巡
教
並
び
に
走
水
神
社
参
拝

１
０
０
周
年
記
念
祭
典
、
東
京
本
部
に
お
け
る

ギ
ャ
ラ
リ
ー
お
ほ
も
と
（
東
光
苑
）
の
開
設
な

ど
、
神
さ
ま
の
お
仕
組
が
如
実
に
進
ん
で
い
る

こ
と
を
感
じ
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
」
と
一
年
を

振
り
返
り
、「
神
教
を
広
く
伝
え
、
救
世
の
神

業
に
お
使
え
し
ま
す
」
を
モ
ッ
ト
ー
と
す
る
平

成
29
年
度
教
団
方
針
の
骨
子
を
説
明
、
新
た
な

ご
神
業
の
展
開
に
期
待
を
寄
せ
た
。

次
い
で
、
午
後
か
ら
開
催
さ
れ
る
関
東
教
区

青
松
会
主
催
の
「
元
気
が
出
る
研
修
会
」
講
師
・

橋
本
伸
作
大
本
本
部
青
松
会
長
が
あ
い
さ
つ
。

続
い
て
飯
田
俊
明
大
本
総
代
が
、
10
月
16
日
に

執
行
さ
れ
た
走
水
神
社
記
念
祭
典
に
つ
い
て
報

告
し
、
参
拝
者
に
謝
辞
を
述
べ
た
。

最
後
に
、
本
年
９
月
か
ら
都
内
大
型
書
店
に

て
展
開
し
た
『
い
づ
の
め
し
ん
ゆ
』
を
中
心
と

す
る
書
籍
宣
教
活
動
の
経
過
を
愛
善
宣
教
課
よ

り
報
告
。
直
会
後
に
は
、
直
心
会
埼
玉
連
合
会

と
関
東
教
区
青
年
部
に
よ
る
バ
ザ
ー
、
ま
た
天

声
社
の
出
張
販
売
も
行
わ
れ
た
。

実際の葬祭調度品を前に、配置位置
の説明や流旗、五色真栄旗などの色
の持つ意味などを研修

東
光
苑
月
次
祭

青年部員が中心となっての祭員奉仕。清々しくお使え
させていただいた

左下のQRコード・URLから
アクセスしてみてください。

祭典・行事のご案内をはじめ、東京
宣教センター所蔵の耀盌や、歴代教
主・教主補さまのお作品が閲覧でき
ます。また、本誌「阿づまの光」も
Webページでご覧いただけます！

大本東京本部ホームページ

東
光
苑
祭
典
・
行
事
予
定

１
月１

日
（
祝
・
日
）
午
前
７
時
執
行

新
年
祭

１
日
〜
３
日(

日
〜
火)

各
日
午
前
９
時
30
分
か
ら

年
賀

７
日
（
土
）
午
前
10
時
30
分
〜
午
後
３
時

東
光
苑
七
草
粥

８
日
（
日
）
午
前
10
時
30
分
執
行

東
光
苑
月
次
祭
・
成
人
式
式
典

18
日
（
水
）
午
後
７
時
〜
８
時
30
分

21
世
紀
・
生
き
が
い
講
座
（
航
空
会
館
・
新
橋
）

講
題

出
口
な
お
の
預
言

〜
世
界
の
大
峠
と
立
替
え
立
直
し
〜

講
師

猪
子　

恒
（
東
京
宣
教
セ
ン
タ
ー
次
長
）

19
日
（
木
）
午
前
10
時
30
分
執
行

聖
師
毎
年
祭
（
69
年
）

２
月３

日
（
金
）
午
後
６
時
30
分
執
行

開
教
１
２
５
年　

節
分
大
祭
遥
拝
祭

二
代
教
主
・
四
代
教
主
聖
誕
祭

12
日
（
日
）
午
前
10
時
30
分
執
行

	

東
光
苑
月
次
祭
・
豊
年
祈
願
祭
・
市
杵
島
姫
命
例
大
祭

15
日
（
水
）
午
後
７
時
〜
８
時
30
分

21
世
紀
生
き
が
い
講
座
（
航
空
会
館
・
新
橋
）

講
題

出
口
王
仁
三
郎
が
示
し
た
世
界

〜
霊
界
物
語
と
九
州
筑
紫
島
〜

講
師

椎
野
恭
三
（
祭
務
課
主
幹
）

25
日
（
土
）、
26
日
（
日
）

	

教
本
１
級
〜
３
級
認
定
講
習
会


	阿づまの光2017.01-HP45.pdf
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