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平成 29 年（2017）

４月号・Aprilo

【
弥
仙
山
金
峰
山
土
　
本
宮
山
梅
】

教主さまお作  灰釉茶盌 銘「弥仙の春」

若わ
か
う
ど人
の
奮ふ

る

ひ
起た

つ
べ
き
と
き
は
来き

ぬ

若わ
か

き
日に

ほ

ん本
の
春は

る

は
近ち

か

め
り

愛
善
宣
教
課
主
幹
　
橋 

本 

伸 

作

東
光
苑
月
次
祭
で
初
め
て
司
会
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
厳
粛
な
祭
典
に
お
仕
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
な
が

ら
、
大
き
な
ご
神
徳
を
頂
い
た
。

祭
典
前
日
の
リ
ハ
ー
サ
ル
。
関
東
教
区
の
祭
員
の
方
々
に
混
じ
っ
て
、
一
人
の
青
年
の
姿
が
あ
っ
た
。
指

導
者
か
ら
細
か
い
指
導
を
繰
り
返
し
受
け
て
い
た
。
主
会
に
は
ご
神
前
が
な
い
の
で
、
お
そ
ら
く
こ
の
よ
う

な
大
き
な
場
所
で
祭
典
に
奉
仕
す
る
機
会
は
少
な
い
に
違
い
な
い
。
自
分
が
同
じ
年
ご
ろ
で
あ
れ
ば
、
務
ま

る
か
ど
う
か
分
か
ら
な
い
よ
う
な
場
面
に
、
果
た
し
て
素
直
に
参
加
し
た
だ
ろ
う
か
と
思
う
と
、
疑
わ
し
い
。

青
年
に
は
そ
の
よ
う
な
雰
囲
気
は
い
さ
さ
か
も
な
か
っ
た
。
で
き
る
と
か
、
で
き
な
い
と
か
で
は
な
く
、

素
直
な
気
持
ち
で
お
仕
え
さ
せ
て
い
た
だ
こ
う
と
い
う
、
ま
っ
す
ぐ
な
姿
勢
が
感
じ
ら
れ
た
。
一
つ
一
つ
の

動
作
を
学
ぶ
姿
は
、
真
剣
そ
の
も
の
だ
っ
た
。

出
口
日
出
麿
尊
師
さ
ま
は
、

「
人
間
的
に
み
て
、
好
結
果
を
得
た
こ
と
、
か
な
ら
ず
し
も
神
の
御お

ん

め目
に
善
な
り
と
は
い
い
が
た
く
、
人
間

的
な
不
結
果
が
却か

え

っ
て
永
遠
の
眼め

、
大
局
の
考
え
よ
り
す
れ
ば
善
で
あ
る
こ
と
が
お
う
お
う
あ
る
の
で
あ
る
。

だ
か
ら
、
一
切
を
（
一い

ち
い
ち々

の
心
も
一
々
の
言げ

ん
こ
う行

も
）
神
に
お
供
え
し
た
気
持
で
、
い
わ
ゆ
る
、
善
悪
を
超
越

し
て
瞬
間
瞬
間
を
み
旨
の
ま
ま
に
行
動
す
る
よ
う
つ
と
め
ね
ば
な
ら
ぬ
」（『
信
仰
覚
書
』
第
六
巻
）

と
お
示
し
く
だ
さ
っ
て
い
る
。

人
間
心
を
捨
て
て
、
す
べ
て
を
神
さ
ま
の
み
心
に
委ゆ

だ

ね
、
そ
の
時
そ
の
時
の
最
善
を
尽
く
さ
せ
て
い
た
だ

く
―
―
。
わ
か
っ
て
い
る
よ
う
で
も
、
い
ざ
と
な
っ
た
ら
な
か
な
か
実
行
で
き
な
い
。
そ
の
青
年
の
姿
を
拝

見
し
な
が
ら
、
神
さ
ま
か
ら
直じ

か

に
教
え
を
頂
い
て
い
る
よ
う
だ
っ
た
。

祭
典
当
日
、
浄
衣
に
烏え

ぼ

し

帽
子
姿
の
青
年
が
凛
と
し
た
姿
で
入
殿
し
て
き
た
。
前
日
と
は
打
っ
て
変
わ
り
、

キ
ビ
キ
ビ
と
し
た
動
作
で
自
分
の
役
を
見
事
に
こ
な
し
て
い
た
。

神
さ
ま
の
ご
守
護
を
全
身
に
受
け
て
い
る
よ
う
だ
っ
た
。

青
年
の
姿
か
ら
教
わ
っ
た
こ
と
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o o m o t o

公開
講座

o o m o t o

て
国
家
を
組
織
し
、
こ
こ
に
租そ

ぜ
い
ち
ょ
う
こ
う

税
徴
貢
の
制
を

定
む
る
に
至
れ
る
な
り
。
こ
の
弱
肉
強
食
の
蛮ば

ん

風ぷ
う

は
、
世
界
を
風ふ

う

び靡
し
て
遂
に
自
称
文
明
強
国

を
現
出
せ
る
も
の
な
り
。
彼
等
曰
く
、
優
勝
劣

敗
は
天
理
の
自
然
な
り
と
、
咄と

つ
と
つ々

何
等
の
囈た

わ
ご
と語

ぞ
、
こ
の
天
理
破
壊
の
魔
道
は
、
今
や
根
本
よ

り
廃は

い
め
つ滅

さ
る
べ
き
時
代
の
到
着
せ
る
な
り
」

（「
出
口
王
仁
三
郎
全
集
」
第
六
巻
「
天
産
自
給
」）

　

人
類
は
こ
れ
ま
で
、
自
分
の
土
地
の
も
の
だ

け
で
は
飽
き
足
ら
ず
、
他
の
土
地
の
も
の
ま
で

略
奪
し
て
き
た
歴
史
を
繰
り
返
し
て
き
ま
し

た
。
こ
れ
こ
そ
弱
肉
強
食
、
わ
れ
良
し
、
強
い

者
勝
ち
の
あ
り
方
で
あ
り
、
今
日
も
な
お
、
経

済
戦
略
と
い
う
形
を
変
え
て
、
深
く
そ
の
精
神

が
横
行
し
て
い
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。

大
地
は
神
さ
ま
の
お
体

　

昭
和
23
年
、
大
本
の
二
代
教
主
・
出
口
す
み

こ
は
、
戦
後
の
食
糧
不
足
が
日
本
全
土
に
深
刻

な
影
を
落
と
す
中
、
米
の
増
収
を
通
し
て
食
料

の
増
産
や
農
業
者
の
生
活
改
善
に
新
た
な
活
路

を
見
い
だ
す
べ
く
、
愛
善
み
ず
ほ
会
を
設
立
さ

せ
ま
し
た
。
天
地
の
恵
み
に
対
す
る
感
謝
の
心

を
第
一
義
に
、
お
土
を
生
か
し
、
お
土
の
機
能

を
よ
り
高
め
る
〝
土
づ
く
り
〟
に
よ
っ
て
農
産

物
の
増
産
を
は
か
る
よ
う
、
農
業
者
に
強
く
働

き
か
け
た
の
で
す
。

る
が
、
何い

つ時
ま
で
も
そ
う
は
行い

か
ん
事こ

と

が
在あ

る
か
ら
、
猫ね

こ

の
居お

る
場と

こ

に
も
、
五ご

こ

く穀
を
植う

え

付つ

け
ね
ば
な
ら
ん
よ
う
に
な
り
て
来く

る
ぞ
よ
」

（「
大
本
神
諭
」
第
二
巻
）

　

こ
れ
は
明
治
36
年
の
言
葉
で
す
が
、
現
在

の
日
本
は
、
食
料
の
多
く
を
海
外
か
ら
の
輸

入
に
頼
っ
て
お
り
、
い
つ
こ
の
よ
う
な
こ
と

が
起
こ
る
と
も
限
ら
な
い
状
況
で
す
。

天
産
物
自
給
自
足

　

ま
た
、
大
本
の
も
う
一
人
の
教
祖
・
出
口

王
仁
三
郎
聖
師
は
、「
農
は
国
の
大
本
」
と
説

き
、「
天
産
物
自
給
自
足
」
を
唱
え
ま
し
た
。

こ
の
こ
と
が
大
本
の
農
に
対
す
る
考
え
方
の

基
本
で
あ
り
、
衣
食
住
を
含
め
た
暮
ら
し
や

経
済
の
あ
り
方
を
示
し
て
い
ま
す
。

　

「
地
産
地
消
」
と
い
う
言
葉
を
お
聞
き
に

な
っ
た
こ
と
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
の
土

地
で
採
れ
た
も
の
を
そ
の
土
地
で
消
費
し
よ

う
と
い
う
も
の
で
す
が
、
王
仁
三
郎
聖
師
が

説
く
「
天
産
物
自
給
自
足
」
と
は
、
そ
の
土

地
で
採
れ
た
産
物
は
天
か
ら
賦
与
さ
れ
た
も

の
で
あ
り
、
そ
の
天
恵
の
福
利
を
開
拓
し
て

文
明
の
利
用
を
研
究
し
、
国
土
を
経
営
す
る

こ
と
こ
そ
、
人
生
の
根
本
天
則
で
あ
る
と
説

い
て
い
ま
す
。

　

「
天
産
自
給
の
天
則
を
知
ら
ず
、
腕
力
を

も
っ
て
他
民
族
を
征
服
し
、
巡
遊
侵
略
も
っ

　

す
み
こ
二
代
教
主
は
、「
日
本
の
一
番
大
切

な
こ
と
は
、
お
土
の
ご
恩
を
感
謝
し
増
産
を

す
る
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
日
本
は
や
は
り

農
業
国
で
す
。
み
ん
な
そ
の
気
持
ち
で
お
土

を
大
切
に
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
」
と
述

べ
、
大
地
は
神
さ
ま
の
お
体
で
あ
り
、
お
土

を
拝
む
心
に
な
っ
て
農
に
励
め
ば
、
い
く
ら

で
も
ご
神
徳
は
い
た
だ
け
る
と
諭
し
ま
し
た
。

　

こ
の
「
大
地
は
神
さ
ま
の
お
体
」
と
い
う

と
こ
ろ
に
、
大
本
が
お
土
を
敬
う
根
本
的
な

理
由
が
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
神
さ
ま
の
お

体
か
ら
賜
っ
た
も
の
を
頂
い
て
生
活
し
て
い

る
。
だ
か
ら
〝
お
土
を
拝
む
〟
と
い
う
表
現

に
な
る
の
で
す
。

　

「
い
ま
で
も
地
方
の
純
朴
な
人
た
ち
は
、
朝

起
き
る
と
す
ぐ
に
東
に
向
か
っ
て
合
掌
し
、
お

あ
が
り
に
な
る
お
日
さ
ま
を
拝
ん
で
い
ら
れ

ま
す
。
こ
れ
を
笑
う
の
が
新
し
い
時
代
の
思
想

だ
そ
う
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
、
お
日
さ
ま

の
照
っ
て
い
て
く
だ
さ
る
の
を
当
然
な
こ
と

だ
と
思
い
、
恩
を
恩
と
考
え
る
こ
と
の
で
き

な
い
人
た
ち
の
も
の
で
あ
り
ま
し
て
、
直
接

に
苗
を
育
て
て
い
た
だ
き
、
花
を
咲
か
せ
て

い
た
だ
く
人
た
ち
に
と
り
ま
し
て
は
、
お
日
さ

ま
は
た
だ
ち
に
神
さ
ま
で
あ
ら
れ
ま
す
。
拝
む

の
は
当
然
で
あ
り
、
拝
ま
ね
ば
な
ら
な
い
と

考
え
ま
す
。
わ
た
く
し
は
、人
間
が
お
日
さ
ま
、

お
月
さ
ま
、
お
土
さ
ま
を
拝
む
精
神
を
失
っ

大
本
と
農
業

　

大
本
で
は
、
土
の
こ
と
を
感
謝
と
敬
い
の
気

持
ち
を
込
め
て
「
お
土
」
と
呼
び
ま
す
。
こ
の

大
地
こ
そ
、
私
た
ち
生
き
と
し
生
け
る
も
の
す

べ
て
の
命
の
源
で
あ
る
と
い
う
教
え
で
す
。

　

大
本
の
教
祖
・
出
口
な
お
開
祖
が
示
し
た
「
大

本
神
諭
」
に
、
次
の
よ
う
な
一
説
が
あ
り
ま
す
。

　

「
金き

ん
ぎ
ん銀

を
用も

ち

い
で
も
、
結け

っ
こ
う構

に
地お

つ

ち上
か
ら
上あ

が
り
た
も
の
で
、
国く

に
ぐ
に々

の
人じ

ん
み
ん民

が
生い

け活
る
よ

う
に
、
気き

ら

く楽
な
世よ

に
な
る
ぞ
よ
。
衣き

る
い
た
べ
も
の

類
食
物

家い

え

く

ら

屋
倉
庫
ま
で
も
変か

え
さ
し
て
、
贅ぜ

い
た
く沢

な
事こ

と

は
い
た
さ
せ
ん
ぞ
よ
。
世せ

か
い
じ
ゅ
う
そ
ろ

界
中
揃
う
て
喜

よ
ろ
こ

ぶ

様よ
う

の
政せ

い

じ治
に
い
た
さ
ね
ば
、
神し

ん
こ
く国

と
は
申も

う

さ

れ
ん
ぞ
よ
。(

中
略)	

金き
ん
ぎ
ん銀

を
余あ

ま

り
大た

い
せ
つ切

に
致い

た

す
と
、
世よ

は
何い

つ時
ま
で
も
治お

さ

ま
ら
ん
か
ら
、

艮う
し
と
らの

金こ
ん
じ
ん神

の
天あ

っ
ぱ
れ
し
ゅ
ご

晴
守
護
に
な
り
た
ら
、
天お

つ
ち
か
ら

産
物

自あ
が
り
た
そ

給
其
の
国く

に
ぐ
に々

の
物も

の

で
生い

け活
る
様よ

う

に
い
た
し
て
、

天て

ん

ち地
へ
御お

ん

め目
に
掛か

け
る
仕し

ぐ

み組
が
い
た
し
て
あ

る
ぞ
よ
」　
　
　
　
　
　

（「
大
本
神
諭
」
第
一
巻
）

　

金
銀
を
い
く
ら
大
事
に
し
て
も
、
食
べ
物

が
な
け
れ
ば
私
た
ち
は
生
き
て
い
く
こ
と
が

で
き
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
現
代
は
、
金
銀
が

あ
れ
ば
な
ん
で
も
で
き
る
と
考
え
ら
れ
て
い

る
よ
う
な
時
代
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ

で
は
世
の
中
は
続
い
て
い
か
な
い
と
宣
言
し

て
い
ま
す
。

　

「
何な

に
ほ
ど程

で
も
外が

い
こ
く国

か
ら
買か

え
る
と
申も

う

し
て
居お

関
東
教
区
特
派
宣
伝
使

小
藪 

資
史

農
は
国
の
大た

い

ほ

ん本
〜
今
求
め
ら
れ
る
食
・
農
問
題
〜
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食
は
神
さ
ま
か
ら
の
賜
物

　

こ
の
よ
う
に
、
日
本
に
は
日
本
人
の
体
質

に
あ
っ
た
食
べ
物
が
四
季
を
通
じ
て
頂
け
る

よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。

　

大
本
が
Ｔ
Ｐ
Ｐ
に
つ
い
て
反
対
の
立
場
を

と
っ
て
い
る
の
も
、
日
本
人
が
農
耕
民
族
と

し
て
先
祖
代
々
受
け
継
い
で
き
た
農
の
あ
り

方
が
壊
さ
れ
る
危
険
性
を
は
ら
ん
で
い
る
だ

け
で
な
く
、「
天
産
物
自
給
自
足
」
の
原
則
か

ら
大
き
く
か
け
離
れ
た
、「
今
だ
け
、
金
だ
け
、

自
分
だ
け
」
の
や
り
方
に
染
ま
っ
て
し
ま
う

と
危
惧
す
る
か
ら
で
す
。
ま
さ
に「
わ
れ
良
し
、

強
い
者
勝
ち
」
の
世
の
中
に
な
っ
て
し
ま
い

ま
す
。

　

私
た
ち
人
間
に
と
っ
て
食
は
、
子
々
孫
々

に
至
る
ま
で
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
大
切
な

神
さ
ま
か
ら
の
賜
物
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
源

で
あ
る
お
土
を
大
切
に
す
る
こ
と
こ
そ
、
人

も
国
も
共
に
栄
え
る
道
と
言
え
る
の
で
す
。

　

結
び
に
、
王
仁
三
郎
聖
師
と
す
み
こ
二
代

教
主
の
道
歌
を
紹
介
し
ま
す
。

あ
ら
が
ね
の
土
は
万
有
産
出
の

基も
と
いな

り
せ
ば
お
ろ
そ
か
に
す
な

　
お
土
か
ら
あ
が
り
し
物
を
大
切
に

せ
ざ
れ
ば
こ
の
世
は
治
ま
る
こ
と
な
し　

（
出
口
王
仁
三
郎	

詠
）

日
の
御
恩
月
の
お
恵
み
土
の
恩

は
な
れ
て
人
の
住
む
と
こ
ろ
な
し　

　
人
は
み
な
土
よ
り
い
で
て
土
に
生
き

土
の
恩
う
け
土
に
か
く
る
る　

（
出
口
す
み
こ	

詠
）

た
と
き
に
、
不
幸
が
や
っ
て
来
た
の
で
あ
る

と
信
じ
て
お
り
ま
す
。
も
う
一
度
素
直
に
な
っ

て
、
み
ん
な
で
拝
む
心
に
な
り
ま
し
た
ら
、
世

界
に
戦
争
と
い
う
も
の
は
な
く
な
り
、
人
と
人

と
が
憎
み
あ
っ
た
り
、
疑
い
あ
っ
た
り
す
る

こ
と
が
な
く
、
本
当
の
地
上
天
国
が
参
る
と

思
い
ま
す
」

（『
教
主
御
教
示
集
』
出
口
す
み
こ
二
代
教
主
）

　

昨
今
で
は
、
ス
ー
パ
ー
な
ど
の
野
菜
売
り
場

に
、
生
産
者
の
顔
写
真
入
で
「
私
が
作
り
ま

し
た
」
と
出
て
い
る
の
を
見
か
け
ま
す
。
生

産
者
の
姿
が
見
え
る
こ
と
で
、
消
費
者
の
安

心
材
料
に
な
り
ま
す
が
、
農
業
者
の
中
に
は

大
変
謙
虚
な
方
が
お
ら
れ
て
、「
作
っ
て
い
る

の
は
大
地
で
あ
っ
て
、
私
た
ち
は
そ
の
お
手

伝
い
を
し
て
い
る
だ
け
で
す
」
と
お
っ
し
ゃ
っ

て
、「
私
が
作
り
ま
し
た
」
と
い
う
表
現
を
嫌

が
る
方
が
お
ら
れ
ま
す
。

お
土
を
活
か
す
愛
善
酵
素
農
法

　

す
み
こ
二
代
教
主
が
初
代
総
裁
と
な
っ
て

ス
タ
ー
ト
し
た
愛
善
み
ず
ほ
会
は
、
黒
沢
浄
氏
、

島
本
覚
也
氏
を
は
じ
め
優
れ
た
農
業
指
導
者

の
も
と
に
普
及
、
発
展
し
て
い
き
ま
し
た
。

　

や
が
て
、
世
の
中
の
食
料
事
情
が
安
定
す

る
と
、
愛
善
み
ず
ほ
会
の
方
針
は
増
産
か
ら

農
業
技
術
指
導
へ
と
転
換
し
、
島
本
覚
也
氏

に
よ
る
微
生
物
酵
素
農
法
（
愛
善
み
ず
ほ
農
法
）

を
根
幹
に
、
そ
の
歩
み
を
進
め
て
ま
い
り
ま

し
た
。
平
成
14
年
に
は
、
連
綿
と
続
い
て
き

た
そ
の
活
動
を
さ
ら
に
進
展
さ
せ
る
た
め
、

微
生
物
酵
素
農
法
を
『
愛
善
酵
素
農
法
』
と

正
式
に
呼
称
し
、
こ
れ
を
実
践
す
る
農
業
者

に
認
証
を
与
え
る
〝
認
定
制
度
〟
を
新
た
に

ス
タ
ー
ト
。
現
在
は
、こ
の
農
法
の
研
究
改
良
、

指
導
普
及
を
始
め
、
新
規
就
農
者
並
び
に
農

業
技
術
者
の
養
成
、
農
事
講
習
会
や
家
庭
園

芸
の
指
導
普
及
、
安
心
安
全
の
農
作
物
・
自

然
健
康
食
品
の
流
通
販
売
等
の
事
業
を
行
っ

て
い
ま
す
。

　

愛
善
酵
素
農
法
と
は
、
例
え
ば
人
間
の
体

に
も
酵
素
の
働
き
が
あ
っ
て
、
食
べ
物
を
消

化
し
た
り
、
栄
養
素
を
分
解
し
て
い
ま
す
が
、

そ
れ
と
同
様
に
、
土
壌
の
微
生
物
が
出
す
酵

素
の
働
き
を
応
用
し
た
農
法
で
す
。

　

ち
な
み
に
化
学
肥
料
と
は
、
化
学
的
手
法

に
よ
り
製
造
さ
れ
た
肥
料
の
こ
と
で
、
古
く

は
人
造
肥
料
、
金
肥
と
呼
ば
れ
ま
し
た
。

　

化
学
肥
料
は
、
そ
れ
そ
の
も
の
は
有
効
な

肥
料
で
す
が
、
そ
れ
だ
け
を
長
期
に
土
に
与

え
続
け
る
と
、
土
壌
が
や
せ
細
っ
て
連
作
障

害
な
ど
を
生
じ
や
す
く
な
り
ま
す
。

　

愛
善
酵
素
農
法
は
、
天
産
物
自
給
自
足
を

根
幹
と
し
た
農
業
理
念
を
基も

と

に
、
土
壌
の
理

化
学
的
条
件
を
改
善
し
、
そ
の
土
中
の
生
態

系
を
活
か
す
土
づ
く
り
に
主
眼
を
置
い
た
「
環

境
保
全
型
持
続
性
農
業
」
な
の
で
す
。

〝
正
食
〟
４
つ
の
柱

　

こ
う
し
て
お
土
か
ら
採
れ
た
も
の
を
正
し

く
頂
く
こ
と
も
大
切
な
こ
と
で
す
。
大
本
で

は
こ
れ
を
正
食
（
清
食
）
と
呼
ん
で
い
ま
す
。

　

正
食
に
は
４
つ
の
柱
が
あ
り
ま
す
。
１
つ

は
四
季
そ
れ
ぞ
れ
に
収
穫
さ
れ
る
も
の
を
頂

く
季
節
食
。
２
つ
目
は
そ
の
土
地
土
地
で
産

出
さ
れ
た
も
の
を
頂
く
国
土
食
。
３
つ
目
は

食
べ
物
の
全
部
を
頂
く
全
部
食
。
４
つ
目
は

な
る
べ
く
自
然
の
ま
ま
に
頂
く
自
然
食
。
こ

の
４
つ
が
正
食
の
基
本
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

王
仁
三
郎
聖
師
は
、
柿
を
秋
に
食
べ
る
の
は
、

夏
の
間
に
体
に
蓄
積
さ
れ
た
毒
素
を
消
す
た

め
だ
と
述
べ
て
い
ま
す
。
ま
た
春
に
な
れ
ば

人
間
の
体
が
柔
ら
か
く
な
る
の
で
筍
の
よ
う

な
石
灰
分
に
富
ん
だ
食
べ
物
を
頂
く
よ
う
に

ち
ゃ
ん
と
用
意
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
夏
に

食
べ
る
物
を
春
に
頂
い
た
り
、
春
に
頂
く
野

菜
を
冬
に
頂
い
て
み
た
り
す
る
の
で
、
人
間
の

体
が
弱
く
な
っ
て
く
る
ん
だ
と
説
い
て
い
ま
す
。

　

実
際
に
夏
に
食
べ
る
ト
マ
ト
や
キ
ュ
ウ
リ

は
体
を
冷
や
す
効
果
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
冬

野
菜
や
根
菜
類
が
体
を
温
め
る
効
果
が
あ
り

ま
す
。
現
在
で
は
、
季
節
に
関
係
な
く
頂
く
こ

と
が
で
き
ま
す
が
、
季
節
の
移
り
変
わ
り
と

体
の
変
化
に
適
し
て
い
る
と
は
言
え
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
先
程
の
天
産
物
自
給
自
足
の
と
こ

ろ
で
述
べ
ま
し
た
よ
う
に
、
そ
の
土
地
や
風

土
で
育
っ
た
人
間
に
は
、
そ
の
土
地
、
風
土

で
で
き
た
食
物
を
頂
く
の
が
自
然
だ
と
教
え

て
い
ま
す
。

　

王
仁
三
郎
聖
師
は
、
東
洋
諸
国
は
陽
の
位

置
に
あ
る
国
土
で
あ
る
か
ら
陽
の
食
べ
物
で

あ
る
米
を
常
食
と
す
る
の
が
国
土
自
然
の
道

理
で
あ
り
、
西
洋
は
陰
の
位
置
に
あ
る
の
で

陰
性
の
食
べ
物
で
あ
る
麦
を
常
食
と
す
る
の

が
道
理
で
あ
る
と
教
え
て
い
ま
す
。
ま
た
お

米
は
陽
の
食
べ
物
な
の
で
勇
気
が
出
る
と
も

述
べ
て
い
ま
す
。

掲
載
文
は
、
平
成
28
年
11
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
。
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第
１
６
９
回
「
21
世
紀
・
生
き
が
い
講
座
」

は
、
３
月
15
日
午
後
７
時
か
ら
、
港
区
新
橋
の

航
空
会
館
で
開
催
さ
れ
、
猪
子
恒
東
京
宣
教
セ

ン
タ
ー
次
長
が
「
出
口
直
日
、
日
出
麿
か
ら
み

た
み
ろ
く
の
世
」
〜
立
直
し
の
提
言
〜
と
題
し

て
講
話
し
た
＝
写
真
。
参
加
者
は
24
人
（
内
、

一
般
５
人
）。

講
師
は
「
三
代
さ
ま
は
、
日
出
麿
先
生
ご

静
養
の
竹
田
時
代
、
日
々
、
農
業
に
勤
し
み
、

真
剣
に
お
茶
や
能
楽
、
短
歌
に
精
進
さ
れ
た
。

そ
う
し
て
農
を
中
心
と
す
る
こ
と
で
、
政
治
や

経
済
、
文
化
も
本
当
に
立
直
る
と
指
導
さ
れ
た
」

と
述
べ
、
明
日
香
村
保
護
を
さ
れ
た
経
緯
や
、
エ

ス
ペ
ラ
ン
ト
の
奨
励
な
ど
に
つ
い
て
も
語
っ
た
。

参
加
者
か
ら
は

「
三
代
さ
ま
の
日
本

人
と
し
て
の
精
神
、

日
出
麿
先
生
の
慈
愛

の
心
を
、
あ
ら
た
め

て
学
ば
せ
て
い
た
だ

き
ま
し
た
」（
男
性
・

信
徒
）
等
の
声
が
寄

せ
ら
れ
た
。

21
世
紀
・
生
き
が
い
講
座

「
教
本
１
級
〜
３
級
認
定
講
習
会
」
が
２
月

24
・
25
日
の
両
日
、
大
本
東
京
宣
教
セ
ン
タ
ー

を
会
場
に
開
催
さ
れ
、
１
・
２
級
ク
ラ
ス
７
人
、

３
級
ク
ラ
ス
６
人
の
、
合
わ
せ
て
13
人
が
受
講

し
た
。

参
加
者
は
本
部
講
師
の
指
導
の
も
と
、
大
本

の
発
祥
か
ら
霊
界
の
実
在
、
人
生
の
目
的
、
四

大
主
義
な
ど
の
大
本
講
話
を
受
講
し
た
ほ
か
、

対
話
実
習
や
ス
ピ
ー
チ
の
仕
方
な
ど
を
通
し
て

み
教
え
の
伝
え
方
に
つ
い
て
学
ん
だ
。

受
講
者
か
ら
は
「
ス
ピ
ー
チ
の
仕
方
が
大
変

勉
強
に
な
っ
た
。
人
前
で
も
し
っ
か
り
み
教
え

を
お
伝
え
で
き
る
よ
う
頑
張
り
た
い
」「
み
教

え
を
平
易
に
わ
か
り
や
す
く
お
伝
え
す
る
難
し

さ
を
実
感
し
た
」「
あ
ら
た
め
て
み
教
え
の
素

晴
ら
し
さ
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
」
な
ど
の
感

想
が
寄
せ
ら
れ
た
。

教
本
１
級
〜
３
級
認
定
講
習
会

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

４
月１

日
（
土
）
午
前
10
時
30
分

東
光
苑
観
桜
茶
会

２
日
（
日
）
午
前
９
時
30
分
（
９
時
受
付
）

新
入
信
徒
研
修
会
（
春
の
集
い
）

９
日
（
日
）
午
前
10
時
30
分
執
行

	

東
光
苑
春
季
大
祭

19
日
（
水
）
午
後
７
時
〜
８
時
30
分

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

講
題

死
後
の
世
界

〜
人
は
な
ぜ
こ
の
世
に
生
ま
れ
た
の
か
〜

講
師

柿
崎	

哲
男
（
愛
善
宣
教
課
主
任
）

23
日
（
日
）
午
前
10
時
30
分
執
行

	

第
35
回
企
業
繁
栄
祈
願
祭

29
日
（
祝
・
土
）
午
前
10
時
30
分
執
行

	

四
代
教
主
毎
年
祭
（
16
年
）

５
月４

日
（
祝
・
木
）
午
前
10
時
30
分
執
行

	

教
主
生
誕
祭
・
三
代
教
主
（
１
１
５
年
）

　

教
主
補
（
１
２
０
年
）
聖
誕
祭

５
日
（
祝
・
金
）
午
前
10
時
30
分
執
行

	

開
教
１
２
５
年	

み
ろ
く
大
祭
遥
拝
祭

14
日
（
日
）
午
前
10
時
30
分
執
行

	

東
光
苑
月
次
祭
・
市
杵
島
姫
命
例
祭

17
日
（
水
）
午
後
７
時
〜
８
時
30
分

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

講
題

今
を
大
切
に
生
き
る

　
　
　

〜
幸
せ
を
見
つ
け
る
法
則
〜

講
師

鈴
木
林
太
郎
（
総
務
部
総
務
課
主
事
）

東
光
苑
月
次
祭
・
交
通
安
全
祈
願
祭
・
春
季

合
同
慰
霊
祭
は
、
３
月
12
日
、
午
前
10
時
30
分

か
ら
、
斎
主
・
猪
子
恒
東
京
宣
教
セ
ン
タ
ー
次

長
の
も
と
執
行
さ
れ
、
３
０
７
人
が
参
拝
し
た
。

祭
員
は
福
島
・
群
馬
・
栃
木
・
山
梨
・
東
京

神
奈
川
各
主
会
の
有
志
が
、
伶
人
は
二
絃
の
会

関
東
支
部
、
い
づ
の
め
し
ん
ゆ
拝
読
は
関
川
喜

一
郎
栃
木
主
会
長
、
添
釜
は
神
奈
川
主
会
が
担

当
し
た
。

祭
典
後
、
東
京
本
部
を
代
表
し
て
猪
子
次
長

が
あ
い
さ
つ
に
立
ち
、
聖
地
か
ら
の
ホ
ッ
ト

ニ
ュ
ー
ス
と
し
て
、
開
教
１
２
０
年
記
念
事
業

の
一
環
で
建
設
さ
れ
て
い
る
天
恩
郷
信
徒
会
館

の
上
棟
祭
の
様
子
を
写
真
で
説
明
。
ま
た
、
３

月
26
日
か
ら
30
日
ま
で
の
５
日
間
、
天
恩
郷
と

梅
松
苑
の
両
聖
地
で
開
催
さ
れ
る
高
校
生
講
座

を
紹
介
し
、
参
拝
者
に
各
主
会
か
ら
の
送
り
出

し
を
勧
め
、
続
い
て
昨
年
の
高
校
生
講
座
の
紹

介
映
像
が
放
映
さ
れ
た
。

引
き
続
き
、
関
東
教
区
青
年
部
が
少
年
祭
に

向
け
て
の
合
同
合
宿
を
案
内
。
夏
の
行
事
に
向

け
て
の
青
少
年
の
送
り
出
し
を
依
頼
し
た
。

大
本
の
み
教
え
を
、
教
本
に
そ
っ
て
わ
か
り
や
す
く
説
明

厳かに春季合同慰霊祭を執行

東
光
苑
月
次
祭
・
春
季
合
同
慰
霊
祭


