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教主さまお作  灰釉茶盌 銘「喜界の海」

命い
の
ち

ま
で
道み

ち

に
さ
さ
ぐ
る
心

こ
こ
ろ

あ
ら
ば

如い

か何
な
る
こ
と
も
叶か

な

は
ざ
ら
め
や

大
本
本
部
長
　
浅	

田	

秋	

彦

　

「
神か

み

は
人じ

ん
み
ん民

を
道ど

う

ぐ具
に
使つ

こ

う
て
致い

た

さ
ね
ば
、
神か

み

の
姿

す
が
た

の
ま
ま
で
は
現こ

の

よ界
の
立た

て
な
お直

し
は
で
き
ん
か
ら
、
神か

み

が
憑う

つ

り

て
致い

た

す
か
ら
、
こ
の
大お

ほ
も
と本

へ
引ひ

き
寄よ

せ
ら
れ
た
人じ

ん
み
ん民

は
素す

な

お直
に
致い

た

し
て
、
神か

み

の
申も

う

し
付つ

け
る
こ
と
チ
ッ
ト
無む

り理

じ
ゃ
と
思お

も

う
て
も
、
人じ

ん
み
ん民

で
は
分わ

か
ら
ぬ
経し

ぐ

み綸
で
あ
る
か
ら
、
神か

み

は
親お

や

で
あ
る
か
ら
、
無む

り理
い
う
親お

や

に
仕つ

か

え

る
と
思お

も

う
て
辛し

ん
ぼ
う抱

し
て
御ご

よ

う用
を
聞き

い
て
く
だ
さ
れ
‥
‥
」　

（『
い
づ
の
め
し
ん
ゆ
』
大
正
八
年
一
月
二
十
五
日
）

　

私
た
ち
信
徒
は
、
神
さ
ま
の
手
足
と
し
て
神
第
一
の
精
神
で
働
か
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
つ
も
り
が
、
知

ら
ぬ
間
に
自
己
第
一
、
感
情
第
二
の
精
神
と
な
っ
て
し
ま
い
が
ち
で
あ
り
ま
す
。

　

ご
神
業
の
実
務
に
携
わ
っ
て
い
て
、
神
さ
ま
の
み
心
に
叶
っ
て
い
る
か
ど
う
か
を
一
々
判
断
す
る
こ
と
は

難
事
で
す
が
、
気
持
ち
が
神
さ
ま
に
向
い
て
い
る
と
き
は
明
る
く
、
前
向
き
に
、
素
直
な
気
持
ち
で
仕
事
に

携
わ
れ
ま
す
。
あ
る
時
は
、
自
分
と
反
対
の
意
見
を
押
し
付
け
ら
れ
、
無
視
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、

そ
れ
で
も
、
自
分
に
我
欲
が
な
い
か
反
省
し
、
正
し
い
意
見
な
ら
ば
時
が
解
決
し
て
く
れ
ま
す
。
自
分
に
与

え
ら
れ
た
仕
事
に
対
し
て
夢
を
描
き
、
そ
の
夢
に
向
か
っ
て
い
ろ
い
ろ
工
夫
を
し
、
困
難
を
乗
り
越
え
て
い

く
こ
と
が
楽
し
み
と
な
る
も
の
で
す
。

　

尊
師
さ
ま
は
、

　

「
一
切
は
神
の
み
心
で
あ
る
、
み
旨
で
あ
る
、
と
一
々
に
感
謝
し
て
、
あ
る
ま
ま
に
、
成
る
ま
ま
に
、
恨う

ら

ま
ず
、

そ
ね
ま
ず
、
た
だ
自
己
の
非
を
あ
き
ら
か
に
非
と
し
て
、
神
の
み
前
に
お
許
し
を
乞こ

い
、
そ
の
時
そ
の
時
の

仕
事
に
懸
命
の
努
力
を
払
う
よ
り
ほ
か
に
道
は
な
い
」　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（『
信
仰
覚
書
』
第
五
巻
）

　

ま
た
、
教
主
さ
ま
は
、

　

「
自
己
心
、
自
我
心
を
取
り
払
い
、
慢
心
、
取
り
違
い
の
な
い
よ
う
、
神
さ
ま
第
一
に
祈
り
つ
つ
、
清
ら
か
な

明
る
い
心
で
進
ま
せ
て
い
た
だ
け
ば
必
ず
道
は
開
け
て
ま
い
り
ま
す
」（
平
成
十
八
年
大
本
開
祖
大
祭
ご
挨
拶
）

　

と
ご
奉
仕
の
心
を
お
示
し
く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
。

ご
神
業
奉
仕
の
心
と
は
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出口なおの預言
〜世界の大峠と立替え立直し〜

出口なお開祖の預言の要諦は「世の立替え立直し」であり、「神の理想世界の実現」
です。それは今から 120年以上も前に発せられました。混迷を極め、想定外のこ
とが次々と起きる現代はそれに至る「大峠」なのです。開祖の預言からわたくし
たちの生き方を考えます。

大
本
の
開
教
と
〝
お
筆
先
〟

　

大
本
は
明
治
25
年
（
１
８
９
２
）
旧
正
月
、

節
分
の
夜
に
「
艮
の
金
神
」
が
、
教
祖
・
出
口

な
お
開
祖
に
神
懸
り
、
現
在
の
京
都
府
綾
部
市

に
開
教
し
ま
し
た
。
開
祖
の
口
を
通
し
て
発
せ

ら
れ
た
お
言
葉
は
、
後
に
筆
を
通
し
て
書
き
記

さ
れ
、
こ
れ
を
「
お
筆
先
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
。

和
綴
本
で
１
万
巻
、
半
紙
20
万
枚
に
も
及
び
ま

す
。

　

全
文
ひ
ら
が
な
だ
っ
た
お
筆
先
に
、
も
う
一

人
の
教
祖
・
出
口
王
仁
三
郎
聖
師
が
漢
字
を
当

て
て
、大
正
６
年
２
月
か
ら
大
本
の
機
関
誌
「
神

霊
界
」
に
順
次
発
表
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
が
「
大

本
神
諭
」
で
す
。

　

神
諭
、神
さ
ま
の
一
番
訴
え
た
い
こ
と
は
「
世

の
立
替
え
立
直
し
」
で
す
。
今
の
世
は
、
神
は

忘
れ
去
ら
れ
、
人
の
世
で
も
な
く
、
モ
ノ
、
金
、

力
の
世
の
中
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
ま
ま
で
は

世
が
つ
ぶ
れ
て
し
ま
う
か
ら
、
人
の
心
を
改
め

て
、
神
さ
ま
の
み
心
に
叶
う
「
み
ろ
く
の
世
」

を
樹
立
す
る
と
の
宣
言
で
す
。

 

「
三
ぜ
ん
世
界
一い

ち

ど同
に
開
く
梅
の
花
、
艮

う
し
と
らの

金
神
の
世
に
成
り
た
ぞ
よ
。

梅
で
開
い
て
松
で
治
め
る
、
神
国
の
世
に
な
り

た
ぞ
よ
。

日
本
は
神
道
、
神
が
構
わ
な
行
け
ぬ
国
で
あ
る

ぞ
よ
。
が
い
こ
く
は
け
も
の
の
世
、
強
い
も
の

勝
ち
の
、
悪
魔
ば
か
り
の
国
で
あ
る
ぞ
よ
。
日

本
も
け
も
の
の
世
に
な
り
て
居お

る
ぞ
よ
。

是こ
れ

で
は
、
国
は
立
ち
て
は
行
か
ん
か
ら
、
神
が

表
に
現
わ
れ
て
、
三
千
世
界
の
立
替
え
立
直
し

を
致
す
ぞ
よ
」

　

こ
れ
が
初
発
の
神
諭
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
す
。

　

こ
こ
で
の
「
が
い
こ
く
」
と
い
う
の
は
、
単

に
「
外
国
」
の
こ
と
で
は
な
く
、
神
さ
ま
か
ら

遠
ざ
か
っ
た
考
え
と
い
う
意
味
で
す
。「
物
質

本
位
」
と
書
い
て
「
が
い
こ
く
」
と
ふ
り
が
な

を
ふ
っ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。

　

初
発
の
神
諭
は
さ
ら
に
続
き
ま
す
。

 

「
用
意
を
成
さ
れ
よ
。

こ
の
世
は
全さ

っ
ぱ
り然

、
新さ

ら

つ
の
世
に
替
え
て
了し

ま

う
ぞ

よ
。

三
千
世
界
の
大
洗
濯
、
大
掃
除
を
致
し
て
、
天

下
太
平
に
世
を
治
め
て
、
万ま

ん

古ご

末ま
つ
だ
い代

続
く
神し

ん
こ
く国

の
世
に
致
す
ぞ
よ
。
神
の
申
し
た
事
は
、
一
分ぶ

一
厘り

ん

違
わ
ん
ぞ
よ
。
毛
筋
の
横
巾は

ば

ほ
ど
も
間
違

い
は
無
い
ぞ
よ
。

こ
れ
が
違
う
た
ら
、
神
は
此こ

の
世
に
居お

ら
ん
ぞ

よ
」

　

非
常
に
格
調
高
く
、
神
の
言
葉
に
、
絶
対
誤

り
が
な
い
と
力
強
く
言
い
切
り
、「
大
本
神
諭
」

の
権
威
と
い
う
も
の
を
神
さ
ま
が
明
ら
か
に
さ

れ
た
感
が
い
た
し
ま
す
。

　

で
す
か
ら
、
開
祖
に
と
っ
て
お
筆
先
の
ご
用

は
命
が
け
で
し
た
。
自
分
の
神
懸
り
に
よ
っ
て

も
た
ら
さ
れ
る
言
葉
に
、
少
し
で
も
誤
り
が

あ
っ
た
ら
、
結
果
と
し
て
「
人
々
を
だ
ま
し
た

こ
と
に
な
る
」
か
ら
で
す
。

極
寒
の
日
で
も
水
ご
り
を
さ
れ
て

　

そ
の
こ
と
を
出
口
す
み
こ
二
代
教
主
は
、

　

「
教
祖
さ
ま
（
開
祖
の
こ
と
）
が
お
筆
先
を

お
書
き
に
な
る
の
は
全
く
命
が
け
で
あ
り
ま
し

た
。
教
祖
さ
ま
は
神
さ
ま
に
、『
神
さ
ま
、
あ

な
た
こ
ん
な
事
を
書
か
し
な
さ
る
が
、
も
し
違

う
た
ら
ど
う
し
て
く
だ
さ
る
。
私
は
そ
ん
な
事

に
な
れ
ば
世
間
を
だ
ま
し
た
こ
と
に
な
っ
て
、

生
き
て
お
る
こ
と
も
死
ぬ
こ
と
も
出
来
ま
せ

ぬ
』
と
お
っ
し
ゃ
る
と
、
神
さ
ま
は 

『
直な

お

よ
、

書
い
て
置
け
よ
。
滅
多
に
違
い
は
せ
ぬ
ぞ
よ
。

も
し
間
違
う
た
ら
こ
の
方
の
生
き
首
を
や
る
ぞ

よ
。
こ
れ
が
間
違
う
た
ら
神
は
こ
の
世
に
居お

ら

ん
ぞ
よ
』

　

『
お
澄す

み

や
、
わ
し
が
お
筆
先
を
書
く
の
は
神

さ
ま
と
首
の
取
り
や
い
を
し
て
、
命
が
け
で
書

い
と
る
の
や
ぜ
』
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
」

と
示
し
て
い
ま
す
。

　

開
祖
は
お
筆
先
を
お
書
き
に
な
る
と
き
は
、

ど
ん
な
極
寒
の
日
で
も
水
ご
り
を
さ
れ
心
身
を

お
清
め
に
な
っ
て
か
ら
お
書
き
に
な
り
ま
し

た
。
ご
晩
年
は
神
さ
ま
が
開
祖
の
体
を
心
配
さ

れ
て
、
水
ご
り
を
お
止
め
に
な
り
ま
し
た
が
、

そ
れ
で
も
額

ひ
た
い

に
お
水
を
頂
か
れ
て
か
ら
お
筆
先

を
お
書
き
に
な
り
ま
し
た
。

　

最
初
は
お
筆
先
が
読
め
な
か
っ
た
開
祖
で
す

が
、
ご
晩
年
は
読
め
る
よ
う
に
な
っ
て
お
ら
れ

ま
し
た
。
書
い
て
あ
る
こ
と
が
分
か
り
だ
す
と
、

そ
こ
に
ご
自
分
の
気
持
ち
が
混
じ
っ
て
く
る
の

を
開
祖
は
大
変
心
配
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
様
子

も
史
実
に
残
っ
て
い
ま
す
。

　

開
祖
の
疑
問
に
対
し
、
神
さ
ま
は
「
直な

お

よ
、

そ
れ
で
よ
ろ
し
い
の
だ
。
こ
の
方ほ

う

の
考
え
る
と

こ
ろ
は
、
す
な
わ
ち
そ
の
方
の
考
え
る
と
こ
ろ
、

そ
の
方
の
考
え
る
こ
と
は
、
と
り
も
直
さ
ず
こ

の
方
の
考
え
る
と
こ
ろ
で
、
そ
の
方
と
こ
の
方

と
の
考
え
に
一
分
の
隙
も
な
く
な
っ
て
い
る
の

じ
ゃ
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
と
い
い
ま
す
。
ま
さ

に
大
本
で
言
う
と
こ
ろ
の
「
神
人
合
一
」
の
状

態
で
あ
ら
れ
た
と
思
い
ま
す
。

聖
師
が
漢
字
を
当
て
た
〝
神
諭
〟

　

一
方
、
王
仁
三
郎
聖
師
は
「
大
本
神
諭
」
に

つ
い
て
、「
神
諭
は
天
地
の
初
発
よ
り
数
万
年

の
後
の
こ
と
ま
で
、
い
わ
ゆ
る
過
去
、
現
在
、
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掲
載
文
は
、
平
成
29
年
１
月
18
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
。

猪
いの

 子
こ

 　恒
ひさし

  （大本東京宣教センター次長 )

〜世界の大峠と立替え立直し〜

未
来
に
渡
る
事
柄
が
出
し
て
あ
る
の
で
す
か

ら
、
容
易
に
見
当
の
と
れ
ん
も
の
で
あ
り
ま
す
。

預
言
的
の
も
の
も
あ
り
、警
告
的
の
諭
し
も
あ
り
、

い
ろ
は
仮
名
字
ば
か
り
で
わ
れ
わ
れ
ご
と
き
小

智
短
才
者
の
容
易
に
窺
知
す
る
こ
と
の
で
き
ぬ

難
解
の
も
の
で
あ
り
ま
す
」
と
記
し
て
い
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
少
し
で
も
意
味
が
わ
か
り
や
す
い

よ
う
に
と
、
漢
字
を
あ
て
て
発
表
し
ま
し
た
。

例
え
ば
《
わ
れ
よ
し
》
の
言
葉
に
「
利
己
主
義
」、

《
つ
よ
い
も
の
が
ち
》
に
は
「
弱
肉
強
食
」
と

《
が
い
こ
く
》
に
は
「
邪
神
」「
体
主
霊
従
国
」

な
ど
を
当
て
て
い
ま
す
。

　

こ
う
し
て
漢
字
を
当
て
、
活
字
の
機
関
誌
を

発
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
大
本
神
諭
」
が
知

識
層
に
広
ま
り
、
信
徒
も
ど
ん
ど
ん
増
え
、
田

舎
の
小
さ
な
一
教
団
が
、
日
本
全
土
に
広
が
っ

て
い
き
ま
し
た
。

「
今
」
が
、
み
ろ
く
の
世
へ
向
か
う
大
峠

　

京
都
府
綾
部
市
の
聖
地
・
梅
松
苑
に
「
長
生

殿
」
と
い
う
大
本
の
神
殿
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ

は
王
仁
三
郎
聖
師
が
、
「
長
生
殿
立
ち
上
が
り

た
る
暁
は
神
の
経し

ぐ

み綸
も
漸

や
う
や

く
成
ら
む
」
と
詠
ん

だ
建
物
で
す
。
過
去
に
２
回
建
設
を
試
み
ま
し

た
が
、
大
正
10
年
と
昭
和
10
年
の
大
本
弾
圧
で

い
ず
れ
も
完
成
を
見
る
こ
と
の
な
か
っ
た
、
大

本
に
と
っ
て
悲
願
待
望
の
建
物
で
し
た
。

　

そ
の
長
生
殿
は
、
苦
難
を
経
て
開
教
１
０
０

年
を
迎
え
た
平
成
４
年
に
完
成
し
ま
し
た
。
出

口
聖き

よ

こ子
四
代
教
主
の
時
代
で
す
。
四
代
教
主
は

長
生
殿
完
成
後
、「
今
は
み
ろ
く
の
世
へ
の
移

行
期
、
い
わ
ば
産
み
の
苦
し
み
の
時
期
で
、
長

い
長
い
ト
ン
ネ
ル
に
さ
し
か
か
っ
た
よ
う
な
も

の
で
す
」
と
述
べ
、「
み
ろ
く
の
世
に
向
か
い
、

峠
に
さ
し
か
か
っ
た
」
と
示
し
ま
し
た
。

　

こ
れ
に
つ
い
て
出
口

紅
く
れ
な
い

五
代
現
教
主
は
、

「
世
界
は
今
、
ご
神
諭
に
厳
し
く
示
さ
れ
た
と

お
り
、
み
ろ
く
の
世
に
向
か
っ
て
ど
う
し
て
も

越
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
大
峠
の
真
っ
た
だ
中

に
あ
り
ま
す
」
と
、「
今
」
が
、
み
ろ
く
世
に

向
か
う
大
峠
で
あ
る
と
述
べ
て
い
ま
す
。

誠
の
神
力
で
な
い
と

　

神
諭
に
は
「
こ
の
世
の
立
替
え
致
す
に
は
、

学
で
も
利り

こ

う巧
で
も
、
智ち

え慧
で
も
、
金
銀
で
も
、

法
律
で
も
行
か
ん
ぞ
よ
。
兵
隊
斗ば

か

り
の
力
で
も

行
か
ず
、
今
の
政
治
の
行
り
方
で
は
猶な

お

行
か
ず
」

云
々
と
あ
り
ま
す
。

　

「
学
」
と
い
う
の
は
い
わ
ゆ
る
人
間
の
「
理
知
」

で
す
。「
神
と
学
と
の
力
比
べ
」
と
の
神
諭
の

通
り
、
神
さ
ま
か
ら
す
れ
ば
、
や
は
り
人
間
の

知
恵
や
力
だ
け
で
は
、
こ
の
世
は
立
ち
行
か
な

い
の
で
す
。

　

「
智
慧
で
も
学
で
も
金
銀
を
何
程
積
み
て
お

り
て
も
、
今
度
は
神
に
す
が
り
て
誠
の
神
力
で

な
い
と
大
峠
が
越
せ
ん
ぞ
よ
」
と
あ
り
、
ま
さ

に
現
代
の
行
き
詰
り
は
、
そ
の
こ
と
が
人
類
に

問
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
神
諭
に
は
、

　

「
金
銀
を
用
い
で
も
結
構
な
お
地つ

ち上
か
ら
上

が
り
た
も
の
で
、
国
々
の
人
民
が
生い

け活
る
よ
う

に
、
気
楽
な
世
に
な
る
ぞ
よ
。
衣き

る
い
た
べ
も
の
い
え
く
ら

類
食
物
家
倉

ま
で
も
変
え
さ
し
て
、
贅ぜ

い
た
く沢

な
事
は
い
た
さ
せ

ん
ぞ
よ
。
世
界
中
揃
う
て
喜
ぶ
様
の
政
治
に
い

た
さ
ね
ば
、
神
国
と
は
申
さ
れ
ん
ぞ
よ
」

と
、
贅
沢
を
戒
め
、
本
来
の
み
ろ
く
の
世
の
具

体
的
な
姿
と
し
て
「
お
土
、
自
給
自
足
」
を
明

言
し
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
そ
れ
ま
で
に
越
さ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
大
峠
に
つ
い
て
、
出
口
直な

お

ひ日
三
代
教
主
の

お
言
葉
を
紹
介
し
、
ま
と
め
と
し
ま
す
。

自
分
自
身
を
練
る
こ
と

　

「
こ
れ
ま
で
、
神
さ
ま
が
筆
先
に
示
さ
れ
た

と
お
り
に
間
違
い
な
く
現
わ
れ
て
い
る
の
を
み

る
と
き
、〝
世
の
大
峠
〟
は
何
時
か
は
あ
る
も

の
だ
と
お
も
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
を
た
だ
待
つ

よ
う
に
、
そ
の
時
期
が
何
年
先
と
か
、
何
十
年

先
と
か
い
う
よ
う
な
気
持
に
な
れ
な
い
の
で

す
。
そ
の
言
葉
が
、
無
始
無
終
に
生
き
と
お
し

の
神
さ
ま
の
み
心
か
ら
『
立
替
立
直
し
が
迫
っ

て
い
る
』
と
い
う
の
と
、
わ
ず
か
百
年
内
外
の

生
命
し
か
な
い
人
間
の
生
涯
か
ら
割
り
出
し
て

『
迫
っ
て
い
る
』
と
感
じ
る
の
で
は
、同
じ
『
迫
っ

て
い
る
』
と
い
う
こ
と
で
も
、
そ
れ
を
計
る
尺

度
に
、
大
き
な
違
い
が
あ
る
で
し
ょ
う
し
、
ま

た
、
障
子
一
枚
外
の
こ
と
が
判
ら
な
い
人
間
に
、

そ
の
時
期
な
ど
が
ハ
ッ
キ
リ
判
る
は
ず
が
あ
り

ま
せ
ん
。
神
さ
ま
だ
け
が
知
っ
て
い
ら
れ
る
こ

と
と
思
い
ま
す
。

　

た
だ
わ
た
し
は
、『
こ
の
秋
は
雨
か
嵐
か
知

ら
ね
ど
も
今
日
の
務
め
に
田
草
と
る
な
り
』
の

歌
の
こ
こ
ろ
で
、
日
々
を
つ
つ
ま
し
く
、
楽
し
く
、

学
び
、働
か
し
て
も
ら
い
た
い
と
お
も
い
ま
す
。 

わ
た
し
の
生
存
中
に
、
そ
の
よ
う
な
時
期
が
く

れ
ば
、
驚
く
か
も
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
少
し
で

も
あ
わ
て
ふ
た
め
く
こ
と
の
な
い
よ
う
、
自
分

自
身
を
練
る
こ
と
に
努
め
た
い
と
お
も
っ
て
い

ま
す
」

　

ま
さ
に
「
先
行
き
の
不
透
明
な
時
代
、
現
代
」

に
あ
っ
て
、
こ
の
お
示
し
を
も
と
に
、
日
々
の

生
活
を
送
ら
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
念
じ
て
い

ま
す
。
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第
１
７
１
回
「
21
世
紀
・
生
き
が
い
講
座
」
は
、

５
月
17
日
午
後
７
時
か
ら
、
港
区
新
橋
の
航
空

会
館
で
開
催
さ
れ
、
鈴
木
林
太
郎
総
務
部
総
務

課
主
事
が
「
今
を
大
切
に
生
き
る
」
〜
幸
せ
を

み
つ
け
る
法
則
〜
と
題
し
て
講
話
し
た
。
参
加

者
は
30
人
（
内
、
一
般
７
人
）。

　
講
師
は
大
本
四
大
主
義
の
一
つ
〝
楽
天
主
義
〟

に
つ
い
て
「
楽
天
と
は
天
命
を
楽
し
む
と
い
う

意
味
が
あ
り
、
大
本
で
は
天
命
を
知
っ
て
人
事

を
尽
く
す
の
が
本
当
の
あ
り
方
だ
」
と
し
て
、

「
人
は
逆
境
を
順
境
に
導
く
た
め
、
ま
た
向
上
す

る
た
め
に
努
力
し
て
、
初
め
て
神
さ
ま
か
ら
の

お
神
徳
を
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
る
。
幸
せ
を

み
つ
け
る
ひ
け
つ
は
、
感
謝
と
努
力
の
生
活
の

中
に
あ
る
」
と
語
っ
た
。
参
加
者
か
ら
は
「
自

分
に
つ
い
て
見
つ
め
直
す
大
き
な
き
っ
か
け
と

な
っ
た
」（
男
性
・
一
般
）
等
の
声
が
寄
せ
ら
れ
た
。

21
世
紀
・
生
き
が
い
講
座

第
35
回
企
業
繁
栄
祈
願
祭
は
、
４
月
23
日
午
前

10
時
30
分
か
ら
執
行
さ
れ
、
68
人
が
参
拝
し
た
。

祭
典
は
祓
式
行
事
、
大
神
奏
上
に
続
い
て
、

斎
主
・
高
野
春
樹
祭
務
課
長
が
市
杵
島
姫
命
さ

ま
に
「
企
業
繁
栄
祈
願
祭
祝
詞
」
を
奏
上
。
全

国
か
ら
申
し
込
ま
れ
た
、
１
７
６
社
の
企
業
名

を
読
み
あ
げ
、
世
界
経
済
の
発
展
と
繁
栄
を
祈

願
し
た
。
次
い
で
、
各
企
業
の
代
表
者
が
玉
串

を
捧
奠
し
、
一
同
で
「
神
言
」
を
奏
上
、
讃
美

歌
を
斉
唱
し
た
。

祭
典
後
、猪
子
恒
東
光
経
友
会
代
表
幹
事
（
東

京
宣
教
セ
ン
タ
ー
次
長
）
が
あ
い
さ
つ
並
び
に

「
商
い
の
家
に
生
ま
れ
て
」
と
題
し
て
記
念
講

話
。
信
仰
と
企
業
努
力
に
よ
っ
て
成
功
し
た
３

人
の
事
例
を
紹
介
。「
資
金
の
小
さ
い
と
こ
ろ

企
業
繁
栄
祈
願
祭

斎主が水運や経済を司る市杵島姫命さまに、世界経済
の発展と申込各企業の繁栄を祈願。参拝者は玉串捧奠
の後、真剣に神言を奏上した

東
光
苑
月
次
祭
・
市
杵
島
姫
命
例
祭
は
、
５

月
14
日
午
前
10
時
30
分
か
ら
、
斎
主
・
高
野
春

樹
祭
務
課
長
の
も
と
執
行
さ
れ
、
３
０
１
人
が

参
拝
し
た
。

祭
員
は
茨
城
主
会
、
伶
人
は
二
絃
の
会
関
東

支
部
、
伊
都
能
売
神
諭
拝
読
を
福
井
温
彦
埼
玉

主
会
長
が
、
添
釜
は
宇
野
社
中
が
担
当
し
た
。

祭
典
後
、
教
主
さ
ま
の
み
ろ
く
大
祭
ご
あ
い

さ
つ
を
拝
聴
。
続
い
て
本
部
を
代
表
し
て
高
野

春
樹
祭
務
課
長
が
あ
い
さ
つ
を
述
べ
た
後
、
司

会
が
人
事
異
動
（
４
月
15
日
付
）
に
伴
う
東
京

本
部
職
員
の
着
任
者
、
離
任
者
を
紹
介
し
た
。

（
左
下
に
挨
拶
文
掲
載
）

ま
た
、
合
唱
団
・
東
京
主
会
「
あ
づ
ま
」
に

よ
る
愛
善
歌
「
悠
久
」（
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
語
）、

茨
城
主
会
「
Ａ
Ｋ
Ｐ
イ
バ
ラ
キ
」
に
よ
る
愛
善

歌
「
神み
め
ぐ
み恵
」
が
奉
納
さ
れ
た
。

東
光
苑
月
次
祭

東
光
苑
祭
典
・
行
事
予
定

６
月11

日
（
日
）
午
前
10
時
30
分

　

東
光
苑
月
次
祭
・
人
類
愛
善
会
創
立
記
念
祭
典
・

　

市
杵
島
姫
命
例
祭

21
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

王
仁
芸
術

〜
耀
盌
に
み
る
王
仁
三
郎
の
世
界
〜

　

講
師

尾
﨑
泰
良
（
大
道
場
講
師
）

25
日
（
日
）
午
前
９
時
30
分
（
９
時
受
付
）

　

み
な
づ
き
の
集
い
（
関
東
在
住
信
徒
研
修
会
）

７
月９

日
（
日
）
午
前
10
時
30
分

　

東
光
苑
月
次
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

大
本
の
宗
際
化
活
動

　
　
　

〜
宗
教
の
壁
を
越
え
て
〜

　

講
師

奥
脇
俊
臣
（
国
際
愛
善
宣
教
課
員
）

みなづきの集い
〜関東在住信徒研修会〜

日　時	 平成 29年６月 25日（日）

	 午前９時（受付）〜午後４時半ごろ

会　場	 東京宣教センター　　参加費　１，０００円

	 ※昼食１回・資料代・記念写真代含む

	 但し、家族２人目から５００円

	 ※期間外の食費・宿泊費は別途となります

定　員	 ４０人

	 ※希望の方には宿泊のお申し込みを承ります

持ち物	 筆記用具

	 ※宿泊される場合は入浴・宿泊具などを

	 　ご持参ください

内　容	 茶席入席・お作品拝観・浄書

　　　　	 講話「二度の弾圧を乗り越えて」

	 講話「喜び勇んでご用に」

	 ビデオ鑑賞「この世の向こうに」

	 歓ぎの座・総合質問会、等

締　切	 ６月 19日（月）

申込先	 東京宣教センター・愛善宣教課

●離任あいさつ

　総務管理課長　藤
ふじもと

本  光
ひかる

　

このたび綾部祭祀センター総務管理課へ

異動となりました。４年９カ月、また以前

の勤務も含め、14 年３カ月の長い間、関東

教区の皆さまには本当にお世話になりました。

綾部のご奉仕は全く初めてで、すべて一か

ら学びたい思いです。最後に皆さまのご多幸をお祈りし、

聖地でお会いできる日を楽しみにしています。

●着任あいさつ

総務管理課　松
まつだ

田 達
さとこ

子　

４月 25 日に着任しました。明るいご神前

で朝夕拝をさせていただき、穏やかな空気

の中でご奉仕させていただいています。

東京本部の中で過ごしていると、大都会

にいることも忘れるほどで、やはり神さま

のいらっしゃるところなのだなと感じています。

皆さまに親しみを持って接して頂けるように、努めて

まいります。時には厳しくご指導いただけましたら、あ

りがたく思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。

か
ら
発
足
し
た
の
が
成
功
す
る
」
と
の
三
代
教

主
さ
ま
の
お
示
し
を
引
用
し
な
が
ら
、「
こ
つ

こ
つ
と
誠
実
に
務
め
る
こ
と
が
商
売
の
秘
け
つ
。

同
時
に
、
世
の
た
め
人
の
た
め
、
神
さ
ま
の
た

め
に
働
か
せ
て
い
た
だ
く
と
い
う
姿
勢
が
大
切
」

と
語
っ
た
。


