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出
口
王
仁
三
郎
聖
師

1　　　阿づまの光

平成 29 年（2017）

８月号・Aŭgusto

【
み
ろ
く
池
土
　
本
宮
山
松
釉
】

 教主さまお作  灰釉茶盌　銘「真清水」

ゆ
か
り
あ
る
魂た

ま

を
高た

か

ま天
に
招お

ぎ
よ
せ
て

弥み

ろ

く勒
の
御み

よ代
を
神か

み

は
開ひ

ら

か
す

総
務
管
理
課
　
松 

田 

達 

子

東
京
本
部
・
東
光
苑
に
着
任
し
て
か
ら
３
カ
月
に
な
り
ま
す
。
着
任
以
来
、
信
徒
の
皆
さ
ま
に
は
家
族
の

よ
う
に
お
声
か
け
く
だ
さ
り
、
心
地
よ
く
ご
奉
仕
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

私
は
、
生
ま
れ
も
育
ち
も
亀
岡
で
、
天
恩
郷
の
中
で
育
て
て
い
た
だ
い
た
よ
う
な
も
の
で
す
。
こ
の
た
び

の
人
事
発
令
で
、
初
め
て
亀
岡
を
離
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
大
都
会
で
生
活
す
る
自
分
の
姿
が
想
像
で

き
ず
、
不
安
を
抱
え
な
が
ら
赴
任
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。

こ
ち
ら
で
の
暮
ら
し
は
、
思
い
の
ほ
か
温
和
で
す
。
サ
イ
レ
ン
が
響
く
繁
華
街
の
近
く
に
あ
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
苑
中
は
穏
や
か
な
静
寂
に
包
ま
れ
て
い
ま
す
。
東
京
に
い
る
こ
と
を
す
っ
か
り
忘
れ
て
、
天
恩
郷

に
い
る
よ
う
な
錯
覚
を
起
こ
す
こ
と
も
し
ば
し
ば
‥
‥
。

着
任
後
、
業
務
の
引
き
継
ぎ
を
慌
た
だ
し
く
受
け
な
が
ら
、
来
苑
者
を
お
迎
え
す
る
毎
日
。
意
外
だ
っ
た

の
は
、
大
本
信
徒
に
と
ど
ま
ら
ず
、
一
般
の
方
も
毎
日
の
よ
う
に
東
光
苑
に
足
を
運
ん
で
く
だ
さ
る
こ
と
で

し
た
。
中
で
も
、
宗
教
学
を
専
攻
し
て
い
る
大
学
生
の
グ
ル
ー
プ
が
複
数
、
来
苑
さ
れ
る
こ
と
に
驚
き
ま
し
た
。

こ
の
地
に
大
本
の
活
動
拠
点
が
あ
る
意
義
を
再
認
識
す
る
と
同
時
に
、
彼
ら
が
大
本
の
教
風
に
共
感
す
る
姿

に
勇
気
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

７
月
月
次
祭
の
添
釜
で
は
、
四
代
教
主
さ
ま
の
お
軸
「
わ
け
い
せ
い
じ
ゃ
く
」（
和
敬
清
寂
）
が
掛
け
ら
れ

て
い
ま
し
た
。
そ
の
場
に
四
代
教
主
さ
ま
が
微
笑
み
な
が
ら
い
ら
っ
し
ゃ
る
よ
う
で
、
入
席
さ
れ
た
皆
さ
ま

と
と
も
に
、
そ
の
場
に
会
し
た
喜
び
を
分
か
ち
合
わ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

来
苑
さ
れ
た
皆
さ
ま
は
一
様
に
す
が
す
が
し
い
表
情
を
さ
れ
て
い
ま
す
。
皆
さ
ま
に
と
っ
て
も
安
ら
ぎ
の

場
で
、
こ
こ
は
大
都
会
の
オ
ア
シ
ス
な
の
だ
と
深
く
感
じ
て
い
ま
す
。

大
神
さ
ま
の
も
と
で
、
心
豊
か
に
過
ご
さ
せ
て
い
た
だ
け
る
こ
と
は
、
何
よ
り
の
喜
び
で
す
。

大
都
会
の
オ
ア
シ
ス
で
、
皆
さ
ま
の
お
越
し
を
お
待
ち
申
し
上
げ
て
お
り
ま
す
。

大
都
会
の
オ
ア
シ
ス
へ
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出口直日、日出麿からみた みろくの世
〜立直しの提言〜

「
み
ろ
く
の
世
」
と
は

　

最
初
は
、
出
口
王
仁
三
郎
聖
師
の
話
か
ら
始

め
ま
す
。
聖
師
は
「
み
ろ
く
の
世
」
に
つ
い
て
、

次
の
よ
う
な
こ
と
を
述
べ
て
い
ま
す
。

　

仏
法
で
は
、
正
法
、
像
法
、
末
法
と
世
が
移
っ

て
、
今
は
、
末
法
の
世
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い

ま
す
。
末
法
の
世
で
は
、
仏
の
教
え
が
通
じ
な

く
な
る
の
で
す
。
法

ほ
う
め
つ
じ
ん
き
ょ
う

滅
尽
経
に
は
、
お
坊
さ
ん

が
堕
落
す
る
よ
う
に
な
っ
て
お
釈
迦
さ
ま
の
教

え
が
通
じ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
世
界
が
説
か
れ

て
い
ま
す
。
そ
の
時
に
弥み

ろ

く勒
菩
薩
が
現
れ
て
、

世
の
中
を
救
う
と
い
う
の
で
す
。

　

キ
リ
ス
ト
教
の
聖
書
に
も
、
天
国
が
来
る
こ

と
が
書
か
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
実
は
み
ろ

く
の
世
の
こ
と
で
、
裁
き
だ
と
か
、
最
後
の
審
判
、

終
末
が
来
る
と
い
う
の
も
、
実
は
こ
の
こ
と
を

指
し
て
い
る
と
い
う
の
で
す
。

　

そ
の
上
で
大
本
は
、
独
自
の
展
開
と
し
て
、

法ほ
っ
し
ん身

、
応お

う
し
ん身

、
報ほ

う
し
ん身

と
三
つ
の
弥
勒
が
出
て
、

ご
神
業
が
進
展
す
る
と
い
い
ま
す
。

　

法
身
弥
勒
は
出
口
な
お
開
祖
の
ご
神
業
、
応

身
弥
勒
は
王
仁
三
郎
聖
師
と
二
代
教
主
・
す
み

こ
の
時
代
。
そ
し
て
、報
身
弥
勒
は
、三
代
教
主
・

直
日
、
三
代
教
主
補
・
日
出
麿
尊
師
の
時
代
以

降
か
ら
ず
っ
と
続
い
て
い
く
時
代
で
す
。
報
身

弥
勒
の
世
に
な
れ
ば
、
み
ん
な
が
喜
び
勇
む
世

に
な
り
、
さ
ら
に
深
ま
っ
て
い
っ
て
、
真
の
弥

勒
の
世
を
迎
え
る
の
で
す
。

　

聖
師
は
「
報ほ

う
し
ん身

の
彌み

ろ

く勒
の
世よ

に
な
れ
ば
、
皆み

な

が
喜

よ
ろ
こ

ぶ
世よ

に
な
る
。
之こ

れ

を
天て

ん
ご
く国

と
も
極ご

く
ら
く楽

の
世よ

と
も
云い

へ
る
の
で
あ
り
ま
せ
う
。
實じ

つ

に
鼓

こ
ふ
く
げ
き
じ
ょ
う

腹
撃
壌

の
世よ

の
中
に
な
っ
て
来く

る
」（『
出
口
王
仁
三
郎

全
集
』
第
２
巻
）
と
明
言
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、

そ
れ
ま
で
に
大
峠
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
大
峠
は
、
お
筆
先
に
何
度
も
登
場
し
ま
す
。

　

今
ま
さ
に
大
峠
と
言
え
る
時
代
で
、
日
出
麿

尊
師
は
、
実
に
端
的
に
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

「
世よ

の
立た

て

か替
え
立た

て
な
お直

し
と
は
、
と
り
も
な
お
さ

ず
、
黄お

う
ご
ん金

や
札さ

つ

た
ば
を
ギ
ロ
チ
ン
に
か
く
る
こ

と
な
り
。
金か

ね

の
世よ

を
、
人ひ

と

の
世よ

に
ひ
っ
く
り
返か

え

す
こ
と
な
り
」　
　
　

（『
信
仰
覚
書
』
第
３
巻
）

　

お
金
や
物
に
執
着
す
る
世
の
中
を
、
人
間
中

心
の
世
の
中
に
変
え
る
、
変
わ
ら
ね
ば
な
ら
な

い
と
、
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
ん
で
す
。

　

ま
た
、
三
代
教
主
は
、

　

貧
富
の
差
ち
ぢ
ま
り
て
地
上
に
あ
ら
そ
ひ
の

無
き
世
と
き
け
ば
ひ
た
に
恋
し
き　

　

世
の
中
が
こ
の
よ
う
な
姿
に
向
か
っ
て
い
け

ば
、
地
上
世
界
に
み
ろ
く
の
世
が
到
来
す
る
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

大
本
弾
圧
を
乗
り
越
え
て

　

三
代
教
主
は
、
大
本
開
教
か
ら
10
年
後
の
明

治
35
年
、
王
仁
三
郎
・
す
み
こ
の
長
女
と
し
て

お
生
ま
れ
に
な
り
ま
し
た
。
日
出
麿
尊
師
は
30

年
生
ま
れ
。
お
二
方
と
も
、
ほ
ぼ
開
教
と
同
時

に
、
こ
の
世
に
生
を
受
け
て
お
ら
れ
ま
す
。

　

日
出
麿
尊
師
は
岡
山
で
お
生
ま
れ
に
な
り
ま

し
た
。
岡
山
六
高
か
ら
京
都
大
学
に
進
み
、
中

退
し
て
大
本
本
部
に
奉
仕
さ
れ
ま
す
。
昭
和
３

年
に
三
代
教
主
と
ご
結
婚
に
な
り
、
昭
和
10
年

ま
で
の
７
年
間
、
出
口
王
仁
三
郎
の
跡
継
ぎ
と

し
て
国
内
外
を
駆
け
巡
り
、
そ
れ
は
そ
れ
は
大

活
躍
を
さ
れ
ま
す
。
そ
れ
で
、
昭
和
10
年
に
勃

発
し
た
第
二
次
大
本
弾
圧
事
件
で
は
、
非
常
な

拷
問
を
受
け
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

同
じ
獄
舎
で
、
聖
師
が
そ
の
拷
問
の
激
し
さ

を
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

日
出
麿
は
竹し

な

い刀
で
打
た
れ
断
末
魔
の

悲
鳴
あ
げ
居
る
を
聞
く
辛
さ
か
な　

　

厳
し
い
拷
問
の
繰
り
返
し
に
、
死
の
寸
前
ま

で
追
い
込
ま
れ
、
精
神
も
病
ん
で
い
き
ま
す
。

偽
っ
て
狂
人
を
装
う
こ
と
を
佯

よ
う
き
ょ
う

狂
と
い
い
ま
す

が
、
こ
の
時
、
警
察
は
日
出
麿
尊
師
の
病
状
を

疑
い
、
さ
ら
に
激
し
く
拷
問
す
る
わ
け
で
す
。

そ
の
結
果
、
す
っ
か
り
心
身
を
病
ん
で
、
虚
ろ

な
状
態
に
な
っ
て
し
ま
わ
れ
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
三
代
教
主
、
日
出

麿
尊
師
は
、
兵
庫
県
の
竹
田
に
移
り
住
む
こ
と

に
な
り
ま
す
。

　

百
姓
の
道
に
ひ
た
す
ら
は
げ
み
ゆ
か
ぬ

寂
か
な
る
生
を
た
だ
願
ひ
つ
つ　

　

草
刈
れ
ば
痛
き
心
も
慰
む
に

昼
の
日
中
も
草
刈
り
に
け
り　
　

　

ど
の
よ
う
な
ご
心
境
で
、
竹
田
時
代
を
過
ご

さ
れ
た
の
か
、
こ
の
お
歌
か
ら
拝
察
さ
れ
ま
す
。

そ
う
い
う
中
で
真
剣
に
茶
道
、
あ
る
い
は
日
本

の
伝
統
芸
術
に
精
進
さ
れ
、
今
日
の
大
本
教
団

の
教
風
「
信
仰
即
芸
術
即
生
活
」、
そ
の
元
が

築
か
れ
て
い
く
わ
け
で
す
。

世
の
良
き
鏡
と
な
っ
て

　

文
字
通
り
、
命
が
け
で
生
き
抜
い
た
、
三
代

教
主
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。

「
神
さ
ま
の
お
示
し
に
、
大
本
は
型
の
出
る
所

で
あ
る
と
申
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
現
在
、
も
っ

と
も
大
切
な
こ
と
は
、
世
の
鏡
に
な
る
良
き
型

を
出
さ
し
て
い
た
だ
く
こ
と
で
あ
る
と
お
も
い

ま
す
。

　

一
人
ひ
と
り
が
、
神
さ
ま
の
示
さ
れ
て
い
る

人
と
し
て
の
生
き
方
、
在
り
方
に
徹
し
て
い
く

こ
と
が
、
神
さ
ま
の
み
心
に
か
な
う
家
庭
を
き

ず
き
、
社
会
を
生
み
出
し
、
世
界
と
な
っ
て
ゆ

く
良
き
雛
型
と
な
り
、
礎
と
な
っ
て
ゆ
く
の
で

あ
る
と
お
も
い
ま
す
」　
　

（『
寸
葉
集
』
巻
２
）

出口直日三代教主と、その夫・日出麿尊師は、明治、大正、昭和、平成を生き、現

代人にわかりやすく「みろくの世」を説き、自らその生き方をお示しくださいました。

そのお示しとご生涯にスポットをあて、みろくの世の生き方を探っていきます。
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3　　　阿づまの光

掲
載
文
は
、
平
成
29
年
３
月
15
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

  （東京宣教センター次長 )

　

大
本
で
は
、
み
ろ
く
の
世
を
実
現
す
る
た
め

に
、
こ
こ
か
ら
世
に
広
げ
て
い
く
、
日
本
に
、

世
界
に
そ
の
型
を
出
す
と
い
う
の
で
す
。

『
信
仰
覚
書
』
の
精
神

　

拷
問
の
末
に
ご
発
病
に
な
ら
れ
て
か
ら
、
年

月
が
た
つ
に
つ
れ
、
尊
師
の
ご
様
子
が
段
々
変

わ
っ
て
ゆ
き
ま
す
。
激
し
か
っ
た
ご
霊
交
も
時

間
と
と
も
に
治
ま
っ
て
く
。
そ
の
よ
う
な
ご
生

活
の
中
に
神
秘
や
奇
跡
、
さ
ら
に
は
神
さ
ま
の

深
い
摂
理
が
あ
る
こ
と
を
三
代
教
主
は
確
信
さ

れ
て
ゆ
き
ま
す
。

　

次
の
お
歌
は
三
代
教
主
が
、
ご
還
暦
を
迎
え

た
日
出
麿
尊
師
を
詠
ん
だ
も
の
で
す
。

　

神し
ん
せ
ん仙

の
世
界
に
君
は
ゐ
ま
し
つ
つ

わ
が
ゆ
く
道
を
照
し
た
ま
へ
る　

　

尊
師
の
『
信
仰
覚
書
』
全
８
巻
は
、
信
徒
の

「
教
説
書
」と
し
て
親
し
ま
れ
て
い
ま
す
。
冒
頭
、

三
代
教
主
は
「
序
に
か
え
て
」
に
、
次
の
よ
う

に
書
か
れ
て
い
ま
す
。

「
大
本
の
教

お
し
え

は
開
祖
さ
ま
の
お
筆
先
を
経た

て

と
し
、

聖
師
さ
ま
の
霊
界
物
語
を
緯よ

こ

と
し
て
、
経け

い

い緯
が

示
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
う
し
て
そ
の
経
緯
か
ら
、

新
し
く
生
ま
れ
ま
し
た
の
が
、
こ
の
―
―
日
出

麿
先
生
の
覚

お
ぼ
え
が
き

書
―
―
で
あ
り
ま
す
」

　

『
信
仰
覚
書
』
に
は
開
祖
、
聖
師
の
精
神
が

し
っ
か
り
と
説
か
れ
て
い
る
と
い
う
の
で
す
。

覚
書
の
元
は
、
学
生
時
代
か
ら
の
日
記
で
、
若

き
日
の
僅
か
な
期
間
、
ご
自
分
に
対
し
て
書
か

れ
て
い
る
ご
文
章
で
す
が
、
人
間
の
魂
の
向
上
、

身
魂
磨
き
、
霊
界
の
様
子
、
霊
界
と
の
関
係
、

個
人
・
社
会
の
発
展
な
ど
、
終
始
、
尊
師
の
や

さ
し
さ
と
愛
に
あ
ふ
れ
る
表
現
で
書
か
れ
、
私

た
ち
を
導
い
て
く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
。

　

あ
あ
一

い
っ
し
ゃ
く

尺
を
譲ゆ

ず

れ
よ
人ひ

と

の
た
め
に

　

一い
ち
わ
ん椀

を
減げ

ん

ぜ
よ
人
の
た
め
に

　

人
類
に
対
す
る
赦
し
と
癒
し
、
励
ま
し
、
隣

人
に
対
す
る
普
遍
愛
、
こ
の
『
信
仰
覚
書
』
の

精
神
が
世
の
中
の
人
に
共
有
さ
れ
、
人
間
が
よ

り
普
遍
的
に
な
り
成
熟
し
て
く
る
と
、
社
会
が

変
わ
っ
て
く
る
と
思
い
ま
す
。

　

私
な
り
に
、｢

み
ろ
く
の
世
へ
の
精
神｣

を

端
的
に
示
す
と
す
る
な
ら
ば
、
次
の
お
言
葉
を

上
げ
ま
す
。

　

世
の
中
を
よ
く
す
る
た
っ
た
ひ
と
つ
の
も
の

が
あ
る
。
そ
れ
は
好
意
で
あ
る

希
望
の
言
葉
〝
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
〟

　

大
本
は
、
み
ろ
く
の
世
へ
繋
が
る
大
き
な
道

標
と
し
て
、
国
際
共
通
語
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
を
採

用
し
て
い
ま
す
。

　

エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
と
は
、
希
望
と
い
う
意
味
の

人
造
語
で
す
。
大
本
で
は
、「U

n
u
	D
io
	U

n
u
	

M
o
n
d
o
	U

n
u
	In

te
rlin

g
v
o

」《
一
つ
の
神
、

一
つ
の
世
界
、
一
つ
の
国
際
共
通
語
》
と
い
う

精
神
を
掲
げ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
か
ら
世
界
が
一
つ
に
な
る
時
、
日
本
の

明
治
維
新
の
廃
藩
置
県
で
標
準
語
が
制
定
さ
れ

た
よ
う
に
、
世
界
で
も
一
つ
の
言
葉
が
必
要
に

な
る
は
ず
で
、
私
は
こ
の
言
語
に
、
み
ろ
く
の

世
へ
の
希
望
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
と
確
信
し
て

い
ま
す
。

　

エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
の
採
用
を
決
め
た
の
は
、
聖

師
で
す
が
、
そ
の
直
接
の
起
点
は
京
大
、
日
出

麿
尊
師
で
し
た
。
ご
自
分
で
も
習
得
さ
れ
、
大

正
15
年
に
は
、「
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
を
中
等
教
育

に
採
用
せ
よ
」
と
題
し
、
機
関
誌
に
大
論
文
を

寄
せ
て
い
ま
す
。
教
育
の
中
に
取
り
入
れ
る
こ

と
が
普
及
に
は
一
番
早
い
と
い
う
わ
け
で
す
。

　

エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
は
三
代
教
主
も
精
力
的
に
推

進
さ
れ
ま
し
た
。
私
が
若
い
頃
、
朝
陽
舘
と
い

う
教
主
公
館
の
宿
直
業
務
を
さ
せ
て
い
た
だ
い

て
お
り
ま
し
た
。
三
代
教
主
は
80
歳
に
な
る
こ

ろ
で
、
こ
の
お
館
に
お
休
み
で
し
た
。
朝
一
番

に
聞
こ
え
て
く
る
の
は
能
楽
、
英
語
、
エ
ス
ペ

ラ
ン
ト
な
ど
、
お
稽
古
の
お
声
で
す
。
当
時
、

一
番
ご
熱
心
に
お
稽
古
さ
れ
て
い
た
の
は
エ
ス

ペ
ラ
ン
ト
で
し
た
。

　

三
代
教
主
は
「
と
に
か
く
片
言
で
も
い
い
か

ら
自
分
た
ち
の
会
話
に
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
を
取
り

入
れ
る
ぐ
ら
い
の
覚
悟
を
持
ち
ま
し
ょ
う
」
と

言
わ
れ
、
自
ら
率
先
し
て
実
践
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
を
話
さ
れ
る
人
が
来
た
と
き
は

エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
で
ご
挨
拶
さ
れ
る
。
お
も
て
な

し
の
心
で
す
ね
。
相
手
を

慮
お
も
ん
ば
かる

「
和
」
の
心

で
す
。
そ
の
上
で
次
の
言
葉
も
あ
り
ま
す
。

「
世
界
の
平
和
に
は
、
民
族
と
民
族
が
、
平
等

の
関
係
に
お
か
れ
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
そ

の
基
礎
と
な
る
第
一
の
も
の
は
、
国
際
共
通
語

（
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
）
で
あ
り
、
共
通
語
が
第
二

民
族
語
・
国
語
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
で
あ

り
ま
す
」「
人
類
の
英
知
を
結
集
し
て
、
地
球

的
規
模
で
、
方
向
を
見
定
め
る
日
は
、
意
外
に

早
く
訪
れ
て
く
る
よ
う
に
お
も
わ
れ
ま
す
」

（『
教
主
御
教
示
集
』
〜
出
口
直
日
三
代
教
主
〜
）

　

こ
れ
は
世
の
制
度
と
し
て
、
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト

が
用
い
ら
れ
る
こ
と
、
そ
の
日
が
近
い
こ
と
を

指
し
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
本
当
に
、
み
ろ

く
の
世
の
曙
光
が
、
も
う
目
の
前
に
近
づ
い
て

来
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

「
み
ろ
く
の
世
」
の
実
現
は
、
私
た
ち
の
心

の
持
ち
方
と
そ
の
実
践
に
あ
る
の
で
す
。
私
自

身
、
歴
代
教
主
に
習
い
つ
つ
、
少
し
で
も
実
践

さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
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第
１
７
３
回
「
21
世
紀
・
生
き
が
い
講
座
」

は
、
７
月
19
日
午
後
７
時
か
ら
、
港
区
新
橋
の

航
空
会
館
で
開
催
さ
れ
、
奥
脇
俊
臣
・
大
本
本

部
国
際
愛
善
宣
教
課
員
が
「
大
本
の
宗
際
化
活

動
」
〜
宗
教
の
壁
を
越
え
て
〜
と
題
し
て
講
話

し
た
。
参
加
者
は
22
人
（
内
、
一
般
７
人
）。

　
講
師
は
、
根
本
教
典
『
大
本
神
諭
』
に
「
世

界
国
々
所
々
に
、
世
の
立
替
え
を
知
ら
す
神
柱

は
、
沢た
っ
ぴ
つ山
現
わ
れ
る
ぞ
よ
」
と
示
さ
れ
、
出
口

王
仁
三
郎
聖
師
も
「
国
々
に
御み

名
を
変
へ
さ

せ
給
ひ
つ
つ
救
ひ
の
た
め
に
降く
だ

り
ま
す
き
み
」

（『
大
本
の
道
』）
と
示
し
て
い
る
と
し
て
「
世

界
中
の
宗
教
の
神
仏
は
、
主
神
の
分
霊
分
体
で

あ
り
、
元
は
一
つ
で
あ
る
と
教
え
ら
れ
て
い
る
」

と
語
り
、「
聖
師
が
大
正
時
代
か
ら
精
力
的
に

取
り
組
ん
だ
、
海
外
諸
宗
教
と
の
提
携
・
協
力

の
和
は
型
と
な
り
、
現
在
、
世
界
中
で
広
が
っ

て
い
る
」
と
、
大
本
の
宗
際
化
活
動
、
宗
教
間

対
話
の
歴
史
を
語
っ
た
。

参
加
者
か
ら
は
「
大
本
の
宗
際
化
の
歴
史
・

内
容
の
素
晴
ら
し

さ
を
感
じ
た
。
万

教
同
根
の
教
え
が

古
く
か
ら
実
践
さ

れ
驚
き
で
す
」（
男

性
・
一
般
）
等
の

声
が
寄
せ
ら
れ
た
。

21
世
紀
・
生
き
が
い
講
座

お抹茶のいただき方を教わる参加者

東
光
苑
月
次
祭
は
７
月
９
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
、
２
７
８
人
が
参
拝
し
た
。

祭
員
は
埼
玉
主
会
、
少
年
祭
員
は
同
主
会
の

遠
藤
あ
か
り
さ
ん
、
池
田
心
音
さ
ん
、
伶
人
は

二
絃
の
会
関
東
支
部
、
伊
都
能
売
神
諭
拝
読
は

大
坂
泰
造
東
京
主
会
長
、
添
釜
は
東
光
庵
に
て

東
京
主
会
が
担
当
し
た
。

祭
典
後
、
猪
子
恒
東
京
宣
教
セ
ン
タ
ー
次
長

が
あ
い
さ
つ
に
立
ち
、
教
主
さ
ま
の
ご
近
況
に

つ
い
て
紹
介
。
次
い
で
７
月
５
日
か
ら
６
日
に

か
け
て
九
州
北
部
を
襲
っ
た
集
中
豪
雨
で
の
、

信
徒
３
世
帯
の
被
害
状
況
を
報
告
し
た
。ま
た「
来

年
は
東
京
本
部
開
設
50
周
年
、
新
東
京
本
部
完

成
10
周
年
の
節
目
を
迎
え
る
。
記
念
祭
典
や
式

典
な
ど
、
皆
さ
ま
と
と
も
に
、
慶
祝
行
事
を
盛

東
光
苑
月
次
祭

東
光
苑
祭
典
・
行
事
予
定

８
月７

日
（
月
）
午
前
10
時
30
分

　

開
教
１
２
５
年　

瑞
生
大
祭
遥
拝
祭

13
日
（
日
）
午
前
10
時
30
分

　

東
光
苑
月
次
祭
・
市
杵
島
姫
命
例
祭

16
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

市
民
の
た
め
の
患
者
学

　

講
師

加
藤 

眞
三

（
慶
應
義
塾
大
学
看
護
医
療
学
部
教
授
）

27
日
（
日
）
夕
拝
時

	

神
集
祭
遥
拝
（
初
日
・
旧
７
月
６
日
）

９
月２

日
（
土
）
夕
拝
時

	

神
集
祭
遥
拝
（
最
終
日
・
旧
７
月
12
日
）

10
日
（
日
）
午
前
10
時
30
分

　

東
光
苑
月
次
祭
・
長
寿
感
謝
祭
・

　

交
通
安
全
祈
願
祭
・
秋
季
合
同
慰
霊
祭

11
日
（
月
）
午
後
７
時

　

全
国
一
斉
世
界
平
和
祈
願
祭

16
日
（
土
）
〜
18
日
（
月
・
祝
）

　

東
光
苑
道
場
講
座

20
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

ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
の
引
き
出
し
方

　
　
　

〜
自
己
魂
を
練
る
〜

　

講
師

小
藪	

資
史
（
特
派
宣
伝
使
）

22
日
（
金
）
〜
24
日
（
日
）

　

東
光
苑
秋
季
祭
式
講
習
会

23
日
（
土
・
祝
）
午
前
10
時
30
分

　

三
代
教
主
毎
年
祭
（
27
年
）

り
上
げ
て
い
き
た
い
」
と
述
べ
た
。

引
き
続
き
、
金
剛
流
仕
舞
「
呉
服
」
の
奉
納

が
あ
り
、
直
会
に
移
っ
た
。

み
な
づ
き
の
集
い

東
京
本
部
直
属
信
徒
と
関
東
在
住
の
他
教
区

所
属
信
徒
を
対
象
と
し
た
研
修
会
「
み
な
づ
き

の
集
い
」
は
、
６
月
25
日
午
前
９
時
30
分
か
ら

東
京
宣
教
セ
ン
タ
ー
で
開
催
さ
れ
、
６
人
が
参

加
し
た
。

参
加
者
は
、
講
話

「
２
度
の
弾
圧
を
乗

り
越
え
て
」、
ワ
ー

ク
シ
ョ
ッ
プ
「
大
本

と
能
楽
」
を
受
講
、

茶
席
入
席
、
お
作
品

拝
観
、
浄
書
の
ほ
か
、

ビ
デ
オ
「
こ
の
世
の

東光苑道場講座

日　時	９月 16 日（土）午前８時半受付

〜 18 日（月・祝）午後４時ごろ閉講予定

会　場	大本東京本部・東京宣教センター

参加費	１人４，０５０円（期間中の食費・宿泊費）
　　　　※資料「修行のしおり」（別途５００円徴収）

内　容	大道場講座初日から現代の大本まで
　　　　※亀岡・神苑案内と高熊山参拝は免除扱いになります。綾部

での日程をご受講いただき、全日程受講修了ができます。

申込み	食事・宿泊を明記の上、東京宣教センター愛善

宣教課「東光苑道場講座」宛にお申込み下さい

（定員３０人）

締　切	９月６日（水）必着

東光苑秋季祭式講習会

日　時	９月 22 日（金）午前９時より受付

〜 24 日（日）午後４時半ごろ閉講予定

会　場	大本東京本部・東京宣教センター

参加費	１人１, ０００円

　　　　※食事・宿泊代は別途実費を徴収します

内　容	初級クラス：基本動作から月次祭まで

	 中級クラス：庭上祭・結婚式など

申込み	受講クラス・食事・宿泊を明記の上、東京宣教

センター祭務課「秋季祭式講習会」宛にお申込

み下さい（定員４０人）

締　切	９月 18 日（月）必着

向
こ
う
に
」
を
視
聴
し
、
講
師
を
囲
ん
で
歓
ぎ

の
座
を
行
っ
た
。
参
加
者
か
ら
は
、「
浄
書
さ

せ
て
い
た
だ
い
た
尊
師
さ
ま
の
お
言
葉
が
心
に

染
み
た
」「
伝
統
芸
能
に
触
れ
さ
せ
て
い
た
だ

き
美
と
調
和
し
た
神
さ
ま
の
世
界
は
素
晴
ら
し

い
と
感
じ
た
」
な
ど
の
声
が
寄
せ
ら
れ
た
。


