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平成 29 年（2017）
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【
大
谷
土
】
	 教主さまお作 	 鉄絵柿文茶盌

素す

さ

の

を

盞
嗚
の
神か

み

の
尊

み
こ
と

の
つ
く
ら
し
し

三み

そ

ひ

と

も

じ

十
一
文
字
は
言こ

と
た
ま霊

の
本も

と

よ

祭
務
課
主
幹
　
椎
野 

恭
三

大
本
東
京
本
部
は
明
年
、
開
設
50
周
年
、
新
東
京
本
部
建
て
替
え
10
周
年
の
佳
節
を
迎
え
ま
す
。
こ
れ
を

記
念
し
て
、
平
成
30
年
10
月
８
日
（
月
・
祝
日
）、
東
京
本
部
能
舞
台
で
、
東
京
大
本
歌
祭
を
執
行
さ
せ
て
い

た
だ
く
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

東
京
本
部
は
昭
和
29
年
、
三
代
教
主
さ
ま
の
ご
指
示
で
上
野
池
之
端
の
当
地
に
東
京
本
苑
が
設
立
さ
れ
、

同
43
年
、
首
都
圏
の
大
事
な
拠
点
と
し
て
東
京
本
部
設
置
と
な
っ
た
も
の
で
あ
り
、
多
く
の
先
人
の
方
々
の

ご
苦
労
、
ご
足
跡
を
経
て
、
現
在
が
あ
り
ま
す
。
私
ど
も
は
先
人
の
遺
徳
を
偲
ば
せ
て
い
た
だ
く
と
と
も
に
、

未
来
に
向
け
て
勇
気
を
振
り
起
し
、
み
ろ
く
神
業
の
新
展
開
に
邁
進
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
う
次
第
で
す
。

そ
の
後
、
節
目
節
目
に
は
歌
祭
が
執
行
さ
れ
、
首
都
圏
で
は
小
田
原
市
中
央
公
民
館
（
昭
和
26
年
）、
水
道

橋
宝
生
能
楽
堂
（
昭
和
30
年
）
を
含
め
る
と
、
次
回
で
五
度
目
と
な
り
ま
す
。
特
に
前
回
の
新
東
京
本
部
建

て
替
え
を
記
念
し
た
東
京
大
本
歌
祭
（
平
成
20
年
）
で
は
、
宗
教
関
係
者
、
文
化
人
ら
と
と
も
に
中
東
四
カ

国
の
大
使
や
代
表
が
参
加
さ
れ
、
歌
祭
終
了
間
際
、
イ
ス
ラ
エ
ル
大
使
と
パ
レ
ス
チ
ナ
代
表
の
お
二
人
が
感

激
の
あ
ま
り
、
ハ
グ
を
さ
れ
る
と
い
う
サ
プ
ラ
イ
ズ
が
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
来
賓
と
し
て
ご
出
席
の
明
石
康

元
国
連
事
務
次
長
が
「
大
本
は
二
つ
の
基
本
的
な
原
則
に
お
い
て
一
貫
し
た
も
の
を
持
っ
て
い
る
。
そ
れ
は

一
国
を
離
れ
た
真
の
国
際
平
和
に
対
す
る
確
信
で
あ
り
、
自
然
と
環
境
を
大
事
に
す
る
心
」
と
い
う
趣
旨
の

お
言
葉
を
下
さ
い
ま
し
た
。

教
主
さ
ま
は
本
年
の
瑞
生
大
祭
で
「
こ
こ
最
近
の
た
だ
な
ら
ぬ
世
界
情
勢
を
見
て
お
り
ま
す
と
、
聖
師
さ

ま
が
先
の
世
を
見
越
し
て
、
国
々
の
八や

え重
垣が

き

を
取
り
払
い
、
主
の
大
神
さ
ま
を
中
心
に
、
世
界
の
万
民
が
大

和
合
し
て
、
一
つ
に
な
り
、
み
ろ
く
の
世
の
型
を
出
す
こ
の
歌
祭
を
、
世
界
を
平
和
に
導
く
神
事
と
し
て
、

私
た
ち
人
類
の
た
め
に
お
残
し
に
な
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
ご
ざ
い
ま
す
」
と
、
歌
祭
に
つ

い
て
お
示
し
下
さ
い
ま
し
た
。

節
分
人
型
大
祓
に
な
ら
ぶ
神
事
の
歌
祭
。
国
内
外
か
ら
寄
せ
ら
れ
る
献
詠
歌
の
善
言
美
詞
と
、
舞
姫
、
朗

詠
者
、
八
雲
琴
、
弓
太
鼓
の
奏
者
が
一
体
と
な
っ
て
、
世
界
を
祓
い
に
祓
い
、
清
め
に
清
め
て
い
た
だ
き
た
い
。

明
年
の
そ
の
時
が
、
今
か
ら
楽
し
み
で
あ
り
、
身
の
引
き
締
ま
る
思
い
で
あ
り
ま
す
。

〝
東
京
大
本
歌
祭
〟
明
年
開
催
決
定
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今を大切に生きる
〜幸せをみつける法則〜

人
生
を
豊
か
に
送
る
生
活
の
実
践

　

大
本
に
は
四
大
主
義
（
清
潔
主
義
・
楽
天
主

義
・
進
展
主
義
・
統
一
主
義
）
と
い
う
教
え
が

あ
り
ま
す
。
主
義
と
い
え
ば
、
民
主
主
義
や
共

産
主
義
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
主
義
が
あ
り
、
憲

法
や
条
例
の
よ
う
な
さ
ま
ざ
ま
な
ル
ー
ル
が
定

め
ら
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
そ
の
主
義
や
ル
ー

ル
と
い
う
も
の
は
、
時
代
や
環
境
が
変
わ
れ
ば

当
然
変
化
し
ま
す
。

　

大
本
が
説
く
四
大
主
義
は
、
時
代
や
環
境
、

地
域
、
人
種
の
違
い
を
超
え
て
、
万
物
す
べ
て

に
至
る
ま
で
普
遍
的
に
共
通
す
る
も
の
で
す
。

　

本
日
は
、
そ
の
中
か
ら
清
潔
主
義
、
楽
天
主

義
に
つ
い
て
、
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い

と
思
い
ま
す
。

　

例
え
ば
植
物
も
清
潔
主
義
を
実
践
し
て
い
ま

す
。
そ
れ
は
二
酸
化
炭
素
を
吸
収
し
、
光
合
成

を
行
っ
て
細
胞
の
活
性
化
を
図
っ
て
い
ま
す
。

そ
れ
は
植
物
の
清
潔
主
義
の
実
践
で
あ
り
、
そ

れ
が
天
か
ら
与
え
ら
れ
た
天
命
を
楽
し
む
楽
天

主
義
に
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
。

　

私
た
ち
も
同
様
に
、
四
大
主
義
を
実
践
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
人
生
を
豊
か
に
送
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
す
。

罪
と
穢
れ
、
心
の
掃
除

　

私
た
ち
は
、
日
常
生
活
の
中
で
掃
除
を
し
た

り
お
風
呂
に
入
っ
て
体
を
洗
っ
た
り
す
れ
ば
、

心
身
と
も
に
す
っ
き
り
し
ま
す
。
こ
れ
は
意
識

す
れ
ば
誰
に
で
も
で
き
る
清
潔
主
義
で
す
が
、

意
識
し
て
も
な
か
な
か
拭
え
な
い
の
が
目
に
見

え
な
い
部
分
、
つ
ま
り
心
の
清
潔
主
義
で
す
。

　

私
た
ち
が
知
ら
ず
知
ら
ず
に
抱
い
て
し
ま
う

恨
み
や
妬
み
、
憎
し
み
な
ど
の
想
念
の
清
潔
が

大
事
で
、
そ
れ
を
怠
る
と
、
心
の
中
に
大
き
な

影
響
を
及
ぼ
し
ま
す
。

　

大
本
で
は
こ
れ
を「
罪
・
穢
れ
」と
表
現
し
ま
す
。

罪
と
い
う
の
は
、
犯
罪
な
ど
の
言
動
に
よ
る
罪

で
は
な
く
、
妬
み
、
恨
み
、
憎
し
み
な
ど
の
目

に
見
え
な
い
内
部
の
罪
こ
と
を
指
し
ま
す
。
罪

悪
感
を
積
み
重
ね
る
こ
と
を
「
つ
み
」
と
言
い
、

あ
る
い
は
人
と
し
て
優
れ
た
能
力
を
持
ち
な
が

ら
そ
れ
を
十
分
に
発
揮
せ
ず
、
包
み
隠
し
て
い

る
こ
と
も
「
つ
み
」
に
な
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
「
穢
れ
」
と
は
、
気
が
枯
れ
た
状
態
の
こ

と
で
、
消
極
的
な
気
持
ち
な
ど
を
示
し
ま
す
。

　

〝
犯
罪
〟
と
な
れ
ば
警
察
に
捕
ま
り
ま
す
が
、

妬
み
、
恨
み
、
憎
し
み
な
ど
を
い
く
ら
心
の
中

に
抱
い
た
と
し
て
も
捕
ま
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ

ん
。
し
か
し
、
心
の
罪
や
穢
れ
は
、
確
実
に
自

分
自
身
の
魂
を
曇
ら
せ
て
い
き
ま
す
。

　

大
本
で
は
、
死
後
、
人
の
魂
は
〝
あ
の
世
〟

の
世
界
「
霊
界
」
へ
復
活
す
る
と
教
え
ら
れ
て

い
ま
す
。
魂
の
世
界
に
戻
っ
た
と
き
、
心
の
内

は
ご
ま
か
す
こ
と
は
で
き
ず
、
は
っ
き
り
と
姿

に
現
れ
、
隠
す
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
死
後
、

天
国
に
行
く
た
め
に
も
、
心
の
罪
・
穢
れ
を
常

に
清
め
る
よ
う
に
努
め
る
こ
と
が
大
切
な
こ
と

な
の
で
す
。

　

大
本
の
教
祖
・
出
口
王
仁
三
郎
聖
師
は
、
道

歌
で
次
の
よ
う
に
説
い
て
い
ま
す
。

　
身
の
垢あ
か

は
湯
水
石
鹸
で
あ
ら
へ
ど
も

洗
ひ
が
た
き
は
心
な
り
け
り

　
塵
ほ
ど
の
罪
過
あ
や
ま

ち
も
重
な
れ
ば

身
を
ほ
ろ
ぼ
す
の
種
と
な
る
ら
む

　

例
え
ば
１
年
間
、
使
わ
な
い
部
屋
だ
か
ら
と

い
っ
て
、
全
く
掃
除
を
し
な
か
っ
た
な
ら
ば
、

や
は
り
埃

ほ
こ
り

は
溜
ま
っ
て
い
き
ま
す
。
そ
こ
で
生

活
す
る
と
な
れ
ば
大
掃
除
を
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
毎
日
掃
除
を
し
て
い
れ
ば
箒

ほ
う
き

と
雑
巾
１

枚
で
済
む
と
こ
ろ
で
す
が
、
大
掃
除
な
ら
マ
ス

ク
を
し
て
、
ほ
っ
か
む
り
を
し
て
、
洗
剤
や
バ

ケ
ツ
や
替
え
の
雑
巾
を
何
枚
も
準
備
し
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

こ
れ
を
自
分
の
心
に
置
き
換
え
て
み
る
と
分

か
り
や
す
い
と
思
い
ま
す
。〝
こ
れ
く
ら
い
な

ら
良
い
だ
ろ
う
〟
と
い
う
思
い
の
積
み
重
ね
が
、

知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
心
の
塵
と
な
り
、
身

を
滅
ぼ
す
種
と
な
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。

　

私
事
で
恐
縮
で
す
が
、
自
分
は
日
課
と
し
て
１

日
に
２
行
程
度
の
日
誌
を
付
け
る
よ
う
に
し
て
い

ま
す
。
そ
れ
は
業
務
日
誌
で
は
な
く
て
自
分
が
感

じ
た
嬉
し
か
っ
た
こ
と
を
書
く
よ
う
に
し
て
い
ま

す
。
そ
れ
を
私
は
「
宣の

り
直
し
日
誌
」
と
呼
ん
で

い
ま
す
。
せ
め
て
１
つ
で
も
良
か
っ
た
こ
と
を
書

く
と
、
気
持
ち
の
優
れ
な
い
日
で
も
、
翌
日
に
は

案
外
ク
リ
ア
で
き
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

天
命
を
楽
し
む

　

清
潔
主
義
が
実
践
で
き
ま
す
と
、
気
分
が
楽

に
な
っ
て
楽
天
的
な
気
持
ち
に
な
り
、
楽
天
主

義
に
進
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。
楽
天
主
義
と
は

天
命
を
楽
し
む
と
言
い
ま
し
た
が
、
一
般
に
天
命
、

天
職
と
言
う
と
、
自
分
に
合
っ
た
職
業
の
こ
と

を
イ
メ
ー
ジ
し
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
大
本
の
天

命
と
は
、少
し
違
い
ま
す
。
大
本
の
三
代
教
主
補
・

出
口
日
出
麿
尊
師
は
、
楽
天
主
義
に
つ
い
て
、

次
の
よ
う
に
示
し
て
い
ま
す
。

　

「
楽
天
と
申
し
ま
す
の
は
、
こ
れ
は
天○

命
を
楽○

し
む
と
い
う
意
味
で
あ
り
ま
す
。
天
命
、
こ
れ
を

『
性せ

い

』
と
い
い
ま
す
。
つ
ま
り
惟

か
ん
な
が
ら

神
の
、
そ
れ
ぞ

れ
与
え
ら
れ
た
天
職
使
命
、そ
れ
が『
性
』で
あ
り
、

天
命
で
あ
る
。
命
は
お丶

丶

丶

丶

丶

い
い
つ
け
で
あ
り
、
す
な

わ
ち
い丶

丶

丶

の
ち
で
あ
り
ま
す
。
す
べ
て
の
も
の
に
、

人
間
と
か
動
物
ば
か
り
で
な
し
に
、
植
物
に
も
鉱

物
に
も
性
が
あ
り
、
天
の
お丶

丶

丶

丶

丶

い
い
つ
け
が
あ
り
、

全てのものには天命があり、人の使命も天から与えられています。
過去の積み重ねが今であり、今の積み重ねの先に未来があります。
天命とは今を大切に生きること。出口王仁三郎聖師が説いた「天命
を知って人事を尽くす」とはどういった生き方かを学びます。
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掲
載
文
は
、
平
成
29
年
５
月
17
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
。

鈴
すず

木
き

 林
りん

太
た

郎
ろう

  （大本本部総務課主事 )

そ
の
も
の
独
得
の
い
き
の
み
ち
、
す
な
わ
ち
、
い

の
ち
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
し
て
、
一
切
が
そ
の
性

に
し
た
が
っ
て
天
地
の
化
育
に
参
じ
て
お
れ
ば
、

惟
神
に
ほ
が
ら
か
で
楽
し
い
の
で
あ
り
ま
す
」

（「
信
仰
叢
話
」
よ
り
）

　

「
惟
神
」
と
は
、「
神
の
み
心
の
ま
ま
に
」
と

い
う
意
味
が
あ
り
ま
す
。

　

動
物
は
動
物
と
し
て
の
天
命
を
全
う
し
て
い

ま
す
。
自
分
の
命
を
守
る
た
め
に
餌
を
求
め
、

子
孫
を
残
し
て
い
き
ま
す
。
植
物
も
同
じ
で
す
。

与
え
ら
れ
た
環
境
の
中
で
精
い
っ
ぱ
い
天
命
を

全
う
し
て
い
ま
す
。
陽
の
当
た
ら
な
い
と
こ
ろ

に
根
を
生は

や
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
決
し
て
そ

の
境
遇
を
恨
ん
だ
り
他
の
植
物
を
う
ら
や
ま
し

く
思
っ
た
り
は
し
ま
せ
ん
。

　

と
こ
ろ
が
、
人
間
は
自
由
意
志
が
あ
る
た
め

に
、
他
と
比
較
し
て
み
た
り
他
人
を
う
ら
や
ん

だ
り
、
天
命
を
素
直
に
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で

き
ま
せ
ん
。

「
天
を
恨
ま
ず
、
運
命
に
耐
え
」

　

こ
れ
か
ら
紹
介
す
る
の
は
、
宮
城
県
気
仙
沼
市

の
階

は
し
か
み上

中
学
校
の
話
で
す
。
こ
の
中
学
校
で
は
卒

業
式
を
迎
え
る
直
前
に
東
日
本
大
震
災
が
起
こ

り
、
そ
の
た
め
、
３
月
22
日
に
延
期
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
中
学
校
で
は
防
災
対
策
に
力
を
入
れ
て
い

た
そ
う
で
す
が
、
残
念
な
が
ら
犠
牲
に
な
っ
た
生

徒
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
そ
の
卒
業
式
で
発

表
さ
れ
た
男
子
生
徒
の
答
辞
の
一
部
で
す
。

　

「
階は

し
か
み上

中
学
と
い
え
ば
『
防
災
教
育
』
と
い

わ
れ
、
内
外
か
ら
高
く
評
価
さ
れ
、
十
分
な
訓

練
も
し
て
い
た
私
た
ち
で
し
た
。
し
か
し
自
然

の
猛
威
の
前
に
は
人
間
の
力
は
あ
ま
り
に
も
無

力
で
、
私
た
ち
か
ら
大
切
な
物
を
容
赦
な
く

奪
っ
て
い
き
ま
し
た
。

　

天
が
与
え
た
試
練
と
い
う
に
は
む
ご
過
ぎ
る

も
の
で
し
た
。
辛
く
て
、
悔
し
く
て
た
ま
り
ま

せ
ん
。

　

時
計
の
針
は
14
時
46
分
を
指
し
た
ま
ま
で
す
。

で
も
時
は
確
実
に
流
れ
て
い
ま
す
。

　

生
か
さ
れ
た
者
と
し
て
顔
を
上
げ
、
常
に
思

い
や
り
の
心
を
持
ち
、
強
く
正
し
く
た
く
ま
し

く
生
き
て
行
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
命
の

重
さ
を
知
る
に
は
大
き
過
ぎ
る
代
償
で
し
た
。

　

し
か
し
、
苦
境
に
あ
っ
て
も
天
を
恨
ま
ず
、

運
命
に
耐
え
、
助
け
合
っ
て
生
き
て
い
く
こ
と

が
、
こ
れ
か
ら
の
私
た
ち
の
使
命
で
す
」

　

こ
の
模
様
は
、
当
時
の
ニ
ュ
ー
ス
で
も
紹
介

さ
れ
ま
し
た
。
私
は
最
後
の
個
所
の
「
苦
境
に

あ
っ
て
も
天
を
恨
ま
ず
、
運
命
に
耐
え
」
と
い

う
と
こ
ろ
を
聞
い
た
時
、
胸
の
詰
ま
る
思
い
が

い
た
し
ま
し
た
。

　

楽
天
主
義
と
い
う
の
は
、
天
命
を
ど
う
受
け

入
れ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
大
変
厳
し
い

一
面
を
持
っ
て
い
ま
す
。

　

当
時
15
歳
の
こ
の
男
子
生
徒
が
、
彼
自
身
が

被
災
者
で
あ
り
な
が
ら
「
天
を
恨
ま
ず
、
運
命

に
耐
え
」
と
表
現
を
し
た
こ
と
に
、
相
当
な
勇

気
と
覚
悟
を
感
じ
ま
し
た
。

　

20
年
前
、
私
は
大
本
本
部
の
「
梅
松
塾
」
と

い
う
と
こ
ろ
に
入
塾
し
て
、
３
年
間
、
大
本
の

教
義
や
日
本
の
伝
統
文
化
な
ど
を
勉
強
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

入
塾
し
た
当
初
、
職
員
の
方
か
ら
教
え
て
い

た
だ
い
た
忘
れ
ら
れ
な
い
出
来
事
が
ご
ざ
い
ま

す
。
あ
る
日
、
職
員
室
に
呼
ば
れ
て
、
職
員
の

方
か
ら
こ
う
話
さ
れ
ま
し
た
。

　

「
こ
こ
に
一
本
の
包
丁
が
あ
る
と
し
ま
す
。
そ

の
包
丁
は
大
変
錆
び
て
い
る
。
水
を
流
し
な
が

ら
錆
び
つ
い
た
包
丁
を
研
い
で
い
く
と
、
濁
っ

た
研
ぎ
汁
が
出
て
き
ま
す
。
こ
の
研
ぎ
石
は
梅

松
塾
、
水
は
神
さ
ま
の
光
、
熱
と
愛
。
そ
し
て
、

こ
の
錆
び
つ
い
た
包
丁
は
、
あ
な
た
自
身
で
す
」

　

私
は
こ
の
言
葉
に
ハ
ッ
と
し
ま
し
た
。
梅
松
塾

に
入
っ
て
か
ら
の
生
活
は
本
当
に
新
鮮
な
こ
と

ば
か
り
で
し
た
が
、
日
々
の
生
活
の
中
で
、
い
つ

の
間
に
か
言
葉
の
使
い
方
や
振
る
舞
い
な
ど
に
、

自
分
の
醜
い
部
分
が
出
て
し
ま
い
、
自
己
嫌
悪

に
陥
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
う
し
た
私
の
心
の
状

態
を
職
員
の
方
は
す
べ
て
お
見
通
し
で
、
錆
び

た
包
丁
に
例
え
て
お
話
し
く
だ
さ
っ
た
の
で
す
。

今
を
生
き
る
〜
刹
那
最
善
主
義
〜

　

出
口
日
出
麿
尊
師
は
、「
苦
し
む
た
め
の
苦

し
み
で
は
な
く
、
悟
る
た
め
の
苦
し
み
な
の
だ
」

と
教
え
て
い
ま
す
。
辛
く
、
苦
し
い
、
醜
い
自
分

が
出
て
く
る
の
も
、
磨
か
れ
て
い
る
間
は
ど
う

し
て
も
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
過
程
で
あ
り
、

そ
れ
も
大
き
な
意
味
で
ご
神
徳
な
の
だ
と
教
わ

り
ま
し
た
。

　

一
般
に
「
人
事
を
尽
く
し
て
天
命
を
待
つ
」

と
言
い
ま
す
が
、
大
本
で
は
「
天
命
を
知
っ
て

人
事
を
尽
く
す
」
と
言
い
ま
す
。
人
事
を
尽
く

し
た
か
ら
、
あ
と
は
神
さ
ま
に
お
任
せ
し
ま
す

と
い
う
の
は
、
ど
こ
か
僭
越
な
感
じ
が
い
た
し

ま
す
。
ま
ず
天
命
と
い
う
も
の
を
覚
悟
し
て
、

そ
の
上
で
、
過
去
を
悔
や
ま
ず
、
未
来
を
案
ぜ

ず
、
瞬
間
瞬
間
の
ベ
ス
ト
を
尽
く
す
「
刹
那
最

善
主
義
」
と
い
う
こ
と
が
、
大
切
で
は
な
い
か

と
思
い
ま
す
。

　
取
り
越
し
の
苦
労
も
な
さ
ず
過
ぎ
こ
し
の

苦
労
も
思
は
ず
刹
那
を
進
む

　
今
と
い
ふ
い
ま
善
き
心
よ
き
言
葉

よ
き
行
ひ
を
は
げ
む
こ
そ
善
き

　
今
日
も
よ
し
明
日
も
ま
た
よ
し
何
事
も

神
の
心
に
ま
か
す
身
な
れ
ば

（「
大
本
の
道
」
よ
り
）



阿づまの光　　　4

　
第
１
７
５
回
「
21
世
紀
・
生
き
が
い
講
座
」
は
、

９
月
20
日
午
後
７
時
か
ら
、
港
区
新
橋
の
航
空

会
館
で
開
催
さ
れ
、
小
藪
資
史
・
特
派
宣
伝
使

が
「
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
の
引
き
出
し
方
〜
自
己
魂

を
練
る
」
と
題
し
て
講
話
し
た
。
参
加
者
は
22

人
（
内
、
一
般
１
人
）。

　
講
師
は
、
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
と
は
潜
在
的
な
能

力
と
説
明
、「
私
た
ち
は
一
霊
四
魂
と
い
う
魂

を
頂
い
て
い
る
」
と
述
べ
、
直
霊
と
荒
魂
、
奇

魂
、幸
魂
、和
魂
の
働
き
を
そ
れ
ぞ
れ
紹
介
。「
祈

り
を
中
心
と
し
て
、
四
魂
を
磨
い
て
ゆ
く
こ
と

が
、
自
己
の
魂
の
潜
在
能
力
、
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル

を
高
め
る
こ
と
に
な
る
」
と
語
っ
た
。

21
世
紀
・
生
き
が
い
講
座

　
東
光
苑
月
次
祭
（
長
寿
感
謝
祭
・
交
通
安
全

祈
願
）
な
ら
び
に
秋
季
合
同
慰
霊
祭
は
、
９
月

10
日
、
午
前
10
時
30
分
か
ら
、
斎
主
・
橋
本
伸

作
東
京
宣
教
セ
ン
タ
ー
次
長
の
も
と
執
行
さ

れ
、
３
４
２
人
が
参
拝
し
た
。

　
祭
員
は
関
東
教
区
各
主
会
青
松
会
員
が
、
少

年
祭
員
は
鈴
木
愛
徠
さ
ん
、
鈴
木
魁
士
さ
ん
が

ご
奉
仕
。
伶
人
は
二
絃
の
会
関
東
支
部
、
伊
都

能
売
神
諭
拝
読
は
東
京
主
会
青
松
会
の
飯
田
幸

一
郎
さ
ん
、
添
釜
は
茨
城
主
会
が
担
当
し
た
。

　
祭
典
後
、
鈴
木
穎
一
大
本
本
部
長
が
あ
い
さ

つ
。
ま
ず
教
主
さ
ま
の
ご
近
況
と
し
て
、
長
生
殿

で
の
神
集
祭
最
終
日
の
ご
先
達
の
様
子
を
紹
介

し
「
全
員
が
一
つ
に
な
っ
て
、
と
て
も
感
激
し

た
」
と
述
べ
、併
せ
て
聖
地
の
近
況
を
紹
介
し
た
。

ま
た
「
本
部
長
に
就
任
し
て
、
40
日
、
あ
ら
た

め
て
後
継
者
育
成
の
重
要
性
を
感
じ
る
。
大
本

の
素
晴
ら
し
い
教
え
を
、
次
の
世
代
に
引
き
継

東
光
苑
月
次
祭

東
光
苑
祭
典
・
行
事
予
定

10
月４

日
（
水
）	

午
後
６
時

		

東
光
苑
秋
を
め
で
る
夕
べ

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

	

霊
界
物
語
全
国
一
斉
拝
読
会
（
第
50
回
）

18
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

正
し
い
食
、
農
の
あ
り
方
の
実
践

　
　
　

〜
農
道
ま
っ
し
ぐ
ら
〜

　

講
師

小
林	

善
直
（
専
業
農
家
）

21
日
（
土
）	

午
前
10
時
30
分
執
行

	

家
庭
平
安
祈
願
祭
（
第
26
回
）

11
月５

日
（
日
）
午
前
10
時
30
分
執
行

	

開
教
１
２
５
年	

大
本
開
祖
大
祭
遥
拝
祭

	

12
日
（
日
）　
午
前
10
時
30
分
執
行

東
光
苑
秋
季
大
祭

新
穀
感
謝
祭
・
七
五
三
詣
り

15
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

日
本
人
の
誇
り
と
使
命

　

講
師		

出
口
眞
人
（
愛
善
信
光
会
理
事
長
）

25
日
（
土
）・
26
日
（
日
）

		

東
光
苑
葬
祭
研
修
会

い
で
い
く
の
は
皆
さ
ん
一
人
ひ
と
り
の
使
命
。
皆

さ
ん
と
と
も
に
考
え
て
い
き
た
い
」
と
し
て
、
身

近
な
家
族
子
弟
へ
の
信
仰
の
継
承
を
訴
え
た
。

　
続
い
て
、
総
局
推
薦
と
し
て
第
20
期
大
本
総

代
に
就
任
し
た
福
島
主
会
長
の
嶋
貫
光
喜
氏
が

あ
い
さ
つ
に
立
ち
「
飯
田
俊
明
総
代
と
と
も
に
、

皆
さ
ま
の
お
力
を
い
た
だ
き
な
が
ら
、
重
責
を

全
う
し
た
い
」
と
語
っ
た
。

　
引
き
続
き
、
加
藤
眞
三
・
慶
應
義
塾
大
学
看

護
医
療
学
部
教
授
の
講
話
『
市
民
の
た
め
の
患

者
学
〜
新
し
い
時
代
の
医
療
を
迎
え
る
た
め
に

〜
』
が
あ
り
、「
慢
性
病
が
増
え
て
、
こ
れ
か

ら
患
者
が
主
と
な
る
時
代
に
な
る
。
皆
が
協
働

し
て
正
し
い
知
識
を
持
ち
、
多
様
な
選
択
肢
に

も
自
分
で
決
め
て
い
く
、
こ
ん
な
医
療
の
大
変

革
に
対
応
し
て
い
く
の
が
患
者
学
」
と
述
べ
た
。

　
最
後
に
、
今
年
度
、
節
目
の
年
を
迎
え
ら
れ
た

方
を
お
祝
い
す
る
「
長
寿
祝
賀
式
典
」
が
行
わ
れ
、

列
席
者
17
人
（
写
真
）
を
紹
介
。
渡
辺
弘
子
直
心

会
茨
城
連
合
会
長
か
ら
祝
辞
と
記
念
品
の
授
与

が
あ
り
、
列
席
者
を
代
表
し
て
、
千
葉
主
会
の
木

村
扶
美
子
さ
ん
が
記
念
品
を
受
取
り
、
神
奈
川

主
会
の
岩
澤
兵
衛
さ
ん
が
答
辞
を
述
べ
た
。

　
な
お
、
本
年
の
関
東
教
区
の
長
寿
該
当
者
は
、

白
寿
３
人
、
米
寿
21
人
、
喜
寿
50
人
。

東
光
苑
道
場
講
座

　
東
光
苑
道
場
講
座
は
９
月
16
日
か
ら
18
日
の

３
日
間
、
東
京
宣
教
セ
ン
タ
ー
を
会
場
に
開
催

さ
れ
、
44
人
が
受
講
し
た
。
期
間
中
、
天
恩
郷

で
受
け
る
全
講
座
を
受
講
。
食
作
法
も
行
っ
た
。

受
講
者
か
ら
は
「
充
実
し
た
３
日
間
だ
っ
た
」

「
み
教
え
の
実
践
の
大
切
さ
を
再
認
識
し
た
」

な
ど
の
声
が
寄
せ
ら
れ
た
。
受
講
者
は
２
年
以

内
に
、
梅
松
苑
で
の
残
り
の
講
座
を
受
講
す
る
。

大
本
東
京
本
部
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
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当日列席者＝白寿／渡辺智子（山梨）、米寿／神谷當江（神

奈川）、池中保夫・千川純一（東京本部直属）、喜寿／黒澤洋

一（茨城）、本村健・岩澤兵衛・岩澤妙子・大渡邦洋（神奈川）、

小林セイ子・武昌子・髙谷晴生（東京）、木村扶美子・山口秀雄・

鎌倉紫濃子（千葉）、野村博（栃木）、二川和夫（東京本部直属）

●異動あいさつ

　特派宣伝使　小
こ

藪
やぶ

 資
もとふみ

史　

　このたび近畿第

１教区に異動とな

りました。３年間、

関東教区の皆さま

には本当にお世話

になりまして、感

謝の気持ちでいっぱいです。

　皆さまの温かいお言葉を胸に、

次の任地でも大神さまのみ心のま

まに、精いっぱいご奉仕させてい

ただければと思います。今後とも

よろしくお願い申し上げます。

●着任あいさつ

　特派宣伝使　宮
みやはら

原 雅
まさひろ

博　

　このたび関東教

区特派宣伝使を拝

命いたしました、宮

原雅博と申します。

　「一心が神に通じ

ぬ筈はない」（日出

麿先生）。一心に神さま、教主さ

まのご教導のもと頑張らせてい

ただきます。皆さまどうぞよろ

しくお願い申し上げます。


