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和わ

か歌
の
徳と

く

言こ

と

ば葉
の
ひ
か
り
に
天あ

め
つ
ち地
も

動う
ご

き
て
な
び
く
う
ま
し
神か

み
く
に国

関
東
教
区
特
派
宣
伝
使
　
宮 

原 

雅 

博

枝え
だ
き
れ片

な
ど
積
み
た
る
な
か
に
巣す

ご
も籠

り
て
鵜う

の
を
り
黒
き
半は

ん
し
ん身

を
見
せ
て

鵜
の
鳥
の
巣
籠
る
さ
ま
も
見
て
帰
る
春
寒
き
池
を
一
め
ぐ
り
し
て

こ
の
お
歌
は
三
代
教
主
さ
ま
の
お
作
で
、
昭
和
29
年
、
首
都
・
東
京
に
「
大
本
東
京
本
苑
」
が
立
ち
上
が
っ

た
こ
ろ
、
不
忍
池
を
ご
散
策
に
な
り
な
が
ら
お
詠
み
に
な
っ
た
お
歌
で
す
。

東
京
本
苑
は
、「
大
本
が
丹
波
の
一
教
団
と
し
て
埋
木
の
現
状
に
甘
ん
じ
で
い
る
の
が
本
当
と
い
う
の
な
ら

ば
別
で
す
が
、
神
さ
ま
の
お
っ
し
ゃ
る
通
り
に
な
る
の
な
ら
、
何
と
い
っ
て
も
地
の
利
を
得
な
け
れ
ば
ご
神

業
は
進
み
ま
せ
ん
」
と
の
三
代
教
主
さ
ま
の
お
気
持
ち
を
受
け
ら
れ
、
関
東
を
中
心
と
す
る
全
国
の
信
徒
の

皆
さ
ま
の
真
心
に
よ
り
完
成
い
た
し
ま
し
た
。
台
東
区
池
之
端
の
場
所
も
三
代
教
主
さ
ま
が
御
自
ら
ご
指
定

に
な
り
ま
し
た
。
戦
後
間
も
な
い
、
物
資
の
乏
し
い
時
代
の
こ
と
で
も
あ
り
、
本
苑
建
設
は
決
し
て
容
易
な

こ
と
で
は
な
か
っ
た
と
想
像
し
ま
す
。

東
京
本
苑
完
成
後
、
三
代
教
主
さ
ま
は
、
関
東
教
区
役
員
の
方
々
に
次
の
よ
う
に
お
話
し
に
な
っ
て
い
ま
す
。

「
東
京
に
い
よ
い
よ
本
苑
の
出
来
ま
し
た
こ
と
は
、
私
の
胸
に
、
希
望
と
よ
ろ
こ
び
を
吹
き
込
ん
で
き
ま
す
。

そ
れ
が
ど
ん
な
さ
さ
や
か
な
家か

き
ょ居

で
あ
っ
て
も
、
そ
こ
に
聖き

よ

ら
か
な
真
の
花
を
咲
か
し
、
そ
れ
か
ら
私
た
ち

の
力
に
応
じ
て
だ
ん
だ
ん
実
を
結
ん
で
ゆ
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
こ
こ
に
神
さ
ま
の
本
当
の
お
光
を
い

た
だ
き
た
い
と
念
じ
て
い
ま
す
」

そ
の
後
、〝
真
の
花
〟
は
大
き
く
実
を
結
び
、
昭
和
43
年
、
東
京
本
苑
が
東
京
本
部
と
し
て
発
展
。
本
年
、

大
本
東
京
本
部
開
設
50
周
年
を
迎
え
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

50
周
年
の
佳
節
を
契
機
に
、
設
立
の
原
点
に
立
ち
返
り
、
ど
の
よ
う
な
小
さ
な
こ
と
で
も
、
大
本
の
お
道

の
た
め
に
積
極
的
に
取
り
組
ま
せ
て
い
た
だ
き
、
真
の
花
咲
く
実
り
多
き
一
年
に
な
り
ま
す
よ
う
、
皆
さ
ま

と
と
も
に
邁
進
し
て
ま
い
り
た
い
と
存
じ
ま
す
。

真
の
花
咲
く
実
り
多
き
一
年
に
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ポテンシャルの引き出し方
〜自己魂を練る〜

　

ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
と
い
う
言
葉
は
、「
発
展
・

発
達
の
見
込
み
の
あ
る
」「
潜
在
的
な
」
と
い

う
意
味
で
す
が
、
一
般
的
に
は
「
潜
在
的
な
能

力
」「
可
能
性
と
し
て
の
力
」
と
い
う
意
味
で
、

例
え
ば
、「
あ
の
チ
ー
ム
は
高
い
ポ
テ
ン
シ
ャ

ル
を
持
っ
て
い
る
」「
こ
の
新
し
い
シ
ス
テ
ム

は
高
い
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
を
秘
め
て
い
る
」
と
い

う
よ
う
に
使
わ
れ
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
私
た
ち
は
、
一
人
残
ら
ず
潜
在

的
な
能
力
、
可
能
性
と
い
う
も
の
を
持
っ
て
い

ま
す
。
そ
れ
は
ど
こ
に
存
在
す
る
の
か
と
申
し

ま
す
と
、
私
た
ち
の
心
、「
魂
」
に
あ
り
ま
す
。

　

大
本
で
は
、
魂
と
は
自
分
の
本
体
そ
の
も
の

で
あ
る
と
教
え
て
い
ま
す
。
ど
ん
な
宝
石
で
も

磨
か
な
け
れ
ば
光
ら
な
い
よ
う
に
、
魂
も
ま
た

磨
か
な
け
れ
ば
光
り
ま
せ
ん
。

　

で
は
、
魂
を
磨
く
に
は
ど
う
す
れ
ば
良
い
の

で
し
ょ
う
か
。

一
霊
四
魂
の
働
き

　

魂
の
中
味
を
さ
ら
に
詳
し
く
説
明
す
る

と
、
一い

ち
れ
い
し
こ
ん

霊
四
魂
と
い
い
ま
す
。「
一
霊
」
と
は

「
直

ち
ょ
く
れ
い

霊
」
と
い
い
、「
四
魂
」
と
は
「
荒

あ
ら
み
た
ま魂

・

奇く
し
み
た
ま魂

・
幸

さ
ち
み
た
ま魂

・
和

に
ぎ
み
た
ま魂

」
と
い
う
四
つ
の
魂

の
働
き
の
こ
と
を
指
し
ま
す
。

　

直
霊
は
別
名
「
直な

お

ひ日
の
御み

た

ま魂
」
と
い
い
、
心

を
映
し
出
す
鏡
、
良
心
で
あ
り
、
こ
れ
が
四
魂

の
働
き
を
統
括
し
て
い
ま
す
。

　

四
魂
の
荒
魂
は
「
勇ゆ

う

」
の
働
き
で
す
。
進
展

と
か
進
化
、
決
断
力
、
行
動
力
な
ど
を
い
い
ま
す
。

耐
え
忍
ぶ
と
い
う
働
き
も
荒
魂
で
す
。

　

奇
魂
は
「
智ち

」
の
働
で
、
物
事
を
巧
み
に
す

る
技
術
や
、
感
性
、
察
す
る
、
悟
る
と
い
う
働

き
を
い
い
ま
す
。

　

幸
魂
は
「
愛あ

い

」
の
働
き
で
、
世
の
た
め
人
の

た
め
働
く
、
造
り
出
す
、
生
み
出
す
、
育
て
る

な
ど
、
自
分
以
外
の
た
め
に
何
か
を
し
よ
う
と

す
る
働
き
で
す
。

　

和
魂
は
「
親し

ん

」
の
働
き
と
な
り
ま
す
。
平
安

に
す
る
、
身
を
修
め
る
、
と
と
の
え
る
、
国
を

治
め
る
、
交
わ
る
な
ど
の
働
き
に
な
り
ま
す
。

　

こ
の
一
霊
四
魂
は
す
べ
て
の
人
が
持
っ
て
い

ま
す
が
、そ
の
働
き
に
得
手
不
得
手
が
あ
り
ま
す
。

　

荒
魂
が
優
れ
て
い
る
人
は
決
断
力
や
行
動
力

に
優
れ
て
い
ま
す
が
、
荒
魂
が
足
り
な
い
人
は

や
は
り
優
柔
不
断
で
あ
っ
た
り
、
す
ぐ
に
諦
め

て
し
ま
い
や
す
い
傾
向
に
あ
り
ま
す
。
奇
魂
が

た
け
て
い
る
人
は
感
覚
が
優
れ
て
い
た
り
、
一

を
見
て
十
を
知
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

幸
魂
の
優
れ
て
い
る
人
は
愛
情
が
豊
か
な
人
で

す
。
和
魂
が
秀
で
て
い
る
人
は
、リ
ー
ダ
ー
シ
ッ

プ
を
発
揮
し
た
り
、
人
と
の
和
を
取
り
持
つ
こ

と
が
大
変
上
手
だ
と
思
い
ま
す
。

「
省
み
る
」
こ
と

　

そ
れ
ぞ
れ
に
自
分
の
得
意
な
と
こ
ろ
を
伸
ば

し
て
、
苦
手
な
と
こ
ろ
を
克
服
し
て
い
く
こ
と

が
一
霊
四
魂
の
練
磨
で
あ
り
、
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル

を
引
き
出
す
こ
と
に
つ
な
が
り
ま
す
。

　

た
だ
し
、
気
を
つ
け
な
け
れ
ば
い
け
な
い
こ

と
が
あ
り
ま
す
。

　

そ
れ
は
、
い
か
に
荒
魂
を
働
か
せ
て
も
、
自

分
の
意
思
を
押
し
通
そ
う
し
て
過
ぎ
る
と
、
か

え
っ
て
「
争
い
」
を
生
ん
で
し
ま
い
ま
す
。

和
魂
の
場
合
は
親
し
み
を
生
む
魂
の
働
き
で

す
が
、
自
己
本
位
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
、
結

果
的
に
「
憎
し
み
」
に
変
わ
っ
て
し
ま
い
ま

す
。
幸
魂
が
過
る
と
、
む
や
み
に
人
を
傷
つ

け
た
り
、
奇
魂
は
正
し
く
悟
る
力
が
消
え
て

善ぜ
ん
あ
く
せ
い
じ
ゃ
り
ひ
き
ょ
く
ち
ょ
く

悪
正
邪
理
非
曲
直	

の
判
別
が
狂
っ
て
し
ま

い
ま
す
。

　

四
魂
を
正
し
く
働
か
せ
る
た
め
に
は
ど
う
す

れ
ば
よ
い
の
か
、
そ
れ
は
「
省
み
る
」
と
い
う

こ
と
で
す
。
そ
の
働
き
、
役
割
が
「
直
霊
」
の

中
に
備
わ
っ
て
い
る
の
で
す
。
で
も
「
省
み
る
」

を
怠
れ
ば
「
直
霊
」
も
「
曲ま

が

ひ霊
」
に
変
わ
り
、

四
魂
の
働
き
を
失
わ
せ
て
し
ま
う
の
で
す
。

直
感
力
を
磨
く

　

魂
の
働
き
と
申
し
ま
す
と
、「
霊
感
」
的
な

も
の
を
思
わ
れ
が
ち
で
す
が
、
決
し
て
そ
う
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
大
本
で
は
「
霊
感
」
と
「
霊

覚
」
を
区
別
し
て
考
え
て
い
ま
す
。
霊
感
と
は
、

見
え
な
い
も
の
が
見
え
た
り
聞
こ
え
た
り
と
い

う
能
力
の
こ
と
で
す
。
本
来
は
見
え
な
い
、
聞

こ
え
な
い
の
が
当
然
で
あ
っ
て
、
そ
う
し
た
も

の
に
興
味
を
抱
く
こ
と
は
、
か
え
っ
て
間
違
い

に
陥
り
や
す
い
と
教
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
逆
に

「
霊
覚
」
は
誰
し
も
が
授
か
っ
て
い
る
も
の
で
、

い
わ
ゆ
る
直
感
力
で
す
。
こ
れ
は
大
い
に
磨
か

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
大
本
教
祖
・
出
口
王

仁
三
郎
聖
師
は
、

「
霊
覚
と
い
う
の
は
、
い
わ
ゆ
る
神
は
愛
善
だ

か
ら
、
神
の
心
を
さ
と
っ
た
の
が
霊
覚
だ
。『
ほ

と
け
』
と
は
覚
者
と
い
う
こ
と
で
、
愛
と
善
と

が
徹
底
し
た
の
が
霊
覚
な
の
だ
。
神
さ
ま
を
見

た
と
か
な
ん
と
か
い
う
の
は
霊
感
だ
」（『
神
の

国
』
昭
和
28
年
８
月
号
）

　

ま
た
、
大
本
三
代
教
主
補
・
出
口
日
出
麿
尊

師
は
、

　

「
正
し
い
霊
覚
は
神
格
の
内
流
で
あ
る
。
霊

眼
霊
耳
に
と
ら
わ
れ
る
と
迷
信
に
お
ち
い
り
が

ち
だ
」　
　
　
　
　
　

（『
信
仰
覚
書
』
第
６
巻
）

と
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

大
人
の
知
恵
と
赤
子
の
心

　

大
本
で
は
最
初
に
パ
ッ
と
思
っ
た
こ
と
、
初

一
念
と
い
う
も
の
を
大
事
に
し
な
さ
い
と
い
わ

れ
ま
す
。
こ
れ
が
直
感
力
で
す
。
内
流
と
も
表

現
し
ま
す
。

　

で
も
、
こ
の
初
一
念
を
実
行
す
る
こ
と
は
な

か
な
か
難
し
い
。
せ
っ
か
く
の
内
流
を
自
分
の

思
い
込
み
の
た
め
に
失
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ

り
ま
す
。
私
は
本
部
の
先
輩
か
ら
、	

よ
く
「
思

出口王仁三郎聖師が「人は神の子、神の宮」と説いたように、人は
神から肉体と魂を与えられています。魂は四魂に分けられ、それぞ
れが良い方面へ発揮されると明日への意欲と活力が充実してきま
す。魂を向上させるにはどうしらたよいのかを紹介します。
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掲
載
文
は
、
平
成
29
年
９
月
20
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
。

小
こ

藪
やぶ

 資
も と ふ み

史  （大本本部 特派宣伝使 )

い
込
み
を
捨
て
て
思
い
つ
き
を
拾
い
な
さ
い
」

と
教
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た	

。

　

で
は
、
正
し
い
内
流
、
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ

ン
を
得
る
た
め
に
は
ど
う
す
れ
ば
い
い
か
。
そ

れ
は
、赤
子
の
よ
う
な
純
な
心
を
持
つ
こ
と
で
す
。

　

私
た
ち
は
成
長
す
る
に
し
た
が
っ
て
、
さ
ま

ざ
ま
な
体
験
を
経
て
、
理
性
や
知
性
い
う
も
の

を
培
っ
て
い
き
ま
す
。
そ
の
こ
と
を
大
切
に
し

な
が
ら
も
、
そ
れ
に
と
ら
わ
れ
な
い
心
が
赤
子

の
心
で
あ
り
、
大
人
の
知
恵
と
赤
子
の
純
粋
さ

を
養
っ
て
い
く
こ
と
が
、
直
感
力
を
高
め
て
い

く
こ
と
に
つ
な
が
り
ま
す
。

ク
セ
を
直
す

　

人
は
そ
れ
ぞ
れ
に
ク
セ
を
持
っ
て
い
ま
す
。

そ
れ
は
体
的
な
ク
セ
も
あ
り
ま
す
が
、
心
の
ク

セ
が
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、
物
事
に
執
着
す

る
、
人
の
悪
い
と
こ
ろ
ば
か
り
が
目
に
つ
く
の

も
ク
セ
で
す
。
何
で
も
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
に
と
ら
え
た

り
、
人
の
言
葉
を
悪
く
取
っ
た
り
、
ひ
が
み
や

す
か
っ
た
り
、
嫉
妬
す
る
な
ど
、
す
べ
て
心
の

ク
セ
で
す
。

　

心
の
ク
セ
は
自
分
で
は
な
か
な
か
気
づ
き
ま

せ
ん
。
ま
た
分
か
っ
て
い
て
も
な
か
な
か
直
せ

な
い
。「
あ
な
た
に
は
こ
う
い
う
ク
セ
が
あ
り

ま
す
よ
」
と
注
意
さ
れ
て
も
、「
失
礼
な
！
」

と
な
っ
て
し
ま
い
が
ち
で
す
。
自
分
の
心
の
ク

セ
を
指
摘
し
て
も
ら
え
る
の
は
、
本
当
は
あ
り

が
た
い
こ
と
な
の
で
す
。

　

出
口
日
出
麿
尊
師
は
、「
心
の
慣か

ん

、
ク
セ
を

省
み
て
注
意
し
な
く
て
は
進
歩
し
な
い
」と
述
べ
、

　

「
自
分
の
悪
い
慣
を
一
つ
直
し
た
人
は
、
大

変
な
宝
の
塔
を
建
て
た
人
、
一
つ
の
世
界
を
改

造
し
た
人
と
い
っ
て
も
よ
い
の
で
あ
り
ま
す
。

人
間
の
一
生
は
、
あ
る
意
味
に
お
い
て
、
慣
を

直
す
こ
と
で
あ
る
。
悪
い
慣
を
な
お
し
、
良
い

慣
を
ま
す
こ
と
で
あ
り
ま
す
」（『
信
仰
叢
話
』）

と
、
お
示
し
く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
。

遮
二
無
二
な
せ

　

ク
セ
を
直
す
こ
と
は
生
涯
に
渡
り
大
切
な
課

題
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　

そ
の
た
め
に
も
、一
霊
四
魂
を
正
し
く
働
か
せ
、

積
極
的
に
向
か
っ
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
す
。

出
口
日
出
麿
尊
師
は
、「
消
極
は
地
獄
で
あ
り
、

積
極
は
極
楽
で
あ
る
」
と
教
え
て
い
ま
す
。

　

無
理
か
ら
で
も
為な

せ　

遮し

ゃ

に二
無む

に二
進
め

　

な
ん
で
も
か
ん
で
も
音
を
立
て
よ

　

思
い
に
思
い　

言
い
に
言
い　

な
し
に
為
せ
よ

　

消
極
は
地
獄
で
あ
り

　

積
極
は
極
楽
で
あ
る

　

瞬
時
も
休
む
こ
と
な
く
宇
宙
は
ま
わ
る

　

何
事
で
も
よ
い　

思
い
立
っ
た
こ
と
を

　

全
力
を
あ
げ
て　

全
心
を
か
た
む
け
て

　

全
身
の
全
細
胞
に
ね
じ
鉢
巻
を
さ
せ
て

　

全
身
の
全
血
管
に
波
立
た
せ
て

　

見
か
け
は
ど
ん
な
卑
し
い
こ
と
で
も
よ
い

　

見
か
け
は
遊
戯
の
よ
う
に

見
え
る
こ
と
で
も
よ
い　

　

面
白
く
愉
快
に
興
味
に
み
ち
て

　

為
し
さ
え
す
れ
ば
真

ま
こ
と

の
生
活
だ

　

理
屈
は
ど
う
で
も
よ
い

　

他
人
は
ど
う
解
し
よ
う
が
ま
ま
だ

　

し
た
い
と
思
う
こ
と
を

　

為せ

ね
ば
な
ら
ぬ
と
決
意
し
た
こ
と
を

　

い
ま
目
の
ま
え
に
出
て
来
た
こ
と
を

　

ド
ン
ド
ン
為
せ
よ

　

つ
ぎ
つ
ぎ
に
為
せ
よ

　

遮
二
無
二
為
せ
よ

　

な
せ
よ
為
せ
よ　

な
す
の
が
生
活
だ

（『
信
仰
覚
書
』
第
６
巻
）

　

ど
ん
な
こ
と
で
も
一
度
は
や
っ
て
み
る
。

や
っ
て
い
く
う
ち
に
、
失
敗
も
す
る
し
反
省
も

す
る
。
そ
し
て
徐
々
に
二
度
と
失
敗
し
な
い
よ

う
に
悟
っ
て
い
く
わ
け
で
す
。「
習
う
よ
り
慣

れ
よ
」
と
の
言
葉
の
と
お
り
、
畳
の
上
で
い
く

ら
水
泳
の
練
習
を
し
て
も
、
実
際
に
水
に
入
ら

な
け
れ
ば
泳
げ
な
い
の
は
永
遠
の
真
理
で
す
。

望
み
、
為
し
、
省
み
、
悟
れ

　

今
よ
り
も
一
歩
先
へ
進
ん
で
い
こ
う
と
い
う

気
持
ち
、
大
本
で
は
進
展
主
義
と
表
現
し
ま
す
。

進
展
に
は
二
つ
の
形
が
あ
り
ま
す
。
一
つ
は
階

段
を
一
歩
ず
つ
登
っ
て
い
く
よ
う
に
、
一
つ
一

つ
段
階
を
経
て
い
く
。
も
う
一
つ
は
、
螺ら

せ

ん旋
を

描
き
な
が
ら
向
上
し
て
い
き
ま
す
。
い
つ
ま
で

も
同
じ
、
い
つ
も
同
じ
こ
と
を
繰
り
返
し
て
い

る
よ
う
で
す
が
、
ち
ょ
う
ど
、
春
、
夏
、
秋
、

冬
が
過
ぎ
る
と
次
に
ま
た
春
が
巡
っ
て
来
る
よ

う
に
、
で
も
去
年
の
春
と
は
違
う
。
一
年
進
ん

だ
春
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。

　

ま
た
、
私
た
ち
人
間
は
神
と
獣
の
間
に
あ
り

ま
す
。
神
に
も
な
れ
る
し
獣
に
も
な
れ
る
。
身

体
の
造
り
だ
け
を
見
れ
ば
他
の
動
物
と
何
ら
変

わ
ら
な
い
。
け
れ
ど
も
神
性
が
宿
っ
て
い
る
の

で
す
。
獣
性
を
克
服
し
て
神
性
を
開
発
し
、
地

上
の
神
と
し
て
は
た
ら
け
る
素
質
、
可
能
性
を

持
っ
て
い
る
の
で
す
。
ま
さ
し
く
、ポ
テ
ン
シ
ャ

ル
を
与
え
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
の
で
す
。

　

最
後
に
出
口
日
出
麿
尊
師
の
詩
を
紹
介
し
て

お
話
を
終
え
ま
す
。

　

間
断
な
く
望
み

　

間
断
な
く
為
し

　

間
断
な
く
省
み

　

間
断
な
く
悟
れ
！

　

そ
し
て
ま
た
新
し
く
望
み
、

　

為
し
、
省
み
、
悟
れ
！

　

か
く
て
極
ま
り
な
か
ら
ん
と
き

　

わ
れ
ら
は
向
上
し
て
極
ま
り
な
し

（『
信
仰
覚
書
』
第
５
巻
）
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21
世
紀
・
生
き
が
い
講
座

東
光
苑
月
次
祭
・
成
人
式
典

東
光
苑
祭
典
・
行
事
予
定

２
月３

日
（
土
）
午
後
６
時
30
分
執
行

開
教
１
２
６
年

節
分
大
祭
遥
拝
祭

二
代
教
主
・
四
代
教
主
聖
誕
祭

11
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

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
三
郎
の
半
生
と
高
熊
山
修
行

〜
入
山
１
２
０
年
を
し
の
ぶ
〜

　
講
師

橋
本
伸
作
（
東
京
宣
教
セ
ン
タ
ー
次
長
）

23
日
〜
25
日
（
金
〜
日
）
午
前
９
時
30
分

教
本
講
師
・
講
師
補
認
定
講
習
会

24
日
・
25
日
（
土
・
日
）
午
前
９
時
30
分

教
本
各
級
認
定
講
習
会

３
月11

日
（
日
）
午
前
10
時
30
分
執
行

東
光
苑
月
次
祭
・
交
通
安
全
祈
願
祭
・

関
東
教
区
春
季
合
同
慰
霊
祭

21
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

王
仁
三
郎
と
大
本
歌
祭

〜
平
和
を
祈
る
敷
島
の
道
〜

　

講
師

椎
野
恭
三
（
祭
務
課
主
幹
）

23
日
〜
25
日
（
金
〜
日
）
午
前
９
時
30
分

東
光
苑
春
季
祭
式
講
習
会
講
習
会

31
日
（
土
）
午
前
10
時
30
分
執
行

二
代
教
主
毎
年
祭
（
66
年
）

31
日
（
土
）
午
後
１
時
30
分
〜

東
光
苑
観
桜
茶
会

第
１
７
９
回
「
21
世
紀
・
生
き
が
い
講
座
」
は
、

１
月
17
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
長
が
「
没
後
１
０
０
年

大
本
開
祖
・
出

口
な
お
の
生
涯
に
学
ぶ
」
と
題
し
て
講
話
し
た
。

参
加
者
は
32
人
（
内
、
一
般
６
人
）。

講
師
は
「
開
祖
・
出
口
な
お
は
、
明
治
と
い

う
世
界
中
が
戦
争
へ
と
巻
き
込
ま
れ
て
ゆ
く
混

沌
と
し
た
時
代
の
中
で
、
ひ
た
す
ら
に
大
難
を

小
難
に
、
小
難
を
無
難
に
と
大
神
さ
ま
に
平
和

を
祈
願
さ
れ
た
」
と
語
り
、
大
神
さ
ま
の
〝
差

し
添
え
〟
と
し
て
人
民
に
対
し
い
か
に
期
待
を

か
け
、
改
心
を
祈
ら
れ
た
か
を
説
い
た
。

参
加
者
か
ら
は

「
神
さ
ま
が
帰
神
さ

れ
た
開
祖
さ
ま
の
お

姿
に
加
え
、
人
と
し

て
の
開
祖
さ
ま
の
立

派
な
人
柄
が
よ
く
わ

か
り
ま
し
た
」（
男

性
・
一
般
）
等
の
声

が
寄
せ
ら
れ
た
。

東光苑春季祭式講習会
日　程	 ３月 23 日（金）午前９時 30 分（９時受付）

〜 25 日（日）午後４時ごろ閉講予定

会　場　	東京宣教センター

内　容	 ◯初級クラス　基本作法から月次祭まで

◯中級クラス　基本作法・月次祭

・大神鎮座祭・庭上祭など

定　員	 40 人（宿泊定員 40 人）

参加費	 １人 1,000 円

※食事・宿泊代は別途徴収いたします

持ち物	 笏、大本祭式の本、帯または紐（懐笏時に必要）、

祭式講習会資料、筆記用具、動きやすい服装、足

袋（あれば履く方が動作が容易）、宿泊用品

※笏は稽古用を貸与可能

申込み	 取得認定級、受講クラス、食事・宿泊を明記の上、

祭務課「春季祭式講習会」宛へお申込み下さい

締切り	 ３月 18日（日）

　
東
光
苑
月
次
祭
・
成
人
式
典
は
１
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
４
０
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
、
大
本
神
諭
拝
読
は
関
谷
壮
一
千
葉

主
会
長
、
添
釜
は
髙
野
社
中
が
担
当
し
た
。

　
祭
典
後
、
祝
言
、
新
年
に
ふ
さ
わ
し
い
「
暁

山
雲
」
の
奉
納
。
つ
い
で
鈴
木
穎
一
本
部
長
が

あ
い
さ
つ
し
、
新
成
人
へ
「
青
年
は
教
団
の
宝
、

成
人
を
機
に
、
大
本
信
徒
と
し
て
の
み
教
え
を

よ
り
深
め
て
い
た
だ
き
た
い
」
と
述
べ
た
。

　
続
い
て
堀
孝
三
大
本
青
年
部
副
部
長
が
あ
い

さ
つ
し
て
成
人
式
典
に
う
つ
り
、
新
成
人
の
齋

藤
盛
子
さ
ん
（
茨
城
）、成
嶋
奈
美
さ
ん
（
茨
城
）、

高
橋
ル
ウ
ク
さ
ん（
茨
城
）、渡
辺
咲
さ
ん（
東
京
）、

八
板
満
彦
さ
ん
（
神
戸
）、
新
谷
咲
太
さ
ん
（
神

奈
川
）、大
久
保
照
子
さ
ん
（
口
丹
波
）
を
紹
介
。

続
い
て
渡
辺
弘
子
直
心
会
関
東
教
区
連
合
会
長

か
ら
祝
辞
、
記
念
品
が
授
与
さ
れ
、
齋
藤
盛
子

さ
ん
が
答
辞
を
述
べ
た
。
そ
の
後
、
新
成
人
は

添
釜
に
入
席
し
、
関
東
教
区
青
年
部
主
催
に
よ

る
「
成
人
祝
賀
会
」
に
出
席
し
た
。

東

光

苑

新

年

祭

東

光

苑

七

草

粥

平
成
30
年
東
光
苑
新
年
祭
は
、
元
旦
の
午
前

７
時
か
ら
、
斎
主
・
猪
子
恒
東
京
宣
教
セ
ン
タ
ー

長
の
も
と
執
行
さ
れ
、
73
人
が
参
拝
し
た
。

祭
典
後
、
教
主
さ
ま
の
お
写
真
に
年
賀
の
ご

あ
い
さ
つ
を
参
拝
者
全
員
で
申
し
上
げ
た
後
、

教
主
さ
ま
の
新
年
ご
あ
い
さ
つ
を
拝
聴
。
引
き

続
き
猪
子
セ
ン
タ
ー
長
が
年
賀
あ
い
さ
つ
し
た
。

ご
神
前
で
は
年
賀
交
換
と
し
て
お
神
酒
が
、
食

堂
で
は
直
会
と
し
て
神か
み
よ
も
ち

代
餅
が
接
待
さ
れ
、
ギ
ャ

ラ
リ
ー
お
ほ
も
と
（
東
光
苑
）
へ
も
大
勢
が
立
ち

寄
り
、
新
春
の
ご
神
徳
に
浴
し
た
。

　
東
光
苑
七
草
粥
は
１
月
７
日
、
午
前
10
時
30

分
か
ら
午
後
３
時
ま
で
行
わ
れ
、
日
曜
日
に
重

な
り
２
５
５
人
が
入
席
し
た
。

　
当
日
は
関
東
教
区
直
心
会
ご
奉
仕
の
も
と
、

七
草
粥
を
は
じ
め
、
お
す
ま
し
や
柚
味
噌
な
ど
、

真
心
の
こ
も
っ
た
席
が
設
け
ら
れ
、
和
装
姿
の

直
心
会
員
ら
が
入
席
者
を
温
か
く
も
て
な
し
た
。

ま
た
、
茶
室
・
東
光
庵
で
は
髙
野
社
中
に
よ

る
薄
茶
の
接
待
も
行
わ
れ
た
。

成
人
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す




