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【
宮
原
山
土
　
本
宮
山
松
釉
】

あ
ら
が
ね
の
土つ

ち

は
万ば

ん
い
う
さ
ん
し
ゅ
つ

有
産
出
の

基も
と
ゐ

な
り
せ
ば
お
ろ
そ
か
に
す
な

東
京
宣
教
セ
ン
タ
ー
長
　
　
猪 

子
　
　 

恒

今
、
東
京
宣
教
セ
ン
タ
ー
の
プ
ラ
ン
タ
ー
野
菜
が
、
勢
い
よ
く
育
ち
、
た
く
さ
ん
の
花
を
つ
け
て
い
ま
す
。

ミ
ニ
ト
マ
ト
、
ピ
ー
マ
ン
、
ト
ウ
ガ
ラ
シ
、
ナ
ス
、
キ
ュ
ウ
リ
の
定
番
を
植
え
た
の
は
５
月
14
日
。
毎
年
も
っ

と
早
く
作
業
を
開
始
し
た
い
と
思
い
つ
つ
、
今
年
も
ゴ
ー
ル
デ
ン
ウ
ィ
ー
ク
を
過
ぎ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
月

次
祭
の
前
々
日
、「
こ
れ
以
上
は
…
」
と
、
雨
が
乾
き
き
ら
な
い
お
土
を
裏
庭
に
広
げ
ま
し
た
。
み
ん
な
で
協

力
し
て
ブ
ル
ー
シ
ー
ト
に
お
土
を
ひ
ろ
げ
、
石
灰
や
肥
料
を
混
ぜ
て
切
り
返
し
。
月
次
祭
を
終
え
て
、
よ
う

や
く
定
植
し
ま
し
た
。

お
互
い
に
連
携
、
協
働
し
て
、
作
業
が
進
め
ら
れ
た
か
ら
で
し
ょ
う
か
、
特
に
キ
ュ
ウ
リ
と
ミ
ニ
ト
マ
ト
が
、

グ
ン
グ
ン
伸
び
て
き
ま
し
た
。
先
日
は
、
少
し
曲
が
っ
て
い
ま
す
が
、
20
セ
ン
チ
余
り
に
育
っ
た
立
派
な
「
初

も
の
」
を
、
ご
神
前
に
お
供
え
、
夕
食
で
味
噌
と
一
緒
に
賞
味
も
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

教
主
さ
ま
は
、
先
の
大
祭
ご
あ
い
さ
つ
の
中
で
、
お
月
さ
ま
、
太
陰
暦
に
お
ふ
れ
に
な
り
「
旧
暦
に
従
っ

て
種
を
ま
き
、
苗
を
植
え
た
り
収
穫
し
た
り
と
、
万
事
に
わ
た
っ
て
月
日
の
神
さ
ま
の
ご
守
護
を
い
た
だ
き
、

大
自
然
と
と
も
に
調
和
し
て
い
く
あ
り
か
た
を
基
本
と
し
て
い
か
な
け
れ
ば
、
本
当
の
歓
び
は
得
ら
れ
な
い

の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
」、「
月
日
の
お
恵
み
に
感
謝
を
さ
さ
げ
、
常
に
陰
陽
の
調
和
し
た
旧
暦
を
意
識

し
て
」
と
お
示
し
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

慌
て
て
苗
を
定
植
し
た
日
を
、
旧
暦
で
確
認
し
て
み
ま
し
た
。
そ
の
日
は
旧
３
月
29
日
で
し
た
。

そ
し
て
「
月
齢
と
農
」
に
関
連
す
る
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
調
べ
て
み
る
と
、『
新
月
か
ら
５
日
ま
で
に
、
種
ま

き
や
定
植
を
す
る
と
い
い
』
と
複
数
の
サ
イ
ト
に
書
い
て
あ
り
ま
す
。「
そ
う
か
、
一
番
い
い
時
に
定
植
が
で

き
た
ん
だ
」「
こ
れ
か
ら
は
キ
チ
ン
と
調
べ
て
お
こ
う
」
と
思
い
ま
し
た
。

先
日
は
、
季
節
外
れ
の
台
風
が
通
過
し
ま
し
た
。
前
日
に
は
小
雨
の
中
、
支
柱
を
し
っ
か
り
と
立
て
、
苗

を
く
く
り
ま
し
た
。
確
か
に
人
の
お
世
話
で
よ
く
育
つ
わ
け
で
す
が
、
す
く
す
く
育
つ
野
菜
か
ら
私
た
ち
人

間
が
教
え
ら
れ
る
こ
と
も
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
結
局
、
ど
ち
ら
も
育
て
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。
大
自
然
は
、

本
当
に
有
難
い
と
つ
く
づ
く
思
い
ま
し
た
。

月
日
の
お
恵
み
に
感
謝
を
さ
さ
げ
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王仁三郎の半生と高熊山修行
〜入山120年をしのぶ〜

　

今
年
は
、
出
口
王
仁
三
郎
聖
師
が
、
明
治
31

年
旧
２
月
９
日
、
郷
里
の
霊
山
・
高
熊
山
で
一

週
間
の
修
行
を
し
て
か
ら
１
２
０
年
の
節
目
を

迎
え
ま
す
。

　

王
仁
三
郎
聖
師
の
全
体
像
は
と
て
も
一
言
で

は
語
り
つ
く
せ
ま
せ
ん
。
例
え
ば
、
大
正
13
年
、

世
界
平
和
の
実
現
を
目
指
し
て
モ
ン
ゴ
ル
を
訪

問
し
た
り
、
ま
た
「
万
教
同
根
」
を
提
唱
し
て

「
人
類
愛
善
会
」
を
組
織
。
さ
ら
に
「
芸
術
は

宗
教
の
母
」
と
唱
え
て
芸
術
活
動
を
盛
ん
に
行

い
、
三
千
個
余
り
の
楽
焼
「
耀よ

う

わ

ん盌
」
や
何
万
点

に
も
お
よ
ぶ
書
画
、
数
十
万
首
と
も
言
わ
れ
る

短
歌
な
ど
、
信
じ
ら
れ
な
い
ほ
ど
の
膨
大
な
作

品
を
残
し
て
い
ま
す
。
ご
存
知
の
『
霊
界
物
語
』

は
全
83
冊
。
と
て
つ
も
な
い
数
で
す
。

　

そ
の
基
盤
と
も
な
っ
た
青
少
年
時
代
を
ど
の

よ
う
に
過
ご
し
た
の
で
し
ょ
う
。

タ
ダ
ア
イ
事
件

　

王
仁
三
郎
は
明
治
４
年
旧
７
月
12
日
、
現
在

の
京
都
府
亀
岡
市
曽
我
部
町
穴
太
で
、
貧
し
い

農
家
の
長
男
と
し
て
誕
生
し
ま
し
た
。
本
名
は

上
田
喜
三
郎
（
以
下
、
喜
三
郎
）
で
す
。

　

上
田
家
は
も
と
も
と
藤
原
姓
を
名
乗
り
、
穴

太
で
は
名
の
通
っ
た
家
柄
で
し
た
が
、
喜
三
郎

が
生
ま
れ
る
こ
ろ
に
は
、
６
畳
、
４
畳
、
３
畳

の
あ
ば
ら
家
と
、
わ
ず
か
一
畝
の
田
ん
ぼ
し
か

残
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

病
気
が
原
因
で
３
年
遅
れ
で
入
学
し
た
小
学

校
で
も
、
ず
ば
抜
け
た
学
力
で
ト
ン
ト
ン
拍
子

に
進
級
。
あ
る
時
に
は
、
大
人
た
ち
が
読
め
な

い
新
聞
を
ス
ラ
ス
ラ
と
読
ん
で
聞
か
せ
た
り
、

井
戸
の
水
脈
を
的
確
に
言
い
当
て
る
な
ど
、
村

の
人
々
か
ら
「
神
童
」
「
地
獄
耳
」
な
ど
と
呼

ば
れ
ま
し
た
。

　

あ
る
日
の
授
業
で
教
師
が
「
大
岡
越
前
守
忠

相
」
の
「
忠
相
」
を
「
タ
ダ
ア
イ
」
と
読
み
ま

し
た
。
そ
こ
で
喜
三
郎
が
「
そ
れ
は
タ
ダ
ス
ケ

で
す
」
と
訂
正
し
た
と
こ
ろ
、
教
師
は
烈
火
の

ご
と
く
怒
り
出
し
、
体
罰
を
加
え
よ
う
と
し
ま

し
た
。
追
う
は
逃
げ
る
は
の
大
騒
動
と
な
り
、

校
長
先
生
が
慌
て
て
仲
裁
に
入
り
、「
タ
ダ
ス

ケ
」
が
正
し
い
と
指
摘
し
落
着
し
ま
し
た
。
が
、

メ
ン
ツ
を
潰
さ
れ
た
教
師
の
気
持
ち
は
収
ま
り

ま
せ
ん
。

　

そ
れ
以
後
、
喜
三
郎
を
徹
底
的
に
い
じ
め
ま

す
。
さ
す
が
の
喜
三
郎
も
我
慢
の
限
界
と
な
り
、

と
う
と
う
教
師
に
仕
返
し
を
し
ま
す
。
こ
れ
に

よ
り
、
喜
三
郎
は
退
学
、
教
師
も
免
職
と
な
り

ま
し
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
そ
の
後
、
校
長
先
生
の
計
ら
い

で
、
欠
員
と
な
っ
た
教
員
の
穴
埋
め
の
た
め
に
、

喜
三
郎
は
代
用
教
員
と
し
て
抜
擢
。
わ
ず
か
12

歳
の
「
豆
先
生
」
の
誕
生
で
し
た
。

　

結
局
、
代
用
教
員
は
１
年
あ
ま
り
務
め
、
そ

の
後
は
、
父
親
の
農
作
業
を
助
け
る
傍
ら
、
醤

油
売
り
や
、
斉
藤
源
治
と
い
う
豪
農
の
家
で
秘

書
を
務
め
た
り
し
な
が
ら
、
家
計
を
助
け
ま
し

た
。

　

時
に
は
薪
を
荷
車
に
つ
ん
で
老
ノ
坂
峠
を
越

え
、
父
親
と
二
人
で
京
都
の
街
に
売
り
に
出
か

け
ま
し
た
。
往
復
50
キ
ロ
余
り
の
道
の
り
を
、

１
日
２
往
復
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
そ
う
で
す
。

　

し
か
し
、
働
け
ど
働
け
ど
、
貧
し
い
生
活
は

何
も
変
わ
り
ま
せ
ん
。
多
感
な
青
年
期
を
、
貧

困
と
の
戦
い
に
費
や
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
喜

三
郎
で
し
た
。

父
の
昇
天

　

23
歳
の
こ
ろ
に
獣
医
学
を
学
び
、
そ
の
経
験

を
活
か
し
て
、「
穴
太
精
乳
館　

上
田
牧
場
」

を
開
業
。
牛
の
飼
育
か
ら
搾
乳
、
販
売
、
経
営

ま
で
す
べ
て
一
人
で
こ
な
し
ま
し
た
。

　

仕
事
も
軌
道
に
乗
り
始
め
た
矢
先
、
大
き
な

悲
し
み
が
待
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
父
・

吉
松
の
他
界
で
し
た
。
53
歳
で
し
た
。

　

喜
三
郎
は
、
仕
事
の
合
間
を
ぬ
っ
て
父
親
を

介
護
し
、
近
く
の
教
会
や
神
社
で
必
死
に
祈
願

を
続
け
ま
し
た
が
、
願
い
は
か
な
い
ま
せ
ん
で

し
た
。

　

貧
乏
の
ど
ん
底
で
正
直
一
途
に
家
族
を
養

い
、
泥
に
ま
み
れ
な
が
ら
人
間
ら
し
い
生
活
を

一
度
も
味
わ
う
こ
と
の
な
か
っ
た
父
。
自
分
も

長
男
と
し
て
、
早
く
父
に
楽
な
暮
ら
し
を
さ
せ

た
い
と
願
っ
て
い
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
結
局
そ

れ
も
叶
え
ら
れ
ず
、
喜
三
郎
の
心
に
は
ポ
ッ
カ

リ
と
穴
が
空
い
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　

穴
太
の
盆
地
で
牛
を
買
い
な
が
ら
、
ふ
と
父

の
墓
標
の
あ
る
西
山
を
見
れ
ば
、
涙
が
流
れ
て

止
ま
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
悲
し
さ
は
や
が

て
、
社
会
の
矛
盾
に
対
す
る
怒
り
へ
と
変
じ
、

い
つ
し
か
無
神
論
者
に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。

悔
悟
の
念

　

「
弱
き
を
助
け
強
き
を
く
じ
く
」
と
言
っ
て

は
、
弱
い
者
い
じ
め
を
見
つ
け
る
と
、
わ
ざ
わ

ざ
喧
嘩
を
吹
き
か
け
て
助
け
る
と
い
う
こ
と
を

し
ま
し
た
。
喧
嘩
は
め
っ
ぽ
う
強
く
、
侠
客
を

も
相
手
に
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
弱
い
者
を
助
け
て
強
い
者
を
く
じ

く
と
い
っ
て
も
、
く
じ
か
れ
た
ほ
う
は
た
ま
っ

た
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
段
々
と
恨
み
を
買

う
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

明
治
31
年
旧
２
月
８
日
、
浄
瑠
璃
の
温
習
会

に
出
演
し
て
い
た
喜
三
郎
の
も
と
に
、
日
ご

出口王仁三郎聖師は明治４（1871）年、京都府亀岡市に生誕。12歳
で代用教員を務めるなど多感な青年期を過ごしました。明治 31 年、
郷里の高熊山で１週間の修行を行い、神秘的な体験を経て宗教的使命
を自覚。王仁三郎の半生を振り返り、その転機から学びます。
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掲
載
文
は
、
平
成
30
年
２
月
21
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
。

橋
は し も と

本 伸
し ん さ く

作  （大本東京宣教センター次長 )

ろ
恨
み
を
持
っ
て
い
た
数
人
が
突
如
な
ぐ
り
込

み
、
喜
三
郎
を
連
れ
出
し
て
袋
だ
た
き
に
し
ま

し
た
。

　

半
死
半
生
の
状
態
に
な
っ
た
喜
三
郎
の
も
と

に
、
祖
母
の
宇
能
さ
ん
と
、
母
の
よ
ね
さ
ん
が

駆
け
つ
け
て
き
ま
し
た
。
わ
が
子
の
変
わ
り
果

て
た
姿
に
う
ろ
た
え
る
ば
か
り
の
母
・
よ
ね
さ

ん
。
一
方
、
祖
母
の
宇
能
さ
ん
は
毅
然
と
し
て

喜
三
郎
に
こ
ん
こ
ん
と
説
き
諭
し
ま
し
た
。

　

「
お
前
は
こ
の
世
に
神
さ
ま
は
無
い
と
か
、

哲
学
ど
う
の
と
空
理
窟
ば
か
り
言
っ
て
、
も
っ

た
い
な
い
。
ご
無
礼
を
し
た
報
い
が
今
来
た
の

で
あ
ろ
う
。
ゆ
う
べ
の
こ
と
は
全
く
神
さ
ま
の

お
慈
悲
の
鞭
を
お
前
に
く
だ
し
て
、
高
い
鼻
を

折
っ
て
く
だ
さ
っ
た
の
だ
。
お
前
の
父
は
あ
の

世
か
ら
、
そ
の
行
い
を
見
て
、
行
く
と
こ
ろ
へ

も
よ
う
行
か
ず
、
魂
は
宙
に
迷
う
て
お
る
で
あ

ら
う
程
に
、
こ
れ
か
ら
心
を
入
れ
変
え
て
、
誠

の
人
間
に
な
っ
て
お
く
れ
」

　

体
は
傷
つ
き
身
動
き
の
で
き
な
か
っ
た
喜
三

郎
で
し
た
が
、
祖
母
の
言
葉
に
何
度
も
頭
を
さ

げ
て
、
悔
悟
の
念
に
く
れ
ま
し
た
。

　

や
が
て
意
識
が
も
う
ろ
う
と
す
る
中
、
洋
服

を
着
た
紳
士
が
近
づ
い
て
き
ま
し
た
。
そ
し
て

「
お
前
を
富
士
山
へ
連
れ
て
行
く
」
と
言
わ
れ

ま
す
。
夢
か
う
つ
つ
か
、
喜
三
郎
は
そ
の
言
葉

に
従
っ
て
着
い
て
行
く
と
、
体
は
空
を
と
ん
で

い
る
よ
う
な
感
覚
に
な
り
ま
し
た
。

　

翌
朝
、
わ
れ
に
帰
る
と
、
富
士
山
に
到
着
し

た
と
思
っ
た
そ
の
場
所
は
、
自
宅
か
ら
２
キ
ロ

ほ
ど
離
れ
た
高
熊
山
の
岩
窟
で
し
た
。

高
熊
山
で
の
悟
り

　

高
熊
山
は
、
上
古
、
開
化
天
皇
を
祀
っ
た
延

喜
式
内
小
幡
神
社
の
奥
の
宮
が
あ
っ
た
と
こ
ろ

と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
３
５
５
メ
ー
ト
ル
ほ

ど
で
、
そ
の
山
の
中
腹
に
岩
窟
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
岩
窟
の
中
で
、
明
治
31
年
、
寒
風
が
吹

き
す
さ
ぶ
旧
２
月
９
日
、
喜
三
郎
は
襦
袢
一
枚

と
な
っ
て
静
座
し
、
一
週
間
飲
ま
ず
食
わ
ず
の

修
行
を
し
ま
し
た
。

　

そ
の
様
子
は
、『
霊
界
物
語
』
第
１
巻
に
詳

細
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

修
行
に
よ
っ
て
、
天
眼
通
、
天
耳
通
、
自
他

心
通
、
天
言
通
、
宿
命
通
の
大
要
を
心
得
し
、

過
去
・
現
在
・
未
来
に
透
徹
し
、
現
界
の
出
来

事
な
ど
は
数
百
年
、
数
千
年
の
後
ま
で
こ
と
ご

と
く
知
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
習
得
の
早
さ
は
、

「
電
光
石
火
よ
り
も
、
す
み
や
か
に
進
歩
し
た
」

と
述
べ
て
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、「
人
を
何
と
も
思
は
ず
日
々
を
暮

し
て
き
た
自
分
は
、
何
と
し
た
も
っ
た
い
な
い

罰
当
り
で
あ
っ
た
の
か
、
た
と
へ
仇
敵
悪
人
と

い
へ
ど
も
、
み
な
神
様
の
霊
が
宿
っ
て
ゐ
る
。

人
は
神
で
あ
る
。
否い

な

人
ば
か
り
で
は
な
い
、
一

切
の
動
物
も
植
物
も
、
皆
わ
れ
わ
れ
の
た
め
に

は
必
要
な
力
で
あ
り
、
頼
み
の
杖
で
あ
り
、
神

の
断
片
で
あ
る
」
と
悟
り
ま
す
。

　

ま
た
、
天
地
の
大
恩
を
知
る
と
と
も
に
、「
衣

食
住
よ
り
も
、
人
間
に
と
っ
て
尊
く
、
有
難
い

も
の
は
空
気
で
あ
る
」
と
悟
り
ま
す
。

　

さ
ら
に
、「
人
と
名
が
つ
け
ば
、
た
と
へ
そ

の
心
は
鬼
で
も
蛇じ

ゃ

で
も
か
ま
は
ぬ
。
大
切
に
し

な
く
て
は
な
ら
ぬ
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。

　

私
は
こ
こ
を
拝
読
す
る
た
び
に
、
鬼
の
よ
う

な
、
蛇じ

ゃ

の
よ
う
な
人
間
を
本
当
に
大
切
に
で
き

る
だ
ろ
う
か
、
と
の
自
問
自
答
に
さ
い
な
ま
れ

ま
す
。
例
え
ば
、
殺
人
犯
を
許
す
こ
と
が
で
き

る
だ
ろ
う
か
。

　

悪
人
を
悪
人
と
し
て
罰
し
、
善
人
を
善
人
と

し
て
褒
め
る
の
は
、
人
間
社
会
で
は
当
た
り
前

の
こ
と
で
す
。
し
か
し
神
さ
ま
の
世
界
で
は
そ

う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

善
人
は
す
で
に
救
わ
れ
て
お
り
、
放
っ
て
お

い
て
も
善
に
向
か
う
け
れ
ど
、
悪
人
は
、
放
っ

て
お
い
た
の
で
は
ま
す
ま
す
浮
か
ば
れ
な
い
、

救
わ
ね
ば
な
ら
な
い
、
真
っ
当
な
道
へ
導
い
て

や
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
人
は
「
神
の

子
、
神
の
宮
」
で
あ
っ
て
、
決
し
て
鬼
で
も
蛇

で
も
な
い
。
魂
の
根
本
は
善
で
あ
り
、
人
と
名

が
付
け
ば
大
切
に
し
な
く
て
は
い
け
な
い
と
、

王
仁
三
郎
聖
師
は
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か

と
思
う
の
で
す
。

た
と
え
身
に
幸
あ
ら
ず
と
も

　

高
熊
山
で
の
一
週
間
の
修
行
に
よ
っ
て
、
王

仁
三
郎
聖
師
は
こ
の
地
の
上
に
万
民
和
楽
の
地

上
天
国
を
建
設
す
る
と
い
う
一
大
使
命
を
覚
悟

し
て
、
そ
の
実
現
に
生
涯
を
さ
さ
げ
ま
し
た
。

　

最
後
に
、
王
仁
三
郎
聖
師
の
歌
を
紹
介
し
ま
す
。

　

た
と
へ
身
に
幸
あ
ら
ず
と
も
世
の
た
め
に

　

尽
く
す
身み
た
ま魂
と
な
さ
し
め
給
へ

　

こ
れ
は
大
本
の
新
年
祭
で
斉
唱
す
る
讃
美
歌

の
一
節
で
す
。
私
は
、
毎
年
、
こ
の
讃
美
歌
を

奏
上
す
る
た
び
に
、
抵
抗
を
感
じ
ま
す
。
そ
れ

は
新
年
早
々
、
と
て
も
こ
の
よ
う
な
心
境
に
は

な
れ
な
い
か
ら
で
す
。

　

し
か
し
、
王
仁
三
郎
聖
師
は
、
た
と
え
身
に

幸
は
な
く
と
も
、
世
の
多
く
の
人
が
、
一
人
残

ら
ず
幸
福
に
な
る
こ
と
だ
け
を
ひ
た
す
ら
願
っ

て
お
ら
れ
た
の
で
す
。

　

そ
う
し
た
世
の
中
が
早
く
到
来
す
る
よ
う

に
、
微
力
を
尽
く
し
た
い
と
思
う
次
第
で
す
。
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21
世
紀
・
生
き
が
い
講
座

東
光
苑
月
次
祭

東
光
苑
祭
典
・
行
事
予
定

７
月８

日
（
日
） 

午
前
10
時
30
分
執
行

　

東
光
苑
月
次
祭

14
日
（
土
）
〜
16
日
（
月
・
祝
）

　

東
光
苑
大
道
場
修
行

18
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

霊
界
が
わ
か
れ
ば
生
き
方
が
変
わ
る

〜
永
遠
の
世
界
を
見
す
え
て
〜

講
師

宮
原
雅
博
（
大
本
特
派
宣
伝
使
）

８
月７

日
（
火
）
午
前
10
時
30
分

　

開
教
１
２
６
年　

瑞
生
大
祭
遥
拝
祭

12
日
（
日
）
午
前
10
時
30
分

　

東
光
苑
月
次
祭
・
市
杵
島
姫
命
例
祭

15
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

農
は
国
の
大
本

〜
お
土
の
心
に
学
ぶ
〜

講
師

島
本
光
久

（
㈱ 

酵
素
の
世
界
社
・
代
表
取
締
役
専
務
）

16
日
（
木
）
夕
拝
時

 

神
集
祭
遥
拝
（
初
日
・
旧
７
月
６
日
）

22
日
（
水
）
夕
拝
時

 

神
集
祭
遥
拝
（
最
終
日
・
旧
７
月
12
日
）

　
東
光
苑
月
次
祭
・
人
類
愛
善
会
創
立
記
念
祭

典
・
市
杵
島
姫
命
例
祭
は
、
６
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
１
０
人
が

参
拝
し
た
。

　
祭
員
は
埼
玉
主
会
が
、
少
年
祭
員
は
同
主
会

の
池
田
心
音
さ
ん
、
遠
藤
あ
か
り
さ
ん
、
伶
人

は
二
絃
の
会
関
東
支
部
、
大
本
神
諭
拝
読
を
大

坂
泰
造
東
京
会
長
が
、
添
釜
は
東
京
主
会
が
担

当
し
た
。

　
祭
典
後
、鈴
木
穎
一
大
本
本
部
長
が
あ
い
さ
つ
。

教
主
さ
ま
の
ご
近
況
と
し
て
、
聖
地
で
の
苗
代

始
祭
や
開
祖
さ
ま
の
ご
聖
誕
の
地
〝
厳
の
里
〟

（
福
知
山
市
）
整
備
事
業
の
起
工
祭
に
臨
席
さ

れ
た
ご
様
子
な
ど
を
報
告
し
た
。
続
い
て
猪
子

恒
東
京
宣
教
セ
ン
タ
ー
長
が
、
東
京
本
部
開
設

50
周
年
献
金
の
お
願
い
と
そ
の
用
途
に
つ
い
て

説
明
し
、
協
力
を
求
め
た
。

　
引
き
続
い
て
「
人
類
愛
善
会
活
動
報
告
」
と

　
東
光
苑
芸
術
祭
は
、
５
月
26
日
、
大
本
東
京

本
部
を
会
場
に
開
催
。
関
東
教
区
の
信
徒
か
ら

募
集
し
た
作
品
の
展
示
を
始
め
、
信
徒
有
志
が

日
頃
の
文
化
芸
能
活
動
の
成
果
を
披
露
し
た
。

　「
展
示
の
部
」
は
講
座
室
を
会
場
に
、
書
や

絵
画
、
写
真
、
工
芸
、
手
芸
、
生
花
、
短
歌
な

ど
約
60
点
の
作
品
を
展
示
。「
舞
台
の
部
」
と

し
て
能
舞
台
で
は
、
八
雲
琴
、
謡
、
仕
舞
、
一

調
一
管
、
武
道
・
和
良
久
、
愛
善
演
劇
な
ど
が

奉
納
さ
れ
た
。
ま
た
茶
席
・
東
光
庵
で
は
薄
茶

席
が
設
け
ら
れ
約
90
人
が
入
席
、
和
や
か
な
ひ

と
時
を
過
ご
し
た
。

東
光
苑
芸
術
祭

　
第
１
８
３
回
「
21
世
紀
・
生
き
が
い
講
座
」
は
、

５
月
16
日
午
後
７
時
か
ら
、
港
区
新
橋
の
航
空

会
館
で
開
催
さ
れ
、
七
良
浴
大
吉
・
京
都
府
合

気
道
連
盟
副
会
長
が
「
合
気
道
は
世
界
の
架
け

橋
〜
王
仁
三
郎
と
植
芝
盛
平
〜
」
と
題
し
て
講

話
し
た
。
参
加
者
は
43
人
（
内
、
一
般
18
人
）。

　
は
じ
め
に
大
本
本
部
制
作
の
ビ
デ
オ
「
合
気

道
と
大
本
〜
植
芝
盛
平
翁
・
綾
部
で
開
眼
〜
」

を
上
映
。
続
い
て
七
良
浴
講
師
が
、「
合
気
道

の
精
神
は
盛

平
翁
合
気
道

開
祖
の
時
代

か
ら
、
地
上

天
国
・
愛
善

世
界
の
建
設

に
あ
る
」
と

し
て
、
大
本

の
み
教
え
に

よ
っ
て
花
開

い
た
合
気
道

の
真
髄
、
盛

〜
大
本
東
京
本
部
開
設
50
周
年
記
念
〜

東
京
大
本
歌
祭 

献
詠
歌 

募
集

　

10
月
８
日
に
開
催
す
る

東
京
大
本
歌
祭
の
献
詠
歌
を
募
集
し
ま
す

　

※
献
詠
歌
投
稿
の
詳
細
は
「
大
本
」
誌

６
月
〜
８
月
号
を
ご
参
照
く
だ
さ
い

　
　
　
　
　
募
　
集　

６
月
20
日
（
水
） 

〜
８
月
20
日
（
月
）

　
　
　
　
　
投
　
稿
　
１
人
３
首
ま
で

　
　
　
　
　
入
花
料　

１
、０
０
０
円

　
　
　
　
　
選
　
者　

教
主
さ
ま

し
て
、小
林
龍
雄
人
類
愛
善
会
事
業
化
等
委
員
が
、

世
界
連
邦
運
動
な
ど
、
世
界
の
恒
久
平
和
実
現

の
た
め
に
活
動
を
続
け
る
人
類
愛
善
会
活
動
を

報
告
。
ま
た
今
年
３
月
に
タ
イ
王
国
の
首
都
バ

ン
コ
ク
市
内
で
開
催
さ
れ
た
「
第
２
回
人
類
愛

善
会
国
際
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
国
際
集
会
」
で
の
、

大
本
青
年
に
よ
る
英
語
で
の
世
界
平
和
実
現
に

向
け
て
の
意
見
発
表
な
ど
、活
躍
の
様
子
を
紹
介
。

人
類
愛
善
会
活
動
へ
の
理
解
と
海
外
活
動
へ
の

青
年
の
送
り
出
し
を
求
め
た
。

　
そ
の
後
、
能
舞
台
で
は
、
東
京
主
会
青
年
部

に
よ
る
『
霊
界
物
語
』
役
割
拝
読
「
震
士
震
商
」

（
第
47
巻
第
10
章
）
が
奉
納
さ
れ
た
。

平
翁
の
生
い
立
ち
や
大
本
と
の
出
合
い
、
王
仁

三
郎
聖
師
の
側
近
と
し
て
盛
平
翁
が
入
蒙
に
同

行
し
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
な
ど
を
語
っ
た
。

　
参
加
者
か
ら
は
「
盛
平
翁
の
お
話
を
通
し

て
、
王
仁
三
郎
聖
師
の
偉
大
さ
を
改
め
て
学
ば

せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
」（
男
性
・
一
般
）、「
講

師
が
実
際
に
植
芝
開
祖
を
知
っ
て
い
る
方
で
あ

り
、
説
得
力
が
あ
り
ま
し
た
。
他
で
は
な
か
な

か
聞
く
こ
と
が
で
き
な
い
、
貴
重
な
内
容
で
し

た
」（
男
性
・
一
般
）、
等
の
声
が
寄
せ
ら
れ
た
。

『霊界物語』役割拝読「震士震商」（東京主会青年部）

展示の部には、関東教区の信徒から、約 60点の芸
術作品が寄せられた


