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【
金
龍
海
大
八
洲
土
　
金
字
松
釉
】

神か
み

の
書ふ

み

ひ
も
と
く
ご
と
に
新

あ
た
ら

し
く

思お
も

ふ
は
神か

み

の
恵め

ぐ

み
な
り
け
り

祭
務
課
長　
　

高 

野 

春 

樹

東
京
本
部
で
の
私
の
日
課
は
、
時
間
を
な
る
べ
く
無
駄
に
し
な
い
よ
う
に
と
、
各
種
祭
典
、
御
祈
願
、
祝

詞
奏
上
等
、
勤
め
の
か
た
わ
ら
、
浄
書
、
物
語
拝
読
と
散
歩
に
い
そ
し
ん
で
い
ま
す
。
ご
神
諭
の
浄
書
は
朝
拝
・

朝
食
の
前
後
に
、『
霊
界
物
語
』
拝
読
は
夕
食
後
に
、
拝
読
後
は
散
歩
に
出
掛
け
ま
す
。
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
短
歌

も
作
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

浄
書
は
、
大
学
ノ
ー
ト
に
最
初
は
ボ
ー
ル
ペ
ン
で
書
き
始
め
ま
し
た
が
、
そ
の
後
墨
を
す
っ
て
毛
筆
で
書

く
よ
う
に
な
り
、
今
は
歌
祭
の
景
品
で
頂
戴
し
た
筆
ペ
ン
で
書
い
て
い
ま
す
。
浄
書
で
始
ま
る
一
日
は
と
て

も
心
地
よ
く
、
心
を
整
え
て
く
れ
ま
す
。

拝
読
は
一
日
一
時
間
か
ら
一
時
間
半
を
ノ
ル
マ
と
し
て
い
ま
す
が
、
一
昨
年
初
頭
に
思
い
立
ち
、
何
カ
月

で
全
巻
拝
読
が
で
き
る
か
試
み
、
七
カ
月
で
終
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
同
じ
ペ
ー
ス
で
も
う
一
度
全
巻

拝
読
を
終
え
た
後
は
、
普
通
の
ペ
ー
ス
で
全
巻
拝
読
に
一
年
と
数
カ
月
か
か
り
ま
し
た
。
拝
読
に
よ
り
、
心

魂
に
お
力
を
い
た
だ
い
て
い
る
こ
と
を
実
感
し
て
い
ま
す
。

散
歩
は
一
日
に
約
一
万
五
千
歩
、
少
し
早
歩
き
で
二
時
間
程
の
歩
行
が
目
標
で
、
新
橋
駅
界
隈
往
復
が
目

安
で
す
。
ス
ク
ワ
ッ
ト
や
ウ
エ
イ
ト
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
が
い
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
私
は
、
た
だ
歩
く
こ

と
で
体
調
を
整
え
健
康
な
足
腰
を
得
て
い
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。

綾
部
奉
職
中
に
「
ブ
ラ
ジ
リ
ア
大
本
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
歌
祭
」
の
献
詠
を
目
指
し
て
、
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
短
歌

を
始
め
ま
し
た
。
月
一
回
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
短
歌
作
成
の
指
導
、
添
削
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
決
ま

り
事
が
い
く
つ
か
あ
り
少
し
難
し
い
の
で
す
が
、
テ
ー
マ
を
決
め
て
数
個
の
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
単
語
を
導
き
出

し
、
そ
れ
ら
を
つ
な
げ
ま
す
。
日
本
語
の
短
歌
を
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
に
訳
し
た
り
も
し
ま
す
。
と
て
も
ク
リ
エ

イ
テ
ィ
ブ
な
作
業
だ
と
認
識
し
て
い
ま
す
。「
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
の
歌
祭
」に
向
け
皆
さ
ま
も
作
っ
て
み
ま
せ
ん
か
。

時
間
を
大
切
に
精
進
の
日
々
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人生を豊かに生きるヒント
〜大本の四大綱領とは〜

魂
を
向
上
さ
せ
る
旅

　

大
本
の
教
祖
・
出
口
王
仁
三
郎
聖
師
は
、『
霊

界
物
語
』
な
ど
の
教
典
で
、
こ
の
世
で
の
人
の

使
命
を
端
的
に
示
し
て
い
ま
す
。

　

人
は
神
の
子
、
神
の
生
き
宮
で
あ
り
、
こ
の
世

に
生
を
受
け
た
瞬
間
か
ら
亡
く
な
る
ま
で
の
生

涯
が
、〝
み
魂
磨
き
〟
と
い
っ
て
、
魂
を
向
上
さ

せ
る
た
め
の
旅
で
あ
る
と
教
え
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
人
に
は
、
個
別
に
宿
命
と
運
命
が
与

え
ら
れ
て
い
ま
す
。
宿
命
と
は
、
天
命
、
す
な

わ
ち
生
ま
れ
な
が
ら
天
か
ら
与
え
ら
れ
た
も
の

で
、
こ
れ
を
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
ま
せ
ん
。

こ
れ
に
対
し
、
運
命
は
、
人
生
と
い
う
旅
の
中

で
さ
ま
ざ
ま
な
経
験
を
重
ね
、
魂
に
徳
を
積
み

な
が
ら
、
自
ら
の
意
志
で
道
を
切
り
開
き
、
前

に
進
ん
で
ゆ
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

人
は
そ
れ
ぞ
れ
の
宿
命
を
悟
り
、
運
命
を
切

り
開
い
て
い
く
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
人
生
と
い

う
旅
は
成
功
で
す
。

I

　w
as

　born.

　

人
の
誕
生
も
同
じ
で
す
。

　

日
本
で
は
、「
子
供
は
授
か
り
も
の
」
と
表

現
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
英
語
で
も
「
生
ま
れ
る
」

こ
と
を
、I	w

a
s	b

o
rn
.　

過
去
形
のb

e

動
詞

+
b
e
a
r

の
過
去
分
詞
で
、「
生
ま
れ
さ
せ
ら
れ

る
」
と
、
受
動
態
で
表
現
さ
れ
ま
す
。

　

こ
れ
は
、
人
は
、
神
さ
ま
か
ら
、
こ
の
世
に

送
り
出
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
し
、
畏
敬
の
念
や

感
謝
が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思

う
の
で
す
。
自
分
の
意
志
で
「
生
き
て
い
る
」

の
で
は
な
く
、
人
は
神
さ
ま
に
よ
っ
て
「
こ
の

世
に
生
か
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
、視
点
に
た
っ

た
と
き
、
な
ぜ
生
か
さ
れ
て
い
る
の
か
、
そ
の

意
義
、
答
え
を
探
し
、
そ
れ
を
達
成
す
る
旅
が
、

人
生
と
い
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

ま
た
、「
生
か
さ
れ
て
い
る
」
の
で
す
か
ら
、

生
ま
れ
て
か
ら
亡
く
な
る
ま
で
の
一
生
、
今
日

一
日
、
明
日
一
日
、
そ
の
最
後
の
瞬
間
ま
で
を

大
切
に
し
て
、
心
豊
か
に
、
生
き
生
き
と
生
活

し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

人
生
の
本
分

　

聖
師
は
、
さ
ら
に
「
肉
体
を
も
っ
て
心
を
神

に
ま
か
せ
、
誠
を
貫
き
て
、
世
の
た
め
道
の
た

め
に
な
る
こ
と
を
残
す
が
、
人
と
生
ま
れ
し
本

分
で
あ
る
」
と
説
い
て
い
ま
す
。

　

で
は
、
人
生
の
本
分
と
は
、
ど
の
よ
う
な
も

の
で
し
ょ
う
か
。

　

聖
師
は
「
人
生
の
本
分
は
、
祭
・
教
・
慣
・

造
の
進
歩
発
達
に
あ
る
」
と
説
い
て
い
ま
す
。

「
祭
・
教
・
慣
・
造
」
と
は
、
聖
師
が
高
熊
山

修
行
で
授
け
ら
れ
た
大
本
の
み
教
え
の
根
幹

で
、こ
れ
が
大
本
の
「
四
大
綱
領
」
で
あ
り
ま
す
。

　

大
神
さ
ま
が
人
類
を
救
済
さ
れ
る
た
め
の
み

心
（
世
界
救
済
の
神
律
）、
ま
た
人
の
魂
が
進

歩
向
上
し
て
ゆ
く
た
め
の
道
筋
（
人
類
生
活
の

根
本
原
理
）
と
い
う
わ
け
で
す
。
人
が
こ
の
世

に
生
ま
れ
、
生
活
を
通
し
て
魂
を
向
上
さ
せ
、

人
生
を
豊
か
に
生
き
る
た
め
の
方
針
、
大
眼
目

な
の
で
す
。

　

こ
の
「
四
大
綱
領
」
と
は
次
の
四
項
目
で
す
。

　

・
祭さ

い　

〜
ま
つ
り
〜　
　

惟
神
の
大
道

　

・
教

 
き
ょ
う

　

〜
お
し
え
〜　
　

天
授
の
真
理

　

・
慣か

ん　

〜
な
ら
わ
し
〜　

天
人
道
の
常

　

・
造ぞ

う　

〜
な
り
わ
い
〜　

適
宜
の
事
務

　

宇
宙
、
万
物
、
天
地
、
一
切
の
森
羅
万
象
は
、

こ
の
祭
教
慣
造
の
神
律
に
よ
る
絶
妙
な
バ
ラ
ン

ス
で
成
立
し
て
い
ま
す
。

　

祭
か
ら
教
、
教
か
ら
慣
、
慣
か
ら
造
へ
と
、

神
さ
ま
か
ら
神
慮
が
下
る
道
筋
と
も
い
わ
れ
ま

す
。
逆
に
、
造
か
ら
慣
、
慣
か
ら
教
、
教
か
ら

祭
へ
の
順
序
は
、
魂
が
向
上
完
成
し
て
ゆ
く
道

筋
と
い
わ
れ
ま
す
。
人
生
の
中
で
魂
が
進
歩
発

達
し
、
段
階
を
踏
ま
え
な
が
ら
向
上
し
て
ゆ
く

人
生
の
大
道
で
す
。

　

本
日
は
、
祭
か
ら
慣
ま
で
の
み
教
え
を
一
区

切
り
と
し
て
、
人
生
の
本
義
、
目
的
を
ご
一
緒

に
考
え
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

祭
〜
惟
神
の
大
道
〜
と
は
、
一
言
で
申
し
ま

す
と
調
和
の
こ
と
で
す
。
マ
ツ
リ
と
は
「
真
釣

り
」
と
表
現
さ
れ
る
よ
う
に
、
真し

ん

に
釣
り
合
う

こ
と
を
言
い
、
左
右
の
バ
ラ
ン
ス
を
取
る
天
秤

ば
か
り
な
ど
に
例
え
ら
れ
ま
す
。

　

大
き
く
は
大
宇
宙
の
リ
ズ
ム
の
中
に
も
「
真
釣

り
」
が
あ
り
ま
す
。
太
陽
を
中
心
と
し
て
回
転

す
る
太
陽
系
は
絶
妙
な
バ
ラ
ン
ス
を
保
っ
て
い

ま
す
。
ま
さ
に
「
真
釣
り
合
わ
せ
」
が
で
き
て

い
る
証

あ
か
し

で
す
。
地
球
上
で
は
、
人
や
動
植
物
な

ど
の
大
自
然
の
調
和
も
「
真
釣
り
合
わ
せ
」
で
す
。

　

祭
典
は
、
ま
さ
に
神
さ
ま
と
人
の
ま
つ
り
合
わ

せ
で
す
。
ま
た
こ
の
世
（
現
界
）
と
あ
の
世
（
霊
界
）

の
ま
つ
り
合
わ
せ
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が
調

和
と
バ
ラ
ン
ス
に
よ
っ
て
保
た
れ
て
い
ま
す
。

　

人
も
こ
れ
に
習
い
、
す
べ
て
の
存
在
と
「
真

釣
り
合
わ
せ
る
こ
と
」
に
よ
っ
て
、
人
生
は
楽

し
く
豊
か
に
な
り
、
や
が
て
神
さ
ま
に
手
を
合

わ
せ
、
神
さ
ま
を
あ
り
が
た
い
と
感
じ
さ
せ
て

い
た
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

　

教
〜
天
授
の
真
理
〜
と
は
、
人
間
の
限
ら
れ

た
知
恵
に
よ
る
教
え
と
か
い
う
も
の
で
な
く
、

ま
さ
に
天
が
授
け
て
く
だ
さ
っ
た
、
神
か
ら
の

正
し
い
知
識
や
智
慧
の
こ
と
で
す
。
ま
た
正
し

四大綱領（祭・教・慣・造）――。ちょっと難しい言葉ですが、人間が
この世に生まれ、次第に進歩向上していく過程において、この四つの段
階があります。人間の使命、人生の本分を尽くす生活の原理ともいうべ
き四大綱領。そこには人生を豊かに生きるヒントが隠されています。
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掲
載
文
は
、
平
成
30
年
４
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
。

柿
か き ざ き

崎 哲
てつ

男
お

  （愛善宣教課主任 )

い
神
さ
ま
の
気
に
触
れ
、
よ
り
良
い
道
へ
と
、

魂
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。

　

で
す
か
ら
教
え
と
は
、
頭
で
覚
え
る
だ
け
で

は
役
立
ち
ま
せ
ん
。
神
さ
ま
に
対
す
る
報
恩
感

謝
と
、
そ
の
実
践
が
大
切
で
す
。
こ
れ
に
よ
り

神
さ
ま
に
対
す
る
畏
敬
の
念
が
育
ま
れ
ま
す
。

自
ら
の
魂
を
鍛
え
る
た
め
の
「
教
え
」
で
あ
り
、

そ
の
教
え
を
実
践
し
て
こ
そ
魂
が
鍛
え
ら
れ
る

の
で
す
。

俵
万
智
さ
ん
の
短
歌
か
ら

　
親
は
子
を
育
て
て
き
た
と
言
う
け
れ
ど

  

　
　
勝
手
に
赤
い
畑
の
ト
マ
ト

　

現
代
短
歌
の
歌
人
、
俵
万
智
さ
ん
の
『
サ
ラ

ダ
記
念
日
』
の
中
の
一
首
で
す
。
こ
の
歌
は
、

発
表
か
ら
30
年
以
上
た
っ
た
今
で
も
、
そ
の
表

現
が
新
鮮
に
感
じ
ら
れ
ま
す
。

　

こ
の
歌
の
意
味
は
人
に
よ
っ
て
捉
え
方
は
さ

ま
ざ
ま
で
す
が
、
私
の
感
じ
る
ま
ま
に
読
ま
せ

て
い
た
だ
く
と
、
ま
だ
人
生
経
験
の
浅
い
子
の

視
点
か
ら
は
「
親
は
自
分
に
対
し
て
口
う
る
さ

く
言
う
け
れ
ど
も
、
自
分
な
り
に
成
長
し
て
き

た
」
と
受
け
取
れ
ま
す
。
が
、
親
の
視
点
か
ら

は
「
ト
マ
ト
が
赤
く
な
る
の
は
赤
く
熟
す
こ
と

を
だ
れ
か
に
教
わ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
の
は
事

実
。
し
か
し
、
甘
酸
っ
ぱ
く
、
真
っ
赤
に
完
熟

す
る
た
め
に
は
、
適
切
な
土
作
り
や
肥
培
管
理
、

日
照
や
水
や
り
な
ど
の
自
然
環
境
や
お
世
話
の

た
ま
も
の
な
の
だ
」
と
、
広
く
、
深
い
意
味
に

読
み
取
れ
る
と
思
い
ま
す
。

　

「
親
が
子
を
育
て
る
」
と
い
う
と
き
、そ
れ
は
、

太
陽
の
よ
う
に
、
水
の
よ
う
に
、
大
地
の
よ
う

に
、さ
ま
ざ
ま
な
形
で
環
境
を
整
え
な
が
ら
「
育

み
」
を
与
え
て
い
く
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
、
直

接
的
に
は
何
も
教
え
な
く
と
も
、
親
の
姿
、
生

き
様
を
見
て
子
供
が
学
び
、
感
化
さ
れ
る
こ
と

も
あ
る
は
ず
で
す
。

　

同
じ
よ
う
に
天
授
の
真
理
に
よ
り
「
神
さ
ま
が

人
を
教
え
導
く
」
と
は
、
何
も
直
接
的
に
人
に
対

し
て
ご
教
示
が
下
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
生

活
の
中
で
、
そ
の
人
そ
れ
ぞ
れ
が
乗
り
越
え
る
こ

と
が
で
き
る
範
囲
の
試
練
を
お
与
え
く
だ
さ
り
、

人
間
的
努
力
を
積
み
重
ね
る
こ
と
で
、
魂
が
よ
り

広
く
深
く
鍛
え
上
げ
ら
れ
る
の
で
す
。

魂
を
練
り
鍛
え
磨
き
上
げ
る

　

慣
〜
天
人
道
の
常
〜
と
は
、
天
、
す
な
わ
ち

神
さ
ま
か
ら
人
に
与
え
ら
れ
た
慣
性
、
個
性
を

活
か
し
、
人
類
和
合
へ
導
く
道
の
こ
と
で
す
。

人
に
は
先
天
的
に
与
え
ら
れ
た
善
良
な
慣
性

と
、
後
に
生
活
の
中
で
身
に
つ
い
て
く
る
、
後

天
的
な
慣
性
が
あ
る
と
教
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

先
天
の
良
い
慣
性
と
は
、
一
霊
四
魂
、
五
情

の
戒
律
な
ど
の
魂
の
働
き
で
す
。

　

一
霊
と
は
直
霊
の
こ
と
で
、
善
悪
を
判
断
す

る
正
し
い
判
断
力
、
反
省
心
・
良
心
で
す
。
こ

の
直
霊
の
も
と
に
、
正
し
い
こ
と
を
勇
気
を

持
っ
て
行
動
す
る
荒

あ
ら
み
た
ま

魂
、
私
欲
の
た
め
に
争
わ

ず
周
囲
と
親
交
を
深
め
る
和

に
ぎ
み
た
ま

魂
、
万
物
に
畏
敬

の
念
を
持
っ
て
愛
情
を
注
ぐ
幸

さ
ち
み
た
ま

魂
、
神
さ
ま
か

ら
内
流
を
い
た
だ
く
智ひ

か

り慧
の
も
と
、
正
し
い
真

理
を
悟
る
奇

く
し
み
た
ま

魂
、
こ
れ
が
四
魂
の
働
き
で
、
こ

れ
が
向
上
へ
と
つ
な
が
り
ま
す
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
に
も
天
国
的
な
心
と

地
獄
的
な
心
の
二
律
背
反
の
感
情
が
あ
り
、
迷

う
こ
と
が
多
々
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
良
心

の
も
と
に
荒
魂
、
和
魂
、
幸
魂
、
奇
魂
の
働
き

の
バ
ラ
ン
ス
を
取
り
、
い
つ
も
よ
り
高
い
天
国

的
な
心
で
い
ら
れ
る
よ
う
に
魂
を
練
り
鍛
え
磨

き
上
げ
る
こ
と
で
す
。
こ
の
こ
と
は
、
現
界
で

し
か
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
魂
の
修
行
、
み
魂

磨
き
で
す
。

心
豊
か
に
過
ご
す

　

後
天
の
慣
と
は
、
生
活
の
中
で
身
に
つ
い
て

く
る
、
良
い
ク
セ
や
悪
い
ク
セ
の
こ
と
で
す
。

そ
れ
は
「
無
く
て
七
ク
セ
」
と
言
う
よ
う
に
、

自
分
で
は
な
か
な
か
気
づ
か
な
い
も
の
で
、
だ

れ
し
も
必
ず
持
っ
て
い
ま
す
。

　

自
分
だ
け
が
正
し
い
と
思
っ
て
し
ま
う
心
、

周
囲
に
対
す
る
親
切
心
の
有
無
、
こ
の
よ
う
な

も
の
ご
と
の
受
け
と
め
方
も
ク
セ
で
す
。

　

大
本
三
代
教
主
補
の
出
口
日
出
麿
尊
師
が
、

「
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
」

　

と
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
一
生
の
う
ち
に
悪

い
ク
セ
を
一
つ
で
も
治
す
こ
と
が
で
き
れ
ば
、

大
き
な
成
果
を
得
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

悪
い
慣
（
ク
セ
）
を
改
め
、
良
い
慣
、
長
所

を
伸
ば
し
な
が
ら
心
性
、
魂
を
磨
い
て
、
心
豊

か
な
生
活
を
心
が
け
た
い
も
の
で
す
。

　

そ
し
て
、「
生
か
さ
れ
て
い
る
」
意
味
を
見

つ
め
な
が
ら
、
神
さ
ま
や
祖
先
、
大
自
然
へ
の

感
謝
、
畏
敬
の
念
を
忘
れ
ず
、
人
と
仲
良
く
調

和
を
持
っ
て
生
活
を
す
る
こ
と
が
大
切
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

　

私
た
ち
は
、
生
ま
れ
た
瞬
間
か
ら
、
た
く
さ

ん
の
涙
を
流
し
て
一
生
を
送
り
ま
す
。
内
面
を

豊
か
に
、
生
き
生
き
と
過
ご
す
こ
と
で
、
最
後

は
笑
っ
て
、
一
生
を
終
え
た
い
も
の
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

９
月９

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
（
火
）
午
後
７
時

　

全
国
一
斉
世
界
平
和
祈
願
祭

15
日
（
土
）
〜
17
日
（
月
・
祝
）

　

東
光
苑
秋
季
祭
式
講
習
会

19
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

守
り
た
い
「
日
本
の
心
」

　

〜
大
本
三
代
教
主
・
出
口
直
日
が
残
し
た
も
の
〜

講
師

成
尾
陽
（
大
本
本
部
愛
善
宣
教
部
長
）

23
日
（
日
・
祝
）
午
前
10
時
30
分

　

三
代
教
主
毎
年
祭
（
28
年
）

24
日
（
月
・
振
休
）
午
後
６
時
〜

　

東
光
苑
秋
を
め
で
る
夕
べ

10
月８

日
（
月
・
祝
）
午
後
２
時
〜

大
本
東
京
本
部
開
設
50
周
年
記
念

　

東
京
大
本
歌
祭

14
日
（
日
）
午
前
10
時
30
分

　

東
光
苑
月
次
祭
・
市
杵
島
姫
命
例
祭

17
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

道
院
と
大
本
の
出
合
い

〜
提
携
95
年
の
歴
史
に
学
ぶ
〜

　

講
師

山
田

歌
（
大
本
本
部
総
務
課
長
）

18
日
（
木
）
午
後
７
時

　

霊
界
物
語
全
国
一
斉
拝
読
会
（
第
51
回
）

20
日
・
21
日
（
土
・
日
）

　

大
学
生
社
会
人
講
座	e

n
	T
O
K
IO

27
日
（
土
）
午
前
10
時
30
分

　

家
庭
平
安
祈
願
祭
（
第
27
回
）

　
東
光
苑
大
道
場
修
行
は
、
７
月
14
日
か
ら
16

日
の
３
日
間
、
東
京
宣
教
セ
ン
タ
ー
を
会
場
に

開
催
さ
れ
、
12
人
が
受
講
し
た
。

　
天
恩
郷
よ
り
前
田
茂
太
大
道
場
講
師
を
招

き
、
同
講
師
ほ
か
東
京
本
部
職
員
に
よ
り
聖
地

の
大
道
場
修
行
の
う
ち
、
天
恩
郷
で
の
４
日
間

分
の
講
座
を
開
講
。
八
雲
琴
で
の
鎮
魂
、
食
作

法
を
始
め
全
14
講
座
を
実
施
。《
受
講
者
に
は

２
年
以
内
に
梅
松
苑
で
の
残
り
の
講
座
を
受
講

す
る
と
、
修
了
証
が
授
与
さ
れ
る
》

　
受
講
者
か
ら
は
「
無
理
を
せ
ず
、
今
で
き
る

こ
と
を
心
を
こ
め
、
最
善
を
つ
く
さ
せ
て
い
た

だ
く
こ
と
が
ご
神
意
な
の
だ
と
思
い
ま
し
た

（
女
性
）」「
大
本
の
み
教
え
を
、
い
か
に
日
々

の
生
活
に
生
か
し
て
い
く
か
が
課
題
だ
と
感
じ

ま
し
た
（
男
性
）」
等
の
感
想
が
聞
か
れ
た
。

東
光
苑
大
道
場
修
行

第
１
８
５
回
「
21
世
紀
・
生
き
が
い
講
座
」
は
、

７
月
18
日
午
後
７
時
か
ら
、
港
区
新
橋
の
航
空

会
館
で
開
催
さ
れ
、
宮
原
雅
博
・
特
派
宣
伝
使

が
「
霊
界
が
わ
か
れ
ば
生
き
方
が
変
わ
る
〜
永

遠
の
世
界
を
見
す
え
て
〜
」
と
題
し
て
講
話
し

た
。
参
加
者
は
23
人
（
内
、
一
般
３
人
）。

　
は
じ
め
に
講
師
が
鎮
魂
を
実
施
。
続
い
て「
霊

界
は
目
に
は
見
え
な
い
が
感
じ
る
こ
と
の
で
き

る
世
界
。
そ
の
感
じ
方
は
人
そ
れ
ぞ
れ
で
あ
る
」

と
語
り
、
体
験
談
を
交
え
な
が
ら
、
さ
ま
ざ
ま

な
実
例
を
紹
介
。

　
ま
た
、
現
界
と
霊
界
と
の
関
係
と
し
て
相
応

の
理
的
世
界
観
を
説
明
し
、
祖
先
の
霊
魂
に
対

す
る
現
界
か
ら
の
追
善
供
養
な
ど
〝
み
た
ま
ま

つ
り
〟
の
重
要
性
を
説
い
た
。

　
参
加
者
か
ら
は
「
意
思
想
念
の
重
要
性
を
再

認
識
し
、
反
省
さ
せ
ら
れ
た
」（
男
性
・
信
徒
）、

「
霊
界
と
現
界
の
関
係
、
祈
り
の
大
切
さ
を
身

に
し
み
て
感
じ
た
」（
男
性
・
一
般
）、
等
の
声

が
寄
せ
ら
れ
た
。

　
東
光
苑
月
次
祭
は
８
月
12
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
９
７
人
が
参
拝
し
た
。
祭
員
は

千
葉
主
会
、
伶
人
は
二
絃
の
会
関
東
支
部
、
大

本
神
諭
拝
読
は
朝
倉
暢
子
群
馬
主
会
長
、
添
釜

は
東
光
庵
に
て
神
奈
川
主
会
が
担
当
し
た
。

　
祭
典
後
、
開
教
百
二
十
六
年
瑞
生
大
祭
で
の
教

主
さ
ま
ご
あ
い
さ
つ
を
拝
聴
。
続
い
て
鈴
木
穎
一

大
本
本
部
長
が
あ
い
さ
つ
。
西
日
本
を
襲
っ
た
台

風
12
号
被
害
を
は
じ
め
、
各
地
で
頻
発
す
る
自
然

災
害
に
対
す
る
お
見
舞
い
を
述
べ
た
後
、
天
恩
郷

で
の
「
四
大
綱
領
」
碑
、「
大
本
武
道
場
」
扁
額

の
除
幕
式
で
の
教
主
さ
ま
の
ご
様
子
を
紹
介
。

　
ま
た
大
祭
時
の
大
本
歌
祭
の
話
題
か
ら
、
東
京

大
本
歌
祭
の
執
行
に
つ
い
て
「
東
京
本
部
開
設
50

周
年
記
念
『
東
京
大
本
歌
祭
』
で
は
、
海
外
の
駐

日
大
使
、
国
内
の
宗
教
者
な
ど
を
来
賓
と
し
て
準

東光苑秋季祭式講習会
日　時	 ９月 15 日（土）午前９時半より受付

〜 17 日（月・祝）午後３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

上級クラス：招魂式・発葬式・50 日合祀祭など

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 30 人）

締　切	 ９月 10 日（月）必着

備
を
進
め
て
お
り
、
教
主
さ
ま
が
願
わ
れ
て
お
ら

れ
る
『
エ
ル
サ
レ
ム
の
歌
祭
』
へ
の
布
石
と
し
て

意
義
あ
る
歌
祭
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
」
と
し

て
、
当
日
、
歌
垣
に
奉
納
さ
れ
る
献
詠
歌
の
投
稿

を
呼
び
か
け
た
。

　
さ
ら
に
、
人
類
愛
善
会
国
際
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
国

際
集
会
の
バ
ン
コ
ク
で
の
大
本
青
年
の
活
動
の
様

子
を
紹
介
。
ア
ジ
ア
で
の
宗
際
活
動
の
重
要
性
に

触
れ
、「
大
本
青
年
を
国
際
的
な
視
野
を
持
つ
人

間
と
し
て
育
て
た
い
。
大
本
青
年
は
ア
ジ
ア
諸

宗
教
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
取
る
こ
と
が
で
き

る
」「
ゆ
く
ゆ
く
は
諸
宗
教
の
青
年
に
も
エ
ス

ペ
ラ
ン
ト
を
推
奨
し
、
言
葉
の
壁
を
越
え
た
交

流
を
図
り
た
い
」
と
述
べ
、
青
年
信
徒
の
海
外

交
流
団
参
加
や
梅
松
塾
入
塾
を
呼
び
か
け
た
。

　
引
き
続
き
、
飯
田
俊
明
大
本
総
代
か
ら
、
東

京
本
部
開
設
50
周
年
特
別
献
金
の
御
礼
と
経
過

報
告
が
あ
り
、
直
会
に
う
つ
っ
た
。


