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出
口
王
仁
三
郎
聖
師

平成 31 年（2019）

2月号・Februaro

【
み
ろ
く
土
】

教主さまお作鉄絵梅文茶盌

1　　　阿づまの光

見
わ
た
せ
ば
野
に
も
山
に
も
皇す

め
か
み神
の

恵
み
の
花
は
咲
き
み
ち
て
あ
り

東
京
宣
教
セ
ン
タ
ー
長
　
　
猪
　
子
　
　
　
恒

﹁
僕
が
高
校
生
講
座
に
参
加
で
き
た
の
は
、
あ
の
時
、
声
を
か
け
て
も
ら
っ
た
の
が
キ
ッ
カ
ケ
で
し
た
﹂。

こ
れ
は
、
先
日
、
久
し
ぶ
り
に
京
都
か
ら
東
京
本
部
を
参
拝
さ
れ
た
初
老
の
男
性
の
言
葉
で
す
。
そ
の
男

性
と
は
、
四
十
年
以
上
も
前
、
わ
た
く
し
が
聖
地
で
リ
ー
ダ
ー
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
時
の
班
員
で
し
た
。

彼
は
言
葉
を
続
け
て
﹁
ホ
ン
ト
は
陸
上
ク
ラ
ブ
の
合
宿
が
あ
っ
て
行
け
な
い
と
。
で
も
中
止
に
な
っ
て
、
そ

ん
な
時
、
関
東
の
青
年
部
の
先
輩
が
声
を
か
け
て
く
れ
た
ん
で
す
…
﹂
と
。

そ
う
言
え
ば
、
今
、
天
恩
郷
に
奉
仕
し
て
い
る
Ｔ
さ
ん
も
ほ
ぼ
同
じ
経
験
者
で
す
。

実
を
い
い
ま
す
と
、
そ
ん
な
こ
と
を
た
く
さ
ん
見
聞
し
て
い
る
も
の
で
す
か
ら
、
娘
が
関
東
の
大
学
に
い

る
頃
、
わ
た
く
し
は
東
京
に
出
張
し
て
く
る
と
、
必
ず
、﹁
う
ち
の
娘
が
関
東
に
い
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
、
誘
っ

て
く
だ
さ
い
﹂﹁
声
を
か
け
て
や
っ
て
く
だ
さ
い
﹂
と
い
ろ
い
ろ
な
方
々
に
、
何
度
も
何
度
も
お
願
い
し
た
記

憶
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
甲
斐
が
あ
っ
て
、
娘
は
関
東
の
夏
期
学
級
の
お
手
伝
い
に
行
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

そ
の
上
、
そ
の
直
後
、
聖
地
の
青
年
祭
に
向
け
て
の
貸
切
バ
ス
に
も
便
乗
し
、﹁
格
安
に
帰
省
﹂
ま
で
さ
せ
て

も
ら
い
ま
し
た
。
そ
れ
で
大
本
の
友
人
も
で
き
、
今
も
…
。

皆
さ
ん
の
中
に
も
、
似
た
よ
う
な
経
験
を
さ
れ
て
い
る
方
が
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

本
年
も
教
団
方
針
の
三
大
目
標
の
一
つ
に
﹁
お
世
話
活
動
﹂
を
掲
げ
て
い
ま
す
。
そ
の
実
践
の
具
体
的
な

姿
が
こ
の
﹁
声
を
か
け
る
﹂
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。

﹁
お
元
気
で
す
か
﹂﹁
月
次
祭
、
ど
う
で
す
か
﹂﹁
何
か
お
困
り
で
す
か
﹂﹁
行
っ
て
み
ま
せ
ん
か
﹂﹁
お
手
伝

い
し
て
く
れ
ま
せ
ん
か
﹂
と
気
軽
に
か
け
る
何
気
な
い
一
言
が
、
時
間
が
た
っ
て
み
る
と
、
不
思
議
な
機
縁

に
つ
な
が
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

教
主
さ
ま
は
年
頭
の
ご
あ
い
さ
つ
で
﹁
こ
の
両
聖
地
入
手
百
周
年
の
よ
い
機
会
に
、
ま
た
来
る
べ
き
世
の

た
め
に
、
大
勢
の
皆
さ
ま
に
両
聖
地
に
お
参
り
い
た
だ
き
た
い
と
願
っ
て
お
り
ま
す
﹂
と
お
示
し
く
だ
さ
っ

て
い
ま
す
。

ぜ
ひ
と
も
、
信
徒
だ
け
で
な
く
、
有
縁
の
方
々
に
、
よ
い
お
声
か
け
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

お
声
か
け
と
お
世
話
活
動
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農は国の大
たい ほ ん

本
〜お土の心に学ぶ〜

　

大
本
と
お
土
の
関
係
は
非
常
に
深
い
も
の
が

あ
り
ま
す
。
出
口
な
お
開
祖
さ
ま
は
、
百
万
円

の
金
よ
り
も
一
握
り
の
お
土
の
方
が
大
切
な
時

代
が
来
る
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

出
口
王
仁
三
郎
聖
師
さ
ま
も
、﹁
あ
ら
が
ね
の

土
は
万
有
産
出
の
基
も
と
い

な
り
せ
ば
お
ろ
そ
か
に
す

な
﹂
と
示
さ
れ
ま
し
た
。

　

そ
し
て
、
出
口
紅
教
主
さ
ま
は
﹁
お
土
の
心

に
立
ち
返
り
、
そ
れ
ぞ
れ
が
日
常
の
心
が
け
の

中
で
お
土
を
敬
い
、
お
土
に
向
き
合
い
、
お
土

の
ご
用
に
励
ま
せ
て
い
た
だ
き
、
お
土
の
匂
い

の
す
る
教
団
、
お
土
を
大
切
に
す
る
教
団
、
お

土
を
実
践
す
る
教
団
で
あ
り
た
い
と
念
願
し
て

お
り
ま
す
﹂
と
お
示
し
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

お
土
と
は
、
大
本
の
教
え
、
教
風
の
根
幹
に

な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　
酵
素
は
天
国
の
肥
料

　

私
の
祖
父
・
島
本
覚
也
が
戦
後
、
郷
里
の
滋

賀
県
甲
賀
市
に
帰
っ
て
農
業
を
始
め
た
の
が

１
９
４
５
︵
昭
和
20
︶
年
で
す
。
そ
の
９
年
後

の
昭
和
29
年
に
﹁
酵
素
の
世
界
社
﹂
を
設
立
し

ま
し
た
。
当
時
、
酵
素
と
言
い
ま
し
て
も
全
く

認
識
さ
れ
て
い
な
い
時
代
で
し
た
が
、
祖
父
は

王
仁
三
郎
聖
師
さ
ま
か
ら
、
〝
酵
素
は
金
の
肥

料
で
、
こ
れ
か
ら
日
本
の
農
業
を
救
う
の
は
酵

素
で
あ
る
。
酵
素
の
研
究
を
す
る
よ
う
に
〟
と

の
お
言
葉
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

酵
素
と
い
う
と
発
酵
食
品
な
ど
を
連
想
さ
れ

る
と
思
い
ま
す
が
、
農
業
の
分
野
で
酵
素
や
発

酵
技
術
を
体
系
化
し
た
の
は
、
祖
父
が
初
め
て

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

昭
和
21
年
、
大
本
が
愛
善
苑
と
し
て
再
発
足

し
た
こ
ろ
、
日
本
は
戦
後
の
食
糧
難
で
し
た
。

王
仁
三
郎
聖
師
さ
ま
は
﹁
酵
素
は
天
国
の
肥
料

で
あ
る
﹂
と
お
っ
し
ゃ
り
、
京
都
府
亀
岡
市
の

中
矢
田
農
園
に
酵
素
研
究
所
を
設
立
。
そ
し
て

昭
和
23
年
２
月
４
日
﹁
天
産
物
自
給
﹂
の
理
念

を
基
に
愛
善
苑
︵
大
本
︶
と
長
野
県
の
稲
作
指

導
団
体
の
瑞
穂
会
が
協
力
提
携
し
、
出
口
す
み

こ
二
代
教
主
さ
ま
が
初
代
総
裁
と
し
て
創
設
さ

れ
た
の
が
﹁
愛
善
み
ず
ほ
会
﹂
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

愛
善
み
ず
ほ
会
発
足
後
の
昭
和
26
年
に
な
る

と
海
外
か
ら
ど
ん
ど
ん
と
化
学
肥
料
が
流
入
し

て
き
ま
し
た
。
１
９
５
５
︵
昭
和
30
︶
年
ご
ろ

に
は
化
学
肥
料
は
日
本
全
国
に
い
き
わ
た
り
、

食
糧
不
足
が
解
消
さ
れ
て
い
き
ま
す
。
今
で
は

化
学
肥
料
は
マ
イ
ナ
ス
の
イ
メ
ー
ジ
を
持
た
れ

る
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
が
、
日
本
の
農
業

が
大
き
く
復
興
し
て
い
く
上
で
化
学
肥
料
の
役

割
は
大
き
か
っ
た
わ
け
で
す
。

　

と
こ
ろ
が
、
し
だ
い
に
土
が
痩
せ
て
く
る
と

い
う
現
象
が
出
始
め
ま
し
た
。
化
学
肥
料
に
よ

る
弊
害
で
す
。
化
学
肥
料
が
決
し
て
悪
い
わ
け

で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
化
学
肥
料
に
傾
き
す
ぎ

て
有
機
物
を
土
に
戻
す
、
還
元
す
る
と
い
う
こ

と
を
忘
れ
て
し
ま
っ
た
た
め
に
、
作
物
が
病
気

に
か
か
り
や
す
く
、
根
の
張
り
が
悪
く
な
り
、

害
虫
に
も
負
け
や
す
く
な
っ
て
き
た
。
そ
れ
を

抑
え
る
た
め
に
農
薬
を
使
い
始
め
る
と
い
う
悪

循
環
が
始
ま
っ
た
の
で
す
。

　

落
ち
葉
が
微
生
物
に
分
解
さ
れ
て
土
に
加
味

さ
れ
、
そ
れ
が
養
分
に
な
っ
て
食
物
が
育
つ
と

い
う
の
が
自
然
の
摂
理
で
す
。
森
林
に
行
く
と
、

落
ち
葉
が
堆
積
し
て
土
に
戻
る
前
の
腐
葉
土
が

あ
り
ま
す
。
植
物
繊
維
が
分
解
さ
れ
た
最
終
状

態
を
﹁
腐
植
﹂
と
い
い
、
土
を
形
成
す
る
の
に

大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
ま
す
。

　

土
は
無
機
物
と
思
わ
れ
が
ち
で
す
が
、
そ
の

中
に
は
無
数
の
微
生
物
が
生
き
て
い
ま
す
。
微

生
物
は
大
き
く
分
け
る
と
細
菌
・
放
線
菌
・
酵

母
菌
・
糸
状
菌
︵
カ
ビ
︶
の
４
つ
が
あ
り
ま

す
。
耳
か
き
２
、
３
杯
分
の
１
㌘
の
土
の
中
に

は
10
億
以
上
の
微
生
物
が
い
る
こ
と
が
分
か
っ

て
い
ま
す
。
こ
の
微
生
物
の
中
で
作
ら
れ
る
土

に
有
効
・
有
益
な
酵
素
を
活
用
す
る
の
が
酵
素

農
法
で
す
。
こ
れ
に
よ
り
ス
ポ
ン
ジ
の
よ
う
な

ふ
か
ふ
か
な
土
に
な
り
、
酸
素
や
水
を
十
分
吸

収
で
き
る
の
で
、
植
物
の
根
を
張
り
や
す
く
す

る
の
で
す
。
こ
の
こ
と
は
土
作
り
の
上
で
、
大

変
重
要
な
こ
と
で
す
。

　
有
機
肥
料
と
化
学
肥
料

﹁
酵
素
の
世
界
社
﹂
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
土
の

ト
ラ
ブ
ル
で
農
家
の
方
が
相
談
に
来
ら
れ
ま

す
。
例
え
ば
、
菊
を
栽
培
し
て
お
ら
れ
る
農
家

さ
ん
が
、
菊
に
病
気
が
出
て
非
常
に
調
子
が
悪

い
と
い
う
の
で
、
圃
場
で
根
の
状
態
を
見
る
と
、

根
が
ほ
と
ん
ど
張
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
さ

ら
に
こ
の
土
の
成
分
を
分
析
し
て
み
る
と
、
化

学
肥
料
の
多
投
に
よ
っ
て
バ
ラ
ン
ス
が
崩
れ
、

堆
肥
に
よ
る
土
作
り
を
し
て
い
な
か
っ
た
と
い

う
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。
ま
る
で
土
が
化
学

肥
料
成
分
の
塩
漬
け
の
よ
う
な
状
態
で
、
肥
料

濃
度
が
高
す
ぎ
た
こ
と
に
よ
り
、
土
の
中
で
根

が
張
れ
な
い
状
態
で
し
た
。

　

結
論
的
に
い
う
と
、
有
機
肥
料
と
化
学
肥
料

の
違
い
は
根
の
量
、
張
り
具
合
に
現
れ
ま
す
。

例
え
ば
、
同
じ
白
菜
を
同
じ
土
の
条
件
で
、
有

機
肥
料
と
化
学
肥
料
で
作
っ
た
ら
、
有
機
肥
料

を
与
え
た
白
菜
の
方
が
根
が
た
く
さ
ん
張
っ
て

い
ま
す
。
化
学
肥
料
の
使
い
す
ぎ
は
植
物
に
ス

ト
レ
ス
を
与
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
分
か
る

と
思
い
ま
す
。

　

化
学
肥
料
に
頼
り
す
ぎ
る
と
収
穫
量
も
望
め

な
く
な
り
、
植
物
も
抵
抗
力
が
弱
く
な
る
の
で

病
気
に
も
か
か
り
や
す
い
。
す
る
と
必
然
的
に

農
薬
を
使
わ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
近
年
の
農

出口王仁三郎聖師は「農は国の大本」と述べ、農業を忘れた生き方は必
ず行き詰まると説いています。世界情勢が変わり、いくらお金を出して
も農産物が輸入できなくなれば、今の日本は成り立っていきません。「お
土」を敬い大切にする生活は、私たち一人ひとりの課題でもあるのです。
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3　　　阿づまの光

掲
載
文
は
、
平
成
30
年
８
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
。

島本光久
（株）酵素の世界社代表取締役専務

（一社）愛善みずほ会会長

薬
は
短
期
間
で
分
解
さ
れ
消
え
る
の
で
、
ス
ー

パ
ー
で
購
入
し
て
食
卓
に
届
く
と
き
に
は
残
留

農
薬
は
な
い
と
は
い
う
も
の
の
、
農
家
さ
ん
が

農
薬
を
か
け
て
い
る
と
き
は
当
然
毒
性
が
あ
っ

て
、
あ
る
意
味
、
農
家
さ
ん
が
最
も
農
薬
の
被

害
者
な
の
で
す
。

　
化
学
肥
料
の
影
響

　

次
に
、
昔
と
今
の
野
菜
の
栄
養
価
の
違
い
に

つ
い
て
調
べ
て
み
ま
し
た
。

　

日
本
に
化
学
肥
料
が
入
っ
て
く
る
１
９
５
０

年
代
の
ホ
ウ
レ
ン
ソ
ウ
の
ビ
タ
ミ
ン
Ｃ
の
量

を
見
て
く
だ
さ
い
。
１
０
０
㌘
中
に
ビ
タ
ミ

ン
Ｃ
が
１
５
０
㍉
㌘
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が

２
０
０
５
年
に
は
35
㍉
㌘
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。

同
じ
ホ
ウ
レ
ン
ソ
ウ
な
の
に
ビ
タ
ミ
ン
Ｃ
含
有

量
が
77
％
も
減
少
し
て
い
ま
す
。
キ
ャ
ベ
ツ
、

ニ
ン
ジ
ン
、
ア
ス
パ
ラ
も
そ
れ
ぞ
れ
ビ
タ
ミ
ン

が
減
少
し
て
い
ま
す
。
品
種
が
変
わ
っ
た
と
い

う
こ
と
も
若
干
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ

れ
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
１
９
５
０
年
代
に

比
べ
て
２
０
０
０
年
代
で
は
ビ
タ
ミ
ン
の
含
有

量
が
圧
倒
的
に
減
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
な
ぜ

か
と
い
う
と
、
や
は
り
肥
料
の
違
い
で
す
。
つ

ま
り
有
機
栽
培
し
か
な
か
っ
た
時
代
に
比
べ
て

化
学
肥
料
が
入
っ
て
き
た
こ
と
に
よ
っ
て
こ
れ

だ
け
の
差
異
が
出
て
き
た
の
で
す
。

　

２
０
１
５
年
に
な
る
と
有
機
肥
料
を
使
用
す

る
農
家
さ
ん
が
増
え
て
き
ま
し
た
。
す
る
と
ビ

タ
ミ
ン
の
含
有
量
の
数
字
が
少
し
挽
回
し
て
き

ま
し
た
。
有
機
肥
料
の
使
用
量
が
増
え
る
こ
と

に
よ
っ
て
こ
の
ビ
タ
ミ
ン
含
有
量
の
数
字
も
変

わ
っ
て
き
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　

ま
た
化
学
肥
料
に
よ
っ
て
有
害
物
質
が
体
内

に
蓄
積
す
る
と
い
う
指
摘
が
あ
り
ま
す
。
亜あ
し
ょ
う硝

酸さ
ん
え
ん塩

の
問
題
で
す
。
亜
硝
酸
塩
は
体
内
中
で
ア

ミ
ン
と
結
合
す
る
と
ニ
ト
ロ
ソ
ア
ミ
ン
と
い
う

発
が
ん
性
物
質
を
作
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

農
林
水
産
省
の
見
解
で
は
、
も
と
も
と
体
内
に

硝
酸
塩
、
窒
素
含
有
物
は
存
在
す
る
の
で
、
外

部
か
ら
摂
取
し
た
も
の
と
の
違
い
が
は
っ
き
り

し
な
い
と
い
う
こ
と
で
こ
の
問
題
に
対
す
る
コ

メ
ン
ト
は
な
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
た
だ
、
硝
酸

塩
濃
度
が
高
す
ぎ
る
の
は
人
体
に
良
く
な
い
だ

ろ
う
と
い
う
程
度
に
留
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

日
本
人
、
韓
国
人
が
摂
取
す
る
硝
酸
塩
の
濃

度
は
、
他
の
外
国
よ
り
も
非
常
に
高
い
こ
と
が

わ
か
っ
て
い
ま
す
。
特
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
硝

酸
塩
濃
度
を
測
定
し
、
一
定
の
基
準
以
上
に
な

る
と
流
通
禁
止
に
な
り
ま
す
が
、
日
本
に
は
そ

の
よ
う
な
基
準
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

植
物
に
窒
素
肥
料
を
や
り
過
ぎ
る
と
、
特
に

葉
物
野
菜
で
は
、
硝
酸
塩
濃
度
が
上
が
っ
て
き

ま
す
。
実
の
付
く
ト
マ
ト
や
キ
ュ
ウ
リ
、
大
根
、

ニ
ン
ジ
ン
類
な
ど
の
根
菜
類
は
硝
酸
塩
が
あ
ま

り
溜
ま
り
ま
せ
ん
。
小
松
菜
、
ホ
ウ
レ
ン
ソ
ウ

な
ど
の
葉
物
野
菜
を
食
べ
る
と
き
は
で
き
る
だ

け
有
機
肥
料
を
使
っ
た
野
菜
を
摂
取
す
る
こ
と

を
お
勧
め
し
ま
す
。
近
い
将
来
、
ス
ー
パ
ー
に

行
く
と
硝
酸
塩
濃
度
が
何
ｐ
ｐ
ｍ
と
表
示
さ
れ

る
時
代
が
必
ず
や
っ
て
き
ま
す
。
こ
れ
か
ら
は

農
作
物
の
栽
培
工
程
も
明
ら
か
に
し
て
安
全
性

を
担
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
か
ら
で

す
。
日
本
の
農
業
も
こ
れ
か
ら
は
国
際
基
準
に

合
わ
せ
て
厳
格
に
や
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
く
な
っ
て
く
る
と
思
い
ま
す
。

　

こ
れ
は
ナ
ス
栽
培
の
事
例
で
す
が
、
平
成
23

年
５
月
に
定
植
を
し
て
１
カ
月
後
、
順
調
に
成

長
し
て
大
き
く
な
り
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
７
月

に
台
風
に
襲
わ
れ
、
ほ
と
ん
ど
の
ナ
ス
が
な
ぎ

倒
さ
れ
ま
し
た
。
２
日
後
、
ナ
ス
の
葉
は
し
お
れ

て
し
ま
い
、
５
日
後
に
は
茎
だ
け
に
な
っ
て
し

ま
い
ま
し
た
。
こ
ん
な
状
態
で
さ
す
が
に
復
活

は
難
し
い
だ
ろ
う
と
諦
め
る
と
こ
ろ
で
す
が
、

全
く
葉
の
な
い
状
態
の
ナ
ス
に
葉
面
散
布
を

行
っ
た
と
こ
ろ
、
新
芽
が
出
て
き
ま
し
た
。
こ

ん
な
状
態
で
も
復
活
で
き
た
の
は
、
土
の
中
で

根
が
し
っ
か
り
張
っ
て
根
が
蓄
え
て
い
た
養
分

を
使
っ
て
復
活
で
き
た
の
で
す
。
８
月
の
終
わ

り
に
は
か
な
り
の
ナ
ス
を
収
穫
す
る
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。

　

作
物
を
見
る
時
、
ど
う
し
て
も
地
上
の
部
分

ば
か
り
を
見
が
ち
で
す
が
、
土
の
中
の
根
の
状

態
も
し
っ
か
り
と
見
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

上
と
下
の
バ
ラ
ン
ス
が
大
切
な
の
で
す
。

　
土
に
根
ざ
し
た
農
業
を

　

私
た
ち
愛
善
み
ず
ほ
会
は
、
農
業
に
携
わ
っ

て
い
る
皆
さ
ん
に
土
と
い
う
も
の
の
大
切
さ
を

今
一
度
知
っ
て
い
た
だ
き
た
い
、
と
い
う
思
い

で
活
動
し
て
い
ま
す
。
近
年
は
土
を
一
切
使
わ

ず
に
化
学
肥
料
の
み
で
栽
培
す
る
植
物
工
場
と

い
う
技
術
も
注
目
を
集
め
て
い
ま
す
が
、
農
業

技
術
の
研
究
が
土
づ
く
り
か
ら
離
れ
、
そ
ち
ら

に
偏
り
過
ぎ
る
こ
と
で
皆
さ
ん
の
心
ま
で
も
が

土
か
ら
離
れ
な
い
か
危
惧
す
る
と
こ
ろ
で
す
。

　

出
口
す
み
こ
二
代
教
主
さ
ま
の
歌
に
﹁
い
ろ

い
ろ
の
理
く
つ
を
や
め
て
土
の
恩
か
み
し
め
て

み
よ
神
の
あ
り
か
を
﹂
と
示
さ
れ
て
い
ま
す
通

り
、
土
か
ら
離
れ
て
い
く
農
業
で
は
な
く
、
土

に
戻
っ
て
い
く
農
業
を
提
案
さ
せ
て
い
た
だ
き

た
い
。
元
気
な
日
本
の
農
業
を
取
り
戻
す
と
と

も
に
、
世
界
に
向
け
て
、
環
境
を
大
切
に
し
た

持
続
的
な
農
業
の
普
及
を
目
指
し
て
、
こ
れ
か

ら
も
活
動
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
っ
て

い
ま
す
。
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●離任あいさつ

前・特派宣伝使　宮 原 雅 治　

関東教区の皆さまには１年２カ月の

間、大変お世話になりました。教団目

標であります後継者育成、お世話活動

等が少しでも前進しますよう願ってお

ります。皆さまのご健康とご多幸を心

からお祈りいたします。

前・祭務課長　高 野 春 樹　

長くもあり短くも感じる５年間、関東

教区の皆さまのご協力により祭務課の

業務にお仕えすることができ感謝して

おります。10 年振りの亀岡勤務、初

めての部署での出発です。皆さまの

益々のご活躍・ご健勝をお祈りいたします。

●着任あいさつ

 特派宣伝使　柿 崎 哲 男　

特派宣伝使を拝命し、関東教区を担当

させていただくこととなりました。大

神さまのご守護のもと、皆のお役に立

てるよう微力ながら努めさせていただ

きます。何なりとお気軽にお申し付け

ください。どうぞよろしくお願い申し上げます。

祭務課長　加 藤 道 明　

このたび綾部祭祀センターより５年ぶ

りに、再度、東京宣教センターへ異動

してまいりました。これから関東教区

の皆さま方とご一緒にご神業奉仕に邁

進してまいりたいと存じます。ご指導

ご鞭撻のほど、何とぞよろしくお願い申し上げます。

東 

光 

苑 

新 

年 

祭

東
光
苑
祭
典
・
行
事
予
定

３
月10

日
︵
日
︶ 

午
前
10
時
30
分
〜

東
光
苑
月
次
祭
・
交
通
安
全
祈
願
祭

春
季
合
同
慰
霊
祭

22
日
〜
24
日
︵
金
〜
日
︶ 

午
前
10
時
〜

　
東
光
苑
春
季
祭
式
講
習
会

31
日
︵
日
︶ 

午
前
10
時
30
分
〜

　
二
代
教
主
毎
年
祭
︵
67
年
︶

　
東
光
苑
観
桜
茶
会

　
第
１
９
０
回
﹁
21
世
紀
・
生
き
が
い
講
座
﹂

は
昨
年
12
月
19
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
﹁
皇
道
大
本
と
２
度
の
弾
圧
〜

光
明
世
界
を
見
す
え
て
〜
﹂
と
題
し
て
講
話
し

た
。
参
加
者
は
44
人
。

　
猪
子
講
師
は
、
大
本
は
﹁
皇
道
﹂
を
名
乗
り
、

過
去
、
２
度
の
弾
圧
を
受
け
た
史
実
を
紹
介
。

特
に
昭
和
10
年
の
２
度
目
の
弾
圧
は
過
酷
を
極

め
、
信
者
３
０
０
０
人
以
上
が
検
挙
、
そ
の
中

に
は
獄
死
、
自
決
し
た
者
も
。﹁
二
審
で
無
罪
が

確
定
し
た
が
、
出
口
聖
師
は
一
切
の
国
家
賠
償

を
放
棄
し
、
明
る
い
未
来
を
見
据
え
な
が
ら
、

新
生
の
道
を
力
強
く
歩
み
始
め
た
﹂
と
話
し
た
。

21
世
紀
・
生
き
が
い
講
座

　
東
光
苑
月
次
祭
・
成
人
式
典
は
１
月
13
日
午

前
10
時
30
分
か
ら
、
斎
主
・
加
藤
道
明
祭
務
課

長
の
も
と
執
行
さ
れ
、
３
１
６
人
が
参
拝
し
た
。

　
祭
員
は
茨
城
主
会
が
、
伶
人
は
二
絃
の
会
関

東
支
部
、
大
本
神
諭
拝
読
は
関
川
喜
一
郎
栃
木

主
会
長
、
添
釜
は
髙
野
社
中
が
担
当
し
た
。

　
祭
典
後
、
本
部
職
員
、
信
徒
有
志
に
よ
る
祝

言
﹁
暁
山
雲
﹂
の
奉
納
。
つ
い
で
鈴
木
穎
一
本

部
長
が
あ
い
さ
つ
し
、
教
主
さ
ま
の
ご
近
況
を

は
じ
め
、
新
成
人
へ
﹁
青
年
は
教
団
の
宝
、
成

人
を
機
に
、
日
程
が
新
し
く
な
っ
た
大
道
場
修

行
を
受
講
し
て
ほ
し
い
﹂
と
述
べ
た
。

　
続
い
て
中
里
洋
青
年
部
長
が
あ
い
さ
つ
し
て

成
人
式
典
に
う
つ
り
、
新
成
人
の
宇
田
川
大
輝

さ
ん
︵
東
京
宣
教
セ
ン
タ
ー
直
属
︶
を
紹
介
。

続
い
て
椿
リ
ツ
直
心
会
関
東
教
区
連
合
会
長
か

ら
祝
辞
、
記
念
品
が
授
与
さ
れ
た
の
ち
、
宇
田

川
さ
ん
が
﹁
失
敗
を
恐
れ
ず
素
直
に
謙
虚
に
邁

東
光
苑
月
次
祭
・
成
人
式
典

　
平
成
31
年
己
亥
・
東
光
苑
新
年
祭
は
１
月
１

日
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
、
75
人
が
参
拝

し
た
。

　
祭
典
後
、
教
主
さ
ま
の
お
写
真
に
参
拝
者
一

同
で
ご
あ
い
さ
つ
。
つ
い
で
、
教
主
さ
ま
の
新

年
ご
あ
い
さ
つ
を
Ｄ
Ｖ
Ｄ
で
拝
聴
。
続
い
て
猪

子
セ
ン
タ
ー
長
が
あ
い
さ
つ
を
述
べ
た
。

　
こ
の
後
、
ご
神
前
で
は
年
賀
交
換
が
。
ま
た
、

食
堂
で
は
直
会
と
し
て
〝
神
代
餅
〟
が
ふ
る
ま

わ
れ
、
ご
神
徳
に
浴
し
た
。

　
■
七
草
粥
行
事

　

東
光
苑
七
草
粥
行
事
は
１
月
７
日
午
前
10
時

30
分
か
ら
午
後
３
時
ま
で
行
わ
れ
、
１
７
０
人

が
入
席
。
和
服
姿
の
直
心
会
員
ら
に
よ
る
接
待

の
も
と
、
都
会
で
は
珍
し
い
七
草
の
香
り
を
温

か
い
お
粥
と
と
も
に
満
喫
し
た
。

ま
た
、
聖
師
さ
ま
が
目
指
し
た
皇
道
の
未
来
像

と
し
て
、
①
世
界
大
家
族
制
度
の
実
行
、
②
貨

幣
経
済
、
経
済
至
上
主
義
の
否
定
、
③
天
産
物

自
給
の
国
家
経
済
、
④
租
税
制
度
の
撤
廃
な
ど

を
紹
介
。﹁
一
つ
の
中
心
に
よ
っ
て
治
ま
る
皇
道

こ
そ
、
世
界
を
救
う
道
だ
と
考
え
て
い
る
﹂
と

締
め
く
く
っ
た
。

東光苑春季祭式講習会
日　程 ３月 22 日（金）午前９時 30 分（受付）

〜 24 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

　 ◯上級クラス　月次祭・庭上祭・招魂式

　・発葬式・50 日合祀祭まで

定　員 40 人（定員になり次第締め切り）

参加費 １人 1,000 円　※食事・宿泊代は別途徴収

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 17日（日）

進
し
て
い
き
ま
す
﹂
と
力
強
く
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
。


