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題字 出 口 直 日

出
口
王
仁
三
郎
聖
師

平成 31 年（2019）

３月号・Marto

【
緑
寿
館
土
・
緑
寿
館
ネ
ム
ノ
キ
釉
】

教主さまお作  灰釉茶盌「陽光」

1　　　阿づまの光

野の

に
山や

ま

に
神か

み

の
恵め

ぐ

み
は
満み

ち
ぬ
れ
ど

心こ
こ
ろ

な
け
れ
ば
目め

に
も
と
ま
ら
ず

大
本
総
代
・
福
島
主
会
長
　
　
嶋
貫
　
光
喜

大
き
な
揺
れ
が
何
度
も
続
き
、
防
災
無
線
か
ら
は
大
津
波
警
報
発
令
と
の
ア
ナ
ウ
ン
ス
が
繰
り
返
さ
れ
る
。

そ
し
て
原
発
事
故
に
よ
る
全
町
避
難
。
何
が
何
だ
か
判
ら
な
い
ま
ま
故
郷
を
後
に
し
た
。

あ
れ
か
ら
早
８
年
。
長
か
っ
た
よ
う
な
短
か
っ
た
よ
う
な
複
雑
な
思
い
で
あ
る
。
あ
の
時
唯
一
、
２
歳
10
カ

月
だ
っ
た
孫
の
存
在
が
心
の
支
え
と
な
っ
た
。﹁
こ
の
孫
が
一
人
前
に
な
る
ま
で
頑
張
ら
な
く
て
は
﹂。
そ
ん

な
思
い
だ
け
が
私
を
支
え
、
生
き
る
こ
と
へ
の
励
み
と
な
っ
た
。

帰
る
場
所
、
一
歩
踏
む
べ
き
地
べ
た
を
失
い
、
何
世
代
に
も
渡
っ
て
助
け
合
っ
て
き
た
隣
人
と
の
分
か
れ
、

知
人
友
人
も
居
な
く
な
っ
た
、
山
奥
に
一
人
ポ
ツ
ン
と
置
き
去
り
に
さ
れ
た
よ
う
な
不
思
議
な
感
覚
。
自
然

災
害
な
ら
そ
の
土
地
で
、
そ
の
場
所
で
、
助
け
合
い
頑
張
れ
る
。
し
か
し
原
発
事
故
は
人
と
の
繋
が
り
や
絆

を
ズ
タ
ズ
タ
に
し
て
し
ま
う
。
そ
し
て
高
齢
者
や
子
ど
も
た
ち
に
そ
の
し
わ
寄
せ
が
集
中
す
る
。
原
発
事
故

は
二
度
と
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
、
誰
し
も
そ
う
思
う
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
経
済
優
先
を
叫
ぶ
人
た
ち
に
よ
っ

て
再
稼
働
が
許
さ
れ
、
金
銭
的
潤
い
を
求
め
て
地
元
住
民
の
感
覚
を
麻
痺
さ
せ
て
い
る
。

大
熊
町
で
は
今
年
４
月
、
一
部
避
難
解
除
と
な
り
、
よ
う
や
く
復
興
の
一
歩
を
踏
み
出
す
こ
と
に
な
る
。

新
し
い
町
づ
く
り
を
目
指
し
計
画
が
練
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、か
つ
て
の
住
民
が
ど
れ
程
戻
る
で
あ
ろ
う
か
、

ま
し
て
子
ど
も
た
ち
は
戻
る
気
配
さ
え
無
い
。

私
は
批
判
を
覚
悟
で
、
親
を
亡
く
し
て
帰
る
場
所
を
失
い
、
古
里
を
無
く
し
、
笑
い
を
忘
れ
て
し
ま
っ
た
﹁
恵

ま
れ
な
い
子
ど
も
た
ち
﹂
を
受
け
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
、
海
外
の
子
ど
も
た
ち
も
含
め
て
、
と
提
案

し
た
。
学
校
を
新
し
く
創
っ
て
も
、
ど
ん
な
に
素
晴
ら
し
い
教
育
計
画
を
作
っ
て
も
、
授
業
を
受
け
て
く
れ

る
最
初
の
一
人
が
い
な
け
れ
ば
﹁
絵
に
書
い
た
餅
﹂
で
あ
る
。
８
年
前
、
大
熊
の
子
ど
も
た
ち
は
ま
さ
に
﹁
恵

ま
れ
な
い
子
ど
も
た
ち
﹂だ
っ
た
。
あ
の
時
お
世
話
に
な
っ
た
方
々
へ
の
感
謝
と
恩
返
し
の
た
め
に
も
、と
思
っ

た
の
で
あ
る
。

元
号
が
変
わ
る
５
月
、
連
休
明
け
か
ら
新
役
場
庁
舎
に
て
業
務
が
再
開
さ
れ
る
。
新
し
い
元
号
と
と
も
に

新
し
い
町
づ
く
り
が
始
ま
ろ
う
と
し
て
い
る
。

復
興
へ
踏
み
出
す
一
歩
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守りたい「日本の心」
〜大本三代教主・出口直日が残したもの〜

　
国
風
と
大
本
の
教
風

　

出
口
直な
お

日ひ

三
代
教
主
さ
ま
︵
以
下
・
三
代
さ

ま
︶
が
私
た
ち
に
残
し
て
く
だ
さ
っ
た
も
の
は

数
限
り
な
く
あ
り
ま
す
が
、
本
日
は
そ
の
中
の

２
つ
を
ご
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
１
つ
は

芸
術
に
つ
い
て
、
２
つ
目
は
明
日
香
保
存
に
つ

い
て
で
す
。

　

三
代
さ
ま
は
、
明
治
35
年
に
出
口
王
仁
三
郎

聖
師
、
出
口
す
み
こ
大
本
二
代
教
主
の
長
女
と

し
て
生
誕
し
、
平
成
２
年
88
歳
で
昇
天
さ
れ
ま

し
た
。
昭
和
10
年
の
第
二
次
大
本
弾
圧
を
は
じ

め
と
す
る
数
々
の
苦
難
に
遭
い
な
が
ら
も
、
い

つ
も
心
を
離
れ
な
か
っ
た
の
は
、
国
の
行
く
末

と
い
う
こ
と
で
し
た
。

　

大
本
に
は
﹁
梅
松
塾
﹂
と
い
う
青
年
信
徒
育

成
機
関
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
に
創
設
者
で
あ
り

名
誉
塾
長
で
あ
っ
た
三
代
さ
ま
が
掲
げ
ら
れ
た

五
カ
条
の
塾
則
が
あ
り
、
そ
の
１
つ
に
﹁
国
風

ヲ
研
鑽
シ
興
国
ノ
泉
ト
ナ
ル
ベ
キ
ヲ
覚
悟
ス
ベ

シ
﹂
と
い
う
大
変
重
い
一
条
が
ご
ざ
い
ま
す
。

会
社
に
は
社
風
と
い
う
も
の
が
あ
り
、
学
校
に

は
校
風
が
あ
る
よ
う
に
、
日
本
に
は
日
本
の
国

柄
＝
国
風
が
あ
り
ま
す
。
大
本
に
は
教
団
の
教

風
が
あ
り
、
国
風
を
研
鑽
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

大
本
の
教
風
を
高
め
た
い
と
い
う
三
代
さ
ま
の

願
い
が
あ
り
ま
し
た
。

　

大
本
の
教
風
を
別
の
言
葉
に
す
る
と
﹁
質
実

剛
健
﹂﹁
脚
下
照
顧
﹂
と
表
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

﹁
質
実
剛
健
﹂
は
非
常
に
真
面
目
で
誠
実
で
あ

り
、﹁
脚
下
照
顧
﹂
は
自
分
の
足
元
を
見
つ
め
、

正
す
と
い
う
意
味
で
す
。
そ
の
実
践
の
一
つ
が

芸
術
活
動
で
あ
り
ま
す
。

　

大
本
で
は
﹁
芸
術
は
宗
教
の
母
﹂
と
い
う
教

え
が
あ
り
、
ま
た
﹁
神
に
通
じ
る
三
つ
の
門
戸
﹂

と
し
て
、
宗
教
、
学
問
、
そ
し
て
芸
術
が
あ
る

と
説
い
て
い
ま
す
。
芸
術
を
突
き
詰
め
て
い
く

と
、
そ
こ
に
は
人
智
を
超
え
た
世
界
を
感
ず
る

こ
と
が
で
き
る
と
い
う
も
の
で
す
。

　
玄
人
も
一
目
置
く
存
在

　

三
代
さ
ま
は
、
書
、
陶
芸
、
和
歌
、
絵
画
︵
写

生
画
︶、
茶
道
、
能
楽
、
八
雲
琴
、
織
物
な
ど
、

一
人
の
人
が
こ
こ
ま
で
で
き
る
の
か
と
思
う
ほ

ど
の
こ
と
を
な
さ
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
し
か
も

そ
の
ど
れ
も
が
高
い
境
地
ま
で
極
め
て
い
か
れ

ま
し
た
。
そ
れ
は
単
に
趣
味
的
な
も
の
で
は
な

く
て
、
そ
の
奥
に
あ
る
精
神
を
い
か
に
し
て
学

ぶ
か
と
い
う
も
の
で
し
た
。

　

歌
人
・
楠
田
敏
郎
氏
は
三
代
さ
ま
の
人
柄
に

つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、

楠
田
氏
が
三
代
さ
ま
の
前
で
芸
術
の
話
を
す
る

こ
と
に
な
っ
た
時
の
様
子
で
す
。

｢

私
は
そ
の
席
へ
、
も
ち
ろ
ん
﹃
お
話
を
す
る
﹄

つ
も
り
で
出
席
し
た
。
が
、
私
は
窕
子
︵
三
代

さ
ま
の
雅
号
︶
氏
に
お
目
に
か
か
っ
た
だ
け
で

﹃
お
話
を
す
る
﹄
と
い
う
気
持
ち
を
か
な
ぐ
り

棄
す
て
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
、
か
つ

て
私
に
は
な
い
経
験
だ
っ
た
。
い
っ
た
い
芸
術

に
た
ず
さ
わ
る
も
の
は
自
負
心
が
強
い
、
話
を

し
ろ
と
言
わ
れ
れ
ば
、
大
い
に
説
く
つ
も
り
を

持
つ
、
そ
の
気
持
ち
で
相
手
は
え
ら
ま
な
い
。

し
か
る
に
私
は
窕
子
氏
及
び
、
蓉
子
、
燦
子
、

朗
子
の
諸
氏
を
前
に
し
て
、
み
ご
と
に
は
に
か

ん
で
し
ま
っ
た
。
そ
れ
は
な
ぜ
か
、
窕
子
氏
の

人
が
ら
に
完
全
に
ま
け
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の

時
お
も
っ
た
の
だ
が
、
初
対
面
の
人
間
に
、
無

言
で
向
か
っ
て
、
い
さ
さ
か
も
自
己
を
発
表
し

な
い
ま
ま
に
、
相
手
を
降
参
さ
せ
て
し
ま
う
人

が
、
世
の
中
に
何
人
あ
る
だ
ろ
う
か
と
。
し
か

も
窕
子
氏
は
ほ
の
ぼ
の
と
、
手
を
膝
に
置
い
て
、

遠
慮
が
ち
に
座
っ
て
い
ら
れ
る
だ
け
だ
っ
た｣

　

こ
の
よ
う
に
、
手
を
膝
に
お
い
て
ニ
コ
ニ
コ

さ
れ
て
い
る
だ
け
で
、
相
手
が
脱
帽
し
て
し
ま

う
こ
と
な
ど
、
想
像
も
つ
か
な
い
こ
と
で
す
。

そ
こ
に
は
対
す
る
人
を
包
み
込
む
よ
う
な
雰
囲

気
が
あ
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

能
楽
も
熱
心
に
な
さ
い
ま
し
た
。
能
楽
は
素

人
と
玄
人
と
で
は
厳
然
と
し
た
差
が
あ
り
ま
す

が
、
三
代
さ
ま
の
舞
台
は
玄
人
が
一
目
置
い
て

い
ま
し
た
。
能
の
プ
ロ
の
方
々
が
若
い
能
楽
師

に
﹁
直
日
さ
ん
の
舞
台
を
見
て
お
け
よ
﹂
と
伝

え
て
い
た
ほ
ど
で
す
。
一
つ
例
を
ご
紹
介
し
ま

す
と
、﹁
立た
っ
ぱ
い拝
﹂
と
い
う
能
の
型
が
す
ご
い
と

い
う
の
は
評
判
で
し
た
。
立
拝
は
﹁
祈
る
型
﹂

で
す
が
、
三
代
さ
ま
は
舞
台
で
本
当
に
祈
っ
て

お
ら
れ
た
そ
う
で
す
。
そ
れ
は
、
普
段
か
ら
き

ち
ん
と
﹁
祈
り
﹂
と
い
う
も
の
を
な
さ
っ
て
お

ら
れ
る
か
ら
こ
そ
、
舞
台
に
そ
の
真
の
姿
が
現

れ
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

昭
和
37
年
、
三
代
さ
ま
は
亀
岡
の
万
祥
殿
能

舞
台
で
、
宝
生
流
・
能
﹁
西せ
い
お
う王
母ぼ

﹂
を
舞
わ
れ

ま
し
た
。
ワ
キ
や
ツ
レ
、
囃
子
や
地
謡
な
ど
も

素
人
で
あ
る
大
本
の
職
員
・
信
徒
が
勤
め
ま
し

た
。
出
口
聖
子
四
代
教
主
さ
ま
も
昭
和
55
年
に

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
と
イ
ギ
リ
ス
で
金
剛
流
・
能
﹁
羽

衣
﹂
を
舞
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
も
大
本
の
素

人
だ
け
で
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
三
代
さ
ま
の
日
本
文
化
に
対
す

る
お
気
持
ち
と
い
う
も
の
が
、
現
実
化
し
て
大

本
の
中
に
浸
透
し
広
が
っ
て
い
き
ま
し
た
。

　
信
仰
即
芸
術
即
生
活

　

茶
の
湯
の
お
稽
古
も
同
じ
で
、
今
で
は
地
方

の
大
本
の
信
徒
さ
ん
の
と
こ
ろ
へ
行
か
せ
て
い

た
だ
く
と
、
ほ
と
ん
ど
の
と
こ
ろ
で
お
抹
茶
を

頂
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
れ
も
三
代
さ
ま
の

指
導
が
全
国
に
行
き
渡
っ
て
い
っ
た
か
ら
で

す
。
大
本
で
は
お
茶
と
い
う
の
は
生
活
の
一
部

だ
と
教
え
て
い
ま
す
。
お
茶
は
単
に
作
法
を
学

ぶ
だ
け
で
な
く
、
稽
古
を
通
じ
感
謝
の
心
で

あ
っ
た
り
、
立
ち
居
振
る
舞
い
で
あ
っ
た
り
、

何
よ
り
も
相
手
に
対
す
る
思
い
や
り
、
お
も
て

な
し
と
い
う
こ
と
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
す
。

陶芸、短歌、書、能楽、茶道など、多くの日本伝統文化の習得に精進した大本
の三代教主・出口直日。そこには「日本の心」を守りたいという切なる願いが
ありました。その最も象徴的なものに、国を動かして守り抜いた「明日香村」
の保存運動がありました。直日の思いに触れながら日本の心を感じてください。
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3　　　阿づまの光

掲
載
文
は
、
平
成
30
年
９
月
19
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
。

成
なる

尾
お

　陽
あきら

大本本部愛善宣教部長

　

私
が
20
代
の
頃
、
一
度
だ
け
三
代
さ
ま
の
前

で
お
点て

前ま
え

を
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
こ
と
が
あ
り

ま
し
た
。
お
茶
の
先
生
か
ら
﹁
三
代
さ
ま
は
猫

舌
だ
か
ら
ち
ょ
う
ど
い
い
お
茶
を
点た

て
な
い
と

い
け
ま
せ
ん
﹂
と
言
わ
れ
、
ど
う
や
っ
て
加
減

よ
く
点
て
ら
れ
る
の
か
分
か
ら
ず
、
先
生
に
何

度
も
ご
指
導
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
れ
は
先

に
水
指
か
ら
水
を
汲
ん
で
釜
の
中
に
入
れ
て
程

よ
い
湯
加
減
に
さ
せ
る
と
い
う
も
の
で
し
た
。

　

当
日
を
迎
え
、
三
代
さ
ま
に
お
茶
を
お
点
て

し
ま
し
た
。
三
代
さ
ま
は
一
口
召
し
上
が
る
と
、

ふ
っ
と
私
の
方
を
ご
覧
に
な
っ
て
﹁
何
で
知
っ

て
た
ん
や
？
﹂
と
お
っ
し
ゃ
る
ん
で
す
。
つ
ま

り
自
分
が
猫
舌
だ
と
い
う
こ
と
を
な
ぜ
知
っ
て

い
た
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
私
は
﹁
先
生

に
教
わ
り
ま
し
た
﹂
と
申
し
上
げ
る
と
﹁
そ
う

か
﹂
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
、
さ
ら
に
﹁
で
も
な
、

正
客
、
連
客
の
好
み
は
知
っ
て
お
か
ん
と
あ
か

ん
の
や
で
﹂
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
つ
ま
り

お
客
を
招
く
と
い
う
こ
と
は
そ
の
お
客
の
好
み

な
ど
を
前
も
っ
て
知
っ
た
上
で
接
待
を
す
る
と

い
う
、
亭
主
と
し
て
の
心
構
え
の
大
切
さ
を
教

え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ほ
ん
と
う
に
貴
重
な

体
験
で
し
た
。

　

そ
の
他
、
大
本
で
は
建
物
に
も
芸
術
と
宗
教

と
生
活
の
在
り
方
が
表
現
さ
れ
て
い
ま
す
。
亀

岡
の
万
祥
殿
は
、
神
さ
ま
を
お
参
り
す
る
神
殿

の
横
に
、
芸
術
を
象
徴
す
る
能
舞
台
が
あ
り
、

万
祥
殿
に
併
設
し
て
生
活
を
象
徴
す
る
茶
室
が

あ
り
ま
す
。
こ
れ
が
﹁
信
仰
即
芸
術
即
生
活
﹂

と
い
う
大
本
の
教
え
の
具
現
化
で
あ
り
、
こ
の

神
殿
・
茶
室
の
設
計
も
三
代
さ
ま
の
ご
指
示
に

よ
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
日
本
の
故ふ
る
さ
と郷

に
帰
る
道

　

次
に
奈
良
県
明
日
香
村
の
保
存
に
つ
い
て
触

れ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

三
代
さ
ま
は
昭
和
30
年
代
後
半
か
ら
、
奈
良

県
の
吉
野
に
よ
く
通
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
明

日
香
の
大
原
の
里
と
い
う
と
こ
ろ
に
来
ら
れ
た

時
に
、
こ
こ
に
自
分
の
清
居
を
構
え
た
い
と
い

う
お
気
持
ち
を
持
た
れ
、
昭
和
42
年
﹁
大
本
奈

良
岡
の
家
別
院
﹂
と
い
う
茅か
や

葺ぶ

き
大
和
棟
の
建

物
を
お
建
て
に
な
り
ま
し
た
。

　

明
日
香
に
は
大や
ま
と
さ
ん
ざ
ん

和
三
山
︵
畝う
ね
び
や
ま

傍
山
、
耳み
み

成な
し

山
、

天あ
ま

の
香
具
山
︶
が
あ
り
、
そ
の
中
央
に
藤
原
京

が
で
き
、
律
令
を
も
っ
て
日
本
が
﹁
国
家
﹂
と

し
て
始
ま
り
ま
し
た
。
藤
原
家
が
上
田
家
︵
聖

師
さ
ま
生
家
︶
の
遠
い
先
祖
に
当
た
る
こ
と
か

ら
、
三
代
さ
ま
は
、
自
分
の
先
祖
の
地
に
帰
っ

て
き
た
と
い
う
お
気
持
ち
と
、﹁
日
本
の
故ふ
る
さ
と郷

へ
帰
る
道
が
開
か
れ
た
﹂
と
い
う
お
言
葉
を
残

し
て
お
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
意
味

を
持
つ
の
か
と
い
う
こ
と
が
、
の
ち
に
な
っ
て

分
か
っ
て
く
る
わ
け
で
す
。

　
松
下
幸
之
助
と
「
声
の
直
訴
状
」

　

大
本
の
信
徒
に
御み

い井
敬
三
と
い
う
方
が
い
ま

し
た
。
大
阪
で
鍼
灸
院
を
営
ん
で
い
ま
し
た
。

岡
の
家
別
院
が
出
来
上
が
っ
て
２
年
後
の
昭
和

44
年
、
三
代
さ
ま
は
﹁
御
井
さ
ん
、
明
日
香
は

日
本
の
故
郷
で
す
。
明
日
香
を
、
日
本
の
故
郷

を
守
っ
て
ほ
し
い
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
日
本
と

い
う
国
が
潰
れ
て
し
ま
い
ま
す
﹂
と
お
っ
し
ゃ

い
ま
し
た
。
御
井
氏
は
す
ぐ
さ
ま
行
動
に
移
し

ま
し
た
。
大
阪
に
住
ん
で
い
て
は
、
明
日
香
村

村
民
に
対
し
て
説
得
力
が
な
い
の
で
明
日
香
に

転
居
。
当
時
、
明
日
香
村
に
は
す
で
に
﹁
明
日

香
を
保
存
す
る
会
﹂
が
発
足
し
て
は
い
ま
し
た

が
、
ま
だ
実
働
し
て
い
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
村

長
を
訪
ね
て
そ
の
会
を
動
か
し
ま
し
ょ
う
と
促

し
ま
す
。

　

御
井
氏
の
患
者
さ
ん
に
松
下
幸
之
助
氏
が
い

ま
し
た
。
御
井
氏
は
松
下
氏
を
治
療
し
な
が
ら
、

明
日
香
村
保
存
の
話
を
繰
り
返
し
伝
え
ま
し

た
。
そ
の
う
ち
松
下
氏
も
心
が
動
き
﹁
あ
な
た

の
思
い
を
総
理
に
伝
え
ま
し
ょ
う
。
そ
の
思
い

を
テ
ー
プ
に
吹
き
込
ん
で
く
だ
さ
い
。
私
が
総

理
に
届
け
て
あ
げ
る
﹂
と
言
わ
れ
て
、
御
井
氏

は
早
速
、
松
下
氏
が
提
供
し
た
テ
ー
プ
レ
コ
ー

ダ
ー
で
明
日
香
村
保
存
の
思
い
を
吹
き
込
み
ま

し
た
。

﹁
声
の
直
訴
状
﹂
を
聞
い
た
当
時
の
佐
藤
栄
作

首
相
は
昭
和
45
年
、
自
ら
明
日
香
を
訪
れ﹁
甘あ
ま
が
し樫

の
丘
﹂
か
ら
住
宅
開
発
が
進
む
明
日
香
の
情
景

を
ご
覧
に
な
っ
て
、
明
日
香
保
存
の
重
要
性
を

実
感
。
程
な
く
超
党
派
に
よ
る
﹁
明
日
香
を
守

る
議
員
連
盟
﹂
が
結
成
さ
れ
ま
し
た
。
折
し
も

昭
和
47
年
に
高
松
塚
古
墳
が
発
見
さ
れ
る
と
明

日
香
保
存
に
も
勢
い
が
つ
き
、
昭
和
55
年
、﹁
明

日
香
村
特
別
措
置
法
﹂
が
成
立
し
た
の
で
し
た
。

　

明
日
香
村
で
は
御
井
氏
は
今
で
も
明
日
香
保

存
の
恩
人
と
し
て
讃
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
し
か

し
そ
の
背
景
に
は
、
実
は
三
代
さ
ま
の
ご
発
意

と
深
い
願
い
が
あ
っ
た
こ
と
を
お
伝
え
し
た
い

と
思
い
ま
す
。

　
日
本
の
心
を
大
切
に

　

最
後
に
﹃
天
地
和
合
﹄
と
い
う
三
代
さ
ま
の

伝
記
の
初
め
に
書
か
れ
た
出
口
紅
大
本
教
主
さ

ま
の
ご
文
章
を
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

﹁
三
代
教
主
の
生
涯
を
振
り
返
り
ま
す
時
、一
貫

し
て
変
わ
ら
な
い
こ
と
は
、
教
団
が
困
難
に
面

し
た
と
き
も
、
ま
た
発
展
の
さ
な
か
に
あ
っ
て

も
、
常
に
自
ら
を
省
み
、
正
し
、
偽
る
こ
と
な

く
正
直
に
歩
ん
で
き
た
姿
勢
に
あ
る
と
存
じ
ま

す
。
ま
た
、
時
代
の
風
潮
に
流
さ
れ
て
消
え
ゆ

き
そ
う
な
、
日
本
の
歴
史
や
風
土
に
基
づ
く
美

し
い
自
然
、文
化
、芸
術
、
そ
し
て
日
本
の
心
を

生
涯
か
け
て
大
切
に
護ま
も

っ
て
ま
い
り
ま
し
た
﹂

　

そ
の
三
代
さ
ま
が
残
さ
れ
た
〝
日
本
の
心
〟

は
、
大
本
の
教
風
と
し
て
守
ら
れ
て
い
ま
す
。



阿づまの光　　　4

 

４
月 

東
光
苑
祭
典
・
行
事
予
定

７
日
︵
日
︶
新
入
信
徒
春
の
集
い

14
日
︵
日
︶ 

午
前
10
時
30
分
〜

東
光
苑
春
季
大
祭

17
日
︵
水
︶
午
後
７
時
〜
︵
新
橋
航
空
会
館
︶

　
21
世
紀
・
生
き
が
い
講
座

　

講
題　

人
生
に
大
切
な
４
つ
の
原
理

　
　
　
　
　
　

〜
大
本
四
大
主
義
の
実
践
〜

　

講
師　

柿
崎
哲
男
︵
大
本
特
派
宣
伝
使
︶

21
日
︵
日
︶ 

午
前
10
時
30
分
〜

　
企
業
安
全
繁
栄
祈
願
祭

27
〜
29
日
︵
土
〜
月
・
祝
︶ 

午
前
10
時

　
東
光
苑
少
年
祭
式
講
習
会

29
日
︵
月
・
祝
︶ 

午
前
10
時
30
分
〜

　
四
代
教
主
毎
年
祭
︵
18
年
︶

21
世
紀
・
生
き
が
い
講
座

　
東
光
苑
月
次
祭
・
豊
年
祈
願
祭
・
市
杵
島

姫
命
例
大
祭
は
２
月
10
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
、

２
８
６
人
が
参
拝
し
た
。
祭
員
は
関
東
教
区
各

主
会
青
松
会
員
、
伶
人
は
二
絃
の
会
関
東
支
部
、

﹃
大
本
神
諭
﹄
拝
読
は
平
川
雅
晶
山
梨
主
会
長
、

添
釜
は
中
村
静
子
社
中
が
担
当
し
た
。

　
祭
典
後
、
教
主
さ
ま
の
開
教
１
２
７
年
節
分

大
祭
ご
あ
い
さ
つ
を
拝
聴
。
つ
い
で
鈴
木
穎
一

大
本
本
部
長
が
あ
い
さ
つ
に
立
ち
、
亀
岡
市
が

﹁
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
ご
み
ゼ
ロ
宣
言
﹂
を
行
っ
た

こ
と
を
紹
介
し
、
教
団
と
し
て
も
こ
れ
に
協
力

し
て
取
り
組
ん
で
い
く
こ
と
を
述
べ
た
。
ま
た
、

ア
ジ
ア
を
中
心
と
し
た
宗
際
化
活
動
の
展
開
や

エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
学
習
の
啓
発
に
つ
い
て
触
れ
、

﹁
宗
際
化
活
動
を
後
継
者
育
成
と
人
材
養
成
に

つ
な
げ
た
い
﹂
と
述
べ
た
。

　
続
い
て
奉
納
行
事
に
移
り
、
喜
多
流
職
分
・

　
第
１
９
１
回
﹁
21
世
紀
・
生
き
が
い
講
座
﹂

は
１
月
16
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
﹁
大
本
と
茶
の
湯
の
心
〜
信
仰
と
芸

術
と
生
活
〜
﹂
と
題
し
て
講
話
し
た
。
参
加
者

は
29
人
。

　
猪
子
講
師
は
、
茶
の
湯
の
歴
史
を
解
説
す
る

と
と
も
に
、﹁
出
口
な
お
開
祖
さ
ま
は
ご
生
活
そ

の
も
の
が
和
敬
清
寂
の
お
茶
の
響
き
が
漂
っ
て

い
た
方
だ
っ
た
﹂
と
の
出
口
直
日
三
代
教
主
さ

ま
の
お
言
葉
を
紹
介
。﹁
茶
は
天
国
の
遊
び
﹂
と

の
出
口
王
仁
三
郎
聖
師
さ
ま
の
教
え
を
示
し
な

が
ら
﹁
大
本
で
は
茶
の
湯
を
み
ろ
く
の
世
へ
の

実
践
、
生
活
の
大
事
な
柱
だ
と
考
え
て
い
る
﹂

と
述
べ
た
。

　
参
加
者
か
ら
は
﹁
お
茶
の
精
神
が
多
く
の
日

本
人
に
行
き
渡
る
こ
と
を
望
み
た
い
﹂
な
ど
の

感
想
が
聞
か
れ
た
。

東光苑 少年祭式講習会
日　程 ４月 27 日（土）午前９時（受付）

〜 29 日（月・祝）午後４時ごろ閉講予定

会　場　 東京宣教センター

対　象　新小学校３年生〜新中学校３年生

内　容 ◯初級　基本作法から祓式行事まで

 ◯中級　初級の内容に加え月次祭まで

　 ◯上級　中級の内容に加え垂手の作り方まで

定　員 30 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

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、

常服薬、健康保険証

 ※笏は稽古用を貸与可能

申込み 現在の大本祭式認定級、食事・宿泊を明記の上、

愛善宣教課「少年祭式講習会」宛へお申込みく

ださい

締切り ４月 15日（月）

第 37 回 企業安全繁栄祈願祭
日　程 ４月 21 日（日）午前 10 時 30 分
場　所 大本東京本部・東京宣教センター
申込み ご希望の方は申込用紙を送付しますので、下

記までご連絡ください
 ※（昨年申し込みいただいた方には、こちら

から郵送いたします）
申込先 〒110-0008 台東区池之端 2-1-44
　　　 大本東京宣教センター内 東光経友会
　　　　TEL 03-3821-3701　FAX 03-3821-5283　
　　　　mail tokyohonbu@oomoto.or.jp
　　　 ※玉串は後日郵送か当日持参かを必ず明記し

てください
玉串料 一企業につき１万円以上（申込書に添えて玉

串袋にてお納めください）
お　札 ご希望の方には「大本平安彌栄祈願」の水引

木札（申込企業名入り）をご下附させていた
だきます。（１体につき、玉串料は別途１万円
以上）

締　切 ４月 15 日（月）
　　　 ※ご祈願は４月 27 日（土）までの１週間執

り行います

高
林
呻
二
師
に
よ
る
仕
舞﹁
志
賀
﹂
と
高
林
昌
司

師
に
よ
る
仕
舞
﹁
岩
船
﹂
が
奉
納
さ
れ
た
。
つ

い
で
２
月
９
・
10
日
の
両
日
、
東
京
本
部
を
会

場
に
開
催
さ
れ
た
﹁
関
東
教
区
合
同
少
年
冬
期

学
級
﹂
の
参
加
者
14
人
と
青
年
ら
４
人
が
八
雲

神
歌
、
二
代
教
主
さ
ま
の
お
歌
を
朗
詠
。
子
ど

も
た
ち
の
元
気
な
歌
声
が
殿
内
に
響
き
、
参
拝

者
は
目
を
細
め
な
が
ら
聞
い
て
い
た
＝
写
真
左
。

節

分

大

祭

遥

拝

祭

　
開
教
１
２
７
年
節
分
大
祭
遥
拝
祭
は
２
月
３

日
午
後
６
時
30
分
か
ら
、
斎
主
・
猪
子
恒
東
京

宣
教
セ
ン
タ
ー
長
の
も
と
執
行
さ
れ
、
92
人
が

参
拝
し
た
＝
写
真
左
。
祭
典
後
に
は
﹁
鬼
は
内
、

福
は
内
﹂
の
掛
け
声
に
あ
わ
せ
斎
主
・
祭
員
に

よ
る
豆
ま
き
が
行
わ
れ
た
。
ま
た
、
食
堂
で
は

参
拝
者
に
甘
酒
が
振
る
舞
わ
れ
た
。

東

光

苑

月

次

祭


