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教主さまお作　灰釉茶盌  「月の宮」

1　　　阿づまの光

進す
す

み
行ゆ

く
月つ

き

日ひ

の
駒こ

ま

に
神か

む

な
ら
ひ

わ
れ
は
進し

ん
て
ん展

主し
ゆ

義ぎ

を
と
る
な
り

愛
善
宣
教
課
主
事
　
　
柿
　
崎
　
哲
　
男

　

先
日
、
千
葉
主
会
の
少
年
夏
期
学
級
に
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
同
夏
期
学
級
の
テ
ー
マ
は
﹁
あ
り

が
と
う
﹂。
あ
ら
た
め
て
こ
の
感
謝
の
言こ
と
た
ま霊

の
深
さ
を
感
じ
、
考
え
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。

　

初
日
、
青
年
部
長
が
参
加
の
子
供
た
ち
に
﹁〝
あ
り
が
と
う
〞
の
反
対
は
〝
あ
た
り
ま
え
〞
で
す
。
み
な
さ
ん

は
普
段
、
お
父
さ
ん
や
お
母
さ
ん
に
〝
あ
り
が
と
う
〞
を
言
え
て
い
ま
す
か
﹂
と
話
し
て
い
ま
し
た
。
私
は
内

心
﹁
ド
キ
ッ
﹂
と
し
ま
し
た
。
普
段
の
生
活
の
中
で
、
ど
の
く
ら
い
感
謝
を
も
っ
て
過
ご
し
て
い
る
か
と
考
え

る
と
、
少
し
恥
ず
か
し
く
も
あ
り
ま
し
た
。

　

出
向
先
で
何
度
か
﹁
何
か
お
か
げ
話
を
﹂
と
求
め
ら
れ
て
も
﹁
あ
ま
り
体
験
が
な
い
ん
で
す
﹂
と
い
っ
て
、
私

自
身
の
体
験
談
は
お
話
し
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、
自
ら
の
生
活
や
体
験
を
顧
み
て
〝
あ
た

り
ま
え
〞
か
ら
〝
あ
り
が
と
う
〞〝
あ
り
が
た
い
〞
と
い
う
視
点
に
切
り
替
え
る
だ
け
で
、
小
さ
い
こ
と
か
ら
大
き

い
出
来
事
ま
で
、
身
の
回
り
に
は
感
謝
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
ふ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
ま
す
。

　

﹁
火
の
ご
恩
水
の
お
め
ぐ
み
土
の
恩
こ
れ
が
天
地
の
神
の
み
す
が
た
﹂︵
二
代
教
主
さ
ま
︶

　

大
神
さ
ま
か
ら
お
許
し
い
た
だ
い
て
い
る
、
火
、
水
、
土
の
ご
恩
、
ま
た
生
き
て
い
く
上
で
片
時
も
欠
く
こ

と
の
で
き
な
い
空
気
の
ご
恩
。〝
あ
た
り
ま
え
〞
の
よ
う
に
生
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
へ
の
感
謝
、
普
段
忘
れ
が
ち

な
〝
あ
り
が
た
さ
〞
を
あ
ら
た
め
て
思
い
ま
す
。

　

ま
た
現
在
、
東
京
本
部
で
ご
用
に
お
使
え
さ
せ
て
い
た
だ
け
て
い
る
こ
と
、
遠
方
に
出
向
し
て
も
無
事
に
帰

苑
さ
せ
て
い
た
だ
け
て
い
る
こ
と
、
大
病
も
な
く
健
康
に
過
ご
さ
せ
て
い
た
だ
け
る
こ
と
…
…
。
考
え
て
み
ま

す
と
、〝
あ
た
り
ま
え
〞
の
日
常
の
中
に
、
大
神
さ
ま
の
大
き
な
ご
守
護
が
あ
り
、
形
式
的
で
は
な
く
心
か
ら
〝
神

さ
ま
は
あ
り
が
た
い
〞
と
の
感
謝
の
気
持
ち
を
も
っ
て
、
生
か
さ
せ
て
い
た
だ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
反
省

さ
せ
ら
れ
ま
す
。

　
大
本
で
は
、〝
ご
神
徳
〞
と
書
い
て
〝
お
か
げ
〞
と
読
む
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
よ
く
﹁
お
か
げ
は
い
た
だ
き
得
﹂

と
い
わ
れ
ま
す
が
、
大
神
さ
ま
の
ご
守
護
に
常
に
感
謝
申
し
上
げ
、
自
己
の
魂
に
徳
を
積
ま
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
、

こ
れ
が
〝
お
か
げ
〞
で
あ
り
、
現
界
で
の
向
上
へ
の
道
で
も
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

後
継
者
育
成
の
根
幹
と
し
て
、
大
神
さ
ま
に
対
す
る
﹁
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
﹂
と
い
う
、
感
謝
の
心
の

大
切
さ
、
あ
り
が
た
さ
を
、
次
の
世
代
へ
引
き
継
い
で
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
感
じ
ま
す
。

「
あ
り
が
と
う
」
を
次
代
へ
つ
な
ぐ
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葬祭と祖先供養
〜みたままつりの大切さ〜

　
昨
今
の
葬
儀
事
情

　

主
要
国
の
葬
儀
費
用
は
﹁
葬
式
は
、
要
ら
な

い
﹂︵
島
田
裕
巳
著
︶
に
拠
り
ま
す
と
、
日
本

で
は
平
均
２
３
０
万
円
、
イ
ギ
リ
ス
12
万
円
、

韓
国
37
万
円
、
ア
メ
リ
カ
44
万
円
だ
そ
う
で
す
。

日
本
消
費
者
協
会
調
べ
で
は
日
本
は
１
９
０
万

円
程
に
下
が
っ
て
い
る
そ
う
で
す
が
、
い
ず

れ
に
し
て
も
日
本
は
断
ト
ツ
で
高
額
と
な
っ

て
い
ま
す
。
墓
地
は
東
京
都
の
平
均
価
格
で

２
７
８
万
円
。
死
亡
者
数
は
昭
和
30
年
代
当
時
、

年
間
70
万
人
だ
っ
た
の
が
、
現
代
は
１
２
０
万

人
と
増
え
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
都
市
部
で
は

葬
斎
場
や
火
葬
場
は
混
ん
で
順
番
待
ち
。
葬
儀

社
は
乱
立
と
い
っ
た
状
態
で
す
。

 

一
方
、高
齢
者
の
葬
儀
で
喪
主
も
す
で
に
定
年

退
職
さ
れ
て
い
る
場
合
、参
列
さ
れ
る
会
葬
者
も

少
な
い
と
い
う
理
由
か
ら
、簡
素
な
葬
儀
、安
価

な
葬
儀
を
希
望
す
る
傾
向
が
あ
り
、
１
日
葬
や

家
族
葬
、直
接
火
葬
所
で
葬
儀
を
済
ま
せ
る
直
葬

︵
関
東
で
22
％
︶も
今
日
で
は
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

も
っ
と
極
端
な
の
が
０ゼ
ロ

葬
と
言
わ
れ
る
も
の

で
、
直
葬
で
葬
儀
を
終
え
た
あ
と
、
遺
骨
を
持
っ

て
帰
ら
な
い
。
遺
骨
は
火
葬
所
で
処
分
し
て
も

ら
う
の
だ
そ
う
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
葬
儀
事
情
は
様
変
わ
り
し
て
い

ま
す
。
し
か
し
根
本
に
立
ち
返
り
、
私
た
ち
は

何
の
た
め
に
葬
儀
を
し
て
い
る
の
か
。
故
人
の

魂
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
。
年
祭
や
慰
霊
祭

を
行
う
﹁
み
た
ま
ま
つ
り
﹂
は
ど
う
あ
る
べ
き

な
の
か
、
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
社
会
的
役
割

　

30
年
程
前
で
し
た
が
、
あ
る
会
社
の
会
長
が

亡
く
な
ら
れ
て
葬
儀
を
行
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
３
千
人
を
超
す
会
葬
者
が
あ
り
ま
し
た
。

社
葬
で
し
た
。
も
ち
ろ
ん
粛
々
と
立
派
に
葬
儀

は
執
り
行
わ
れ
た
わ
け
で
す
が
、
立
場
が
あ
る

な
し
に
関
わ
ら
ず
、
社
会
的
意
義
と
し
て
広
く

そ
の
人
が
亡
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
を
告
知
す

る
働
き
が
葬
儀
に
は
あ
り
ま
す
。
ま
た
故
人
が

生
前
世
話
に
な
っ
た
こ
と
に
対
し
て
、
遺
族
が

挨
拶
を
す
る
機
会
、
逆
に
故
人
に
世
話
に
な
っ

た
た
め
会
葬
に
見
え
る
機
会
と
い
う
こ
と
も
大

切
な
葬
儀
の
意
義
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

ま
だ
記
憶
に
新
し
い
昭
和
天
皇
の
ご
崩
御
の

折
、
大
喪
の
礼
と
い
う
天
皇
の
葬
儀
が
執
り
行

わ
れ
ま
し
た
。
昭
和
64
年
１
月
７
日
ご
崩
御
に

な
ら
れ
、
２
月
24
日
大
喪
の
礼
と
な
り
、
世
界
か

ら
１
６
４
カ
国
、
27
機
関
の
代
表
ら
７
０
０
人

を
は
じ
め
、
国
の
各
界
代
表
者
ら
に
よ
る
参
列
、

沿
道
に
は
20
万
人
の
方
々
が
見
送
り
に
駆
け
つ

け
ま
し
た
。
公
職
の
立
場
に
あ
る
人
だ
け
で
な

く
、
生
前
立
派
な
肩
書
き
が
な
く
て
も
、
例
え

ば
家
族
だ
け
で
葬
儀
を
済
ま
せ
た
あ
と
、
近
所

の
知
り
合
い
の
方
が
弔
問
に
見
え
る
、
と
い
う

こ
と
は
よ
く
あ
る
こ
と
で
す
。

　
心
理
的
役
割

　

生
後
８
カ
月
と
い
う
稚
児
の
葬
儀
を
さ
せ
て

い
た
だ
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
父
親
も
母
親

も
ま
だ
20
代
前
半
の
若
い
夫
婦
に
第
１
子
が
生

ま
れ
、
大
切
に
育
て
ら
れ
て
い
た
あ
る
時
、
風

呂
場
で
の
不
慮
の
事
故
で
し
た
。
あ
ま
り
に
悲

し
い
葬
儀
で
し
た
。

　

霊
界
で
は
男
性
は
30
歳
、
女
性
は
20
歳
く
ら

い
の
姿
に
な
る
と
、
教
え
ら
れ
て
い
て
、
幼
児

が
亡
く
な
ら
れ
た
ら
、
中
有
界
で
教
え
を
受
け

な
が
ら
成
長
し
、
天
国
に
復
活
す
る
と
示
さ
れ

て
い
ま
す
。
ま
た
、
現
界
に
人
が
生
ま
れ
て
く

る
の
は
、
現
界
で
の
修
行
が
あ
る
か
ら
と
言
わ

れ
て
お
り
、
幼
く
し
て
亡
く
な
る
子
供
の
場
合
、

そ
れ
だ
け
現
界
で
の
修
行
が
少
な
か
っ
た
こ
と

に
な
る
の
で
す
が
、
嬰
児
・
幼
児
は
例
外
と
さ

れ
て
い
ま
す
。
素
直
な
穢
れ
の
な
い
赤
子
心
の

ま
ま
で
あ
る
こ
と
と
、
大
神
さ
ま
の
ご
慈
悲
に

よ
っ
て
、
天
人
神
子
と
な
れ
る
の
で
す
。
も
ち

ろ
ん
、
そ
の
家
族
の
悲
し
み
を
考
え
る
と
、
簡

単
に
言
え
る
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
霊
界

で
は
そ
の
よ
う
に
救
わ
れ
て
い
く
の
で
す
。

　

葬
儀
と
後
の
50
日
間
の
ま
つ
り
を
通
し
て
、

命
の
尊
さ
、生
と
死
を
考
え
る
こ
と
は
、
ま
さ

に
心
理
的
役
割
だ
と
思
い
ま
す
。

　
教
育
的
役
割

　

印
象
に
残
る
葬
儀
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
曾

孫
の
小
学
生
や
幼
児
ら
10
人
ほ
ど
の
子
供
た
ち

が
横
一
列
に
な
ら
ん
で
弔
辞
を
行
っ
た
と
き
の

こ
と
で
す
。﹁
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
、
幼
稚
園
に
連

れ
て
い
っ
て
く
れ
て
あ
り
が
と
う
﹂﹁
お
ば
あ

ち
ゃ
ん
、
買
い
物
に
連
れ
て
い
っ
て
く
れ
て
あ

り
が
と
う
﹂﹁
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
、
あ
い
さ
つ
の

仕
方
を
教
え
て
く
れ
て
あ
り
が
と
う
﹂﹁
お
ば

あ
ち
ゃ
ん
、
お
い
し
い
ご
ち
そ
う
を
作
っ
て
く

れ
て
あ
り
が
と
う
﹂
等
々
、
そ
の
子
供
た
ち
が

悲
し
さ
を
押
し
こ
ら
え
な
が
ら
、
順
番
に
思
い

出
の
出
来
事
、
感
謝
の
言
葉
を
述
べ
て
い
ま
し

た
。
そ
れ
は
会
場
の
皆
が
も
ら
い
泣
き
す
る
よ

う
な
、
で
も
愛
ら
し
く
温
か
い
葬
儀
で
し
た
。

命
の
大
切
さ
、
家
族
の
別
れ
、
人
の
死
と
い
う

こ
と
を
幼
児
期
に
教
え
る
、
葬
儀
に
は
そ
う
い

う
意
味
も
あ
る
と
感
じ
ま
し
た
。

　
宗
教
的
役
割

　

葬
儀
と
は
亡
く
な
っ
た
故
人
の
魂
を
慰
め
、

こ
の
世
か
ら
あ
の
世
へ
送
る
儀
式
で
あ
り
、
死

後
の
世
界
で
の
幸
せ
を
祈
る
儀
式
で
あ
り
ま

す
。
そ
し
て
そ
の
家
の
宗
教
を
改
め
て
確
認
す

家族葬、直葬、自然葬など、近年さまざまな葬儀の形が増えてきました。
葬祭は単なる肉親との別れの儀式ではなく、たましいが安らかに「あの
世」（霊界）へと旅立たれ、向上されますようにと祈る子孫の大切な務め
です。大本の死生観に触れながら、祖先供養について学びます。
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掲
載
文
は
、
平
成
31
年
３
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
。

椎
し い

 野
の

 恭
きょう

 三
ぞ う

大本東京宣教センター総務管理課長

る
機
会
で
も
あ
り
ま
す
。そ
の
時
、
葬
儀
の
先
達

で
あ
る
宗
教
者
と
喪
家
と
の
か
か
わ
り
は
、
そ

の
後
の
み
た
ま
ま
つ
り
に
大
き
く
影
響
し
ま
す
。

　
地
域
で
違
う
葬
儀
の
あ
り
方

　

葬
儀
の
作
法
は
、
地
域
の
文
化
や
風
習
、
環

境
に
よ
っ
て
違
い
が
あ
り
ま
す
。

　

沖
縄
に
行
き
ま
す
と
現
在
は
小
さ
な
個
人
墓

が
霊
園
な
ど
で
も
造
ら
れ
て
い
る
の
で
す
が
、

親
族
が
共
有
で
使
う
亀
甲
墓
、
破
風
墓
と
呼
ば

れ
る
大
き
な
墓
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
元
々
、

故
人
を
火
葬
で
は
な
く
、
風
葬
で
弔
い
遺
骨
が

朽
ち
て
数
年
後
に
洗
骨
を
し
て
骨
壷
に
納
め
る

２
回
葬
が
行
わ
れ
て
い
た
か
ら
だ
そ
う
で
す
。

現
代
で
は
火
葬
が
多
く
な
り
洗
骨
は
な
く
な
っ

て
い
る
そ
う
で
す
が
、
葬
儀
の
時
そ
の
大
き
な

墓
の
前
で
食
事
を
し
た
り
酒
を
振
る
舞
っ
た
り

故
人
の
魂
を
慰
め
る
と
と
も
に
家
族
や
親
族
を

大
事
に
す
る
文
化
は
受
け
継
が
れ
て
い
ま
す
。

鹿
児
島
で
は
墓
に
生
花
を
絶
や
さ
ず
飾
る
と
い

う
風
習
が
あ
り
ま
す
。
暑
い
夏
で
も
月
に
２
度

も
３
度
も
花
を
取
り
換
え
て
、
墓
の
回
り
を
き

れ
い
に
掃
除
し
整
え
て
い
ま
す
。
先
祖
を
大
事

に
す
る
気
持
ち
を
、
花
を
飾
る
こ
と
で
表
し
て

い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

海
外
に
目
を
向
け
る
と
、
モ
ン
ゴ
ル
で
体
験

し
た
話
で
す
が
、
モ
ン
ゴ
ル
の
田
舎
に
行
き
ま

す
と
ま
だ
鳥
葬
が
残
っ
て
い
ま
す
。
チ
ベ
ッ
ト

仏
教
の
影
響
で
す
。
ま
た
イ
ン
ド
の
ガ
ン
ジ
ス

川
で
は
沐
浴
し
て
い
る
上
流
で
葬
儀
が
行
わ
れ

遺
骨
が
散
骨
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　
通
夜
の
意
味

　

上
皇
陛
下
が
生
前
退
位
を
発
表
さ
れ
た
平
成

28
年
当
時
、
お
気
持
ち
を
ビ
デ
オ
メ
ッ
セ
ー
ジ

で
発
表
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
お
言
葉
の
な
か
で

殯も
が
りに
つ
い
て
触
れ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
殯
と
は

古
く
は
魏
志
倭
人
伝
に
も
記
さ
れ
て
お
り
﹁
古

代
で
は
死
者
を
す
ぐ
葬
ら
ず
、
死
者
を
別
小
屋

に
安
置
し
仕
え
る
風
習
が
あ
り
、
こ
れ
を
﹁
も

が
り
﹂
と
称
し
た
。
死
者
を
手
厚
く
扱
う
意
味

と
共
に
、
死
の
境
界
線
が
明
ら
か
で
な
か
っ
た

た
め
骨
化
す
る
こ
と
を
待
つ
意
味
も
あ
っ
た
。

火
葬
は
骨
化
を
早
め
る
葬
法
と
し
て
薄は

く
そ
う葬
と
し

て
受
容
さ
れ
た
面
が
あ
る
。
通
夜
は
こ
の
名
残

の
面
が
あ
る
﹂︵
葬
送
用
語
辞
典
︶
と
あ
り
ま
す
。

　

葬
儀
の
た
め
集
ま
っ
た
親
族
家
族
が
、招
魂
式

︵
一
般
に
通
夜
︶で
一
晩
、遺
体
の
そ
ば
で
故
人
を

偲
び
弔
う
こ
と
は
、と
て
も
大
切
な
こ
と
で
す
。

　
み
た
ま
ま
つ
り
の
は
じ
ま
り

﹃
大
本
宣
伝
歌
﹄の﹁
死
生
観
﹂で
は﹁
神
の
御
子

た
る
人
の
身
は
生
ま
れ
て
死
ん
で
ま
た
生
ま
れ

死
ん
で
生
ま
れ
て
ま
た
生
ま
れ
死
ん
で
生
ま
れ

て
ま
た
生
ま
れ
ど
こ
ど
こ
ま
で
も
栄
え
ゆ
く
堅

盤
と
き
は
に
栄
え
ゆ
く
﹂
と
、
輪
廻
転
生
が
説

か
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
﹁
霊
界
と
現
界
は
つ

な
が
っ
て
い
る
﹂
と
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
葬
儀
で

は
、
亡
く
な
っ
た
魂
に
死
ん
だ
こ
と
を
宣
言
し
、

中
有
界
で
と
ま
ど
う
死
者
に
、現
界
へ
の
心
配
を

さ
せ
ず
、
こ
れ
か
ら
ど
う
し
た
ら
良
い
か
を
伝

え
、魂
の
安
定
、向
上
を
願
う
儀
式
で
あ
り
ま
す
。

　

葬
儀
は
、
み
た
ま
ま
つ
り
の
は
じ
ま
り
で
あ

り
ま
す
。
死
後
50
日
の
新
霊
祭
祀
、
50
日
合
祀
、

そ
の
後
の
年
祭
、
慰
霊
祭
と
つ
な
が
っ
て
い
き

ま
す
。﹃
霊
界
物
語
﹄
58
巻
﹁
礼
祭
﹂
の
と
こ

ろ
に
﹁
た
と
へ
そ
の
精
霊
が
現
界
に
再
生
し
て

人
間
と
な
り
霊
界
に
を
ら
な
く
て
も
、
や
は
り

祭
典
は
立
派
に
執
行
す
る
の
が
祖
先
に
対
す
る

子
孫
の
勤
め
で
あ
る
﹂﹁
祭
祀
を
厚
く
さ
れ
た

人
の
霊
は
霊
界
現
界
の
区
別
な
く
、
そ
の
供
物

を
歓
喜
し
て
受
け
る
も
の
で
あ
る
﹂
と
。
先
祖

の
魂
が
現
世
に
生
ま
れ
変
わ
っ
て
い
た
と
し
て

も
、
子
孫
の
み
た
ま
ま
つ
り
の
恩
恵
を
受
け
て

い
る
と
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
﹁
ゆ
ゑ
に
祖

霊
の
祭
祀
は
30
年
ど
こ
ろ
か
、
相
成
る
べ
く
は

千
年
も
万
年
の
祖
霊
も
、
子
孫
た
る
も
の
は
厳

粛
に
勤
む
べ
き
も
の
で
あ
る
﹂
と
。
現
界
で
生

き
る
子
孫
が
真
心
を
込
め
て
行
う
祭
典
や
供
物

は
﹁
霊
界
に
あ
る
も
の
を
し
て
歓
喜
せ
し
め
、

か
つ
そ
の
子
孫
の
幸
福
を
守
ら
し
む
る
も
の
で

あ
る
﹂
と
教
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
先
祖
の
み
た
ま
の
向
上
を
願
う

　

大
本
の
出
口
直
日
三
代
教
主
さ
ま
は
、

﹁
先
祖
を
お
ま
つ
り
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
、

た
だ
先
祖
に
祈
っ
て
い
る
人
が
多
い
。〝
ご
先

祖
さ
ま
、
家
庭
が
円
満
に
な
り
ま
す
よ
う
に
、

孫
が
達
者
で
あ
る
よ
う
に
、
お
じ
い
ち
ゃ
ん
や

お
ば
あ
ち
ゃ
ん
を
守
っ
て
く
だ
さ
い
。
な
ん
と

か
う
ま
く
い
き
ま
す
よ
う
に
…
…
〞
と
、
先
祖

に
す
が
る
よ
う
な
祈
り
ば
か
り
し
て
、
先
祖
を

救
い
上
げ
る
こ
と
を
真
剣
に
念
じ
て
先
祖
の
た

め
に
祈
っ
て
い
る
人
が
ど
れ
だ
け
あ
る
か
と
い

う
こ
と
で
す
。
み
た
ま
ま
つ
り
と
は
、
先
祖
を

救
い
光
明
に
導
く
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
向
上
を

祈
る
こ
と
が
一
番
大
切
で
あ
る
の
に
、
そ
れ
ぞ

れ
が
熱
と
光
を
も
ら
う
こ
と
ば
か
り
祈
っ
て
、

こ
ち
ら
か
ら
熱
と
光
を
供
給
す
る
こ
と
を
怠
っ

て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
﹂

と
お
示
し
く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
。

　

大
本
の
葬
儀
は
故
人
の
霊
魂
を
中
心
に
し
た

祭
典
で
あ
り
、
葬
儀
の
折
も
そ
の
後
の
み
た
ま

ま
つ
り
に
お
い
て
も
、
大
神
さ
ま
の
ご
神
徳
を

い
た
だ
き
、
先
祖
の
み
た
ま
の
向
上
を
祈
ら
せ

て
い
た
だ
く
大
切
な
祭
祀
の
道
で
あ
る
と
強
く

感
じ
ま
す
。
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９
月 

東
光
苑
祭
典
・
行
事
予
定

８
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
︵
水
︶
午
後
７
時
〜

　

全
国
一
斉
世
界
平
和
祈
願
祭

13
日
︵
月
︶
午
後
６
時
〜

　

秋
を
め
で
る
夕
べ

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
王
仁
三
郎
の
耀
盌
と
利
休
の
楽
焼
茶
盌

〜
耀
盌
顕
現
70
年
の
輝
き
〜

講
師
佐
々
木
虚
室
（
松
楽
窯
主
）

21
日
〜
23
日
︵
土
〜
月
・
祝
日
︶

　

東
光
苑
大
道
場
修
行

23
日
︵
月
・
祝
日
︶
午
前
10
時
30
分
〜

　

三
代
教
主
毎
年
祭
（
29
年
）

21
世
紀
・
生
き
が
い
講
座

東

光

苑

月

次

祭

　

東
光
苑
月
次
祭
は
、
７
月
14
日
午
前
10
時
30

分
か
ら
、
斎
主
・
椎
野
恭
三
総
務
管
理
課
長
の

も
と
執
行
さ
れ
、
２
７
７
人
が
参
拝
し
た
。
祭

員
は
神
奈
川
主
会
が
、
少
年
祭
員
は
草
野
友
哉

さ
ん
、
月
東
昴
瑠
さ
ん
、
伶
人
は
二
絃
の
会
関

東
支
部
、『
大
本
神
諭
拝
読
』
を
朝
倉
暢
子
群

馬
主
会
長
が
、添
釜
は
中
村
社
中
が
担
当
し
た
。

　

祭
典
後
、
猪
子
恒
東
京
宣
教
セ
ン
タ
ー
長
が

あ
い
さ
つ
。本
年
７
月
１
日
付
の
人
事
発
令
で
、

関
東
教
区
に
お
け
る
特
派
宣
伝
使
制
度
が
改
ま

り
、
あ
ら
た
に
駐
在
宣
伝
使
６
人
が
配
置
さ
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
を
述
べ
た
。
駐
在
宣
伝

使
は
、
東
京
宣
教
セ
ン
タ
ー
職
員
が
兼
務
し
て

行
い
、
被
任
命
者
は
次
の
通
り
。

　
【
駐
在
宣
伝
使
】

　
　
　

橋
本
伸
作（
東
京
宣
教
セ
ン
タ
ー
次
長
・

　
　
　
　
　
　
　
　

兼
愛
善
宣
教
課
長
）

　
　
　

椎
野
恭
三
（
総
務
管
理
課
長
）

　
　
　

加
藤
道
明
（
祭
務
課
長
）

　
　
　

柿
崎
哲
男
（
愛
善
宣
教
課
主
事
）

　
　
　

出
口
拓
生
（
祭
務
課
主
事
）

　
　
　

神
宮
幸
太
郎
（
祭
務
課
主
任
）

　

続
い
て
、来
る
７
月
16
日
〜
20
日
に
か
け
て
、

台
湾
で
開
催
さ
れ
る
第
３
回
人
類
愛
善
会
国
際

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
（
Ｉ
Ｒ
Ｕ
Ｈ
Ａ
）
国
際
集
会
台

湾
訪
問
団
に
、
東
京
主
会
の
渡
辺
咲
さ
ん
、
茨

城
主
会
の
松
浦
み
い
づ
さ
ん
の
２
人
が
参
加
す

る
こ
と
と
な
り
、
壮
行
会
が
行
わ
れ
た
。
は

じ
め
に
小
林
龍
雄
人
類
愛
善
会
理
事
が
趣
旨
説

明
。
つ
い
で
嶋
貫
光
喜
大
本
総
代
が
壮
行
の
言

葉
と
関
東
教
区
各
主
会
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
餞
別

を
手
渡
し
た
。
続
い
て
渡
辺
さ
ん
、
松
浦
さ
ん

が
そ
れ
ぞ
れ
あ
い
さ
つ
。
参
拝
者
か
ら
大
き
な

拍
手
が
送
ら
れ
た
。

　

こ
の
後
、
東
京
・
神
奈
川
・
茨
城
・
埼
玉
の

各
主
会
青
年
部
か
ら
、
夏
期
学
級
の
案
内
が
あ

り
、
信
徒
子
弟
の
送
り
出
し
を
呼
び
か
け
た
。

　

午
後
１
時
30
分
か
ら
２
階
講
座
室
で
、「
元

　

第
１
９
６
回
21
世
紀
・
生
き
が
い
講
座
は
６

月
19
日
、港
区
新
橋
の
航
空
会
館
で
開
催
さ
れ
、

小
林
龍
雄
人
類
愛
善
会
理
事
が
「
一
つ
の
神
、

一
つ
の
世
界
、
一
つ
の
言
葉
を
目
指
し
て
〜
人

類
愛
善
会
の
歴
史
と
現
代
〜
」
と
題
し
て
講
話

し
た
。
受
講
者
は
30
人
。

　

小
林
講
師
は
、
聖
師
さ
ま
が
「
万
教
同
根
、

東光苑 大道場修行
　下記の日程で東光苑大道場修行を開催しま
す。どなたでも受講いただけます。皆さまの
ご参加をお待ちしております。

記

日　時　９月 21日（土）午前８時半受付
～ 23日（月・祝）午後３時ごろ終了

会　場　大本東京本部
内　容　亀岡・天恩郷で受講する全講座

（高熊山参拝・神苑参観を除く）
　　　※梅松苑での講座を受講すると全日程

が終了します。
参加費　4,500 円（食費・宿泊費などを含む）
　　　※別途「修行のしおり」1,000 円（お持

ちでない方）
定　員　30人（定員に達し次第、締め切り）
申　込　食事、宿泊費の明細を記入の上、東

京宣教センター愛善宣教課までお申
し込みください。

　　　※日程表、申込用紙がございます。愛
善宣教課にお問い合わせください。

締　切　９月 12日（木）

人
群
万
類
愛
善
」
の
理
念
の
も
と
、
世
界
恒
久

平
和
を
目
指
し
て
人
類
愛
善
会
を
設
立
さ
れ
た

経
緯
を
説
明
。
そ
の
３
つ
の
柱
と
し
て
宗
教
協

力
、
世
界
連
邦
運
動
、
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
普
及
に

取
り
組
ん
で
い
る
様
子
を
紹
介
。
ま
た
、
食
糧

問
題
な
ど
に
も
触
れ
、「
出
口
直
日
三
代
総
裁

は
、
こ
れ
か
ら
は
自
己
本
位
の
思
想
を
捨
て
て

大
き
な
視
野
で
人
類
全
体
の
こ
と
を
考
え
て
い

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
示
さ
れ
て
い
る
。
和

合
の
精
神
と
、
万
教
同
根
、
人
類
愛
善
の
気
持

ち
を
一
人
ひ
と
り
が
持
ち
な
が
ら
、
一
歩
一
歩

進
ん
で
い
く
こ
と
が
大
切
」
と
述
べ
た
。

　

参
加
者
か
ら
は
、「
人
類
愛
善
会
の
こ
と
を

知
る
こ
と
が
で
き
大
変
参
考
に
な
っ
た
。
素
晴

ら
し
い
活
動
だ
と
思
っ
た
」「
人
類
愛
善
思
想

と
人
類
愛
善
会
の
活
動
を
詳
し
く
し
る
こ
と
が

で
き
、
自
分
自
身
の
足
元
を
見
直
す
こ
と
の
大

切
さ
を
実
感
し
た
。
世
界
連
邦
構
想
に
は
深
く

共
鳴
で
き
た
」
な
ど
の
感
想
が
よ
せ
ら
れ
た
。

気
の
で
る
お
話
」（
関
東
教
区
青
松
会
主
催
）

が
開
催
さ
れ
、
青
松
会
に
よ
る
紙
人
形
劇
「
３

匹
の
か
わ
い
い
オ
オ
カ
ミ
」の
上
演
に
続
い
て
、

猪
子
セ
ン
タ
ー
長
が
「
令
和
時
代
の
ご
神
業
」

と
題
し
て
講
話
。『
伊
都
能
売
神
諭
』
を
紹
介

し
な
が
ら
、
神
さ
ま
の
〝
ご
経
綸
〞
と
し
て
進

め
ら
れ
て
き
た
大
本
の
歴
史
や
、
世
界
連
邦
運

動
を
は
じ
め
と
す
る
五
代
教
主
さ
ま
時
代
の
ご

神
業
の
進
展
に
つ
い
て
話
し
た
＝
写
真
上
。


