
今月の聖言

通 巻 第 ６ １ 3 号
発 行 大 本 東 京 本 部
 東京宣教センター
 センター長　猪子 恒

〒 110-0008
東京都台東区池之端 2-1-44

TEL　03-3821-3701

FAX　03-3821-5283

振替 00160-5-72625

URL http://oomoto-tokyo.com

Mail tokyohonbu@oomoto.or.jp

題字 出 口 直 日

出
口
王
仁
三
郎
聖
師

令和２年（2020）

４月号・  Aprilo

1　　　阿づまの光

【
瑞
泉
苑
土 

＋ 

高
熊
山
土 

＋ 

瑞
泉
苑
玉
の
井
の
お
水
、

（
内
）
高
熊
山
コ
バ
ノ
ミ
ツ
バ
ツ
ツ
ジ
釉
　（
外
）
瑞
泉
苑
椿
釉
】

教主さまお作　  「玉の井（たまのい）」

国く
に

の
た
め
世よ

人び
と

の
た
め
と
言い

ひ
な
が
ら

世よ

の
大お

ほ
か
た方

は
身み

の
た
め
に
す
る

大
本
東
京
宣
教
セ
ン
タ
ー
次
長
　
橋
本
　
伸
作

祭ま
つ
りと

は
、
天
と
地
、
神
と
人
と
の
「
真ま

釣つ

り
あ
わ
せ
」
で
あ
る
と
教
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
厳
粛
な
祭
典
の

後
に
行
わ
れ
る
「
直な

お
ら
い会

」
も
、
祭
典
の
一
部
と
し
て
、
神
さ
ま
と
と
も
に
「
直
り
会
う
」、
神
人
和
楽
の
儀
式

で
あ
り
ま
す
。
そ
の
神
さ
ま
と
と
も
に
直
会
を
頂
く
架
け
橋
と
な
る
の
が
、「
お
箸は

し

」
で
す
。
箸
の
上
部
分
の

箸
頭
（
天
と
も
言
う
）
は
神
さ
ま
、
箸は

し
さ
き先

は
人
に
よ
っ
て
結
ば
れ
、
私
た
ち
は
ご
神
徳
に
浴
す
る
の
で
す
。

端
と
端
を
繋
ぐ
「
橋
」、
高
所
と
地
上
を
繋
ぐ
「
梯は

し

ご子
」
な
ど
、「
は
し
」
と
い
う
言
葉
に
は
、
一
方
と
一

方
を
繋
ぐ
意
味
が
あ
る
よ
う
で
す
。
箸
も
例
外
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
昔
か
ら
箸
に
は
神
さ
ま
が
宿
る
と
考
え

ら
れ
、
神
と
人
と
を
結
ぶ
道
具
と
し
て
大
切
に
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
ま
た
、
お
膳
に
箸
を
横
一い

ち
も
ん
じ

文
字
に
置
く

の
も
、
こ
れ
か
ら
頂
く
命
（
食
べ
物
）
と
私
た
ち
人
間
と
の
「
結け

っ
か
い界

」
の
意
味
が
あ
り
、
天
地
の
恵
み
に
感

謝
し
て
、
そ
の
結
界
（
箸
）
を
取
り
上
げ
た
時
、
箸
は
命
を
繋
ぐ
架
け
橋
（
箸
）
と
な
る
の
で
す
。

江
戸
時
代
末
期
、う
な
ぎ
屋
が
酒さ

か
だ
る樽

の
端
材
を
加
工
し
て
客
用
の
使
い
捨
て
箸
を
考
案
。
こ
れ
が
「
割
り
箸
」

の
始
ま
り
と
言
わ
れ
、
そ
の
後
、
国
内
の
間
伐
材
や
端
材
を
利
用
し
て
割
り
箸
が
普
及
し
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
近
年
、
飲
食
店
や
コ
ン
ビ
ニ
の
台
頭
に
よ
っ
て
割
り
箸
の
需
要
が
急
増
す
る
と
、
国
産
の
割
り

箸
が
衰
退
し
、
海
外
の
安
価
な
輸
入
品
で
占
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
日
本
人
が
年
間
に
使
用
す
る

割
り
箸
の
量
は
約
１
９
０
億
膳
（
一
人
平
均
１
５
０
膳
）
に
の
ぼ
り
、
海
外
（
主
に
中
国
）
の
森
林
伐
採
や
、

使
用
後
の
廃
棄
処
理
に
よ
る
Ｃ
Ｏ
２
の
排
出
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

そ
こ
で
環
境
に
配
慮
し
た
試
み
と
し
て
誕
生
し
た
の
が
「
マ
イ
箸
」
運
動
で
す
。
す
で
に
実
践
し
て
お
ら

れ
る
方
も
お
ら
れ
、
新
し
い
日
本
の
文
化
と
し
て
広
ま
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。

綾
部
・
亀
岡
・
東
京
の
三
本
部
で
は
、
４
月
の
月
次
祭
（
東
京
本
部
は
春
季
大
祭
）
か
ら
直
会
に
は
割
り

箸
を
付
け
ず
、
マ
イ
箸
を
持
参
し
て
い
た
だ
く
よ
う
お
願
い
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
こ
の
マ
イ
箸
運
動

が
善
い
型
と
な
っ
て
、
環
境
問
題
の
改
善
に
つ
な
が
る
架
け
橋
に
な
れ
ば
と
願
っ
て
い
ま
す
。

さ
あ
、
皆
さ
ん
は
も
う
、「
マ
イ
箸
」
は
持
た
れ
ま
し
た
か
？

マ
イ
箸
は
持
た
れ
ま
し
た
か
？
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王仁三郎の耀盌と利休の楽焼
～耀盌顕現70年の輝き～

　

佐
々
木
家
は
１
１
５
年
前
の
明
治
38
年
、
初

代
の
佐
々
木
吉
之
介
が
清
水
寺
門
前
に
「
昭

楽
窯
」
を
開
窯
し
た
の
が
始
ま
り
で
す
。
大
正

に
入
る
と
、
一
般
客
を
対
象
に
そ
の
場
で
絵
付

け
を
し
て
す
ぐ
に
焼
い
て
お
渡
し
す
る
と
い
う

「
即
席
焼
き
」
を
し
て
い
ま
し
た
。
そ
こ
へ
た

ま
た
ま
出
口
王
仁
三
郎
聖
師
が
お
越
し
に
な
ら

れ
、絵
付
け
を
体
験
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
以
来
、

王
仁
三
郎
聖
師
は
、た
び
た
び
清
水
に
通
わ
れ
、

絵
付
け
を
さ
れ
て
い
た
そ
う
で
す
。
そ
の
こ
と

が
ご
縁
で
、
佐
々
木
家
は
大
本
に
入
信
し
て
い

ま
す
。

　

昭
和
19
年
８
月
、
祖
父
の
二
代
・
佐
々
木
成

三
が
戦
火
を
逃
れ
て
亀
岡
に
疎
開
し
ま
し
た
。

当
時
は
戦
中
の
厳
し
い
時
代
で
、
作
陶
だ
け
で

は
生
計
は
立
ち
ま
せ
ん
で
し
た
の
で
、
祖
父
は

軍
事
工
場
に
勤
め
な
が
ら
、
ほ
そ
ぼ
そ
と
作
陶

を
続
け
て
い
た
そ
う
で
す
。
そ
こ
へ
同
年
12
月

28
日
の
年
の
瀬
の
押
し
迫
っ
た
夜
、
王
仁
三
郎

聖
師
が
突
然
わ
が
家
に
お
見
え
に
な
り
、
祖
父

に
茶
盌
を
作
り
た
い
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
、
そ
の

日
か
ら
茶
盌
作
り
を
始
め
ら
れ
、
４
日
後
の
元

旦
に
は
窯
焚
き
を
行
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
耀

盌
の
始
ま
り
で
す
。
以
来
、
わ
ず
か
１
年
３
カ

月
の
間
に
３
６
０
０
個
も
の
茶
盌
を
お
作
り
に

な
り
ま
し
た
。

　

茶
の
湯
の
た
め
に
作
ら
れ
た
楽
焼

　

こ
こ
に
王
仁
三
郎
聖
師
の
耀
盌
「
御ぎ
ょ
ゆ
う遊
」
と

樂
家
初
代
長
次
郎
の
黒
楽
「
禿
か
む
ろ
」
の
２
つ
の
茶

盌
の
写
真
を
ご
覧
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
ど

ち
ら
も
楽
焼
で
す
が
、
そ
の
色
合
い
は
全
く
対

照
的
で
す
。「
耀
盌
」
の
名
付
け
親
で
あ
る
加

藤
義
一
郎
氏
は
、
王
仁
三
郎
聖
師
の
楽
焼
は
、

こ
れ
ま
で
の
楽
焼
の
常
識
か
ら
天
と
地
ほ
ど
か

け
離
れ
た
茶
盌
だ
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
で

は
、
楽
茶
盌
の
常
識
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で

し
ょ
う
か
。

　

古
来
の
陶
磁
器
窯
の
う
ち
中
世
か
ら
現
在
ま

で
生
産
が
続
く
代
表
的
な
６
つ
の
窯
（
越
前
・

瀬
戸
・
常
滑
・
信
楽
・
丹
波
・
備
前
）
を
日
本

六ろ
っ
こ
よ
う

古
窯
と
言
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
茶
盌
は
「
地

域
産
業
的
」
と
も
言
え
る
も
の
で
、
陶
芸
用
の

良
質
の
土
が
あ
る
、
窯
を
築
く
た
め
に
ほ
ど
よ

い
丘
陵
が
あ
る
、
き
れ
い
な
水
、
豊
か
な
薪
が

あ
る
な
ど
、
茶
盌
作
り
に
適
し
た
環
境
の
中
で

発
展
し
て
き
ま
し
た
。

　

し
か
し
楽
焼
は
違
い
ま
す
。
楽
焼
は
千
利
休

が
茶
の
湯
で
使
う
道
具
と
し
て
長
次
郎
に
作
ら

せ
た
茶
盌
で
す
。
つ
ま
り
明
確
な
目
的
を
も
っ

て
生
み
出
さ
れ
た
も
の
な
の
で
す
。

　

お
茶
は
鎌
倉
時
代
の
初
期
に
臨
済
宗
の
栄
西

禅
師
が
中
国
へ
渡
っ
た
折
、
お
茶
の
実
を
日
本

へ
持
ち
帰
り
、
そ
れ
を
京
都
・
栂と
が
の
お尾
に
あ
る
高

山
寺
に
植
え
て
栽
培
を
始
め
た
の
が
最
初
で

す
。
も
ち
ろ
ん
平
安
時
代
か
ら
お
茶
は
中
国
か

ら
輸
入
し
て
貴
族
ら
が
飲
ん
で
い
ま
し
た
が
、

栽
培
を
始
め
た
の
は
高
山
寺
が
最
初
で
す
。　

　

室
町
時
代
に
な
っ
て
、
高
山
寺
の
お
茶
の
苗

は
宇
治
に
移
さ
れ
、
全
国
へ
と
広
が
っ
て
い
き

ま
す
が
、
栂
尾
で
作
っ
た
お
茶
を
「
本ほ
ん

茶ち
ゃ

」
と

言
い
、
そ
れ
以
外
の
場
所
で
作
ら
れ
た
お
茶
を

「
非ひ

茶ち
ゃ

」と
呼
ん
で
い
ま
し
た
。
当
時
、こ
の「
本

茶
」
と
「
非
茶
」
を
飲
み
比
べ
て
当
て
る
「
闘と
う

茶ち
ゃ

」
と
い
う
遊
び
が
、
公
家
や
武
士
の
間
で
流

行
り
ま
す
。
そ
の
と
き
茶
盌
や
茶
壺
な
ど
を

持
ち
寄
っ
て
自
慢
し
合
い
ま
す
。「
曜
変
天
目
」

も
こ
の
こ
ろ
盛
ん
に
使
わ
れ
ま
し
た
。「
本
茶
」

か
「
非
茶
」
か
を
当
て
た
人
に
は
、
記
念
の
茶

盌
が
貰
え
た
そ
う
で
す
。

　

そ
ん
な
時
、
一
休
禅
師
の
弟
子
で
村
田
珠じ
ゅ
こ
う光

と
い
う
人
が
登
場
し
ま
す
。
珠
光
は
闘
茶
や
茶

盌
自
慢
で
は
な
く
、
本
来
の
お
茶
の
あ
り
方
を

見
極
め
よ
う
と
、
お
茶
の
中
に
禅
を
取
り
入
れ

ま
す
。
そ
れ
が
「
わ
び
茶
」
の
始
ま
り
で
す
。

そ
の
後
、
利
休
の
師
匠
で
あ
る
武
野
紹じ
ょ
う
お
う
鴎
の
も

と
で
茶
の
湯
は
さ
ら
に
深
ま
り
、
利
休
に
よ
っ

て
大
成
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
「
わ
び
茶
」
の
精

神
を
具
現
す
べ
く
、
利
休
が
長
次
郎
に
作
ら
せ

た
の
が
「
楽
焼
」
な
の
で
す
。
ま
さ
に
茶
の
湯

と
禅
と
は
一
体
で
あ
る
と
い
う
「
茶
禅
一
味
」

の
姿
を
表
し
た
の
で
す
。

　

そ
う
考
え
る
と
、
王
仁
三
郎
聖
師
が
、
信
楽

焼
で
も
な
く
備
前
焼
で
も
な
く
、
な
ぜ
楽
焼
を

選
ん
だ
の
か
と
い
う
こ
と
が
推
測
で
き
ま
す
。

　

１
年
余
の
間
に
３
６
０
０
個

　

王
仁
三
郎
聖
師
は
、
３
６
０
０
個
と
い
う
茶

盌
を
残
し
ま
し
た
。
一
日
の
窯
焚
き
で
１
０
０

個
の
茶
盌
を
焼
き
、
そ
れ
を
１
年
３
カ
月
の
間

に
36
回
も
行
っ
て
い
ま
す
。
な
ぜ
そ
れ
が
分
か

る
か
と
申
し
ま
す
と
、
王
仁
三
郎
聖
師
は
焼
き

終
え
る
た
び
に
い
つ
も
祖
母
に
お
心
づ
け
を
下

さ
い
ま
し
た
。
祖
母
は
そ
れ
を
毎
回
大
事
に
し

ま
っ
て
お
い
た
の
で
す
が
、
後
に
そ
の
封
筒
を

数
え
る
と
36
枚
に
な
っ
て
い
た
そ
う
で
す
。
だ

か
ら
36
回
の
窯
焚
き
を
行
っ
た
と
い
う
こ
と
が

分
か
り
ま
す
。

　

祖
父
は
、
土
の
準
備
に
大
変
苦
労
し
た
そ
う

で
す
。
一
つ
の
茶
盌
を
作
る
の
に
約
４
０
０
㌘

の
土
を
使
い
ま
す
が
、
３
６
０
０
個
で
す
と
単

純
に
計
算
し
て
１
・
５
㌧
の
土
が
使
わ
れ
た
こ

と
に
な
り
ま
す
。
祖
父
も
、
ま
さ
か
３
６
０
０

個
も
作
ら
れ
る
と
は
思
っ
て
も
い
ま
せ
ん
で
し

た
で
し
ょ
う
し
、
物
資
の
乏
し
い
時
代
、
わ
が

家
の
土
も
だ
ん
だ
ん
無
く
な
っ
て
き
ま
す
の

で
、
亀
岡
の
大
本
の
聖
地
の
土
を
掘
り
起
こ
し

て
使
っ
た
そ
う
で
す
。

　

わ
が
家
は
信
楽
の
土
を
使
っ
て
い
ま
し
た
。

聖
地
の
土
は
赤
土
で
、粘
り
気
が
少
な
い
の
で
、

信
楽
土
に
混
ぜ
て
作
っ
て
い
ま
し
た
が
、
次
第

70 年前、美術評論家・加藤義一郎氏が「耀
ようわん

盌」と名付け、その輝きを絶賛し
た出口王仁三郎手作りの楽焼茶盌。色彩美ゆたかな茶盌はどのようにして誕生
したのでしょうか。制作に携わった佐々木松楽師の直孫・佐々木虚室先生に耀
盌誕生の経緯とその魅力についてお話しいただきました。
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掲
載
文
は
、
令
和
元
年
９
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
。

に
信
楽
土
も
無
く
な
っ
て
い
き
ま
す
と
、
聖
地

の
赤
土
だ
け
に
な
り
ま
す
。
粘
り
気
が
な
い
の

で
、
作
っ
て
も
す
ぐ
に
形
が
崩
れ
や
す
く
、
王

仁
三
郎
聖
師
は
「
へ
た
る
、
へ
た
る
」
と
言
っ

て
作
っ
て
お
ら
れ
た
そ
う
で
す
。
耀
盌
の
高
台

の
辺
り
の
釉
薬
を
塗
っ
て
い
な
い
「
土
見
せ
」

の
部
分
を
見
て
い
た
だ
い
た
ら
分
か
る
と
思
い

ま
す
が
、
白
い
色
を
し
た
の
は
信
楽
土
で
す
か

ら
初
期
の
も
の
で
、
そ
れ
が
だ
ん
だ
ん
赤
土
に

変
わ
っ
て
い
く
の
が
分
か
り
ま
す
。
そ
れ
が
後

期
の
も
の
で
、
聖
地
の
土
で
す
。

　

神
の
な
し
得
る
技

　

耀
盌
の
大
き
な
特
徴
は
何
と
い
っ
て
も
鮮
や

か
な
色
彩
で
す
。
エ
ン
ジ
や
グ
リ
ー
ン
、
コ
バ

ル
ト
ブ
ル
ー
、
ピ
ン
ク
な
ど
さ
ま
ざ
ま
で
す
。

　

楽
焼
の
下し
た

絵え

の
顔
料
は
、
素
焼
の
生き

じ地
に
絵

付
け
を
し
て
、
そ
の
上
か
ら
透
明
釉
を
塗
っ
て

焼
き
ま
す
。
そ
の
下
絵
の
顔
料
も
３
６
０
０
個

の
茶
盌
に
塗
る
ほ
ど
の
ス
ト
ッ
ク
は
あ
り
ま
せ

ん
。
そ
れ
で
、
途
中
か
ら
九
谷
焼
の
顔
料
を
混

ぜ
な
が
ら
焼
い
た
そ
う
で
す
。

　

と
こ
ろ
が
、九
谷
焼
の
顔
料
は
上う
わ

絵え

用
で
す
。

茶
盌
に
釉
薬
を
付
け
て
高
温
で
焼
き
上
げ
、
そ

の
上
か
ら
絵
付
け
し
て
低
温
で
焼
く
の
が
九

谷
焼
で
す
。楽
焼
の
下
絵
と
九
谷
の
上
絵
の
顔

料
は
、専
門
的
に
申
し
ま
す
と
収
縮
率
が
違
い

ま
す
の
で
、
混
ぜ
て
使
う
と
い
う
こ
と
は
し
ま

せ
ん
。耀
盌
の
よ
う
な
発
色
が
出
る
こ
と
自
体
、

難
し
い
こ
と
で
す
。と
こ
ろ
が
成
功
し
て
い
る
。

ま
さ
に
神
の
な
し
得
る
技
と
し
か
言
え
ま
せ
ん
。

　

窯
の
温
度
は
、
赤
楽
で
約
８
５
０
度
の
低
温

で
１
時
間
く
ら
い
か
け
て
焼
き
ま
す
。
黒
楽
は

１
２
０
０
度
の
高
温
で
焼
き
ま
す
が
、
わ
ず
か

５
分
間
で
取
り
出
し
ま
す
。外
側
は
こ
ん
が
り
、

中
身
は
レ
ア
状
態
で
す
。
そ
の
こ
と
で
、
熱
が

茶
盌
の
外
に
伝
わ
り
に
く
く
、
さ
ら
に
一
旦
こ

も
っ
た
熱
は
冷
め
に
く
く
な
り
ま
す
。
こ
の
点

も
利
休
が
こ
だ
わ
っ
た
点
だ
と
思
い
ま
す
。

　

経
年
に
よ
る
美

　

も
う
一
つ
、
茶
の
湯
の
精
神
に
「
さ
び
」
が

あ
り
ま
す
。
経
年
に
よ
っ
て
寂さ
び

れ
て
い
く
も
の

の
中
か
ら
醸か
も

し
出
さ
れ
る
美
し
さ
で
す
。
長
次

郎
の
「
禿
か
む
ろ
」
も
焼
い
た
当
初
の
色
と
現
代
の
そ

れ
と
は
違
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
当
初
は
上

塗
り
の
透
明
釉
が
光
っ
て
い
た
と
思
い
ま
す
が
、

そ
れ
が
４
０
０
年
の
年
月
を
経
て
、
だ
ん
だ
ん

と
透
明
釉
の
輝
き
が
薄
れ
て
、
黒
楽
本
来
の
色

が
現
れ
て
き
て
い
ま
す
。

　

耀
盌
も
誕
生
し
て
70
年
が
立
ち
ま
し
た
が
、

70
年
前
の
輝
き
と
現
在
の
輝
き
は
お
そ
ら
く
違

う
と
思
い
ま
す
。
70
年
前
は
透
明
釉
に
よ
っ
て

も
っ
と
光
っ
て
い
た
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
が
経

年
に
よ
っ
て
、
本
来
の
色
彩
が
だ
ん
だ
ん
現
れ

て
き
て
い
ま
す
。
王
仁
三
郎
は
、
耀
盌
は
「
い
ず

れ
国
宝
に
な
る
」と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
す
が
、

今
後
、
１
０
０
年
、
２
０
０
年
た
っ
た
ら
も
っ

と
違
っ
た
色
合
い
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

　

耀
盌
に
は
サ
サ
ラ
で
刺
し
た
無
数
の
穴
が
あ

り
ま
す
。
こ
れ
は
王
仁
三
郎
聖
師
の
「
惟
神
」

の
祈
り
が
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
「
禿
」
の
表
面
を
見
て
い
た
だ
い

た
ら
分
か
る
と
思
い
ま
す
が
、
大
変
な
め
ら
か

で
す
。
こ
れ
に
対
し
て
耀
盌
の
表
面
は
、
で
こ

ぼ
こ
し
て
、
王
仁
三
郎
聖
師
が
指
で
土
を
抑
え

た
跡
が
そ
の
ま
ま
残
っ
て
い
ま
す
。

　

楽
焼
は
手
捏こ

ね
を
し
た
後
、
表
面
を
削
っ
て

な
め
ら
か
に
し
ま
す
が
、
王
仁
三
郎
聖
師
は
あ

え
て
手
捏
ね
の
跡
を
残
し
て
い
ま
す
。
そ
こ
に

サ
サ
ラ
に
よ
る
無
数
の
穴
と
、
艶
の
あ
る
透
明

釉
の
効
果
に
よ
っ
て
、
キ
ラ
キ
ラ
と
光
の
乱
反

射
が
生
ま
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
点
が
、
加

藤
義
一
郎
氏
が
楽
焼
の
常
識
か
ら
か
け
離
れ
た

作
陶
法
だ
と
い
う
と
こ
ろ
だ
と
思
い
ま
す
。

　

た
だ
し
耀
盌
の
内
側
は
、
楽
焼
の
基
本
的
な

ル
ー
ル
に
従
っ
て
作
ら
れ
て
い
ま
す
。茶ち
ゃ
き
ん巾
ず
れ
、

茶ち
ゃ
せ
ん筅
ず
れ
、
茶ち
ゃ

溜だ

ま
り
が
き
ち
ん
と
削
ら
れ
、

表
現
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

世
界
を
駆
け
巡
っ
た
耀
盌

　

王
仁
三
郎
聖
師
は
「
芸
術
は
宗
教
の
母
」「
芸

術
と
宗
教
の
一
致
」
を
説
い
て
い
ま
す
が
、
茶

の
文
化
は
、
ま
さ
に
禅
の
精
神
に
よ
っ
て
形
成

さ
れ
、「
茶
禅
一
味
」
の
言
葉
の
と
お
り
、
茶

と
禅
は
同
じ
で
あ
り
、
王
仁
三
郎
聖
師
の
教
え

に
通
じ
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
大
本
の
中
で
茶

の
湯
を
学
ば
れ
て
い
る
こ
と
は
、
ま
さ
に
教
え

の
実
践
で
あ
り
、
意
義
深
い
こ
と
な
の
で
す
。

　

祖
父
は
、
王
仁
三
郎
聖
師
の
茶
盌
が
出
来
上

が
る
た
び
に
、「
聖
師
さ
ん
は
す
ご
い
、
聖
師
さ

ん
は
す
ご
い
」と
よ
く
申
し
て
い
た
そ
う
で
す
。

そ
し
て
、「
聖
師
さ
ん
は
こ
の
仕
事
が
終
わ
っ

た
ら
世
界
旅
行
に
連
れ
て
行
っ
て
や
る
と
言
わ

れ
た
」
と
話
し
て
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
王
仁

三
郎
聖
師
は
間
も
な
く
ご
昇
天
に
な
り
ま
す
。

そ
れ
で
祖
父
は
「
聖
師
さ
ん
は
世
界
旅
行
に
連

れ
て
行
っ
て
く
れ
ん
か
っ
た
」
と
言
っ
て
い
た

矢
先
、
耀
盌
が
パ
リ
を
皮
切
り
に
世
界
を
め
ぐ

る
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
す
。
祖
父
は
、「
聖

師
さ
ん
は
や
っ
ぱ
り
嘘
は
お
っ
し
ゃ
ら
ん
か
っ

た
」
と
申
し
て
お
り
ま
し
た
。

　

昭
和
47
年
か
ら
３
年
３
カ
月
、
耀
盌
は
海
外

６
カ
国
13
都
市
を
駆
け
巡
り
、
20
万
人
以
上
に

見
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
作
品
を
見
た
海
外
の

方
々
は
、
耀
盌
の
ビ
ジ
ュ
ア
ル
的
な
側
面
だ
け

で
な
く
、
内
面
に
込
め
ら
れ
た
楽
焼
の
精
神
性

と
、王
仁
三
郎
聖
師
が
願
わ
れ
た
天
国
の
姿
を

感
じ
ら
れ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

佐
さ さ き

々木虚
きょしつ

室
松楽窯主

耀
盌
「
御
遊
」



阿づまの光　　　4

  

５
月 

東
光
苑
祭
典
・
行
事
予
定

４
日
︵
月
・
祝
︶ 

午
前
10
時
30
分
〜

教
主
生
誕
祭
、
三
代
教
主
・
教
主
補
聖
誕
祭

５
日
︵
火
・
祝
︶ 

午
前
10
時
30
分
〜

開
教
１
２
８
年 

み
ろ
く
大
祭
遥
拝
祭

10
日
︵
日
︶ 

午
前
10
時
30
分
〜

東
光
苑
月
次
祭
・
市
杵
島
姫
命
例
祭

20
日
︵
水
︶ 

午
後
７
時
〜
８
時
30
分

21
世
紀
・
生
き
が
い
講
座
︵
大
本
東
京
本
部
︶

祈
り
と
と
も
に
あ
る
生
活

〜
本
当
の
幸
福
と
は
〜

講
師

柿
崎
哲
男
︵
愛
善
宣
教
課
主
事
︶

30
日
︵
土
︶・ 

31
日
︵
日
︶

東
光
苑
葬
祭
研
修
会

　

第
２
０
４
回
21
世
紀
・
生
き
が
い
講
座
は
２

月
19
日
午
後
７
時
か
ら
、
大
本
東
京
本
部
・
東

光
苑
で
開
催
さ
れ
、
橋
本
伸
作
・
東
京
宣
教
セ

ン
タ
ー
次
長
が
「
永
遠
を
見
す
え
て
今
に
生
き

る
」
〜
死
は
終
わ
り
で
は
な
い
〜
と
題
し
て
講

話
し
た
。
参
加
者
は
34
人=

写
真

　

橋
本
講
師
は
、
大
本
の
死
生
観
や
霊
界
の
組

織
に
つ
い
て
触
れ
、「
精
霊
界
（
中
有
界
）
で

は
こ
の
世
（
現
界
）
で
積
ん
だ
行
い
の
善
悪
正

邪
が
審
か
れ
る
。
そ
う
な
る
と
も
は
や
過
去
の

罪
を
つ
ぐ
な
う
術
は
な
い
。
し
か
し
現
界
で
は

悔
い
改
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
霊
界
に
帰
っ
て

後
悔
の
な
い
よ
う
肉
体
の
あ
る
う
ち
に
日
々
の

　

東
光
苑
月
次
祭
・
交
通
安
全
祈
願
祭
・
関
東

教
区
春
季
合
同
慰
霊
祭
は
３
月
８
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
、43
人（
係
員
含
む
）が
参
拝
し
た
。

　

祭
員
は
東
京
主
会
が
、
大
本
神
諭
拝
読
は
菊

池
ま
ゆ
み
総
務
管
理
課
主
任
が
担
当
。
当
日
は

２
月
か
ら
国
内
で
感
染
が
拡
大
し
て
い
る
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
予
防
対
策
の
た
め
、
参
拝

の
自
粛
を
呼
び
か
け
た
中
で
の
祭
典
執
行
と
な

り
、
添
釜
や
祭
典
後
の
諸
行
事
も
中
止
や
延
期

と
な
っ
た
。

　

祭
典
後
、
猪
子
恒
東
京
宣
教
セ
ン
タ
ー
長
が

あ
い
さ
つ
に
立
ち
、
現
在
流
行
し
て
い
る
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
つ
い
て
「
本
部
で
は
対
策

の
一
つ
と
し
て
祭
典
・
行
事
等
の
中
止
や
縮
小
、

自
粛
を
し
て
い
る
。
３
月
の
東
光
苑
月
次
祭
も

両
聖
地
に
合
わ
せ
参
拝
を
遠
慮
し
て
い
た
だ
い

た
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
は
先
行
き
不
透
明

で
あ
り
世
界
中
に
不
安
が
広
が
っ
て
い
る
。
聖

師
さ
ま
は
『
大
三
災
小
三
災
の
頻
発
も
人
の
心

の
反
映
な
り
け
り
』
と
示
さ
れ
て
い
る
。
病
は

21
世
紀
・
生
き
が
い
講
座

月
次
祭
・
春
季
合
同
慰
霊
祭

教
本
認
定
講
習
会

　

教
本
各
級
認
定
講
習
会
が
２
月
23
、
24
の
両

日
、大
本
東
京
本
部
・
東
光
苑
で
開
催
さ
れ
、１
・

２
級
ク
ラ
ス
に
１
人
、
３
級
ク
ラ
ス
に
５
人
が

受
講
し
た
。

　

同
講
習
会
で
は
、『
実
践
リ
ー
ダ
ー
教
本
』

を
も
と
に
大
本
の
み
教
え
を
学
ん
だ
ほ
か
、
対

話
実
習
や
ミ
ニ
講
話
の
ス
ピ
ー
チ
な
ど
を
実

習
。
受
講
者
か
ら
は
「
大
本
の
教
え
の
全
体
の

一
端
を
知
る
こ
と
が
で
き
、
有
意
義
な
時
間
で

し
た
」「
対
話
実
習
・
特
に
理
解
度
チ
ェ
ッ
ク

で
大
本
の
教
え
を
整
理
し
て
改
め
て
理
解
が
進

ん
だ
」
な
ど
の
感
想
が
寄
せ
ら
れ
た
。

小
三
災
で
あ
り
、
小
三
災
は
人
の
努
力
に
よ
っ

て
左
右
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
私
た
ち
は
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
が
終
息
へ
向
か
う
よ
う
真
剣

に
祈
願
し
、
一
人
ひ
と
り
が
出
来
る
対
策
を
と

り
な
が
ら
、
前
向
き
な
気
持
ち
で
信
仰
生
活
を

送
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
」
と
語
っ
た
。

　

な
お
、
参
拝
者
に
は
祭
員
か
ら
持
ち
帰
り
用

と
し
て
直
会
が
手
渡
さ
れ
た
。

第 38 回 企業安全繁栄祈願祭
日　程 ４月 26 日（日）午前 10 時 30 分
場　所 大本東京本部・東光苑
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 20 日（月）
　　　 ※ご祈願は５月２日（土）までの１週間執り行います

行
い
を
省
み
、
副
守
護
神
に
打
ち
勝
ち
、
少
し

で
も
善
い
行
い
に
努
め
、
心
の
中
に
天
国
を
築

い
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
述
べ
た
。

　

参
加
者
か
ら
は
「
省
み
る
生
活
を
心
が
け
現

界
で
よ
い
行
い
を
し
な
く
て
は
と
思
い
ま
し

た
」「
霊
界
の
実
在
が
実
感
で
き
た
」「
副
守
護

神
の
価
値
観
が
自
身
に
も
当
て
は
ま
る
所
が
多

く
耳
が
痛
か
っ
た
」
等
の
声
が
寄
せ
ら
れ
た
。

東光苑 葬祭研修会
　〝ご葬儀〟ができた時、「自分が、もし遺族

だったら、また、お手伝いに行ったら、何を

どうしなければならないか」を、実技を中心

に研修会を開催します。

　内容として、葬儀執行の流れ（喪家の心得、

みたままつり、お墓について）と斎場調度品

について学んだ後、葬儀の司会進行の仕方、

葬祭全般について研修していただきます。

日　時　５月 30 日（土）午前９時 30 分〜

　　　　　　 31 日（日）午後３時 30 分

会　場　東光苑・講座室（２階）、ほか

参加費　５００円（食費、宿泊費は別途）

資料代　５００円　霊祭部刊「葬祭式編」代

（お持ちの方はご持参ください）

内　容　講話：葬儀執行の流れ、

　　　　　　　斎場調度品について

　　　　実習：招魂式、発葬式、火葬式、家祭

　　　　　　　式、毎十日祭、五十日合祀祭

持参品　笏、大本祭式の本、帯（紐）、足袋、

　　　　筆記用具、宿泊用品など

申込み　食事・宿泊・資料の有無を明記の上、

　　　　５月25日（月）までに、「葬祭研修会」

　　　　宛にお申し込みください。

　　　　電話：03-3821-3701（祭務課）

　　　　メール：m-kato@oomoto.or.jp


