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教主さまお作　  「中和（ちゅうわ）」

試こ
こ
ろ

み
に
あ
ふ
も
憂う

れ

ひ
の
雨あ

め

ふ
る
も

悔く
や

ま
ず
怯お

ぢ
ず
神か

み

に
ま
か
せ
よ

愛
善
宣
教
課
主
事
　
柿 

崎 

哲 

男

一
昨
年
、
信
濃
町
の
展
望
レ
ス
ト
ラ
ン
の
窓
か
ら
、
建
設
途
中
の
国
立
競
技
場
を
眺
め
る
機
会
が
あ
り
ま

し
た
。﹁
あ
の
大
き
な
ス
タ
ジ
ア
ム
で
、
世
界
中
の
ト
ッ
プ
選
手
が
競
技
を
す
る
の
だ
な
ぁ
﹂
と
、
想
像
し
、

胸
を
躍
ら
せ
ま
し
た
。
残
念
な
が
ら
、
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
は
延
期
と
な
り
ま
し
た
が
、
平
和
の
象
徴
と
し

て
無
事
に
開
催
さ
れ
る
こ
と
を
願
い
ま
す
。

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
に
関
連
し
て
、
若
い
こ
ろ
の
懐
か
し
い
体
験
を
思
い
出
し
ま
す
。
80
年
代
、﹁
冬
の
オ
リ
ン

ピ
ッ
ク
を
旭
川
へ
﹂
と
い
う
、
冬
季
五
輪
の
招
致
運
動
が
あ
り
ま
し
た
。
日
本
で
の
立
候
補
都
市
を
目
指
し
、

部
活
動
を
通
じ
て
地
元
旭
川
市
で
こ
の
運
動
に
参
加
し
て
い
ま
し
た
が
、
候
補
地
は
長
野
市
に
決
定
し
、
残

念
な
が
ら
大
雪
の
麓
の
街
に
五
輪
旗
が
翻
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

冬
季
五
輪
の
招
致
自
体
は
達
成
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
目
標
に
向
か
っ
て
努
力
し
、
協
力
し
合
う
過
程
は
、

当
時
の
自
分
に
大
き
な
力
を
与
え
て
い
た
だ
け
た
と
感
じ
て
い
ま
す
。

今
、
世
界
中
の
人
々
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
と
真
剣
に
対
峙
し
て
い
ま
す
。
終
息
に
向
か
っ
て
努
力
し
、

協
力
し
合
う
こ
と
。
一
人
ひ
と
り
が
で
き
る
こ
と
は
限
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
周
囲
の
こ
と
を
思
い
や
り
な
が

ら
手
を
携
え
る
こ
と
で
、
打
開
さ
れ
て
ゆ
く
の
だ
と
思
い
ま
す
。
密
集
を
避
け
る
、
人
と
の
接
触
を
最
小
限
に
、

マ
ス
ク
、
手
洗
い
。
自
分
の
た
め
で
は
な
く
、
大
切
な
誰
か
の
た
め
。
こ
ん
な
思
い
で
励
行
す
る
も
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

そ
し
て
、
時
代
の
分
水
嶺
の
よ
う
な
現
況
は
、
そ
の
先
に
、
何
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

欧
州
の
方
が
医
療
従
事
者
に
拍
手
で
エ
ー
ル
を
送
っ
て
い
る
報
道
を
見
ま
し
た
。
こ
の
行
い
は
世
界
中
に

拡
散
し
て
い
き
ま
し
た
。
私
は
﹁
こ
れ
だ
！
﹂
と
感
じ
ま
し
た
。
国
と
国
、
人
と
人
が
信
頼
し
あ
い
協
力
し

合
う
こ
と
で
、
大
き
な
力
を
与
え
て
い
た
だ
け
ま
す
。
こ
の
大
難
を
乗
り
越
え
た
先
に
は
、
国
境
を
越
え
た

大
き
な
絆
が
待
っ
て
い
ま
す
。
今
、
与
え
ら
れ
て
い
る
現
実
は
、
世
界
平
和
・
み
ろ
く
の
世
へ
の
大
き
な
布

石
と
捉
え
た
い
の
で
す
。
神
さ
ま
は
越
え
ら
れ
な
い
試
練
は
お
与
え
に
な
ら
な
い
と
示
さ
れ
て
い
ま
す
か
ら
。

﹁
国
境
も
あ
ら
ん
や
人
種
も
思
わ
ん
や
鳥
獣
も
救
わ
む
と
ぞ
思
ふ
﹂︵
出
口
日
出
麿
先
生
︶

今
こ
そ
、
大
神
さ
ま
に
感
謝
と
お
詫
び
の
誠
を
真
剣
に
捧
げ
つ
つ
、
今
で
き
る
こ
と
を
実
践
し
ま
し
ょ
う
。

み
ろ
く
の
世
へ
の
大
き
な
布
石
と
な
っ
て
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〜21世紀・生きがい講座〜 日本に生まれた幸せ
～今、私たちに求められているもの～

　

私
の
会
社
で
は
、
主
に
日
本
で
就
職
し
た
い

と
い
う
ア
ジ
ア
を
中
心
と
し
た
留
学
生
た
ち
を

受
け
入
れ
、
就
職
を
斡
旋
し
、
実
際
に
働
く
た

め
の
実
務
能
力
を
身
に
つ
け
る
指
導
を
行
っ
て

い
ま
す
。
特
に
日
本
で
働
く
わ
け
で
す
か
ら
、

彼
ら
に
日
本
の
文
化
や
習
慣
に
つ
い
て
も
理
解

し
て
い
た
だ
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

日
ご
ろ
、
彼
ら
と
接
す
る
中
で
、
私
自
身
、

あ
ら
た
め
て
日
本
の
文
化
や
伝
統
の
素
晴
ら
し

さ
に
気
付
か
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
そ
の
一
端

を
お
話
で
き
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　
海
外
と
日
本
企
業
の
相
違

　

欧
米
の
雇
用
シ
ス
テ
ム
は
、
ジ
ョ
ブ
デ
ィ
ス

ク
リ
プ
シ
ョ
ン
と
言
っ
て
、
職
務
の
内
容
や
範

囲
、
目
的
な
ど
が
、
詳
細
に
わ
た
っ
て
明
確
に

決
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
、
あ
な

た
の
仕
事
は
こ
の
範
囲
で
給
料
は
こ
れ
だ
け
支

払
い
ま
す
と
、
契
約
を
交
わ
し
ま
す
。
被
雇
用

者
は
契
約
通
り
に
仕
事
を
こ
な
し
ま
す
が
、
契

約
以
外
の
こ
と
は
絶
対
に
し
ま
せ
ん
。
例
え
ば

日
本
で
は
、
人
手
が
足
ら
な
そ
う
だ
と
思
っ
た

ら
、
何
も
言
わ
な
く
て
も
手
伝
い
ま
す
が
、
海

外
で
は
手
伝
お
う
と
し
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
手

伝
っ
て
は
い
け
な
い
と
思
っ
て
い
る
く
ら
い
で

す
。
も
し
手
伝
う
の
で
あ
れ
ば
別
途
契
約
を
し

て
く
だ
さ
い
、
と
言
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
が
海
外

企
業
の
常
識
で
す
。

　

日
本
で
は
ジ
ョ
ブ
デ
ィ
ス
ク
リ
プ
シ
ョ
ン
は

ほ
と
ん
ど
浸
透
し
て
い
ま
せ
ん
。
会
社
に
入
れ

ば
、
会
社
の
た
め
に
何
で
も
す
る
の
が
当
た
り

前
で
す
。
私
ど
も
の
研
修
生
が
日
本
の
企
業
に

就
職
し
て
一
番
戸
惑
う
の
が
こ
の
点
で
、
自
分

の
や
る
べ
き
こ
と
が
明
確
に
決
め
ら
れ
て
い
な

い
の
で
、
暗
闇
の
中
で
仕
事
を
し
て
い
る
よ
う

な
も
の
だ
と
言
い
ま
す
。

　

日
本
の
学
校
で
は
、
放
課
後
、
み
ん
な
で
掃

除
を
し
ま
す
が
、
海
外
は
し
な
い
と
こ
ろ
が
ほ

と
ん
ど
で
す
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
私
立
学
校
で
、

日
本
の
マ
ナ
ー
の
良
さ
は
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に

あ
る
の
で
は
、
と
い
う
こ
と
で
取
り
入
れ
て
い

る
学
校
も
あ
る
よ
う
で
す
が
、
普
通
は
掃
除
担

当
の
用
務
員
が
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

よ
く
サ
ッ
カ
ー
の
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
の
あ
と
に

日
本
人
が
ゴ
ミ
を
片
付
け
て
帰
る
姿
が
絶
賛
さ

れ
て
い
ま
す
が
、
一
方
で
は
、
掃
除
を
担
当
し

て
い
る
人
の
仕
事
を
奪
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な

る
と
い
う
批
判
の
声
も
出
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
日
本
の
企
業
で
は
人
事
異
動
が
当
然

の
よ
う
に
行
わ
れ
ま
す
。
昨
日
ま
で
経
理
を
し

て
い
た
人
が
、
明
日
か
ら
営
業
に
回
る
と
い
う

こ
と
は
珍
し
い
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か

し
、
海
外
で
は
、
自
分
の
仕
事
の
専
門
性
を
高

め
て
い
く
と
い
う
こ
と
を
し
ま
す
の
で
、
一
つ

の
決
め
ら
れ
た
仕
事
を
ひ
た
す
ら
こ
な
し
て
い

き
ま
す
。
だ
か
ら
経
験
を
積
み
、
良
い
成
果
を

収
め
た
ら
、
当
然
、
そ
の
人
の
給
料
は
ど
ん
ど

ん
と
増
え
て
い
き
ま
す
。

　

日
本
で
は
チ
ー
ム
ワ
ー
ク
を
大
事
に
し
ま
す

の
で
、
ど
ん
な
に
個
人
の
成
績
が
良
く
て
も
、

そ
の
人
が
一
人
で
や
っ
た
の
で
は
な
く
、
皆
の

サ
ポ
ー
ト
が
あ
っ
た
か
ら
だ
と
理
解
し
ま
す
。

海
外
か
ら
の
労
働
者
に
は
、
こ
の
こ
と
が
理
解

で
き
ま
せ
ん
の
で
、
日
本
の
職
場
環
境
に
な
か

な
か
馴
染
め
な
い
の
で
す
。

　「
暗
黙
の
了
解
」

　

私
ど
も
の
研
修
生
に
必
ず
話
す
の
は
、
日
本

人
は
、
ま
ず
相
手
の
こ
と
を
考
え
、
そ
の
次
に

自
分
の
こ
と
を
考
え
る
文
化
で
す
よ
、
と
い
う

こ
と
で
す
。
例
え
ば
、
日
本
で
は
言
い
た
い
こ

と
が
あ
っ
て
も
、
全
部
を
言
い
ま
せ
ん
。
相
手

の
立
場
を
考
え
な
が
ら
発
言
し
ま
す
。
海
外
で

は
そ
の
逆
で
、
ま
ず
自
分
の
こ
と
を
優
先
し
て

考
え
、自
分
の
主
張
を
は
っ
き
り
と
伝
え
ま
す
。

そ
う
し
た
環
境
で
育
っ
て
き
ま
し
た
の
で
、
相

手
の
こ
と
を
先
に
考
え
な
さ
い
と
言
っ
て
も
容

易
な
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
チ
ー
ム
ワ
ー
ク

を
重
ん
じ
る
こ
と
は
、
も
ち
ろ
ん
理
解
は
し
て

く
れ
る
の
で
す
が
、
い
ざ
と
な
る
と
す
ぐ
に
自

己
主
張
を
始
め
る
の
で
す
。

　

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
の
考
え
方

に
も
違
い
が
あ
り
ま
す
。
留
学
生
の
中
に
は
、

「
私
は
３
カ
国
語
が
話
せ
る
の
で
、
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
は
完
璧
で
す
」
と
、
主
張
す
る
生

徒
が
い
ま
す
。
し
か
し
、
語
学
が
い
く
ら
堪
能

だ
か
ら
と
い
っ
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
は

少
し
違
う
と
い
う
の
が
日
本
人
の
感
覚
で
す
。

日
本
の
企
業
が
教
え
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

と
は
、
相
手
に
対
す
る
思
い
や
り
の
心
や
気
遣

い
で
す
。
そ
の
中
か
ら
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

や
マ
ナ
ー
が
生
ま
れ
て
く
る
と
捉
え
て
い
ま

す
。
こ
れ
を
外
国
人
労
働
者
に
説
明
し
て
も
、

す
ぐ
に
は
理
解
で
き
ま
せ
ん
。
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
や
マ
ナ
ー
は
言
葉
が
す
べ
て
だ
と
考
え

て
い
る
か
ら
で
す
。

　

日
本
で
は
、
昔
か
ら
「
暗
黙
の
了
解
」
と
い

う
こ
と
を
言
い
ま
す
。「
行
間
を
読
む
」
と
か
、

「
空
気
を
読
み
取
る
」
な
ど
、
言
わ
ず
と
も
相

手
の
気
持
ち
を
察
す
る
、
理
解
す
る
、
と
い
う

こ
と
を
大
事
に
し
て
き
ま
し
た
。
こ
の
見
え
な

い
と
こ
ろ
か
ら
相
手
の
心
を
慮
る
と
い
う
習
慣

は
、
世
界
的
に
も
非
常
に
稀
な
文
化
で
あ
り
、

日
本
人
の
優
れ
た
ス
キ
ル
だ
と
思
い
ま
す
。

　

実
は
、
先
程
か
ら
申
し
上
げ
て
い
る
ジ
ョ
ブ

デ
ィ
ス
ク
リ
プ
シ
ョ
ン
や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
、
マ
ナ
ー
に
対
す
る
日
本
人
と
外
国
人
と
の

理
解
の
違
い
は
、
こ
う
し
た
言
わ
な
く
て
も
相

手
の
心
を
思
い
や
る
気
持
ち
、
相
手
の
心
を
汲

み
取
る
配
慮
が
で
き
る
か
ど
う
か
の
違
い
だ
と

思
い
ま
す
。
日
本
人
の
性
質
に
は
、
そ
う
し
た

日本の文化や素晴らしさについて質問されたら、皆さんはどのように答えられ
ますか？日本に生を受けながら、意外と日本について知らないことに気付かさ
れます。日ごろ、アジアを中心とする多くの外国人と接する合田千華先生に、
日本の魅力を語っていただきました。
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〜21世紀・生きがい講座〜

掲
載
文
は
、
令
和
元
年
10
月
16
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
。

何
も
言
わ
な
く
て
も
相
手
を
思
い
や
る
気
持
ち

が
自
然
と
備
わ
っ
て
い
る
と
思
う
の
で
す
。

　

世
界
最
古
の
国
・
日
本

　

と
こ
ろ
で
、
日
本
に
は
、
海
外
か
ら
あ
ら
ゆ

る
も
の
を
受
け
入
れ
、
そ
れ
ら
を
日
本
独
自
の

文
化
を
加
え
て
新
た
も
の
を
生
み
出
し
て
き
た

歴
史
が
あ
り
ま
す
。
日
本
の
食
文
化
も
そ
う
で

す
。
例
え
ば
、
私
は
羊
羹
が
大
好
き
で
す
が
、

こ
れ
は
中
国
で
羊
の
羹
（
あ
つ
も
の
）
の
料
理

が
原
型
と
な
っ
て
い
る
そ
う
で
す
。
ス
ー
プ
が

冷
め
る
と
ゼ
ラ
チ
ン
状
の
も
の
が
で
き
ま
す

が
、
こ
れ
を
鎌
倉
か
ら
室
町
時
代
に
か
け
て
禅

僧
に
よ
っ
て
日
本
に
伝
え
ら
れ
ま
し
た
。
禅
宗

で
は
肉
食
が
禁
じ
ら
れ
て
い
ま
す
の
で
、
精
進

料
理
と
し
て
小
豆
を
用
い
た
も
の
が
羊
羹
の
原

型
に
な
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
正
倉
院
と
い
う
建
物
を
ご
存
知
と
思

い
ま
す
。
中
に
あ
る
宝
物
は
中
国
や
イ
ン
ド
な

ど
、
大
陸
か
ら
日
本
に
渡
っ
て
き
た
貴
重
な
文

化
財
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
宝
物
の
発
祥
地

で
あ
る
中
国
の
研
究
者
が
見
せ
て
ほ
し
い
と
日

本
に
や
っ
て
く
る
の
で
す
。
そ
れ
は
中
国
で
は

過
去
、
国
同
士
が
争
い
、
支
配
者
が
変
わ
る
た

び
に
前
の
支
配
者
の
文
化
を
こ
と
ご
と
く
滅
ぼ

し
て
き
ま
し
た
。
そ
の
た
め
に
当
時
の
貴
重
な

文
化
財
が
残
っ
て
い
な
い
の
で
す
。
日
本
は
時

代
が
変
わ
っ
て
も
そ
れ
ら
を
大
事
に
守
っ
て
き

た
の
で
、
当
時
の
も
の
が
き
ち
ん
と
残
さ
れ
て

い
る
わ
け
で
す
。

　

な
ぜ
そ
の
よ
う
に
伝
統
や
文
化
が
守
ら
れ
て

き
た
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
長
い
歴
史
の
中

で
、
日
本
と
い
う
国
は
い
つ
の
時
代
も
日
本
で

あ
り
、同
じ
民
族
が
定
住
し
て
き
た
か
ら
で
す
。

他
国
は
支
配
者
が
変
わ
る
た
び
に
国
が
変
わ
っ

て
い
ま
す
。
日
本
は
、
神
武
天
皇
以
来
、
王
朝

が
一
度
も
滅
び
る
こ
と
な
く
続
く
世
界
最
古
の

国
で
す
。
こ
れ
は
世
界
的
に
み
て
も
奇
跡
と

い
っ
て
も
過
言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

言
語
も
そ
う
で
す
。
日
本
人
は
文
字
を
持
た

な
か
っ
た
時
代
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
こ
に
中
国

か
ら
漢
字
が
入
っ
て
き
て
、
そ
の
漢
字
か
ら
仮

名
文
字
を
生
み
出
し
て
独
自
の
文
化
と
し
ま
し

た
。
漢
字
の
文
化
に
染
ま
っ
て
も
お
か
し
く
な

か
っ
た
時
代
に
、
漢
字
を
使
っ
て
日
本
独
自
の

文
字
に
し
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
世
界
に
は
、

英
語
が
入
っ
て
き
て
自
国
の
言
葉
が
衰
退
し
て

し
ま
っ
た
国
が
あ
り
ま
す
。
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
も

そ
の
国
の
一
つ
で
す
。
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
語
が
あ

る
の
で
す
が
、
英
語
が
入
っ
て
く
る
と
、
２
カ

国
語
を
話
す
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
が
増
え
て
き
ま
し

た
。
と
こ
ろ
が
次
第
に
英
語
を
主
と
す
る
世
代

が
増
え
て
き
て
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
語
を
話
す
人

が
ほ
と
ん
ど
居
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　

日
本
も
人
口
が
減
少
し
て
い
ま
す
か
ら
、
こ

の
先
、
も
し
日
本
が
移
民
を
受
け
入
れ
る
よ
う

に
な
る
と
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
が
増
え
て
き
て
、
や

が
て
英
語
を
選
択
す
る
世
代
に
な
り
、
日
本
語

は
消
滅
に
向
か
う
だ
ろ
う
と
い
う
人
も
い
ま

す
。
し
か
し
私
は
そ
う
は
思
い
ま
せ
ん
。
な
ぜ

な
ら
、
も
し
言
語
が
入
れ
替
わ
る
な
ら
、
日
本

に
漢
字
が
入
っ
て
き
た
タ
イ
ミ
ン
グ
で
す
で
に

変
わ
っ
て
い
た
は
ず
で
す
。
と
こ
ろ
が
日
本
人

は
漢
字
を
利
用
し
て
仮
名
文
字
を
生
み
出
し
日

本
語
を
守
っ
て
き
ま
し
た
。
で
す
か
ら
い
く
ら

バ
イ
リ
ン
ガ
ル
が
増
え
て
き
て
も
、
日
本
語
は

な
く
な
ら
な
い
と
信
じ
て
い
ま
す
。

　

日
本
語
の
素
晴
ら
し
さ

　

私
の
会
社
で
は
海
外
の
人
が
多
く
働
い
て
い

ま
す
が
、
社
内
の
方
針
と
し
て
取
り
決
め
て
い

る
こ
と
は
、
共
通
言
語
は
必
ず
日
本
語
を
使
う

と
い
う
こ
と
で
す
。
国
や
民
族
の
違
い
に
は
こ

だ
わ
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
日
本
語
と
い
う
言
語

に
は
こ
だ
わ
っ
て
い
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
日
本

人
の
言
葉
の
や
り
取
り
の
中
で
、
相
手
の
言
い

た
い
こ
と
を
察
し
な
が
ら
、
自
分
と
し
て
何
が

で
き
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
、
相
手
を

思
い
や
る
気
持
ち
を
理
解
す
る
た
め
で
す
。
こ

れ
は
日
本
人
の
特
徴
で
は
な
く
、
日
本
語
が

持
っ
て
い
る
文
化
だ
か
ら
で
す
。

　

日
本
語
は
、
同
じ
言
葉
で
も
た
く
さ
ん
の
意

味
が
あ
り
、
対
人
関
係
や
周
辺
の
状
況
に
よ
っ

て
、
表
現
を
微
妙
に
使
い
分
け
ま
す
。
と
て
も

繊
細
な
言
語
で
す
。
文
脈
か
ら
理
解
で
き
る
と

き
は
、
主
語
を
省
く
こ
と
も
よ
く
あ
り
ま
す
。

婉
曲
な
表
現
に
も
適
切
に
対
応
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
は
っ
き
り
言
っ
た
ほ
う
が
分
か
り
や

す
い
の
で
し
ょ
う
が
、
そ
れ
を
言
い
過
ぎ
ず
、

角
が
立
た
な
い
よ
う
に
穏
や
か
に
理
解
し
合

う
、
そ
こ
が
日
本
語
の
素
晴
ら
し
さ
で
す
。
そ

れ
を
大
切
に
し
た
い
、
海
外
の
人
に
も
理
解
し

て
ほ
し
い
、
そ
う
い
う
思
い
で
い
ま
す
。

　

す
べ
て
を
言
わ
ず
に
理
解
し
合
え
る
日
本
の

文
化
は
、
日
本
人
が
何
千
年
と
培
っ
て
き
た
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ツ
ー
ル
で
す
。
グ
ロ
ー
バ

ル
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
と
は
真
逆
で
は
あ
り
ま
す

が
、
そ
れ
に
立
ち
向
か
っ
て
い
け
る
だ
け
の
強

さ
が
あ
る
と
考
え
ま
す
。

　

日
本
の
言
葉
に
「
和
え
る
」
と
い
う
言
葉
が

あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
を
活

か
し
な
が
ら
、一
つ
の
風
味
を
醸
し
出
し
ま
す
。

ゴ
チ
ャ
混
ぜ
で
は
な
く
、
ち
ょ
う
ど
い
い
塩
梅

で
「
和
え
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
、
調
和
を
保
っ

て
い
く
の
で
す
。

　

こ
れ
は
日
本
人
が
長
年
、
培
っ
て
き
た
宝
物

で
あ
り
、
皆
さ
ん
の
心
の
中
に
息
づ
い
て
い
る

も
の
で
す
。
そ
の
精
神
を
忘
れ
る
こ
と
な
く
、

こ
れ
か
ら
も
日
本
の
誇
る
べ
き
文
化
と
し
て
継

承
し
て
い
か
な
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

合
ごう

田
だ

千
ち

華
か

あじあ研修株式会社代表
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６
月 

東
光
苑
祭
典
・
行
事
予
定

14
日
︵
日
︶ 

午
前
10
時
30
分
〜

東
光
苑
月
次
祭
・
人
類
愛
善
会
創
立
記
念
祭
典

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
︶

地
球
で
今
、
何
が
起
こ
っ
て
い
る
の
か

〜
環
境
へ
の
取
り
組
み
と
人
類
愛
善
運
動
〜

講
師

小
林
龍
雄
︵
人
類
愛
善
会
理
事
︶

28
日
︵
日
︶

み
な
づ
き
の
集
い

※
今
後
の
状
況
に
よ
り
、
延
期
や
中
止
、
祭
典
の
参
拝

を
ご
遠
慮
い
た
だ
く
な
ど
、
予
定
を
変
更
す
る
可
能

性
が
あ
り
ま
す
。

　

東
光
苑
春
季
大
祭
は
、
４
月
12
日
午
前
10
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
、５
人
（
係
員
含
め
20
人
）

が
参
拝
し
た
。

　

当
日
は
、
国
内
で
も
拡
大
し
て
い
る
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
予
防
の
た
め
、
参
拝
の
自

粛
を
呼
び
か
け
た
中
で
の
祭
典
執
行
と
な
っ
た

が
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
回
線
を
通
じ
て
全
国
に

配
信
さ
れ
、
映
像
を
通
し
て
遠
隔
地
か
ら
も
遥

拝
さ
れ
た
。
祭
員
は
予
定
し
て
い
た
各
主
会
の

祭
務
部
長
か
ら
本
部
職
員
に
変
更
、
大
本
神
諭

拝
読
は
菊
池
ま
ゆ
み
総
務
管
理
課
主
任
が
担
当

し
、
添
釜
や
祭
典
後
の
諸
行
事
、
直
会
も
中
止

さ
れ
、
祭
典
の
み
が
厳
粛
に
執
行
さ
れ
た
。

　

祭
典
後
、
猪
子
セ
ン
タ
ー
長
が
あ
い
さ
つ
に

立
ち
、「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
肺
炎
の
為
に

世
界
中
が
大
混
乱
し
、
日
本
で
も
東
京
を
始
め

と
す
る
大
都
会
を
中
心
に
甚
大
な
影
響
を
受
け

東

光

苑

春

季

大

祭

つ
つ
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
時
世
の
中
、
大
祭
の

祝
詞
で
一
刻
も
早
く
終
息
に
向
か
う
よ
う
奏
上

さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
聖
師
さ
ま
の
お
歌
の
中
に

『
大
三
災
小
三
災
の
頻
発
も
人
の
心
の
反
映
な

り
け
り
』『
天
地
の
道
明
ら
か
に
な
る
と
き
は

天
変
地
妖
あ
と
を
絶
つ
べ
し
』
を
拝
唱
さ
せ
て

い
た
だ
く
と
、
ま
さ
に
現
代
の
大
峠
を
予
言
さ

れ
て
い
た
事
の
よ
う
に
思
う
。
私
た
ち
現
代
人

が
今
の
生
き
方
の
誤
り
に
気
付
き
、
神
さ
ま
の

御
心
に
近
づ
か
な
い
と
天
変
地
異
は
治
ま
ら
な

い
と
い
う
事
に
な
ろ
う
か
と
思
う
。
こ
の
よ
う

な
苦
難
を
乗
り
越
え
て
私
た
ち
人
類
は
み
ろ
く

の
世
に
近
づ
い
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
私
た
ち

は
教
主
さ
ま
に
神
習
い
、
神
さ
ま
に
ひ
た
す
ら

に
お
祈
り
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
軽
々
し
く
行

動
す
る
こ
と
を
慎
み
、
各
自
で
出
来
る
最
善
を

尽
く
し
て
い
く
事
が
大
切
で
あ
る
」と
述
べ
た
。

◆　

◆　

◆　

◆　

◆

　

大
本
東
京
本
部
で
は
４
月
18
日
午
後
３
時
か

ら
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
終
息
祈
願
祭
を
執

行
し
た
。
同
日
、
綾
部
・
長
生
殿
で
教
主
さ
ま

ご
臨
席
の
も
と
、
同
祭
典
が
執
行
さ
れ
る
こ
と

を
受
け
て
執
り
行
っ
た
。

新型コロナウイルス感染防止に伴う
東光苑の祭典・行事ついて

　新型コロナウイルスの緊急事態宣言に
伴い、下記のとおり５月末日までの東光
苑での祭典・諸行事を自粛・縮小いたし
ます。皆さまには、引き続きご理解・ご
協力のほどお願い申し上げます。
　天恩郷・梅松苑両聖地の祭典・諸行事
つきましては、大本本部公式ホームペー
ジをご覧ください。また、皆さまには、
くれぐれもご自愛いただきますようお願
い申し上げますとともに、一日も早い終
息をご祈願させていただきましょう。
５月４日（月）　教主生誕祭・三代教主・教主補聖誕祭
　→　参拝をご遠慮願います

５月５日（火）　開教128年みろく大祭遥拝祭
　→　参拝をご遠慮願います

５月 10日（日）　東光苑月次祭 
　→　参拝をご遠慮願います
　　　（10時30分からホームページで中継）

５月 20日（水）　21世紀・生きがい講座 
　→　東京本部では開催しません
　　　（19時からホームページで配信）

５月 30・31日（土・日）　東光苑葬祭研修会
　→　中止させていただきます

　※６月14日（日）の東光苑月次祭での
　　天声社出張販売は中止させていただきます

教
主
さ
ま
か
ら
３
点
の
お
短
冊
を
賜
る

〜
コ
ロ
ナ
終
息
に
一
層
の
ご
祈
願
を
〜

　大本東京本部・東光苑が所在する首都東京では、新型コロナウイルス感
染症の罹患者が 3000 人を超えました（４月 20 日現在）。全世界でも終息
が見えない中、国民に対し、政府からの外出等の自粛要請も続いています。
　そんな中、４月 19 日の聖師さまの日に、教主さまから「光明来」「疫
病退散」「無病息災」の心強いお短冊を東光苑にご下附賜りました。
　東京本部での世界平安安全祈願並びに新型コロナウイルス終息祈願の
折にご神前にお供えしたのち、さっそく１階ロビーに掲示。このたびの
大難を小難に乗り越え、一日も早く「光明来」となりますように、一層
のご祈願につとめたく存じます。


