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【
金
竜
海
土
、
鉱
泉
鉄
釉
（
月
宮
宝
座
松
＋
玉
水
＋
産
井
の
水
＋
玉
の
井
の
水
）】

教主さまお作 　  「 鉱 泉 引 出 黒 」

心こ
こ
ろ

の
み
誠

ま
こ
と

の
道み

ち

に
か
な
ふ
と
も

　
　
　
　
お
こ
な
ひ
せ
ず
ば
神か

み

は
守ま

も

ら
じ

	

祭
務
課
主
任　

神	

宮	

幸	

太	

郎

先
日
、
大
相
撲
で
初
の
優
勝
賜
杯
を
手
に
し
た
新
大
関
・
正
代
関
。
熊
本
県
出
身
力
士
と
し
て
は
初
め
て
と

の
事
。
大
変
盛
り
上
が
り
ま
し
た
。
ま
た
、
毎
回
、
横
綱
や
大
関
の
昇
進
伝
達
式
で
は
、
口
上
の
際
の
四
字
熟

語
が
話
題
に
な
り
ま
す
。「
一
生
懸
命
」「
不
惜
身
命
」「
精
神
一
到
」
な
ど
で
す
。
新
大
関
は
、「
至
誠
一
貫
」

と
述
べ
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
中
国
の
儒
学
者
・
孟
子
の
「
至
誠
に
し
て
動
か
ざ
る
者
い
ま
だ
こ
れ
あ
ら
ざ
る
な

り
」
が
起
源
。
誠
意
を
尽
く
せ
ば
必
ず
人
は
動
か
さ
れ
る
と
の
意
。
か
の
有
名
な
吉
田
松
陰
の
座
右
の
銘
と
し

て
も
広
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
最
後
ま
で
誠
を
貫
く
と
い
う
教
え
で
、
現
在
も
学
校
や
企
業
で
よ
く
採
用
さ
れ

て
い
ま
す
。
な
じ
み
の
あ
る
方
は
時
代
劇
「
遠
山
の
金
さ
ん
」
で
も
、
お
白
洲
に
「
至
誠
一
貫
」
と
書
か
れ
た

額
が
掲
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

誠
と
言
え
ば
、私
た
ち
大
本
信
徒
の
身
近
な
と
こ
ろ
で
は
、『
お
ほ
も
と
し
ん
ゆ
』(

第
４
巻)

に「
こ
の
世
に
は
、

誠
ほ
ど
強
い
者
が
無
い
か
ら
、
誠
の
心
に
持
ち
か
え
て
…
」
な
ど
、
歴
代
教
主
・
教
主
補
さ
ま
の
ご
神
書
に
沢

山
お
示
し
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
教
主
さ
ま
の
ご
あ
い
さ
つ
の
中
に
も
「
神
さ
ま
に
お
使
い
い
た
だ
け
る
誠
の

人
と
な
ら
せ
て
い
た
だ
く
…
」(

平
成
14
年
新
年)

「
し
っ
か
り
と
身
魂
を
研
い
て
、
今
後
と
も
皆
さ
ま
と
と
も

に
誠
を
尽
く
し
て
ま
い
り
た
い
と
存
じ
ま
す
」(

平
成
28
年
11
月
６
日)

な
ど
、
一
貫
し
て
誠
の
重
要
性
を
ご

教
導
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

私
も
梅
松
塾
生
の
頃
、
当
時
塾
長
だ
っ
た
知
野
茂
樹
先
生
か
ら
「
物
事
は
最
後
ま
で
誠
意
を
も
っ
て
や
り
な

さ
い
」「
一
旦
決
め
た
こ
と
は
最
後
ま
で
貫
き
な
さ
い
」
と
、
20
年
以
上
経
っ
た
今
で
も
ご
指
導
い
た
だ
い
た

こ
と
が
忘
れ
ら
れ
ま
せ
ん
。

現
在
、
大
変
困
難
な
世
の
中
で
す
が
、
少
し
で
も
明
る
い
未
来(

み
ろ
く
の
世)

が
来
る
こ
と
を
信
じ
て
、

大
本
の
精
神
「
誠
」
の
人
に
な
ら
せ
て
い
た
だ
け
る
よ
う
、
今
で
き
る
こ
と
を
、
精
い
っ
ぱ
い
邁
進
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
し
ょ
う
。

至
誠
一
貫
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〜21世紀・生きがい講座〜 祈りとともにある生活
〜本当の幸福とは〜

中
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
宗
教
宗
派
が
あ
り
ま
す
。

　

大
本
で
は
「
神
、も
と
は
一
株
で
あ
る
」(

『
大

本
神
諭
』)

と
し
て
、万
教
同
根
、す
べ
て
同
じ
神

さ
ま
に
根
ざ
し
て
い
る
と
教
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

祈
り
と
は
、我
々
人
類
の
根
源
で
あ
る
神
さ
ま
と

つ
な
が
る
た
め
の
も
の
で
あ
り
、人
と
し
て
正
し

く
生
き
る
よ
り
ど
こ
ろ
と
な
る
世
界
共
通
の
行

為
で
す
。

　

祈
り
に
つ
い
て
王
仁
三
郎
聖
師
は
、

　
天
地
を 

祈
る
こ
こ
ろ
は 

人
草
の

道
に
か
な
ひ
し 

ま
こ
と
な
る
べ
し
　

　
む
ら
き
も
の 

心
き
よ
め
て 

大
前
に

祈
る
ま
こ
と
を 

神
は
受
け
な
む
　

　

こ
の
よ
う
に
説
い
て
い
ま
す
。祈
る
こ
と
は
人

の
道
で
あ
る
。そ
し
て
心
か
ら
の
誠
心
で
祈
る
な

ら
ば
、神
さ
ま
は
お
受
け
く
だ
さ
る
と
。

　
言
霊
と
祈
り

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
が
世
界

中
で
巻
き
起
こ
っ
た
当
時
、未
知
の
ウ
イ
ル
ス
と

戦
う
医
療
従
事
者
に
対
し
、世
界
各
地
で
拍
手
に

よ
る
エ
ー
ル
が
贈
ら
れ
ま
し
た
。こ
の
拍
手
の

エ
ー
ル
に
は
感
謝
や
喜
び
、信
頼
、そ
し
て
健
康

へ
の
気
遣
い
が
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。ま
さ
し
く

す
べ
て
が
祈
り
の
行
為
で
す
。

　

日
常
生
活
の
中
で
も
「
が
ん
ば
っ
て
ね
」「
気

を
つ
け
て
ね
」「
元
気
で
ね
」と
声
を
か
け
た
り
、

手
紙
の
末
尾
に
「
ご
多
幸
を
お
祈
り
し
ま
す
」

な
ど
と
書
き
添
え
た
り
し
ま
す
。「
行
っ
て
ら
っ

し
ゃ
い
」に
は「
無
事
に
帰
っ
て
き
ま
す
よ
う
に
」

と
い
う
願
い
を
込
め
た
祈
り
が
、「
い
た
だ
き
ま

す
」に
は
生
命
を
捧
げ
て
く
れ
た
食
物
へ
の
感
謝

の
祈
り
、火
や
水
、大
地
へ
の
、生
命
を
育
ん
で
く

れ
た
恩
恵
に
対
す
る
感
謝
の
祈
り
が
込
め
ら
れ

て
い
ま
す
。「
お
か
げ
さ
ま
で
」と
い
う
日
本
特
有

信仰があるないにかかわらず、年に一度は何らかの形で幸せを祈らない人は
いないと思います。祈りとは人間に与えられた最も尊い行為であり、大いな
る命と一体になろうとする願いでもありましょう。祈りとともにある生活と
は、本当の幸福とは、どのようなものでしょうか。

　
な
ぜ
、祈
る
の
か

　

私
た
ち
は
〝
祈
る
〟と
い
う
尊
い
行
為
を
、誰

に
教
わ
る
で
も
な
く
知
っ
て
い
ま
す
。困
難
な
出

来
事
に
直
面
し
て
も
、な
ん
と
か
前
向
き
に
捉

え
、よ
り
良
い
方
向
へ
と
進
も
う
と
し
ま
す
。ま

た
、神
仏
を
信
仰
し
て
い
る
人
は
、そ
の
対
象
に

す
が
っ
て
、明
る
く
前
を
向
こ
う
と
努
力
し
ま

す
。

　

毎
日
、一
日
一
日
を
大
切
に
し
て
、心
豊
か
に
、

生
き
生
き
と
生
活
し
た
い
も
の
で
す
。そ
の
よ
り

ど
こ
ろ
と
な
る
も
の
と
し
て
、心
の
中
に
自
然
と

息
づ
い
て
い
る
思
い
、行
為
が
〝
祈
り
〟で
あ
る

と
思
い
ま
す
。

　

昔
か
ら
森
羅
万
象
、大
自
然
の
す
べ
て
の
物
に

神
さ
ま
が
宿
っ
て
い
る
と
伝
承
さ
れ
、畏
敬
の
念

を
持
っ
て
受
け
継
が
れ
て
い
ま
す
。祈
り
の
場
が

寺
院
で
も
神
社
で
あ
っ
て
も
、尊
い
存
在
に
手
を

合
わ
せ
、そ
の
空
間
で
祈
り
ま
す
。真し
ん

摯し

な
気
持

ち
を
祈
り
に
込
め
る
こ
と
を
大
切
に
し
、目
に
見

え
な
い
尊
い
存
在
に
届
け
る
、こ
の
こ
と
は
無
意

識
の
共
通
認
識
だ
と
思
い
ま
す
。

　

冠
婚
葬
祭
の
儀
礼
は
、生
活
に
息
づ
い
て
い
ま

す
。七
五
三
な
ど
の
節
目
を
祝
う
「
冠
」で
は
、神

社
な
ど
で
祝
詞
を
奏
上
し
て
も
ら
い
、健
や
か
な

成
長
を
祈
願
し
ま
す
。婚
儀
の
形
も
多
様
化
し
て

い
ま
す
。最
近
の
統
計
で
は
、日
本
国
内
で
、教
会

で
結
婚
式
を
挙
げ
た
ご
夫
婦
が
70
％
前
後
、神
社

で
15
％
前
後
、人
前
結
婚
式
も
15
％
前
後
あ
る
そ

う
で
す
。

　

葬
儀
は
、全
国
平
均
で
仏
式
が
90
％
以
上
と
い

わ
れ
ま
す
が
、そ
れ
で
も
キ
リ
ス
ト
教
式
や
神
式

で
の
葬
儀
も
続
け
ら
れ
て
い
ま
す
。ご
先
祖
さ
ま

に
対
す
る
節
目
の
年
の
慰
霊
祭
や
お
盆
の
お
墓

参
り
、戦
争
や
災
害
で
亡
く
な
っ
た
御み
た
ま霊
に
対
す

る
慰
霊
祭
な
ど
は
冠
婚
葬
祭
の
「
祭
」に
あ
た
り

ま
す
。故
人
の
霊
に
対
し
て
の
追
善
供
養
で
す
。

　

冠
婚
葬
祭
の
風
習
の
よ
う
に
、祈
り
と
は
、宗

教
宗
派
に
因
ら
ず
、生
活
の
一
部
で
あ
り
、常
に

身
近
に
あ
っ
て
、私
た
ち
の
ご
く
自
然
の
心
情
か

ら
く
る
習
慣
で
す
。

〝
祈
る
〟と
は

そ
も
そ
も
、「
祈
る
」と
は
何
で
し
ょ
う
？

  

『
広
辞
苑
』に
は
、「
言
葉
に
出
し
て
、神
仏
か
ら

幸
い
を
授
け
ら
れ
る
よ
う
願
う
こ
と
」と
記
さ
れ

て
い
ま
す
。初
詣
で
な
ど
で
「
今
年
も
よ
い
年
に

な
り
ま
す
よ
う
に
」と
お
願
い
す
る
の
は
、ま
さ

に
神
さ
ま
に
請
い
願
う
〝
祈
り
〟の
姿
で
す
。

　

古
の
昔
よ
り
言こ
と
た
ま霊
に
は
神
さ
ま
が
宿
る
と
い

わ
れ
ま
す
よ
う
に
、良
い
言
霊
で
、前
向
き
な
祈

り
を
捧
げ
る
こ
と
が
第
一
で
す
。

　

大
本
は
神
道
で
す
の
で
、ほ
と
ん
ど
の
祭
り
ご

と
で
、天
津
祝
詞
と
い
う
禊
祓
の
祝
詞
が
神
さ
ま

に
奏
上
さ
れ
ま
す
。大
本
の
教
祖
、出
口
王
仁
三

郎
聖
師
は
「
祝
詞
の
こ
と
ば
が
真
の
善
言
美
詞

で
あ
る
」ま
た
、「
神
の
前
の
み
で
な
く
、人
の
前

で
も
同
様
に
善
言
美
詞
を
用
い
ね
ば
な
ら
ぬ
」と

示
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

神
さ
ま
に
対
し
て
も
、周
囲
の
人
に
対
し
て

も
、同
じ
よ
う
に
良
い
言
霊
、良
い
想
念
で
、周
囲

を
信
じ
、社
会
全
体
の
向
上
を
念
じ
る
こ
と
が
、

正
し
い
祈
り
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

 「
神
、も
と
は
一
株
」

　

人
類
は
数
千
年
間
、人
知
を
超
え
た
存
在
に
対

し
て
、畏
敬
の
念
を
込
め
、祈
り
と
と
も
に
生
活

し
、文
明･

文
化
が
発
展
し
て
き
ま
し
た
。世
界

中
で
、祈
り
を
伴
わ
な
い
民
族
は
、存
在
し
な
い

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

日
本
は
古
来
か
ら
、八や
ほ
よ
ろ
ず

百
万
の
神
々
と
祖
先
崇

拝
を
尊
ぶ
、神
道
の
国
家
で
あ
り
ま
す
が
、世
界
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〜21世紀・生きがい講座〜

掲
載
文
は
、
令
和
２
年
５
月
20
日
に
大
本
東
京
本
部
か
ら
配
信

し
た
「
21
世
紀
・
生
き
が
い
講
座
」
講
演
録
の
要
旨
で
す
。

の
言
葉
に
も
、そ
の
根
底
に
あ
る
の
は
、目
の
前

の
相
手
へ
の
直
接
の
感
謝
と
い
う
よ
り
、自
分
を

生
か
し
て
く
だ
さ
る
神
仏
・
造
物
主
へ
の
感
謝

の
祈
り
か
ら
発
す
る
も
の
と
い
え
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。

　

ご
神
前
で
手
を
合
わ
せ
、祈
願
す
る
こ
と
だ
け

が
祈
り
で
は
な
く
、良
い
想
念
で
良
い
言
霊
を
発

す
る
こ
と
も
、す
べ
て
祈
り
な
の
で
す
。

　

古
く
か
ら
、日
本
で
は
、言
霊
に
よ
っ
て
幸
せ

が
も
た
ら
さ
れ
る
と
伝
承
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

山
上
憶
良
は
、日
本
は
「
言
霊
の
幸
は
う
国
」

と
述
べ
て
い
ま
す
。万
葉
の
昔
か
ら
言
葉
は
事
の

葉
、発
す
る
事
々
の
端
々
に
何
ら
か
の
意
味
が
あ

り
、良
い
言
霊
に
は
力
が
あ
る
と
信
じ
ら
れ
て
き

ま
し
た
。

　
「
言
霊
の
幸
は
う
国
」に
つ
い
て
、王
仁
三
郎
聖

師
は
、『
霊
界
物
語
』第
４
巻
の
総
説
で
、日
本
は

「
言
霊
の
幸
は
ふ
国
、言
霊
の
生
け
る
国
、言
霊
の

助
く
る
国
、言
霊
の
清
き
国
、言
霊
の
天
照
国
」

と
、説
い
て
い
ま
す
。

　

言
霊
や
、言
霊
学
に
つ
い
て
は
、た
く
さ
ん
の

ご
教
示
が
あ
り
ま
す
。常
に
善
言
美
詞
、良
い
言

霊
、美
し
い
言
の
葉
を
発
す
る
、魂
の
美
し
い
大や

和ま
と

心
、こ
れ
が
日
本
人
の
本
来
の
姿
で
あ
り
、裏

表
の
な
い
言
霊
で
心
を
通
わ
せ
る
こ
と
が
、日
本

人
の
生
命
で
あ
る
こ
と
を
総
じ
て
示
さ
れ
て
い

ま
す
。

　
祈
り
は
通
じ
る
も
の

　

祈
り
と
は
、決
し
て
難
し
い
こ
と
で
は
な
く
、

真
剣
に
神
さ
ま
に
念
ず
れ
ば
、ど
な
た
に
で
も
で

き
る
こ
と
で
す
。

　

例
え
ば
人
間
同
士
で
も
、相
手
に
真
剣
に
向
き

合
え
ば
、通
じ
る
も
の
で
あ
り
ま
す
し
、す
べ
て

を
話
さ
ず
と
も
、あ
る
程
度
の
こ
と
は
察
し
て
も

ら
え
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。ま
し
て
や
創
造
主
で

　
ひ
た
す
ら
に 

祈
り
に
祈
り 

ひ
た
す
ら
に

歩
み
に
歩
ま
ば 

い
つ
か
い
た
ら
む
　

　

と
も
、示
さ
れ
て
い
ま
す
。 

素
直
に
、前
向
き

に
、真
剣
に
祈
る
こ
と
で
、光
が
射
し
、兆
し
が
み

え
て
く
る
も
の
で
す
。常
に
朗
ら
か
な
人
の
と
こ

ろ
に
は
、明
る
く
前
向
き
な
雰
囲
気
の
世
界
が
広

が
り
ま
す
。自
分
の
心
の
中
を
天
国
的
、楽
天
的

に
し
、清
々
し
く
過
す
こ
と
は
、自
分
だ
け
で
な

く
、周
囲
の
方
の
幸
せ
に
も
つ
な
が
る
の
で
す
。

　
真
心
を 

こ
め
し
祈の
り
ご
と言 

み
じ
か
く
も

恵
み
の
神
は 

聞
こ
し
め
す
ら
む
　

　

王
仁
三
郎
聖
師
の
お
歌
で
す
。祈
り
は
人
の
心

を
強
く
し
、広
大
な
活
力
を
生
み
出
し
ま
す
。ま

た
、ご
神
前
な
ど
の
祈
り
の
場
で
、気
持
ち
を
集

中
し
、心
ゆ
く
ま
で
祈
り
続
け
る
と
、不
思
議
と

活
力
が
湧
い
て
き
て
、明
る
い
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
充

電
さ
れ
ま
す
。

　

真
摯
な
祈
り
が
神
さ
ま
の
み
心
に
沿
う
時
に

は
、ご
神
助
を
得
て
、物
事
が
〝
箱
指
し
た
よ
う

に
〟す
ら
す
ら
と
進
む
も
の
だ
と
言
わ
れ
ま
す
。

　
さ
り
な
が
ら 

祈
り
に
ま
さ
る 

宝
な
し

夢
な
ま
よ
ひ
そ 

祈
り
の
道
を
　

　

祈
り
は
人
の
心
を
強
く
し
ま
す
。祈
り
と
は
、

心
の
中
に
、少
し
ず
つ
、天
国
を
築
き
上
げ
て
ゆ

く
も
の
だ
と
も
教
え
ら
れ
て
い
ま
す
。恩
み
た
ま
の
ふ
ゆ
頼
、魂

の
向
上
、徳
と
い
う
大
き
な
宝
物
、魂
へ
の
栄
養

や
恩
恵
、潤
い
を
頂
く
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
時
期
だ
か
ら
こ
そ
、真
剣
に
神
さ

ま
と
向
き
合
い
、こ
れ
ま
で
当
た
り
前
だ
っ
た
日

常
生
活
に
感
謝
し
、感
染
症
の
終
息
や
、社
会
活

動
の
復
興
、そ
し
て
周
囲
の
方
々
の
幸
せ
を
願
う

こ
と
が
、大
切
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

柿
か き ざ き

崎 哲
て つ

男
お

東京宣教センター愛善宣教課長

あ
る
神
さ
ま
の
ご
存
在
を
信
じ
て
真
剣
に
念
ず

る
の
で
あ
れ
ば
、思
い
は
通
じ
な
い
は
ず
が
あ
り

ま
せ
ん
。そ
の
願
い
、思
い
、祈
り
が
、魂
た
ま
し
いの
親
で

あ
る
神
さ
ま
に
対
し
て
、正
し
い
祈
り
と
し
て

念
じ
て
い
た
な
ら
ば
、必
ず
や
通
じ
る
と
思
い
ま

す
。

　

子
を
思
う
親
の
心
と
同
じ
く
、そ
の
願
い
が
欲

の
な
い
、正
し
い
祈
り
な
ら
ば
、必
ず
や
聞
き
届

け
て
く
だ
さ
る
と
、私
は
信
じ
ま
す
。

　
心
を
も 

身
を
も
ま
か
せ
て 

祈
り
な
ば

神
は
ま
こ
と
の 

力
た
ま
は
む　

　

こ
の
お
歌
の
よ
う
に
、王
仁
三
郎
聖
師
は
、身

も
心
も
す
べ
て
神
心
に
お
任
せ
す
る
祈
り
な
ら

ば
、神
さ
ま
は
お
力
添
え
を
し
て
く
だ
さ
る
と
示

さ
れ
ま
す
。

　

自
分
だ
け
が
良
い
と
い
う
我
よ
し
の
心
を
捨

て
て
、神
さ
ま
に
誠
の
心
を
も
っ
て
真
剣
に
祈
る

な
ら
ば
、必
ず
や
光
が
差
し
て
き
ま
す
。こ
の
こ

と
に
確
信
を
持
ち
、迷
い
な
く
、人
と
し
て
最
善

の
力
を
尽
く
し
た
う
え
で
、ひ
た
す
ら
祈
る
、願

う
こ
と
が
大
切
で
す
。

　

創
造
主
で
あ
り
、宇
宙
一
切
を
左
右
さ
れ
る
根

本
の
神
さ
ま
に
頼
ら
ず
し
て
、ほ
か
に
頼
る
べ
き

も
の
が
あ
ろ
う
か
と
、迷
わ
ず
に
進
む
べ
き
も
の

だ
と
思
い
ま
す
。

　
本
当
の
幸
福
と
は

　

日
常
の
中
に
祈
り
が
あ
ふ
れ
て
い
ま
す
。言
霊

に
は
力
が
あ
り
ま
す
。

　
祈
れ
ば
光
が
射
し
て
く
る

　
今
ま
で
見
え
な
か
っ
た
道
が

　
見
え
出
し
て
く
る

　

大
本
三
代
教
主
補
・
出
口
日
出
麿
先
生
の
お

示
し
で
す
。ま
た
、日
出
麿
先
生
は
、
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第
２
１
０
回
21
世
紀
・
生
き
が
い
講
座
は

９
月
16
日
午
後
７
時
か
ら
、
大
本
東
京
本
部

Y
ouT
ube

チ
ャ
ン
ネ
ル
に
て
配
信
さ
れ
、
米
川

清
水
・
元
Ｎ
Ｔ
Ｔ
フ
ァ
シ
リ
テ
ィ
ー
ズ
常
務
取
締

役
が
「
大
本
の
伝
統
建
築
に
学
ぶ
日
本
の
心
」
～

研
ぎ
澄
ま
さ
れ
た
形
と
精
神
～
と
題
し
て
講
話

し
た
＝
写
真
下
。

　

米
川
講
師
は
建
築
の
専
門
家
の
立
場
か
ら
、
宗

教
、
芸
術
、
建
築
を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
、
そ
の
関

連
性
に
つ
い
て
歴
代
教
主
さ
ま
の
お
示
し
を
引

用
し
な
が
ら
紹
介
。
特
に
聖
師
さ
ま
の
〝
芸
術
は

宗
教
の
母
〟
と
の
お
言
葉
に
関
し
、「
神
が
創
造

さ
れ
た
神
羅
万
象
の
美
の
根
源
に
近
づ
く
た
め

に
は
、
自
ら
が
お
茶
、
短
歌
、
絵
な
ど
芸
術
を
実

践
す
る
こ
と
を
通
し
た
、
た
ゆ
ま
な
い
身
魂
磨
き

が
欠
か
せ
な
い
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
が
宗
教
の
歓

び
で
も
あ
る
」
と
述
べ
た
。

　

ま
た
、日
本
の
建
築
と
庭
は
長
い
歴
史
の
中
で
、

豊
か
な
風
土
、日
本
人
の
美
意
識
、精
神
性
に
よ
っ

　

10
月
東
光
苑
月
次
祭
は
、
10
月
11
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
74
人
が
参
拝
し
た
＝
写
真
左
。

　

当
日
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
感

染
拡
大
防
止
の
た
め
、
大
本
総
代
、
関
東
教
区

主
会
長
を
は
じ
め
、
各
分
所
・
支
部
か
ら
代
表

参
拝
を
お
願
い
し
て
の
祭
典
と
な
っ
た
。
ま
た

同
時
に
自
宅
か
ら
の
参
拝
を
推
進
す
る
た
め
、

祭
典
の
模
様
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
配
信

さ
れ
、
映
像
を
通
し
て
遠
隔
地
か
ら
も
遥
拝
さ

れ
た
。

　

祭
員
は
本
部
職
員
が
、
ま
た
『
大
本
神
諭
』

拝
読
は
菊
池
ま
ゆ
み
総
務
管
理
課
主
任
が
担
当
。

１
階
ロ
ビ
ー
で
は
、
マ
イ
箸
推
進
の
た
め
、
箸

袋
の
直
心
会
バ
ザ
ー
が
催
さ
れ
、
色
と
り
ど
り

の
箸
袋
を
手
に
取
る
参
拝
者
で
に
ぎ
わ
っ
た
。

　

祭
典
後
、
関
東
教
区
か
ら
選
出
さ
れ
た
大
本

21
世
紀
・
生
き
が
い
講
座

東

光

苑

月

次

祭

  

12
月 

東
光
苑
祭
典
・
行
事
予
定

13
日
（
日
）
午
前
10
時
30
分
〜

　
　

東
光
苑
月
次
祭
・
市
杵
島
姫
命
例
祭

16
日
（
水
） 

午
前
10
時
30
分
〜

　
　

開
祖
聖
誕
祭
（
１
８
５
年
）

16
日
（
水
） 

午
後
７
時
〜
　

　
　

21
世
紀
・
生
き
が
い
講
座

　
　

（
東
京
本
部Y

o
u
T
u
b
e

チ
ャ
ン
ネ
ル
で
配
信
）

　
　

講
題

ア
ス
リ
ー
ト
た
ち
に
学
ぶ

	　
　
　
　

目
標
へ
の
プ
ロ
セ
ス

　
　

講
師

具
志
堅
幸
司

　
　
　
　

	

（
日
本
体
育
大
学
学
長
・
ロ
ス
五
輪
金
メ
ダ
リ
ス
ト
）

19
日
（
土
）・ 

20
日
（
日
） 

午
前
９
時
30
分
〜

　
　

東
光
苑
大
道
場
修
行
（
臨
時
開
催
）

25
日
（
金
） 

午
前
10
時
30
分
〜

　
　

出
口
日
出
麿
尊
師
毎
年
祭
（
29
年
）

※
行
事
の
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
。

総
代
の
紹
介
が
行
わ
れ
た
。
本
年
９
月
１
日
に

21
期
大
本
総
代
の
役
員
が
任
命
さ
れ
、
関
東
教

区
推
薦
総
代
と
し
て
飯
田
俊
明
氏
が
、
ま
た
、

総
局
推
薦
総
代
と
し
て
福
島
主
会
長
の
嶋
貫
光

喜
氏
、
群
馬
主
会
長
の
朝
倉
暢
子
氏
が
そ
れ
ぞ

れ
選
任
さ
れ
た
。
引
き
続
い
て
、
飯
田
総
代
、

朝
倉
総
代
が
、
そ
れ
ぞ
れ
就
任
あ
い
さ
つ
を

行
っ
た
。

　

引
き
続
き
、
橋
本
伸
作
東
京
宣
教
セ
ン
タ
ー

長
が
あ
い
さ
つ
に
立
ち
、
今
世
紀
中
に
到
来
す

る
と
示
さ
れ
た
〝
み
ろ
く
の
世
〟
の
あ
り
方
に

つ
い
て
触
れ
、「
教
主
さ
ま
の
お
示
し
の
通
り
、

今
は
み
ろ
く
の
世
へ
の
実
践
の
時
代
に
入
っ
て

お
り
、
善
と
悪
と
の
分
水
嶺
の
真
っ
只
中
に
あ

り
ま
す
。
わ
れ
よ
し
の
心
を
改
め
、
お
互
い
に

認
め
合
い
助
け
合
い
、
笑
顔
で
喜
ぶ
未
来
に
向

か
っ
て
、
元
気
を
出
し
て
進
ま
せ
て
い
た
だ
き

た
い
と
存
じ
ま
す
」
と
述
べ
た
。
続
い
て
、
本

年
７
月
20
日
付
の
人
事
発
令
で
愛
善
宣
教
課
主

幹
兼
駐
在
宣
伝
使
と
し
て
着
任
し
た
西
山
桂
一

郎
氏
が
あ
い
さ
つ
し
た
。

て
培
わ
れ
た
、
自
然
と
一
体
化
し
研
ぎ
澄
ま
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
と
説
明
。「〝
神
が
大
自
然
を
お
創

り
に
な
り
、
自
然
は
神
そ
の
も
の
の
お
姿
〟
で
あ

る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
わ
が
国
の
伝
統
建
築
は
、

ま
さ
に
神
と
同
化
し
た
美
そ
の
も
の
と
言
え
る
。

そ
し
て
、
隅
々
ま
で

日
本
古
来
の
伝
統
建

築
の
粋
を
も
っ
て
造

営
さ
れ
た
大
本
の
長

生
殿
、
緑
寿
館
そ
し

て
神
苑
は
、
ま
さ
に

そ
の
神
と
共
に
生
き

る
至
高
の
姿
を
、
私

た
ち
に
お
示
し
い
た

だ
い
て
い
る
も
の
で

あ
る
」
と
語
っ
た
。

　東京本部・東光苑のご神前で、健やかな成長の
感謝と今後の無病息災を、ご祈願されませんか。
　七五三詣りは、３歳、５歳、７歳を迎えるお子
様が、11 月 15 日前後に、祝詞奏上によるご祈願
とお祓いを受ける行事です。節目の年を迎えられ
たお子様、お孫様に、七五三詣りをおすすめいた
します。
　七五三詣りの祭典は、11 月 8 日（日）の東光苑
秋季大祭に合わせて行われます。また、個人での
ご参拝も、曜日を問わず受け付けております。別
室での着付け、記念撮影も可能です。
　詳しくは、下記、東京宣教センター祭務課へお
問い合わせください。

　大本東京宣教センター：Tel 03-3821-3701（代表）

　祭典内容：七五三詣祝詞奏上、玉串捧奠、等
　ご下付品：千歳飴、お菓子
　御玉串料：５，０００円以上

東光苑・七五三詣り
〜お子様、お孫様の成長に感謝を込めて〜


