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◎
教
団
方
針

信ま
め

徒ひ
と

よ
速す

み

や
か
に
目め

覚ざ

め
よ
、

そ
れ
は
光ひ

か
り

を
受う

け
、邪じ

ゃ

を
捨す

て
、光ひ

か
り

を
授さ

ず

け
、

正ま
さ

に
生い

き
る
事こ

と

で
あ
る

◎
方
針
の
み
ち
し
る
べ

（
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） み
つ
め
な
お
そ
う
明
主
様
の
心

（
二
） つ
ら
ぬ
き
と
お
そ
う
明
主
様
の
心

（
三
） 

教
団
綱
領
を
尊
び
実
践
す
る

（
四
） 

信
仰
継
承
は
家
族
と
家
庭
円
満
か
ら
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妙
な
点
が
大
い
に
あ
る
の
で
す
。�

（
昭
和
二
十
九
年
一
月
十
五
日
）

〈
お
伺
い
〉

森
羅
万
象
す
べ
て
に
霊
が
あ
り
、
人
間
や
動
物
は
死
後
霊
界
に
行

き
浄
化
を
経
て
ま
た
再
生
す
る
と
の
こ
と
で
す
が
、
植
物
は
枯こ

死し

後

ど
う
な
り
ま
し
ょ
う
か
。

【
神
言
霊
】

人
間
や
動
物
は
精
霊
で
す
が
、
植
物
は
、
石
だ
と
か
土
だ
と
か
い

っ
た
無
機
物
質
と
動
物
と
の
中
間
で
、
要
す
る
に
半
精
霊
な
ん
で
す
。

だ
か
ら
、
植
物
は
枯
れ
れ
ば
そ
れ
で
お
し
ま
い
で
す
よ
。

植
物
で
も
人
間
の
言
葉
が
判
る
ん
で
す
ね
。
私
は
以
前
植
木
屋
か

ら
教
わ
っ
た
ん
で
す
が
、
な
か
な
か
花
の
咲
か
な
い
木
が
あ
る
場
合
、

そ
れ
に
向
っ
て
「
今
年
咲
か
な
い
と
切
っ
て
し
ま
う
ぞ
」
っ
て
言
う

と
咲
く
っ
て
教
え
て
く
れ
た
こ
と
が
あ
る
ん
で
す
よ
。
そ
れ
は
以
前

私
の
家
の
庭
に
ど
う
し
て
も
花
の
咲
か
な
い
木
が
あ
っ
た
ん
で
ね
、

植
木
屋
に
「
ど
う
し
た
も
ん
だ
ろ
う
」
っ
て
聞
い
た
ら
「
言
い
聞
か

し
た
ら
い
い
で
し
ょ
う
」
っ
て
言
う
も
ん
だ
か
ら
、
そ
の
通
り
に
や

っ
て
み
た
ら
、
な
る
ほ
ど
咲
き
ま
し
た
ね
。（
笑
声
）。
こ
れ
な
ん
か

人じ
ん

語ご

を
解
す
る
ん
で
す
ね
。�

（
昭
和
二
十
五
年
四
月
二
十
三
日
）

あ
ら
ゆ
る
物
に
は
や
は
り
動
物
と
同
じ
理
性
と
感
情
と
、
そ
れ
か

ら
芸
術
的
の
思
想
も
あ
る
の
で
す
。た
だ
動
物
以
外
の
物
に
は
自
由
が

な
い
の
で
す
。
草
木
が
こ
う
し
よ
う
あ
あ
し
よ
う
と
し
て
も
、
あ
る

程
度
は
あ
り
ま
す
が
、
動
物
ほ
ど
自
由
が
な
い
の
で
す
。
そ
れ
が
一

番
わ
か
る
こ
と
は
、
私
は
花
が
好
き
で
、
始
終
花
を
活い

け
ま
す
が
、
ち

ょ
っ
と
気
に
入
ら
な
い
点
が
あ
り
ま
し
て
も
、
忙
し
く
て
そ
の
ま
ま

に
し
て
お
く
と
、
明
く
る
日
に
な
る
と
そ
の
格
好
が
悪
か
っ
た
所
が

直
っ
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
は
実
に
微
妙
な
も
の
で
す
。
そ
れ
か
ら

私
は
よ
く
、
木
を
そ
の
周
囲
の
状
況
か
ら
、
植
木
屋
に
逆
に
植
え
さ

せ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
前
に
書
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、

裏
返
し
と
か
横
に
す
る
の
で
す
。
そ
う
で
な
い
と
具
合
が
悪
い
の
で

す
。
そ
う
す
る
と
、
だ
ん
だ
ん
年
限
が
た
つ
に
従
っ
て
、
前
面
が
で

き
て
く
る
の
で
す
。
そ
う
い
う
よ
う
な
具
合
で
、
人
間
が
見
る
と
、
目

に
見
え
る
ほ
う
は
格
好
が
良
く
な
る
の
で
す
。
私
は
始
終
生
き
て
い

る
と
言
い
ま
す
が
、ま
っ
た
く
生
き
て
い
る
の
で
す
。だ
か
ら
そ
う
い

う
よ
う
な
物
を
愛
し
、
優
遇
し
、
尊
ぶ
の
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
そ

う
い
っ
た
物
も
非
常
に
嬉
し
く
な
っ
て
、「
よ
し
ウ
ン
と
見み

端ば

を
良
く

し
て
や
ろ
う
」
と
い
う
感
情
が
起
こ
る
の
で
す
。
そ
れ
は
実
に
た
し
か

な
の
で
す
。
だ
か
ら
し
て
そ
れ
を
作
る
土
も
や
っ
ぱ
り
同
じ
で
す
。
土

に
対
し
て
、
大
い
に
尊
重
し
、
土
を
愛
せ
ば
、
土
も
喜
び
ま
す
か
ら
、

土
が
大
い
に
働
く
わ
け
で
す
。人
間
で
も
、始
終
酷
い
目
に
遭
っ
た
り
、

虐
待
さ
れ
た
り
、ロ
ク
な
扱
い
を
さ
れ
な
か
っ
た
ら
、不
平
で
ロ
ク
な

仕
事
は
し
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、そ
こ
に
微

神
言
霊

―
芸
術
―

如い

何か

な
ら
む　

教お
し
え

と
い
へえ

ど
芸げ
い

術じ
ゅ
つを

外よ
そ

に
天て

ん

国ご
く

造つ
く

り
得う

べ
し
や

芸げ
い

術じ
ゅ
つ

を　

楽た
の

し
む
心

こ
こ
ろ

裕ゆ
た

か
な
る

人ひ
と

こ
そ
天て

ん

国ご
く

に
住じ

ゅ
う

す
れ
ば
な
り

山さ
ん

河か

草そ
う

木も
く　

こ
よ
な
き
眺な

が

め
は
人ひ

と

の
目め

を

楽た
の

し
ま
せ
ま
す
神か

み

の
芸げ

い

術じ
ゅ
つ

昭
和
二
十
八
年
十
月
八
日

渡
辺
義
雄
氏
撮
影

庭
木
の
手
入
れ
を
さ
れ
る
明
主
様
（
右
、
下
と
も
）
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本
日
の
大お

お
み
ま
つ
り

御
祭
典
を
光
守
様
お

出
ま
し
の
も
と
、
皆
様
と
と
も
に

執
り
行
う
事
が
出
来
ま
し
た
事
、

大
光
明
・
明
主
様
に
感
謝
申
し
上

げ
ま
す
。

ま
た
、
地
方
教
会
か
ら
の
ご
参
拝

も
あ
り
、
多
く
の
方
と
と
も
に
祭
典

を
お
迎
え
で
き
た
こ
と
は
、
明
主
様

は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
祖
霊
様
方
も

非
常
に
お
喜
び
の
こ
と
で
は
な
い
か

と
思
い
ま
す
。

さ
て
、
本
日
の
祭
典
は
「
秋
季

大
祭
」
と
し
て
大
光
明
・
明
主
様
へ

の
感
謝
と
祈
り
、
願
い
を
お
捧
げ
す

る
と
と
も
に
、
秋
の
お
彼
岸
の
祖
霊

様
の
御
供
養
を
さ
せ
て
い
た
だ
く

「
秋
の
み
た
ま
ま
つ
り
」
に
加
え
て

敬
老
長
寿
祈
願
、
九
月
感
謝
祭
を
併

せ
て
執
り
行
わ
せ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。

本
日
の
神
歌
で
は
、
本
歌
の
他
に

四
首
の
御
詠
を
賜
り
ま
し
た
。
最
初

の
二
首
は
秋
季
大
祭
に
関
わ
る
御
詠

で
す
。
一
首
目
の
「
日
の
神
」
と
は

主
神
を
表
し
ま
す
。

す
べ
て
は
神
よ
り
与
え
ら
れ
る

も
の
で
あ
り
そ
の
恵
み
に
感
謝
を

捧
げ
る
人
々
が
集
え
ば
集
う
ほ
ど

御
光
は
大
き
く
、
私
達
に
降
り
注
ぎ

ま
す
。
ま
た
、
明
主
様
を
信
じ
て
身

を
ゆ
だ
ね
る
事
が
で
き
れ
ば
幸
福

な
天
国
的
な
生
活
へ
と
導
か
れ
て

い
き
ま
す
。

三
首
目
は
敬
老
長
寿
祈
願
に
関

わ
る
御
詠
で
す
。

私
た
ち
は
生
ま
れ
た
時
か
ら
時

間
の
経
過
と
と
も
に
歳
を
重
ね
て
老

い
て
い
き
ま
す
。
一
つ
の
種
か
ら
芽

が
出
て
、
や
が
て
花
を
咲
か
せ
実
を

結
ぶ
。
歳
を
重
ね
て
い
か
な
け
れ
ば

一
人
の
人
間
と
し
て
実
を
結
ぶ
こ
と

は
で
き
ま
せ
ん
。
さ
ら
に
、
そ
の
過

程
に
お
い
て
神
の
恩
恵
を
う
け
な
が

ら
生
か
さ
れ
て
い
ま
す
。
人
と
し
て

の
務
め
を
果
た
し
て
い
く
こ
と
で
神

様
か
ら
の
恵
み
に
対
す
る
お
礼
、
お

返
し
が
で
き
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
こ
れ
が
感
謝
報
恩
で
す
。

四
首
目
は
、
感
謝
祭
に
関
わ
る
御

詠
で
す
。「
額
づ
く
」
と
は
、
ひ
た

い
を
地
面
や
床
に
つ
け
る
ほ
ど
丁
寧

に
お
辞
儀
や
拝
礼
を
す
る
と
い
う
意

味
で
す
。
大
光
明
・
明
主
様
の
御
前

で
深
々
と
頭
を
下
げ
て
感
謝
と
祈

り
、
願
い
を
捧
げ
る
行
い
は
、
や
は

り
、
神
を
敬
い
す
べ
て
を
ゆ
だ
ね
る

と
い
う
も
の
で
あ
り
、
こ
の
喜
び
と

い
う
も
の
は
、
何
に
も
代
え
が
た
い

宝
物
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

祖
霊
慰
慶
神
歌
は
三
首
賜
り
ま

し
た
。

一
首
目
で
は
神
仏
を
拝
む
こ
と
は

真
理
で
あ
り
、
と
て
も
大
切
な
こ
と

で
あ
る
こ
と
を
教
え
て
お
ら
れ
ま
す
。

二
首
目
で
は
人
の
魂
と
い
う
も

の
は
永
遠
で
あ
り
現
世
と
霊
界
で
の

修
行
や
修
養
を
積
ん
で
成
長
し
、
神

の
理
想
と
す
る
地
上
天
国
を
建
設
す

る
役
割
を
担
い
、
そ
こ
に
住
む
こ
と

の
で
き
る
資
格
を
得
ら
れ
る
の
で
は

な
い
か
と
考
え
ま
す
。

三
首
目
は
身
近
に
亡
く
な
ら
れ

た
方
が
お
り
ま
す
と
寂
し
さ
も
ひ
と

し
お
だ
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
祖

霊
様
も
霊
界
で
修
行
を
積
ま
れ
な
が

ら
も
子
孫
を
見
て
お
ら
れ
る
の
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
。従
い
ま
し
て
、

祖
霊
様
と
の
ふ
れ
あ
い
は
こ
の
よ
う

な
場
で
あ
り
、
日
常
で
あ
れ
ば
お
墓

参
り
や
仏
壇
な
ど
へ
の
参
拝
を
通
し

て
の
行
い
が
大
切
に
な
っ
て
き
ま

す
。祭

典
を
は
じ
め
日
々
の
参
拝
で

賜
る
神
歌
の
意
味
を
か
み
し
め
て

日
々
の
生
活
の
糧
に
し
て
い
た
だ
き

た
い
と
思
い
ま
す
。

会
長
挨
拶（
要
旨
）

多くの参拝者で埋め尽くされた東京本部礼拝堂

献花を受け取る板垣伴美参拝者代表

厳粛かつ懇ろなる祖霊供養の祭典をむかえた
秋の大御祭典の御神前

山田友子教師と窪田信子参拝者代表による玉串奉奠

令
和
六
年
九
月
二
十
二
日
、
秋

の
彼
岸
の
お
中
日
に
あ
た
る
こ
の

日
、
秋
季
大
祭
・
秋
の
み
た
ま
ま

つ
り
併
せ
て
敬
老
長
寿
祈
願
、
九

月
感
謝
祭
が
東
京
本
部
か
ら
の
中

継
配
信
に
よ
り
各
布
教
拠
点
と
も

一
斉
に
執
り
行
わ
れ
た
。

こ
の
日
は
奇
し
く
も
光
守
様

秋
季
大
祭
・
秋
の
み
た
ま
ま
つ
り
執
り
行
わ
れ
る

の
お
出
ま
し
を
賜
り
、
本
部
礼
拝

堂
に
光
守
様
が
定
位
置
に
お
付
き

な
ら
れ
る
と
自
然
と
拍
手
が
沸
き

起
こ
り
信
徒
一
同
お
出
ま
し
の
喜

び
を
か
み
し
め
て
い
る
よ
う
に
感

じ
た
。
祭
典
は
定
刻
を
迎
え
開
幕

と
な
り
、
大
光
明
・
明
主
様
へ
の

感
謝
と
祈
り
、
敬
老
長
寿
祈
願
の

祭
典
と
と
も
に
、
厳
粛
か
つ
懇
ろ

な
る
祖
霊
供
養
の
祭
典
が
滞
り
な

く
執
り
行
わ
れ
た
。
ま
た
、
こ
の

日
は
地
方
教
会
か
ら
も
多
数
の
参

拝
者
が
あ
り
祭
典
を
前
後
し
て
笑

顔
の
絶
え
な
い
信
徒
同
志
の
交
流

が
数
多
く
見
ら
れ
た
。
さ
ら
に
、

祭
典
後
に
は
東
京
教
会
主
催
に
よ

る
納
涼
会
が
催
さ
れ
、
信
徒
の
奉

仕
に
よ
る
手
作
り
料
理
な
ど
を
囲

み
な
が
ら
の
楽
し
く
に
ぎ
や
か
な

懇
親
会
が
行
わ
れ
た
。

会長の挨拶
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感
謝
奉
告

二
〇
一
六
年
の
春
と
秋
に
行

わ
れ
た
、
浜
松
市
主
催
の
遠
州
灘

沿
岸
域
防
潮
堤
に
ク
ロ
マ
ツ
・
広

葉
樹
、
他
の
植
樹
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
活
動
に
教
会
と
し
て
参
加
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
の
後
、

二
〇
二
四
年
の
五
月
十
九
日
の
感

謝
祭
終
了
後
に
、
そ
の
後
の
樹
々

の
成
長
を
十
名
で
見
学
に
行
き
ま

し
た
。
大
き
な
樹
は
三
メ
ー
ト
ル

程
、
小
さ
な
も
の
は
一
メ
ー
ト
ル

に
み
た
な
い
も
の
と
其
々
で
し
た

が
、
元
気
に
育
っ
て
い
て
く
れ

て
、
安
心
い
た
し
ま
し
た
。
こ
の

日
は
小
雨
が
降
っ
て
お
り
ま
し
た

が
海
岸
は
穏
や
か
で
、
サ
ー
フ
ァ

ー
の
皆
さ
ん
が
楽
し
ま
れ
て
い
た

よ
う
で
す
。

令
和
六
年
九
月
二
十
二
日
の

秋
季
大
祭
・
秋
の
み
た
ま
ま
つ
り

の
祭
典
終
了
後
に
「
納
涼
会
」
が

行
わ
れ
ま
し
た
。

今
年
は
ま
だ
暑
さ
が
続
い
て

い
た
事
か
ら
「
納
涼
会
」
の
名
称

で
開
催
す
る
こ
と
と
し
、
東
京
教

会
の
光
導
実
践
委
員
が
中
心
と
な

っ
て
数
か
月
前
か
ら
準
備
が
行
わ

れ
ま
し
た
。
当
日
は
一
階
ロ
ビ
ー

を
会
場
と
し
て
朝
か
ら
机
な
ど
の

セ
ッ
テ
ィ
ン
グ
が
行
わ
れ
、
料
理

は
東
京
教
会
側
と
信
徒
側
と
で
、

準
備
を
す
す
め
、
教
会
で
調
理
し

た
り
自
宅
か
ら
持
ち
寄
っ
た
り
と

品
数
豊
富
で
し
た
が
、
先
ず
は
そ

れ
ら
の
料
理
を
祭
典
に
お
供
え
す

る
御
膳
部
に
少
し
ず
つ
盛
り
付
け

て
祖
霊
様
に
召
し
上
が
っ
て
頂
き

ま
し
た
。

祭
典
終
了
後
、十
二
時
半
よ
り
、

そ
し
て
、
遠
州
灘
に
向
か
い
海

で
の
事
故
、
震
災
被
害
に
遭
わ
れ

た
方
角
、
さ
ら
に
は
南
海
ト
ラ
フ

等
の
地
震
に
よ
る
津
波
が
起
き
ま

せ
ん
よ
う
に
霊
界
御
浄
め
を
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

東
京
教
会
信
徒
の
坂
野
氏
に
よ
る

乾
杯
の
発
声
に
よ
り
納
涼
会
が
始

ま
り
ま
し
た
。
地
方
教
会
か
ら
の

参
拝
者
も
一
部
の
方
が
参
加
さ
れ

る
な
ど
し
て
、
手
作
り
料
理
な
ど

を
囲
み
な
が
ら
、
皆
様
大
い
に
話

に
花
を
咲
か
せ
て
お
り
ま
し
た
。

開
始
か
ら
一
時
間
半
ほ
ど
経

っ
た
午
後
二
時
、
清
水
信
徒
総
代

の
挨
拶
に
続
き
全
員
で
一
本
締
め

を
行
い
納
涼
会
は
終
了
い
た
し
ま

し
た
。

今
回
も
大
勢
の
皆
さ
ん
の
御

奉
仕
の
お
陰
で
、
楽
し
い
催
し
物

と
な
り
ま
し
た
事
、
心
か
ら
感
謝

申
し
上
げ
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。

私
に
は
、
沼
津
に
古
く
か
ら
お

付
き
合
い
さ
せ
て
頂
い
て
い
る

友
人
が
い
ま
す
。
電
話
や
ラ
イ
ン

で
連
絡
を
取
り
合
い
最
近
で
は

二
、
三
年
に
一
度
お
会
い
し
て
い

ま
す
。

一
昨
年
の
五
月
頃
、
電
話
を
か

け
た
際
、「
転
ん
で
腰
を
痛
め
て
動
き

が
思
う
よ
う
に
な
ら
な
い
。」と
の
事
。

私
は
、
朝
五
時
頃
よ
り
想
念
浄
霊

を
十
名
程
の
方
に
お
取
次
ぎ
さ
せ

て
頂
い
て
お
り
ま
す
の
で
、
そ
の

友
人
も
加
え
さ
せ
て
頂
き
ま
し

た
。
こ
の
事
は
本
人
に
は
お
話
し

て
お
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
一
ヵ
月

程
過
ぎ
た
頃
に
ラ
イ
ン
が
入
り
、「
ご

招
待
し
ま
す
か
ら
箱
根
に
、
ご
一

緒
に
旅
行
に
行
き
ま
せ
ん
か
？
」
と

の
お
誘
い
を
受
け
ま
し
た
。「
え
っ
？

う
そ
。」
と
、
い
き
な
り
の
誘
い
に

驚
き
ま
し
た
。
こ
の
御
用
が
神
様
に

通
じ
、
腰
が
だ
い
ぶ
良
く
な
っ
て

き
た
事
と
確
信
し
、
快
く
、
是
非

と
返
信
し
、
令
和
五
年
の
六
月
に

箱
根
へ
一
泊
旅
行
に
行
か
せ
て
頂

き
ま
し
た
。
そ
の
間
、
ご
一
緒
で

し
た
の
で
移
動
中
や
ホ
テ
ル
の
部

屋
の
中
で
は
浄
霊
の
お
取
次
ぎ
を

さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。
す
る
と
、

翌
朝
の
浄
霊
の
お
取
次
ぎ
の
時
に

痰
が
と
め
ど
な
く
、
ひ
っ
き
り
な

し
に
た
く
さ
ん
出
ま
し
た
。
私
は

そ
の
友
人
に
「
体
の
中
の
悪
い
物

が
溶
け
て
痰
と
な
っ
て
出
た
の
で

大
丈
夫
、
心
配
し
な
い
で
ね
」
と

伝
え
ま
し
た
。
腰
の
痛
み
も
和
ら

ぎ
、
大
涌
谷
や
箱
根
美
術
館
な
ど

を
見
学
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。
箱

根
美
術
館
で
は
明
主
様
の
お
部
屋

な
ど
を
見
学
さ
せ
て
頂
き
、
手
を

合
わ
せ
て
御
守
護
の
御
礼
、
世
界

平
和
を
願
い
、
お
参
り
を
さ
せ
て

頂
き
ま
し
た
。
友
人
か
ら
は
神
様

に
お
あ
げ
し
て
と
、“
お
気
持
ち
”

を
お
預
か
り
し
ま
し
た
の
で
感
謝

献
金
と
し
て
教
会
へ
お
捧
げ
さ
せ

て
頂
き
ま
し
た
。
今
年
の
四
月
に

沼
津
へ
行
か
せ
て
い
た
だ
い
た

際
、
友
人
は
杖
を
つ
い
て
お
り
ま

し
た
が
、
元
気
で
し
た
の
で
、
安

心
し
、
う
れ
し
く
な
り
ま
し
た
。

そ
の
後
も
想
念
浄
霊
の
お
取
次

ぎ
を
毎
日
と
は
い
き
ま
せ
ん
が

続
け
さ
せ
て
頂
い
て
お
り
ま
す
。

大
光
明
様
・
明
主
様
御
守
護

を
賜
り
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

し
た
。

光
守
様
、
い
つ
も
温
か
く
お
見

守
り
頂
き
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
す
。

防
潮
堤
植
樹
に
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
参
加

そ
の
後
の
見
学
と
霊
界
お
浄
め
の
報
告

納
涼
会
開
催
さ
れ
る

信
徒
同
士
の
懇
親
を
深
め
、
さ
ら
な
る
教
会
の
充
実
を
目
指
そ
う

ト
ピ
ツ

ク
ス
1

ト
ピ
ツ

ク
ス
2

植樹されて 8年を経た樹々

遠州灘に向かって霊界お浄めをされる信徒の皆さん

手作り料理を囲みながらの
にぎやかな交流が行われました

納涼会　会場の様子

清水信徒総代による挨拶と一本締め

旧
知
の
友
が
転
倒
し
て
腰
を
痛

め
る
。想
念
浄
霊
を
続
け
る
中
、

本
人
か
ら
の
旅
行
の
誘
い
に
驚

き
と
喜
び
。

山
嵜
　
淑
子�

〈
浜
松
教
会
〉

浜
松
教
会
よ
り

東
京
教
会
よ
り
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伊
那
水
田
の
稲
は

八
月
ま
で
に
立
派
に

生
長
し
、
稲
穂
も
無

事
に
出
揃
い
ま
し
た
。

そ
し
て
九
月
に
入
る

と
文
字
通
り
す
っ
か

り
「
頭
を
垂
れ
た
」
稲

と
な
り
収
穫
期
を
迎

え
ま
し
た
。
収
穫
作

業
と
な
る
稲
刈
り
は
、

九
月
二
十
八
日
、二
十
九
日
の
二
日
間
で
行
い
ま
し
た
。

作
業
は
人
手
が
必
要
な
た
め
、
奉
仕
者
を
募
っ
た
と
こ

ろ
東
京
教
会
と
伊
那
教
会
よ
り
八
名
、
そ
の
ほ
か
に
東

京
教
会
信
徒
と
親
交
の
あ
る
二
十
代
～
三
十
代
の
若
手

の
未
信
徒
三
名
の
方
の
参
加
に
よ
り
、
こ
こ
数
年
で
は

最
多
の
十
一
名
と
な
り
ま
し
た
。

一
日
目
の
作
業
は
本
部
自
然
農
法
担
当
者
が
水
田

内
に
稲
を
干
す
ハ
ザ
を
作
る
な
ど
稲
刈
り
に
む
け
た
準

備
を
行
い
ま
し
た
。
二
日
目
の
稲
刈
り
当
日
の
天
気
は

曇
り
で
、
雨
は
降
ら
ず
、
日
差
し
も
少
な
く
涼
し
め
で
、

風
も
あ
っ
た
た
め
、絶
好
の
作
業
日
和
に
な
り
ま
し
た
。

無
事
に
参
加
者
全
員
が
水
田
に
集
ま
っ
た
と
こ
ろ
で
全

体
の
作
業
の
流
れ
を
説
明
し
、
最
初
に
稲
刈
り
機
の
刈

り
残
し
と
旋
回
を
し
や
す
く
す
る
為
に
、
稲
刈
り
用
の

鎌
を
手
に
取
り
、
手
刈
り
体
験
も
兼
ね
て
水
田
四
隅
の

稲
刈
り
を
行
い
ま
し
た
。
そ
の
後
は
、
機
械
で
刈
り
取

っ
た
稲
束
を
拾
い
集
め
、
ハ
ザ
に
掛
け
て
天
日
干
し
を

す
る
作
業
を
行
っ
て
い
き
ま
し
た
。
ハ
ザ
か
け
は
あ
る

程
度
の
技
術
と
体
力
が
必
要
で
す
が
、
未
信
徒
の
若
手

の
皆
さ
ん
は
体
力
が
あ
り
覚
え
る
の
も
早
く
、
し
ば
ら

く
す
る
と
完
璧
に
作
業
を
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
更
に
は

ご
く
自
然
に
信
徒
さ
ん
と
も
打
ち
解
け
て
楽
し
そ
う
に

会
話
を
さ
れ
る
な
ど
、
と
て
も
和
気
あ
い
あ
い
と
し
た

雰
囲
気
の
中
で
作
業
は
順
調
に
進
み
ま
し
た
。
昼
休
憩

の
昼
食
は
現
地
で
み
な
さ
ん
で
頂
き
ま
し
た
が
、
伊
那

教
会
信
徒
の
皆
さ
ん
が
用
意
し
て
く
れ
た
手
作
り
弁
当

や
お
に
ぎ
り
を
食
べ
て
全
員
が「
と
て
も
美
味
し
い
！
」

と
絶
賛
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
心
の
こ
も
っ
た
昼
食
の
お

陰
で
し
っ
か
り
パ
ワ
ー
も
付
き
、
午
後
の
作
業
に
も
励

む
こ
と
が
出
来
、
午

後
三
時
に
は
三
枚
全

て
の
水
田
で
稲
刈

り
、
ハ
ザ
か
け
、
雨

よ
け
の
シ
ー
ト
張
り

ま
で
、
予
定
し
て
い

た
作
業
が
全
て
完
了

し
ま
し
た
。
全
員
で

そ
の
達
成
感
を
分
か

ち
合
い
な
が
ら
集
合

写
真
を
撮
り
、
そ
れ

ぞ
れ
の
帰
路
に
つ
か

れ
ま
し
た
。
こ
の
度

の
稲
刈
り
も
大
変
な

作
業
で
し
た
が
、
皆

さ
ん
か
ら
「
楽
し
か

っ
た
！
」
と
い
う
声

が
聞
か
れ
て
と
て

も
嬉
し
く
思
い
ま

し
た
。

最
後
に
ご
奉
仕
い
た
だ
い
た
皆
さ
ん
に
は
心
よ
り

感
謝
申
し
上
げ
ま
す
と
と
も
に
、「
来
年
も
来
ま
す
！
」

と
言
っ
て
い
た
だ
け
た
、
未
信
徒
の
皆
さ
ん
の
ご
発
展

を
お
祈
り
致
し
ま
す
。

◎
慰
霊
祭�

令
和
六
年
十
二
月
十
日
（
火
）十
時

◎
御
聖
誕
祭�

令
和
六
年
十
二
月
二
十
三
日
（
月
）十
時

◎
感
謝
納
め
の
参
拝�

令
和
六
年
十
二
月
三
十
一
日
（
火
）十
時

◎
哀
悼
慰
霊
祭�
令
和
六
年
十
二
月
三
十
一
日
（
火
）
感
謝
納
め
の
参
拝
に
続
き

※
各
布
教
拠
点
に
お
け
る
祭
典
日
は
所
属
教
会
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

十
二
月
本
部
祭
典
の
ご
案
内

収穫作業を終えて皆さん満面の笑み！ 伊那の自然に囲まれて手作り弁当に舌鼓

刈取った稲をハザにかける様子 鎌による稲刈り作業の様子

岡田茂吉師
の

自然農法
 　教団圃場（伊那水田） 

 　収穫作業報告

私
た
ち
は
、
こ
の
め
で
た
い
『
金
粒
米
』
の
嘉
例

に
な
ら
っ
て
、
明
主
様
の
お
許
し
を
頂
き
、
み
ろ
く
大

黒
天
神
様
に
無
施
肥
無
農
薬
米
を
捧
げ
、
み
ろ
く
大
黒

天
神
様
の
御
徳
、
明
主
様
の
慈
悲
の
御
心
を
光
守
様
が

頂
か
れ
、
そ
し
て
私
た
ち
信
徒
一
人
ひ
と
り
が
そ
の
御

心
を
頂
い
て
い
つ
ま
で
も
福
寿
に
あ
や
か
れ
る
よ
う
に

と
の
祈
り
を
頂
き
、「
火
水
土
の
恵
み
感
謝
祭
」
の
佳

日
に
お
下
げ
渡
し
を

頂
い
て
お
り
ま
す
。

感
謝
と
喜
び
の

裡う
ち
に
、
日
々
を
行
ぎ
ょ
うじ

て
ま
い
り
た
い
と
存

じ
ま
す
。 金

粒
米
に
つ
い
て

【
御
逸
話
】

昭
和
十
年
二
月
一
日
、
教
祖
明
主
様
の
お
弟

子
の
方
が
、
夢
を
見
ま
し
た
。
そ
の
夢
と
い
う

の
は
、
御
三
方
に
白
米
を
盛
っ
て
、
大
黒
天
に

お
供
え
し
た
と
こ
ろ
、
そ
の
白
米
が
全
部
金
色

に
輝
い
て
見
え
ま
し
た
。
あ
ま
り
の
不
思
議
さ

に
、
夢
で
見
た
の
と
同
じ
よ
う
に
大
黒
天
に
お

供
え
し
、
そ
の
白
米
を
明
主
様
に
献
上
な
さ
れ

て
、
夢
の
お
話
を
申
し
上
げ
ま
し
た
。

明
主
様
は
『
そ
れ
は
神
夢
と
い
う
も
の
で

あ
り
、
大
変
め
で
た
い
こ
と
で
あ
る
。』
と
仰

せ
ら
れ
、
そ
の
白
米
を
御
嘉
納
遊
ば
さ
れ
ま

し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
お
徳
を
一
般
信
者
に

も
分
け
よ
う
と
の
あ
り
が
た
い
御
心
で
、
大

黒
天
に
、
新
白
米
を
お
供
え
し
、
そ
の
白
米

を
『
金
粒
米
』
と
お
名
づ
け
に
な
り
、
お
下

げ
を
賜
り
ま
し
た
。


