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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

（
一
） 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

す
。
だ
か
ら
、
前
頭
部
の
冷
た
い
人
は
大
丈
夫
で
す
が
、
ま

あ
冷
た
い
人
は
ほ
と
ん
ど
な
い
で
す
ね
。

　

前
頭
部
の
冷
た
い
人
ば
か
り
に
な
れ
ば
、
戦
争
な
ん
か
な

く
な
っ
て
平
和
に
な
り
ま
す
よ
。
独
裁
者
の
煽せ

ん

動ど
う

な
ん
か
に

も
、
お
い
そ
れ
と
は
乗
ら
な
く
な
り
ま
す
か
ら
ね
。

●

〈
お
伺
い
〉

　

想
念
の
問
題
で
す
が
、
お
ひ
か
り
を
頂
け
ば
、
皆
一
様
に

効
果
が
同
じ
だ
と
い
う
考
え
を
持
っ
て
い
る
信
者
が
多
い
の

で
す
が
。

【
神
言
霊
】

　

と
こ
ろ
が
想
念
の
問
題
は
こ
う
だ
と
思
う
と
窮

き
ゅ
う

屈く
つ

に
な
る

の
で
す
。
だ
か
ら
そ
れ
は
自
分
み
ず
か
ら
わ
く
気
持
ち
で
よ

い
の
で
す
。
だ
か
ら
そ
の
人
が
た
い
し
て
思
っ
て
な
い
、
あ

る
い
は
あ
り
が
た
く
て
あ
り
が
た
く
て
し
ょ
う
が
な
い
と
い

う
、
そ
れ
で
よ
い
の
で
す
。
感
謝
で
す
。

●

〈
お
伺
い
〉

　

お
ひ
か
り
を
頂
く
事
に
よ
っ
て
想
念
が
浄
め
ら
れ
て
ゆ
く

と
い
う
事
は
。

【
神
言
霊
】

　

お
ひ
か
り
を
頂
け
ば
想
念
が
浄
ま
る
こ
と
も
事
実
で
あ

り
、
ま
た
想
念
の
い
か
ん
に
よ
っ
て
ま
す
ま
す
お
陰
を
こ
う

む
る
こ
と
も
事
実
で
、
一
方
的
に
は
決
め
ら
れ
な
い
も
の
で

す
。

〈
お
伺
い
〉

　

子
供
の
不
良
性
は
治
り
ま
す
で
し
ょ
う
か
。

【
神
言
霊
】

　

治
り
ま
す
よ
。
子
供
が
不
良
だ
っ
て
い
う
の
は
、
や
っ
ぱ

り
親
に
罪
が
あ
る
ん
で
す
よ
。
子
供
が
不
良
だ
と
い
ろ
い
ろ

と
心
配
す
る
で
し
ょ
。
そ
の
苦
痛
が
浄
化
作
用
な
ん
で
す

よ
。
す
べ
て
苦
痛
と
い
う
も
の
は
罪
穢
れ
の
浄
化
な
ん
で
す

か
ら
。
と
こ
ろ
が
、
徳
を
積
む
と
そ
れ
に
よ
っ
て
苦
痛
を
受

け
る
べ
き
条
件
が
減
っ
て
く
る
ん
で
す
。
だ
か
ら
親
が
信
仰

を
深
く
し
て
、
一
生
懸
命
に
人
を
助
け
て
徳
を
積
め
ば
、
そ

れ
に
よ
っ
て
子
供
の
不
良
も
よ
く
な
る
ん
で
す
。

　

ま
た
、
も
う
一
つ
別
の
方
面
か
ら
見
る
と
、
前
頭
部
に
熱

が
あ
る
ん
で
す
。
反
対
に
後
頭
部
は
感
情
で
す
が
ね
。
前
頭

部
が
冷
た
け
れ
ば
、
理
性
が
充
分
に
活
動
し
て
や
た
ら
な
感

情
の
衝
動
を
抑
え
ま
す
か
ら
ね
。
浄
霊
し
て
前
頭
部
が
冷
た

く
な
れ
ば
不
良
も
治
り
ま
す
よ
。

　

私
は
戦
争
や
闘
争
の
元
は
不
快
感
が
原
因
だ
っ
て
言
う
ん

で
す
。
人
間
は
爽
快
な
気
持
ち
に
な
る
と
争
え
な
く
な
る
も

ん
で
す
よ
。
怒
る
っ
て
の
は
感
情
で
あ
り
、
こ
れ
を
抑
え
る

の
が
理
性
の
力
な
ん
で
す
。
欲
望
つ
ま
り
仏
語
で
い
う
煩ぼ

ん

悩の
う

で
す
ね
、
こ
の
煩
悩
が
起
き
る
場
合
も
そ
う
で
す
よ
。
欲
望

も
神
様
が
与
え
て
く
だ
さ
っ
た
ん
だ
か
ら
想
念
は
自
由
で
す

が
、
そ
の
想
念
を
そ
の
ま
ま
行
動
に
あ
ら
わ
す
と
罪
に
な
る

こ
と
が
多
い
ん
で
、
そ
の
と
き
行
動
に
移
そ
う
と
す
る
感
情

を
、
前
頭
部
の
冷
た
い
人
は
抑
え
る
こ
と
が
で
き
る
ん
で

―
神
の
御
心
―

垂た
ら

乳ち

根ね

の	
子こ

を
憶お

も

う
如ご

と

億お
く

兆ち
ょ
う

を

	

愛め
ぐ

ま
う
神か

み

の
御み

心こ
こ
ろ

畏か
し
こ

し

曲ま
が

神が
み

は	

如い

何か

に
障さ

や

る
も
怖お

そ

れ
ま
じ

	

我わ
れ

に
は
神か

み

の
守ま

も

り
あ
り
せ
ば

大お
お

神か
み

の	

仕し

組ぐ
み

の
奥お

く

の
そ
の
奥お

く

の
	

又ま
た

そ
の
奥お

く

の
奥お

く

ぞ
尊と

う
と

き
觀
音
力

御
光
筆

神
言
霊

　
昭
和
十
年
（
一
九
三
五
年
）の
五
月
五
日
を
期
し
て
、
浄
霊
は
明
主
様
が
紙
片
に
御ご

揮き
毫ごう
さ
れ
た
お
文
字
を
介
し
て
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。そ
れ
ま
で
は
お
守

り
と
し
て
『
光
』『
光
明
』な
ど
が
あ
り
ま
し
た
が
、直
接
、掌
（
て
の
ひ
ら
）を
か
ざ
す

浄
霊
は
明
主
様
の
み
が
さ
れ
、ご
く
一
部
の
弟
子
だ
け
が
「
御
手
代
（
み
て
し
ろ
）」と

よ
ば
れ
る
扇
子
を
相
手
の
患
部
に
当
て
て
病
を
癒いや
す
方
法
を
取
っ
て
お
り
ま
し
た

が
、御
神
業
の
進
展
に
と
も
な
い
、信
徒
は
講
習
を
受
け
て
、こ
の
『
觀
音
力
』を
拝
受

し
、多
く
の
人
に
御
神
力
を
お
取
次
ぎ
し
ま
し
た
。こ
の
御
光
筆
の
『
お
ひ
か
り
』は
信

徒
が
実
際
に
救
い
の
光
の
お
取
次
ぎ
を
す
る
た
め
に
首
に
か
け
て
い
た
も
の
で
、
人

に
浄
霊
を
取
り
次
ぐ
こ
と
の
で
き
る
『
お
ひ
か
り
』の
第
一
号
と
い
え
ま
す
。

『
お
ひ
か
り
』の
第
一
号
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に
努
む
べ
き
で
、
写
真
な
ど
も
百
ヵ

曰
く
ら
い
ま
で
安あ

ん

置ち

し
、そ
の
後
い
っ

た
ん
撤て

っ

去き
ょ

し
た
方
が
よ
く
、
悲
し
み

や
執

し
ゅ
う

着ち
ゃ
くを
忘
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
頃

ま
た
掛か

け
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。』

㈢　

霊
的
孝
養
を
尽
く
す
こ
と
こ
そ

大
き
な
孝
行

　『
昔
か
ら
「
孝こ

う

行こ
う

を
し
た
い
時
に
は

親
は
な
し
」
と
い
う
諺

こ
と
わ
ざが
あ
る
が
、
そ

ん
な
こ
と
は
決
し
て
な
い
。
む
し
ろ
死

後
の
霊
的
孝こ

う

養よ
う

を
尽つ

く
す
こ
と
こ
そ

大
き
な
孝
行
と
な
る
の
で
あ
る
。』

㈣　

�

墓
参
、法
事
な
ど
も
祖
霊
は
喜
ば
れ
る

　『
墓
参
、
法
事
な
ど
も
祖
霊
は
す
こ

ぶ
る
喜
ば
れ
る
か
ら
、
遺
族
ま
た
は
知

人
な
ど
も
で
き
る
だ
け
供
養
を
な
す
べ

て
、
向
上
し
て
ゆ
く
も
の
で
あ
る
」

と
教
え
て
お
ら
れ
ま
す
。

　
人
間
は
、
神
様
の
命
令
で
こ
の
現
世
に

生
ま
れ
、ま
た
、神
様
の
御
心
で
死
を
迎
え
、

元も
と

津つ

御み

座く
ら
で
あ
る
霊
界
へ
ま
い
り
ま
す
。

　
そ
う
し
て
霊
界
で
の
御
用
に
励
ま
れ
、

神
様
の
御
光
を
頂
い
て
向
上
さ
れ
る
の

で
す
。
し
か
し
、
御み

霊た
ま

様さ
ま
御
自
分
だ
け

の
御
用
で
は
、
な
か
な
か
神
様
の
御
光

を
充
分
に
頂
く
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

　
子
孫
で
あ
る
私
た
ち
が
現
界
で
、
神

様
の
御
用
を
す
す
め
、
祖
霊
供
養
を
つ
く

し
、
社
会
に
善
徳
を
施
す
こ
と
で
、
御
霊

様
は
御
光
を
い
っ
ぱ
い
頂
か
れ
、
向
上
さ

れ
、
喜
び
の
う
ち
に
御
用
を
果
た
さ
れ
、

そ
し
て
、子
孫
を
御
守
護
下
さ
る
の
で
す
。

　
私
た
ち
は
『
正
神
を
敬
い
、
祖
先
を

尊
ぶ
』
と
い
う
、
教
団
綱
領
を
信
仰
実

践
の
要か

な
めと
し
て
、
春
秋
二
回
の
大
祭
を

は
じ
め
、
七
、
八
月
の
お
盆
月
、
月
ご
と

の
慰
霊
祭
、
ま
た
、
家
庭
に
お
け
る
毎

月
の
家
庭
慰
霊
祭
や
、
朝
夕
の
供
養
と
、

祖
霊
様
方
に
、
そ
れ
ぞ
れ
慰
霊
の
誠
を

つ
く
し
、
御
供
養
を
仕
え
て
お
り
ま
す
。

　
こ
れ
ら
の
慰
霊
の
御
供
養
は
、
永
遠

に
続
け
る
こ
と
が
本
当
で
あ
り
、
人
と

し
て
の
第
一
義
で
あ
り
、
大
切
な
願
い

で
ご
ざ
い
ま
す
。

　
従
い
ま
し
て
、
教
団
に
お
い
て
は
祖
霊

様
の
永
久
的
供
養
の
万
全
を
期
さ
せ
て
頂

く
べ
く
、『
永
代
慰
霊
』を
行
っ
て
お
り
ま
す
。

　
こ
の
永
代
慰
霊
祭
祀
は
、
永
遠
に
祖
霊

様
方
が
浄
光
に
浴
し
、
明
主
様
の
み
も
と

に
お
い
て
、霊
界
で
向
上
さ
れ
、平
安
の
日
々

を
過
ご
さ
れ
ま
す
よ
う
、
教
団
が
責
任
を

も
っ
て
、お
仕
え
さ
せ
て
頂
い
て
お
り
ま
す
。

㈣　

追
善
供
養
に
つ
い
て

　〝
御
守
護
は
供
養
の
積
み
重
ね
〟
と
申

し
ま
す
よ
う
に
、
永
代
慰
霊
の
追
善
供

養
も
大
変
大
切
な
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　
私
達
が
神
様
か
ら
何
度
も
御
光
を
頂

き
た
い
と
思
う
よ
う
に
、
御
先
祖
様
方

も
霊
界
で
御
光
を
求
め
、
御
光
を
頂
き

た
い
と
強
く
願
っ
て
お
ら
れ
る
の
で
す
。

　
一
切
は
光
で
救
わ
れ
る
の
で
ご
ざ
い
ま

す
か
ら
、
誠
心
を
も
っ
て
御
供
養
を
さ

せ
て
頂
き
、
御
霊
様
の
霊
界
で
の
ご
向

上
に
尽
し
て
ま
い
り
た
い
と
存
じ
ま
す
。

㈤　

変
死
の
霊
の
供
養

　『
変
死
に
つ
い
て
知
り
お
く
べ
き

こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
他
殺
自
殺
な

ど
す
べ
て
変
死
者
の
霊
は
地じ

縛ば
く

の
霊

と
称
し
、
そ
の
死
所
か
ら
暫

し
ば
ら
く
の
間

離
脱
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ

る
。
普
通
数す

う

間け
ん

ま
た
は
数す

う

十じ
ゅ
っ

間け
ん

以
内

の
圏
内
に
い
る
が
、
淋
し
さ
の
余
り

友
を
呼
び
た
が
る
。

　
世
間
よ
く
鉄
道
線
路
な
ど
で
轢れ

き

死し

者し
ゃ

が
で
き
た
場
所
、
河か

川せ
ん

に
投
身
者

の
あ
っ
た
そ
の
岸
辺
、縊い

死し

者し
ゃ

の
あ
っ

た
木
の
枝
な
ど
よ
く
後
を
引
く
が
、

右
の
理
に
よ
る
の
で
あ
る
。
地
縛
の

霊
は
普
通
三
十
年
間
そ
の
場
所
か
ら

離
れ
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る

が
、
遺
族
の
供
養
次
第
に
よ
っ
て
は
、

大
い
に
短
縮
す
る
こ
と
が
で
き
う
る

か
ら
、
変
死
者
の
霊
に
は
、
特
に
懇

ね
ん
ご

ろ
な
る
供
養
を
施
す
べ
き
で
あ
る
。』

㈠　

そ
の
日
を
限
り
と
し
て
霊
界
へ

復
帰
な
さ
る

　『
人
の
死
す
る
や
、
仏
教
に
お
い
て

は
四し

十じ
ゅ
う

九く

日に
ち

、
神し

ん

道と
う

に
お
い
て
は
五い

十そ

日か

祭さ
い

を
も
っ
て
一
時
打
ち
切
り
に

す
る
が
、
そ
れ
は
そ
の
日
を
限
り
と

し
て
霊
界
へ
復ふ

っ

帰き

す
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
ま
で
霊
は
、
仏
教
に
て
は
白し

ら

木き

の
位い

牌は
い

、
神
道
に
て
は
麻あ

さ

で
造
っ
た

人
形
の
形
を
し
た
神ひ

も
ろ
ぎ籬
と
い
う
も
の

に
憑

ひ
ょ
う

依い

し
て
い
る
の
で
あ
る
。』

㈡　

死
者
の
霊
に
対
す
る
心
が
ま
え

　
遺
族
の
執
念
が
死
霊
に
対
し
引
き

と
め
る

　『
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
死
者

に
対
し
悲
し
み
の
あ
ま
り
な
か
な
か

忘
れ
得
な
い
の
が
一
般
の
人
情
で
あ

る
が
、
こ
れ
は
考
え
も
の
で
あ
る
。

な
ぜ
な
れ
ば
、
よ
く
い
う
「
往ゆ

く
所

へ
往ゆ

け
な
い
」と
か「
浮
か
ば
れ
な
い
」

と
か
い
う
の
は
、
遺
族
の
執

し
ゅ
う

念ね
ん

が
死し

霊り
ょ
うに
対
し
引
き
止と

め
る
か
ら
で
あ

る
。
ゆ
え
に
、
ま
ず
百
ヵ
曰
く
ら
い

過
ぎ
た
後の

ち

は
な
る
べ
く
忘
れ
る
よ
う

き
で
、
こ
れ
に
よ
っ
て
霊
は
向
上
し
、

地
獄
か
ら
脱
出
す
る
時
期
が
促
進
さ
れ

る
の
で
あ
る
。』

㈤　

子
孫
は
供
養
を
怠
っ
て
は
な
ら
な
い

　『
祖
霊
は
、
霊
自
身
の
苦
行
、
ま

た
は
子
孫
の
供
養
に
よ
っ
て
、
漸
次

向
上
す
る
の
で
あ
る
か
ら
子
孫
た
る

も
の
、
供
養
を
怠
っ
て
は
な
ら
な
い

の
で
あ
る
。』

㈥　

形
式
だ
け
の
も
の
は
喜
ば
れ
な
い

　『
人
間
が
心
か
ら
行
な
う
祭
典
は

霊
は
非
常
に
喜
ば
れ
る
が
、
形
式
だ

け
の
も
の
は
余
り
喜
ば
れ
な
い
。
故

に
祭
典
の
場
合
は
身
分
に
応
じ
、
出

来
る
だ
け
誠
を
こ
め
、
立
派
に
執
行

す
べ
き
で
あ
る
。』

㈠　

霊
的
孝
養

　『
昔
か
ら
、「
孝
行
を
し
た
い
と
き

に
は
親
は
な
し
」
と
い
う
諺
が
あ
る

が
、
そ
ん
な
こ
と
は
決
し
て
な
い
。

む
し
ろ
、
死
後
の
霊
的
孝
養
を
つ
く

す
こ
と
こ
そ
、
大
き
な
孝
行
と
な
る

の
で
あ
る
。

　
勿
論
墓
参
、
法
事
な
ど
も
、
祖
霊

は
す
こ
ぶ
る
喜
ば
れ
る
か
ら
、
遺
族

ま
た
は
知
人
な
ど
も
、
で
き
る
だ
け

供
養
を
な
す
べ
き
で
あ
る
。』

㈡　

霊
の
浄
化

　『
霊
の
罪
穢
に
対
し
、
そ
の
遺
族

が
誠
心
誠
意
懇
ろ
な
る
法
要
を
営
む

と
か
、
人
を
助
け
慈
悲
を
施
し
、
善

徳
を
積
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
だ

け
霊
の
浄
化
は
促
進
さ
れ
、
向
上
さ

れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
理
に
よ
っ
て
、
親
に
孝
を
つ

く
し
、
夫
、
妻
に
相
互
に
貞
節
を
捧

げ
る
な
ど
は
、
現
世
は
勿
論
、
む
し

ろ
死
後
に
お
け
る
方
が
よ
り
大
き
な

意
味
と
な
る
の
で
、慰
霊
祭
な
ど
は
、

霊
は
非
常
に
喜
ぶ
の
で
あ
る
。』

㈢　

永
代
慰
霊
に
つ
い
て

生い

き
変か

わ
り
　
死し

に
変か

わ
り
つ
つ
永と

こ
し
え久

の
　
栄さ

か
え
に
至い

た
る
人ひ

と
の
精た

霊ま

か
も

　
明
主
様
は
、「
人
間
は
死
後
も
永
遠

の
生
命
を
も
っ
て
、
生
き
変
わ
り
死

に
変
わ
り
し
て
、
永
久
に
幸
福
を
願
っ

六
、
祖
霊
祀ま

つ

り
に
つ
い
て

七
、
永え

い

代た
い

慰い

霊れ
い

教
団
綱
領
の
学
び

【
第
三
回
】
祖
先
を
尊
ぶ
（
そ
の
二
）

正せ
い

神し
ん

を
敬う

や
ま

い 

祖そ

先せ
ん

を
尊と

う
と

び 

恵
み
の
光
に
浴よ

く

く
し
て 

感
謝
報ほ

う

恩お
ん

の
生
活

を
送
り
ま
す
（
全
五
回
）
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仏壇のあり方

※�位牌の順序と御膳の向きにつきましては
「祖霊供養セミナー」テキストもご参照く
ださい。
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春
季
大
祭
・
春
の
み
た
ま
ま
つ
り
、

三
月
感
謝
祭
執
り
行
わ
れ
る

会
長
挨
拶
【
要
旨
】

祭典では大光明・明主様への感謝と祈りが捧げられた

　

今
日
の
春
の
御み
ま
つ
り

祭
典
は
二
つ
の
祭
典

か
ら
成
り
立
っ
て
い
ま
す
。

　

一
つ
は
、
大
光
明
・
明
主
様
へ
の
感

謝
と
祈
り
の
御
祭
典
（
み
ま
つ
り
）
で

あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
お
彼
岸
に
あ
わ

せ
て
の
祖
霊
様
の
ご
供
養
の
祭
典
で
あ

り
ま
す
。

　

明
主
様
は
『
彼
岸
の
時
は
太
陽
が
冬

至
と
夏
至
の
真
ん
中
を
回
る
時
で
、
ち

ょ
う
ど
い
い
時
な
ん
で
す
ね
。
こ
の
ち

ょ
う
ど
い
い
と
い
う
こ
と
が
、
天
国
、

極
楽
に
な
る
の
で
す
。
つ
ま
り
理
想
世

界
の
こ
と
で
す
ね
。』『
ち
ょ
う
ど
い
い

時
に
先
祖
を
祀
る
と
い
う
わ
け
で
こ

れ
は
理
屈
な
し
に
い
い
こ
と
で
す

ね
。』
と
仰
っ
て
お
り
ま
す
。
今
日
は

春
分
の
日
、
ち
ょ
う
ど
お
彼
岸
の
御
中

日
に
あ
た
り
、
そ
の
日
に
祭
典
を
お
迎

　

令
和
七
年
三
月
二
十
日
、
春
彼
岸
の
御
中
日
に
あ
た
る
春
分
の
日
、
春
季
大
祭
・
春
の
み
た
ま

ま
つ
り
併
せ
て
三
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
、
大

み
ろ
く
お
お
み
か
み

光
明
・
明
主
様
へ
の
感
謝
と
祈
り
の
祭
典
と
お
彼
岸
に
あ
わ
せ

て
の
祖
霊
様
の
懇
ろ
な
る
御
供
養
の
祭
典
が
滞
り
な
く
執
り
行
わ
れ
た
。

え
す
る
事
が
出
来
ま
し
た
事
、
加
え
て

み
ろ
く
大
黒
天
神
様
へ
も
感
謝
の
御

心
を
お
捧
げ
出
来
ま
し
た
事
は
非
常

に
喜
ば
し
い
事
で
は
な
い
か
と
思
い

ま
す
。

　

祖
霊
様
を
御
守
護
さ
れ
る
神
様
は
、

幽
世
大
神
様
で
あ
り
、
そ
の
御
神
格
か

ら
霊
界
を
つ
か
さ
ど
る
お
役
目
が
ご
ざ

い
ま
す
。

　

一
方
、
私
た
ち
を
御
守
護
さ
れ
る

の
は
大
光
明
様
で
は
な
い
か
と
思
い

ま
す
。

　

大
御
祭
典
、
祈
願
祭
に
は
玉
串
奉
奠

を
さ
せ
て
頂
き
、
祭
典
、
日
々
の
参
拝

に
は
玉
串
料
を
お
包
み
い
た
し
ま
す
。

　

玉
串
を
神
に
捧
げ
る
と
い
う
事
は
と

て
も
重
要
な
儀
式
で
あ
り
、
自
分
の
玉

（
魂
）、
す
な
わ
ち
心
（
気
持
ち
）
を
捧

げ
る
こ
と
で
、
祀
ら
れ
て
い
る
神
様
と

祀
る
人
と
の
霊
性
を
仲
立
ち
す
る
と
い

う
役
割
を
果
た
し
て
い
ま
す
。

　

そ
の
よ
う
に
考
え
ま
す
と
、
玉
串
料

も
大
光
明
様
、
み
ろ
く
大
黒
天
神
様
と

自
身
を
つ
な
ぐ
も
の
と
な
る
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。
従
い
ま
し
て
お
包
み

す
る
際
に
は
、
今
の
よ
う
な
事
を
思
い

浮
か
べ
な
が
ら
お
包
み
し
て
お
捧
げ
す

る
こ
と
で
、神
様
に
そ
の
心
が
通
じ
て
、

さ
ら
な
る
御
守
護
が
頂
け
る
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

　

ま
た
、
幽
世
大
神
様
に
対
し
ま
し
て

は
祖
霊
様
を
御
守
護
さ
れ
て
お
り
ま
す

こ
と
か
ら
玉
串
料
と
い
う
よ
り
も
、
そ

の
分
、
私
た
ち
が
御
供
養
に
励
む
こ
と

が
大
切
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

辻井悦子参拝者代表による献花

春彼岸の祖霊供養の祭典では祖霊慰慶神歌が捧げられた 清水知明信徒総代と本間祥子参拝者代表による玉串奉奠

輝霊光納斎殿の参拝

水子様の御膳 祖霊様、水子様には手作り料理を�
中心とした御膳がお供えされた

令
和
七
年
二
月
二
十
四
日
を
も
ち
ま
し
て
、
境
和
之
氏
が
教
団
顧
問
を

退
任
さ
れ
ま
し
た
。

【
教
団
顧
問
退
任
の
挨
拶
】

『
教
団
顧
問
』
な
ど
、
恐
れ
多
い
肩
書
を
背
負
い
一
人
静
か
に
苦
笑
す

る
每
日
で
し
た
。

対
外
的
に
は
肩
書
＝
信
用
と
な
り
必
要
な
も
の
で
し
た
が
、
も
う
必
要

無
く
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
は
一
信
徒
の
立
場
で
外
部
に
向
け
て
の
活

動
に
専
念
し
ま
す
。
二
ヶ
月
前
に
顧
問
を
退
任
す
る
報
告
を
あ
る
信
徒
さ

ん
に
し
た
際
、「
肩
書
で
仕
事
を
す
る
わ
け
で
は
な
い
」
と
言
っ
て
下
さ

い
ま
し
た
。
在
任
中
は
大
変
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。

あ
る
種
、
特
殊
な
立
ち
位
置
に
い
た
私
を
受
け
入
れ
て
下
さ
り
、
心
か

ら
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

と
き
に
鼓
舞
す
る
が
余
り
辛
辣
な
言
霊
を
使
い
ま
し
た
こ
と
、
お
詫
び

し
ま
す
。

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。令

和
七
年
三
月
二
十
八
日
　
　
境
　
和
之

教
団
人
事
の
お
知
ら
せ
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前
回
同
様
九
十
一
箇
所
の
世
田
谷
区
掲
示
板
告
知
と

五
千
枚
の
ポ
ス
テ
ィ
ン
グ
。
嬉
し
か
っ
た
こ
と
は
前

回
も
参
加
さ
れ
た
親
子
が
再
び
参
加
さ
れ
た
こ
と
で

す
。
前
回
お
話
し
ま
し
た
が
、『
思
い
も
よ
ら
ぬ
副

産
物
』
に
つ
き
ま
し
て
は
、
参
加
さ
れ
た
信
徒
さ
ん

よ
り
漏も

れ
伝
わ
る
事
と
思
い
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。

　

三
回
の
テ
ス
ト
開
催
を
経
て
問
題
点
の
洗
い
出
し

と
改
善
を
行
い
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
開
設
と
同
時
に

社
会
福
祉
協
議
会
の
登
録
を
受
け
本
開
催
に
臨
む
こ

と
は
す
で
に
お
話
し
し
て
い
ま
す
が
、
ま
ず
は
順
調

な
滑
り
出
し
と
な
っ
て
い
ま
す
。
使
用
食
材
に
占
め

る
無
施
肥
無
農
薬
比
率
も
少
し
ず
つ
増
え
て
い
ま

す
。
ま
だ
参
加
さ
れ
て
い
な
い
方
も
是
非
こ
の
機
会

に
こ
ど
も
食
堂
デ
ビ
ュ
ー
を
果
た
し
て
下
さ
い
。
単

身
で
も
、
お
連
れ
す
る
の
が
「
こ
ど
も
」
と
言
わ
ず

と
も
、
ご
兄
弟
、
ご
姉
妹
、
お
友
達
、
知
人
で
も
大

丈
夫
で
す
。
押
し
つ
け
の
な
い
柔
ら
か
き
風
の
吹
く

教
会
の
素
晴
ら
し
さ
を
再
認
識
し
、『
思
わ
ぬ
副
産

物
』を
体
現
し
て
下
さ
い
。
チ
ラ
シ
折
り
、ポ
ス
テ
ィ

ン
グ
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
様
々
な
ご
協
力
に
感
謝
い

た
し
ま
す
。�

【
境
　
和
之
】

東
京
教
会
発

第
二
回
こ
ど
も
食
堂

三
月
十
五
日
（
土
）、
前
日
ま
で
参
加
申
込
み
ゼ

ロ
と
い
う
、
逆
に
清
々
す
る
現
実
の
元
、
重
苦
し
い

準
備
作
業
の
中
で
飛
び
込
ん
で
き
た
三
件
の
参
加
申

込
み
の
知
ら
せ
。「
ま
た
か
」
と
、
い
つ
も
間
際
の

間
際
に
助
け
て
下
さ
る
意
地
悪
な
神
様
に
『
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
す
』
と
、そ
っ
と
お
辞
儀
を
し
、ほ
っ

と
胸
を
撫
で
下
ろ
し
ま
し
た
。

前
回
同
様
四
組
十
一
名
の
親
子
（
内
一
組
は
信
徒

さ
ん
関
係
親
子
）、
信
徒
参
加
一
組
三
名
（
内
一
名

は
光
会
員
）、
一
般
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
二
名
、
信
徒
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
六
名
の
参
加
と
な
り
ま
し
た
。
告
知
も

生
け
花
へ
の
『
想
い
』

　

春
季
大
祭
・
春
の
み
た
ま
ま
つ
り
の
折
、
真
っ
先

に
目
に
飛
び
込
ん
で
き
た
の
は
、
両
手
を
天
に
捧
げ

る
か
の
如
く
力
強
く
も
優
し
さ
に
満
ち
溢
れ
た
、
御

神
前
に
飾
ら
れ
た
ミ
モ
ザ
と
オ
ン
シ
ジ
ウ
ム
の
鮮
や

か
な
黄
色
い
生
け
花
で
し
た
。
東
京
教
会
の
信
徒
さ

ん
に
よ
る
も
の
で
す
。
セ
ン
ス
と
バ
ラ
ン
ス
に
長
け

た
そ
の
方
の
生
け
花
に
は
毎
回
感
心
さ
せ
ら
れ
、
写

真
を
撮
り
た
め
て
い
ま
す
が
、
今
回
の
作
品
は
い
ま

ま
で
の
そ
れ
と
は
明
ら
か
に
違
う
『
想
い
』
が
感
じ

ら
れ
た
の
は
、
私
だ
け
で
は
無
い
は
ず
で
す
。
祭
典

後
、
参
拝
さ
れ
た
浜
松
・
滋
賀
教
会
の
信
徒
さ
ん
と

お
話
し
す
る
機
会
が
あ
り
、
案
の
定
そ
の
生
け
花
の

話
題
と
な
り
ま
し
た
。
実
は
そ
の
数
日
前
、
信
徒
さ

ん
の
愛
犬
が
天
に
召
さ
れ
ま
し
た
。
勿
論
ご
本
人
に

し
か
分
か
り
得
ぬ
様
々
な
想
い
が
お
有あ

り
で
し
ょ

う
、
そ
の
強
い
想
い
が
カ
タ
チ
と
な
り
、
人
々
の
心

を
ふ
る
わ
す
も
の
だ
と
勝
手
に
頷

う
な
ずい
て
し
ま
い
ま
し

た
。
芸
術
の
真
髄
を
身
近
に
感
じ
と
る
こ
と
が
出
来

る
こ
と
に
感
謝
す
る
日
々
で
す
。

会場には食材の産地などの紹介も行われた

御神前に飾られた生け花

ト
ピ
ツ

ク
ス

会場に掲示された伊那圃場の紹介ポスター

こども食堂の様子
（プライバシー保護のため一部加工してあります。）

　

◎
祭
典
日　

令
和
七
年
六
月
十
五
日
（
日
）十
時　

開
式

　

◎
参
拝
所　

東
京
本
部
、各
布
教
拠
点
（
本
部
よ
り
一
斉
中
継
）

　

◎
当
日
は
六
月
感
謝
祭
を
併
せ
て
執
り
行
い
ま
す
。

　

明
主
様
は
昭
和
六
年
（
一
九
三
一
年
）
五
月
半
ば
頃
、“
六
月
十
五
日
、
房
州
（
千
葉
県
）
鋸
山
の
日
本

寺
へ
参
詣
せ
よ
”
と
い
う
神
の
啓
示
を
受
け
、
前
日
の
六
月
十
四
日
、
三
十
数
名
の
信
者
と
と
も
に
、
両
国

か
ら
汽
車
に
乗
っ
て
ご
移
動
さ
れ
て
鋸
山
の
中
腹
に
あ
る
乾
坤
山
日
本
寺
に
泊
ら
れ
ま
し
た
。
明
朝
、
日
の

出
に
合
わ
せ
て
鋸
山
山
頂
に
向
か
わ
れ
、
昇
る
朝
日
に
向
か
っ
て
祝
詞
を
奏
上
し
た
時
に
、
霊
界
の
夜
昼
転

換
の
啓
示
を
受
け
ら
れ
ま
し
た
。
教
団
で
は
こ
の
日
に
合
わ
せ
て
、
本
部
、
布
教
拠
点
一
斉
に
天
啓
祭
の
大

御
祭
典
を
執
り
行
い
ま
す
。

天

啓

祭

の

ご

案

内


