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三
河
本
苑
だ
よ
り

祭式(三級・四級)認定講習会のご案内

３月号
２０２２・３ №４７８
(発行者)

大本三河本苑
〒443-0031
蒲郡市竹島町２８-５
TEL０５３３-６９-７５１８
FAX０５３３-６９-１４５５

とき：令和４年３月５日(土)午前9時30分 受付 場所：三 河 本 苑

３月６日(日)午後5時まで(認定試験終了後解散)

３月５日(土) ３月６日(日)

9：30 受付 9：30 受付

10：00 ご神前礼拝 10：00 基本作法

基本作法 正中動作

正中動作 祓式行事

後取動作

12：00 昼食 12：00 昼食

13：00 祓式行事 13：00 献饌

後取動作 月次祭の流れ

16：00 片付け 三級・四級認定試験

終了 16：00 片付け

ご神前礼拝

解散

【会 費】講習費無料 （食事代実費）

資料はお貸しします

【持ち物】お持ちの方は、笏・大本祭式の

本・足袋・筆記用具・資料など

【服 装】笏を懐中できる服・簡易帯・古い

スラックス・モンペ等動作のしやすいもの

【締め切り】令和４年３月１日（火）

【申し込み】大本三河本苑事務局
電 話０５３３－６９－７５１８

祭務部長 調子 真一

基本動作から月次祭が出来る動作までを実

施します。

尚、宣伝使の推薦には祭式３級が必要です。

この機会に取得してください。

コロナ禍の終息を祈念しつつ令和４年度「教団方針」内の「私たちの６つの誓い」

を実践できますように、信徒代表の機関長様にお集まりいただきます。「これの峻(け

は)しき時代(とき)に当り 成(な)し行ふべき事々」を確認検討して,信仰の維持・継承

を身近なことからでも広げていけますように研修を予定しております。対象者の皆さ

まのご参加よろしくお願い致します。

令和4年度「分所・支部長研修会」のご案内

【日 時】 ３月２７日（日） １０：００～１6：００
【場 所】 大本三河本苑
【参加者】 分所長、支部長、各次長、本苑総代

教 務 担当

※令和４年度「教団方針」冊子を持参して下さい。

私
が
朝
食
を
摂
ら
な
い
訳

三
河
豊
田
支
部

杉
山

孝

T
P
P

交
渉
即
時
撤
退
の
こ
と
を
調
べ
始
め

て
私
が
決
め
た
こ
と
は
、
「
病
院
に
行
か
な

い
身
体
作
り
」
で
す
。
健
康
第
一
で
、
病
院

に
行
か
な
く
て
も
良
い
状
況
下
に
自
分
を
置

く
し
か
な
い
と
な
っ
た
訳
で
す
。
こ
こ
か
ら

「
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
」
を
考
え
ま
し
た
。

そ
し
て
実
行
し
た
の
が
、
今
回
の
題
目
で
あ

る
「
朝
食
抜
き
」
で
す
。

聖
師
さ
ま
は
基
本
、「
一
日
二
食
、
十
二
時

間
お
き
に
摂
る
の
が
良
い
」
と
お
示
し
い
た

だ
い
て
お
り
ま
す
が
、
私
が
い
ろ
い
ろ
調
べ

て
「
腹
落
ち
」
し
ま
し
た
の
は
朝
ご
は
ん
抜
き

で
昼
・
夜
の
二
食
を
摂
る
と
い
う
も
の
で
し

た
。
一
日
三
食
の
話
は
初
め
に
載
せ
ま
し
た
。

１
６
時
間
以
上
胃
の
中
に
食
べ
物
が
な
い

生
活
を
習
慣
づ
け
る
と
、
「
体
内
の
免
疫
力

が
上
が
る
」と
い
う
話
が
妙
に
「
腹
落
ち
」

し
た
の
で
す
。
自
分
で
体
験
し
て
主
に
分

か
っ
た
こ
と
は
、
①
体
重
の
激
減

②
他
の

健
康
維
持
方
法
に
目
が
行
く

③
実
際
、
病

院
に
行
か
な
く
な
っ
た
こ
と
す
。

新
型
コ
ロ
ナ
が
こ
こ
２
年
大
き
く
騒
が
れ

て
い
ま
す
が
、
最
近
で
は
「
免
疫
力
ア
ッ
プ
」

が
感
染
防
止
に
大
き
く
寄
与
す
る
と
言
わ
れ

始
め
て
い
ま
す
。
も
う
５
年
に
な
り
ま
す
が
、

朝
食
抜
き
を
続
け
て
体
重
・
健
康
の
双
方

を
維
持
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
聖

師
さ
ま
が
言
わ
れ
る
「
労
働
が
食
う
」
と
言

わ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
量
を
増
や
す
対
応

を
す
れ
ば
い
い
で
し
ょ
う
。
私
は
年
と
共
に

量
を
減
ら
す
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
あ
と
は

そ
の
時
の
身
体
が
何
を
欲
す
る
か
に
従
っ

【冠句題】・永久に ・天地 (あめつち)の

・自らの

【沓句題】・振り返る

【〆 切】４月１７日（日）の本苑月次祭まで

です。 宜しくお願いします。

令和４年

春季大祭奉納冠沓句の募集

【プログラム】

芸術部
て
い
ま
す
。
皆
様
も
こ
の
時
期
、
「
免

疫
力
ア
ッ
プ
」
の
観
点
か
ら
ご
一
考
い

た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

３
月
の
行
事

●
５
日(

土)

～
６
日(

日)

祭
式
３
・
４
級
認
定
講
習
会

●
２
０
日(

日)

本
苑
三
月
月
次
祭

・全
体
会
議

・直
心
会
・
み
ど
り
会
総
会

中
止

●
２
７
日(

日)

分
所
・
支
部
長
研
修
会

４
月
の
行
事

●
１
７
日(

日)

本
苑
四
月
月
次
祭

●
２
４
日(

日)

誠
心
会
万
祥
殿
献
労

←

あ

た

た

か

き

言

葉

の

花

は

人

み

な

の

荒

き

心

を

和

む

も

の

な

り

え
ら
え
ら
に
え
ら
ぎ
に
ぎ
お
う
人
の
家
は

神

の

幸
い
お
の
ず
か
ら
来
た
る

【
聖
師
様
の
愛
善
の
道
】

(

最

終

)
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後
継
者
育
成
を
教
団
の
最
大
の
課
題

子
供
の
と
き
か
ら
神
さ
ま
を
ず
っ
と
拝
ん

で
い
れ
ば
、
大
人
に
な
っ
て
も
拝
み
ま
す
。

は
っ
き
り
言
え
ば
、
後
継
者
の
育
成
は
親
御

さ
ん
の
姿
勢
次
第
で
す
。
子
供
は
親
の
姿
を

見
て
、
い
つ
の
間
に
か
良
い
と
こ
ろ
も
悪
い

と
こ
ろ
も
見
て
育
っ
て
い
ま
す
か
ら
ね
。
親

の
姿
勢
が
真
面
目
で
な
け
れ
ば
、
子
供
さ
ん

は
つ
い
て
来
な
い
で
す
。
特
に
お
父
さ
ん
が
、

奥
さ
ん
に
も
尊
敬
さ
れ
信
頼
さ
れ
て
い
る

よ
う
な
ら
ま
っ
た
く
心
配
あ
り
ま
せ
ん
ね
。

奥
さ
ん
に
批
判
さ
れ
て
お
っ
た
ら
、
ま
ず
駄

目
で
す
ね
。
〔
笑
〕

こ
の
反
対
の
場
合
、
奥
さ
ん
が
信
仰
し
て

い
て
ご
主
人
に
信
仰
が
な
い
場
合
は
、
大
抵
い

つ
の
間
に
か
ご
主
人
が
引
き
寄
せ
ら
れ
て
、

晩
年
に
は
知
ら
な
い
う
ち
に
ご
主
人
も
拝
ん

で
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
よ
う
で
す
。
男

性
の
場
合
、
青
年
部
時
代
は
ず
い
ぶ
ん
熱
心

だ
っ
た
の
に
、
結
婚
し
た
途
端
に
奥
さ
ん
に

段
々
と
引
き
ず
ら
れ
て
、
信
仰
が
な
く
な
っ

た
と
い
う
人
が
多
い
よ
う
で
す
ね
。
ご
主
人

が
し
っ
か
り
し
て
い
な
い
と
、
奥
さ
ん
が
つ
い

て
こ
な
い
。
奥
さ
ん
が
つ
い
て
こ
な
か
っ
た
ら

子
供
は
駄
目
で
す
ね
。
だ
か
ら
、
ど
う
ぞ
皆

さ
ん
し
っ
か
り
よ
ろ
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。

皆
さ
ん
の
肩
に
か
か
っ
て
お
り
ま
す
か
ら
。

〔
平
成
１
０
年
３
月
１
４
日
、
全
国
宣
伝
部

長
、
後
継
者
育
成
部
長
研
修
会
参
加
者
と

の
ご
面
会
で
〕

「
伝
え
た
い
信
仰
の
喜
び
」

特
任
宣
伝
使

三

矢

直

←

◆
四
代
教
主
さ
ま
お
示
し
に
学
ぶ

世
に
偶
然
な
る
も
の
は
断
じ
て

無
い
。
あ
な
た
の
身
辺
に
毎
時
毎

分
起
り
来
る
一
切
の
諸
現
象
は
こ

れ
悉(

こ
と
ご
と)

く
霊
的
暗
示
に

外
な
ら
な
い
。
そ
の
時
ふ
と
思
い
、

そ
の
時
ふ
と
見
付
け
、
そ
の
時
ふ

と
失
う
…
な
ど
い
う
こ
と
は
、
み

な
霊
的
に
は
秩
序
正
し
き
因

果

法
則
が
行
わ
れ
て
い
る
迄
で
あ
る

が
、
現
界
人
に
は
悲
し
い
哉(

か
な)

そ
の
終
局
し
か
分
か
ら
ぬ
の
で
あ

る
。人

が
ふ
と
思
い
付
い
た
の
は
、

い
わ
ば
霊
界
か
ら
鈴(

ベ
ル)

が

鳴
っ
て
来
た
の
で
あ
る
か
ら
、
出

来
得
る
限
り
、
こ
れ
に
応
ず
る
の

が
最
も
霊
界
に
対
し
て
忠
実
な
わ

け
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
於
て
他

人
の
行
為
に
対
し
て
も
最
小
限
度

に
干
渉
す
べ
き
で
あ
る
。

人
間
は
広
く
大
き
く
活
躍
し
体

験
し
さ
え
す
れ
ば
そ
れ
だ
け
広
大

な
世
界
を
所
有
す
る
こ
と
に
な
る

の
で
あ
っ
て
、
囚
わ
れ
ず
に
そ
れ

ら
悉
く
を
跋
渉(

ば
っ
し
ょ
う)

し

捕
獲
し
さ
え
す
れ
ば
一
切
自
分
の

も
の
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
絶
え

ず
黴(

カ
ビ)

の
は
え
た
倫
理
的
理

性
に
囚
わ
れ
て
小
心
翼
々
と
し
て

巾
を
狭
く
暮
し
て
い
る
連
中
は
、

気
の
毒
な
こ
と
に
は
い
つ
迄
た
っ

て
も
自
己
の
城
郭
以
外
の
風
光
を

知
る
の
日
は
な
く
井
底
の
蛙
で
吾

の
み
清
し
と
滑
稽
な
ほ
こ
り
に
生

き
て
い
る
迄
で
あ
る
。

こ
の
世
界
は
自
分
の
器
量
で
広

く
大
き
く
作
ろ
う
と
思
え
ば
幾
ら

で
も
広
大
に
開
拓
で
き
る
も
の
で

あ
っ
て
、
固
定
的
善
悪
感
に
囚
わ

れ
て
い
る
間
は
い
つ
迄
経
っ
て
も

よ
り
一
層
の
開
拓
と
い
う
こ
と
は

な
し
に
終
わ
る
。

善
悪
は
畢
竟(

ひ
っ
き
ょ
う)

東

と
西
と
の
如
き
も
の
で
絶
対
の
善

も
絶
対
の
悪
も
断
じ
て
な
い
。
あ

る
悪
の
件
は
な
い
善
は
な
く
、
ま
た

或
る
善
の
件
は
な
い
悪
は
な
い
。

要
す
る
に
物
は
観
方(

み
か
た)

で
あ
る
。
東
へ
行
け
ば
西
を
失
い
、

西
へ
行
け
ば
そ
れ
だ
け
東
を
失
う

の
は
ど
う
も
止
む
を
得
な
い
。
東

も
西
も
失
う
ま
い
と
す
れ
ば
勢
い

微
動
だ
も
出
来
な
い
こ
と
に
な
っ

て
了(

し
ま)

う
。

飯
を
食
い
た
い
と
き
に
飯
を
食

い
、
便
所
え
行
き
た
い
時
に
便
所

に
行
っ
た
ら
そ
れ
で
よ
い
の
で
あ

る
の
に
、
飯
を
食
う
の
は
結
構
な

こ
と
だ
が
、
便
所
へ
行
く
の
は
怪

し
か
ら
ぬ
こ
と
だ
と
憤
慨
す
る
流

儀
の
古
い
頭
ほ
ど
始
末
に
了(

お)

え
な
い
。

宇
宙
本
来
、
定
面
積
な
く
ま
た

定
時
間
も
な
い
。
自
然
界
は
只
そ

れ
ら
を
模
型
と
し
て
表
徹(

ひ
ょ

う
て
つ)

し
て
る
に
過
ぎ
な
い
。
こ

の
単
な
る
模
型
を
一
切
と
し
て
こ

れ
に
執
着
す
る
ほ
ど
狂
愚
な
こ
と

は
な
い
。

執
着
は
遅
滞(

ち
た
い)

で
あ
り
、

腐
敗
で
あ
る
。

自
ら
造
り
て
自
ら
鎧(

よ
そ)

え
る
旧
い
思
想
の
殻
を
棄
て
て

無
限
に
美(

う
る)

は
し
き
無
限

の
光
衣
を
ま
と
え
よ
。
心
の
持

ち
方
さ
え
変
え
れ
ば
世
界
は
自

由
自
在
に
変
わ
っ
て
ゆ
く
の
で

あ
る
。

現在、大本の人は、神さまのお蔭になれ

過ぎています。それほど大本の人には、沢

山のお蔭があるのです。人間はお蔭になれ

過ぎると、少々のことではお蔭とも思わな

いようになってしまいます。世間には、大本

の人がそれほど思わないことでも、非常な

お陰として感激している宗団があります。

ちょっとしたお陰と思うことでも、それ

を空しく埋もらさないで、神さまの坐(ま

し)ますことを証(あか)すお光とし、信

仰の世界に多少とも人々を導くことが本

当ではないでしょうか。わたしたちはい

ただいているお蔭を、自分のお腹の中に

しまっておかずに、神さまの存在を知らし

ていただく燈火(ともしび)として、燈火を

あつめて、神さまのお光を高くかかげさし

て頂きたいと思います。

そうさして頂くことが、お蔭を頂いてい

る者のなすべき、お礼への第一の義務で

あろうとおもうのです。

私の手帖 三代さま

お蔭について

尊
師
さ
ま
に
学
ぶ

執
着
を
去
れ特

任
宣
伝
使

芝

田

豊

海

「
日
出
麿
先
生
之
旧
稿(

下
巻)

」
よ
り

大
正
十
四
年
五
月
十
日

(

後

編)

【内 容】 ・おかげ話 ・体験談

・生きがい ・今思う事

・信仰話 等

※文字数は５００字、タイトル、機関名、

氏名を記入してください。

(原稿用紙は本苑にて用意します。)

【提出先】 ・編集部 芝田まで
※パソコン文字入力の方は下記までお願

いします

芝田 Mail：<t-shibata@katch.ne.jp>

電話・FAX：０５６３-７２-３６８９

◆編集部からのお願い

「原稿」をお寄せ下さい

「お陰話」等を募集！


