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三
河
本
苑
だ
よ
り

５
月
の
行
事

●
７
日(

土)

直
心
会
緑
寿
館
献
労

●
１
５
日(

日)

本
苑
春
季
大
祭
・

祖
霊
慰
霊
大
祭

・奉
納
冠
沓
句

６
月
の
行
事

●
１
９
日(

日)

本
苑
六
月
月
次
祭

●
２
６
日(

日)

直
心
会
研
修
会(

予
定)

神の家進捗状況神の家日記
神の家建設委員会

河 合 恭 久

三
月
五
日
・
六
日
に
三
河

本
苑
で
行
わ
れ
た
祭
式
講
習

を
受
講
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。
普
段
の
月
次
祭
で
は

あ
ま
り
意
識
せ
ず
に
見
て
い

た
所
作
で
す
が
、
実
際
に
自

分
で
動
作
し
て
み
る
と
多
く

の
決
ま
り
が
あ
っ
て
驚
き
ま

し
た
。
特
に
、
「
上
座
・
下
座

の
位
置
が
正
中
の
位
置
に
よ
っ

て
変
化
す
る｣

と
い
う
点
が

非
常
に
複
雑
で
、
体
に
馴
染

➔コチラから
本苑だより更新中

貴賓室

事務所台 所

青少年部室・祭員室

廊下・ロビー

神饌室・物置

神床・神殿

お茶室

内

装

伝統の木造瓦葺の建物

【
日
時
】
令
和
４
年
６
月
２
６
日(

日)

【
集
合
】
亀
岡
天
恩
郷

・
会
費
／
三
千
円

・
十
五
時
終
了
予
定

直 心 会

お知らせ
直
心
会
の
研
修
会
の
ご
案
内(

予
定)

●
出
雲
大
神
宮
を
巡
る
。
午
後
か
ら
正
食
の
講
話

祭
式
講
習
を
受
講
し
て

碧
南
分
所

蒲

生

真

矢

４
月
２
日

撮

影

外

装

４
月
２
日

撮

影
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令
和
４
年
度
「
分
所
・
支

部
長
研
修
会
」
を
去
る
３
月

２
７
日
に
本
苑
に
て
、
皆
様

の
ご
協
力
に
よ
り
開
催
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

午
前
中
は
本
苑
長
を
講
師

と
し
て
今
年
度
の
「
教
団
方

針
」
の
内
容
を
解
説
し
て
い

た
だ
き
、
午
後
か
ら
は
２
つ

の
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
て
教

団
方
針
の
中
の
活
動
内
容
な

ど
を
検
討
す
る
話
し
合
い
の

場
を
設
け
、
そ
の
内
容
を
発

表
す
る
構
成
で
行
い
ま
し
た
。

本
苑
長
の
解
説
講
話
は
「
教

団
方
針
」
と
追
冊
さ
れ
て
い

る
「
教
主
さ
ま
ご
あ
い
さ
つ
」
も

含
め
、
良
く
研
鑽
さ
れ
図

解
を
交
え
て
の
説
明
で

し
た
。
教
団
方
針
は
教

主
さ
ま
の
思
い
、
願
い
が

込
め
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ

に
応
え
る
た
め
に
「
私
た

ち
の
６
つ
の
誓
い
」
か
ら

の
キ
ー
ワ
ー
ド
を
も
と

に
個
々
、
機
関
か
ら
で

き
る
事
の
活
動
を
始
め

る
意
識
を
持
つ
よ
う
激

励
さ
れ
ま
し
た
。
毎
年

配
布
さ
れ
る
教
団
方
針

も
改
め
て
、
し
っ
か
り
目
を

通
す
時
間
に
な
り
ま
し
た
。

午
後
か
ら
の
グ
ル
ー
プ
別

検
討
会
で
は
、
教
団
・
人
類
愛

善
会
の
方
針
に
応
え
よ
う
に

も
…
。
個
人
と
し
て
既
に
実

践
で
き
て
い
る
行
い
は
あ
る
も

の
の
、
各
家
、
各
機
関
の
内
で

は
先
が
見
通
せ
て
い
な
い
現
状

を
改
善
す
る
に
は
、
後
継
者
育

成
を
念
頭
に
置
い
た
次
世
代

参
加
型
の
企
画
、
活
動
を
し

て
い
か
な
け
れ
ば
、
と
い
う
思

い
は
皆
同
じ
よ
う
で
し
た
。

参
加
さ
れ
た
各
機
関
代
表

の
皆
様
が
、
何
か
し
な
け
れ
ば

の
思
い
を
捨
て
ず
、
進
む
こ

と
を
諦
め
ず
に
始
動
さ
れ
広

ま
る
こ
と
を
期
待
し
ま
す
。
花

が
咲
き
、
草
木
が
芽
吹
く
季
節

に
新
本
苑
が
完
成
し
ま
す
。

間
近
で
す
。
造
り
上
げ
る
の
は

昭
和
世
代
の
人
、
維
持
活
用

は
平
成
・
令
和
世
代
の
人

と
、
引
継
げ
ま
す
よ
う
に
礎

を
整
え
ま
し
ょ
う
。
よ
ろ
し

く
お
願
い
致
し
ま
す
。
参
加

者
は
１
８
名
で
し
た
。

私
は
ず
っ
と
以
前
か
ら
、
洛
北
、
大
原
の
三
幅
前

掛
を
し
め
た
百
姓
姿
の
美
し
さ
を
好
も
し
く
思
っ
て

い
ま
し
た
。

大
本
事
件
が
起
こ
っ
て
、
私
も
百
姓
を
す
る
よ
う

に
な
っ
て
か
ら
、
三
幅
前
掛
を
し
め
始
め
た
の
で
す

が
、
妹
た
ち
や
娘
た
ち
も
次
第
に
、
そ
の
美
し
さ
に

魅
か
れ
て
愛
用
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

近
ご
ろ
、
京
都
の
街
を
歩
い
て
い
ま
す
と
、
よ
く

先
方
か
ら
私
た
ち
の
方
に
流
れ
て
く
る
視
線
を
感
じ

る
の
で
す
。
そ
れ
が
、
相
当
に
教
養
の
あ
る
感
じ
の

方
か
ら
眼
を
凝
ら
し
注
が
れ
る
の
で
ハ
ッ
と
す
る
の

で
す
が
、
そ
の
焦
点
は
私
た
ち
の
愛
用
し
て
い
る
三

幅
前
掛
に
あ
る
こ
と
が
分
り
、
ホ
ッ
と
安
堵
す
る
と

と
も
に
、
三
幅
の
美
し
さ
に
自
信
を
も
っ
て
来
た
こ

と
に
、
ひ
そ
か
な
誇
り
を
感
じ
ま
し
た
。

そ
れ
が
最
近
、
三
幅
前
掛
は
古
い
伝
統
と
、
か
ぐ
わ

し
い
由
来
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
知
り
ま
し
た
。

今
か
ら
お
よ
そ
七
百
七
十
年
ほ
ど
の
昔
、
平
家
の
一
門

が
滅
ん
だ
時
、
建
礼
門
院
も
御
入
水
あ
り
し
に
、
心
な
ら

ず
も
源
氏
の
武
士
に
救
わ
れ
、
再
び
都
に
上
ら
れ
、
元

暦
二
年
、
わ
ず
か
御
年
二
十
九
才
に
て
御
出
家
と
な
り

そ
れ
よ
り
大
原
の
寂
光
院
に
篭
ら
れ
て
い
ま
す
。
寂
光

院
の
建
礼
門
院
の
側
に
、
大
納
言
の
局
と
も
う
一
人
阿

波
の
内
侍
が
仕
え
て
い
ま
し
た
が
、
こ
の
阿
波
の
内

侍
が
三
幅
前
掛
を
始
め
た
方
と
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
こ
ろ
の
女
官
は
、
す
べ
て
緋
の
袴
を
つ
け
て
仕
え

て
い
た
の
を
、
阿
波
の
内
侍
が
略
装
と
し
て
麻
の
緋
の
三

幅
前
垂
れ
を
つ
く
り
、
袴
に
代
え
た
の
が
始
ま
り
で
、
そ

れ
は
都
を
は
な
れ
た
大
原
の
里
で
は
、
女
官
と
て
労
働
が

と
も
な
い
、
ま
た
、
む
ぐ
ら
を
別
け
て
都
へ
の
使
い
の
都

度
、
袴
で
は
と
て
も
不
自
由
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
と
、

も
う
一
つ
は
何
か
と
い
え
ば
、
里
人
の
院
へ
御
用
に
上
が

る
こ
と
も
し
げ
く
な
っ
た
の
で
、
そ
の
節
の
礼
装
に
と
―

袴
は
上
が
開
い
て
い
る
が
、
労
働
し
や
す
い
よ
う
に
と
下

を
開
け
た
―
の
が
〈
三
幅
前
掛
〉
と
な
っ
た
の
で
す
。

「三
幅
前
掛
け
」

特
任
宣
伝
使

芝

田

豊

海

出
口
直
日

著

「
分
所
・
支
部
長
研
修
会
」
開
催
の
ご
報
告

宣
教
部
長

生

田

吉

亮

む
の
に
時
間
が
か
か
り
ま
し
た
。

し
か
し
、
そ
れ
だ
け
複
雑
で
多
く

の
決
ま
り
が
あ
る
分
、
祭
式
に
は

大
切
な
意
義
が
込
め
ら
れ
て
い

る
の
だ
と
感
じ
ま
す
。
普
段
の
月

次
祭
を
見
る
視
点
が
変
わ
っ

た
よ
う
な
気
が
し
ま
し
た
。

私
は
八
雲
琴
を
習
わ
せ
て
い

た
だ
い
て
お
り
、
以
前
か
ら
八

雲
琴
の
先
生
に
祭
式
講
習
の
受

講
を
勧
め
ら
れ
て
お
り
ま
し
た
。

し
か
し
、
近
年
の
コ
ロ
ナ
禍
で
大

本
本
部
に
行
き
づ
ら
い
状
況
が
続

き
、
な
か
な
か
受
講
す
る
こ
と
が

叶
わ
な
い
で
い
ま
し
た
。
そ
の
時

に
父
か
ら
三
河
本
苑
で
祭
式
講
習

が
行
わ
れ
る
と
聞
き
、「
チ
ャ
ン
ス

だ
！
」
と
思
い
、
受
講
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。

講
習
で
は
祓
式
行
事
と
正
中

動
作
を
中
心
に
、
一
つ
一
つ
の
動
作

に
込
め
ら
れ
た
意
味
も
教
え
て
く

だ
さ
り
、
祭
式
に
つ
い
て
何
一
つ

知
識
の
な
い
私
で
も
理
解
し
や

す
い
丁
寧
な
ご
指
導
で
し
た
。

今
回

学
ん
だ
祭
式
を
、
月
次
祭

や
日
々
の
朝
拝
・
夕
拝
に
活
か

し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す

。

進歩向上の階段
体から霊へ進まねば

ならぬ。底から上へ昇ら

ねばならぬ。形から超形

に行かねばならぬ。地か

ら天へ至らねばならぬ。

最も簡単から、最も複雑

へとならねばならぬ。

すべて、この順序、階段

を無視しては、とうてい真

の向上進歩はあり得ない。

〇

統一しているが如くに

して、しかも複雑なる自

分をよくよく省みるべき

であ、味おうべきである、

知るべきである。

出口日出麿 著 第五巻(P219)

信仰覚書

講習風景

参加者の皆さん

本苑長による講話


