
- 1 -

SACHIHIRO Tenrikyo Sachihiro Branch-Church Kouhou-shi 第10号 平成18年４月８日発行

天理教狹千廣分教会の広報紙

１面・見直される修身の教科書

２面・よろこびいっぱい

３面・おやさま逸話篇から

４面・教会の動き・編集後記

発行：天理教狹千廣分教会 〒589-0021 大阪狭山市今熊1-1133 ℡072-365-2571

E-mail:wat@sachihiro.com url:ht tp://sachihiro.com 編集兼発行人・山口 渡

さちひろ
歴
史
学
者
の
ア
ー
ノ
ル
ド
・
ト
イ
ン
ビ
ー
は
古
代
ロ
ー
マ
帝
国
の
興

亡
を
研
究
し
て
、
こ
う
言
っ
て
い
ま
す
。

「
一
つ
の
国
が
滅
び
る
の
は
、
戦
争
に
よ
っ
て
で
は
な
い
。
天
変
地
異

で
も
な
け
れ
ば
、
経
済
破
綻
に
よ
っ
て
で
も
な
い
。
国
民
の
道
徳
心

が
失
わ
れ
た
時
に
そ
の
国
は
滅
び
る
」
と
。

こ
の
国
の
現
状
を
見
る
と
、
ト
イ
ン
ビ
ー
の
こ
の
言
葉
が
身
に
し
み

ま
す
ね
。

と
こ
ろ
で
『
修
身
の
教
科
書
』
（
サ
ン
マ
ー
ク
出
版
）
の
著
者
・
小

池
松
次
さ
ん
が
『
Ｗ
ｉ
ｌ
ｌ
』-

2
0
0
5

年
11
月
号
に
「
石
原
慎
太
郎
氏

に
ま
で
批
判
さ
れ
た
『
修
身
の
教
科
書
』
」
を
寄
稿
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
表
題
の
コ
ピ
ー
に
「
修
身
を
広
め
な
い
と
日
本
は
滅
び
る
！

」

と
謳
っ
て
い
ま
す
。

な
ん
や
今
ご
ろ
修
身
っ
て
か
。
時
代
錯
誤
じ
ゃ
な
い
の
？

と
呆
れ

る
方
も
お
い
で
か

も
知
れ
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
こ
れ
が

一
時
荒
廃
し
た
欧

米
の
社
会
の
立
替
に
大
き
な
力
を
発
揮
し
た
こ
と
を
知
れ
ば
、
あ
な
が

ち
時
代
遅
れ
と
言
っ
て
見
向
か
な
い
の
は
ど
ん
な
も
の
で
し
ょ
う
ね
。

こ
の
本
の
著
者
・
小
池
松
次
氏
の
言
葉
が
ネ
ッ
ト
で
も
紹
介
さ
れ
て

い
ま
す
。

明
治
四
十
一
年
に
ロ
ン
ド
ン
大
学
で
国
際
道
徳
教
育
会
議
が
開
か
れ

ま
し
た
。
そ
こ
に
提
出
さ
れ
た
日
本
の
修
身
教
育
は
各
国
の
注
目
を

集
め
、
道
徳
教
育
の
粋
と
し
て
絶
賛
さ
れ
ま
し
た
。
以
来
、
多
く
の

国
が
範
を
日
本
の
修
身
教
育
に
求
め
、
修
身
を
参
考
に
道
徳
の
教
科

書
を
編
ん
で
い
る
の
で
す
。
こ
の
こ
と
は
各
国
の
道
徳
教
科
書
を
見

れ
ば
、
容
易
に
跡
づ
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
の
こ
と
を
知
ら
な

い
の
は
日
本
人
だ
け
で
す
。

ま
た
、
現
代
の
ア
メ
リ
カ
も
日
本
の
修
身
教
育
か
ら
大
い
に
学
ん
で

い
ま
す
。

ア
メ
リ
カ
も
学
校
に
暴
力
が
は
び
こ
り
、
学
力
が
著
し
く
低
下
し
、

麻
薬
さ
え
蔓
延
し
て
、
教
育
現
場
が
荒
廃
し
た
時
期
が
あ
り
ま
し
た
。

時
の
レ
ー
ガ
ン
大
統
領
は
日
本
に
使
節
団
を
派
遣
し
、
そ
の
代
表
の

ベ
ネ
ッ
ト
は
『
道
徳
読
本
』
を
書
き
ま
し
た
。
そ
れ
は
三
千
万
部
と

い
う
大
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
に
な
り
、
そ
れ
を
基
盤
に
ア
メ
リ
カ
は
再
建

に
向
か
っ
た
の
で
す
。
そ
の
『
道
徳
読
本
』
を
読
ん
で
驚
き
ま
し
た
。

私
が
戦
前
の
修
身
と
国
語
の
教
科
書
か
ら
い
い
話
を
百
話
選
ん
で
編

纂
し
、
昭
和
五
十
一
年
に
自
費
出
版
し
た
『
修
身
・
日
本
と
世
界
－

今
こ
そ
日
本
も
考
え
る
と
き
』
と
中
身
が
そ
っ
く
り
だ
っ
た
か
ら
で

す
。
戦
後
、
西
ド
イ
ツ
の
ア
デ
ナ
ウ
ア
ー
首
相
は
日
本
の
修
身
に
学

ん
だ
道
徳
教
育
を
推
進
し
て
復
興
を
果
た
し
ま
し
た
。
イ
ギ
リ
ス
の

サ
ッ
チ
ャ
ー
首
相
は
道
徳
教
育
を
強
化
す
る
教
育
改
革
を
行
っ
て
イ

ギ
リ
ス
を
蘇
ら
せ
ま
し
た
。
ロ
シ
ア
や
中
国
で
も
国
民
教
育
に
力
を

入
れ
て
い
る
の
は
、
教
科
書
を
見
れ
ば
明
ら
か
で
す
。
（
伊
勢
雅
臣

「
国
際
的
評
価
の
高
か
っ
た
日
本
の
修
身
教
育
」
）

修
身
の
教
科
書
は
、

昭
和
20
年
12
月
31

日
、
占
領
軍
が
、
廃

棄
処
分
だ
け
じ
ゃ
な

く
て
回
収
命
令
を
出
し
て
、
日
本
中
か
ら
無
く
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

入
手
す
る
の
が
不
可
能
に
近
い
状
態
だ
っ
た
そ
う
で
す
。
国
会
図
書
館

に
も
な
い
！

小
池
さ
ん
は
日
本
全
国
を
ま
わ
っ
て
、
昭
和
29
年
か
ら

30
年
の
１
年
か
け
て
、
44
種
類
の
修
身
教
科
書
を
集
め
て
昭
和
45
年
に

『
こ
れ
が
修
身
だ
』
を
自
費
出
版
。
そ
れ
が
元
に
な
っ
て
上
梓
さ
れ
た

の
が
こ
の
本
。
内
容
は
、
短
い
偉
人
伝
集
で
す
。

少
年
少
女
に
は
、
具
体
的
な
事
例
を
あ
げ
て
人
間
の
あ
り
方
（
偉
人

の
生
涯
）
を
説
い
て
聞
か
せ
た
い
で
す
ね
。
抽
象
的
な
話
は
、
頭
の
い

い
子
に
は
理
解
で
き
て
も
、
わ
た
し
の
よ
う
な
愚
才
に
は
話
が
実
感
と

し
て
伝
わ
っ
て
こ
な
い
の
で
す
。

修
身
の
教
科
書
に
あ
が
っ
て
い
る
事
例
は
、
だ
れ
で
も
わ
か
る
内
容

で
、
共
感
す
る
と
こ
ろ
が
多
い
。
海
外
で
は
高
く
評
価
さ
れ
い
る
の
に
、

国
内
注
目
さ
れ
な
い
の
は
「
今
ご
ろ
修
身
っ
て
か
？
」
と
い
う
偏
見
に

よ
る
の
で
は
…
。
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教
会
の
動
き

■
朝
づ
と
め
…
毎
朝
・
６
時
30
分

■
夕
づ
と
め
…
毎
夕
・
７
時
00
分

■
春
季
大
祭
…
１
月
21
日
午
後
１
時
30
分

■
秋
季
大
祭
…
10
月
21
日
午
後
１
時
30
分

■
月
次
祭
…
毎
月
21
日

午
後
１
時
30
分

■
春
・
秋
季
霊
祭
…
３
月
22
日
、
９
月
22

日

午
後
１
時
30
分

※
教
会
の
場
所
は
、
左
の
地
図
の

マ
ー

ク
。
市
立
公
民
館
の
裏
・
西
側
で
す
。

教
祖
百
二
十
年
祭
・
全
教
一
斉
ひ
の
き

し
ん
デ
ー
が
４
月
29
日
に
、
全
国
各
地
で

実
施
さ
れ
ま
す
。
今
年
は
、
目
標
五
十
万

人
を
達
成
す
べ
く
、
支
部
を
は
じ
め
、
教

会
で
も
、
多
く
の
方
の
参
加
を
呼
び
か
け

て
い
ま
す
。

わ
た
し
た
ち
、
阪
南
支
部
第
五
組
（
大

阪
狭
山
市
地
区
）
は
、
次
の
場
所
（
上
の

地
図
・
教
会
の
北
側
）
で
実
施
し
ま
す
。

家
族
そ
ろ
っ
て
、
ご
参
加
下
さ
い
。

●
４
月
29
日
（
土
）
９
時
～
11
時

場
所

大
阪
狭
山
市
今
熊
１
丁
目

戦
没
者
慰
霊
碑
斎
場
周
辺

内
容

除
草
・
清
掃

連
絡

山
口

渡
（365-22571

）
ま
で
。

教会の動き さちひろ

さ
ち
ひ
ろ

第
10
号

編
集
兼
発
行
人
・
山
口

渡

平
成
18
年
４
月
８
日

大
阪
狭
山
市
今
熊
１
丁
目
１
１
３
３
番
地

℡
・
０
７
２-

３
６
５-

２
５
７
１

《
編

集

後

記
》

▼
遅
れ
て
い
た
桜
の
開
花
も
、
こ
こ
に
き
て
、

よ
う
や
く
見
頃
と
な
り
ま
し
た
。

▼
桜
の
季
節
は
、
新
し
い
年
度
の
始
ま
り
で
も

あ
り
ま
す
。
わ
が
家
に
も
住
み
慣
れ
た
家
を
離

れ
て
、
天
理
で
寮
生
活
を
送
る
よ
う
に
な
っ
た

輩
が
一
名
い
ま
し
て
、
き
の
う
、
そ
の
入
学
式

に
行
っ
て
参
り
ま
し
た
。

▼
新
し
い
境
遇
へ
の
第
一
歩
は
、
だ
れ
し
も
希

望
よ
り
不
安
の
方
が
大
き
い
旅
立
ち
の
よ
う
に
、

感
じ
も
の
で
す
。
し
か
し
、
そ
こ
で
し
っ
か
り

と
耐
え
て
、
早
く
新
し
い
環
境
に
慣
れ
て
も
ら

わ
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
。

▼
修
身
の
教
科
書
、
そ
の
内
容
が
話
題
に
な
っ

て
い
ま
す
。
巻
頭
の
一
文
は
そ
の
紹
介
で
す
。

▼
桜
の
開
花
と
同
期
し
て
本
紙
の
発
刊
も
不
定

期
に
な
っ
て
し
ま
い
申
し
わ
け
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
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天理の紹介・よろこびいっぱい さちひろ

よ

ろ

こ

び

い

っ

ぱ

い

「
葡
萄
の
よ
う
に
」
「
丸
い
心
に
」

世
界
の
あ
ち
こ
ち
で
、
い
ま
も
戦
争
が
起
こ
っ
て
い
ま
す
。

罪
の
な
い
人
が
巻
き
込
ま
れ
る
テ
ロ
事
件
も
あ
と
を
た
ち
ま
せ
ん
。

き
っ
と
キ
ミ
た
ち
も
テ
レ
ビ
で
見
た
こ
と
が
あ
る
で
し
ょ
う
。

人
間
同
士
、
お
互
い
が
憎
し
み
あ
い
、
傷
つ
け
あ
う
。

こ
ん
な
悲
し
い
姿
は
あ
り
ま
せ
ん
。

だ
っ
て
、
私
た
ち
人
間
は
、
み
ん
な
親
神
様
の
子
ど
も
。

兄
弟
姉
妹
な
の
で
す
。

教
祖
は
あ
る
と
き
、
ブ
ド
ウ
を
手
に
と
っ
て
、

「
世
界
は
、
こ
の
葡
萄
の
よ
う
に
な
あ
、

皆
、
丸
い
心
で
、
つ
な
が
り
合
う
て
行
く
の
や
で
」

と
、
仰
せ
に
な
り
ま
し
た
。

ブ
ド
ウ
が
三
角
や
四
角
だ
っ
た
ら
大
変
。

お
互
い
を
傷
つ
け
あ
い
ま
す
。

丸
い
心
は
、
互
い
を
思
い
や
る
や
さ
し
い
心
。

そ
し
て
つ
な
が
り
合
う
と
は
、
お
互
い
に
支
え
合
い
た
す
け
あ
う
こ
と
。

い
ま
、
私
た
ち
に
で
き
る
こ
と
は
、

家
族
や
お
友
だ
ち
が
丸
い
こ
こ
で
つ
な
が
っ
て
い
く
こ
と
。

お
互
い
を
お
も
い
や
っ
て
た
す
け
あ
う
こ
と
。

そ
の
輪
が
少
し
ず
つ
広
が
れ
ば
、

い
つ
か
き
っ
と
争
い
の
な
い
世
界
に
な
る
で
し
ょ
う
。

（
リ
ト
ル
マ
ガ
ジ
ン
・
天
理
少
年
平
成
18
年
３
月
号
よ
り
）

ブ
レ
ー
キ

「
車
は
ブ
レ
ー
キ
が
あ
る
か
ら
走
れ
る
」

こ
の
川
柳
は
走
行
安
全
の
た
め
に
、

ブ
レ
ー
キ
の
点
検
を
怠
る
な
、
と
の
戒
め
と
思
う
。

考
え
る
と
、

人
間
に
は
善
悪
の
考
え
を
選
択
し
、
悪
意
に
ブ
レ
ー

キ
を
か
け
る
良
心
が
あ
る
。

素
晴
ら
し
い
良
心
を
持
っ
て
お
れ
ば
、
誰
で
も
平
穏

で
、
明
る
く
楽
し
い
生
活
が
で
き
る
。

だ
が
、
逆
に
最
近
は
、
ブ
レ
ー
キ
を
つ
か
さ
ど
る
良

心
を
失
っ
た

危
険
な
人
間
が
増
え
て

残
忍
な
犯
罪
が
連
日
に
起
き
て
い
る
。

あ
る
人
が
、

今
の
世
は
良
心
喪
失
時
代
と
い
っ
た
。

思
わ
ず
、

良
心
を
失
っ
た
原
因
を
問
う
と
、

彼
は
、
家
庭
で
の
宗
教
教
育
の
欠
落
に
あ
る
と
、

淋
し
く
答
え
て
く
れ
た
。

高
橋
美
津
志
「
ち
ょ
っ
と
ひ
と
こ
と
」

（
善
本
社
刊
）
か
ら
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摂
津
国
安
立
村
に
、
「
種
市
」
と
い
う
屋

号
で
花
の
種
を
売
っ
て
歩
く
前
田
藤
助
、
タ

ツ
と
い
う
夫
婦
が
あ
っ
た
。
二
人
の
間
に
は
、

次
々
と
子
供
が
出
来
た
。
も
う
、
こ
れ
ぐ
ら

い
で
結
構
と
思
っ
て
い
る
と
、
慶
応
元
年
、

ま
た
子
供
が
生
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ

れ
で
、
タ
ツ
は
、
大
和
国
に
、
願
う
と
子
供

を
お
ろ
し
て
下
さ
る
神
様
が
あ
る
と
聞
い
て
、

大
和
へ
来
た
。
し
か
し
、
そ
こ
へ
は
行
か
ず
、

不
思
議
な
お
導
き
で
、
庄
屋
敷
村
へ
帰
り
、

教
祖
に
お
目
通
り
さ
せ
て
頂
い
た
。
す
る
と
、

教
祖
は
、

「
あ
ん
た
は
、
種
市
さ
ん
や
。
あ
ん
た
は
、

種
を
蒔
く
の
や
で
。」

と
、
仰
せ
に
な
っ
た
。
タ
ツ
は
、
「
種
を
蒔

く
と
は
、
ど
う
す
る
の
で
す
か
。
」
と
、
尋

ね
た
。
す
る
と
、
教
祖
は
、

「
種
を
蒔
く
と
い
う
の
は
、
あ
ち
こ
ち
歩
い

て
、
天
理
王
の
話
を
し
て
廻
わ
る
の
や
で
。
」

と
、
お
教
え
に
な
っ
た
。
更
に
、
お
腹
の
子

供
に
つ
い
て
、

「
子
供
は
お
ろ
し
て
は
な
ら
ん
で
。
今
年
生

ま
れ
る
子
は
、
男
や
。
あ
ん
た
の
家
の
後
取

り
や
。」

と
、
仰
せ
ら
れ
た
。
こ
の
お
言
葉
が
胸
に
こ

た
え
て
、
タ
ツ
は
、
子
供
を
お
ろ
す
こ
と
は

思
い
と
ど
ま
っ
た
。
の
み
な
ら
ず
、
夫
の
藤

助
に
も
話
を
し
て
、
そ
れ
か
ら
は
、
夫
婦
と

も
お
ぢ
ば
へ
帰
り
、
教
祖
か
ら
度
々
お
仕
込

み
頂
い
た
。
子
供
は
、
そ
の
年
六
月
十
八
日

安
産
さ
せ
て
頂
き
、
藤
次
郎
と
名
付
け
た
。

こ
う
し
て
、
二
人
は
、
花
の
種
を
売
り
な

が
ら
、
天
理
王
命
の
神
名
を
人
々
の
胸
に
伝

え
て
廻
わ
っ
た
。
そ
し
て
、
病
人
が
あ
る
と
、

二
人
の
う
ち
一
人
が
、
お
ぢ
ば
へ
帰
っ
て
お

願
い
し
た
。
す
る
と
、
ど
ん
な
病
人
で
も
次
々

と
救
か
っ
た
。

【
解
説
】

●
楢
神
社
（
檪
本
）

奈
良
に
は
、
楢
良
と
か
楢
吉
、
奈
良
菊
等

の
名
前
を
持
つ
お
じ
さ
ん
や
お
ば
さ
ん
が
よ

く
い
ま
す
。
こ
れ
は
楢
神
社
に
お
願
い
し
て

子
供
を
授
け
て
頂
く
と
「
楢
」
と
か
「
奈
良
」

「
な
ら
」
の
字
を
つ
け
る
信
仰
に
よ
る
も
の

で
す
。
身
体
の
弱
い
子
は
、
境
内
で
捨
て
子

の
形
式
を
と
っ
て
、
改
名
す
る
と
丈
夫
に
育

つ
と
も
言
わ
れ
た
よ
う
で
す
。

教
祖
伝
に
は
そ
う
し
た
名
前
の
人
物
が
多

く
登
場
し
て
い
ま
す
。
平
野
楢
蔵
、
梶
本
楢

治
郎
、
上
田
ナ
ラ
イ
ト
な
ど
。

ち
な
み
に
「
ト
メ
」
は
ス
ト
ッ
プ
の
意
味

が
こ
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
子
供
で
最
後

の
出
産
に
し
た
い
と
い
う
願
が
こ
め
ら
れ
て

い
る
の
で
す
。
ス
エ
ノ
、
末
子
な
ど
の
名
前

も
同
じ
で
し
ょ
う
。

●
こ
の
お
話
の
テ
ー
マ

・
「
子
供
は
お
ろ
し
て
は
な
ら
ん
で
」
→
当

時
ま
び
き
と
称
し
て
堕
胎
が
広
く
行
わ
れ

て
い
ま
し
た
。
そ
れ
を
戒
め
ら
れ
た
点
。

・「
種
を
蒔
く
」
→
天
理
王
命
の
神
名
を
人
々

の
胸
に
伝
え
て
廻
る
こ
と
。

さちひろ 逸話篇から・種を蒔くのやで

『
稿
本
天
理
教
教
祖
伝
逸
話
篇
』
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