
人
間
に
は
五
感
と
呼
ば
れ
る
感

覚
が
あ
っ
て
、
そ
れ
を
通
し
て
外

界
と
接
し
て
い
ま
す
。
五
感
と
は

視
覚
・
聴
覚
・
触
覚
・
味
覚
・
嗅

覚
で
す
。
お
道
の
教
え
は
、
こ
の

五
感
全
て
を
動
員
し
て
人
に
訴
え

て
い
ま
す
。
他
の
宗
教
に
見
ら
れ

な
い
す
ば
ら
し
い
特
質
だ
と
思
い

ま
す
。

ど
の
宗
教
で
も
、
話
を
聞
く
こ

と
は
一
番
大
切
な
こ
と
で
し
ょ
う
。

天
理
校
も
そ
う
で
す
。
神
様
の
話

を
聞
き
分
け
て
こ
の
道
に
入
り
ま

す
。
別
席
・
を
び
や
・
お
守
り
な

ど
、
い
ず
れ
も
「
聞
き
分
け
る
」

こ
と
が
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
に
な
っ

て
い
ま
す
。
し
か
し
そ
れ
に
留
ま

り
ま
せ
ん
。
天
理
教
は
、
神
様
の

働
き
を
見
て
（
見
せ
て
）
信
じ
る

証
拠
信
心
、
お
さ
づ
け
の
取
次
の

よ
う
に
、
手
で
直
接
触
れ
て
た
す

け
ま
す
。
ま
た
「
食
べ
て
味
わ
う
」

は
、
神
様
が
人
間
を
拵
え
ら
れ
た

時
、
そ
の
本
性
を
見
定
め
る
際
に

な
さ
れ
た
技
で
、
人
と
人
と
の
交

わ
り
の
上
で
大
切
な
点
を
指
摘
さ

れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、

極
め
つ
け
は
、
こ
の
教
え
を
人
に

伝
え
る
の
に
、
「
に
を
い
」
と
い

う
臭
覚
に
訴
え
ら
れ
て
い
る
点
で

す
。と

こ
ろ
で
、
臭
覚
を
刺
激
す
る

に
お
い
に
つ
い
て
、
人
間
に
快
感

を
与
え
る
も
の
を
「
香
り
」
と
呼

び
、
不
快
な
臭
気
は
「
悪
臭
」
と

表
現
さ
れ
ま
す
。
工
場
や
事
業
所

か
ら
発
生
し
て
い
る
悪
臭
苦
情
は

全
国
で
２
４
０
０
件
以
上
も
あ
る

そ
う
で
す
。
こ
の
判
定
の
た
め
に
、

「
臭
気
判
定
士
」
と
い
う
資
格
ま

で
あ
り
ま
す
。
自
治
体
か
ら
の
委

託
を
受
け
て
に
お
い
の
測
定
を
し

て
い
る
そ
う
で
す
。

現
代
日
本
の
社
会
に
は
、
悪
臭

を
消
去
、
除
外
す
る
傾
向
が
あ
り

ま
す
。
た
と
え
ば
、
脱
臭
・
消
臭

剤
、
に
を
い
消
し
、
抗
菌
、
除
菌

は
に
お
い
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

考
え
方
は
同
じ
。
要
す
る
に
「
臭

い
も
の
に
は
蓋
を
せ
よ
」
で
す
。

こ
の
風
潮
、
あ
ま
り
好
ま
し
い
も

の
と
は
思
え
ま
せ
ん
ね
。
た
と
え

ば
、
ウ
ン
コ
の
臭
い
を
な
く
す
る

よ
う
な
飲
み
薬
が
あ
る
そ
う
で
す
。

ウ
ン
コ
の
臭
い
が
な
く
な
っ
た
ら

ど
う
な
り
ま
す
？

か
え
っ
て
衛

生
観
念
が
薄
れ
て
、
不
潔
な
扱
い

が
蔓
延
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

神
様
が
お
作
り
下
さ
れ
た
世
界

で
あ
り
ま
す
か
ら
、
あ
り
と
あ
ら

ゆ
る
も
の
は
必
要
が
あ
っ
て
存
在

す
る
の
で
す
。
人
も
も
の
も
す
べ

て
は
、
陽
気
ぐ
ら
し
に
必
要
な
も

の
。
不
要
な
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。

に
お
い
も
同
様
で
す
。
脱
臭
、
除

臭
、
消
臭
、
で
は
な
く
て
、
香
り

も
臭
い
も
含
め
て
「
に
を
い
」
を

大
切
に
し
た
い
も
の
で
す
。

- 1 -

SACHIHIRO T enrikyo Sachihiro Branch-Church Kouhou-shi 第７号 平成17年10月10日発行

天理教狹千廣分教会の広報紙

１面・不要なものはありません

２面・まだ喫煙しますか

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:http://sachihiro.com 編集兼発行人・山口 渡

さちひろ 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

■
元
旦
祭
…
午
前
７
時
・
午
後
１
時
30
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
。

受
講
対
象
：
15
歳
以
上

内
容
：
天
理
教
紹
介
コ
ー
ス

（
１
時
間
30
分
所
要
）

ビ
デ
オ
《
１
》
「
天
理
教-

陽
気
ぐ
ら

し
の
道
」

教
え
の
概
要
と
教
会
本
部

ま
た
は
そ
の
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
を
紹
介

し
ま
す
。

講
話
１

か
し
も
の
・
か
り
も
の
」

・
講
師
が
身
近
な
こ
と
を
題
材
に
、
心

と
か
ら
だ
の
独
特
な

教
え
に
つ
い
て
お
話
し

し
ま
す
。

ビ
デ
オ
《
２
》
「
信
仰
の
よ
ろ
こ
び
」
・
信
仰
す
る
人
た
ち

の
喜
び
の
姿
を
紹
介
し
ま
す
。

講
話
２

「
親
神
様
・
教
祖
・
ぢ
ば
」

・
ゆ
る
ぎ
な
い
幸
せ
を
築
く
た
め
に
は
何

が
大
切
か
、
講

師
が
分
か
り
や
す
く
お
話
し
し
ま
す
。

会
場
：
お
や
さ
と
や
か
た
東
左
三
棟
階
下
（
受
付
も
階
下
ホ
ー

ル
）

受
講
御
供
：
５
０
０
円
（
の
し
袋
に
入
れ
て
お
出
し
く
だ
さ

い
）

開
催
日
時
：
毎
日
開
催
（
12
月
28
日
〜
１
月
１
日
を
の
ぞ
く
）

平
日=

午
後
１
時
30
分

土
日
祝
日
及
び
25
日
、
27
日=

午

前
９
時
30
分
／
午
後
１
時
30
分

《
本
部
祭
典
日
等
特
別
な
日
は
、
開
催
時
間
が
変
わ
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
開
催
日
程
表
を
ご
覧
く
だ
さ
い
》

受
付
：
開
始
30
分
前
よ
り

（
直
接
会
場
に
お
越
し
く
だ
さ
い
）

外
国
語
：
外
国
語
に
よ
る
開
催
日
は
、
事
前
に
発
表
。
そ
の

他
の
日
で
希
望
す
る
場
合
は
、
１
週
間
前
ま
で
に
、
海
外

部
人
材
育
成
課
（
電
話0743-63-1511

内

線
５
３
４
８
）

に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

手
話
通
訳
：
１
週
間
前
ま
で
に
布
教
部
福

祉
課
（
電
話074

3-63-1511

内
線
５
３
２
１
）
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

詳
し
く
は
教
会
に
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。
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さ
ち
ひ
ろ

第
７
号

編
集
兼
発
行
人
・
山
口

渡

平
成
17
年
10
月
10
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
》

▼
６
日
発
行
を
予
定
し
て
ま
し
た
が
、
都
合
で

遅
れ
ま
し
た
。
10
月
は
秋
祭
り
の
シ
ー
ズ
ン
で

す
。
わ
が
町
も
だ
ん
じ
り
祭
が
や
っ
て
き
ま
し

た
。
２
日
に
試
験
曳
き
、
８
・
９
日
が
本
番
。

８
日
は
雨
模
様
。
午
後
か
ら
は
集
中
豪
雨
の
よ

う
な
降
り
方
で
し
た
。
最
悪
の
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ

ン
の
な
か
曳
行
、
９
日
は
秋
晴
れ
で
最
高
の
条

件
で
有
終
の
美
を
飾
れ
ま
し
た
。



筆
者
も
二
十
代
か
ら
三
十
代
の
は
じ
め
ま
で
、

喫
煙
し
て
い
ま
し
た
が
、
胃
潰
瘍
に
な
っ
て
以

降
、
き
っ
ぱ
り
や
め
ま
し
た
。
当
時
は
ま
だ
、

市
販
さ
れ
て
い
た
パ
ッ
ケ
ー
ジ
に
は
、
「
健
康

の
た
め
吸
い
過
ぎ
に
は
注
意
し
ま
し
ょ
う
」
程

度
の
文
章
が
印
刷
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
ま
せ
ん

で
し
た
。

最
近
は
、
包
装
面
積
三
分
の
一
も
占
め
る
警

告
文
が
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
い
わ
く
「
喫
煙

は
、
あ
な
た
に
と
っ
て
脳
卒
中
の
危
険
性
を
高

め
ま
す
」
「
人
に
よ
り
程
度
は
異
な
り
ま
す
が
、

ニ
コ
チ
ン
に
よ
り
喫
煙
へ
の
依
存
が
生
じ
ま
す
」

な
ど
と
。

実
際
、
世
界
中
で
、
タ
バ
コ
の
害
で
死
亡
す

る
人
の
数
は
、
年
間
に
五
百
万
人
に
も
達
す
る

と
い
い
ま
す
。
日
本
で
は
、
Ｊ
Ｔ
の
（
対
象
一

万
六
千
人
、
し
か
も
成
人
に
限
っ
た
）
調
査
に

よ
る
と
喫
煙
率
は
29
・
４
パ
ー
セ
ン
ト
（
男
性

46
・
９
パ
ー
セ
ン
ト
、
女
性
13
・
２
パ
ー
セ
ン

ト
）
で
、
先
進
国
中
ト
ッ
プ
。
こ
と
に
女
性
の

喫
煙
率
が
こ
の
十
年
間
に
倍
増
し
て
い
る
と
か
。

タ
バ
コ
は
健
康
を
害
す
る
こ
と
は
明
々
白
々

で
す
。
肺
ガ
ン
は
も
と
よ
り
、
喉
頭
ガ
ン
、
胃

ガ
ン
、
虚
血
性
疾
患
、
流
産
な
ど
40
種
類
の
疾

患
の
原
因
に
な
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
常
習

的
に
喫
煙
す
る
人
は
、
一
本
吸
う
ご
と
に
５
・

５
分
寿
命
を
縮
め
る
と
か
。

と
こ
ろ
が
こ
の
ガ
ン
の
発
症
に
は
、
あ
る
特

定
の
遺
伝
子
が
関
わ
っ
て
い
て
、
タ
バ
コ
を
喫

煙
し
て
い
る
と
だ
れ
も
が
ガ
ン
に
な
る
わ
け
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
な
る
人
と
な
ら
な
い
人
が
い

ま
す
。
こ
の
個
人
差
に
遺
伝
子
が
深
く
関
わ
っ

て
い
る
こ
と
が
、
最
近
専
門
家
の
研
究
で
明
ら

か
に
な
っ
た
そ
う
で
す
。
い
ず
れ
近
い
う
ち
に
、

遺
伝
子
を
調
べ
た
ら
喫
煙
に
よ
っ
て
ガ
ン
に
な

る
か
な
ら
な
い
か
が
わ
か
る
よ
う
に
な
る
か
も

知
れ
ま
せ
ん
。
（
村
上
和
雄
「
た
ば
こ
の
害
と

肺
が
ん
の
遺
伝
子
学
的
な
考
察
」
（
『
み
ち
の

と
も
』
立
教168
年
10
月
号
参
照
）

わ
た
し
は
「
な
ら
な
い
人
」
で
あ
っ
て
も
、

他
の
人
は
「
な
る
」
可
能
性
が
あ
る
わ
け
で
、

周
囲
に
対
す
る
タ
バ
コ
の
害
（
受
動
）
を
考
え

る
と
、
借
り
物
で
あ
る
こ
の
体
を
蝕
む
よ
う
な

生
活
習
慣
は
絶
つ
方
が
い
い
で
す
ね
。
禁
煙
を

身
近
な
と
こ
ろ
か
ら
実
行
し
て
い
き
た
い
も
の

で
す
。

高
橋
美
津
志
著
『
ち
ょ
っ
と
ひ
と
こ
と
』
よ
り

「
夫
婦
喧
嘩
」

あ
る
内
科
の
医
師
が
、

幼
い
わ
が
子
が
よ
く
高
熱
で
床
に
つ
く
、

そ
の
つ
ど
診
察
し
た
が
発
熱
の
原
因
が
解
ら
な

い
。

と
こ
ろ
が
あ
る
日
の
こ
と
、

フ
ト
、
三
年
前
の
日
記
を
読
ん
で
愕
然
と
し
た
。

夫
婦
喧
嘩
を
し
た
翌
朝
、
い
つ
も
子
供
が
発
熱

し
て
い
た
。

子
の
病
の
原
因
は
、

夫
婦
の
心
の
す
れ
あ
い
に
あ
っ
た
。

昔
か
ら
、

「
夫
婦
喧
嘩
は
犬
も
喰
わ
な
い
」
と
い
う
。

世
の
中
に
は
、

犬
も
喰
わ
な
い
マ
イ
ナ
ス
夫
婦
喧
嘩
を
、

子
に
食
べ
さ
せ
て
、

気
づ
か
な
い
親
が
い
る
。

夫
婦
の
心
の
治
ま
ら
な
い
過
程
に
は
、

健
全
な
子
供
は
育
た
な
い
。
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ま
だ
喫
煙
し
ま
す
か
？

明
治
十
四
年
頃
、
山
沢
為
造
が
、
教
祖
の
お

側
へ
寄
せ
て
頂
い
た
時
の
お
話
に
、

「
神
様
は
な
あ
、
『
親
に
い
ん
ね
ん
つ
け
て
、

子
の
出
て
来
る
の
を
、
神
が
待
ち
受
け
て
い

る
。
』
と
、
仰
っ
し
ゃ
り
ま
す
ね
で
。
そ
れ

で
、
一
代
よ
り
二
代
、
二
代
よ
り
三
代
と
理

が
深
く
な
る
ね
で
。
理
が
深
く
な
っ
て
、
末

代
の
理
に
な
る
の
や
で
。
人
々
（
に
ん
に
ん
）

の
心
の
理
に
よ
っ
て
、
一
代
の
者
も
あ
れ
ば
、

二
代
三
代
の
者
も
あ
る
。
又
、
末
代
の
者
も

あ
る
。
理
が
続
い
て
、
悪
い
ん
ね
ん
の
者
で

も
白
い
ん
ね
ん
に
な
る
ね
で
。
」

と
、
か
よ
う
な
お
言
葉
ぶ
り
で
、
お
聞
か
せ
下

さ
い
ま
し
た
。

【
解
説
】

■
山
澤
為
造
…
安
政
４
年
（1
8
5
7

）
１
月
12
日
、

父
・
山
澤
良
治
郎
、
母
の
ぶ
の
次
男
と
し
て
、

新
泉
村
に
生
れ
る
。
元
治
元
年
頃
、
父
に
連
れ

ら
れ
て
お
ぢ
ば
に
参
拝
。
明
治
20
年
梶
本
ひ
さ

と
結
婚
。
お
や
し
き
に
伏
せ
込
む
。
後
に
、
初

代
真
柱
様
が
亡
く
な
ら
れ
た
と
き
、
幼
少
で
あ
っ

た
二
代
真
柱
様
の
摂
行
者
を
つ
と
め
ら
れ
た
。

父
の
良
治
郎
は
秀
司
先
生
な
き
あ
と
初
代
真
柱

様
の
後
見
役
を
さ
れ
て
い
る
の
で
、
二
代
つ
づ

い
て
真
柱
を
支
え
る
と
い
う
希
有
の
経
歴
の
父

子
で
す
。

■
人
間
は
、
善
悪
の
心
を
使
っ
て
毎
日
暮
ら
し

て
お
り
ま
す
。
こ
の
心
づ
か
い
は
、
神
様
が
い

つ
も
ご
覧
に
な
っ
て
い
て
、
魂
に
自
動
的
に
記

録
・
保
存
さ
れ
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
ま
す
。

中
で
も
悪
い
心
づ
か
い
は
、
ほ
こ
り
の
よ
う
に

積
も
り
か
さ
な
り
が
ち
で
す
。
こ
れ
が
た
ま
っ

て
、
魂
に
こ
び
り
つ
い
て
し
ま
っ
た
も
の
を

「
い
ん
ね
ん
」
と
言
い
ま
す
。
か
な
ら
ず
し
も

悪
い
心
づ
か
い
ば
か
り
が
積
も
る
の
で
は
な
い

の
で
す
が
、
つ
ま
り
よ
い
心
づ
か
い
も
積
も
る

の
で
す
が
、
し
か
し
悪
い
も
の
は
、
人
間
の
不

都
合
の
原
因
に
な
る
の
で
、
問
題
と
さ
れ
ま
す
。

私
た
ち
人
間
は
、
い
い
心
づ
か
い
の
蓄
積
は
、

ほ
と
ん
ど
無
視
し
て
い
ま
す
。
無
視
し
て
も
い

い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
こ
の
善
悪
の
い

ん
ね
ん
が
今
あ
る
わ
た
し
の
境
遇
の
「
も
と
」

に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
自
分
で
過

去
に
蒔
い
た
種
が
芽
を
出
し
、
花
を
咲
か
せ
て
、

種
通
り
の
実
が
の
る
で
の
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、

悪
い
こ
と
も
善
い
こ
と
も
前
生
に
播
か
れ
て
い

る
場
合
も
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
の
人
の
に
す
べ

て
の
原
因
が
あ
る
と
は
言
え
ま
せ
ん
。
し
か
し
、

そ
う
し
た
前
生
も
含
め
て
、
わ
た
し
の
蒔
い
た

種
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
す
る
こ
と
は
大
切
な
こ

と
と
、
教
え
ら
れ
ま
す
。
こ
の
い
ん
ね
ん
を
寄

せ
て
守
護
し
て
い
る
と
言
わ
れ
ま
す
。

■
い
ん
ね
ん
寄
せ
て

せ
ん
し
よ
の
い
ん
ね
ん
よ
せ
て
し
う
ご
ふ
す
る

こ
れ
ハ
ま
つ
だ
い
し
か
と
を
さ
ま
る

一
号
74

ど
の
よ
ふ
な
と
こ
ろ
の
人
が
で
ゝ
き
て
も

み
な
い
ん
ね
ん
の
も
の
で
あ
る
か
ら

四
号
54

■
「
心
の
合
う
た
者
」
（
九
六
）
に
次
の
よ
う

な
話
が
載
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。

明
治
十
四
、
五
年
頃
、
教
祖
が
、
山
沢
為
造

に
お
聞
か
せ
下
さ
れ
た
お
言
葉
に
、

「
神
様
は
、
い
ん
ね
ん
の
者
寄
せ
て
守
護
し
て

下
さ
る
ね
で
。
『
寄
り
合
う
て
い
る
者
の
、

心
の
合
う
た
者
同
志
一
し
ょ
に
な
っ
て
、
こ

の
屋
敷
で
暮
ら
す
ね
で
。
』
と
、
仰
っ
し
ゃ

り
ま
す
ね
で
。
」

と
。

■
結
局
、
逸
話
篇
に
「
理
が
続
い
て
、
悪
い
ん

ね
ん
の
者
で
も
白
い
ん
ね
ん
に
な
る
ね
で
」
と

あ
る
よ
う
に
、
代
を
重
ね
て
こ
の
お
道
の
信
仰

を
続
け
て
い
く
と
に
よ
っ
て
、
魂
が
だ
ん
だ
ん

と
浄
化
さ
れ
て
、
「
悪
い
ん
ね
ん
」
も
「
白
い

ん
ね
ん
」
に
な
る
と
諭
さ
れ
て
い
ま
す
。
一
代

で
浄
化
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
し
、
二
代
三
代
と

時
間
が
か
か
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。
「
白
」
は

ほ
こ
り
が
払
わ
れ
た
、
清
浄
な
状
態
を
イ
メ
ー

ジ
し
た
用
語
で
す
。
「
理
が
深
く
な
る
」
と
あ

る
の
は
、
こ
の
浄
化
作
用
に
よ
っ
て
、
神
様
と

の
信
仰
の
絆
が
強
く
固
く
な
る
こ
と
を
言
わ
れ

て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
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