
- 1 -

SACHIHIRO T enrikyo Sachihiro Branch-Church Kouhou-shi 第12号 平成18年 7 月５日発行

天理教狹千廣分教会の広報紙

１面・「天理教」その名の由来

２面・こどもおぢばがえり

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
「
天
理
教
」
と
い
う
名
前
は
ど
こ
か
ら
き
て
い
る
の
で
し
ょ

う
。
何
に
由
来
す
る
の
で
し
ょ
う
。
若
者
に
こ
の
問
い
を

ぶ
つ
け
る
と
、
真
剣
な
面
持
ち
で
、
「
そ
れ
は
天
理
（
市
）

に
生
ま
れ
た
宗
教
だ
か
ら
で
し
ょ
」
と
答
え
る
も
の
が
い

る
と
か
…
。
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
、
天
理
市
の
名
は
全
国
に

ひ
ろ
ま
っ
て
い
る
証
で
は
あ
り
ま
し
ょ
う
が
、
天
理
教
が

あ
っ
て
天
理
市
と
い
う
行
政
単
位
が
生
ま
れ
た
こ
と
は
言

う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
れ
で
は
そ
の
「
天
理
教
」
と
い
う
名
称
は
い
つ
ご
ろ

か
ら
、
ど
の
よ
う
に
し
て
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で

し
ょ
う
。
当
然
、
お
や
さ
ま
（
教
祖
）
の
時
代
か
ら
天
理

教
は
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
当
初
か
ら
天
理
教
と
名
乗
っ

て
い
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

自
分
た
ち
が
信
じ
る
宗
教
に
名
前
を
つ
け
る
必
要
が
生

じ
て
、
つ
ま
り
社
会
に
そ
の
教
え
が
広
が
っ
て
、
集
団
と

し
て
活
動
す
る
よ
う
に
な
っ
て
、
「
天
理
教
」
と
い
う
名

称
が
使
わ
れ
た
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

実
際
、
明
治
時
代
に
天
理
教
の
教
会
公
認
運
動
が
始
め

ら
れ
て
、
そ
の
関
わ
り
で
、
そ
う
し
た
名
称
が
出
て
き
ま

す
。
具
体
的
に
言
え
ば
、
明
治
13
年
「
天
輪
王
講
社
」
設

立
を
契
機
に
し
て
、
対
社
会
に
何
ら
か
の
意
志
表
明
を
す

る
必
要
が
多
々
生
じ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

諸
井
慶
徳
「
原
初
天
理
教
に
於
け
る
表
明
文
書
」
（
『
復

元
』
第
四
号
所
収
）
に
は
、
明
治
14
年
９
月
の
「
就
御
尋

手
続
續
上
申
書
」
か
ら
「
最
初
之
由
来
」
ま
で
七
つ
の
文

書
が
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
そ
こ
に
は
「
天
理
教
」

の
名
称
は
見
え
ま
せ
ん
。
そ
し
て
明
治
18
年
４
月
29
日
に

「
天
理
教
会
結
収
御
願
」
を
大
阪
府
知
事
宛
に
提
出
さ
れ
、

こ
こ
に
は
じ
め
て
「
天
理
教
（
会
）
」
の
名
称
を
見
出
す

こ
と
が
で
き
ま
す
。

こ
う
し
た
文
書
に
よ
っ
て
、
神
名
が
、
天
（
轉
）
輪
王

→
天
理
王
と
変
化
し
て
い
る
点
が
よ
く
問
題
に
な
る
の
で

す
が
、
教
義
上
、
原
典
（
お
ふ
で
さ
き
・
み
か
ぐ
ら
う
た
・

お
さ
し
づ
）
で
の
用
例
か
ら
「
天
理
王
命
」
が
本
来
の
も

の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
思
い
ま
す
。

た
と
え
ば
、
お
ふ
で
さ
き
で
、
「
天
」
の
用
例
を
調
べ

ま
す
と
、「
た
い
し
よ
く
天
」「
て
し
よ
こ
の
大
じ
ん
く
ゝ
」

な
ど
固
有
名
詞
、「
か
ら
て
ん
ぢ
く
」「
て
ん
び
火
の
あ
め
」

な
ど
普
通
名
詞
、
「
あ
ま
く
た
り
」
の
よ
う
な
動
詞
に
も

あ
り
ま
す
が
、
「
て
ん
の
あ
た
ゑ
」
「
天
よ
り
」
の
よ
う
に

親
神
の
居
場
所
の
超
越
性
を
空
間
的
に
表
現
し
て
「
天
」

と
言
わ
れ
て
い
る
も
の
が
多
い
よ
う
で
す
。
ま
た
、
「
理
」

の
場
合
、
「
道
理
」
「
無
理
」
「
修
理
」
は
た
く
さ
ん
あ
り

ま
す
が
、「
理
」
は
、
「
こ
の
よ
ふ
ハ
り
い
で
せ
め
た
る
せ

か
い
な
り

な
に
か
よ
ろ
づ
を
歌
の
り
で
せ
め
」
（
一
号

21
）
の
み
で
す
。
「
理
」
の
意
味
は
こ
の
お
う
た
に
説
か

れ
て
い
ま
す
。
「
轉
（
転
）
」
「
輪
」
の
名
称
で
は
こ
う
し

た
説
明
は
つ
か
な
い
で
し
ょ
う
。
お
さ
し
づ
で
多
用
さ
れ

て
い
る
「
天
の
理
」
も
同
様
で
す
。
「
天
」
は
親
神
の
在

す
場
所
、
「
理
」
は
そ
の
働
き
の
筋
道
で
す
。
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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
。

こ
ど
も
お
ぢ
ば
が
え
り

さ
ち
ひ
ろ
隊
募
集
中
！

楽
し
い
夏
の
「
こ
ど
も
お
ぢ
ば
が
え
り
」

が
、
奈
良
県
天
理
市
の
「
お
ぢ
ば
」
で
今

年
も
催
さ
れ
ま
す
。

ア
ス
レ
チ
ッ
ク
、
プ
ー
ル
、
ミ
ラ
ク
ル

大
冒
険
、
華
や
か
な
パ
レ
ー
ド
な
ど
楽
し

い
催
し
も
の
で
い
っ
ぱ
い
で
す
。
そ
し
て

ま
た
、
世
話
に
あ
た
る
元
気
で
楽
し
い
お

兄
さ
ん
お
姉
さ
ん
た
ち
と
ふ
れ
あ
い
、
お

も
い
っ
き
り
遊
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
、
子
ど

も
た
ち
の
心
に
楽
し
い
思
い
出
と
し
て
。

き
っ
と
残
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

狹
千
廣
分
教
会
で
は
、
「
さ
ち
ひ
ろ
隊
」

と
し
て
８
月
２
日
、
３
日
の
一
泊
二
日
の

日
程
で
実
施
し
ま
す
。
た
く
さ
ん
の
子
ど

も
た
ち
の
参
加
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

記

日
時

８
月
２
日
（
水
）
、
３
日
（
木
）

（
１
泊
２
日
）

集
合
場
所

８
月
２
日

午
前
８
時
15
分

（
場
所
：
狹
千
廣
分
教
会
）

解
散
時
間

８
月
３
日

午
後
５
時
頃

内

容

お
ぢ
ば
参
拝
、
行
事
参
加
（
ミ

教会の動き さちひろ

さ
ち
ひ
ろ
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号

編
集
兼
発
行
人
・
山
口

渡

平
成
18
年
７
月
15
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
》

▼
ま
だ
梅
雨
が
あ
け
て
な
い
筈
な
の
に
、
猛
暑

が
続
く
き
ょ
う
こ
の
ご
ろ
で
す
。
ひ
さ
び
さ
の

発
行
と
な
り
ま
し
た
。

▼
今
号
の
巻
頭
文
は
、
「
飛
躍
」
紙
に
掲
載
し

た
原
稿
を
も
と
に
加
筆
し
た
も
の
で
す
。
改
め

て
「
天
理
教
」
の
由
来
を
考
え
ま
し
た
。

▼
２
面
は
、
こ
ど
も
お
ぢ
ば
が
え
り
の
案
内
を

か
ね
て
「
イ
ガ
ポ
ン
の
お
さ
そ
い
日
記
」
を
掲

載
し
て
い
ま
す
。http://k

odomo.te
nriky

o.

j
p
/
h
o
m
e
.
h
t
m
l
(

公
式
サ
イ
ト
）
か
ら
拝
領
し

た
画
像
で
す
。

ラ
ク
ル
大
冒
険･

プ
ー
ル･

劇
等
）

持
ち
物

ぼ
う
し
、
水
着
、
着
替
え
、
洗
面
具

（
風
呂
道
具
）

参
加
費

小
・
中
学
生

３
、
５
０
０
円

大
人

４
、
０
０
０
円
幼
児
（
４
歳
以
上
）

２
、
５
０
０
円

宿
泊

中
河
詰
所
（
０
７
４
３-

63-

０
１
５
３
）
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天理の紹介・こどもおぢばがえり さちひ

親
と
子

障
子
に
、
三
角
の
影
が
う
つ
る
。
三
角

は
嫌
い
、
丸
い
影
が
好
き
だ
と
言
っ
て
、

障
子
に
幕
を
は
っ
て
も
、

三
角
の
影
は
、
け
っ
し
て
丸
い
蔭
に
は

変
わ
ら
な
い
。

し
か
し
、
影
を
う
つ
す
こ
ち
ら
の
三
角

の
物
体
を
、
丸
い
物
体
に
返
れ
ば
、
丸
い

影
に
な
る
。

よ
く
考
え
れ
ば
、
人
間
の
親
子
関
係
も

こ
れ
と
同
じ
こ
と
。

「
影
は
子
供
、
物
体
は
親
」

子
供
を
変
え
よ
う
と
、
苦
労
す
る
よ
り

も
、
ま
ず
親
自
身
が
変
わ
れ
ば
、
必
ず
子

供
が
変
わ
る
。

い
つ
も
親
の
心
を
、
子
供
は
う
つ
し
て

い
る
。

高
橋
美
津
志
「
ち
ょ
っ
と
ひ
と
こ
と
」

（
善
本
社
刊
）
か
ら
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二
九

三
つ
の
宝

あ
る
時
、
教
祖
は
、
飯
降
伊
蔵
に
向
か
っ

て
、

「
伊
蔵
さ
ん
、
掌
を
拡
げ
て
ご
ら
ん
。
」

と
、
仰
せ
ら
れ
た
。

伊
蔵
が
、
仰
せ
通
り
に
掌
を
拡
げ
る
と
、

教
祖
は
、
籾
を
三
粒
持
っ
て
、

「
こ
れ
は
朝
起
き
、
こ
れ
は
正
直
、
こ
れ

は
働
き
や
で
。
」

と
、
仰
せ
ら
れ
て
、
一
粒
ず
つ
、
伊
蔵
の
掌

の
上
に
お
載
せ
下
さ
れ
て
、

「
こ
の
三
つ
を
、
し
っ
か
り
握
っ
て
、
失

わ
ん
よ
う
に
せ
に
ゃ
い
か
ん
で
。
」

と
、
仰
せ
ら
れ
た
。

伊
蔵
は
、
生
涯
こ
の
教
え
を
守
っ
て
通
っ

た
の
で
あ
る
。

【
解
説
】

■
こ
の
逸
話
篇
の
話
、
明
治
５
年
～
６
年
の
話
で
、

当
時
飯
降
伊
蔵
さ
ん
は
40
歳
か
41
歳
く
ら
い
で
す
。

今
な
ら
、
40
歳
と
言
え
ば
ま
だ
ま
だ
「
若
い
年
齢
」

か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
当
時
は
人
生
50
年
と
言
っ

て
い
た
時
代
で
す
の
で
、
40
は
不
惑
の
年
齢
（
＊
）

で
す
ね
。
立
派
な
大
人
で
す
。
そ
ん
な
年
の
人
に

対
し
て
、
こ
の
話
を
さ
れ
た
当
時
の
こ
と
を
よ
く

考
え
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

■
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
な
今
日
の
若
者
に
向
か
っ
て
諭

さ
れ
る
の
な
ら
わ
か
る
が
、
不
惑
の
大
人
に
な
ぜ

こ
ん
な
話
を
さ
れ
た
の
か
。

飯
降
伊
蔵
は
、
中
山
家
が
貧
の
ど
ん
底
の
暮
ら

し
を
さ
れ
て
い
た
と
き
、
と
も
に
歩
ま
れ
た
そ
の

当
時
を
知
る
数
少
な
い
人
物
で
す
。
飯
降
伊
蔵
は

大
工
さ
ん
で
、
檪
本
で
仕
事
を
さ
れ
て
ま
し
た
。

元
治
元
年
、
妻
の
お
さ
と
さ
ん
が
流
産
を
さ
れ
て
、

そ
の
後
体
調
が
悪
か
っ
た
の
を
教
祖
に
た
す
け
ら

れ
ま
し
た
。
そ
れ
で
入
信
さ
れ
ま
し
た
。
つ
と
め

場
所
の
普
請
、
大
和
神
社
の
一
件
の
後
、
信
仰
し

始
め
る
人
が
増
え
か
け
て
き
た
時
期
だ
っ
た
が
、

こ
の
事
件
で
遠
の
い
て
し
ま
い
ま
す
。
伊
蔵
さ
ん

は
当
時
、
子
供
が
な
か
っ
た
の
で
、
つ
と
め
場
所

の
ふ
し
ん
の
後
、
夫
婦
で
お
や
し
き
に
常
駐
さ
れ

て
い
た
よ
う
で
す
。
し
か
し
、
慶
応
３
年
に
長
女

よ
し
ゑ
さ
ん
が
生
ま
れ
ま
す
。
檪
本
に
も
ど
っ
て
、

大
工
仕
事
が
終
わ
っ
て
か
ら
、
毎
日
お
や
し
き
に

通
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
朝
起
き
、
働
き
を
実
践
さ

れ
て
い
た
わ
け
で
す
。
教
祖
か
ら
こ
の
話
を
聞
か

さ
れ
る
ま
で
か
ら
、
こ
の
教
え
を
実
行
さ
れ
て
い

た
わ
け
で
す
。

明
治
元
年
に
長
男
・
政
治
郎
誕
生
。
明
治
５
年

に
次
女
ま
さ
ゑ
さ
ん
が
生
ま
れ
ま
す
が
、
同
じ
年

に
長
男
が
亡
く
な
り
ま
す
。
こ
れ
に
は
お
さ
と
さ

ん
、
か
な
り
シ
ョ
ッ
ク
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
そ
し

て
２
年
後
に
教
祖
の
予
言
通
り
、
長
男
・
政
治
郎

さ
ん
が
政
甚
と
し
て
生
ま
れ
変
わ
ら
れ
ま
し
た
。

「
朝
起
き
、
正
直
、
働
き
」
を
真
摯
に
実
行
さ
れ
て

い
た
伊
蔵
夫
妻
に
と
っ
て
長
男
出
直
し
は
、
心
の

痛
め
、
信
仰
を
揺
ら
す
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
で
し
ょ

う
。
し
か
し
、
そ
こ
で
心
を
倒
し
て
い
た
の
で
は
、

こ
れ
ま
で
「
朝
起
き
、
正
直
、
働
き
で
通
っ
た
、

尽
く
し
た
こ
と
が
消
え
て
し
ま
い
ま
す
。
こ
れ
ま

で
通
り
、
揺
る
ぎ
な
い
信
仰
で
「
朝
起
き
、
正
直
、

働
き
」
を
実
践
し
、
そ
れ
が
一
粒
万
倍
の
実
り
を

も
た
ら
す
、
楽
し
み
と
な
る
こ
と
を
、
あ
ら
た
め

て
教
え
ら
れ
た
の
が
こ
の
逸
話
篇
の
お
話
で
あ
る

よ
う
に
思
い
ま
す
。
少
年
会
員
だ
け
が
対
象
の
話

で
は
な
く
て
、
実
は
も
っ
と
奥
の
深
い
話
の
よ
う

に
思
え
ま
す
。

さちひろ 逸話篇から・三つの宝

『
稿
本
天
理
教
教
祖
伝
逸
話
篇
』
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