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戦
い
の
場
で

百
万
の

敵
に
う
ち
勝
つ

人
よ
り
も

自
己
に
う
ち
勝
つ

そ
の
人
が

ま
こ
と
に
真
の

勝
利
者
よ

「
ダ
ン
マ
パ
ダ
」
一
〇
三

京
都
女
子
大
学
『
聖
典
』
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卒
業
の
歌

藪や
ぶ
の

内う
ち

流
の
お
家
元
で
茶
道

を
学
ん
で
い
た
関
係
で
、
大

学
の
茶
道
部
の
指
導
を
す
る

こ
と
に
な
り
、
も
う
ず
い
ぶ

ん
に
な
る
。

点て
ま
え前
や
作
法
だ
け
で
な

く
、
茶
道
の
背
景
に
あ
る
さ

ま
ざ
ま
な
日
本
の
伝
統
文
化

を
学
ん
で
欲
し
く
、
お
稽
古

の
時
に
い
ろ
い
ろ
な
話
を
す

る
。
お
茶
碗
の
話
、
季
節
に

対
す
る
感
性
の
話
、
京
都
の

文
化
、
直
接
的
な
造
形
を
好

ま
ず
、
ほ
の
め
か
す
と
い
う

京
都
の
生
菓
子
の
特
徴
な
ど

話
は
尽
き
な
い
。

毎
週
、
い
た
だ
い
た
和
菓

子
を
い
く
つ
か
持
っ
て
き

て
、
京
菓
子
の
伝
統
や
文
化

や
銘
に
つ
い
て
実
物
を
前
に

解
説
も
す
る
。

い
ろ
い
ろ
な
和
菓
子
を
試

食
し
た
学
生
は
、
恩
義
を
感

じ
て
い
る
の
か
、
茶
道
部
の

卒
業
茶
会
の
後
で
歌
を
歌
っ

て
く
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

何
の
歌
だ
と
思
わ
れ
ま
す

か
？卒

業
の
歌
と
い
う
と
時
代

に
よ
っ
て
様
々
だ
が
、
茶
道

部
で
は
伝
統
的
に
「
仰
げ
ば

尊
し
」
を
歌
う
。

な
ぜ
だ
か
解
り
ま
す
か
？

歌
は
「
仰
げ
ば
尊
し
」
で

始
ま
り
ま
す
が
、
歌
詞
の
続

き
を
思
い
出
し
て
く
だ
さ

い
。「わ

が
し
の
お
ん
」

そ
う
、「
和
菓
子
の
恩
」

な
ん
で
す
。

お
ち私

の
話
は
、
オ
チ
の
つ
く

話
が
多
い
が
、
関
西
人
の
話

に
も
オ
チ
が
つ
く
。

関
東
の
人
が
話
し
終
わ
っ

た
時
に
、
関
西
人
は
何
か
を

待
つ
よ
う
す
で
、「
で
、
オ

チ
は
？
」
と
聞
い
て
く
る
。

お
笑
い
文
化
で
育
っ
た
関

西
人
に
と
っ
て
、
話
に
は
オ

チ
が
あ
る
の
が
ふ
つ
う
で
、

面
白
い
オ
チ
が
な
い
時
も
、

最
後
に
「
知
ら
ん
け
ど
」
と

つ
け
て
オ
チ
に
す
る
。

落
語オ

チ
と
い
え
ば
落
語
に
は

必
ず
オ
チ
が
あ
る
。
私
は
上

方
の
古
典
落
語
が
大
好
き

で
、
桂
米
朝
の
落
語
は
Ｃ
Ｄ

全
集
を
持
っ
て
い
て
よ
く
聞

く
。
話
術
の
う
ま
さ
は
さ
す

が
で
、
同
じ
話
を
何
度
聞
い

て
も
お
も
し
ろ
い
。
間
の
取

り
方
や
、
話
し
方
な
ど
、
講

義
の
参
考
に
も
な
っ
て
い
る
。

そ
の
落
語
の
ル
ー
ツ
と
も

言
え
る
の
が
、
お
寺
で
聞
く

お
説
教
な
の
で
あ
る
。
新
京

極
に
あ
る
誓せ

い

願が
ん

寺
に
い
た
安

楽
庵
策さ

く

伝で
ん

は
説
教
の
名
手
と

し
て
有
名
で
、
策
伝
が
人
気

を
よ
ん
だ
の
は
説
教
に
オ
チ

が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
策
伝
と
著
作
『
醒せ

い

睡す
い

笑し
よ
う

』
は
落
語
の
始
ま
り
と
さ

れ
、
い
ま
で
も
誓
願
寺
で
落

語
会
が
よ
く
行
わ
れ
て
い

る
。

お
説
教

仏
教
の
あ
り
が
た
い
話

も
、
難
し
け
れ
ば
伝
わ
ら
な

い
。時
代
や
人
に
あ
わ
せ
て
、

わ
か
り
や
す
く
教
え
を
説
く

よ
う
に
工
夫
を
す
る
必
要
が

あ
る
。

最
近
は
漫
才
師
が
、
お
も

し
ろ
お
か
し
く
仏
教
の
解
説

を
し
て
い
る
の
を
テ
レ
ビ
で

見
る
が
、
言
葉
の
説
明
な
ど

「
知
識
」
が
誇
張
し
て
語
ら

れ
る
が
、仏
教
の
大
切
な「
教

え
」
は
語
ら
れ
な
い
。
煩ぼ

ん

悩の
う

の
数
え
方
を
知
っ
て
も
、
そ

れ
に
よ
っ
て
生
き
方
や
考
え

方
が
変
わ
る
こ
と
は
な
い
。

人
生
に
応
用
が
き
く「
智
慧
」

と
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

ど
う
伝
え
る
か
よ
り
、
何
を

伝
え
る
の
か
が
大
切
な
の

だ
。教

え
と
し
て
の
仏
教
を
わ

か
り
や
す
く
説
く
の
は
難
し

い
が
、
身
近
で
的
確
な
比ひ

喩ゆ

を
使
え
ば
う
ま
く
伝
え
る
こ

と
は
で
き
る
。

現げ
ん

生し
よ
う

正し
よ
う

定じ
よ
う

聚じ
ゆ

親
鸞
は
「
現
生
正
定
聚
」

を
説
い
た
が
「
正し

よ
う

定じ
よ
う

聚じ
ゆ

」
と

は
、
仏
に
成
る
身
と
定
ま
っ

た
こ
と
を
意
味
す
る
。

仏
教
の
目
標
は
さ
と
っ
て

仏
に
成
る
こ
と
だ
が
、
そ
の

修
行
中
の
菩
薩
が
、
あ
る
段

階
ま
で
い
け
ば
、
そ
こ
か
ら

は
後
退
す
る
こ
と
な
く
、
必

ず
仏
に
成
る
こ
と
が
約
束
さ

れ
る
。

経
典
で
は
浄
土
に
往
生
す

れ
ば
正
定
聚
に
定
ま
る
と
あ

る
が
、
親
鸞
は
、
そ
の
浄
土

へ
の
往
生
は
、
阿
弥
陀
仏
の

本
願
へ
の
信
が
定
ま
っ
た
時

に
約
束
さ
れ
る
の
だ
か
ら
、

往
生
し
て
成
仏
す
る
こ
と
が

約
束
さ
れ
る
の
は
、
生
き
て

い
る
あ
い
だ
で
あ
る
と
説
い

た
。
現げ

ん

生し
よ
う

で
正
定
聚
が
成
立

す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
論
理
は
画
期
的
だ
っ

た
。
臨
終
に
仏
の
お
迎
え
が

来
る
か
心
配
し
た
り
、
死
の

間
際
ま
で
死
後
の
往
生
や
成

仏
を
心
配
し
て
不
安
な
人
生

を
送
ら
な
く
て
も
、
生
き
て

い
る
間
に
成
仏
が
約
束
さ

れ
、
安
心
し
て
人
生
を
送
る

こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
世
で

「
救
い
」
が
成
立
し
た
の
で

あ
る
。

合
格
通
知

こ
れ
を
わ
か
り
や
す
く
喩た

と

え
る
た
め
に
学
生
に
、
子
ど

も
の
頃
か
ら
受
験
の
た
め
に

勉
強
を
続
け
て
き
た
の
は
何

の
た
め
だ
っ
た
の
か
と
問
い

か
け
る
。

大
学
に
入
る
た
め
な
ら
、

入
学
式
に
出
席
し
て
初
め
て

よ
ろ
こ
び
を
感
じ
る
の
か
と

聞
く
と
、
合
格
通
知
を
も

ら
っ
た
時
だ
と
答
え
が
返
っ

て
く
る
。

ま
だ
手
続
き
も
し
て
い
な

い
の
に
、「
大
学
に
入
れ
た
」

と
受
験
勉
強
か
ら
解
放
さ
れ

て
安
心
を
得
ら
れ
る
の
は
、

大
学
生
に
な
れ
る
と
の
約
束

を
も
ら
っ
た
時
な
の
だ
。

即そ
く

得と
く

往
生

親
鸞
は
、
そ
れ
を
「
往
生

を
得う

る
」
と
表
現
す
る
。
往

生
を
得
る
と
は
、
往
生
が
定

ま
る
こ
と
で
あ
り
、
仏
に
成

る
身
と
定
ま
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。

こ
れ
を
、「
こ
の
世
で
往

生
す
る
」
と
誤
解
す
る
人
が

い
る
が
、
こ
の
世
で
浄
土
往

生
す
る
な
ら
、
こ
の
世
は
浄

土
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

し
、
親
鸞
自
身
も
、
誤
解
の

な
い
よ
う
に
、
即
得
往
生
と

は
往
生
が
定
ま
る
こ
と
だ
と

著
作
の
中
で
説
明
し
て
い
る
。

オ
チ
と
伏
線

さ
て
、
私
た
ち
の
人
生
を

し
め
く
く
る
「
オ
チ
」
と
は

何
だ
ろ
う
か
。
オ
チ
の
な
い

人
生
は
、
落
ち
着
か
な
い
。

人
生
の
オ
チ
は
終
わ
り
で

は
な
く
浄
土
往
生
と
い
う
続

き
が
あ
る
。
そ
の
「
続
き
」

が
大
切
で
あ
り
、
そ
の
余
韻

は
こ
の
世
に
、
遺の

こ

さ
れ
た
も

の
た
ち
の
心
に
残
る
。

オ
チ
に
は
伏ふ

く

線せ
ん

が
あ
る
。

浄
土
に
往
生
し
て
仏
に
成
る

と
い
う
行
き
先
の
あ
る
人
生

を
歩
む
時
、
人
生
の
一
歩
一

歩
は
そ
の
伏
線
で
あ
る
。
仏

に
成
れ
る
と
安
心
す
る
だ
け

で
な
く
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し

い
人
生
を
送
る
こ
と
が
大
切

な
の
だ
。

阿
弥
陀
仏
は
煩
悩
を
か
か

え
た
ま
ま
の
私
た
ち
を
救

い
、
浄
土
に
往
生
さ
せ
て
く

れ
る
。
ど
ん
な
私
た
ち
で

あ
っ
て
も
救
い
の
め
あ
て
と

な
る
が
、
あ
え
て
悪
を
お
か

し
た
り
、
ど
ん
な
生
き
方
を

し
て
も
い
い
と
い
う
こ
と
で

は
な
い
。

多
く
の
命
を
い
た
だ
い
て

生
き
る
私
た
ち
で
あ
っ
て

も
、
そ
れ
を
当
た
り
前
だ
と

思
わ
ず
に
、
す
べ
て
の
命
を

等
し
く
救
お
う
と
す
る
阿
弥

陀
仏
の
本
願
の
前
で
は
、「
い

た
だ
き
ま
す
」
と
、
せ
め
て

多
く
の
命
に
感
謝
を
す
る
人

生
を
送
る
こ
と
が
大
切
な
の

で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

浄
土
往
生
と
い
う
オ
チ
の

あ
る
人
生
。
そ
こ
へ
と
続
く

一
歩
一
歩
こ
そ
、
私
た
ち
が

し
っ
か
り
歩
む
べ
き
命
の
道

な
の
で
あ
る
。

勧
善
懲
悪
も
の
の
コ

ン
テ
ン
ツ
に
は
、
し
ば

し
ば
「
正
義
の
味
方
」

が
現
れ
る
。
注
目
し
た

い
の
は
、
正
義
「
そ
の
も
の
」

で
は
な
く
、あ
く
ま
で「
味
方
」

に
留
ま
る
こ
と
で
あ
る
。
そ

こ
に
は
、「
正
義
の
側
に
立
ち

は
し
た
い
が
、
完
全
な
る
正

義
そ
の
も
の
に
は
な
れ
な
い
」

と
い
う
、悲
哀
が
感
じ
ら
れ
る
。

「
正
義
」は
仏
教
で
は「
し
ょ

う
ぎ
」
と
読
む
。
こ
れ
は
、

仏
の
説
い
た
教
え
に
、
私
た

ち
が
仏
に
成
れ
る
よ
う
導
く

意
義
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て

い
る
。
こ
う
し
た
正し

よ
う

義ぎ

と
い

う
性
質
は
、
仏
の
教
え
に
つ

い
て
の
み
言
え
る
こ
と
で
、

仏
で
は
な
い
私
た
ち
の
行
い

や
言
葉
、
思
い
に
は
、
残
念

な
が
ら
存
在
し
な
い
も
の
で

あ
る
。

親
鸞
は
、
仏
教
を
通
し
て
、

私
た
ち
が
状
況
次
第
で
何
を

す
る
か
分
か
ら
な
い
、
深
い

闇
を
持
つ
存
在
で
あ
る
こ
と

を
見
つ
め
た
。
も
の
ご
と
の

是
非
邪じ

や

正し
よ
う

を
知
ら
な
い
自
分

で
あ
る
と
告
白
し
て
い
る
。

親
鸞
に
は
、自
身
を
正せ

い

義ぎ

「
そ

の
も
の
」
と
位
置
づ
け
る
発

想
は
見
ら
れ
な
い
。

け
れ
ど
も
、
自
分
が
正せ

い

義ぎ

で
あ
る
と
楽
で
あ
る
。
正
義

を
振
り
か
ざ
し
て
不
正
義
を

懲
ら
し
め
る
こ
と
は
快
感
で

す
ら
あ
る
。「
人
は
自
分
が
正

し
い
と
思
っ
て
い
る
時
に
、

最
も
攻
撃
的
に
な
る
」。最
近
、

耳
に
し
た
言
葉
で
あ
る
。
果

た
し
て
、
身
に
覚
え
し
か
な

い
。
私
た
ち
が
他
人
を
責
め

る
時
は
、
自
分
こ
そ
正
し
い
、

正
義
そ
の
も
の
だ
と
い
う
思

い
が
あ
る
時
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
そ
こ
に
生
じ
る
の
は

争
い
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
「
正せ

い

義ぎ

」
と

「
正し

よ
う

義ぎ

」
と
は
別
文
脈
の
話
で

は
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
正せ

い

義ぎ

の
「
味
方
」
と
い
う
控
え
め

な
表
現
に
正し

よ
う

義ぎ

を
感
じ
る
の

で
あ
る
。

（
義
）

澪 標

一
九
二
〇
年
に
「
女
子
大

学
」に
代
わ
る「
最
高
学
府
」

と
し
て
京
都
女
子
高
等
専

門
学
校
（
女
専
）
が
設
立
さ

れ
た
こ
と
で
、「
高
女
」「
裁

女
」「
女
専
」
と
い
う
三
つ

の
女
学
校
が
揃
い
、「
東
山

三
校
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
こ
の
写
真

は
、
高
女
創
立
三
〇
年
・

女
専
設
立
二
〇
年
を
記
念

し
て
一
九
四
〇
年
に
建
て

ら
れ
た
第
一
〇
校
舎
と
東

山
三
校
の
「
北
門
」
を
収
め

た
も
の
で
す
（
一
九
四
一
年

度
裁
女
の
卒
業
ア
ル
バ
ム
）。

「
北
門
」
だ
と
い
わ
れ
て
も

「
あ
あ
、
あ
そ
こ
だ
」
と
は
、

す
ぐ
に
思
い
至
ら
な
い
こ

と
で
し
ょ
う
。
東
山
総
合

支
援
学
校
の
グ
ラ
ウ
ン
ド

の
塀
に
沿
っ
た
細
い
路
地

を
入
っ
た
と
こ
ろ
に
あ
り

ま
す
。
い
ま
も
よ
く
似
た

門
柱
が
立
っ
て
い
ま
す
。

第
一
〇
校
舎
は
女
専
の

校
舎
と
し
て
使
用
さ
れ
た

の
ち
、
戦
後
は
新
制
の
京

都
女
子
高
校
の
校
舎
と
な

り
、
一
九
六
六
年
に
高
校
・

中
学
の
プ
ー
ル
を
造
る
た

め
解
体
撤
去
さ
れ
ま
し
た
。

プ
ー
ル
の
北
側
に
鉄
筋
五

階
建
て
の
錦
華
寮
と
キ
ン

カ
食
堂
が
あ
っ
た
こ
と
か

ら
、
多
く
の
大
学
生
も
こ

の
「
北
門
」
を
行
き
来
し
て

い
ま
し
た
。
い
ま
で
は
馬

町
の
商
店
街
も
す
っ
か
り

様
変
わ
り
し
ま
し
た
が
、

渋
谷
通
り
沿
い
に
は
焼
き

芋
屋
や
駄
菓
子
屋
、
う
ど

ん
屋
や
お
好
み
焼
き
の
店

が
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
「
北

門
」
は
一
〇
〇
年
以
上
も
の

間
、
朝
は
授
業
に
遅
れ
ま

い
と
し
て
駆
け
込
ん
で
く

る
学
生
た
ち
を
迎
え
入
れ
、

放
課
後
は
小
腹
が
す
い
た

と
い
っ
て
は
寄
り
道
し
て

い
た
学
生
た
ち
の
背
中
を

見
送
る
よ
う
に
静
か
に
立

ち
続
け
て
い
ま
す
。

（
史
学
科
・
坂
口
満
宏
）

落
ち

仏
教
学
非
常
勤
講
師

清

基

秀

紀

京女への通学路 いまむかし
③1940年　東山三校の北門

令和 4 年 6 月 月例礼拝日程表
日 曜日 講時 対象学生 担　当

7 火 1 法学1A・1B 西・赤井

8 水
1 養音1 野呂
2 養音3 小池

9 木
1 現社3C・3D 釋氏・藤井
4 現社3A・3B 川元・那須

10 金
1 食物1A・1B 打本・井上
2 心理3 普賢

13 月
1 現社1A・1B 西・打本
2 史学1A・1B 内手・西山
4 児童1 黒田

17 金 3 児童3 塚本

21 火
1 心理1 藤井
3 造形3A・3B 赤井・西
4 英文3A・3B 森田・清基

24 金
1 現社1C・1D 那須・西山
2 教育1 井上
4 英文1A・1B 塚本・川元

27 月

1 造形1A・1B 井上・南條
2 食物3A・3B 黒田・西
3 国文1A・1B 中西・壬生
4 史学3A・3B 壬生・中西

29 水
1 法学3A・3B 普賢・西
3 国文3A・3B 小池・中西

令和 4 年 7 月 月例礼拝日程表
日 曜日 講時 対象学生 担　当

5 火 1 法学1A・1B 西・赤井
12 火 1 教育3 黒田



令和 4年（2022年）6月 1日㈬ ふ ん だ り け （2）
社
会
学
と
社
会
的
距
離

新
型
コ
ロ
ナ
の
感
染
拡
大

が
問
題
に
な
り
始
め
た
頃
、

突
然
人
び
と
の
間
で
語
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
言
葉
の
ひ

と
つ
に
、ソ
ー
シ
ャ
ル
・
デ
ィ

ス
タ
ン
ス
（
社
会
的
距
離
）

と
い
う
語
が
あ
っ
た
。
そ
の

意
味
す
る
と
こ
ろ
は
明
瞭

で
、
人
と
人
と
の
距
離
を
保

つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
密
集
す

る
こ
と
を
避
け
、
感
染
す
る

こ
と
を
予
防
す
る
点
に
あ

り
、
今
で
は
か
な
り
定
着
し

て
い
る
。
し
か
し
、
当
初
、

社
会
学
者
と
し
て
は
こ
の

「
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
デ
ィ
ス
タ

ン
ス
」
と
い
う
用
語
の
使
い

方
に
大
い
に
違
和
感
が
あ
っ

た
。
も
ち
ろ
ん
、
人
と
人
と

の
間
に
距
離
を
保
つ
こ
と
に

よ
る
コ
ロ
ナ
感
染
抑
制
に
は

そ
れ
な
り
に
合
理
性
が
あ
る

こ
と
に
つ
い
て
は
ま
っ
た
く

異
議
は
な
い
。
そ
う
で
は
な

く
て
、
社
会
学
で
は
「
ソ
ー

シ
ャ
ル
・
デ
ィ
ス
タ
ン
ス
」

と
い
う
用
語
は
コ
ロ
ナ
に

よ
っ
て
定
着
し
た
の
と
は
少

な
か
ら
ず
異
な
っ
た
意
味
で

使
わ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ

る
。社

会
学
者
と
い
っ
て
も
、

偏
見
や
差
別
意
識
を
研
究
対

象
と
す
る
人
で
な
け
れ
ば
、

知
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
の

だ
が
、
集
団
に
対
す
る
親
密

さ
や
疎
遠
さ
を
表
現
す
る
も

の
と
し
て
「
社
会
的
距
離
」

と
い
う
用
語
が
使
わ
れ
て
い

た
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

ア
メ
リ
カ
の
西
海
岸
の
人
種

間
の
親
密
度
を
量
的
に
把
握

す
る
た
め
の
ス
ケ
ー
ル
（
尺

度
）
と
し
て
、
ボ
ガ
ー
ダ
ス

が
開
発
し
た
「
社
会
的
距
離

尺
度
」
は
比
較
的
知
ら
れ
て

い
て
、
調
査
研
究
で
も
よ
く

使
わ
れ
て
き
た
。

ボ
ガ
ー
ダ
ス
の
社
会
的
距

離
尺
度
で
は
、
イ
ン
フ
ォ
ー

マ
ン
ト
は
様
々
な
（
人
種
）

集
団
に
対
し
、
⑴
婚
姻
に

よ
っ
て
親
戚
関
係
に
な
っ
て

も
よ
い
、
⑵
親
友
と
し
て
社

交
ク
ラ
ブ
に
参
加
し
て
も
よ

い
、
⑶
隣
人
と
し
て
近
所
に

住
ん
で
よ
い
、
⑷
同
僚
と
し

て
職
場
に
来
て
も
よ
い
、
⑸

市
民
と
し
て
自
分
の
国
に
来

て
も
よ
い
、
⑹
訪
問
者
と
し

て
の
み
来
て
も
よ
い
、
⑺
自

分
の
国
か
ら
出
て
行
っ
て
ほ

し
い
、
と
い
う
七
つ
の
項
目

の
ど
れ
に
該
当
す
る
か
を
答

え
、
対
象
集
団
と
の
距
離
を

測
定
す
る
。
こ
こ
か
ら
コ
ロ

ナ
禍
の
中
で
使
わ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
ソ
ー
シ
ャ
ル
・

デ
ィ
ス
タ
ン
ス
と
は
か
な
り

異
な
る
意
味
で
あ
る
こ
と
が

わ
か
る
と
思
う
。

「
距
離
」
と
い
う
概
念
の

社
会
学
へ
の
導
入
は
ド
イ
ツ

の
社
会
学
者
、
ジ
ン
メ
ル
の

功
績
だ
っ
た
よ
う
だ
。
そ
れ

は
空
間
的
に
は
近
い
と
こ
ろ

に
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

心
理
的
に
は
疎
遠
な
関
係
に

な
る
と
い
う
現
代
社
会
の
都

市
化
状
況
を
、「
距
離
」
と

い
う
概
念
で
把
握
し
よ
う
と

い
う
ね
ら
い
が
あ
っ
た
。
そ

れ
ゆ
え
、
ボ
ガ
ー
ダ
ス
ほ
か

の
ア
メ
リ
カ
の
社
会
学
者
た

ち
が
、
人
種
集
団
の
関
係
を

測
定
す
る
概
念
と
し
て
ス

ケ
ー
ル
化
し
た
こ
と
は
、
ジ

ン
メ
ル
の
ね
ら
い
の
一
部
を

先
鋭
化
し
た
も
の
と
言
え
る

だ
ろ
う
が
、
元
々
も
っ
て
い

た
多
様
な
意
味
合
い
を
そ
ぎ

落
と
す
こ
と
に
な
っ
た
こ
と

は
否
定
で
き
な
い
。

プ
ロ
ク
セ
ミ
ク
ス
と
距
離

ボ
ガ
ー
ダ
ス
ら
の
「
社
会

的
距
離
」
と
は
ま
っ
た
く
別

の
文
脈
で
、「
距
離
」
が
社

会
的
意
味
を
持
つ
と
考
え
る

分
野
が
あ
る
。
プ
ロ
ク
セ
ミ

ク
ス
と
呼
ば
れ
る
研
究
領
域

で
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

論
で
は
「
距
離
」
は
非
言
語

記
号
の
一
種
と
と
ら
え
る
こ

と
に
な
る
。
こ
こ
で
言
わ
れ

る
「
距
離
」
は
、
コ
ロ
ナ
禍

の
中
で
語
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た「
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
デ
ィ

ス
タ
ン
ス
」
と
同
じ
く
空
間

的
距
離
を
意
味
す
る
が
、
そ

れ
は
人
と
人
の
関
係
の
近
接

関
係
を
表
し
て
い
る
と
さ
れ

る
。
プ
ロ
ク
セ
ミ
ク
ス
を
創

始
し
た
Ｅ
・
Ｔ
・
ホ
ー
ル
は

対
人
関
係
の
距
離
と
し
て
、

ご
く
親
し
い
人
に
の
み
許
さ

れ
る
「
密
接
距
離
」、
相
手

の
表
情
が
読
み
取
れ
る
「
個

体
距
離
」、
会
話
が
で
き
る

範
囲
の
「
社
会
距
離
」、
複

数
の
相
手
が
見
渡
せ
る
「
公

衆
距
離
」
の
四
つ
に
分
類
し

て
い
る
。
こ
れ
は
人
が
日
常

生
活
に
お
い
て
ま
わ
り
の
人

や
物
を
空
間
的
に
ど
の
よ
う

に
認
識
し
て
い
る
か
と
い
う

こ
と
に
関
係
す
る
の
で
、
文

化
や
社
会
状
況
に
よ
っ
て
も

異
な
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。
Ｉ

Ｃ
Ｔ
が
浸
透
し
、
コ
ロ
ナ
禍

が
リ
モ
ー
ト
ワ
ー
ク
を
一
層

促
進
し
た
こ
と
を
考
え
る

と
、
こ
れ
ま
で
の
空
間
認
識

や
人
間
関
係
は
か
な
り
変
容

し
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い

か
。
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
デ
ィ
ス

タ
ン
ス
を
保
つ
コ
ロ
ナ
定
員

を
前
提
と
す
る
と
、
大
教
室

で
の
多
人
数
の
対
面
講
義
は

困
難
な
状
況
が
続
い
て
い
る
。

紫
陽
花
と
ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ

学
生
時
代
に
卒
業
研
究
の

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
で
「
紫

陽
花
」
の
名
を
冠
し
た
生
活

共
同
体
を
訪
れ
た
こ
と
が

あ
っ
た
。
外
部
か
ら
見
る
と

カ
ル
ト
的
な
宗
教
共
同
体
の

よ
う
に
見
え
る
た
め
、
身
構

え
な
が
ら
訪
れ
た
の
で
あ
る

が
、
予
想
に
反
し
て
非
常
に

や
さ
し
い
雰
囲
気
の
共
同
体

で
あ
っ
た
。
こ
の
共
同
体
は

障
害
者
や
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の

人
び
と
を
受
け
入
れ
て
い

る
。よ
そ
者
も
歓
迎
さ
れ
る
。

そ
れ
は
多
様
な
人
び
と
を
包

み
込
む
や
さ
し
さ
で
あ
っ

た
。な

ぜ
紫
陽
花
の
名
前
を

使
っ
て
い
る
の
か
を
尋
ね
た

と
こ
ろ
、
次
の
よ
う
に
説
明

し
て
く
れ
た
。

紫
陽
花
の
花
び
ら
は
小
さ

い
け
れ
ど
も
そ
れ
ぞ
れ
独
立

し
て
い
て
、
色
も
微
妙
に
異

な
っ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な

小
さ
な
花
び
ら
が
集
ま
っ

て
、
ひ
と
房
の
紫
陽
花
と
な

る
。紫
陽
花
の
花
の
よ
う
に
、

一
人
ひ
と
り
自
立
し
違
っ
て

い
る
か
ら
こ
そ
、
み
ん
な
で

集
い
、
力
を
合
わ
せ
、
心
を

通
い
合
わ
せ
る
こ
と
が
で
き

る
。
そ
ん
な
場
所
に
し
た
い

か
ら
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ

た
。現

在
の
キ
ー
ワ
ー
ド
で
言

う
と
、「
ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ

（
多
様
性
）」
と
い
う
こ
と
だ

ろ
う
。

長
い
大
学
教
員
生
活
の
中

で
も
新
型
コ
ロ
ナ
の
感
染
拡

大
が
問
題
に
な
っ
て
か
ら
の

変
化
ほ
ど
大
き
な
変
化
は
体

験
し
た
こ
と
は
な
い
。
確
か

に
、
コ
ロ
ナ
禍
は
大
学
の
中

に
「
距
離
」
を
も
た
ら
し
た
。

し
か
し
、
そ
の
「
距
離
」
は

遠
心
力
と
求
心
力
の
微
妙
な

バ
ラ
ン
ス
を
も
も
た
ら
し
た

よ
う
に
思
う
。
小
さ
な
距
離

が
挿
入
さ
れ
る
こ
と
に
よ

り
、
遠
心
力
に
よ
っ
て
飛
び

散
っ
て
し
ま
わ
ず
、
ま
た
求

心
力
に
よ
っ
て
密
着
し
画
一

化
し
て
し
ま
わ
な
い
よ
う
な

バ
ラ
ン
ス
が
求
め
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い

か
。
と
り
わ
け
、
三
回
生
に

な
っ
た
当
初
に
コ
ロ
ナ
禍
の

中
に
投
げ
込
ま
れ
、
今
年
卒

業
し
て
い
っ
た
学
年
の
卒
業

論
文
の
成
果
を
見
て
し
み
じ

み
そ
の
こ
と
を
感
じ
た
。
そ

れ
ぞ
れ
の
テ
ー
マ
を
真
剣
に

追
及
す
る
こ
と
で
、
独
自
に

コ
ロ
ナ
禍
が
も
た
ら
し
た
問

題
に
出
会
っ
て
い
る
。

一
つ
ひ
と
つ
の
研
究
テ
ー

マ
は
小
さ
な
花
び
ら
か
も
し

れ
な
い
。
独
立
し
て
い
て
異

な
る
、
そ
ん
な
小
さ
な
花
び

ら
が
集
ま
っ
て
、
ひ
と
房
の

紫
陽
花
に
な
る
。
私
に
と
っ

て
、
コ
ロ
ナ
禍
が
も
た
ら
し

た
大
学
の
新
し
い
イ
メ
ー
ジ

で
あ
る
。

戦
い
の
場
で

百
万
の

敵
に
う
ち
勝
つ

人
よ
り
も

自
己
に
う
ち
勝
つ

そ
の
人
が

ま
こ
と
に
真
の

勝
利
者
よ

「
ダ
ン
マ
パ
ダ
」
一
〇
三

京
都
女
子
大
学
『
聖
典
』

　
　
　
　
　

一
〇
六
頁

���

���

法のことば

仏
教
が
、
他
者
と
の
争
い
を
よ
し
と
せ
ず
、
特
に
暴
力
の
行
使
を
戒
め
る

宗
教
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
皆
さ
ん
も
ご
存
知
の
と
お
り
で
す
。
釈
尊
は

こ
こ
で
、「
敵
」
に
う
ち
勝
つ
こ
と
ば
か
り
に
気
を
と
ら
れ
が
ち
な
私
た
ち
に

向
け
て
、
鋭
い
対
比
を
用
い
て
語
り
か
け
、
自
身
の
す
が
た
に
目
を
向
け
る

よ
う
促
し
ま
す
。

自
己
に
う
ち
勝
つ
、
と
い
う
と
き
、
釈
尊
は
、
む
さ
ぼ
り
と
い
か
り
、
そ

し
て
お
ろ
か
さ
と
分
か
ち
が
た
く
結
び
つ
い
た
私
た
ち
の
い
の
ち
の
す
が
た

を
見
据
え
て
い
ま
す
。
そ
の
克
服
を
目
指
し
て
生
涯
歩
む
道
が
仏
道
で
す
。

そ
れ
は
、
む
さ
ぼ
り
や
い
か
り
、
ま
た
お
ろ
か
さ
に
と
ら
わ
れ
た
心
に
た
だ

身
を
ゆ
だ
ね
る
の
で
は
な
く
、
仏
の
教
え
に
照
ら
さ
れ
て
、
そ
の
自
身
の
あ

り
方
を
乗
り
越
え
て
い
こ
う
と
す
る
生
き
方
と
し
て
現
れ
て
く
る
も
の
で
す
。

（
藤
井

隆
道
）

ソ
ー
シ
ャ
ル
・
デ
ィ
ス
タ
ン
ス
と

ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ

現
代
社
会
学
部
教
授

亘
　
　
　
明

志

お知らせ
宗教・文化研究所公開講座（ご案内）
シリーズ：東山から発信する京都の歴史と文化㉒
テ ー マ：京都の朝廷と鎌倉幕府

開催日 6 月18日（第三土曜日）
第一部　13：00～14：30
　　　　「後醍醐天皇、討幕への道」
　　　　講師　高野山大学文学部専任講師
　　　　　　　坂口　太郎　氏
第二部　15：00～16：30
　　　　「北条義時と鎌倉・京都」
　　　　講師　鎌倉歴史文化交流館学芸員
　　　　　　　山本みなみ　氏
※開催形式および申込方法等については、大学ホームペ
ージをご確認ください。

✿ 本願寺書院・飛雲閣拝観（前期） ✿
日　　時 6 月22日（水）　15：15～17：00
場　　所　本願寺書院・飛雲閣・唐門
募集人数　30名（先着順）
参 加 費　無料
※申込方法等は京女ポータル、宗教部掲示板または宗教
教育課（仮設校舎A 2階）で確認してください。

『
ジ
ャ
イ
ナ
教
と
は
何
か
─
菜
食･

托
鉢
・
断
食
の
生
命
観
─
』

（
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
《
ア
ジ
ア
を
学
ぼ
う
》
㊾
）

上
田
真
啓
著

風
響
社

二
〇
一
七
年

シ
リ
ー
ズ

智
慧
の
蔵
45

ジ
ャ
イ
ナ
教
は
、
二
五
〇
〇

年
も
前
に
イ
ン
ド
で
誕
生
し
た

土
着
の
宗
教
で
す
。
祖
師
の
マ

ハ
ー
ヴ
ィ
ー
ラ
（
別
名
、
ニ
ガ
ン

タ
・
ナ
ー
タ
プ
ッ
タ
）
は
反
バ
ラ

モ
ン
の
出
家
修
行
者
で
、
釈
尊

と
同
時
代
に
活
躍
し
た
思
想
家

で
す
。
仏
教
と
は
異
な
り
、ジ
ャ

イ
ナ
教
は
誕
生
か
ら
現
在
に
い

た
る
ま
で
、
一
度
も
途
絶
え
る

こ
と
な
く
イ
ン
ド
で
信
仰
さ
れ

続
け
て
い
ま
す
。
ジ
ャ
イ
ナ
教

徒
の
数
は
イ
ン
ド
の
他
の
宗
教

に
比
べ
て
少
な
い
も
の
の
、
教

育
水
準
が
高
く
、
ビ
ジ
ネ
ス
や

学
問
の
世
界
で
活
躍
し
て
い
る

人
が
多
く
い
ま
す
。

ジ
ャ
イ
ナ
教
と
い
え
ば
不
殺

生
と
無
所
有
の
教
え
が
有
名
で

す
。
不
殺
生
は
、
生
き
物
を
殺

さ
な
い
だ
け
で
な
く
、
傷
つ
け

も
し
な
い
こ
と
で
す
。
無
所
有

は
必
要
最
低
限
の
物
し
か
所
有

し
な
い
こ
と
で
、
出
家
者
の
な

か
に
は
一
糸
ま
と
わ
ず
修
行
す

る
者
も
い
ま
す
。
そ
し
て
、
最

も
特
徴
的
な
も
の
は
食
生
活
で

す
。
彼
ら
は
不
殺
生
を
守
る
た

め
に
菜
食
生
活
を
送
り
、
解
脱

に
向
け
て
断
食
を
お
こ
な
う
こ

と
も
あ
り
ま
す
。

こ
う
し
た
私
た
ち
に
は
あ
ま

り
馴
染
の
な
い
ジ
ャ
イ
ナ
教
の

入
門
書
と
し
て
お
す
す
め
し
た

い
の
が
、
上
田
真
啓
氏
の
『
ジ
ャ

イ
ナ
教
と
は
何
か
』
で
す
。
著

者
は
、
彼
ら
の
生
活
や
思
想
を

分
か
り
や
す
く
紹
介
し
て
く
れ

ま
す
。
な
か
で
も
興
味
深
い
の

は
、
ジ
ャ
イ
ナ
教
の
菜
食
主
義

に
つ
い
て
で
す
。
彼
ら
は
、
動

物
だ
け
で
な
く
、
植
物
に
も
生

命
が
宿
っ
て
い
る
と
考
え
ま
す
。

な
の
で
、
野
菜
を
食
べ
て
も
殺

生
に
当
た
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
で
は
、
不
殺
生
の
た
め
に

何
も
食
べ
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。

当
然
、
生
き
て
い
く
に
は
食
べ

な
い
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
。

そ
こ
で
、
彼
ら
は
殺
生
を
極
力

控
え
る
た
め
に
、
工
夫
を
凝
ら

し
た
様
々
な
食
事
の
規
則
を
設

け
ま
す
。
例
え
ば
、
ナ
ス
や
ト

マ
ト
を
食
べ
て
は
い
け
な
い
、
日

没
後
は
な
る
べ
く
食
事
を
し
な

い
な
ど
。
ど
う
し
て
こ
れ
ら
が

殺
生
を
避
け
る
こ
と
に
つ
な
が

る
の
で
し
ょ
う
か
？

ジ
ャ
イ

ナ
教
の
「
生
命
観
」
と
い
う
観

点
か
ら
著
者
は
こ
れ
ら
の
行
動

原
理
を
解
説
し
て
く
れ
ま
す
。

さ
て
、
こ
う
し
た
ジ
ャ
イ
ナ

教
の
菜
食
や
不
殺
生
の
教
え
に

触
れ
る
と
、
な
か
に
は
「
ジ
ャ

イ
ナ
教
徒
っ
て
大
変
だ
な
ぁ
」

と
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
感
想
を
抱
く

方
も
い
る
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、

著
者
は
「
あ
と
が
き
」
で
、
彼

ら
が
厳
格
な
規
則
に
縛
ら
れ
て

暮
ら
し
て
い
る
わ
け
で
は
決
し

て
な
い
と
付
言
し
ま
す
。
そ
し

て
、
ジ
ャ
イ
ナ
教
徒
と
交
流
し

て
、
彼
ら
が
規
則
を
守
り
な
が

ら
豊
か
な
生
活
を
送
っ
て
い
る

こ
と
を
知
っ
て
ほ
し
い
と
述
べ

ま
す
。
著
者
が
言
う
よ
う
に
、

実
際
に
交
流
し
て
こ
そ
本
当
の

意
味
で
「
ジ
ャ
イ
ナ
教
と
は
何

か
」
が
分
か
る
日
が
来
る
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。（

壬
生

泰
紀
）

読んだ感想やコメントをお寄せください。
（すぐに答えられるアンケートです）
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