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ま
こ
と
を
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「
コ
ロ
ナ
よ
り
も
怖
い
の

は
人
間
だ
っ
た（
神
奈
川
県

ド
ラ
ッ
グ
ス
ト
ア
店
員
）」

こ
れ
は
、
二
〇
二
〇
年
の

「
輝
け
！
お
寺
の
掲
示
板
大

賞
」
で
、
大
賞
に
選
ば
れ
た

言
葉
で
す
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
症
（
以
下
、
新

型
コ
ロ
ナ
）
が
広
が
り
始
め

た
頃
、
多
く
の
お
店
で
マ
ス

ク
が
品
切
れ
に
な
り
ま
し

た
。
そ
の
時
、
い
つ
も
笑
顔

で
買
い
物
を
し
て
い
た
お
客

さ
ん
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
に
か

か
っ
た
ら
ど
う
し
よ
う
と
い

う
不
安
か
ら
、「
ど
う
し
て

マ
ス
ク
が
な
い
の
？
」「
私
、

常
連
な
ん
だ
か
ら
取
っ
て
お

い
て
よ
！
」
な
ど
と
、
そ
の

イ
ラ
イ
ラ
を
店
員
さ
ん
に

ぶ
っ
つ
け
た
の
で
す
。

私
は
、
テ
レ
ビ
の
ニ
ュ
ー

ス
で
、
こ
の
よ
う
な
店
員
さ

ん
の
話
を
聞
い
た
時
、「
非

常
の
時
に
こ
そ
、
人
間
の
本

性
が
で
る
ん
だ
な
あ
。
悲
し

い
こ
と
だ
な
あ
。」
と
他
人

事
の
よ
う
に
思
っ
て
い
ま
し

た
。
し
か
し
、外
出
の
時
は
、

マ
ス
ク
着
用
が
通
常
に
な
っ

て
以
来
、
マ
ス
ク
を
し
て
い

な
い
人
を
見
る
と
、
思
わ
ず

睨に
ら

ん
で
し
ま
い
ま
す
。
私
も

店
員
さ
ん
に
き
つ
く
当
た
っ

た
人
と
、
全
く
同
じ
本
性
を

持
っ
た
人
間
だ
っ
た
の
で
す
。

親
鸞
聖
人
は
、
自
ら
の
こ

と
を
煩
悩
具ぐ

足そ
く

の
凡ぼ

ん

夫ぶ

（
煩

悩
だ
ら
け
の
愚
か
な
人
間
）

と
受
け
止
め
て
お
ら
れ
ま

す
。
掲
示
板
の
言
葉
に
、

「
吾
輩
は
凡ひ

夫と

で
あ
る
。

自
覚
は
ま
だ
な
い
」（「
吾

輩
は
猫
で
あ
る
。
名
前
は

ま
だ
な
い
」
を
ア
レ
ン
ジ

し
た
も
の
）

と
い
う
も
の
も
あ
り
ま
し

た
。
こ
こ
で
は
「
凡ぼ

ん

夫ぶ

」
を

「
ひ
と
」
と
読
ま
せ
て
い
ま

し
た
が
、意
味
と
し
て
は「
煩

悩
具
足
の
凡
夫
」
の
こ
と
と

受
け
取
っ
て
い
い
と
思
い
ま

す
。
つ
ま
り
、
煩
悩
だ
ら
け

の
愚
か
な
人
間
で
あ
り
な
が

ら
、
そ
の
こ
と
に
気
が
つ
い

て
い
な
い
と
い
う
の
で
す
。

こ
の
状
態
が
一
番
危
な
い
状

態
で
す
。

し
か
し
、
本
当
の
意
味
で

煩
悩
具
足
の
凡
夫
だ
と
気
づ

く
と
い
う
こ
と
は
、
大
変
な

こ
と
な
の
で
す
。
時
々
、「
浄

土
真
宗
で
は
、
自
分
の
こ
と

を
、
煩
悩
具
足
の
凡
夫
だ
と

思
っ
た
ら
い
い
ん
で
す
ね
。」

と
言
わ
れ
る
方
が
お
ら
れ
ま

す
が
、
そ
れ
は
違
い
ま
す
。

思
っ
た
ら
い
い
の
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
自
分
で
思
っ
た
と

い
う
こ
と
な
ら
、
そ
れ
は
、

勝
手
に
思
っ
て
い
る
だ
け

で
、
単
な
る
卑
下
で
し
か
あ

り
ま
せ
ん
。
親
鸞
聖
人
が
自

ら
の
こ
と
を
、
煩
悩
具
足
の

凡
夫
と
言
わ
れ
た
の
は
、
親

鸞
聖
人
が
そ
う
思
っ
た
の
で

は
な
く
、
仏
さ
ま
の
光
り
に

照
ら
さ
れ
て
（
仏
さ
ま
の
み

教
え
を
聞
い
て
）
明
ら
か
に

な
っ
た
自
分
の
姿
が
、
煩
悩

具
足
の
凡
夫
と
し
か
言
い
よ

う
の
な
い
姿
だ
っ
た
の
で
す
。

ま
た
、
次
の
よ
う
な
文
章

に
出
会
い
ま
し
た
。

「
私
は
、
コ
ロ
ナ
で
死
ぬ

こ
と
よ
り
、
感
染
し
た
後

に
い
ろ
い
ろ
言
わ
れ
る

ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う

こ
と
が
心
配
で
す
。（
略
）

ひ
ど
い
こ
と
を
言
わ
れ

た
ら
傷
つ
く
し
、
悲
し
く

な
る
か
ら
言
わ
な
い
で

い
よ
う
と
思
う
け
ど
、
そ

ん
な
こ
と
を
言
っ
て
し

ま
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

正
直
、
ど
ん
な
ふ
う
に
な

る
の
か
全
然
わ
か
ら
な

い
で
す
。」（
二
〇
二
一
年

二
月
二
十
七
日
『
朝
日
新

聞
・
夕
刊
』
よ
り
）

こ
れ
は
、
小
学
五
年
生
の

作
文
の
一
部
で
す
。「
コ
ロ

ナ
で
死
ぬ
こ
と
よ
り
、
感
染

し
た
後
に
い
ろ
い
ろ
言
わ
れ

る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
こ

と
が
心
配
で
す
。」
と
い
う

と
こ
ろ
か
ら
、
新
型
コ
ロ
ナ

に
感
染
し
て
い
な
い
人
た
ち

を
苦
し
め
て
い
る
も
の
は
、

病
気
そ
の
も
の
で
は
な
く
、

病
気
に
伴
っ
て
生
ま
れ
る
差

別
や
偏
見
だ
と
い
う
こ
と
に

気
づ
か
さ
れ
ま
す
。

た
だ
、
こ
の
作
文
の
中
で

私
の
心
に
突
き
刺
さ
っ
た
の

は
、
後
半
の
部
分
で
し
た
。

私
だ
っ
た
ら
、「
ひ
ど
い
こ

と
を
言
わ
れ
た
ら
傷
つ
く

し
、
悲
し
く
な
る
か
ら
言
わ

な
い
で
い
よ
う
と
思
い
ま

す
。」
と
書
く
と
思
い
ま
す
。

け
れ
ど
、
こ
の
小
学
生
は
、

「
ひ
ど
い
こ
と
を
言
わ
れ
た

ら
傷
つ
く
し
、
悲
し
く
な
る

か
ら
言
わ
な
い
で
い
よ
う
と

思
う
け
ど
、
そ
ん
な
こ
と
を

言
っ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
正
直
、
ど
ん
な
ふ
う

に
な
る
の
か
全
然
わ
か
ら
な

い
で
す
。」
と
書
い
て
い
る

の
で
す
。
と
て
も
正
直
な
思

い
だ
と
思
い
ま
す
。

親
鸞
聖
人
は
、

「
し
か
る
べ
き
縁
が
あ
れ

ば
、
ど
の
よ
う
な
行
い
も

す
る
も
の
で
あ
る
（
さ
る

べ
き
業
縁
の
も
よ
ほ
さ

ば
、
い
か
な
る
ふ
る
ま
ひ

も
す
べ
し
）」（『
歎
異
抄
』

第
十
三
条
）

と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
私
た

ち
は
、
縁
が
あ
れ
ば
、
ど
の

よ
う
な
行
い
を
す
る
か
分
か

ら
な
い
、
危
う
い
存
在
な
の

で
す
。
大
神
信
章
氏
（
光
林

寺
前
住
職
）
は
、

「
何
が
お
き
る
か
分
か
ら

な
い
こ
の
人
生
を

何
を

し
で
か
す
か
分
か
ら
な
い

こ
の
私
が

生
き
て
い

る
」（『
学
仏
大
悲
心
』）

と
い
う
言
葉
を
残
さ
れ
て
い

ま
す
。「
何
が
お
き
る
か
分

か
ら
な
い
人
生
」
だ
と
い
う

こ
と
は
、
時
々
、
気
づ
か
せ

て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
が
、

「
何
を
し
で
か
す
か
分
か
ら

な
い
こ
の
私
」
だ
と
い
う
こ

と
に
は
、
な
か
な
か
気
づ
け

て
い
な
い
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

と
こ
ろ
で
、
新
型
コ
ロ
ナ

が
広
ま
る
中
で
、
よ
く
耳
に

す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
が
、

「
不
要
不
急
の
外
出
を
控
え
ま

し
ょ
う
」と
い
う
言
葉
で
す
。

『
仏
説
無
量
寿
経
』に
、「
し

か
る
に
世
の
人
、
薄
俗
に
し

て
と
も
に
不
急
の
事じ

を
諍

あ
ら
そ

う
」（『
註
釈
版
』
五
四
）（
と

こ
ろ
が
世
間
の
人
々
は
ま
こ

と
に
浅
は
か
で
あ
っ
て
、
み

な
急
が
な
く
て
も
よ
い
こ
と

を
争
い
合
っ
て
い
る
）
と
い

う
文
章
が
あ
り
ま
す
。
そ
し

て
続
い
て
（
現
代
語
訳
）、

「
こ
の
激
し
い
悪
と
苦
の

中
で
あ
く
せ
く
と
は
た

ら
き
、
そ
れ
に
よ
っ
て

や
っ
と
生
計
を
立
て
て

い
る
に
過
ぎ
な
い
。
身
分

の
高
い
も
の
も
低
い
も

の
も
、
貧
し
い
も
の
も
富

め
る
も
の
も
、
老
若
男
女

を
問
わ
ず
、
み
な
金
銭
の

こ
と
で
悩
ん
で
い
る
。
そ

れ
が
あ
ろ
う
が
な
か
ろ

う
が
、
憂
え
悩
む
こ
と
に

変
わ
り
が
な
く
、
あ
れ
こ

れ
と
嘆
き
苦
し
み
、
後
先

の
こ
と
を
い
ろ
い
ろ
と

心
配
し
、
い
つ
も
欲
の
た

め
に
追
い
回
さ
れ
て
、
少

し
も
安
ら
か
な
と
き
が

な
い
の
で
あ
る
。
田
が
あ

れ
ば
田
に
悩
み
、
家
が
あ

れ
ば
家
に
悩
む
。（
中
略
）

田
が
な
け
れ
ば
田
が
欲
し

い
と
悩
み
、
家
が
な
け
れ

ば
家
が
欲
し
い
と
悩
む
。

（『
仏
説
無
量
寿
経
』（
現
代

語
訳
）（
九
五
～
九
七
））」

と
、
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、

二
五
〇
〇
年
以
上
も
前
の
お

釈
迦
さ
ま
の
説
法
で
す
が
、

現
代
の
私
た
ち
の
在
り
方

も
、
少
し
も
変
わ
っ
て
な
い

よ
う
に
思
い
ま
す
。
お
釈
迦

さ
ま
は
、
私
た
ち
が
急
い
で

求
め
て
い
る
も
の
は
、
本
当

に
急
ぐ
べ
き
も
の
か
、
も
っ

と
大
切
な
も
の
が
あ
る
の
で

は
な
い
か
、
と
問
い
か
け
て

く
だ
さ
っ
て
い
る
の
で
す
。

浄
土
真
宗
で
は
、
お
聴ち

ょ
う

聞も
ん

を
大
切
に
し
ま
す
。「
お
聴

聞
」
と
は
、
仏
さ
ま
の
み
教

え
を
聞
か
せ
て
い
た
だ
く
こ

と
で
す
。
そ
し
て
、
そ
の
み

教
え
を
、
日
常
生
活
の
中
で

味
わ
わ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と

が
、
大
切
な
の
で
す
。

通
常
の
日
常
生
活
の
中
で

も
、
み
教
え
を
味
わ
わ
せ
て

い
た
だ
く
こ
と
は
出
来
ま
す

が
、新
型
コ
ロ
ナ
の
影
響
で
、

不
自
由
な
生
活
の
中
だ
か
ら

こ
そ
、
気
づ
か
せ
て
も
ら
え

る
こ
と
も
多
々
あ
る
と
思
い

ま
す
。

合
掌

お
お
が

八
月
六
日
に
縁

あ
っ
て
広
島
を
訪
れ

た
。
広
島
の
原
爆
忌
の

日
で
あ
る
。
敗
戦
後
七

十
七
年
を
過
ぎ
た
。
当
時
の

状
況
を
十
分
に
学
び
つ
つ
被

爆
者
の
話
を
直
接
聞
く
こ
と

が
で
き
る
世
代
は
、
今
の
学

生
の
皆
さ
ん
が
ほ
と
ん
ど
最

後
で
あ
ろ
う
。

被
爆
者
に
は
語
り
部
も
お

ら
れ
る
が
、
ご
自
身
の
体
験

を
語
る
こ
と
を
さ
れ
な
か
っ

た
方
も
少
な
く
な
い
と
聞
く
。

思
い
出
す
こ
と
自
体
が
強
い

苦
痛
で
あ
る
方
も
お
ら
れ
る

で
あ
ろ
う
し
、
言
語
に
絶
す

る
体
験
を
伝
え
る
こ
と
の
困

難
さ
を
思
わ
れ
た
方
も
お
ら

れ
る
も
の
と
想
像
す
る
。

釈
尊
は
さ
と
り
を
開
い
た

あ
と
、
梵
天
の
懇
切
な
要
請

を
受
け
て
よ
う
や
く
説
法
を

決
意
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い

る
。
こ
の
伝
承
が
伝
え
よ
う

と
す
る
内
容
の
一
つ
に
、
さ

と
り
の
境
地
を
未
体
験
の
者

に
そ
れ
を
伝
え
る
こ
と
の
困

難
を
示
し
て
い
る
、
と
言
わ

れ
る
。
人
間
の
思
慮
を
絶
し

た
さ
と
り
の
境
地
を
伝
え
る

こ
と
は
、
甚
難
で
あ
る
。

親
鸞
が
尊
敬
し
た
中
国
の

高
僧
に
曇ど

ん

鸞ら
ん

が
い
る
。
曇
鸞

は
「
非
常
の
言こ

と
ば

は
常

じ
よ
う

人に
ん

の
耳

に
入
ら
ず
」
と
い
う
言
葉
を

残
し
て
い
る
。
仏
法
は
常
識

人
（
常
人
）
の
思
慮
を
超
え

た
非
常
な
る
教
え
で
あ
っ
て
、

そ
れ
は
自
己
の
経
験
に
と
ら

わ
れ
る
常
人
に
は
容
易
に
受

け
と
め
難
い
の
で
あ
る
。

言
語
を
絶
す
る
体
験
を
、
私

た
ち
が
言
葉
だ
け
で
そ
の
体
験

者
と
同
様
に
す
る
こ
と
は
難
し

い
。
も
ち
ろ
ん
、
戦
争
体
験
と

仏
法
と
は
別
文
脈
の
話
で
も

あ
る
。

け
れ
ど
も
、
被
爆
者
の
声

を
聞
く
こ
と
が
で
き
る
最
後

の
世
代
で
あ
る
こ
と
を
思
い
、

精
一
杯
の
想
像
力
を
働
か
せ

て
、
そ
の
経
験
を
聞
く
努
力

は
私
た
ち
に
も
で
き
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
義
）

澪 標

一
九
四
五
年
一
月
十
六

日
、
京
都
に
初
め
て
の
空

襲
が
あ
り
ま
し
た
。
馬
町

空
襲
で
す
。
正
確
な
死
傷

者
数
は
不
明
で
す
が
、
四

十
人
以
上
の
方
が
亡
く
な

り
、
三
〇
〇
戸
以
上
の
家

屋
が
被
災
し
た
と
い
わ
れ

て
い
ま
す
。
女
専
の
第
三

小
松
寮
と
京
都
幼
稚
園
も

直
撃
を
受
け
、
大
破
し
ま

し
た
。

こ
の
写
真
は
、
今
熊
野

商
店
街
で
写
真
店
を
営
ん

で
い
た
村
中
秀
光
さ
ん
が
、

空
襲
の
数
日
後
に
撮
影
し

た
も
の
で
す
。
寄
せ
集
め

ら
れ
た
瓦
礫
で
道
路
が
埋

め
尽
く
さ
れ
て
い
る
様
子

が
窺
え
ま
す
。

こ
の
写
真
の
見
ど
こ
ろ

は
、
カ
メ
ラ
マ
ン
の
村
中

さ
ん
が
ど
こ
に
立
ち
、
ど

の
方
角
に
ピ
ン
ト
を
合
わ

せ
て
い
た
の
か
が
は
っ
き

り
わ
か
る
こ
と
で
す
。
そ

の
手
掛
か
り
の
一
つ
は
、

ま
さ
に
遠
近
法
の
図
の
よ

う
に
立
ち
並
ぶ
総
二
階
の

家
屋
で
す
。
木
枠
の
ガ
ラ

ス
窓
は
爆
風
で
こ
と
ご
と

く
吹
き
飛
ば
さ
れ
て
い
ま

す
が
、
屋
根
は
残
っ
て
い

ま
す
。
こ
の
景
色
、
見
覚

え
あ
り
ま
せ
ん
か
。
二
つ

目
は
電
柱
の
位
置
、
そ
し

て
三
つ
目
は
歩
道
の
縁
石

に
巻
き
込
み
部
分
が
見
え

る
と
こ
ろ
で
す
。
左
端
の

家
屋
に
は
「
渋
谷
通
東
大
路

東
入
三
丁
目
上
馬
町
」
と
書

か
れ
た
仁じ
ん

丹た
ん

の
住
所
看
板

が
貼
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

も
う
お
気
づ
き
の
こ
と

で
し
ょ
う
。
こ
の
写
真
は
、

現
在
の
渋
谷
交
番
の
北
西

角
か
ら
撮
影
さ
れ
た
も
の

で
し
た
。

こ
の
写
真
を
手
に
持
ち
、

交
番
の
角
に
立
ち
、
同
じ

ア
ン
グ
ル
で
写
真
を
撮
っ

て
み
ま
せ
ん
か
。
皆
さ
ん

の
通
学
路
と
七
十
七
年
前

の
空
襲
と
い
う
事
実
が
、

一
瞬
で
結
び
つ
く
こ
と
で

し
ょ
う
。

（
史
学
科
・
坂
口
満
宏
）

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
を
縁
と
し
て

仏
教
学
非
常
勤
講
師

小

池

秀

章

京女への通学路 いまむかし
④1945年　京都・馬町空襲

令和 4 年10月 月例礼拝日程表
日 曜日 講時 対象学生 担　当

3 月

1 現社1A・1B 西・打本

2 史学1A・1B 内手・西山

4 児童1 黒田

4 火

1 心理1 藤井

3 造形3A・3B 赤井・西

4 英文3A・3B 森田・清基

5 水
1 養音1 野呂

3 国文3A・3B 小池・中西

6 木
1 現社3C・3D 釋氏・藤井

4 現社3A・3B 川元・那須

7 金

1 食物1A・1B 打本・井上

2 心理3 普賢

3 児童3 塚本

11 火 1 教育3 黒田

12 水 1 法学3A・3B 普賢・西

14 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

17 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

18 火 1 法学1A・1B 西・赤井

19 水 2 養音3 小池

24 月 4 史学3A・3B 壬生・中西
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前
任
校
も
入
れ
る
と
、
本

学
教
員
生
活
も
今
年
で
三
十

四
年
目
、
秋
に
は
六
十
五
歳

と
な
っ
て
来
春
に
は
定
年
退

職
す
る
と
こ
ろ
ま
で
き
ま
し

た
。
私
は
フ
ラ
ン
ス
中
世
の

都
市
や
地
域
の
実
態
解
明
を

専
門
フ
ィ
ー
ル
ド
と
し
て
研

究
し
て
い
ま
す
が
、
な
ぜ
こ

ん
な
分
野
に
と
り
く
ん
で
い

る
の
だ
ろ
う
と
最
近
つ
く
づ

く
思
い
ま
す
。

私
が
大
学
院
に
進
学
し
て

研
究
を
続
け
た
い
と
思
っ
た

の
は
、
大
学
三
年
生
の
後
期

が
始
ま
っ
た
頃
で
す
。
高
校

時
代
、
私
は
世
界
史
も
好
き

で
し
た
が
、
そ
れ
以
上
に
地

理
が
好
き
で
し
た
。
気
候
や

地
形
や
産
業
構
造
や
町
の
名

前
が
好
き
、
大
学
入
学
後
も

手
に
す
る
本
は
た
い
て
い
地

誌
も
の
で
、
万
人
に
不
評
の

人
文
地
理
学
の
授
業
が
面
白

い
と
公
言
し
て
不
思
議
が
ら

れ
る
変
人
で
し
た
。
歴
史
学

の
現
代
的
課
題
な
ど
を
議
論

し
て
い
る「
進
歩
的
な
先
輩
」

（
偏
見
で
ご
め
ん
な
さ
い
）

か
ら
す
る
と
、
ま
こ
と
に
ノ

ン
ポ
リ
な
凡
人
だ
っ
た
わ
け

で
す
。
当
時
廃
れ
つ
つ
あ
っ

た
と
は
い
え
、大
塚
史
学
系
、

マ
ル
ク
ス
の
唯
物
史
観
に
関

す
る
学
術
書
を
ま
ず
は
読
む

の
が
目
覚
め
た
学
生
の
定
番

だ
っ
た
と
き
に
、
私
は
ま
っ

た
く
別
の
関
心
か
ら
ウ
ェ
ー

バ
ー
や
マ
ン
ス
フ
ィ
ー
ル
ド

や
羽
仁
五
郎
の
都
市
論
を
読

み
、
そ
し
て
シ
カ
ゴ
学
派
の

都
市
社
会
学
ま
で
古
本
で

買
っ
た
も
の
で
す
。

ひ
と
時
は
ア
メ
リ
カ
史
も

面
白
い
か
も
、
と
思
っ
た
こ

と
さ
え
あ
り
ま
し
た
が
、
書

店
で
見
つ
け
た
軽
い
フ
ラ
ン

ス
都
市
紀
行
本
が
決
め
手
と

な
っ
て
西
洋
中
世
史
の
先
生

に
卒
論
の
相
談
し
た
の
は
よ

く
覚
え
て
い
ま
す
。
先
生
は

そ
れ
な
ら
と
仏
語
で
書
か
れ

た
中
世
フ
ラ
ン
ス
・
シ
ャ
ン

パ
ー
ニ
ュ
地
方
の
都
市
史
の

研
究
書
を
手
渡
し
て
く
れ
、

こ
れ
を
ま
ず
は
読
み
な
さ
い

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。
し
ば
ら
く
し
て
、
今
度

は
経
済
学
部
の
西
洋
経
済
史

の
先
生
を
紹
介
さ
れ
、
そ
の

先
生
か
ら
も
、
同
じ
シ
ャ
ン

パ
ー
ニ
ュ
地
方
を
対
象
と
す

る
「
伯
領
」
形
成
史
と
い
う

政
治
史
・
地
域
史
に
属
す
る

分
厚
い
新
著
を
貸
し
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。
そ
こ
か
ら
芋

づ
る
的
に
シ
ャ
ン
パ
ー
ニ
ュ

中
世
史
関
連
の
諸
論
文
や
史

料
を
収
集
し
始
め
ま
し
た
。

何
の
因
果
か
中
世
シ
ャ
ン

パ
ー
ニ
ュ
地
方
の
都
市
と
地

域
の
歴
史
が
卒
論
と
修
論
の

テ
ー
マ
に
な
っ
た
の
で
す

が
、
な
ぜ
シ
ャ
ン
パ
ー
ニ
ュ

と
ま
わ
り
か
ら
問
わ
れ
て

も
、
内
発
的
理
由
な
ど
あ
ろ

う
は
ず
も
な
く
、
返
答
に
苦

慮
し
た
の
を
覚
え
て
い
ま

す
。
も
ち
ろ
ん
い
ろ
い
ろ
と

理
屈
は
つ
け
ま
し
た
が
、
後

付
け
で
す
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
「
後

付
け
作
業
」
は
そ
れ
な
り
に

自
分
の
研
究
の
意
味
を
考

え
、
研
究
の
裾
野
を
広
げ
る

鍛
錬
に
な
っ
た
よ
う
に
も
思

い
ま
す
。
シ
ャ
ン
パ
ー
ニ
ュ

地
方
で
大
規
模
な
定
期
市

（
大
市
）
が
開
催
さ
れ
て
い

た
こ
と
か
ら
、
私
は
そ
の
後

西
欧
中
世
の
市
場
の
意
義
と

い
う
問
題
に
焦
点
を
当
て
る

こ
と
で
、
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

市
場
史
の
研
究
に
広
く
取
り

組
む
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

ま
た
、
シ
ャ
ン
パ
ー
ニ
ュ
伯

が
そ
の
発
展
に
関
与
し
て
い

る
こ
と
が
明
白
な
こ
と
か

ら
、
中
世
の
地
方
権
力
と
経

済
現
象
の
関
係
を
再
考
す
る

と
い
う
問
題
群
が
見
え
て
き

ま
し
た
。
か
つ
て
大
塚
史
学

が
取
り
組
ん
で
い
た
古
い

テ
ー
マ
で
す
が
、
私
は
研
究

途
中
か
ら
そ
れ
ら
の
古
い
問

題
関
心
と
対
峙
す
る
こ
と
に

な
り
、
自
分
な
り
に
新
し
い

方
向
性
を
示
せ
る
可
能
性
を

感
じ
ま
し
た
。

フ
ラ
ン
ス
行
き
の
留
学
試

験
に
は
失
敗
し
ま
し
た
が
、

代
わ
っ
て
受
け
た
ベ
ル
ギ
ー

政
府
の
試
験
に
パ
ス
し
、
フ

ラ
ン
ド
ル
地
方
の
ヘ
ン
ト
に

二
年
間
滞
在
す
る
機
会
を
得

ま
し
た
。
こ
れ
も
偶
然
の
産

物
と
言
え
ば
そ
う
で
、
や
は

り
西
洋
経
済
史
の
先
生
の
助

言
が
あ
っ
て
実
現
し
た
も
の

で
す
。
フ
ラ
ン
ド
ル
、
そ
こ

は
言
わ
ず
と
知
れ
た
中
世

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
経
済
の
一
大
中

心
地
。
市
場
史
に
取
り
組
む

私
に
と
っ
て
は
、
実
は
行
く

べ
き
留
学
先
で
あ
っ
た
よ
う

に
思
い
ま
す
。

公
用
語
で
あ
る
オ
ラ
ン
ダ

語
な
ど
全
然
勉
強
し
て
い
な

か
っ
た
私
は
、
暗
中
模
索
の

状
態
で
ヘ
ン
ト
大
学
に
行

き
、
最
初
は
本
当
に
戸
惑
い

ま
し
た
が
、
ヘ
ン
ト
の
学
風

は
実
に
心
地
よ
い
も
の
で
、

少
し
ず
つ
オ
ラ
ン
ダ
語
も
読

む
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
中

世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
都
市
史
研
究

の
世
界
に
は
長
く
ピ
レ
ン
ヌ

と
い
う
巨
人
が
聳
え
立
っ
て

い
ま
し
た
が
、
当
時
の
ヘ
ン

ト
大
学
は
フ
ル
ヒ
ュ
ル
ス
ト

教
授
を
中
心
に
、
ま
っ
た
く

新
し
い
都
市
史
の
構
築
に
取

り
組
ん
で
い
ま
し
た
。
そ
の

新
鮮
な
学
風
は
私
を
鼓
舞
し

ま
し
た
。
ヘ
ン
ト
で
の
私
は

本
場
の
研
究
論
文
を
踏
査
し

て
は
、
毎
日
の
よ
う
に
文
献

を
コ
ピ
ー
し
、
帰
国
後
も
し

ば
ら
く
は
、
ヘ
ン
ト
な
ど
フ

ラ
ン
ド
ル
諸
都
市
の
発
展
、

あ
る
い
は
フ
ラ
ン
ド
ル
地
域

史
の
論
文
を
書
き
続
け
ま
し

た
。
数
年
後
、『
中
世
フ
ラ

ン
ド
ル
都
市
の
発
展
と
在
地

流
通
』
が
私
の
学
位
論
文
と

な
っ
た
の
も
、
偶
然
の
留
学

生
活
な
し
に
は
考
え
ら
れ
ま

せ
ん
。

こ
の
よ
う
に
、
私
の
研
究

人
生
の
転
換
に
は
い
つ
も

「
偶
然
」
が
関
っ
て
い
ま
す
。

そ
れ
で
も
、
そ
の
偶
然
を
活

か
そ
う
と
し
た
自
負
は
あ
り

ま
す
。
格
好
良
い
と
は
言
え

ま
せ
ん
が
、「
偶
然
」
を
「
後

付
け
」
す
る
、
研
究
と
関
連

づ
け
て
い
う
な
ら
ば
、
与
え

ら
れ
た
場
を
理
解
し
、
ど
の

よ
う
な
使
い
方
が
あ
る
の
か

よ
く
知
ろ
う
と
し
て
き
た
よ

う
に
思
い
ま
す
。
研
究
と
は

対
象
と
す
る
素
材
の
分
析
か

ら
何
か
を
つ
か
み
取
る
こ
と

で
す
が
、
私
は
新
世
界
を
理

解
す
る
た
め
に
常
に
先
行
研

究
を
や
や
広
め
に
蒐
集
し
ま

し
た
。
そ
の
作
業
が
自
分
の

地
平
線
を
広
げ
て
く
れ
ま
し

た
。シ

ャ
ン
パ
ー
ニ
ュ
地
域
史

が
西
欧
市
場
史
に
、
そ
し
て

フ
ラ
ン
ド
ル
都
市
・
市
場
・

伯
領
史
に
、
そ
こ
か
ら
権
力

と
経
済
の
関
係
、
転
じ
て
し

て
市
場
と
流
通
の
管
理
の
歴

史
、
そ
し
て
管
理
と
な
れ
ば

都
市
当
局
に
よ
る
文
書
行
政

の
歴
史
、
ま
た
市
場
と
流
通

に
欠
か
か
せ
な
い
貨
幣
の
歴

史
、
さ
ら
に
枝
分
か
れ
し
て

中
世
初
期
の
定
住
史
、
こ
の

よ
う
に
私
の
関
心
は
次
々
と

広
が
っ
て
き
ま
し
た
。
棚
か

ら
牡
丹
餅
こ
そ
は
、
け
っ
し

て
粗
末
に
し
て
は
い
け
な
い

と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。

京
女
生
の
皆
さ
ん
も
、
瞬

時
で
も
面
白
い
と
思
っ
た
こ

と
を
大
事
に
し
、
ち
ょ
っ
と

し
た
チ
ャ
ン
ス
を
存
分
に
活

か
し
て
く
だ
さ
い
。
そ
し
て

人
生
と
は
時
に
大
き
く
転
換

す
る
も
の
と
思
っ
た
方
が
生

き
や
す
い
。

ま
こ
と
を
語
れ

腹
を
た
て
る
な

も
と
め
ら
れ
れ
ば

乏
し
く
あ
れ
ど

分
か
ち
与
え
よ

こ
の
三
つ
に
て

ま
こ
と
の
し
あ
わ
せ

得
る
身
と
な

ろ
う

「
ダ
ン
マ
パ
ダ
」
二
二
四

京
都
女
子
大
学
『
聖
典
』

　
　
　
　
　

一
一
一
頁

���

���

法のことば

幸
せ
に
な
り
た
い
、
と
い
う
人
に
は
、
こ
の
詩
に
そ
の
秘
訣
が
三
つ
示
さ

れ
て
い
ま
す
。
そ
の
三
つ
は
い
ず
れ
も
、
他
者
に
い
か
に
向
き
あ
う
か
、
と

い
う
こ
と
に
関
わ
り
ま
す
。

で
も
本
当
に
こ
れ
で
幸
せ
に
な
れ
る
ん
で
す
か
、
と
い
う
声
も
聞
こ
え
て

き
そ
う
で
す
。
こ
こ
で
説
か
れ
た
事
柄
は
、
た
と
え
ば
占
い
の
「
ラ
ッ
キ
ー

カ
ラ
ー
」
と
は
異
な
り
ま
す
。
こ
う
す
れ
ば
、
あ
な
た
の
願
い
が
叶
い
ま
す
、

と
か
、
幸
運
が
舞
い
降
り
ま
す
、
と
か
い
っ
た
話
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
う

し
た
生
き
方
の
う
ち
に
こ
そ
、
本
当
の
幸
せ
が
見
出
さ
れ
る
と
釈
尊
は
説
く

の
で
す
。

そ
し
て
こ
の
教
え
を
受
け
止
め
た
と
き
、
私
の
生
き
様
が
問
わ
れ
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。
折
に
ふ
れ
て
偽
り
を
語
り
、
腹
を
た
て
て
ば
か
り
で
、
貪
り

の
心
を
捨
て
る
こ
と
の
な
い
自
身
の
姿
が
み
え
て
こ
な
い
で
し
ょ
う
か
。
仏

教
は
、
私
の
姿
を
照
ら
し
出
し
、
そ
の
私
が
歩
む
べ
き
道
を
照
ら
し
出
す
の

で
す
。

（
藤
井

隆
道
）

研
究
も
人
生
も「
偶
然
」を

ど
う
活
か
す
か

文
学
部
教
授

山

田

雅

彦

お知らせ
✿ 本願寺書院・飛雲閣拝観（後期） ✿

日　　時：10月12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

✿ 秋の見学会（バスツアー） ✿
日　　時：10月29日（土） 9：00～17：00
行　　先：石山寺・三井寺・ミシガンクルーズ
募集人数：22名（先着順）
参 加 費：1,500円
※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。

※なお、今後の国内や本学の状況によりましては、開催が取り止めと
なる場合があります。その場合は、京女ポータルにてお知らせします。

『
目
覚
め
る
宗
教

　
　
　
　
　
　
（
ア
メ
リ
カ
に
出
合
っ
た
仏
教
─
現
代
化
す
る
仏
教
の
今
）
』

ケ
ネ
ス
・
タ
ナ
カ
著

サ
ン
ガ

二
〇
一
二
年

シ
リ
ー
ズ

智
慧
の
蔵
46

ア
ッ
プ
ル
社
創
設
者
の
ス

テ
ィ
ー
ブ
・
ジ
ョ
ブ
ズ
、
俳
優
の

リ
チ
ャ
ー
ド
・
ギ
ア
や
ペ
ネ
ロ
ペ・

ク
ル
ス
…
彼
ら
の
共
通
点
が「
熱

心
な
仏
教
徒
で
あ
る
」
と
い
う

こ
と
は
、
日
本
に
お
い
て
あ
ま

り
知
ら
れ
て
い
な
い
…
。

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
主
流
の

宗
教
は
、
キ
リ
ス
ト
教
プ
ロ
テ
ス

タ
ン
ト
だ
が
、
現
在
仏
教
人
口

は
伸
び
続
け
、
将
来
ユ
ダ
ヤ
教

を
抜
き
第
二
位
の
宗
教
と
な
る

可
能
性
が
高
い
。
何
故
ア
メ
リ

カ
人
は
、
仏
教
に
魅
了
さ
れ
て

い
る
の
か
？

そ
の
疑
問
に
答

え
て
く
れ
る
の
が
本
書
で
あ
る
。

著
者
の
武
蔵
野
大
学
名
誉
教

授
で
日
系
三
世
の
タ
ナ
カ
氏
は
、

一
九
四
七
年
山
口
県
に
生
ま
れ
、

一
九
五
八
年
に
日
系
二
世
の
両

親
と
渡
米
し
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ

ア
州
マ
ウ
ン
テ
ン
ビ
ュ
ー
市
の
真

宗
寺
院
に
幼
少
期
か
ら
通
っ
た

と
い
う
。
ス
タ
ン
フ
ォ
ー
ド
大

学
卒
業
後
、
米
国
仏
教
大
学
院

と
東
京
大
学
か
ら
修
士
号
を
、

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
バ
ー
ク

レ
ー
校
か
ら
博
士
号
を
授
与
さ

れ
た
浄
土
教
研
究
者
の
氏
は
、

真
宗
僧
侶
で
あ
り
、
ア
メ
リ
カ

仏
教
研
究
の
第
一
人
者
で
も
あ

る
。全

七
章
か
ら
な
る
本
書
の
第

一
章
で
は
、
仏
教
の
認
知
度
を

ア
メ
リ
カ
で
高
め
た
セ
レ
ブ
た

ち
を
紹
介
し
、仏
教
人
口
を
「
仏

教
徒
」「
仏
教
共
感
者
（
ナ
イ
ト

ス
タ
ン
ド
・
ブ
デ
ィ
ス
ト
）」「
仏

教
に
影
響
を
受
け
た
人
」
に
三

分
類
し
た
上
で
、
そ
の
驚
異
的

な
増
加
に
つ
い
て
解
説
す
る
。

第
二
章
で
は
ア
メ
リ
カ
仏
教
百

五
十
年
史
を
論
じ
つ
つ
、
十
九

世
紀
に
ア
メ
リ
カ
大
陸
に
上
陸

し
た
仏
教
が
、
二
十
世
紀
に
価

値
観
の
転
換
を
求
め
る
ビ
ー
ト

ニ
ク
達
に
よ
り
再
発
見
さ
れ
、

カ
ウ
ン
タ
ー
・
カ
ル
チ
ャ
ー
を
経

て
、
新
た
な
姿
を
あ
ら
わ
し
た

経
緯
を
明
か
す
。
第
三
章
で
は
、

ア
メ
リ
カ
仏
教
の
五
つ
の
特
徴

（
平
等
化
・
行
中
心
・
社
会
参
加
・

超
宗
派
性
・
個
人
化
）
を
挙
げ

解
説
を
す
る
。
第
四
章
以
降
は

今
後
仏
教
が
社
会
に
貢
献
し
う

る
可
能
性
を
、「
自
由
近
代
主
義
」

「
心
理
学
」「
科
学
」
と
仏
教
と

の
関
わ
り
や
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化

す
る
世
界
で
の
役
割
と
い
う
観

点
か
ら
考
察
す
る
。

本
書
を
通
し
タ
ナ
カ
氏
は
、

仏
教
は
ア
メ
リ
カ
の
地
で
伝
統

的
・
宗
教
的
枠
組
み
か
ら
自
由

と
な
り
、「
目
覚
め
る
宗
教
」
に

変
化
し
た
こ
と
を
指
摘
し
、
こ

の
近
代
的
要
素
を
当
初
か
ら
含

ん
で
き
た
「
ア
メ
リ
カ
仏
教
」

に
こ
そ
、
未
来
の
仏
教
の
あ
り

方
自
体
が
潜
み
、
日
本
仏
教
の

学
ぶ
点
が
あ
る
と
示
唆
し
て
い

る
。過

去
カ
ナ
ダ
開
教
使
と
し
て

国
際
伝
道
に
携
わ
り
、
ア
メ
リ

カ
仏
教
を
研
究
す
る
私
自
身
も
、

氏
の
意
見
に
首
肯
す
る
。
未
来
・

世
界
に
向
け
て
仏
教
の
持
つ
可

能
性
は
、
無
限
大
な
の
だ
か
ら
。

（
釋
氏

真
澄
）

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）

芬陀利華アンケート




