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さ
ま
ざ
ま
な
願
い

「
願
い
」
は
人
そ
れ
ぞ
れ
、

さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が
あ
り
ま

す
。
美
味
し
い
も
の
を
た
く

さ
ん
食
べ
た
い
、
お
金
が
ほ

し
い
、
煩
し
い
人
間
関
係
を

断
ち
切
り
た
い
、な
ど
な
ど
。

た
だ
、こ
の
よ
う
な
「
願
い
」

は
、
た
と
え
か
な
っ
た
と
し

て
も
、
満
た
さ
れ
な
い
と
感

じ
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん

か
。
私
は
以
前
、
最
新
の
パ

ソ
コ
ン
が
欲
し
く
て
、
妻
と

粘
り
強
く
交
渉
し
、
よ
う
や

く
手
に
入
れ
ま
し
た
。
し
か

し
、
三
年
ほ
ど
経
過
し
た
い

ま
、
新
し
く
ハ
イ
ス
ペ
ッ
ク

な
パ
ソ
コ
ン
に
買
い
換
え
た

い
衝
動
に
か
ら
れ
て
い
ま

す
。
人
間
の
欲
望
か
ら
生
じ

た
願
い
と
い
う
の
は
、
た
と

え
か
な
っ
て
も
、
そ
の
一
瞬

は
満
た
さ
れ
ま
す
が
、
す
ぐ

に
ま
た
際
限
な
く
生
ま
れ
て

く
る
も
の
だ
と
実
感
し
て
い

る
今
日
こ
の
頃
で
す
。

さ
て
、
福
井
県
あ
わ
ら
市

の
吉
崎
と
い
う
場
所
に
、
本

願
寺
吉
崎
別
院
と
い
う
お
寺

が
あ
り
ま
す
。
そ
の
お
寺
の

入
口
に
「
念
力
門
」
と
い
う

門
が
あ
り
ま
す
。
今
回
は
、

こ
の
門
に
込
め
ら
れ
た
願
い

を
ご
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。

本
願
寺
吉
崎
別
院

「
吉
崎
」
は
、
石
川
県
と

福
井
県
の
県
境
に
位
置
す
る

地
名
で
、
そ
こ
に
は
か
つ
て

「
吉
崎
御
坊
」
と
呼
ば
れ
る

お
寺
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
の

御
坊
は
、
本
願
寺
の
第
八
代

宗
主
で
あ
る
蓮
如
上
人
（
一

四
一
五
―
一
四
九
九
）
が
文

明
三
（
一
四
七
一
）
年
に
建

立
し
た
も
の
で
す
。
こ
こ
を

拠
点
に
、
本
願
寺
教
団
は
大

き
く
な
り
ま
し
た
。
後
に
、

蓮
如
上
人
の
ゆ
か
り
の
地
で

あ
る
こ
と
に
ち
な
み
、
御
坊

跡
地
の
麓
に
建
立
さ
れ
た
の

が
こ
の
本
願
寺
吉
崎
別
院
に

な
り
ま
す
。

蓮
如
上
人
と
吉
崎

も
と
も
と
、
蓮
如
上
人
は

京
都
に
お
ら
れ
ま
し
た
。
四

十
三
歳
で
本
願
寺
を
継
職

し
、
熱
心
に
布
教
活
動
を
進

め
る
な
か
で
、
本
願
寺
の
門

徒
が
増
え
て
い
き
ま
し
た
。

そ
う
し
た
な
か
、
比
叡
山
の

衆
徒
ら
に
よ
っ
て
当
時
の
本

願
寺
は
弾
圧
さ
れ
、
蓮
如
上

人
は
京
都
か
ら
退
去
し
ま

す
。
河
内
（
現
在
の
大
阪
府

東
部
）
や
近
江
（
現
在
の
滋

賀
県
）
な
ど
を
転
々
と
し
、

次
な
る
拠
点
に
選
ば
れ
た
の

が
吉
崎
で
し
た
。
浄
土
真
宗

の
教
え
を
多
く
の
人
々
に
説

き
示
さ
れ
た
こ
と
で
、
吉
崎

御
坊
の
周
辺
は
大
い
に
賑
わ

い
を
み
せ
ま
し
た
。

上
人
が
吉
崎
に
滞
在
し
て

い
た
期
間
は
僅
か
四
年
で
し

た
が
、
こ
の
地
で
現
在
に
つ

な
が
る
さ
ま
ざ
ま
な
取
り
組

み
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。
浄

土
真
宗
の
日
常
の
お
勤
め
と

し
て
現
在
も
親
し
ま
れ
て
い

る
『
正
信
偈
和
讃
』
の
開
版

を
は
じ
め
、
お
勤
め
の
後
に

拝
読
さ
れ
る
『
御
文
章
』
を

精
力
的
に
執
筆
さ
れ
た
の
も

こ
こ
吉
崎
で
し
た
。

念
力
門

さ
て
、
本
願
寺
吉
崎
別
院

の
入
口
に
は
冒
頭
で
ご
紹
介

し
た
と
お
り
、「
念
力
門
」

が
あ
り
ま
す
。実
は
こ
の
門
、

京
都
の
西
本
願
寺
に
あ
っ
た

北
門
を
移
築
し
た
も
の
な
の

で
す
。

戦
後
ま
も
な
く
の
こ
と
、

京
都
市
の
区
画
整
備
に
あ
た

り
撤
去
す
る
こ
と
に
な
っ
た

北
門
を
、
当
時
の
吉
崎
別
院

の
輪
番
の
要
請
で
移
築
す
る

こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
昭
和

二
十
四
（
一
九
四
九
）
年
、

門
を
運
ぶ
た
め
に
福
井
か
ら

一
〇
〇
名
を
超
え
る
人
員
が

集
ま
り
ま
し
た
。
一
行
は
、

福
井
か
ら
汽
車
で
京
都
の
西

本
願
寺
に
む
か
い
、
そ
し
て

リ
ヤ
カ
ー
を
使
っ
て
吉
崎
ま

で
北
門
を
運
び
ま
し
た
。
そ

の
後
、
勝
如
門
主
（
当
時
）

に
よ
り
「
念
力
門
」
と
名
づ

け
ら
れ
、
現
在
に
い
た
り
ま

す
。
こ
の
事
業
は
、
当
時
も

大
変
注
目
さ
れ
、
そ
の
年
の

一
〇
大
ニ
ュ
ー
ス
に
も
取
り

上
げ
ら
れ
た
ほ
ど
で
し
た
。

あ
る
若
者
の
エ
ピ
ソ
ー
ド

こ
の
事
業
に
関
す
る
手
記

を
み
る
と
、
次
の
よ
う
な
エ

ピ
ソ
ー
ド
が
記
載
さ
れ
て
い

ま
し
た
。

福
井
か
ら
京
都
に
む
か
う

汽
車
の
な
か
で
、
二
十
四
歳

の
青
年
が
い
た
。
こ
の
青
年

は
、
北
門
を
運
ぶ
事
業
に
参

加
し
よ
う
と
し
た
が
、
子
ど

も
が
生
ま
れ
そ
う
な
の
で
母

親
に
引
き
止
め
ら
れ
た
。
し

か
し
、
出
向
前
に
無
事
に
生

ま
れ
た
の
で
、
事
業
に
参
加

す
る
こ
と
が
で
き
た
。た
だ
、

今
度
は
自
分
の
持
病
で
あ
る

胃
が
痛
み
だ
す
。
手
記
の
著

者
は
青
年
に
辞
退
す
る
よ
う

促
す
が
、
青
年
は
、「
こ
れ

で
命
が
終
わ
っ
て
も
約
束
で

す
。
尊
い
仕
事
に
加
え
て
い

た
だ
き
、
こ
ん
な
有
難
い
こ

と
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
」
と
、

出
向
を
続
け
る
こ
と
を
決
意

す
る
。
京
都
か
ら
滋
賀
、
そ

し
て
福
井
ま
で
同
行
し
た

が
、
福
井
県
武
生
の
お
寺
で

往
生
さ
れ
た
、
と
い
う
内
容

で
す
。

こ
の
手
記
の
著
者
は
、
蓮

如
上
人
の
諸
行
無
常
の
教
え

を
味
わ
い
な
が
ら
、「
こ
の

尊
い
お
仕
事
に
参
加
さ
れ
、

御
報
謝
の
大
業
に
殉
ぜ
ら
れ

た
こ
と
は
念
力
門
の
歴
史
に

永
く
留
め
ら
れ
る
こ
と
で

し
ょ
う
」
と
あ
り
ま
し
た
。

私
は
こ
の
手
記
を
読
ん
だ

後
、
念
力
門
を
み
な
が
ら
、

青
年
の
想
い
や
願
い
の
つ

ま
っ
た
門
な
の
だ
な
あ
と
、

感
慨
深
く
な
り
ま
し
た
。

た
だ
、
残
念
な
こ
と
に
、

い
ま
、
念
力
門
は
傾
い
て
い

ま
す
。
現
在
、
本
願
寺
吉
崎

別
院
は
経
営
難
に
陥
っ
て
い

て
、
念
力
門
の
傾
き
を
修
復

す
る
体
力
が
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
の
傾
き
を
み
た
と
き
、
私

は
、
人
間
の
願
い
は
や
は
り

長
続
き
し
な
い
も
の
な
の
か

と
感
じ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
で

し
た
。

阿
弥
陀
仏
の
願
い

浄
土
真
宗
の
依
り
所
と
な

る
『
無
量
寿
経
』
と
い
う
経

典
に
は
、
法
蔵
菩
薩
が
阿
弥

陀
仏
に
な
る
ま
で
の
物
語
が

説
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で

は
、
法
蔵
菩
薩
の
四
十
八
の

願
い
が
示
さ
れ
、
そ
の
願
い

が
完
成
し
て
阿
弥
陀
仏
と

な
っ
た
こ
と
が
説
か
れ
て
い

ま
す
。
親
鸞
聖
人
は
、
そ
の

な
か
の
十
八
番
目
の
願
い
を

本
願
と
い
た
だ
き
、
こ
の
願

い
が
南
無
阿
弥
陀
仏
の
念
仏

と
な
り
、
迷
い
に
い
る
私
を

さ
と
り
の
世
界
に
救
い
だ
そ

う
と
は
た
ら
き
つ
づ
け
て
い

る
こ
と
を
示
さ
れ
ま
し
た
。

こ
う
し
た
阿
弥
陀
仏
の
願
い

は
、
私
た
ち
人
間
の
お
こ
す

願
い
と
異
な
り
、
欲
望
に
左

右
さ
れ
ず
、
変
わ
る
こ
と
の

な
い
、
途
切
れ
る
こ
と
の
な

い
も
の
と
し
て
説
か
れ
て
い

ま
す
。

吉
崎
別
院
の
そ
の
後

本
願
寺
吉
崎
別
院
が
経
営

難
で
あ
る
こ
と
は
地
元
の
メ

デ
ィ
ア
で
も
報
じ
ら
れ
ま
し

た
。
こ
の
報
道
を
見
た
方
や

既
に
現
状
を
ご
存
じ
の
方
々

が
た
ち
あ
が
り
ま
し
た
。
現

在
、
吉
崎
別
院
を
会
場
と
し

て
行
う
子
ど
も
食
堂
や
別
院

近
隣
の
古
民
家
を
再
生
す
る

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
な
ど
が
、
石

川
県
や
福
井
県
の
僧
侶
、
地

域
住
民
の
方
々
を
中
心
に
展

開
さ
れ
て
い
ま
す
。

念
力
門
に
か
け
ら
れ
た
願
い

吉
崎
別
院
の
念
力
門
に
か

け
ら
れ
た
願
い
は
、
阿
弥
陀

仏
で
は
な
く
さ
ま
ざ
ま
な
人

間
の
も
の
で
す
。
た
だ
こ
の

願
い
は
、
私
利
私
欲
で
は
な

く
、
阿
弥
陀
仏
の
は
た
ら
き

に
導
か
れ
た
願
い
だ
と
も
思

い
ま
す
。
こ
の
願
い
の
つ

ま
っ
た
門
を
み
て
、
い
ま
、

吉
崎
を
な
ん
と
か
し
よ
う
と

さ
ま
ざ
ま
な
活
動
が
展
開
さ

れ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
動

き
を
み
る
と
、
吉
崎
は
ま
だ

ま
だ
大
丈
夫
で
は
な
い
か
と

思
わ
さ
れ
ま
す
。

人
間
が
お
こ
し
た
願
い
で

も
、
阿
弥
陀
仏
の
は
た
ら
き

を
そ
の
ま
ま
受
け
止
め
て
こ

ら
れ
た
方
々
の
思
い
や
願
い

は
、
想
像
を
絶
す
る
強
い
は

た
ら
き
が
あ
る
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

本
学
の「
人
材
養
成
・

教
育
研
究
上
の
目
的
」

に
は
「
仏
教
精
神
を
学

ぶ
こ
と
を
通
し
て
、
宗

教
に
対
す
る
正
し
い
理
解
と

正
し
い
批
判
力
と
を
身
に
つ

け
、
生
涯
を
通
じ
て
、
生
き

る
こ
と
の
意
味
を
問
い
続
け

ら
れ
る
よ
う
に
し
ま
す
」
と

あ
る
。
仏
教
の
学
び
を
通
し

て
、
煩
悩
に
振
り
回
さ
れ
る

自
己
を
知
ら
さ
れ
、
人
生
の

諸
課
題
、
老
病
死
に
向
き
合

う
力
を
身
に
つ
け
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
端
的
に
言
え

ば
、
仏
教
を
鏡
と
し
て
自
己

を
問
う
姿
勢
を
身
に
つ
け
る

こ
と
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
力
が
培
わ
れ

た
な
ら
ば
、
ど
の
よ
う
な
教

え
が
生
涯
に
わ
た
っ
て
自
己

の
鏡
と
な
り
う
る
の
か
、
自

ず
と
批
判
的
に
考
察
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
は
煩

悩
を
離
れ
ら
れ
な
い
私
た
ち

人
間
が
作
る
社
会
に
対
し
て

も
、
仏
教
を
拠
り
所
と
し
て

批
判
的
に
検
討
し
、
参
加
す

る
こ
と
も
で
き
る
と
言
え
る
。

と
こ
ろ
で
、
戦
前
の
学
園

史
を
め
ぐ
る
資
史
料
を
開
く

と
、
政
治
と
宗
教
と
の
関
係

を
思
い
起
こ
さ
ざ
る
を
得
な

い
。
政
治
と
の
関
わ
り
の
中

で
仏
教
が
戦
争
協
力
に
向
け

て
曲
解
さ
れ
て
い
く
、
し
か

も
曲
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に

気
付
け
な
い
様
子
を
う
か
が

う
こ
と
に
な
る
。

宗
教
と
政
治
と
の
関
係
が

あ
れ
こ
れ
と
報
じ
ら
れ
て
い

る
。
け
れ
ど
も
話
が
ズ
レ
て

い
る
印
象
を
受
け
る
こ
と
が

あ
る
。
い
ま
問
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
は
、
宗
教
と
政

治
と
の
関
係
で
は
な
く
、
反

社
会
的
側
面
を
持
つ
諸
団
体

と
政
治
と
の
関
係
で
あ
ろ
う
。

歴
史
を
振
り
返
る
と
、
時

代
の
制
約
の
厳
し
さ
に
慄
然

と
す
る
こ
と
が
あ
る
。
し
か

し
時
代
の
せ
い
ば
か
り
に
は

で
き
な
い
。
宗
教
に
つ
い
て

的
確
な
理
解
と
批
判
力
が
、

ぜ
ひ
必
要
で
あ
る
。

（
義
）

澪 標

一
九
四
九
年
四
月
、
京

都
女
子
大
学
が
設
立
さ
れ

ま
し
た
。
写
真
は
落
成
間

も
な
い
チ
ュ
ー
ダ
様
式
の

第
十
五
校
舎
で
す
。
瀟
洒

な
校
舎
も
さ
る
こ
と
な
が

ら
、
こ
こ
で
の
注
目
は
そ

の
門
柱
で
す
。

『
東
山
タ
イ
ム
ス
』（
一

九
四
九
年
三
月
一
五
日
号

外
）
に
よ
れ
ば
、
こ
の
門
柱

は
四
九
年
三
月
に
卒
業
し

た
女
子
専
門
学
校
の
三
年

生
三
五
〇
余
名
か
ら
の
拠

金
に
よ
っ
て
建
て
ら
れ
た

も
の
で
し
た
。
た
だ
し
、

写
真
の
門
柱
を
よ
く
見
る

と
、
レ
ン
ガ
の
上
部
に
設

え
ら
れ
た
四
角
い
装
飾
が
、

現
在
の
そ
れ
と
微
妙
に
異

な
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ

き
ま
す
。

現
在
の
Ａ
校
舎
駐
車
場

に
設
置
さ
れ
て
い
る
門
柱

の
背
面
に
は
、「
昭
和
卅
六

年
度
卒
業
記
念
」
と
記
さ
れ

た
銘
板
が
は
め
込
ま
れ
て

い
ま
す
。
文
字
通
り
解
釈

す
る
と
、
現
在
の
門
柱
は

一
九
六
二
年
三
月
に
卒
業

し
た
学
生
た
ち
に
よ
る
記

念
事
業
と
し
て
建
て
ら
れ

た
も
の
と
な
り
ま
す
。
私

た
ち
が
日
ご
ろ
目
に
し
て

い
た
の
は
、
二
代
目
の
門

柱
だ
っ
た
の
で
す
。
一
九

四
九
年
に
設
置
さ
れ
た
門

柱
が
、
な
ぜ
一
九
六
二
年

に
作
り
替
え
ら
れ
た
の
か

…
大
い
な
る
疑
問
で
す
。

そ
の
後
い
つ
の
間
に
か
門ラ
ン

灯タ
ン

も
な
く
な
っ
て
し
ま
い

ま
し
た
。

Ａ
校
舎
の
建
て
替
え
工

事
が
始
ま
る
と
現
在
の
門

柱
も
撤
去
さ
れ
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
三
代
目
の
門

柱
に
は
ど
の
様
な
ラ
ン
タ

ン
が
付
け
ら
れ
る
の
で

し
ょ
う
か
。
し
ば
ら
く
目

が
離
せ
ま
せ
ん
。　
　

（
史
学
科
・
坂
口
満
宏
）

念
力
門
に

　
　
か
け
ら
れ
た
願
い

仏
教
学
非
常
勤
講
師

那

須

公

昭

京女への通学路 いまむかし
⑤1949年　京都女子大学の設立とその門柱

令和 4年11月 月例礼拝日程表
日 曜日 講時 対象学生 担　当

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

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

9 水 1 養音1 野呂
3 国文3A・3B 小池・中西

10 木 1 現社3C・3D 釋氏・藤井
4 現社3A・3B 川元・那須

14 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

15 火 1 教育3 黒田

18 金
1 食物1A・1B 打本・井上
2 心理3 普賢
3 児童3 塚本

21 月 4 史学3A・3B 壬生・中西
22 火 1 法学1A・1B 西・赤井

25 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

30 水 1 法学3A・3B 普賢・西
2 養音3 小池

令和 4年12月 月例礼拝日程表
日 曜日 講時 対象学生 担　当

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

7 水 1 養音1 野呂
3 国文3A・3B 小池・中西

8 木 1 現社3C・3D 釋氏・藤井
4 現社3A・3B 川元・那須

9 金
1 食物1A・1B 打本・井上
2 心理3 普賢
3 児童3 塚本

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

13 火 1 教育3 黒田

14 水 1 法学3A・3B 普賢・西
2 養音3 小池

16 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

19 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

20 火 1 法学1A・1B 西・赤井
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京
都
女
子
大
学
に
就
任
致

し
ま
し
た
の
は
、
現
代
社
会

学
部
が
新
設
さ
れ
た
平
成
十

二
年
で
し
た
。
四
十
一
歳
で

初
め
て
の
専
任
職
で
し
た
の

で
、
な
か
な
か
要
領
が
つ
か

め
ず
、
教
職
員
の
皆
様
に
助

け
ら
れ
な
が
ら
今
日
ま
で
無

事
に
勤
め
る
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。
心
よ
り
深
く
感
謝
申

し
上
げ
ま
す
。

乳
幼
児
の
音
楽
研
究
へ
の
道

乳
幼
児
の
音
楽
教
育
研
究

に
携
わ
る
き
っ
か
け
と
な
っ

た
の
は
、
音
楽
学
部
ピ
ア
ノ

科
の
卒
業
後
す
ぐ
に
短
大
の

保
育
科
で
保
育
者
を
目
指
す

学
生
た
ち
に
童
謡
の
弾
き
歌

い
を
教
え
る
機
会
を
頂
い
た

こ
と
で
す
。

四
歳
で
ピ
ア
ノ
を
始
め
、

大
学
で
は
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン

や
リ
ス
ト
な
ど
の
ピ
ア
ノ
曲

を
中
心
に
西
洋
音
楽
を
学
び

ま
し
た
。
そ
の
後
、
弱
冠
二

十
二
歳
で
僅
か
二
つ
し
か
歳

の
違
わ
ぬ
短
大
生
を
指
導
す

る
こ
と
に
な
り
、「
今
の
私

は
音
や
指
使
い
の
間
違
い
は

指
摘
で
き
る
だ
ろ
う
け
ど
、

こ
の
童
謡
が
保
育
者
を
通
し

て
ど
の
よ
う
に
子
ど
も
た
ち

に
伝
え
ら
れ
、
歌
わ
れ
る
の

か
を
知
ら
な
い
。
も
っ
と
幼

児
教
育
の
こ
と
を
勉
強
し
た

い
」
と
思
い
ま
し
た
。
そ
れ

で
、
出
身
大
学
の
社
会
人
入

試
を
受
け
、
児
童
学
科
に
学

士
入
学
を
し
て
二
年
間
を
過

ご
し
ま
し
た
。
児
童
文
化
や

保
育
学
、
乳
幼
児
心
理
学
な

ど
、
一
つ
一
つ
の
科
目
が
新

鮮
に
感
じ
ら
れ
、
夢
中
で
勉

強
し
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

さ
ら
に
大
学
院
に
進
み
、
音

楽
教
育
と
乳
幼
児
教
育
を
合

わ
せ
た
研
究
へ
と
学
び
を
深

め
る
に
至
り
ま
し
た
。

我
が
子
に
寄
り
添
っ
て

大
学
院
で
は
、
英
国
の
民

族
音
楽
学
者
Ｊ
・
ブ
ラ
ッ
キ

ン
グ
の
理
論
に
出
会
い
ま
し

た
。
彼
は
西
洋
音
楽
の
作
曲

を
学
ん
だ
後
、
南
ア
フ
リ
カ

の
ヴ
ェ
ン
ダ
族
の
子
ど
も
た

ち
が
社
会
の
中
で
音
楽
を
学

ん
で
い
く
様
子
を
捉
え
、「
人

間
の
音
楽
性
を
評
価
す
る
に

は
、
表
さ
れ
た
声
や
音
な
ど

の
音
響
面
の
み
で
は
な
く
、

そ
の
行
為
が
生
み
出
さ
れ
る

背
景
に
あ
る
社
会
的
、
文
化

的
、
心
理
的
な
出
来
事
を
も

分
析
の
対
象
と
す
る
こ
と
」

の
必
要
性
を
論
じ
ま
し
た

（
１
）。

博
士
課
程
在
学
中
に
娘
が

生
ま
れ
、
子
育
て
を
中
心
に

過
ご
し
て
い
た
私
は
、
院
生

仲
間
が
研
究
を
着
々
と
進
め

る
様
子
に
焦
り
を
感
じ
て
い

ま
し
た
。
し
か
し
、
ブ
ラ
ッ

キ
ン
グ
の
理
論
に
依
拠
し
、

家
庭
を
研
究
フ
ィ
ー
ル
ド
に

し
て
我
が
子
の
音
楽
的
育
ち

を
捉
え
る
こ
と
を
テ
ー
マ
に

決
め
て
か
ら
は
、
生
後
三
年

間
の
生
活
を
丸
ご
と
記
録
し

ま
し
た
。
そ
の
量
は
二
時
間

テ
ー
プ
三
〇
〇
本
と
な
り
ま

し
た
。
そ
れ
ら
を
基
に
し
て

博
論
作
成
に
十
年
を
要
し
ま

し
た
が
、
そ
れ
は
ま
だ
言
葉

を
話
せ
な
い
乳
児
が
絵
本
の

中
の
リ
ズ
ミ
カ
ル
な
言
葉

「
え
っ
さ
の
ほ
い
さ
、
あ
な

ほ
れ
ポ
ン

（
２
）」
な
ど
に
合
わ
せ

て
体
を
動
か
し
た
り
、
一
歳

児
が
洗
濯
物
を
揺
ら
し
な
が

ら
、
ラ
ソ
の
二
度
音
程
で

「
ぶ
ー
ら
ん
、
ぶ
ー
ら
ん
」

と
唱
え
る
な
ど
、
生
活
の
中

の
多
様
な
音
楽
的
表
現
の
理

解
を
深
め
る
も
の
で
し
た
。

保
育
園
の
子
ど
も
た
ち
と

保
育
園
で
も
三
年
に
わ
た

り
参
観
の
機
会
を
頂
き
ま
し

た
。
手
洗
い
場
に
並
ぶ
一
歳

児
に
保
育
者
が
「
か
ー
わ
っ

て
ー
（
ラ
ソ
ラ
の
二
度
音

程
）、
っ
て
言
う
ん
だ
よ
」

と
言
葉
を
か
け
る
と
、

「
ア
ー
ゥ
シ
テ
ー
」
と
喃
語

で
真
似
を
し
ま
す
。
幼
い
子

ど
も
た
ち
が
交
代
の
唱
え
言

葉
を
身
に
つ
け
る
過
程
を
目

の
当
た
り
に
し
ま
し
た
。

ま
た
三
歳
児
ク
ラ
ス
で

は
、保
育
者
か
ら
習
っ
た《
赤

鬼
と
青
鬼
の
タ
ン
ゴ

（
３
）》

の
歌

詞
を
変
え
て
、「
つ
の
つ
の

一
本
、
つ
よ
し
君
（
赤
鬼
ど

ん
）」「
つ
の
つ
の
二
本
、し
ょ

う
た
君
（
青
鬼
ど
ん
）」
と
、

言
葉
を
巧
み
に
入
れ
替
え
、

二
人
で
大
笑
い
を
し
な
が
ら

や
り
取
り
を
繰
り
返
し
て
楽

し
む
姿
に
見
入
り
ま
し
た
。

京
都
幼
稚
園
と
附
属
小
学
校

の
子
ど
も
た
ち
と

二
〇
一
三
年
よ
り
、
京
都

女
子
学
園
の
幼
小
の
先
生
方

と
の
ご
縁
を
頂
き
、
共
に
音

楽
活
動
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
開
発

に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
幼

稚
園
教
育
要
領
等
に
挙
げ
ら

れ
て
い
る
「
我
が
国
や
地
域

社
会
に
お
け
る
様
々
な
文
化

や
伝
統
に
親
し
む
」
こ
と
を

念
頭
に
置
き
、
日
本
語
を
基

に
し
た
日
本
人
の
音
感
覚
や

音
楽
的
な
素
地
づ
く
り
の
視

点
か
ら
、和
楽
器
や
口
唱
歌
、

わ
ら
べ
う
た
を
用
い
た
プ
ロ

グ
ラ
ム
を
試
み
て
い
ま
す
。

「
祇
園
囃
子
」
を
題
材
と

し
た
取
り
組
み
で
は
、
祭
の

映
像
資
料
を
見
た
子
ど
も
た

ち
か
ら
、「
幼
稚
園
バ
ス
で

こ
こ
通
っ
て
る
」「
お
家
の

近
く
で
鉦
の
音
が
聞
こ
え
て

る
」「
お
兄
ち
ゃ
ん
が
練
習

に
行
っ
て
い
る
」
な
ど
の
声

が
挙
が
り
、
京
都
の
子
ど
も

た
ち
の
生
活
の
中
に
祇
園
祭

が
根
づ
い
て
い
る
こ
と
が
理

解
で
き
ま
し
た
。

自
身
の
歩
み
を
振
り
返
っ
て

思
う
こ
と

初
め
て
の
弾
き
歌
い
指
導

か
ら
四
十
余
年
。
続
い
て
今

も
授
業
で
学
生
指
導
の
機
会

を
頂
い
て
い
ま
す
。

「
他
人
に
教
え
る
そ
の
よ

う
に

み
ず
か
ら
そ
れ

を
行
え
ば

自
己
を
と

と
の
え

他
人
を
も
み

ち
び
く

ま
こ
と
に
自

己
こ
そ
御
し
が
た
い
」

﹇
法
句
経
一
五
九
﹈

京
都
女
子
大
学
に
ご
縁
を

頂
い
て
以
来
、
先
の
言
葉
を

心
に
据
え
て
教
育
と
研
究
の

両
輪
を
意
識
し
て
過
ご
し
て

参
り
ま
し
た
。
多
様
な
子
ど

も
た
ち
の
姿
は
、
人
の
育
ち

が
ゴ
ー
ル
を
有
す
る
も
の
で

は
な
く
、
年
を
重
ね
る
ご
と

に
豊
か
に
膨
ら
む
こ
と
を
教

え
て
く
れ
ま
す
。
自
身
の
子

ど
も
の
頃
か
ら
の
歩
み
を
振

り
返
り
、「
こ
れ
ま
で
ど
れ

ほ
ど
に
学
び
の
根
を
張
る
こ

と
が
で
き
た
だ
ろ
う
か
？
」

と
、自
問
自
答
し
て
い
ま
す
。

歩
み
を
止
め
ず
、
今
後
も
進

ん
で
参
り
た
い
と
思
い
ま

す
。

（
１
）
ブ
ラ
ッ
キ
ン
グ
『
人
間

の
音
楽
性
』
岩
波
書
店

一
九
七
八

（
２
）『
こ
ぐ
ま
ち
ゃ
ん
の
ど
ろ

あ
そ
び
』
こ
ぐ
ま
社

一

九
七
三

（
３
）
作
詞
：
加
藤
直
、
作
曲
：

福
田
和
禾
子

一
九
七
八

自
分
の
ほ
か
に

ど
の
人
が

自
分
の
主
に

な
り
え
よ
う

自
分
を
と
と
の
え

お
さ
め
れ
ば

そ
こ
に
得
が
た
い

主
を
得
る

「
ダ
ン
マ
パ
ダ
」
一
六
〇

京
都
女
子
大
学
『
聖
典
』

　
　
　
　
　

一
〇
六
頁

⎠―⎞

⎠―⎞

法のことば

宗
教
と
い
う
と
、
教
祖
の
よ
う
な
権
威
あ
る
人
が
い
て
、
そ
の
人
の
言
葉

や
定
め
た
ル
ー
ル
に
従
う
だ
け
の
受
動
的
な
生
き
方
を
提
示
す
る
も
の
だ
、

と
い
っ
た
イ
メ
ー
ジ
を
持
つ
人
が
け
っ
こ
う
い
ま
す
。
そ
う
し
た
考
え
が
、

現
代
人
の
宗
教
不
信
の
一
つ
の
大
き
な
源
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ

ま
す
。

も
ち
ろ
ん
、
宗
教
と
い
っ
て
も
様
々
な
タ
イ
プ
の
も
の
が
あ
り
ま
す
。
仏

教
は
そ
の
な
か
で
、
と
り
わ
け
、
個
々
人
が
主
体
的
に
生
き
る
姿
勢
を
重
視

す
る
宗
教
で
す
。
こ
の
詩
節
は
、
そ
の
よ
う
な
仏
教
の
基
本
的
な
精
神
を
は

っ
き
り
示
し
て
い
ま
す
。

あ
な
た
自
身
が
ど
の
よ
う
に
考
え
、
ど
の
よ
う
に
行
動
す
る
か
、
そ
れ
こ

そ
が
、
あ
な
た
の
人
生
を
形
作
っ
て
い
く
の
だ
と
、
仏
教
は
教
え
て
い
ま
す
。

自
分
の
生
を
生
き
よ
う
と
す
る
と
き
、
仏
教
の
教
え
は
き
っ
と
そ
の
あ
な
た

に
寄
り
添
っ
て
く
れ
ま
す
。

（
藤
井

隆
道
）

音
楽
的
に
育
ち
ゆ
く

　
　
子
ど
も
た
ち
と
共
に

発
達
教
育
学
部
教
授

岡

林

典

子

お知らせ
✿ 卒業回生の合同礼拝 ✿

　卒業回生の皆さんは本学での最後の礼拝として「合同礼拝」を行
います。
日　　時　令和4年11月16日（水）　15：00～16：30
場　　所 Ｂ501教室（Ｂ校舎 5階）
記念講演　中平　了悟 氏（西正寺ご住職）
・必ずお念珠を持参してください。
・参加者には卒業後にもずっと使っていただけるオリジナルの記念品があります。

✿ 20歳の集い ✿
　今年度に20歳を迎える学生さんの皆さんを対象に、お祝いの記
念式典を行います。
日　　時　令和 4年12月10日（土）　13：00～16：30
場　　所 Ｂ501教室（Ｂ校舎 5階）
記念講演　梁瀬　奈々 氏（教恩寺ご住職）
・参加定員は先着150名です。　・必ずお念珠を持参してください。
◆ 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。

『
世
界
が
仏
教
で
あ
ふ
れ
だ
す
』

稲
田
ズ
イ
キ
著

集
英
社

二
〇
二
〇
年

シ
リ
ー
ズ

智
慧
の
蔵
47

み
な
さ
ん
は
「
仏
教
」
に
対

し
て
ど
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を

抱
い
て
い
る
で
し
ょ
う
か
。

京
都
女
子
大
学
で
は
仏
教
学

が
必
修
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
卒

業
要
件
の
こ
と
を
思
い
浮
か
べ

る
学
生
が
多
い
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
私
も
仏
教
学
を
専
門
と
し

て
い
る
た
め
、
研
究
対
象
と
い

う
イ
メ
ー
ジ
が
少
な
か
ら
ず
あ

り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、「
必
修

科
目
」
だ
と
か
「
研
究
対
象
」

と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
、
誤
り
の

な
い
仏
教
知
識
の
習
得
と
い
う

点
で
重
要
な
も
の
で
す
。
し
か

し
、
本
書
は
講
義
や
研
究
を
通

し
て
知
っ
た
小
難
し
い
仏
教
を
、

よ
り
身
近
に
再
発
見
す
る
こ
と

が
出
来
る
一
冊
と
な
っ
て
い
ま

す
。
著
者
は
『
フ
リ
ー
ス
タ
イ

ル
な
僧
侶
た
ち
』と
い
う
フ
リ
ー

ペ
ー
パ
ー
の
編
集
長
を
務
め
る

稲
田
ズ
イ
キ
氏
で
す
。
氏
は
文

筆
業
の
ほ
か
お
寺
ミ
ュ
ー
ジ
カ

ル
映
画
の
作
成
や
、
失
恋
浄
化

バ
ー
「
失
恋
供
養
」
と
い
う
イ

ベ
ン
ト
を
開
催
す
る
な
ど
多
方

面
に
わ
た
り
活
躍
を
さ
れ
て
い

ま
す
。

そ
の
稲
田
氏
が
本
書
を
著
し

た
目
的
の
一
つ
は
「
仏
教
を
た
だ

の
情
報
・
教
養
と
し
て
で
は
な

く
、
こ
の
世
界
を
感
じ
る
一
つ
の

心
の
源
泉
に
し
て
も
ら
う
」
こ

と
で
あ
り
、
大
学
に
お
け
る
学

び
と
は
少
し
違
っ
た
観
点
か
ら

仏
教
を
語
っ
て
い
ま
す
。
そ
の

た
め
、
著
者
は
本
書
を
「
仏
教

の
門
を
た
た
く
た
め
の
〝
入
門

書
〞
で
は
な
く
、
あ
な
た
が
す

で
に
仏
教
と
い
う
世
界
の
中
に

い
た
こ
と
に
気
づ
く
た
め
の
本
」

と
し
て
い
ま
す
。

本
書
の
最
大
の
特
徴
は
、「
世

界
一
敷
居
の
低
い
仏
教
本
」
と

著
者
が
示
す
通
り
、
非
常
に
平

易
な
表
現
で
語
ら
れ
る
点
に
あ

り
ま
す
。
み
な
さ
ん
が
仏
教
学

の
講
義
で
学
ん
だ「
縁
起
」や「
四

苦
八
苦
」
と
い
っ
た
仏
教
の
諸

概
念
が
実
に
軽
妙
な
タ
ッ
チ
で

綴
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。
例
え

ば
、
ヲ
タ
ク
活
動
を
し
て
い
る

中
で
の
推
し
（
ア
イ
ド
ル
）
の

卒
業
に
「
諸
行
無
常
」
の
実
践

を
見
出
し
た
り
、「
世
田
谷
区
生

ま
れ
の
ボ
ン
ボ
ン
息
子
、
サ
ウ

ナ
ー
に
な
る
」
と
い
う
物
語
を

通
し
て
、「
中
道
」
を
理
解
し
よ

う
と
し
た
り
し
て
い
ま
す
。
最

低
限
の
仏
教
語
の
解
説
は
あ
り

ま
す
が
、
私
た
ち
の
身
の
回
り

に
あ
り
そ
う
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
を

介
し
て
、
仏
教
的
価
値
観
に
よ

る
世
界
の
捉
え
方
が
表
現
さ
れ

て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
本
書
は

最
低
限
の
言
葉
さ
え
知
っ
て
い

れ
ば
、
私
た
ち
も
仏
教
が
身
の

回
り
に
溢
れ
て
い
る
こ
と
に
気

づ
く
事
が
出
来
る
の
だ
と
教
え

て
く
れ
て
い
る
の
で
す
。

本
書
を
読
み
終
わ
っ
た
時
、

き
っ
と
み
な
さ
ん
の
「
世
界
」

も
「
仏
教
で
あ
ふ
れ
だ
す
」
こ

と
で
し
ょ
う
。

（
西
山

良
慶
）

お囃子の演奏を楽しむ子どもたち

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




