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本
師
龍
樹
菩
薩
は

大
乗
無
上
の
法
を
と
き

歓
喜
地
を
証
し
て
ぞ

ひ
と
へ
に
念
仏
す
す
め

け
る

（『
高
僧
和
讃
』
龍
樹
菩
薩 

第
三
首
）

　

新
入
生
の
皆
さ
ん
入
学
お

め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
こ

れ
か
ら
始
ま
る
学
生
生
活
に

胸
を
躍
ら
せ
て
い
る
こ
と
で

し
ょ
う
。
こ
れ
か
ら
の
四
年

間
は
皆
さ
ん
に
と
っ
て
人
生

の
礎
を
築
く
重
要
な
時
間
と

な
る
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

ク
ラ
ブ
活
動
に
精
を
出
す
こ

と
や
友
人
と
楽
し
い
時
間
を

過
ご
す
こ
と
も
大
切
で
す
。

し
か
し
、
本
分
は
学
び
に
あ

る
こ
と
忘
れ
て
は
な
り
ま
せ

ん
。

　

本
学
で
は
仏
教
学
が
必
須

科
目
と
な
っ
て
い
ま
す
。
一

回
生
と
三
回
生
時
に
仏
教
学

を
学
び
ま
す
。
入
学
式
も
仏

式
で
行
わ
れ
ま
し
た
。
ど
う

し
て
仏
教
学
が
必
須
で
八
単

位
も
あ
り
、
入
学
式
も
仏
式

で
行
わ
れ
る
か
と
い
え
ば
、

本
学
は
親
鸞
聖
人
が
大
切
に

さ
れ
た
仏
教
を
建
学
の
精
神

と
し
て
い
る
か
ら
、
つ
ま
り

本
学
を
創
立
し
た
目
的
が
仏

教
精
神
を
根
底
に
置
い
た
教

育
を
目
指
し
て
い
る
か
ら
で

す
。
本
学
を
創
立
す
る
に
当

た
り
、
仏
教
精
神
に
基
づ
い

た
教
育
を
目
指
し
て
本
学
の

礎
を
築
い
た
甲
斐
和
里
子
先

生
を
は
じ
め
、
多
く
の
方
々

の
尽
力
に
依
る
こ
と
を
忘
れ

て
は
な
り
ま
せ
ん
。
保
護
者

や
新
入
生
自
身
の
中
に
は
、

無
理
矢
理
に
仏
教
を
信
仰
す

る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
の
で

は
な
い
か
と
心
配
す
る
方
も

い
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、

決
し
て
信
仰
を
押
し
つ
け
た

り
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
ま
ず
は
仏
教
学
は
学
問

と
し
て
受
け
止
め
て
い
た
だ

け
れ
ば
良
い
と
思
い
ま
す
。

人
と
の
出
遇
い

　

私
は
本
学
に
赴
任
し
て
か

ら
、
専
門
の
領
域
を
越
え
て

お
付
き
合
い
さ
せ
て
い
た
だ

い
て
い
る
先
生
や
職
員
の
方

が
い
ま
す
。
そ
の
中
の
お
一

人
に
既
に
退
職
さ
れ
て
八
年

近
く
な
る
黒
田
克
正
と
い
う

先
生
が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま

す
。
先
生
は
画
家
で
発
達
教

育
学
部
で
は
表
現
文
化
を
担

当
さ
れ
て
い
た
と
思
い
ま

す
。
心
の
相
談
室
の
壁
画
は

先
生
の
作
品
で
す
。
ぜ
ひ
一

度
ご
覧
に
な
っ
て
欲
し
い
と

思
い
ま
す
。タ
イ
ト
ル
は「
誠

な
る
か
な
、
悲
し
き
か
な
、

喜
ば
し
き
か
な
」
で
す
。
親

鸞
聖
人
の
主
著
で
あ
る
『
教

行
信
証
』
に
出
て
く
る
言
葉

で
す
。
先
生
と
知
り
合
う

き
っ
か
け
は
、
同
じ
会
議
の

メ
ン
バ
ー
に
な
っ
た
こ
と
で

す
。
そ
れ
以
来
、
退
職
さ
れ

た
今
で
も
お
付
き
合
い
が
あ

り
ま
す
。
私
は
絵
の
こ
と
は

全
く
分
か
り
ま
せ
ん
。
先
生

も
仏
教
の
内
容
や
親
鸞
聖
人

に
つ
い
て
そ
れ
ほ
ど
造
詣
が

深
い
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
し
か
し
、
先
生
と
話
し

て
い
る
と
相
通
ず
る
と
こ
ろ

が
あ
る
の
で
す
。
画
家
は
自

分
の
内
面
に
抱
え
て
い
る
も

の
を
絵
と
い
う
形
に
し
て
表

現
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か

と
勝
手
に
理
解
し
て
い
ま

す
。
一
方
、
宗
教
は
人
間
の

内
面
を
言
葉
に
し
て
表
現
し

て
い
る
の
か
も
知
れ
ま
せ

ん
。
方
法
論
は
違
っ
て
も
、

あ
ら
ゆ
る
分
野
に
は
通
底
す

る
も
の
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
先
生
は
聞
き
上
手
で

色
々
と
質
問
を
浴
び
せ
か
け

て
き
ま
す
。
私
も
調
子
に

乗
っ
て
話
し
ま
す
。
分
野
は

違
っ
て
も
、
間
違
い
な
く
ど

こ
か
通
じ
る
も
の
が
あ
る
の

で
す
。
皆
さ
ん
が
大
学
で
何

を
学
び
、
将
来
ど
の
よ
う
な

分
野
で
活
躍
さ
れ
る
か
分
か

り
ま
せ
ん
が
、
自
分
の
や
り

た
い
こ
と
に
真
摯
に
向
き

合
っ
て
い
れ
ば
、
分
野
を
超

え
て
互
い
に
通
じ
合
え
る
友

人
が
で
き
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

驚
き
と
喜
び
の
場

　

ま
た
大
学
に
入
る
と
そ
れ

ま
で
常
識
と
思
っ
て
い
た
こ

と
が
、
実
は
違
っ
て
い
た
と

い
う
こ
と
も
経
験
す
る
こ
と

で
し
ょ
う
。
ま
た
答
え
は
一

つ
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
も

学
ぶ
こ
と
で
し
ょ
う
。
た
と

え
ば
悪
人
正
機
説
と
い
え
ば

親
鸞
聖
人
が
説
い
た
説
だ
と

思
っ
て
い
る
人
も
多
い
で

し
ょ
う
。
確
か
に
弟
子
の
唯

円
房
が
書
い
た
『
歎
異
抄
』

の
第
三
条
に
は
、
親
鸞
聖
人

が
「
善
人
な
ほ
も
つ
て
往
生

を
と
ぐ
。
い
は
ん
や
悪
人
を

や
」
と
唯
円
房
に
語
っ
た
こ

と
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
し

か
し
、
ほ
と
ん
ど
同
じ
内
容

の
言
葉
が
法
然
聖
人
の
弟
子

が
ま
と
め
た
伝
記
に
も
、
法

然
聖
人
の
言
葉
と
し
て
出
て

く
る
の
で
す
。
そ
う
す
る
と

悪
人
正
機
説
は
親
鸞
聖
人
が

初
め
て
説
い
た
も
の
で
は
な

く
、
法
然
聖
人
が
既
に
弟
子

に
説
い
て
い
た
説
だ
と
い
う

こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
そ
れ

で
は
法
然
聖
人
が
初
め
て
説

い
た
の
か
と
い
う
と
、
全
く

同
じ
言
葉
で
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、
似
た
内
容
の
言
葉
が
法

然
聖
人
や
親
鸞
聖
人
が
尊
敬

さ
れ
た
中
国
唐
代
の
善
導
大

師
の
言
葉
に
も
見
ら
れ
ま

す
。
詳
し
く
は
講
義
の
時
に

聞
い
て
い
た
だ
く
と
し
て
、

悪
人
正
機
説
一
つ
と
っ
て
も

こ
れ
ま
で
の
常
識
と
は
違
っ

た
内
容
を
学
ぶ
こ
と
に
な
り

ま
す
。
自
分
が
常
識
だ
と

思
っ
て
い
た
こ
と
が
覆
さ
れ

て
い
く
こ
と
に
は
、
抵
抗
も

あ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、

き
っ
と
感
動
も
覚
え
る
は
ず

で
す
。
仏
教
学
に
限
ら
ず
ど

の
分
野
で
も
同
じ
よ
う
な
こ

と
が
あ
る
は
ず
で
す
。
講
義

を
聞
き
自
分
で
も
勉
強
し
て

考
え
、
ど
し
ど
し
先
生
方
に

疑
問
点
を
ぶ
つ
け
て
下
さ

い
。先
生
方
も
大
歓
迎
で
す
。

き
っ
と
学
ぶ
こ
と
が
楽
し
く

な
る
と
思
い
ま
す
。

回
り
道

　

ま
た
大
学
で
は
た
っ
ぷ
り

時
間
が
あ
り
ま
す
。
多
少
の

回
り
道
を
気
に
し
な
い
こ
と

で
す
。
親
鸞
聖
人
で
も
回
り

道
を
し
て
い
ま
す
。
九
歳
で

僧
侶
と
な
り
、
二
十
年
間
比

叡
山
で
修
行
さ
れ
て
い
ま

す
。
そ
し
て
二
十
九
歳
の
時

に
そ
れ
ま
で
の
自
力
修
行
と

決
別
し
て
、
知
恩
院
の
近
く

吉
水
で
専
修
念
仏
の
教
え
を

説
い
て
い
た
法
然
聖
人
門
下

に
入
っ
て
い
ま
す
。
な
ん
と

二
十
年
間
の
回
り
道
で
す
。

き
っ
と
親
鸞
聖
人
に
は
こ
の

時
間
が
必
要
だ
っ
た
の
で

す
。時
々
在
学
生
の
中
に「
自

分
は
浪
人
し
た
経
験
が
あ
っ

て
人
よ
り
遅
れ
て
い
る
」
と

か
、「
体
調
を
崩
し
て
他
の

人
よ
り
も
遅
れ
て
し
ま
っ

た
」
こ
と
を
心
配
す
る
人
が

い
ま
す
。
そ
ん
な
こ
と
全
く

気
に
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ

ん
。
順
風
満
帆
な
人
生
な
ん

て
あ
り
得
な
い
の
で
す
か
ら
。

親
鸞
聖
人
だ
っ
て
比
叡
山
で

の
二
十
年
間
が
な
け
れ
ば
法

然
聖
人
と
の
出
遇
い
も
な

か
っ
た
で
し
ょ
う
し
、他
力
念

仏
に
よ
る
救
い
に
も
出
遇
う

こ
と
は
な
か
っ
た
は
ず
で
す
。

卒
業
生
か
ら
の
便
り

　

大
学
を
卒
業
し
て
か
ら
も

手
紙
や
メ
ー
ル
で
近
況
を
伝

え
て
く
れ
る
人
や
、
突
然
大

学
に
や
っ
て
来
る
人
も
い
ま

す
。
在
学
時
代
の
思
い
出
と

し
て
多
く
の
人
が
口
に
す
る

の
が
、
仏
教
学
の
講
義
や
礼

拝
の
思
い
出
で
す
。
人
生
に

躓
い
た
と
き
に
連
絡
し
て
く

る
人
も
い
ま
す
。
何
の
ア
ド

バ
イ
ス
も
で
き
ま
せ
ん
が
最

後
に
感
謝
の
言
葉
を
述
べ
て

く
れ
ま
す
。
教
師
冥
利
に
尽

き
る
瞬
間
で
も
あ
り
ま
す
。

　

あ
る
卒
業
生
は
現
在
、
張

り
切
っ
て
仕
事
を
し
て
い
ま

す
。
在
学
中
に
は
大
き
な
挫

折
を
味
わ
い
退
学
す
る
こ
と

も
考
え
た
こ
と
も
あ
り
ま
し

た
。
講
義
の
際
に
は
い
つ
も

前
の
席
に
座
り
一
所
懸
命
講

義
を
聞
い
て
い
ま
し
た
。
あ

る
と
き
睡
魔
に
襲
わ
れ
た
の

で
し
ょ
う
。
必
死
に
戦
っ
て

い
る
様
子
が
見
て
取
れ
ま
し

た
。体
は
大
き
く
前
後
左
右
に

揺
れ
、最
後
は
白
目
を
剥
い
て

睡
魔
に
負
け
て
し
ま
い
ま
し

た
。微
笑
ま
し
い
姿
で
し
た
。

　

ま
た
あ
る
卒
業
生
は
私
が

講
義
中
に
よ
く
口
に
し
て
い

た
の
か
、
会
う
度
に
「
阿
弥

陀
仏
に
よ
っ
て
あ
り
の
ま
ま

の
私
が
そ
の
ま
ま
救
わ
れ
る

の
で
す
よ
ね
」
と
言
っ
て
微

笑
む
。
全
く
そ
の
通
り
。
京

都
女
子
大
学
か
ら
は
建
学
の

精
神
に
基
づ
い
た
教
育
を
理

解
し
て
毎
年
社
会
に
羽
ば
た

い
て
い
く
。

出
遇
い

�

宗
教
部
長
　
普
　
賢
　
保
　
之

　

四
月
は
新
入
生
に

と
っ
て
楽
し
く
も
あ
り

憂
鬱
な
月
で
も
あ
ろ

う
。
新
し
い
友
達
と
の

出
会
い
も
あ
り
何
も
か
も
が

新
鮮
に
感
じ
ら
れ
る
。
一
方

で
、
初
め
て
の
一
人
暮
ら
し

で
不
安
を
抱
え
て
い
る
人
も

い
る
こ
と
だ
ろ
う
。
分
か
ら

な
い
こ
と
は
教
職
員
や
先
輩

に
聞
け
ば
親
切
に
教
え
て
く

れ
る
。
一
人
で
問
題
を
抱
え

込
む
こ
と
は
な
い
。
四
月
末

か
ら
は
連
休
に
入
り
一
息
つ

く
こ
と
も
で
き
る
。

　

大
学
で
は
様
々
な
行
事
が

行
わ
れ
る
。
五
月
二
十
一
日

に
は
降
誕
会
（
親
鸞
聖
人
の

誕
生
を
祝
う
法
要
）
が
あ
る
。

昨
年
は
僧
侶
で
内
科
医
、
大

学
の
学
長
で
も
あ
る
佐
々
木

恵
雲
先
生
に
ご
講
師
と
し
て

来
て
い
た
だ
い
た
。
お
話
の

中
で
あ
る
看
護
師
の
方
の
こ

と
を
紹
介
さ
れ
た
。
そ
の
看

護
師
さ
ん
は
患
者
に
非
常
に

評
判
が
良
い
と
い
う
。
医
療

従
事
者
の
中
で
も
話
題
に

な
っ
て
い
た
と
い
う
。

　

あ
る
と
き
一
人
の
患
者
さ

ん
が
そ
の
理
由
を
話
し
て
く

れ
た
そ
う
だ
。
他
の
医
療
従

事
者
は
、
体
は
病
室
に
入
っ

て
き
て
も
心
ま
で
は
入
っ
て

来
な
い
。
し
か
し
、
評
判
の

看
護
師
さ
ん
は
身
も
心
も
病

室
に
入
っ
て
く
る
と
い
う
。

重
篤
な
患
者
の
側
か
ら
離
れ

た
い
と
い
う
気
持
ち
も
分
か

る
気
が
す
る
。
病
気
を
患
う

と
、
却
っ
て
五
感
が
研
ぎ
澄

ま
さ
れ
、
医
療
従
事
者
の
心

の
動
き
を
敏
感
に
読
み
取
る

よ
う
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

私
も
自
分
が
病
気
に
な
っ

た
と
き
に
は
、
評
判
の
看
護

師
さ
ん
の
よ
う
な
方
に
お
世

話
に
な
り
た
い
。「
身
も
心
も

入
っ
て
く
る
」
と
い
う
の
は
、

単
に
性
格
の
問
題
で
は
な
か

ろ
う
。
皆
さ
ん
は
ど
の
よ
う

に
考
え
る
だ
ろ
う
か
。
現
実

と
し
っ
か
り
向
き
合
い
、
そ

の
中
で
育
ま
れ
た
柔
ら
か
な

心
を
持
た
れ
た
方
な
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。	

（
普
）

澪 標

　

日
本
で
は
１
９
７
８
年
頃

以
降
、
低
出
生
体
重
児
（
出

生
体
重
２
５
０
０
ｇ
未
満
の

児
）
が
増
加
傾
向
に
あ
る
。

２
０
０
８
年
に
は
低
出
生
体

重
児
の
比
率
が
約
10
％
に
達

し
た
。

　

胎
児
は
受
精
後
第
8
週
か

ら
第
38
週
頃
ま
で
に
８
ｇ
か

ら
３
０
０
０
ｇ
以
上
に
発
育

す
る
。
妊
婦
は
十
分
な
栄
養

摂
取
が
必
要
で
あ
る
が
、
痩

せ
嗜
好
に
よ
る
若
年
層
か
ら

の
ダ
イ
エ
ッ
ト
習
慣
に
よ
り
、

慢
性
的
な
栄
養
不
足
を
き
た

し
、
低
体
重
児
を
出
産
し
て

し
ま
う
の
で
あ
る
。

　

イ
ギ
リ
ス
の
バ
ー
カ
ー
博

士
がD

O
H
aD

説
（
成
人
病

胎
児
期
発
症
起
源
説
：

D
evelopm

ental	O
rigins	

of	H
ealth	and	D

isease
）

を
提
唱
し
た
の
は
１
９
８
６

年
、
日
本
で
は
２
０
１
２
年

にD
O
H
aD

研
究
会
が
で

き
、
妊
娠
中
に
栄
養
不
足

だ
っ
た
母
親
か
ら
産
ま
れ
た

子
ど
も
は
低
体
重
児
と
し
て

生
ま
れ
る
確
率
が
高
く
、
生

ま
れ
た
後
も
①
虚
血
性
心
疾

患
②
２
型
糖
尿
病
③
本
態
性

高
血
圧
④
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
症

候
群
⑤
脳
梗
塞
⑥
脂
質
異
常

症
⑦
神
経
発
達
障
害
発
症
の

リ
ス
ク
が
高
ま
る
こ
と
が
広

く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

ま
た
、
出
生
児
の
低
体
重

だ
け
で
な
く
、
妊
娠
中
の

偏
っ
た
食
生
活
が
、
生
ま
れ

る
子
ど
も
の
精
神
発
達
に
ま

で
悪
影
響
を
お
よ
ぼ
す
こ
と

も
報
告
さ
れ
た
。
た
と
え
ば

ソ
フ
ト
ド
リ
ン
ク
や
ス
ナ
ッ

ク
な
ど
を
多
く
摂
取
し
た
妊

婦
の
子
ど
も
で
は
５
歳
ま
で

に「
う
つ
」や
不
安
症
、
注
意

欠
陥
・
多
動
性
障
害
の
発
症

率
が
高
い
こ
と
、
ま
た
幼
児

の
こ
ろ
か
ら
の
野
菜
不
足
、

偏
っ
た
食
生
活
を
送
っ
た
子

ど
も
に
も
精
神
的
発
達
障
害

が
多
く
見
ら
れ
る
こ
と
が
示

さ
れ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

出
生
児
の
生
涯
に
わ
た
る
健

康
は
妊
娠
中
の
母
親
の
栄
養

摂
取
状
態
だ
け
で
な
く
、
妊

娠
前
の
母
親
の
健
康
状
態
が

深
く
影
響
す
る
こ
と
が
わ

か
っ
た
の
で
あ
る
。
人
間
の

命
の
源
を
創
る
女
性
に
お
い

て
は
、
特
に
健
康
的
な
体
格

に
対
す
る
正
し
い
認
識
を
持

ち
、
心
身
と
も
に
健
康
を
維

持
す
る
た
め
の
食
生
活
、
生

活
習
慣
を
実
践
す
る
必
要
が

あ
る
。

　

そ
の
た
め
に
は
国
民
全
体

が
体
格
に
対
す
る
正
し
い
認

識
を
持
つ
よ
う
に
、
食
育
基

本
法
等
の
推
進
計
画
を
速
や

か
に
確
実
に
実
践
し
、
早
急

に
若
年
層
の
痩
身
を
食
い
止

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

私
た
ち
の
健
康
は
私
た
ち

の
親
か
ら
受
け
継
が
れ
、
そ

し
て
子
供
に
伝
え
ら
れ
る
。

我
々
の
体
は
自
分
一
人
の
体

で
は
な
く
、
日
本
の
未
来
を

担
う
次
世
代
の
人
々
の
健
康

の
源
で
も
あ
る
の
だ
。

　

今
生
き
て
い
る
私
た
ち
は

過
去
か
ら
未
来
へ
の
バ
ト
ン

リ
レ
ー
の
大
事
な
担
い
手
で

あ
る
。
健
康
と
命
を
繋
ぐ
鍵

は
私
た
ち
一
人
一
人
の
実
践

に
か
か
っ
て
い
る
。

　

幸
い
に
も
健
康
を
維
持
で

き
た
私
の
こ
れ
か
ら
の
目
標

は
、
自
立
し
た
高
齢
者
（
平

均
寿
命
と
健
康
寿
命
が
一

致
）に
な
る
こ
と
で
あ
る
。

�

（
吉
野
世
美
子
）

食
物
栄
養
学
科
か
ら
の
便
り

①
命
の
バ
ト
ン
リ
レ
ー

平成30年 4 月 月例礼拝日程表
日 曜日 講時 対象学生 担　当 講師他

16 月
1 現社1A 中西 ビデオ
2 史学1A 野村 ビデオ
3 国文1A 普賢 ビデオ
4 児童1 黒田 ビデオ

17 火
1 福祉1 西 ビデオ
3 造形3 森田 東光　直也
4 英文3A 黒田 塚本　一真

18 水
1 心音1 森田 ビデオ
2 福祉3 黒田 清基　秀紀
3 国文3A 森田 竹本　了悟

19 木 1 現社3C 森田 野村　淳爾
4 現社3A 那須 黒田　義道

20 金 1 英文1A 秋本 ビデオ
4 現社1C 那須 ビデオ

23 月
1 現社1B 野村 ビデオ
2 史学1B 上野 ビデオ
3 国文1B 黒田 ビデオ
4 史学3A 竹本 三浦　真証

24 火 1 教育3 森田 普賢　保之
4 英文3B 清基 森田　眞円

25 水 1 法学1 藤井 ビデオ
3 国文3B 普賢 秋本　勝

26 木 1 現社3D 東光 藤井　隆道
4 現社3B 藤井 上野　隆平

27 金
1 英文1B 三浦 ビデオ
2 心音3 塚本 那須　公昭
3 児童3 秋本 西　義人
4 現社1D 安田 ビデオ

平成30年 5 月 月例礼拝日程表
日 曜日 講時 対象学生 担　当 講師他

7 月
1 造形1 井上 ビデオ
2 食物3 普賢 中西　俊英
4 史学3B 東光 三浦　真証

8 火 1 福祉1 西 黒田　義道
9 水 1 法学3 普賢 井上　博文

3 国文3A 森田 （未定）
10 木 1 現社3C 森田 （未定）

4 　現社3A　 那須 （未定）

11 金
1 食物1 塚本 ビデオ
2 教育1 三浦 ビデオ
4 現社1C 那須 竹本　了悟

◇1回生…京女百年史ビデオ
※造形1、食物3、史学３ B、法学3、食物1、教育1の月例
礼拝は5、6、7月に行います。
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歴
史
公
園
平
城
宮
跡

　

か
っ
て
文
化
庁
の
も
と
奈

良
文
化
財
研
究
所（
奈
文
研
）

が
発
掘
調
査
か
ら
整
備
、
建

物
復
元
ま
で
を
担
当
し
て
い

た
平
城
宮
跡
は
、
二
〇
〇
八

年
国
営
公
園
と
し
て
整
備
す

る
こ
と
が
決
ま
り
、
国
土
交

通
省
の
管
轄
の
も
と
国
営
歴

史
公
園
と
な
っ
た
。
そ
の
平

城
宮
跡
歴
史
公
園
開
園
記
念

の
式
典
が
こ
の
三
月
二
四
日

に
執
り
行
わ
れ
た
。
平
城
宮

跡
に
は
い
ま
ま
で
と
違
っ
た

文
化
財
と
し
て
活
用
す
る
と

い
う
新
し
い
展
開
が
待
っ
て

い
る
と
い
え
よ
う
。
私
は
本

学
で
勤
務
す
る
こ
と
に
な
っ

た
一
二
年
前
ま
で
、
そ
の
奈

文
研
に
三
〇
年
余
り
勤
務
し

た
。
そ
の
前
半
は
平
城
宮
京

跡
の
発
掘
調
査
と
出
土
木
簡

の
調
査
研
究
で
あ
り
、
後
半

は
奈
良
地
域
を
中
心
に
寺
社

で
所
蔵
さ
れ
て
い
る
文
書
記

録
、
経
巻
聖
教
の
調
査
研
究

で
あ
っ
た
。

発
掘
調
査
回
顧

　

新
年
度
の
は
じ
め
の
「
ふ

ん
だ
り
け
」
で
、
自
分
の
過

去
を
振
り
返
る
の
も
ど
う
か

と
思
っ
た
が
、
あ
と
一
年
で

定
年
退
職
を
迎
え
る
者
の
自

己
体
験
か
ら
思
う
こ
と
を
述

べ
さ
せ
て
も
ら
う
こ
と
と
す

る
。
ま
ず
奈
文
研
で
の
勤
務

の
ス
タ
イ
ル
か
ら
で
あ
る
。

発
掘
調
査
の
方
は
、
一
年
の

う
ち
三
个
月
が
平
城
宮
京
跡

で
の
発
掘
現
場
に
、
残
り
期

間
は
木
簡
の
釈
読
と
内
容
研

究
に
従
事
し
た
。
発
掘
現
場

は
六
、七
人
の
班
で
担
当
し
、

同
じ
班
が
同
じ
季
節
に
あ
た

ら
な
い
よ
う
に
、
一
年
毎
に

担
当
の
季
節
が
繰
り
上
が
る

よ
う
に
班
編
成
さ
れ
て
い

た
。
寺
社
の
書
跡
資
料
調
査

は
、
基
本
的
に
同
じ
時
節
に

前
年
と
同
じ
寺
社
を
調
査
す

る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
経
験

の
な
か
っ
た
発
掘
調
査
に

関
っ
た
新
鮮
さ
と
輪
切
り
の

か
た
ち
で
調
査
に
区
切
り
が

あ
る
発
掘
調
査
の
方
が
、
何

年
に
誰
々
と
同
じ
班
で
い
つ

の
季
節
に
あ
の
現
場
を
掘
っ

た
と
い
う
記
憶
が
鮮
明
で
あ

る
。
そ
の
記
憶
に
残
る
思
い

出
深
い
現
場
を
い
く
つ
か
た

ど
っ
て
み
よ
う
。

研
修
現
場

　

最
初
の
現
場
は
、
新
入
所

員
研
修
の
現
場
で
あ
る
。
調

査
区
は
平
城
宮
内
裏
北
東
の

一
郭
で
あ
っ
た
。
東
と
南
が

宮
跡
構
内
を
走
る
道
路
で
区

画
さ
れ
た
場
所
で
あ
る
。
そ

の
現
場
で
は
杉
材
一
木
造
り

で
径
一
・
六
五
メ
ー
ト
ル
の

井
筒
が
出
現
し
た
。
そ
の
井

筒
は
現
在
も
平
城
宮
跡
遺
構

展
示
館
で
保
存
処
理
さ
れ
て

展
示
さ
れ
て
い
る
。井
戸
は
、

周
辺
に
凝
灰
岩
切
石
が
敷
か

れ
た
洗
い
場
な
ど
あ
る
本
格

的
な
も
の
で
あ
り
、
遺
構
は

現
地
復
元
さ
れ
て
い
る
。
そ

れ
ま
で
発
掘
調
査
に
か
か

わ
っ
た
こ
と
が
な
か
っ
た
人

間
に
と
っ
て
、
車
が
通
る
道

路
の
す
ぐ
そ
ば
の
土
中
か
ら

思
い
が
け
な
い
も
の
が
見
つ

か
る
と
い
う
と
い
う
体
験
は

衝
撃
的
で
あ
っ
た
。

宮
跡
庭
園

　

そ
の
二
年
後
、
い
ま
は
宮

跡
庭
園
と
し
て
特
別
史
跡
に

な
っ
て
い
る
平
城
左
京
三
条

二
坊
の
郵
便
局
建
設
予
定
地

の
調
査
で
も
印
象
深
い
光
景

を
目
の
当
た
り
に
し
た
。
夏

の
ト
レ
ン
チ
調
査
で
池
底
の

敷
石
の
存
在
が
確
認
さ
れ
、

秋
の
班
で
本
格
的
な
調
査
に

な
っ
た
。
池
の
輪
郭
が
判
明

し
た
後
、
埋
土
の
排
土
に
な

る
が
、
そ
の
最
下
層
の
粘
土

層
を
掘
り
あ
げ
る
と
そ
の
下

か
ら
三
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

ほ
ど
の
大
き
さ
の
石
が
整
然

と
敷
き
詰
め
ら
れ
た
状
態
で

検
出
さ
れ
た
。
奈
良
時
代
に

造
ら
れ
た
池
が
完
全
な
形
で

発
見
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

大
嘗
宮
跡

　

ま
た
大
嘗
宮
の
遺
構
の
発

見
も
印
象
に
残
る
。
平
城
宮

第
二
次
朝
堂
院
の
朝
庭
部
分

は
、
北
中
央
に
大
極
殿
、
周

辺
に
朝
堂
の
建
物
が
建
ち
並

ぶ
広
場
で
あ
る
。儀
式
の
時
、

官
人
た
ち
が
整
列
す
る
場
所

で
あ
り
、
当
然
建
物
遺
構
は

な
い
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し

平
城
宮
跡
を
整
備
し
て
い
く

た
め
に
は
、
建
物
遺
構
が
な

い
と
想
定
さ
れ
る
場
所
も
、

な
い
こ
と
の
確
認
が
必
要
で

あ
る
。
そ
こ
で
発
掘
調
査
が

行
わ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ

の
場
所
で
建
物
と
し
て
は
大

嘗
祭
の
期
間
に
し
か
存
在
し

な
い
大
嘗
宮
の
遺
構
が
三
時

期
の
立
て
替
え
を
示
し
て
検

出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ

も
現
地
表
面
足
下
と
も
い
え

る
浅
い
遺
構
面
で
の
発
見
で

あ
っ
た
。

長
屋
王
家
木
簡

　

こ
の
よ
う
に
想
定
し
て
い

な
い
場
所
で
思
い
が
け
な
い

発
見
が
あ
る
と
、
発
掘
調
査

の
成
果
と
し
て
印
象
に
残
る

こ
と
と
な
る
。
そ
の
最
た
る

も
の
が
長
屋
王
家
木
簡
の
発

見
で
あ
ろ
う
。
平
城
京
左
京

三
条
二
坊
に
四
町
占
地
の
大

規
模
な
邸
宅
跡
が
見
つ
か
っ

た
の
は
、
そ
の
場
所
に
デ

パ
ー
ト
が
建
設
さ
れ
る
の
に

と
も
な
う
事
前
調
査
で
あ
っ

た
。
発
掘
調
査
も
ほ
ぼ
建
物

予
定
地
の
大
部
分
を
終
え
、

調
査
が
終
了
し
た
場
所
で
は

建
設
工
事
の
基
礎
工
事
が
始

ま
り
つ
つ
あ
っ
た
段
階
の
こ

と
で
あ
る
。
立
ち
退
き
の
関

係
で
発
掘
調
査
さ
れ
ず
に

残
っ
て
い
た
部
分
を
、
工
事

に
よ
り
遺
構
が
残
ら
な
い
こ

と
が
確
実
な
た
め
、
発
掘
す

る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ

る
。
そ
こ
で
短
期
間
で
掘
り

あ
げ
る
た
め
重
機
な
ど
を
利

用
し
て
の
調
査
に
着
手
し

た
。
現
場
で
は
調
査
員
が
重

機
で
の
排
土
状
況
を
じ
っ
と

監
視
し
て
い
た
が
、
排
土
の

な
か
に
木
片
が
含
ま
れ
て
い

る
こ
と
が
判
明
し
、
重
機
作

業
を
や
め
て
手
掘
り
の
調
査

に
切
り
替
え
て
の
発
掘
が
行

わ
れ
た
。
そ
の
結
果
長
屋
王

家
木
簡
が
捨
て
ら
れ
て
い
た

溝
状
の
遺
構
の
全
容
が
確
認

で
き
、
木
片
を
多
く
含
ん
だ

そ
の
埋
土
を
コ
ン
テ
ナ
に
収

納
し
て
事
務
所
に
持
ち
帰
る

こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
木
簡

の
洗
い
出
し
に
は
三
年
ほ
ど

の
期
間
を
要
し
た
。

記
憶
と
記
録

　

い
ま
自
分
自
身
の
発
掘
調

査
体
験
で
と
く
に
印
象
深

か
っ
た
事
例
を
あ
げ
て
み

た
。
そ
こ
に
は
想
定
外
の
発

見
が
や
は
り
印
象
度
が
高

く
、
記
憶
に
残
っ
て
い
る
。

し
か
し
自
分
の
記
憶
よ
り
、

そ
の
発
掘
調
査
の
客
観
的
な

記
録
が
当
然
の
こ
と
な
が
ら

価
値
が
あ
る
。
遺
っ
た
遺
構

も
あ
れ
ば
、
工
事
で
消
滅
し

た
遺
構
も
あ
る
。
記
録
に

よ
っ
て
の
み
未
来
に
お
い
て

そ
の
発
掘
調
査
成
果
が
判
断

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
記
録

に
も
限
界
が
あ
る
が
、
少
な

く
と
も
個
人
の
記
憶
に
の
こ

る
実
体
験
の
記
録
化
が
求
め

ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

本
師
龍
樹
菩
薩
は

大
乗
無
上
の
法
を
と
き

歓
喜
地
を
証
し
て
ぞ

ひ
と
へ
に
念
仏
す
す
め
け
る

 

（『
高
僧
和
讃
』
龍
樹
菩
薩 

第
三
首
）

法のことば

　

親
鸞
さ
ま
は
、
念
仏
の
教
え
を
伝
え
て
く
だ
さ
っ
た
イ
ン
ド
・
中
国
・
日

本
の
七
人
の
高
僧
を
挙
げ
ら
れ
、
そ
の
高
僧
方
の
功
績
や
説
か
れ
た
教
え
を

歌
に
さ
れ
て
、『
高
僧
和
讃
』
に
著
さ
れ
ま
し
た
。
今
年
度
の
「
法
の
言
葉
」
は
、

こ
の
七
人
の
高
僧
に
つ
い
て
の
和
讃
を
紹
介
し
ま
す
。

　

最
初
の
今
回
は
、
イ
ン
ド
の
龍
樹
菩
薩
（
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
）
で
す
。

二
世
紀
半
ば
に
南
イ
ン
ド
に
生
ま
れ
た
龍
樹
菩
薩
は
、
そ
れ
ま
で
の
仏
教
と

は
違
っ
て
自
利
利
他
を
強
調
す
る
大
乗
仏
教
の
教
え
を
説
か
れ
ま
し
た
。
そ

し
て
、
五
十
二
段
階
あ
る
菩
薩
の
位
の
中
、
四
十
一
番
目
の
「
歓
喜
地
」
の

位
に
至
ら
れ
、
た
く
さ
ん
の
大
乗
仏
教
の
論
書
を
著
さ
れ
ま
し
た
が
、『
十
住

毘
婆
沙
論
』
の
「
易
行
品
」
に
お
い
て
、
阿
弥
陀
さ
ま
の
念
仏
の
教
え
を
示

し
て
、
人
々
に
す
す
め
ら
れ
た
の
で
す
。
そ
の
功
績
を
讃
え
て
、
親
鸞
さ
ま

は
七
高
僧
の
第
一
番
目
に
挙
げ
ら
れ
る
の
で
す
。

	

（
森
田　

眞
円
）
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✿ 　　　新入生本願寺参拝　　　 ✿

　新入生全員が西本願寺に集い、入学の悦びと大学生活への新たな
決意を誓います。

　日　時　平成30年 ₄ 月 ₅ 日（木）
　　　　　10：00～11：40
　　　　　《 ₉：40集合厳守》
　場　所　西本願寺	御影堂

＊聖典、お念珠を持ってきてください。
＊当日は堀川七条にプリンセスライ
ンバスが臨時停車します。詳しくは新入生オリエンテーション日程表
（裏面）を確認してください。

✿ 　　　花まつり（灌
かん

仏
ぶつ

会
え

）　　　 ✿

　 ₄月 ₉日は仏教の開祖、釈尊（ゴータマ・シッダルタ）のお誕生日
です。その日を「花まつり」（灌仏会）としてお祝いします。みなさん
も甘茶をかけて一緒にお祝いしませんか？　お祝いの甘茶あめを差
し上げます。
　日　時　平成30年 ₄ 月 ₉ 日（月）
　　　　　10：00～16：30
　場　所　Ａ・Ｂ・Ｙ校舎正面玄関前

12：25からＢ校舎玄関前にて
雅楽部によるお祝いの演奏を
行います。

お知らせ『〈
ひ
と
り
死
〉時
代
の
お
葬
式
と
お
墓
』

小
谷
み
ど
り
著　

岩
波
新
書　

二
〇
一
七
年

シ
リ
ー
ズ

　
智
慧
の
蔵
⑮

　

現
代
の
日
本
社
会
は
、
核

家
族
化
や
少
子
化
、
高
齢
化

が
進
み
、
人
口
減
少
社
会
に

突
入
し
た
。
そ
れ
に
よ
り
、
こ

れ
ま
で
の
経
済
や
地
域
社
会
は

大
き
な
変
革
が
迫
ら
れ
て
い

る
。
葬
儀
や
墓
も
例
外
で
は
な

い
。
本
書
で
は
、
家
族
形
態
の

変
化
や
ひ
と
り
高
齢
者
世
帯
、

生
涯
未
婚
率
の
増
加
な
ど
の

傾
向
を
う
け
、︿
ひ
と
り
死
﹀

時
代
を
迎
え
て
い
る「
お
葬
式
」

と
「
お
墓
」
の
＂
い
ま
＂
を
詳

細
な
デ
ー
タ
を
元
に
報
告
し
て

い
る
。

　

昨
今
の
葬
儀
や
墓
の
形
態

は
多
様
化
が
進
ん
で
い
る
。
そ

れ
ら
は
終
末
医
療
や
自
治
体

の
支
援
制
度
、
お
墓
の
引
っ
越

し
な
ど
の
問
題
と
も
関
連
し
て

い
る
こ
と
が
本
書
か
ら
窺
え

る
。
ま
た
本
書
で
は
、
諸
外
国

の
葬
送
事
例
や
各
種
ア
ン
ケ
ー

ト
結
果
な
ど
か
ら
、
日
本
特

有
の
問
題
も
明
ら
か
に
し
て
い

る
。

　

以
前
、
評
者
は
首
都
圏
の

葬
儀
業
者
を
対
象
と
し
て
、

祭
壇
が
な
く
宗
教
儀
礼
も
行

わ
な
い
「
直
葬
」
の
増
加
理
由

に
つ
い
て
調
査
し
た
こ
と
が
あ

る
。
す
る
と
、
遺
族
が
「
迷
惑

を
か
け
た
く
な
い
」
と
の
理
由

で「
直
葬
」を
選
ん
で
い
る
ケ
ー

ス
の
多
い
こ
と
が
分
か
っ
た
。

本
書
で
も
、
簡
略
化
し
た
葬

儀
を
選
択
す
る
の
は
、
同
様
の

理
由
を
述
べ
る
遺
族
が
多
い
こ

と
に
触
れ
て
い
る
。
た
だ
、
自

立
で
き
な
く
な
る
と
、
誰
も
が

他
人
の
手
を
借
り
な
け
れ
ば

生
き
て
は
い
け
な
い
。
そ
こ
で
、

本
書
で
は
「
ま
わ
り
に
か
け
る

手
間
を
迷
惑
と
さ
せ
な
い
よ
う

な
方
法
を
考
え
た
方
が
よ
い
」

と
提
案
す
る
。「
手
間
」と「
迷

惑
」
の
さ
じ
加
減
は
、
人
と
人

と
の
関
係
の
な
か
で
変
化
す

る
。「
大
切
な
人
」
で
あ
れ
ば

必
要
な「
手
間
」と
捉
え
る
し
、

「
関
係
の
な
い
人
」
で
あ
れ
ば

「
迷
惑
」
な
行
為
と
感
じ
る
だ

ろ
う
。
つ
ま
り
、
現
代
の
葬
式

と
墓
に
関
わ
る
問
題
は
、
人
と

人
と
の
＂
つ
な
が
り
＂
の
喪
失

が
表
出
し
て
い
る
こ
と
を
示
し

て
い
る
。

　

さ
ら
に
、
本
書
は
「
お
葬

式
や
お
墓
は
不
要
と
考
え
る
の

で
は
な
く
、託
せ
る
人
を
探
し
、

信
頼
関
係
を
築
い
て
お
く
こ
と

こ
そ
が
、
元
気
な
う
ち
に
私
た

ち
に
で
き
る
自
助
努
力
で
あ

り
、
生
前
準
備
な
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
」
と
指
摘
す
る
。
普

段
「
死
」
や
「
葬
式
」
に
接

す
る
機
会
の
少
な
い
私
た
ち

は
、「
無
関
係
」
だ
と
距
離
を

置
い
て
し
ま
い
が
ち
に
な
る
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
「
死
」
を

取
り
巻
く
問
題
を
考
え
る
こ

と
は
、
私
た
ち
の
身
近
な
＂
つ

な
が
り
＂に
つ
い
て
振
り
返
り
、

「
生
」
を
見
直
す
こ
と
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
本
書
は
、
社
会

の
縮
図
と
し
て
浮
き
彫
り
と

な
っ
た
葬
式
と
墓
の
＂
い
ま
＂

か
ら
見
え
る
、
私
た
ち
一
人
ひ

と
り
の
＂
つ
な
が
り
＂
に
つ
い

て
教
え
て
く
れ
る
。

（
那
須　

公
昭
）




