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本
師
曇
鸞
和
尚
は

菩
提
流
支
の
を
し
へ
に
て

仙
経
な
が
く
や
き
す
て
て

浄
土
に
ふ
か
く
帰
せ
し
め
き

（「
高
僧
和
讃
」
曇
鸞
大
師

第
一
首
）

百
八
つ

　

テ
レ
ビ
の
バ
ラ
エ
テ
ィ
番

組
で
仏
教
が
語
ら
れ
る
こ
と

が
あ
る
。
興
味
本
位
で
話
さ

れ
る
仏
教
を
聞
い
て
い
る

と
、
誤
解
を
生
む
の
で
は
な

い
か
と
心
配
に
な
る
。

　

仏
教
に
く
わ
し
い
と
い
う

漫
才
師
の
講
演
で
は
、
人
間

の
煩ぼ

ん

悩の
う

が
な
ぜ
百
八
つ
な
の

か
が
解
説
さ
れ
て
い
た
。

　

人
生
の
苦
に
は
四
苦
八
苦

と
よ
ば
れ
る
も
の
が
あ
る
。

そ
の
生

し
ょ
う

老ろ
う

病び
ょ
う

死し

の
四し

苦く

を
掛

け
る
と
四
×
九
で
三
十
六
。

八は
っ

苦く

は
八
×
九
で
七
十
二
。

合
計
す
る
と
百
八
つ
に
な
る

そ
う
だ
。
テ
レ
ビ
の
な
か
で

は
、
な
る
ほ
ど
と
感
心
さ
れ

る
。
そ
ん
な
ふ
う
に
説
明
さ

れ
る
と
、
仏
教
も
わ
か
り
や

す
く
て
楽
し
い
と
言
わ
れ
て

い
た
。

　

ち
ょ
っ
と
待
て
よ
。
な
ぜ

苦
が
九
に
な
る
ん
だ
。
暴
走

族
の
夜よ

露ろ

死し

苦く

じ
ゃ
あ
る
ま

い
し
、
語
呂
合
わ
せ
が
仏
教

の
教
え
で
は
な
い
。

　

仏
教
の
講
義
の
時
間
、
テ

レ
ビ
で
語
ら
れ
る
そ
の
よ
う

な
話
を
仏
教
の
教
え
だ
と
思

わ
な
い
で
ほ
し
い
と
学
生
た

ち
に
話
し
た
時
、
ふ
と
黒
板

に
書
か
れ
た
１
０
８
と
い
う

数
字
に
目
が
と
ま
っ
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
煩
悩
は
な
ぜ

百
八
つ
だ
か
知
っ
て
い
ま
す

か
、
と
問
い
か
け
る
。
学
生

は
真
剣
に
聞
く
。

　

実
は
昔
は
ち
ょ
う
ど
百

だ
っ
た
ん
で
す
。
そ
れ
が
消

費
税
の
８
％
が
加
わ
っ
て
百

八
つ
に
な
っ
た
ん
で
す
。

　

つ
い
、
い
つ
も
の
冗
談
が

出
て
し
ま
っ
た
。
漫
才
師
の

四
苦
八
苦
説
と
あ
ま
り
変
わ

ら
な
い
。
反
省
す
る
。

煩　

悩

　

試
験
の
答
案
を
採
点
し
て

い
る
と
、
時
々
思
わ
ず
吹
き

出
す
解
答
に
出
会
う
こ
と
が

あ
る
。

　
「
人
間
の
煩
悩
に
は
ど
の

よ
う
な
も
の
が
あ
る
か
」
と

問
題
を
出
し
た
こ
と
が
あ

る
。

　

貪と
ん

（
む
さ
ぼ
り
）・
瞋じ

ん

（
い

か
り
）・
痴ち

（
お
ろ
か
さ
）

な
ど
の
答
え
を
期
待
し
て
い

た
が
、
あ
る
学
生
は
す
っ
か

り
忘
れ
て
し
ま
っ
た
の
か
、

苦
し
紛
れ
に
書
い
た
答
え
は

「
子
煩
悩
」
で
あ
っ
た
。

　

あ
の
家
の
お
父
さ
ん
は
子

煩
悩
だ
と
、
ふ
つ
う
は
良
い

意
味
で
使
う
が
、そ
れ
を「
煩

悩
」
と
表
現
す
る
と
こ
ろ
に

妙
味
が
あ
る
。

　

よ
い
大
学
に
入
っ
て
、
よ

い
会
社
に
就
職
し
て
、
よ
い

結
婚
を
し
て
、
よ
い
人
生
を

送
る
。
そ
の
た
め
に
は
一
生

懸
命
に
勉
強
し
な
さ
い
、
勉

強
は
自
分
の
た
め
で
す
よ
と

親
は
子
供
に
言
う
。

　

し
か
し
、
よ
い
人
生
と
は

誰
に
と
っ
て
よ
い
人
生
な
の

だ
ろ
う
か
。よ
く
考
え
れ
ば
、

子
供
の
た
め
と
思
っ
て
や
っ

て
い
る
こ
と
も
、
親
の
考
え

た
幸
福
の
押
し
つ
け
に
す
ぎ

ず
、
必
ず
し
も
子
供
の
幸
せ

に
は
な
っ
て
い
な
い
こ
と
が

あ
る
。

　

煩
悩
の
や
っ
か
い
な
点

は
、
そ
れ
が
煩
悩
だ
と
気
づ

か
な
い
こ
と
な
の
で
あ
る
。

ブ
ラ
イ
ン
ド
・
パ
ッ
シ
ョ
ン

　

経
典
な
ど
仏
教
の
文
献
を

英
語
に
翻
訳
す
る
仕
事
に
関

わ
っ
て
い
る
と
、
教
え
の
要

と
な
る
重
要
な
語
句
を
ど
の

よ
う
に
英
訳
す
る
か
苦
労
す

る
こ
と
に
な
る
。

　

煩
悩
を
和
英
辞
典
で
調
べ

る
と
、w

orldy	desire	

で

あ
る
と
か
、earthly	passion	

と
か
の
訳
が
出
て
い
る
。
世

俗
的
な
欲
望
、
こ
の
世
の
感

情
や
愛
着
な
ど
の
意
味
だ

が
、
そ
の
よ
う
に
訳
し
て
し

ま
う
と
、
煩
悩
の
本
質
を
見

失
っ
て
し
ま
う
。
単
な
る
欲

な
の
で
は
な
い
。

　

煩
悩
と
い
う
の
は
、
欲
望

と
し
て
意
識
さ
れ
る
も
の
と

い
う
よ
り
は
、
私
た
ち
の
心

に
普
通
に
存
在
す
る
基
本
的

な
感
情
な
の
で
あ
る
。
人
間

と
し
て
生
き
て
い
る
と
い
う

な
か
に
根
源
的
に
存
在
す
る

感
情
と
い
っ
て
も
よ
い
。
そ

し
て
、
そ
れ
は
な
か
な
か
意

識
さ
れ
な
い
も
の
な
の
で
あ

る
。

　

そ
の
重
要
な
意
味
を
伝
え

る
訳
と
し
て
、blind	passion	

と
い
う
訳
を
使
う
よ
う
に

な
っ
た
。ブ
ラ
イ
ン
ド
・
パ
ッ

シ
ョ
ン
の
ブ
ラ
イ
ン
ド
と

は
、
目
が
不
自
由
で
あ
る
こ

と
に
使
わ
れ
る
が
、
子
煩
悩

の
よ
う
に
、
我
が
子
か
わ
い

さ
の
あ
ま
り
周
り
が
見
え
て

い
な
い
状
態
と
い
う
こ
と
で

は
な
く
、
こ
こ
で
は
「
意
識

さ
れ
な
い
、
気
付
か
な
い
」

と
い
う
意
味
で
使
わ
れ
る
。

自
分
の
な
か
の
意
識
さ
れ
な

い
感
情
と
い
う
わ
け
で
あ

る
。

　

あ
れ
が
欲
し
い
、
こ
れ
が

し
た
い
と
い
う
欲
な
ら
ば
意

識
す
る
こ
と
は
出
来
る
し
、

そ
れ
を
が
ま
ん
す
る
こ
と
も

で
き
る
。
し
か
し
、
私
た
ち

の
心
の
な
か
に
は
、
私
た
ち

の
気
付
か
な
い
煩
悩
が
潜
ん

で
い
る
。

釈
尊
の
さ
と
り

　

釈
尊
は
イ
ン
ド
の
小
国
の

王
子
と
し
て
生
ま
れ
、
何
ひ

と
つ
不
自
由
の
な
い
暮
ら
し

の
中
で
不
安
を
い
だ
い
て
い

た
。

　

人
間
は
い
つ
か
は
年
老

い
、
病
に
か
か
り
、
や
が
て

は
死
ん
で
い
く
。
そ
の
現
実

を
見
ず
に
今
の
生
を
当
た
り

前
の
よ
う
に
考
え
て
日
々
を

過
ご
す
生
活
に
疑
問
を
感
じ

て
い
た
の
だ
。

　

こ
の
不
安
は
ど
こ
か
ら
来

る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
そ

の
不
安
は
ど
う
す
れ
ば
解
決

で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
釈
尊

は
自
分
自
身
の
心
の
な
か
を

鋭
く
見
つ
め
、
そ
れ
が
煩
悩

に
よ
る
も
の
だ
と
気
付
い

た
。

　

今
が
永
遠
に
続
い
て
欲
し

い
と
思
っ
て
も
、
す
べ
て
は

変
化
し
永
遠
な
も
の
は
何
ひ

と
つ
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
私
た
ち
は
変
わ
ら
な
い

こ
と
を
無
意
識
に
望
ん
で
い

る
。

　

失
っ
た
も
の
、
変
化
し
た

も
の
を
悲
し
み
、
い
つ
ま
で

も
執
着
が
消
え
な
い
こ
と
が

あ
る
。
い
く
ら
悲
し
ん
で
も

元
へ
は
戻
ら
な
い
の
に
。

　

そ
の
執
着
心
は
煩
悩
で
あ

る
。
そ
の
よ
う
な
煩
悩
を
な

く
す
こ
と
が
さ
と
り
で
あ

る
。
そ
う
や
っ
て
執
着
心
か

ら
は
な
れ
精
神
の
自
由
を
え

る
こ
と
が
出
来
れ
ば
心
の
平

和
が
え
ら
れ
る
の
だ
。

親
鸞
の
煩
悩

　

そ
の
煩
悩
を
鋭
く
見
つ
め

た
の
が
親
鸞
で
あ
る
。

　

親
鸞
は
九
歳
で
比
叡
山
に

の
ぼ
り
二
十
年
に
わ
た
っ
て

修
行
を
続
け
た
。
定
め
ら
れ

た
修
行
を
完
成
し
、
あ
る
程

度
の
達
成
感
が
え
ら
れ
る
は

ず
だ
っ
た
の
に
、
か
え
っ
て

不
安
は
大
き
く
な
っ
た
。

　

他
の
人
な
ら
、
そ
の
程
度

の
感
情
は
ゆ
る
せ
た
か
も
し

れ
な
い
。
し
か
し
親
鸞
に

と
っ
て
は
、
心
に
潜
む
煩
悩

こ
そ
が
問
題
だ
っ
た
。
そ
し

て
自
分
こ
そ
が
煩
悩
に
充
ち

た
存
在
だ
と
絶
望
し
比
叡
山

を
お
り
た
。

　

そ
の
親
鸞
が
出
会
っ
た
の

が
阿
弥
陀
仏
の
本
願
で
あ
っ

た
。
煩
悩
を
す
て
き
れ
な
い

人
間
と
い
う
存
在
だ
か
ら
こ

そ
私
が
救
っ
て
浄
土
に
往
生

さ
せ
、
必
ず
仏
に
す
る
と
阿

弥
陀
仏
は
誓
う
。
自
ら
の
煩

悩
に
気
付
い
た
か
ら
こ
そ
親

鸞
は
、
そ
の
よ
う
な
自
分
に

向
け
ら
れ
た
本
願
を
信
じ
る

こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

煩
悩
の
ゆ
く
え

　

大お
お

晦み
そ
か日

に
な
る
と
除
夜
の

鐘
が
つ
か
れ
る
。
煩
悩
の
数

の
鐘
を
つ
い
て
煩
悩
を
滅
す

る
と
い
う
。
し
か
し
鐘
を
つ

い
た
だ
け
で
私
た
ち
の
煩
悩

は
消
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
鐘

が
つ
か
れ
る
た
び
に
、
私
の

な
か
の
煩
悩
に
気
付
き
、
煩

悩
を
す
て
き
れ
な
い
あ
り
の

ま
ま
の
自
分
を
み
つ
め
る
こ

と
こ
そ
、
私
た
ち
に
と
っ
て

大
切
な
こ
と
で
は
な
い
の
だ

ろ
う
か
。

ブ
ラ
イ
ン
ド・パッ
シ
ョン

�

仏
教
学
非
常
勤
講
師　

清　

基　

秀　

紀

　

今
年
も
居
士
林
で
の

一
泊
研
修
が
六
月
二
日

か
ら
一
泊
二
日
の
予
定

で
実
施
さ
れ
る
。
私
も

夏
に
日
曜
学
校
の
子
供
た
ち

と
一
緒
に
一
泊
二
日
の
研
修

に
出
か
け
た
経
験
が
あ
る
。

比
叡
山
は
東
塔
、
西
塔
、
横よ

川か
わ

の
三
つ
の
エ
リ
ア
に
分
け

ら
れ
る
が
、
居
士
林
は
西
塔

の
中
に
あ
る
。
西
塔
に
は
常

行
堂
と
法
華
堂
が
あ
り
、
二

つ
の
お
堂
が
渡
り
廊
下
で
結

ば
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
に

な
い
堂
と
も
称
さ
れ
て
い
る
。

に
な
い
堂
を
進
ん
で
階
段
を

降
り
る
と
、
正
面
に
は
釈
迦

堂
が
あ
る
。
山
道
を
少
し
歩

い
て
行
く
と
伝
教
大
師
最
澄

の
廟
所
で
あ
る
浄
土
院
も
あ

る
。

　

居
士
林
で
は
講
義
や
座
禅

の
練
習
を
し
、
食
事
は
近
く

の
食じ

き

堂ど
う

ま
で
合
掌
し
た
ま
ま

歩
い
て
行
く
。
食
事
も
含
め

て
全
て
が
修
行
で
あ
る
。
食

事
中
、
お
喋
り
は
も
ち
ろ
ん

禁
止
。
き
ち
ん
と
正
座
し
て

音
を
立
て
な
い
よ
う
注
意
し

て
食
べ
、
食
後
は
お
茶
で
洗せ

ん

鉢ぱ
つ

す
る
。
日
常
の
生
活
に
慣

れ
て
い
る
我
々
に
と
っ
て
は

ち
ょ
っ
と
辛
い
食
事
か
も
知

れ
な
い
。
居
士
林
に
行
く
度

に
、
自
分
の
日
常
生
活
が
い

か
に
乱
れ
て
い
る
か
と
い
う

こ
と
を
感
じ
る
。
美
食
に
過

食
、
そ
し
て
五
感
を
鈍
磨
さ

せ
る
よ
う
な
生
活
。
そ
ん
な

自
己
に
気
づ
か
さ
れ
る
場
が

居
士
林
で
の
研
修
で
あ
る
。

　

親
鸞
聖
人
は
『
教
行
信
証
』

の
中
で
、「
今
の
時
の
道
俗
、

お
の
れ
が
分
を
思
量
せ
よ
」

と
述
べ
て
い
る
。「
今
の
時
の

道
俗
」
と
は
末
法
の
時
代
の

僧
侶
・
在
俗
の
者
、
つ
ま
り
、

私
た
ち
の
こ
と
で
あ
る
。
濁じ

ょ
く

世せ

に
生
き
る
私
た
ち
に
、
自

分
自
身
の
こ
と
を
よ
く
よ
く

振
り
返
っ
て
み
る
よ
う
に
促

し
て
い
る
。
居
士
林
で
の
研

修
は
親
鸞
聖
人
が
修
行
さ
れ

た
比
叡
山
に
お
い
て
、
自
己

と
向
き
合
う
い
い
機
会
に
な

る
に
違
い
な
い
。	

（
普
）

澪 標

　

6
月
は
食
育
月
間
で
す
。

２
０
０
５
年
6
月
に
、
わ
が

国
の
「
食
」
を
め
ぐ
る
現
状

〔
肥
満
や
生
活
習
慣
病（
が
ん
、

糖
尿
病
な
ど
）
の
増
加
、
栄

養
バ
ラ
ン
ス
の
偏
っ
た
食
事

や
不
規
則
な
食
事
の
増
加
、

｢

食
」の
安
全
上
の
問
題
の
発

生
、
過
度
の
痩
身
志
向
の
増

加
、「
食
」を
大
切
に
す
る
心

の
欠
如
、
伝
統
あ
る
食
文
化

の
喪
失
な
ど
〕
の
課
題
解
決

の
た
め
に
食
育
基
本
法
が
制

定
さ
れ
ま
し
た
。
10
余
年
が

経
過
し
、
新
た
な
課
題
と
し

て
、
若
い
世
代
の
食
育
の
実

践
に
関
す
る
改
善
・
充
実
の

必
要
性
、
貧
困
の
状
況
に
あ

る
子
供
に
対
す
る
支
援
の
推

進
、
新
た
な
成
長
戦
略
に
お

け
る
「
健
康
寿
命
の
延
伸
」、

食
品
ロ
ス
の
削
減
な
ど
が
挙

げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

法
の
前
文
に
、「
食
育
と

は
、
様
々
な
経
験
を
通
し
て

『
食
』に
関
す
る
知
識
と『
食
』

を
選
択
す
る
力
を
習
得
し
、

健
全
な
食
生
活
を
実
践
す
る

こ
と
が
で
き
る
人
間
を
育
て

る
こ
と
」と
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

健
康
寿
命
（
健
康
で
自
立

し
た
生
活
を
送
れ
る
期
間
）

は
、
平
均
寿
命
よ
り
男
性

9
・
0
歳
、
女
性
12
・
4
歳
と

短
い
の
で
、
超
少
子
高
齢
社

会
の
現
在
、
す
べ
て
の
国
民

が
自
己
管
理
に
よ
り
、
生
活

習
慣
病
を
予
防
し
、
健
康
寿

命
を
延
ば
す
こ
と
が
重
要
な

の
で
す
。

　

さ
て
、
昨
年
１
０
５
歳
で

亡
く
な
っ
た
聖
路
加
国
際
病

院
名
誉
院
長
の
日
野
原
重
明

先
生
が「
生
活
習
慣
病
」の
名

付
け
親
な
の
を
ご
存
知
で

し
ょ
う
か
？　

以
前
「
成
人

病
」
と
呼
ば
れ
て
き
た
心
臓

病
、
脳
卒
中
な
ど
は
、
年
齢

で
は
な
く
、
生
活
習
慣
と
関

連
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ

ら
の
疾
病
の
予
防
に
つ
な
げ

る
た
め
、
旧
厚
生
省
に
働
き

か
け
、
１
９
９
６
年
に
「
生

活
習
慣
病
」
と
改
称
さ
れ
ま

し
た
。
生
活
習
慣
の
見
直
し
、

改
善
に
取
り
組
む
こ
と
に
よ

り
疾
病
の
発
症
や
進
行
が
予

防
で
き
る
と
い
う
疾
病
の
と

ら
え
方
で
あ
り
、
各
人
が
疾

病
予
防
に
主
体
的
に
取
り
組

む
こ
と
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

現
在
で
は
、
様
々
な
研
究
に

よ
り
、
が
ん
、
循
環
器
疾
患
、

糖
尿
病
、
Ｃ
Ｏ
Ｐ
Ｄ
（
慢
性

閉
塞
性
肺
疾
患
）
な
ど
の
生

活
習
慣
病
は
、
禁
煙
、
健
康

な
食
事
、
身
体
活
動
の
増
加
、

リ
ス
ク
を
高
め
る
飲
酒
の
減

少
に
よ
り
、
予
防
可
能
で
あ

る
と
い
う
科
学
的
根
拠
が
出

て
い
ま
す
。

　

日
野
原
先
生
は
「
生
涯
現

役
」、
ま
さ
に
健
康
長
寿
を

全
う
さ
れ
た
方
で
し
た
。

　

皆
さ
ん
も
こ
の
機
会
に
、

Ｑ
Ｏ
Ｌ（
生
活
の
質
）の
高
い

健
康
長
寿
を
目
指
し
て
、
ご

自
分
の
生
活
習
慣
を
見
直
し
、

改
善
し
て
み
ま
せ
ん
か
？　

一
気
に
理
想
的
な
こ
と
を
す

る
と
、
三
日
坊
主
で
終
わ
っ

て
し
ま
い
ま
す
。
無
理
せ
ず

長
続
き
で
き
る
行
動
目
標
、

例
え
ば
、
朝
ご
飯
を
一
口
で

も
食
べ
る
、
野
菜
を
一
品
多

く
食
べ
る
、
よ
く
噛
む
、
ど

か
食
い
し
な
い
、
間
食
・
夜

食
の
量
（
回
数
）
を
減
ら
す
、

10
分
歩
く
、
階
段
を
使
う
な

ど
、
ち
ょ
っ
と
し
た
目
標
を

立
て
て
、
記
録
し
、
で
き
た

か
ど
う
か
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る

の
が
効
果
的
で
す
。

�

（
中
山　

玲
子
）

食
物
栄
養
学
科
か
ら
の
便
り

③
食
育
と
健
康
長
寿

平成30年 6 月 月例礼拝日程表
日 曜日 講時 対象学生 担　当 講師他

4 月
1 造形1 井上 普賢　保之
2 食物3 普賢 志津田一彦
4 史学3B 東光 藤原　美沙

5 火
1 福祉1 西 市川ひろみ
4 英文3A 黒田 ビデオ

6 水
1 法学3 普賢 桜沢　隆哉
3 国文3A 森田 ビデオ

7 木
1 現社3C 森田 ビデオ
4 　現社3A　 那須 ビデオ

8 金
2 教育1 三浦 安田　章紀
4 現社1C 那須 福永　俊哉

11 月
1 現社1A 中西 佐伯　惠子
2 史学1A 野村 前川　正実
4 児童1 黒田 前崎　信也

12 火
1 教育3 森田 ビデオ
3 造形3 森田 ビデオ
4 英文3B 清基 ビデオ

13 水
1 心音1 森田 椋本　久雄
2 福祉3 黒田 ビデオ

14 木
1 現社3D 東光 ビデオ
4 現社3B 藤井 ビデオ

15 金
1 　英文1A　 秋本 金　情浩
2 心音3 塚本 ビデオ

18 月
1 現社1B 野村 矢野　真
3 国文1A 普賢 小山　順子
4 史学3A 竹本 ビデオ

20 水
1 法学1 藤井 瓜生　淑子
3 国文3B 普賢 ビデオ

22 金 1 食物1 塚本 藤井　隆道

25 月
2 史学1B 上野 江口　聡
3 国文1B 黒田 表　真美

29 金
1 英文1B 三浦 槇村　久子
3 児童3 秋本 ビデオ
4 現社1D 安田 竹内　康弘

※3回生…親鸞聖人ビデオ（6月）
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今
年
の
春
は
桜
の
開
花
が

早
く
、
三
月
末
に
は
暦
月
の

二
度
目
の
満
月
と
い
う
意
味

で
の
ブ
ル
ー
ム
ー
ン
と
桜
の

満
開
が
重
な
り
、
優
美
な
夜

景
を
鑑
賞
さ
れ
た
方
も
多
い

こ
と
と
思
い
ま
す
。
俳
人
渡

辺
水
巴
の
一
句
「
て
の
ひ
ら

に
落
花
と
ま
ら
ぬ
月
夜
か

な
」
を
文
字
通
り
に
体
験
さ

れ
た
方
も
あ
る
で
し
ょ
う
。

季
節
毎
の
花
や
樹
木
は
、
あ

る
が
ま
ま
の
美
し
さ
に
個
人

的
な
経
験
や
思
い
出
も
相

俟
っ
て
私
た
ち
の
暮
ら
し
に

ア
ク
セ
ン
ト
を
つ
け
て
く
れ

ま
す
。
桜
が
散
っ
た
後
、
い

つ
の
間
に
か
街
路
を
彩
る
ハ

ナ
ミ
ズ
キ
や
ツ
ツ
ジ
の
白
や

ピ
ン
ク
な
ど
の
艶
や
か
な
花

を
眺
め
て
い
る
と
、
な
ぜ
か

ア
メ
リ
カ
の
詩
人
に
ま
つ
わ

る
珍
し
い
花
を
紹
介
し
て
み

た
く
な
り
ま
し
た
。

エ
ミ
リ
・
デ
ィ
キ
ン
ス
ン
と
花

　

十
九
世
紀
ア
メ
リ
カ
の
詩

人
エ
ミ
リ
・
デ
ィ
キ
ン
ス
ン

（
一
八
三
〇
─
一
八
八
六
）

は
、
生
存
中
自
ら
の
詩
集
を

出
版
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ

ん
で
し
た
が
、
詩
の
創
作
を

続
け
な
が
ら
、
家
の
庭
造
り

や
植
物
の
栽
培
な
ど
ガ
ー
デ

ニ
ン
グ
に
も
力
を
入
れ
て
い

ま
し
た
。
四
〇
〇
種
類
以
上

の
草
花
を
自
ら
の
手
で
押
し

花
に
し
て
ラ
テ
ン
語
名
を
添

え
た
植
物
標
本
集
は
、
詩
人

の
死
後
も
保
存
さ
れ
、
二
〇

〇
六
年
に
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
版

で
出
版
さ
れ
て
い
ま
す
。
彼

女
の
詩
の
作
品
中
に
も
多
く

の
植
物
が
登
場
し
ま
す
が
、

そ
の
な
か
で
も
“Indian	

pipe

”（
ア
キ
ノ
ギ
ン
リ
ョ

ウ
ソ
ウ
）
と
い
う
花
が
、
特

別
な
意
味
を
持
つ
こ
と
が
研

究
者
の
間
で
論
じ
ら
れ
て
き

ま
し
た
。
菌
従
属
栄
養
植
物

に
分
類
さ
れ
、北
米
や
日
本
に

も
自
生
す
る
こ
の
花
は
、
葉

緑
素
を
持
た
な
い
た
め
全
体

が
白
く
、ア
メ
リ
カ
で
は「
氷

の
花
、
幽
霊
の
花
、
屍
体
の

花
」
な
ど
と
も
呼
ば
れ
て
い

ま
す
。
日
本
で
は
「
秋
の
銀

竜
草
」と
い
う
名
前
で
す
が
、

「
銀
竜
草
」（
別
名
ユ
ウ
レ
イ

タ
ケ
）
に
よ
く
似
て
い
る
こ

と
か
ら
「
銀
竜
草
も
ど
き
」

と
も
名
付
け
ら
れ
て
い
ま

す
。
花
が
下
向
き
に
咲
き
、

頭
を
垂
れ
て
い
る
感
じ
で
す

が
、
花
と
茎
の
半
透
明
の
白

さ
か
ら
も
幽
霊
と
言
わ
れ
る

と
頷
い
て
し
ま
い
ま
す
。

デ
ィ
キ
ン
ス
ン
は
、
こ
の
花

も
押
し
花
に
し
て
作
成
中
の

標
本
集
に
入
れ
た
の
で
、『
エ
ミ

リ
・
デ
ィ
キ
ン
ス
ン
の
植
物
標
本

集
』（E
m

ily D
ickinsonʼs 

H
erbarium

）
に
収
め
ら

れ
て
い
ま
す
。
こ
の
花
が
詩

の
中
に
書
か
れ
た
の
は
二
度

だ
け
で
、
そ
の
一
篇
は
、
日

本
語
に
訳
す
と
「
ア
キ
ノ
ギ

ン
リ
ョ
ウ
ソ
ウ
の
よ
う
に
白

く
／
ベ
ニ
バ
ナ
サ
ワ
ギ
キ
ョ

ウ
の
よ
う
に
赤
く
／
正
午
の

月
の
よ
う
に
信
じ
ら
れ
な
い

／
二
月
の
時
間
」（
フ
ラ
ン

ク
リ
ン
番
号
一
一
九
三
番
）

と
い
う
一
八
七
一
年
頃
に
書

か
れ
た
四
行
の
詩
で
す
。
詩

の
二
行
目
の
花
「
ベ
ニ
バ
ナ

サ
ワ
ギ
キ
ョ
ウ
」（a	

C
ardinal	flow

er

）
は

深
紅
の
花
で
、
ア
キ
ノ
ギ
ン

リ
ョ
ウ
ソ
ウ
の
透
き
通
る
よ

う
な
白
さ
が
一
層
際
立
つ
よ

う
で
す
。
ど
ち
ら
の
花
も
冬

に
咲
く
も
の
で
は
な
い
の

に
、
そ
の
色
彩
が
「
二
月
の

時
間
」を
表
象
し
て
い
ま
す
。

デ
ィ
キ
ン
ス
ン
が
生
ま
れ

育
っ
た
ニ
ュ
ー
イ
ン
グ
ラ
ン

ド
の
雪
に
覆
わ
れ
た
白
銀
の

世
界
と
そ
の
世
界
を
深
紅
に

染
め
る
朝
焼
け
や
夕
焼
け
を

想
像
す
れ
ば
い
い
の
で
し
ょ

う
か
。
ま
さ
に
「
信
じ
ら
れ

な
い
」（fabulous

）
冬
の

時
間
で
す
。

詩
集
の
表
紙
の
花

　

こ
の
花
が
言
及
さ
れ
る
も

う
一
篇
の
詩
か
ら
も
、
デ
ィ

キ
ン
ス
ン
が
こ
の
花
の
白
さ

や
花
の
生
命
の
不
思
議
さ
に

惹
か
れ
て
い
た
こ
と
が
想
像

で
き
ま
す
が
、
こ
の
花
は
詩

人
が
予
想
し
な
か
っ
た
経
緯

で
、
彼
女
を
象
徴
す
る
花
と

な
り
ま
し
た
。彼
女
の
死
後
、

初
め
て
の
詩
集
を
編
集
・
出

版
し
た
の
は
、
生
前
文
通
を

続
け
て
い
た
評
論
家
の
Ｔ
・

Ｗ
・
ヒ
ギ
ン
ス
ン
と
、
晩
年

の
詩
人
と
知
己
を
得
た
メ
イ

ブ
ル
・
Ｌ
・
ト
ッ
ド
と
い
う

二
人
の
人
物
で
す
。
後
者
の

ト
ッ
ド
と
い
う
女
性
は
、

デ
ィ
キ
ン
ス
ン
と
知
り
合
っ

て
間
も
な
い
頃
に
、
木
板
に

ア
キ
ノ
ギ
ン
リ
ョ
ウ
ソ
ウ
の

絵
を
描
い
て
彼
女
に
贈
り
ま

し
た
。
デ
ィ
キ
ン
ス
ン
は

ト
ッ
ド
へ
の
礼
状
で
、
偶
然

に
も
自
分
が
好
き
な
花
を
贈

ら
れ
た
こ
と
、
子
供
の
頃
か

ら
感
じ
て
い
た
こ
の
花
の
不

思
議
さ
が
大
人
と
な
っ
て
も

変
わ
ら
な
い
こ
と
に
触
れ
、

絵
に
描
か
れ
た
こ
と
で
「
そ

の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
が
二
倍
に

な
っ
た
」（
書
簡
七
六
九
番
）

と
、
喜
び
の
気
持
ち
を
伝
え

ま
し
た
。
後
日
「
私
に
は
ア

キ
ノ
ギ
ン
リ
ョ
ウ
ソ
ウ
は
作

れ
な
い
け
れ
ど
、
ハ
チ
ド
リ

を
受
け
と
っ
て
く
だ
さ
い
」

（
書
簡
七
七
〇
番
）
と
、
ハ

チ
ド
リ
の
詩
を
ト
ッ
ド
へ
の

手
紙
に
書
き
入
れ
て
い
ま

す
。デ
ィ
キ
ン
ス
ン
の
死
後
、

多
く
の
遺
稿
が
発
見
さ
れ
、

詩
集
を
出
版
す
る
こ
と
に

な
っ
た
一
八
九
〇
年
、
ト
ッ

ド
は
表
紙
の
デ
ザ
イ
ン
と
し

て
か
つ
て
詩
人
に
贈
っ
た
ア

キ
ノ
ギ
ン
リ
ョ
ウ
ソ
ウ
の
絵

を
選
び
ま
し
た
。
そ
の
詩
集

は
、
デ
ィ
キ
ン
ス
ン
の
詩
が

世
界
的
に
読
ま
れ
る
第
一
歩

と
な
っ
た
の
で
す
。

女
性
詩
人
の
詩
集

　

数
年
前
、
デ
ィ
キ
ン
ス
ン

の
遺
稿
の
お
よ
そ
半
分
を
所

蔵
し
て
い
る
ア
マ
ス
ト
大
学

の
図
書
館
を
訪
ね
た
と
き
、

十
九
世
紀
ア
メ
リ
カ
の
女
性

詩
人
た
ち
の
出
版
を
テ
ー
マ

に
し
た
展
示
会
が
館
内
で
開

催
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
デ
ィ

キ
ン
ス
ン
の
初
版
詩
集
も
あ

り
ま
し
た
が
、
そ
の
と
き
驚

い
た
の
は
、
デ
ィ
キ
ン
ス
ン

以
外
の
女
性
の
詩
人
た
ち
の

多
く
の
詩
集
の
サ
イ
ズ
や
表

紙
に
花
を
あ
し
ら
う
デ
ザ
イ

ン
が
ほ
ぼ
同
じ
と
い
う
こ
と

で
し
た
。
詩
集
は
女
性
が
手

に
と
っ
て
読
み
や
す
い
大
き

さ
で
、
花
の
デ
ザ
イ
ン
は
バ

ラ
や
ス
ミ
レ
な
ど
美
し
く
て

可
憐
な
も
の
で
す
。
当
時
は

詩
集
や
詩
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル

自
体
へ
の
規
範
や
読
者
の
期

待
が
、
男
性
詩
人
と
女
性
詩

人
と
で
は
異
な
っ
て
い
た
、

と
の
解
説
が
あ
り
、
詩
集
の

表
紙
の
花
は
、
当
時
の
女
性

詩
人
た
ち
の
固
定
観
念
化
さ

れ
た
イ
メ
ー
ジ
を
象
徴
す
る

と
い
う
こ
と
で
し
た
。
デ
ィ

キ
ン
ス
ン
の
そ
の
初
版
詩
集

に
収
め
ら
れ
た
作
品
に
も
、

当
時
の
女
性
詩
人
の
規
範
に

合
わ
せ
た
原
稿
修
正
・
編
集

が
な
さ
れ
ま
し
た
が
、
ト
ッ

ド
は
で
き
る
だ
け
デ
ィ
キ
ン

ス
ン
の
原
稿
を
尊
重
し
よ
う

と
努
力
し
た
よ
う
で
す
。
表

紙
に
少
し
奇
異
な
ア
キ
ノ
ギ

ン
リ
ョ
ウ
ソ
ウ
の
デ
ザ
イ
ン

を
選
ん
だ
こ
と
は
ト
ッ
ド
に

と
っ
て
は
精
一
杯
の
デ
ィ
キ

ン
ス
ン
の
個
性
の
表
現
だ
っ

た
の
で
は
と
思
い
ま
す
。

終
わ
り
に

　

ヒ
ギ
ン
ス
ン
と
ト
ッ
ド
編

の
詩
集
は
次
々
と
版
を
重

ね
、
や
が
て
二
十
世
紀
の
編

者
た
ち
の
手
を
経
て
遺
稿
の

全
貌
が
明
ら
か
に
な
る
に
つ

れ
て
、
デ
ィ
キ
ン
ス
ン
の
詩

の
評
価
は
女
性
の
詩
人
と
い

う
狭
い
範
疇
か
ら
脱
却
し
て

い
き
ま
し
た
。
彼
女
の
遺
稿

が
手
を
加
え
ら
れ
る
こ
と
な

く
、
出
版
さ
れ
て
い
く
「
信

じ
ら
れ
な
い
よ
う
な
」
行
程

は
二
十
一
世
紀
の
今
も
続
い

て
い
ま
す
が
、
ア
キ
ノ
ギ
ン

リ
ョ
ウ
ソ
ウ
と
い
う
日
陰
に

咲
く
小
さ
な
不
思
議
な
花
が

絡
ま
っ
て
い
た
と
考
え
る
と

感
慨
深
い
も
の
が
あ
り
ま

す
。

本
師
曇
鸞
和
尚
は

菩
提
流
支
の
を
し
へ
に
て

仙
経
な
が
く
や
き
す
て
て

浄
土
に
ふ
か
く
帰
せ
し
め
き

�

（「
高
僧
和
讃
」
曇
鸞
大
師
第
一
首
）

法のことば

　

七
高
僧
の
三
人
目
は
、
中
国
の
曇
鸞
大
師
（
四
七
六
～
五
四
二
）
で
す
。

南
北
朝
時
代
、
北
魏
と
い
う
国
で
、『
大
集
経
』
と
い
う
大
部
の
経
典
の
註
釈

を
志
さ
れ
た
の
で
す
が
、
病
い
を
患
わ
れ
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
不
老
長
生
の
法
を
求
め
て
江
南
の
道
士
陶
弘
景
を
訪
ね
、
仙
経

十
巻
を
授
か
っ
た
の
で
す
。
し
か
し
、
帰
路
洛
陽
に
立
ち
寄
っ
て
、
翻
訳
僧

の
菩
提
流
支
三
蔵
に
会
わ
れ
、「
仏
教
に
も
不
老
長
生
の
法
が
あ
る
か
」
と
尋

ね
た
と
こ
ろ
、「
た
と
い
長
年
を
得
て
少
時
死
せ
ざ
る
も
、
遂
に
は
三
有
の
迷

い
を
輪
廻
せ
ん
の
み
」
と
一
喝
さ
れ
、
苦
労
し
て
手
に
入
れ
た
仙
経
を
そ
の

場
で
焼
き
捨
て
て
、
浄
土
の
教
え
に
帰
依
さ
れ
た
の
で
す
。

　

長
く
生
き
れ
ば
よ
い
の
で
は
な
く
、
仏
の
覚
り
の
世
界
に
導
か
れ
る
こ
と

こ
そ
が
生
き
る
意
味
で
あ
る
と
思
い
知
ら
さ
れ
、そ
の
後
は
、天
親
菩
薩
の
『
浄

土
論
』
の
註
釈
に
没
頭
さ
れ
、『
浄
土
論
註
』
を
著
さ
れ
ま
す
。「
親
鸞
」
と

い
う
名
は
、
こ
の
天
親
・
曇
鸞
両
師
に
依
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

	

（
森
田　

眞
円
）

花
と
詩
人

�

文
学
部
教
授　

下　

村　

伸　

子

シリーズ：東山から発信する京都の歴史と文化⑳
テ ー マ：「天皇譲位」の時代─院政期の政治と文化─

　開催日　 6 月16日（第三土曜日） 
　第一部　13：00～14：30
　　　　　「朝覲行幸にみる天皇と儀礼」
　　　　　講師　佛教大学歴史学部准教授
　　　　　　　　佐古 愛己　氏
　第二部　15：00～16：30
　　　　　「仲恭天皇廃位の衝撃─承久の乱と皇位継承─」
　　　　　講師　帝京大学文学部講師
　　　　　　　　佐伯 智広　氏
　場　所　Ｂ501

宗教・文化研究所公開講座（ご案内）

『
言
葉
は
な
ぜ
生
ま
れ
た
の
か
』

岡
ノ
谷
一
夫
著　

文
藝
春
秋　
　

二
〇
一
〇
年

シ
リ
ー
ズ

　
智
慧
の
蔵
⑰

　

─
「
言
葉
」
は
な
ぜ
生
ま

れ
た
の
か
。
ズ
バ
リ
、本
書
は
、

こ
の
素
朴
に
し
て
壮
大
な
疑

問
の
核
心
に
迫
り
ま
す
。

　

日
ご
ろ
気
に
も
と
め
て
い

な
い
こ
と
ほ
ど
、
実
は
不
思

議
に
満
ち
て
い
る
も
の
で
す
。

「
言
葉
」
は
そ
の
代
表
例
と
い

え
る
で
し
ょ
う
。

　

な
ぜ
人
間
だ
け
が
「
言
葉
」

を
話
す
の
で
し
ょ
う
か
。
な

ぜ
人
間
に
近
い
サ
ル
で
は
な

く
、イ
ン
コ
や
九
官
鳥
が
「
言

葉
」
を
覚
え
る
の
で
し
ょ
う

か
。ね
？　

不
思
議
で
し
ょ
？

　

本
書
の
著
者
で
あ
る
岡
ノ

谷
一
夫
氏
は
、
鳥
類
の
鳴
き

声
の
研
究
を
進
め
る
中
で
、

人
間
の
「
言
葉
」
に
よ
く
似

た
特
徴
を
発
見
し
た
と
い
い

ま
す
。
氏
は
本
書
の
中
で
、

①
発
声
学
習
が
で
き
る

②
音
と
意
味
が
対
応
す
る

③
文
法
が
あ
る

④
社
会
関
係
の
中
で
使
い
分

け
が
で
き
る

と
い
う
四
つ
の
条
件
を
備
え

る
も
の
を
「
言
葉
」
と
定
義

し
て
い
ま
す
。
す
べ
て
の
条

件
を
満
た
す
の
は
、
人
間
の

み
で
す
が
、
一
部
の
条
件
で

あ
れ
ば
ク
リ
ア
し
て
い
る
動

物
も
い
て
、
本
書
で
は
、
デ

グ
ー
、
ジ
ュ
ウ
シ
マ
ツ
、
ハ
ダ

カ
デ
バ
ネ
ズ
ミ
な
ど
が
紹
介

さ
れ
て
い
ま
す
。

　

今
回
、
こ
の
本
を
オ
ス
ス

メ
す
る
の
は
、
浄
土
真
宗
の

ご
本
尊
で
あ
る
阿
弥
陀
如
来

が
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
い

う
「
言
葉
」
の
仏
さ
ま
と
な
っ

て
は
た
ら
か
れ
て
い
る
こ
と

に
ち
な
み
ま
す
。
な
ぜ
阿
弥

陀
如
来
は
「
言
葉
」
に
な
る

必
要
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う

か
。

　

私
た
ち
人
間
は
「
言
葉
」

に
よ
っ
て
物
事
を
分
別
し
、

く
ら
べ
あ
っ
て
生
き
て
い
ま

す
。
そ
の
先
に
あ
る
の
は
、「
苦

し
み
」
で
す
。
で
す
が
、
そ

れ
と
同
時
に
、「
言
葉
」
の
中

で
し
か
生
き
ら
れ
な
い
の
も

ま
た
人
間
で
す
。

　

す
べ
て
の
仏
さ
ま
は
、
智

慧
と
慈
悲
を
そ
な
え
た
お
方

だ
と
い
わ
れ
ま
す
。
仏
さ
ま

の
さ
と
り
の
智
慧
は
私
た
ち

の
「
苦
し
み
」
を
見
抜
き
、

そ
の
「
苦
し
み
」
を
は
た
ら

き
場
と
し
て
慈
悲
を
展
開
さ

れ
ま
す
。
で
す
か
ら
、
阿
弥

陀
如
来
は
「
言
葉
」
で
苦
し

む
私
た
ち
の
た
め
に
、「
言
葉
」

の
仏
さ
ま
と
な
ら
れ
た
の
で

し
ょ
う
。
も
っ
と
も
、
人
間

が
「
言
葉
」
を
も
た
な
い
動

物
で
あ
っ
た
な
ら
、
ま
た
別

の
姿
を
と
ら
れ
た
か
も
し
れ

ま
せ
ん
が
。

　

さ
て
、
本
書
の
結
び
に
は
、

「
言
葉
」
の
起
源
に
つ
い
て
、

「〈
言
葉
〉
は
○
○
か
ら
生
ま

れ
た
」
と
い
う
仮
説
が
立
て

ら
れ
て
い
ま
す
。「
○
○
」
に

入
る
言
葉
が
気
に
な
っ
た
、

あ
な
た
。
本
書
は
一
時
間
も

あ
れ
ば
読
め
る
本
で
す
。
た
っ

た
一
時
間
で
、
人
類
誕
生
か

ら
約
五
百
万
年
に
わ
た
る「
言

葉
」の
謎
が
明
ら
か
に
な
り
ま

す
。
ぜ
ひ
読
ん
で
み
て
く
だ

さ
い
ね
。

（
東
光　

直
也
）




