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本
師
道
綽
禅
師
は

聖
道
万
行
さ
し
お
き
て

唯
有
浄
土
一
門
を

通
入
す
べ
き
み
ち
と
と
く

（「
高
僧
和
讃
」
道
綽
禅
師

第
一
首
）

自
ら
を
知
る

　

記
録
的
な
猛
暑
と
な
っ
た

夏
が
終
わ
り
、
後
期
の
講
義

が
始
ま
り
ま
す
。
今
年
の
夏

は
、
ず
い
ぶ
ん
水
分
を
取
る

こ
と
に
気
を
つ
か
い
ま
し

た
。
そ
れ
は
、
昨
年
、
熱
中

症
に
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
ま

す
。
あ
れ
ほ
ど
、
テ
レ
ビ
や

ラ
ジ
オ
で
言
っ
て
い
た
に
も

か
か
わ
ら
ず
、「
ま
さ
か
若

い
自
分
が
な
る
は
ず
は
な

い
」
と
高
を
く
く
っ
て
い
ま

し
た
。
そ
こ
に
、
大
き
な
落

と
し
穴
が
あ
っ
た
の
で
す
。

自
ら
を
知
っ
て
い
る
よ
う
で

知
ら
な
い
私
で
あ
る
こ
と

を
、
体
を
通
し
て
感
じ
る
出

来
事
で
し
た
。

母
親
の
よ
う
な
仏
さ
ま

　

さ
て
、
親
鸞
聖
人
は
、
自

ら
を
本
当
に
知
る
の
は
、
阿

弥
陀
如
来
と
い
う
仏
さ
ま
の

光
に
照
ら
さ
れ
て
こ
そ
だ
と

い
わ
れ
ま
す
。
そ
の
著
作
に

は
、自
身
の
す
が
た
を
「
罪
」

や
「
悪
」、
あ
る
い
は
「
愚
」

と
の
字
を
用
い
て
表
現
さ
れ

る
こ
と
が
多
く
あ
り
ま
す
。

そ
れ
は
、
ま
さ
に
煩
悩
を
か

か
え
た
自
身
の
あ
り
の
ま
ま

の
す
が
た
で
あ
り
ま
し
ょ

う
。
そ
れ
で
は
、
親
鸞
聖
人

は
、
悲
し
み
嘆
く
べ
き
私
で

あ
る
と
、
た
だ
、
自
ら
を
卑

下
し
続
け
た
人
生
を
送
ら
れ

た
の
で
し
ょ
う
か
。
い
や
、

決
し
て
、
そ
う
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
そ
の
す
が
た
は
、常
に

阿
弥
陀
さ
ま
に
包
ま
れ
た
も

の
で
、そ
の
こ
と
を
喜
ば
れ
た

人
生
で
も
あ
っ
た
の
で
す
。

　

阿
弥
陀
さ
ま
は
、「
釈
迦
・

弥
陀
は
慈
悲
の
父
母
」
と
い

わ
れ
る
よ
う
に
母
親
、
慈
悲

と
い
わ
れ
る
そ
の
は
た
ら
き

は
、
親
の
愛
情
に
譬
え
ら
れ

ま
す
。
仏
教
学
の
講
義
の
中

で
、「
何
も
な
い
島
で
一
人

で
一
生
過
ご
し
て
い
く
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。
も
し
も
一

つ
だ
け
（
あ
る
い
は
一
人
だ

け
）
許
さ
れ
る
と
し
た
ら
何

を
持
っ
て
い
き
ま
す
か
」
と

学
生
に
尋
ね
た
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
回
答
の
中
で
、
意
外

だ
っ
た
の
は
、
持
っ
て
い
く

の
は
「
母
親
」
と
書
い
た
学

生
が
何
人
も
い
た
こ
と
で
し

た
。
お
そ
ら
く
、
何
が
起
こ

る
か
わ
か
ら
な
い
状
況
の
中

で
も
、
自
分
を
失
う
こ
と
な

く
、
安
心
を
与
え
て
く
れ
る

特
別
な
存
在
と
い
う
こ
と
な

の
で
し
ょ
う
。
母
親
と
は
、

か
く
も
大
き
い
も
の
か
と
感

じ
た
も
の
で
す
。

ア
ン
マ
ー

　
「
か
り
ゆ
し
58
」
と
い
う

バ
ン
ド
に
、「
ア
ン
マ
ー
」

と
い
う
曲
が
あ
り
ま
す
。「
ア

ン
マ
ー
」
と
は
、
沖
縄
の
言

葉
で
「
お
母
さ
ん
」
と
い
う

意
味
で
す
。
ボ
ー
カ
ル
で
あ

る
前
川
さ
ん
は
、
地
元
の
仲

間
と
バ
ン
ド
を
結
成
し
、
イ

ン
デ
ィ
ー
ズ
レ
ー
ベ
ル
か
ら

Ｃ
Ｄ
デ
ビ
ュ
ー
を
果
た
し
ま

す
。
し
か
し
、
な
か
な
か
順

調
に
は
い
き
ま
せ
ん
。
次
が

売
れ
な
か
っ
た
ら
契
約
打
ち

切
り
に
な
る
と
い
わ
れ
ま

す
。
そ
し
て
、
最
後
に
な
る

か
も
し
れ
な
い
曲
と
し
て

作
っ
た
の
が
「
ア
ン
マ
ー
」

な
の
で
す
。
歌
詞
に
は
、
彼

が
母
親
に
対
し
て
、
ど
の
よ

う
な
子
ど
も
で
あ
っ
た
か
、

そ
し
て
、
彼
に
対
し
て
、
ど

れ
ほ
ど
愛
情
深
い
母
で
あ
っ

た
か
が
綴
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

彼
は
、
幼
い
頃
か
ら
決
し

て
裕
福
で
は
な
く
、
中
学
、

高
校
と
、
ケ
ン
カ
や
悪
さ
ば

か
り
を
く
り
返
す
生
活
を
お

く
っ
て
い
ま
し
た
。し
か
し
、

ど
ん
な
に
遅
く
帰
っ
て
も
、

い
つ
も
食
卓
の
上
に
は
、
彼

の
分
の
茶
碗
が
並
べ
ら
れ
て

い
た
の
で
す
。

　

学
校
を
出
て
も
、
職
に
つ

か
ず
、
言
い
訳
と
愚
痴
を
こ

ぼ
す
毎
日
で
し
た
。
う
ま
く

い
か
な
い
こ
と
で
、
酒
に
お

ぼ
れ
、
眠
り
に
落
ち
る
夜
明

け
頃
に
，
彼
は
玄
関
か
ら
母

が
仕
事
に
出
て
行
く
音
を
聞

い
て
い
た
の
で
す
。

　

彼
は
母
の
愛
情
に
背
き
続

け
ま
す
。
し
か
し
、
母
は
ど

の
よ
う
な
彼
で
あ
ろ
う
と
、

い
つ
も
い
つ
も
変
わ
ら
ず
、

育
み
続
け
る
の
で
す
。
ど
れ

ほ
ど
そ
の
思
い
を
踏
み
に
じ

ろ
う
と
、
母
が
彼
を
見
捨
て

る
こ
と
は
決
し
て
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
。
そ
し
て
、彼
は
、

常
に
自
分
の
す
べ
て
を
包
み

込
む
よ
う
な
愛
が
あ
っ
た
こ

と
に
気
づ
い
た
こ
と
を
、
母

親
へ
の
感
謝
の
思
い
と
と
も

に
歌
い
あ
げ
て
い
ま
す
。

　

ア
ン
マ
ー
よ　

私
は
ア
ナ

タ
に
言
っ
て
は
い
け
な
い　

決
し
て
口
に
し
て
は
い
け
な

い
言
葉
を　

加
減
も
せ
ず
に

投
げ
つ
け
て
は　

ア
ナ
タ
の

心
を
踏
み
に
じ
っ
た
の
に

　

ア
ン
マ
ー
よ　

ア
ナ
タ
は

そ
れ
で
も
変
わ
る
こ
と
な
く　

私
を
愛
し
て
く
れ
ま
し
た

		

　

木
漏
れ
日
の
よ
う
な
ぬ
く

も
り
で　

深
い
海
の
よ
う
な

優
し
さ
で　

全
部
全
部　

私

の
す
べ
て
を
包
み
込
ん
だ

（
中
略
）

		

　

度
が
過
ぎ
る
ほ
ど
の
頑
固

さ
も　

わ
が
ま
ま
も
卑
怯
な

嘘
も
す
べ
て　

す
べ
て
包
み

込
む
よ
う
な　

愛
が
そ
こ
に

は
あ
り
ま
し
た

　

ア
ナ
タ
の
も
と
に
生
ま
れ

落
ち
た
こ
と
は　

こ
ん
な
に

も
幸
せ
だ
っ
た　

今
頃
よ
う

や
く
気
づ
き
ま
し
た　

こ
ん

な
馬
鹿
な
私
だ
か
ら

と
。
木
漏
れ
日
の
よ
う
な
ぬ

く
も
り
、
深
い
海
の
よ
う
な

優
し
さ
。
ど
ん
な
に
言
う
こ

と
を
聞
か
ず
、
口
汚
く
背
き

続
け
る
私
で
も
、
決
し
て
変

わ
る
こ
と
な
く
、
私
の
全
て

を
包
み
込
む
母
親
で
あ
り
ま

し
た
。
そ
の
こ
と
に
気
づ
か

さ
れ
た
時
、
自
ら
の
愚
か
な

す
が
た
を
知
ら
さ
れ
る
の
で

す
。「
こ
ん
な
馬
鹿
な
私
」

と
は
、
母
の
変
わ
ら
ぬ
愛
情

に
育
ま
れ
、
包
ま
れ
た
私
で

も
あ
り
ま
す
。
母
親
の
愛
情

と
い
う
も
の
は
、
背
き
続
け

る
よ
う
な
私
で
あ
っ
て
も
、

そ
の
よ
う
な
私
に
こ
そ
か

え
っ
て
注
が
れ
る
も
の
で
あ

り
ま
し
ょ
う
。
阿
弥
陀
さ
ま

の
慈
悲
も
同
じ
な
の
で
す
。

自
ら
を
知
ら
さ
れ
る

　

私
に
も
経
験
が
あ
り
ま

す
。
自
分
を
気
に
か
け
る
愛

情
や
思
い
が
鬱
陶
し
く
、
背

を
向
け
思
わ
ず
暴
言
を
吐
い

て
し
ま
う
。
そ
れ
で
も
、
受

け
止
め
、
そ
し
て
、
私
の
思

い
を
包
み
込
ん
で
、
誰
よ
り

も
私
を
願
っ
て
く
れ
て
い

る
。
そ
の
こ
と
を
知
る
時
、

浅
は
か
で
あ
っ
た
恥
ず
べ
き

自
身
の
す
が
た
が
知
ら
さ
れ

ま
す
。

　

親
鸞
聖
人
は
、
そ
の
こ
と

を
「
悪
」
や
「
罪
」、
そ
し

て
「
愚
」
と
い
う
字
を
用
い
、

自
ら
の
す
が
た
と
し
て
表
現

さ
れ
た
の
で
す
。

　

阿
弥
陀
さ
ま
と
は
、
私
の

生
と
死
を
ま
る
ご
と
包
み
込

む
よ
う
な
仏
さ
ま
で
す
。
そ

の
阿
弥
陀
さ
ま
の
慈
悲
の
中

で
過
ご
さ
れ
た
親
鸞
聖
人
の

生
涯
は
、自
ら
へ
の
嘆
き
と
、

ぬ
く
も
り
の
中
に
あ
る
喜
び

と
が
、
同
居
し
て
い
た
こ
と

で
し
ょ
う
。

　

み
な
さ
ん
が
、
親
鸞
聖
人

の
教
え
を
聞
か
れ
る
時
、
ど

う
し
よ
う
も
な
い
人
間
の
私

ば
か
り
が
、
強
く
印
象
に
残

る
こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
し
か
し
、
大
い
な
る

も
の
に
包
ま
れ
て
こ
そ
、

ち
っ
ぽ
け
な
自
ら
が
知
ら
さ

れ
る
の
で
す
。

　

光
に
照
ら
さ
れ
る
か
ら
こ

そ
、
明
ら
か
に
な
る
影
が
あ

る
よ
う
に
。
ぬ
く
も
り
に
包

ま
れ
る
か
ら
こ
そ
、
感
じ
る

凍
え
が
あ
る
よ
う
に
。
私
の

す
が
た
が
知
ら
さ
れ
る
の

は
、
母
親
の
よ
う
な
阿
弥
陀

さ
ま
の
は
た
ら
き
の
中
で
の

こ
と
で
あ
っ
た
の
で
す
。

仏
と
母
と
、
そ
し
て
私

�

仏
教
学
非
常
勤
講
師
　
塚
　
本
　
一
　
真

　

院
生
時
代
だ
っ
た
と

思
う
が
、
加
賀
乙
彦
氏

の
『
宣
告
』
を
読
ん
だ

の
が
き
っ
か
け
で
一
人

の
死
刑
囚
に
興
味
を
持
っ
た
。

エ
リ
ー
ト
証
券
マ
ン
が
東
京

の
新
橋
で
強
盗
殺
人
を
犯
し

京
都
の
哲
学
の
道
付
近
で
逮

捕
さ
れ
た
。
逮
捕
時
に「
お
ー

ミ
ス
テ
イ
ク
」
と
言
っ
た
こ

と
で
も
話
題
に
な
っ
た
。
そ

の
死
刑
囚
は
拘
置
所
に
収
監

さ
れ
て
い
る
間
に
洗
礼
を
受

け
た
。
加
賀
乙
彦
氏
は
当
時
、

拘
置
所
の
医
務
官
で
あ
っ
た
。

そ
の
死
刑
囚
の
手
記
が
、
宇

治
の
教
会
に
残
さ
れ
て
い
る

こ
と
を
知
り
訪
ね
た
こ
と
が

あ
る
。
シ
ス
タ
ー
が
対
応
し

て
く
れ
、
私
に
「
何
か
宗
教

を
お
持
ち
で
す
か
？
」
と
尋

ね
ら
れ
た
の
で
、「
は
い
、
浄

土
真
宗
で
す
」
と
答
え
る
と
、

「
お
若
い
の
に
立
派
で
す
ね
」

と
言
っ
て
く
れ
た
こ
と
が
忘

れ
ら
れ
な
い
。
信
仰
を
持
つ

と
い
う
こ
と
は
他
者
の
信
仰

も
尊
重
す
る
と
い
う
こ
と
を

学
ん
だ
。

　

以
前
、
寺
に
宗
教
の
勧
誘

に
や
っ
て
来
た
輩
が
い
る
。

や
ん
わ
り
と
「
伽
藍
が
見
え

ま
せ
ん
か
？
」
と
言
っ
て
も

聞
く
耳
を
持
た
ず
一
方
的
に

話
し
続
け
た
。
そ
こ
で
話
を

し
ば
ら
く
聞
く
こ
と
に
し
、

こ
と
ご
と
く
論
破
し
て
い
く

と
、「
も
う
一
度
勉
強
し
て
か

ら
来
ま
す
」
と
言
っ
て
す
ご

す
ご
と
引
き
上
げ
、
二
度
と

現
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

自
分
の
信
仰
を
大
切
に
す
る

者
は
相
手
の
信
仰
も
大
切
に

す
る
も
の
で
あ
る
。
本
学
は

念
仏
者
で
あ
っ
た
甲
斐
和
里

子
先
生
ご
夫
妻
が
、
仏
教
精

神
に
基
づ
い
た
学
校
教
育
を

目
指
し
て
造
ら
れ
た
学
校
で

あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰

を
持
つ
こ
と
、
ま
た
他
の
信

仰
を
持
つ
こ
と
も
尊
重
す
る
。

信
仰
を
持
つ
者
で
あ
れ
ば
一

層
、
甲
斐
和
里
子
先
生
の
建

学
の
目
的
、本
学
が
ど
う
い
っ

た
場
で
あ
る
か
を
十
分
理
解

で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

	

（
普
）

澪 標

　

皆
さ
ん
は『
彦
根
り
ん
ご
』

と
い
う
リ
ン
ゴ
を
ご
存
知
だ

ろ
う
か
。
私
と
『
彦
根
り
ん

ご
』
の
出
会
い
は
十
年
以
上

前
の
こ
と
で
あ
る
。
滋
賀
県

の
特
産
物
の
調
査
を
す
る
機

会
を
得
て
行
っ
た
、
彦
根
市

の
調
査
の
調
査
品
目
に
『
彦

根
り
ん
ご
』
が
あ
っ
た
。
彦

根
市
を
調
査
地
に
選
ん
だ
の

は
、
調
査
に
行
く
交
通
の
便

が
良
い
と
い
う
安
易
な
理
由

で
あ
っ
た
。
リ
ン
ゴ
と
い
え

ば
青
森
県
に
代
表
さ
れ
る
果

実
で
あ
る
が
、「
な
ぜ
彦
根

で
り
ん
ご
？
」
と
い
う
疑
問

か
ら
出
発
し
た
調
査
の
結
果

を
報
告
書
に
ま
と
め
る
こ
と

が
で
き
た
の
で
、
一
部
を
紹

介
す
る
。

　

栽
培
リ
ン
ゴ
の
原
産
地
は

中
国
新
疆
ウ
イ
グ
ル
自
治
区

と
さ
れ
て
い
る
。
日
本
の
リ

ン
ゴ
に
は
、
中
国
か
ら
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
を
経
て
ア
メ
リ
カ
に

伝
来
し
た
も
の
が
明
治
期
に

日
本
へ
導
入
さ
れ
た
も
の
と
、

こ
れ
以
前
に
中
国
よ
り
伝
来

し
た
も
の
が
あ
る
。
明
治
期

に
は
前
者
を
セ
イ
ヨ
ウ
リ
ン

ゴ
、
後
者
を
ワ
リ
ン
ゴ
と
呼

ん
で
区
別
し
て
い
た
が
、
現

在
栽
培
さ
れ
て
い
る
リ
ン
ゴ

は
セ
イ
ヨ
ウ
リ
ン
ゴ
の
こ
と

を
指
し
、『
彦
根
り
ん
ご
』は

ワ
リ
ン
ゴ
の
系
統
に
属
す
る
。

『
彦
根
り
ん
ご
』の
形
状
に
つ

い
て
は
、
故
岡
島
正
夫
画
伯

が
写
生
さ
れ
た
「
彦
根
り
ん

ご
の
図
」
と
い
う
水
彩
画
が

残
さ
れ
て
お
り
、
セ
イ
ヨ
ウ

リ
ン
ゴ
に
比
較
す
る
と
小
さ

く
扁
平
で
あ
り
、
熟
す
と
黄

緑
色
の
果
実
の
表
面
に
鮮
赤

色
の
部
分
が
出
現
す
る
と
い

う
。

　

ワ
リ
ン
ゴ
の
伝
来
時
期
は

不
明
で
あ
り
、
茶
と
同
様
に

薬
と
し
て
伝
来
し
た
と
考
え

ら
れ
る
。
室
町
期
に
は
社
寺

な
ど
に
庭
木
と
し
て
植
え
ら

れ
、
宮
廷
へ
の
献
上
品
に
も

な
っ
て
い
た
よ
う
だ
。
江
戸

期
の
農
業
書
な
ど
に
は
各
地

で
救
荒
作
物
と
し
て
、
ま
た

花
が
美
し
い
の
で
庭
木
と
し

て
栽
培
さ
れ
て
い
た
が
、
産

業
と
し
て
発
展
し
な
か
っ
た

よ
う
で
あ
る
。
農
業
書
に
彦

根
で
の
栽
培
記
録
は
見
当
た

ら
な
か
っ
た
が
、
井
伊
家
史

料
、
彦
根
市
史
な
ど
に
記
録

が
残
っ
て
い
た
。
彦
根
市
史

に
は『
彦
根
林
檎
』と
し
て
紹

介
さ
れ
、
江
戸
期
か
ら
明
治

期
に
か
け
て
栽
培
さ
れ
て
い

た
。
残
念
な
が
ら
彦
根
で
の

リ
ン
ゴ
栽
培
の
経
緯
は
明
ら

か
に
で
き
な
か
っ
た
が
、
藩

士
が
庭
に
植
え
て
城
主
や
将

軍
へ
の
献
上
品
や
盆
の
供
物

に
す
る
だ
け
で
な
く
、
投
資

の
対
象
に
も
な
っ
て
い
た
ら

し
い
。
た
だ
し
投
資
が
成
功

し
た
か
ど
う
か
は
不
明
と

あ
っ
た
。『
彦
根
り
ん
ご
』の

栽
培
は
、
彦
根
市
内
で
昭
和

初
期
頃
ま
で
続
い
て
い
た
が
、

彦
根
の
み
で
消
費
で
き
る
量

で
あ
っ
た
。
セ
イ
ヨ
ウ
リ
ン

ゴ
の
進
出
な
ど
に
よ
り
幻
の

り
ん
ご
と
な
っ
た
が
、
地
域

活
性
化
の
た
め
に
、
有
志
が

『
平
成
の
彦
根
り
ん
ご
』と
し

て
復
活
さ
せ
て
い
る
。

　

こ
の
調
査
を
通
じ
て
、『
彦

根
り
ん
ご
』
復
活
の
活
動
に

関
わ
る
方
か
ら
直
接
話
を
聞

く
こ
と
が
で
き
、
多
く
の
文

献
と
巡
り
合
っ
て
知
識
を
得

る
こ
と
が
で
き
た
が
、
同
時

に
調
査
の
難
し
さ
も
実
感
し

た
。

�

（
河
野　

篤
子
）

食
物
栄
養
学
科
か
ら
の
便
り

④
『
彦
根
り
ん
ご
』
の
こ
と

平成30年10月 月例礼拝日程表
日 曜日 講時 対象学生 担　当 講　師

9 火
1 福祉1 西 今村優花

3 造形3 森田 田中美紗

10 水
1 心音1 森田 田中　純

2 福祉3 黒田 高階　優

11 木
1 現社3C・3D 森田・東光 今村優花

4 現社3A・3B 那須・藤井 武内沙耶

12 金

1 食物1 塚本 高階　優

2 教育1 三浦 高階　優

3 児童3 秋本 大江祥子

15 月

1 現社1A・1B 中西・野村 塩見春香

2 史学1A・1B 野村・上野 塩見春香

3 国文1A・1B 普賢・黒田 平林美波

4 児童1 黒田 平林美波

16 火
1 教育3 森田 中村玲子

4 英文3A・3B 黒田・清基 田中美紗

17 水 1 法学1 藤井 小田島爽夏

19 金

1 英文1A・1B 秋本・三浦 大江祥子

2 心音3 塚本 田中　純

4 現社1C・1D 那須・安田 武内沙耶

22 月

1 造形1 井上 原　優奈

2 食物3 普賢 原　優奈

4 史学3A・3B 竹本・東光 加地奏絵

24 水
1 法学3 普賢 加地奏絵

3 国文3A・3B 森田・普賢 小田島爽夏
◇歌唱指導を実施



平成30年（2018年）9月18日㈫	 ふ ん だ り け	 （2）
京
女
大
生
は
す
ご
い
！

　

私
は
今
年
で
本
学
を
定
年

に
な
り
ま
す
。
思
え
ば
長
ら

く
皆
さ
ん
の
先
輩
た
ち
を
見

て
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、
今

も
皆
さ
ん
を
︙
。
そ
の
結
論

は
、
自
信
を
も
っ
て
「
す
ご

い
！
」と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

　

ま
ず
は
、（
よ
く
世
間
で

評
さ
れ
る
よ
う
に
）「
ま
じ

め
に
学
ぶ
」
こ
と
。
こ
れ
は

否
定
し
よ
う
が
あ
り
ま
せ

ん
。
実
に
多
く
の
授
業
を
登

録
し
、
実
に
せ
っ
せ
と
出
席

し
、
実
に
い
い
成
績
を
取
る

︙
。
こ
れ
は「
学
生
の
基
本
」

と
し
て
大
い
に
賞
賛
す
べ
き

と
こ
ろ
で
す
。

　

で
も
そ
れ
だ
け
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。本
学
の
学
生
は（
そ

の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
ず
れ
て
い

る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
）「
活

発
に
動
く
」
の
で
す
！	

学

内
で
、
学
外
で
、
は
た
ま
た

地
元
で
︙
。
そ
の
中
心
は
、

や
は
り
（
公
認
・
非
公
認
を

含
め
た
）「
サ
ー
ク
ル
活
動
」

で
し
ょ
う
。
な
ん
と
、（
₂

₀
₁
₇
年
度
の
デ
ー
タ
で

は
）
大
学
に
認
知
さ
れ
て
い

る
だ
け
で
も
75
団
体
、
₂
、

₀
₉
₈
人
（
在
学
生
総
数
の

1
／
3
強
）
も
の
加
入
者
が

い
る
の
で
す
！　

こ
う
し
た

団
体
数
、
加
入
者
率
は
女
子

大
学
の
中
で
は
ピ
カ
イ
チ
で

す
。

　

こ
こ
で
は
、
こ
の
よ
う
な

「
サ
ー
ク
ル
活
動
」
の
意
義

に
つ
い
て
、
私
自
身
の
経
験

を
交
え
て
、
少
し
考
え
て
み

ま
し
ょ
う
。

ク
ラ
ブ
活
動
の
果
実

　

皆
さ
ん
の
多
く
は
、
中
高

時
代
に
何
ら
か
の
「
ク
ラ
ブ

活
動
」
経
験
が
お
あ
り
で

し
ょ
う
？　

私
も
（
見
か
け

と
は
異
な
り
）
ず
っ
と
「
体

育
会
系
」
だ
っ
た
ん
で
す

よ
！　

そ
の
主
た
る
動
機
は

「
背
を
伸
ば
し
た
い
！
」
と

い
う
も
の
で
し
た
が
、
こ
れ

は
見
事
、
未
達
成
に
終
わ
り

ま
し
た
︙
。（
笑
）
そ
れ
で

も
私
が
ク
ラ
ブ
を
続
け
ら
れ

た
の
は
、「
そ
の
競
技
の
技

術
が
向
上
す
る
」「
全
て
を

忘
れ
て
打
ち
込
め
る
」「
仲

間
と
の
一
体
感
が
得
ら
れ

る
」「
先
輩
、
同
期
、
後
輩

と
い
う
人
間
関
係
が
心
地
よ

い
」
︙
と
い
っ
た
数
々
の
メ

リ
ッ
ト
が
あ
っ
た
か
ら
で

す
。
そ
れ
は
「
正
課
」（
授

業
や
行
事
）
で
は
得
ら
れ
な

い
「
学
校
の
楽
し
さ
」
に
繋

が
っ
て
い
ま
し
た
。
い
わ
ば

「
ク
ラ
ブ
が
あ
る
か
ら
授
業

も
我
慢
で
き
る
」（
笑
）
っ

て
な
と
こ
ろ
だ
っ
た
の
で

し
ょ
う
か
。
私
の
専
門
で
あ

る
「
教
育
社
会
学
」
の
視
点

か
ら
す
れ
ば
、「
ク
ラ
ブ
活

動
は
、
中
高
教
育
の
潜
在
的

維
持
機
能
を
有
す
る
」
と
い

う
こ
と
に
な
り
ま
し
ょ
う
か

︙
。

大
学
と
サ
ー
ク
ル

　

で
も
、「
大
学
へ
入
っ
て

行
う
サ
ー
ク
ル（
ク
ラ
ブ
）っ

て
、
何
の
意
味
が
あ
る
の
？

大
学
自
体
が
極
め
て
自
由
な

と
こ
ろ
な
の
に
︙
」
と
訝
し

く
思
う
方
々
も
お
ら
れ
る
で

し
ょ
う
ね
。
で
は
、先
の「
中

高
モ
デ
ル
」を
応
用
す
る
と
、

「
本
学
の
授
業
だ
け
で
は
必

ず
し
も
大
学
の
楽
し
さ
を
得

ら
れ
な
い
か
ら
、
そ
の
補
完

活
動
と
し
て
サ
ー
ク
ル
を

や
っ
て
い
る
」
の
で
し
ょ
う

か
？　

こ
れ
は
一
度
き
ち
ん

と
調
べ
て
み
な
い
と
正
確
な

こ
と
は
分
か
り
ま
せ
ん
が
、

私
の
長
い
「
京
女
生
活
」
か

ら
察
す
る
に
、
決
し
て
そ
う

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
む
し
ろ

「
授
業
を
楽
し
み
な
が
ら
頑

張
っ
て
い
る
」
学
生
に
限
っ

て
「
サ
ー
ク
ル
に
も
力
を
入

れ
て
い
る
」よ
う
な
の
で
す
。

こ
れ
は
い
っ
た
い
、
ど
う
い

う
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
か
。

　

最
近
の
研
究
に
拠
れ
ば
、

「
個
人
が
趣
味
を
媒
介
に
し

て
、
特
定
の
組
織
も
し
く
は

グ
ル
ー
プ
に
加
入
す
る
こ
と

で
、
そ
こ
で
交
友
関
係
を
広

げ
た
り
、
社
会
関
係
を
活
発

化
さ
せ
た
り
す
る『
趣
味
縁
』

を
通
じ
て
、
若
者
が
社
会
と

接
点
を
も
つ
こ
と
、
他
者
と

の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が

強
ま
る
（
深
ま
る
）
こ
と
が

論
じ
ら
れ
て
い
る
。」（
浜
島　

幸
二
、
₂
₀
₁
₈
）

真
の
コ
ミ
ュニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
！

　

つ
ま
り
、（
中
高
の
ク
ラ

ブ
活
動
と
は
少
し
異
な
り
）

「
大
学
で
の
サ
ー
ク
ル
活
動
」

は
「
向
社
会
的
」
な
の
で
す
。

決
し
て
「
授
業
の
補
完
」
に

終
わ
る
こ
と
は
な
く
、「
大

学
か
ら
社
会
へ
」
と
い
っ
た

「
橋
渡
し
機
能
」
を
有
し
て

い
る
と
い
え
ま
し
ょ
う
。
と

こ
ろ
が
、
こ
こ
で
私
に
は
少

し
気
懸
り
な
こ
と
が
あ
り
ま

す
。そ
れ
は「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
」
の
「
質
」
に
関
し

て
で
す
。
ま
た
ま
た
私
の
専

門
を
持
ち
出
し
て
恐
縮
な
が

ら
、「
人
間
ど
う
し
の
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
は
、

広
く
て
深
い
「
相
互
作
用
」

（interaction

）
で
あ
る

と
こ
ろ
に
、
そ
の
特
徴
が
あ

り
ま
す
。
そ
れ
が
「
人
と
人

の
関
わ
り
」を
強
め
て
い
く
。

こ
こ
で
の
「
相
互
作
用
」
と

は
「
相
手
の
思
い
を
受
け
止

め
な
が
ら
、
あ
る
い
は
時
に

ぶ
つ
か
り
な
が
ら
、
自
分
の

思
い
を
伝
え
て
い
く
」
こ
と

に
他
な
り
ま
せ
ん
。
私
自
身

は
、
大
学
時
代
に
「
マ
ス
コ

ミ
研
究
会
」
と
い
う
サ
ー
ク

ル
活
動
を
し
て
い
ま
し
た

が
、
こ
れ
は
ま
さ
し
く
「
相

互
作
用
の
連
続
」
で
し
た
。

も
っ
と
も
、
そ
の
先
に
は
必

ず「
飲
み
会
」が
あ
っ
た
の
で

す
が
︙
。（
笑
）
そ
れ
は
と

も
か
く
、
こ
の
頃
の
若
い
人

た
ち
に
は
「
思
い
を
伝
え
な

い
優
し
さ
」
や
「
敢
え
て
責

め
な
い
気
遣
い
」
が
過
剰
に

感
じ
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
で
は

「
距
離
感
を
維
持
す
る
」
だ

け
に
終
わ
っ
て
「
自
他
を
近

付
け
る
」
こ
と
に
は
な
ら
な

い
よ
う
に
危
惧
す
る
の
は
、

私
が
歳
を
取
っ
て
し
ま
っ
た

こ
と
の
証
し
か
も
︙
。

　
「
大
学
で
の
サ
ー
ク
ル
活

動
」
に
は
「
関
心
を
共
に
す

る
」
と
い
う
こ
と
か
ら
く
る

「
基
本
的
信
頼
感
」（basic	

reliability

）
が
既
存
し
て

い
る
は
ず
で
す
。
そ
れ
を
も

と
に
、「
大
い
に
語
り
、伝
え
、

ぶ
つ
か
り
合
っ
て
、
大
き
く

育
っ
て
ほ
し
い
！
」
と
、
定

年
を
前
に
し
て
（「
若
さ
」

へ
の
少
々
の
ジ
ェ
ラ
シ
ー
も

交
え
な
が
ら
）
心
か
ら
願
っ

て
い
ま
す
。

本
師
道
綽
禅
師
は

聖
道
万
行
さ
し
お
き
て

唯
有
浄
土
一
門
を

通
入
す
べ
き
み
ち
と
と
く

 

（「
高
僧
和
讃
」
道
綽
禅
師
第
一
首
）

法のことば

　

七
高
僧
の
四
人
目
は
、
中
国
の
道
綽
禅
師
（
五
六
二
～
六
四
五
）
で
す
。

北
斉
の
国
に
生
ま
れ
、
十
四
歳
で
出
家
さ
れ
ま
し
た
が
、
十
七
歳
の
時
、
祖

国
は
隣
国
の
北
周
に
滅
ぼ
さ
れ
ま
す
。
北
周
の
宣
武
帝
は
、
徹
底
的
な
仏
教

弾
圧
を
行
っ
た
為
、
仏
教
界
は
壊
滅
状
態
と
な
り
ま
す
。
や
が
て
、
そ
の
北

周
も
隋
に
滅
ぼ
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
の
隋
も
唐
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
ま
す
。
国

の
興
廃
が
繰
り
返
さ
れ
、
仏
教
弾
圧
に
よ
っ
て
社
会
的
不
安
が
広
が
っ
た
こ

と
か
ら
、「
末
法
思
想
」
が
高
揚
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

　

道
綽
禅
師
は
、
末
法
の
時
代
に
は
、
釈
尊
の
影
響
力
が
薄
れ
、
教
え
を
実

践
す
る
人
間
の
能
力
が
衰
え
て
い
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
ま
す
。
そ
の
よ
う
な

時
代
と
人
間
に
お
い
て
は
、
こ
の
世
で
煩
悩
を
断
ち
き
っ
て
悟
り
に
至
る
と

い
う
聖
道
門
の
教
え
を
実
践
す
る
こ
と
は
極
め
て
困
難
で
す
。
曇
鸞
大
師
の

教
え
に
出
あ
っ
た
道
綽
禅
師
は
、
自
分
に
残
さ
れ
た
の
は
、
阿
弥
陀
仏
の
本

願
力
に
よ
っ
て
浄
土
往
生
を
遂
げ
て
悟
り
に
至
る
道
し
か
な
い
と
気
づ
か
れ
、

た
だ
「
浄
土
一
門
」
の
み
が
、
悟
り
に
「
通
入
す
べ
き
み
ち
」
で
あ
る
と
説

か
れ
た
の
で
す
。	

（
森
田　

眞
円
）

お知らせ
✿ 仏教文化公開講座（ご案内） ✿

日　　時　平成30年10月27日（土）13：00～14：45
場　　所　本学礼拝堂（Ａ校舎 5階）
講師・講題　「龍樹菩薩に学ぶ─空性論の展開から浄土教の導きへ─」
　　　　　国際仏教文化協会理事長、元京都女子大学教授
 佐々木　惠精 氏

✿ 本願寺書院拝観（後期）✿
日　　時　平成30年10月17日（水）15：15～17：00
集合場所　京都女子大学「錦華殿」前14：45
募集人数　30名（先着順）

✿ 秋の見学会（バスツアー）✿
日　　時　平成30年11月1日（木）
　　　　　 8：45出発～17：30帰着予定
　　　　　（集合 8：30　大学Ｊ校舎 1階フロア）
行　　先　谷性寺（光秀寺）・亀岡城跡・トロッコ（嵐山・嵯

峨野方面）散策（京都府）
参加費用　1,000円（昼食代込み）
　　　　　※拝観料等は大学が補助します! !
募集人数　44名（先着）
※学生行事週間のため授業はありません。

◆  本願寺書院拝観（後期）及び秋の見学会（バスツアー）の申込
期間は平成30年 9月25日（火）～10月12日（金）です。Ｌ校舎の
証明書発行機にて申し込みの後、申込書を宗教教育センター
（同 3階）まで持参してください。

大
学
生
と
サ
ー
ク
ル
活
動

�

発
達
教
育
学
部
教
授
　
森
　
　
　
繁
　
男

『
君
た
ち
は
ど
う
生
き
る
か
』

吉
野
源
三
郎
著　

岩
波
文
庫　
　

一
九
八
二
年

シ
リ
ー
ズ

　
智
慧
の
蔵
⑱

　

い
つ
の
頃
か
ら
、
こ
ん
な

に
も
薄
汚
れ
た
こ
こ
ろ
を
持

つ
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う

か
。
こ
の
世
に
生
ま
れ
出
た

時
、
わ
た
し
は
ま
だ
白
紙
に

近
い
こ
こ
ろ
で
あ
っ
た
の
だ
と

思
う
。
そ
し
て
、
周
囲
か
ら

の
影
響
や
様
々
な
経
験
に
色

付
け
ら
れ
て
、
今
の
わ
た
し

と
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。
ど
こ

で
ど
う
間
違
っ
て
今
の
よ
う

に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
。
知

識
や
技
術
を
身
に
付
け
口
ば

か
り
達
者
に
な
っ
た
と
こ
ろ

で
、
は
た
し
て
ど
れ
程
の
者

だ
と
い
う
の
か
。
主
人
公
コ

ペ
ル
君
と
叔
父
さ
ん
の
純
粋

さ
に
あ
て
ら
れ
、
自
ら
の
姿

を
見
つ
め
直
さ
せ
ら
れ
る
。

　

沢
山
の
印
象
に
残
る
エ
ピ

ソ
ー
ド
の
中
で
も
、
特
に
胸

に
響
い
た
物
語
を
紹
介
し
た

い
。
コ
ペ
ル
君
の
友
人
が
上

級
生
達
に
因
縁
を
付
け
ら
れ

殴
ら
れ
た
時
、
身
を
挺
し
て

庇
っ
た
二
人
の
友
人
を
尻
目

に
、
コ
ペ
ル
君
は
一
人
傍
観
者

と
し
て
友
人
を
助
け
に
飛
び

出
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

そ
れ
で
「
い
ざ
と
な
る
と
、

自
分
が
あ
ん
な
に
臆
病
な
、

あ
ん
な
に
卑
怯
な
人
間
に
な

ろ
う
と
は
、
今
度
の
こ
と
が

あ
る
ま
で
、
夢
に
も
思
わ
な

か
っ
た
」
と
打
ち
の
め
さ
れ

る
。
叔
父
さ
ん
の
「
一
番
深

く
僕
た
ち
の
心
に
突
き
入
り
、

僕
た
ち
の
目
か
ら
一
番
つ
ら
い

涙
を
し
ぼ
り
出
す
も
の
は
、

│
自
分
が
取
り
か
え
し
の
つ

か
な
い
過
ち
を
犯
し
て
し

ま
っ
た
と
い
う
意
識
だ
」
と

の
コ
ペ
ル
君
を
慰
め
る
言
葉

に
は
、
大
き
く
頷
か
さ
れ
る
。

こ
の
胸
の
苦
し
み
か
ら
解
き

放
た
れ
る
き
っ
か
け
は
、
嘘

い
つ
わ
り
の
な
い
謝
罪
と
想

い
を
友
人
へ
告
白
し
た
手
紙

に
よ
り
も
た
ら
さ
れ
る
。
そ

し
て
コ
ペ
ル
君
は
自
ら
の
生

き
る
一
つ
の
軸
と
し
て
、
自
分

の
こ
こ
ろ
に
従
い
、
誠
実
さ

に
身
を
ゆ
だ
ね
て
行
動
す
る

こ
と
を
誓
う
の
で
あ
る
。

　

過
去
を
振
り
返
っ
て
み
る

と
、
確
か
に
後
悔
と
い
う
自

縄
自
縛
は
と
て
も
苦
し
く
、

し
か
も
抜
け
出
す
こ
と
が
難

し
い
。
し
か
し
そ
れ
は
同
時

に
、
自
分
に
向
き
合
う
と
い

う
事
で
も
あ
る
。
こ
の
エ
ピ

ソ
ー
ド
は
、
後
悔
す
る
こ
と

が
お
と
ず
れ
た
時
に
こ
そ
、

わ
た
し
た
ち
の
生
き
方
が
問

わ
れ
、
素
直
さ
と
誠
実
さ
を

取
り
戻
す
大
切
な
機
会
で
あ

る
と
教
え
て
く
れ
る
。

　

書
名
の
「
君
た
ち
は
ど
う

生
き
る
か
」
と
の
問
い
は
、

年
齢
に
関
係
な
く
案
外
と
答

え
る
こ
と
が
難
し
い
。
大
学

生
の
皆
さ
ん
に
も
、
学
生
生

活
の
中
で
ぜ
ひ
と
も
じ
っ
く

り
向
き
合
っ
て
頂
き
た
い
問

い
で
あ
る
。
気
持
ち
を
揺
さ

ぶ
ら
れ
る
沢
山
の
経
験
を
通

し
て
見
え
て
き
た
生
き
方
は
、

丁
寧
に
向
き
合
い
言
葉
化
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
必
ず
わ

た
し
た
ち
の
人
生
の
大
き
な

宝
物
に
な
り
う
る
。

（
竹
本　

了
悟
）




