
（1）	 ふ ん だ り け	 平成31年（2019年）4月 3日㈬

第372号（平成31年 4 月 3 日㈬発行）
発　行　所

京 都 女 子 大 学  宗 教 部
京都市東山区今熊野北日吉町35

電話 075（531）7074

生
ま
れ
た
こ
と
は　

あ
り
が
た
く

生
き
る
こ
と
も　

あ
り
が
た
い

法み
ち

聞
く
こ
と
も　

あ
り
が
た
く

仏
陀
の
出
世
も　

あ
り
が
た
い

�
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新
入
生
の
皆
さ
ん
、
入
学

お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

目
標
に
し
て
い
た
京
都
女
子

大
学
に
入
学
で
き
て
ワ
ク
ワ

ク
し
て
い
る
こ
と
で
し
ょ

う
。
ワ
ク
ワ
ク
な
ん
か
し
て

い
な
い
？　

目
標
と
し
て
い

た
大
学
へ
の
入
学
が
果
た
さ

れ
ず
重
い
気
持
ち
で
四
月
を

迎
え
た
？　

そ
う
い
う
人
も

い
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
い
ず

れ
に
し
て
も
、
縁
あ
っ
て
京

都
女
子
大
学
に
入
学
し
た
の

で
す
か
ら
、
少
し
時
間
は
か

か
っ
て
も
こ
れ
か
ら
の
四
年

間
を
充
実
し
た
時
間
に
し
て

下
さ
い
。

　

東
井
義
雄
先
生
は
次
の
よ

う
な
詩
を
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

友
を
選
ぶ
な
ら

失
敗
し
な
い
人
よ
り
も

失
敗
を
た
い
せ
つ
に
す

る
友
を
選
ぼ
う

そ
し
て　

自
分
も

そ
う
い
う
自
分
に
な
ろ
う
。

と
い
っ
た
詩
で
す
。

あ
る
卒
業
生

　

卒
業
生
の
論
文
試
問
の
時

の
話
で
す
。
そ
の
卒
業
生
は

提
出
期
日
ま
で
に
卒
業
論
文

と
し
て
十
分
な
内
容
の
論
文

が
書
け
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ

の
た
め
書
き
直
し
に
な
り
ま

し
た
。
後
日
、再
試
問
で
す
。

最
初
の
試
問
で
は
内
容
が
十

分
で
な
い
こ
と
が
、
自
分
で

も
分
か
っ
て
い
た
せ
い
か
、

虚
勢
を
張
っ
て
い
る
よ
う
に

見
え
ま
し
た
。
自
分
の
弱
み

を
見
せ
ま
い
と
し
て
い
た
の

で
し
ょ
う
。
そ
ん
な
態
度
を

見
て
、
私
も
不
快
に
思
い
ま

し
た
。
私
は
こ
の
学
生
は
論

文
を
書
き
直
し
て
も
合
格
で

き
な
い
か
も
知
れ
な
い
と
思

い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
再
試

問
し
て
び
っ
く
り
で
す
。

パ
ー
フ
ェ
ク
ト
な
内
容
で
は

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
指

摘
さ
れ
た
と
こ
ろ
を
し
っ
か

り
と
書
き
直
し
、
二
人
の
先

生
の
試
問
に
も
自
分
な
り
の

返
答
を
き
ち
ん
と
し
ま
し

た
。
そ
の
様
子
を
見
て
試
問

中
、
私
は
感
動
し
て
し
ま
い

ま
し
た
。
最
初
の
試
問
の
際

は
自
分
の
不
勉
強
を
指
摘
さ

れ
る
の
が
嫌
で
構
え
て
い
た

の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

　

失
敗
は
つ
き
も
の
で
す
。

失
敗
を
ど
う
乗
り
越
え
る
か

で
す
。
恐
ら
く
失
敗
を
経
験

し
た
こ
と
が
な
い
人
な
ど
な

い
は
ず
で
す
。

入
学
式

　

仏
前
で
の
入
学
式
は
如
何

で
し
た
か
。
本
学
の
教
育
理

念
は
、
親
鸞
聖
人
が
大
切
に

さ
れ
た
阿
弥
陀
仏
の
教
え
に

基
づ
い
た
教
育
で
す
。
入
学

式
が
仏
式
な
の
は
そ
の
た
め

で
す
。
本
学
の
教
育
理
念
が

親
鸞
聖
人
が
大
切
に
さ
れ
た

阿
弥
陀
仏
の
教
え
に
あ
る
と

知
っ
て
、
入
学
式
に
臨
ん
だ

新
入
生
で
も
驚
い
た
こ
と
で

し
ょ
う
。
ま
し
て
や
本
学
の

教
育
理
念
を
知
ら
ず
に
入
学

し
た
人
は
な
お
さ
ら
の
こ
と

だ
っ
た
で
し
ょ
う
。
中
に
は

不
安
に
な
っ
た
人
も
い
る
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
洗

脳
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
は
な

い
か
。
宗
教
は
こ
れ
だ
か
ら

怖
い
。
怖
い
大
学
に
入
学
し

て
し
ま
っ
た
と
不
安
を
覚
え

た
り
、
後
悔
し
て
い
る
人
も

い
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
し
か

も
必
須
科
目
と
し
て
、
仏
教

学
が
一
回
生
の
時
と
三
回
生

の
時
に
あ
る
、
と
聞
く
と
な

お
さ
ら
で
し
ょ
う
。
で
も
思

い
出
し
て
下
さ
い
。
祝
辞
の

中
に
「
宗
教
に
対
す
る
正
し

い
理
解
と
正
し
い
批
判
力
を

培
っ
て
欲
し
い
」
と
い
っ
た

言
葉
が
あ
っ
た
と
思
い
ま

す
。
皆
さ
ん
が
考
え
て
い
る

宗
教
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の

で
し
ょ
う
か
？　

そ
の
知
識

は
ど
の
よ
う
に
し
て
手
に
入

れ
た
も
の
で
し
ょ
う
か
？　

も
う
一
度
じ
っ
く
り
考
え
て

み
る
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま

す
。
そ
の
た
め
に
仏
教
学
が

八
単
位
も
あ
る
の
で
す
。
上

に
引
い
た
詩
の
作
者
は
浄
土

真
宗
で
は
妙
好
人
と
呼
ば
れ

る
熱
心
な
念
仏
者
で
す
。
洗

脳
し
よ
う
と
い
う
よ
う
な
内

容
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で

し
ょ
う
。

白
内
障
手
術

　

私
は
春
休
み
に
白
内
障
の

手
術
を
受
け
ま
し
た
。
二
月

に
左
目
、
三
月
に
は
右
目
の

手
術
を
受
け
ま
し
た
。
医
学

の
進
歩
の
お
陰
で
今
で
は
日

帰
り
手
術
で
す
。
し
か
も
手

術
時
間
は
十
分
程
度
。
考
え

て
い
た
よ
り
も
遙
か
に
簡
単

な
手
術
で
し
た
。
執
刀
医
を

は
じ
め
医
師
や
看
護
師
の
皆

さ
ん
の
お
か
げ
で
順
調
に
回

復
し
ま
し
た
。
た
だ
誤
算

だ
っ
た
の
は
、
順
調
に
い
っ

た
と
は
い
え
、
薬
の
副
作
用

や
こ
れ
ま
で
掛
け
て
い
た
眼

鏡
の
度
数
が
合
わ
な
く
な

り
、
し
ば
ら
く
我
慢
を
強
い

ら
れ
た
こ
と
で
す
。

　

眼
帯
を
取
っ
て
見
え
て
き

た
世
界
は
、
こ
れ
ま
で
と

違
っ
て
と
て
も
明
る
く
見
え

ま
し
た
。
こ
れ
に
は
驚
き
ま

し
た
。
目
の
中
に
あ
る
レ
ン

ズ
が
白
濁
し
て
い
た
の
で

し
ょ
う
。
も
し
カ
ラ
ー
レ
ン

ズ
の
よ
う
な
色
が
つ
い
て
い

た
ら
、
こ
の
世
界
は
カ
ラ
ー

レ
ン
ズ
の
色
に
見
え
て
い
た

こ
と
で
し
ょ
う
。

も
の
さ
し
の
話

　

平
成
元
年
十
二
月
十
六
日

に
、
四
一
歳
で
往
生
さ
れ
た

平
野
恵
子
さ
ん
に
は
、
三
人

の
子
ど
も
さ
ん
が
い
ま
し

た
。
素
行
君
、
素
浄
君
、
由

紀
乃
ち
ゃ
ん
の
三
人
で
す
。

由
紀
乃
ち
ゃ
ん
は
心
身
に
重

度
の
障
害
を
抱
え
て
い
ま
し

た
。
平
野
さ
ん
が
書
き
残
さ

れ
た
『
子
ど
も
た
ち
よ
、
あ

り
が
と
う
』
の
中
に
は
、
次

の
よ
う
な
こ
と
が
記
さ
れ
て

い
ま
す
。
若
い
頃
の
平
野
さ

ん
は
自
分
の
子
ど
も
に
対
し

て
も
「
自
分
勝
手
な
偏
見
と

色
め
が
ね
で
曇
っ
た
お
母
さ

ん
の
価
値
観
（
も
の
さ
し
）

で
は
、
ど
ん
な
に
頑
張
っ
て

計
ろ
う
と
努
力
し
て
も
、（
中

略
）
由
紀
乃
ち
ゃ
ん
に
至
っ

て
は
、
人
間
と
し
て
生
き
る

価
値
な
ど
一
つ
も
認
め
ら
れ

な
い
存
在
で
し
か
な
か
っ

た
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。
と

こ
ろ
が
素
行
君
の
「
お
母
さ

ん
、
由
紀
乃
ち
ゃ
ん
は
綺
麗

だ
ね
。
お
家
の
み
ん
な
の
宝

物
だ
も
ん
ね
」
と
い
う
言
葉

に
よ
っ
て
、
自
分
の
も
の
さ

し
（
価
値
観
）
を
通
し
て
し

か
人
間
を
見
て
い
な
い
こ
と

に
気
づ
か
さ
れ
た
の
で
す
。

私
た
ち
は
皆
そ
れ
ぞ
れ
の
価

値
観
を
持
っ
て
い
ま
す
。
し

か
し
、
そ
の
価
値
観
は
絶
対

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
に

も
拘
わ
ら
ず
、
私
た
ち
は
自

分
の
価
値
観
に
つ
い
て
考
え

る
こ
と
も
な
く
、
自
分
の
価

値
観
を
絶
対
化
し
他
人
ば
か

り
で
な
く
、
自
分
自
身
を
も

傷
つ
け
て
い
ま
す
。

あ
り
の
ま
ま
の
私

　

親
鸞
聖
人
が
問
題
に
し
た

の
は
、
そ
の
よ
う
な
自
分
自

身
で
す
。
阿
弥
陀
仏
の
教
え

を
通
し
て
「
あ
り
の
ま
ま
」

の
自
分
を
明
ら
か
に
さ
れ
た

の
で
す
。「
あ
り
の
ま
ま
」

の
自
分
の
姿
が
明
ら
か
に
な

れ
ば
、悲
し
く
も
な
り
ま
す
。

自
分
の
価
値
観
に
基
づ
い

て
、
自
分
自
身
だ
け
で
な
く

他
人
を
も
ラ
ン
ク
付
け
傷
つ

け
た
り
す
る
悲
し
い
姿
で

す
。し
か
し
、「
あ
り
の
ま
ま
」

の
自
分
が
明
ら
か
に
な
っ
た

時
、
そ
こ
に
は
あ
り
の
ま
ま

の
自
分
に
気
づ
け
た
安
堵
感

も
あ
る
の
で
す
。

　

意
気
消
沈
し
て
入
学
し
て

き
た
新
入
生
も
、
自
分
の
も

の
さ
し
（
価
値
観
）
が
自
分

を
苦
し
め
て
い
る
こ
と
に
気

づ
く
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
の

価
値
観
を
も
っ
て
他
人
を
も

計
っ
て
い
る
の
で
す
。

　

親
鸞
聖
人
が
大
切
に
さ
れ

た
仏
教
の
教
え
は
、
私
た
ち

の
あ
り
の
ま
ま
の
姿
を
明
ら

か
に
し
て
生
き
る
力
を
与
え

て
く
れ
る
も
の
な
の
で
す
。

　

い
よ
い
よ
新
学
年
の

ス
タ
ー
ト
で
あ
る
。
私

が
よ
く
受
け
る
質
問
の

一
つ
が
、
建
学
の
精
神

を
易
し
く
説
明
し
て
下
さ
い

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の

質
問
を
受
け
る
度
に
私
は「
阿

弥
陀
仏
の
教
え
を
通
し
て
自

分
の
あ
り
の
ま
ま
の
姿
を
知

る
こ
と
」
だ
と
答
え
て
い
る
。

　

私
が
本
学
に
赴
任
し
て
き

て
ま
も
な
く
の
頃
、
あ
る
先

生
か
ら
同
じ
質
問
を
受
け
た

こ
と
が
あ
る
。
そ
の
時
も
同

様
に
答
え
た
。
そ
の
先
生
は

家
政
学
部
の
先
生
だ
っ
た
と

思
う
が
、
日
頃
か
ら
仏
教
に

は
親
し
ん
で
お
ら
れ
た
よ
う

で
あ
る
。飲
み
込
み
も
早
か
っ

た
こ
と
を
覚
え
て
い
る
。

　

い
じ
め
や
差
別
、
ハ
ラ
ス

メ
ン
ト
な
ど
は
別
に
し
て
、

多
く
は
貪
欲
や
嫉
妬
心
な
ど

が
自
分
を
苦
し
め
て
い
る
。

そ
う
で
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず

原
因
を
自
分
の
外
に
求
め
よ

う
と
す
る
。
た
と
え
き
っ
か

け
は
自
分
の
外
に
あ
っ
て
も

原
因
は
自
分
の
中
に
あ
る
こ

と
が
多
い
。
あ
れ
が
欲
し
い
、

こ
れ
が
欲
し
い
と
い
う
欲
望

が
叶
わ
ず
苦
し
む
こ
と
も
多

い
。
入
学
試
験
然
り
、
就
職

試
験
然
り
で
あ
る
。
嫉
妬
心

に
も
苦
し
む
。
仏
教
の
言
葉

で
は
な
い
が
、「
隣
の
家
に
蔵

が
建
て
ば
腹
が
立
つ
」
と
い

う
言
葉
も
あ
る
。

　

親
鸞
聖
人
は
「
和
讃
」
の

中
で
「
無
明
煩
悩
し
げ
く
し

て　

塵
数
の
ご
と
く
遍
満
す
」

と
示
し
て
い
る
。「
私
た
ち
が

か
か
え
て
い
る
煩
悩
は
た
く

さ
ん
あ
っ
て
、
そ
の
数
は
塵

の
数
ほ
ど
も
あ
る
」
と
い
う
。

空
中
に
浮
遊
す
る
塵
の
数
は

と
て
も
数
え
き
れ
る
も
の
で

は
な
い
。
そ
の
数
と
同
じ
く

ら
い
の
煩
悩
を
私
た
ち
は
抱

え
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

阿
弥
陀
仏
の
教
え
を
通
し
て

煩
悩
を
抱
え
た
あ
り
の
ま
ま

の
姿
を
知
る
こ
と
が
人
生
の

荒
波
を
乗
り
越
え
て
い
く
道

で
あ
り
、
教
育
の
原
点
で
も

あ
る
。	

（
普
）

澪 標

　

児
童
学
科
の
学
生
さ
ん
は
、

多
く
が
保
育
所
や
幼
稚
園
な

ど
で
実
習
を
行
い
ま
す
。
実

習
を
終
え
て
、
一
回
り
成
長

し
た
学
生
さ
ん
と
話
を
し
て

い
る
と
、
時
々
「
子
ど
も
た

ち
に
平
等
に
接
す
る
こ
と
が

難
し
か
っ
た
」
と
い
う
こ
と

が
話
題
に
な
り
ま
す
。

　
「
平
等
に
接
す
る
」
と
は
、

ど
う
す
る
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

考
え
て
み
る
と
、
な
か
な
か

難
し
い
問
題
で
す
。
一
人
ひ

と
り
の
子
ど
も
さ
ん
と
、
接

し
た
時
間
が
等
し
け
れ
ば
よ

い
の
で
し
ょ
う
か
。
言
葉
を

交
わ
し
た
回
数
が
等
し
け
れ

ば
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。

　
『
涅ね

槃は
ん
経ぎ
よ
う

』
と
い
う
仏
典

に
、
次
の
よ
う
な
有
名
な
譬た
と

え
が
出
て
き
ま
す
。

　

た
と
へ
ば
一
人
に
し
て

七
子
あ
ら
ん
。
こ
の
七
子

の
な
か
に
一
子
病や
ま
い

に
遇あ

へ

ば
、
父
母
の
心
平
等
な
ら

ざ
る
に
あ
ら
ざ
れ
ど
も
、

し
か
る
に
病
子
に
お
い
て

心
す
な
は
ち
ひ
と
へ
に
重

き
が
ご
と
し
。

　

七
人
の
子
ど
も
の
い
る
親

が
い
た
と
し
て
、
子
ど
も
の

一
人
が
病
気
に
な
れ
ば
、
親

の
心
は
、
そ
の
子
ど
も
に
向

き
ま
す
。
け
れ
ど
も
そ
れ
は
、

親
が
七
人
の
子
ど
も
を
平
等

に
大
切
に
し
て
い
る
と
い
う

こ
と
と
矛
盾
し
な
い
、
と
説

か
れ
て
い
ま
す
。
仏
さ
ま
は

そ
の
よ
う
な
や
さ
し
さ
で
、

私
た
ち
と
と
も
に
い
て
く
だ

さ
る
の
だ
と
示
す
内
容
で
す
。

　

こ
の
譬
え
を
手
が
か
り
に

考
ま
す
と
、
平
等
に
接
す
る

こ
と
は
、
相
手
に
つ
い
て
深

い
理
解
が
な
い
と
達
成
不
可

能
だ
と
言
え
な
い
で
し
ょ
う

か
。
病
気
の
一
人
の
看
病
に

力
を
尽
く
す
親
は
、
他
の
六

人
の
子
ど
も
を
忘
れ
て
い
る

わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し

か
し
今
、
そ
の
一
人
の
子
が

何
を
置
い
て
も
助
け
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
を
見
抜
い

た
か
ら
こ
そ
、
そ
の
一
人
の

看
病
に
心
を
砕
く
の
で
す
。

　
「
平
等
に
接
す
る
」
と
は
、

時
間
や
何
か
の
回
数
と
い
う
、

大
人
の
側
の
安
易
な
基
準
で

考
え
る
こ
と
と
は
思
え
ま
せ

ん
。
時
に
は
静
か
に
見
守
る

こ
と
が
必
要
な
子
ど
も
も
い

る
の
で
す
。

　

一
人
ひ
と
り
の
子
ど
も
に

何
が
必
要
か
を
深
く
理
解
し
、

そ
の
上
で
的
確
に
接
し
て
い

く
こ
と
、
こ
れ
が
子
ど
も
た

ち
に「
平
等
に
接
す
る
」と
い

う
こ
と
の
一
つ
の
要
件
で
あ

ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　

あ
る
保
育
士
さ
ん
が
こ
ん

な
こ
と
を
お
話
し
く
だ
さ
い

ま
し
た
。「
毎
日
が
子
ど
も

た
ち
の〈
嫌
だ
〉と
の
戦
い
で

す
」。「
け
れ
ど
も
私
は
、
子

ど
も
た
ち
の〈
嫌
だ
〉が
と
て

も
尊
い
と
思
う
の
で
す
」。

　

言
う
こ
と
を
聞
い
て
く
れ

な
い
子
ど
も
よ
り
、
聞
い
て

く
れ
る
子
ど
も
が
可
愛
く
思

え
る
こ
と
も
あ
る
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。
け
れ
ど
も

今
、
そ
う
し
た
大
人
の
都
合

で
子
ど
も
を
見
て
は
お
ら
れ

ま
せ
ん
。
子
ど
も
と
と
も
に

歩
み
、
自
己
主
張
が
で
き
る

よ
う
に
な
っ
た
子
ど
も
の
姿

を
、
大
き
な
成
長
と
喜
び
尊

ば
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
に
仏

さ
ま
の
や
さ
し
さ
と
重
な
る

平
等
の
心
を
感
じ
る
の
で
す
。

�（
児
童
学
科
・
黒
田　

義
道
）

子
ど
も
た
ち
と
と
も
に

①
平
等
の
や
さ
し
さ

あ
り
の
ま
ま
の
私

�

宗
教
部
長
　
普
　
賢
　
保
　
之

平成31年 4 月 月例礼拝日程表
日 曜日 講時 対象学生 担　当 講師他

15 月

1 現社1A・1B 中西・野村 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

16 火
1 心理1 森田 ビデオ
3 造形3 森田 黒田　義道
4 英文3A 黒田 三浦　真証

17 水
1 養音1 森田 ビデオ
2 福祉3 黒田 普賢　保之
3 国文3A 森田 清基　秀紀

18 木 1 現社3C 森田 井上　博文
4 　現社3A　 赤井 西　義人

19 金

1 食物1A・1B 塚本・井上 ビデオ
2 教育1 三浦 ビデオ
3 児童3 秋本 赤井　智顕
4 現社1C 那須 ビデオ

22 月

1 造形1A・1B 井上・上野 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 塚本　一真

23 火 1 教育3 西 井上　博文
4 英文3B 清基 森田　眞円

24 水 1 法学1A・1B 藤井・秋本 ビデオ
3 国文3B 普賢 安田　章紀

25 木 1 現社3D 普賢 藤井　隆道
4 現社3B 藤井 上野　隆平

26 金
1 英文1A・1B 秋本・三浦 ビデオ
2 心音3 塚本 那須　公昭
4 現社1D 安田 ビデオ

平成31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 火
1 心理1 森田 上野　隆平
3 造形3 森田 告井　幸男
4 英文3A 黒田 椋本　久雄

8 水 1 法学3 清基 野村　淳爾

9 木 1 現社3C 森田 桜沢　隆哉
4 現社3A 赤井 山中　延之

10 金 1 食物1A・1B 塚本・井上 藤井　隆道
2 教育1 三浦 秋本　勝

◇1回生…京女百年史ビデオ
※食物3、史学3B、法学3の月例礼拝は5、6、7月に行います。
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朝
焼
け
小
焼
け
だ

大
漁
だ

大お
お

羽ば

鰮い
わ
し

の

大
漁
だ
。

浜
は
ま
つ
り
の

や
う
だ
け
ど

海
の
な
か
で
は

何
万
の

鰮い
わ
し

の
と
む
ら
ひ

す
る
だ
ら
う
。

　

詩
人
金
子
み
す
ゞ
に
よ
る

「
大
漁
」
と
い
う
詩
で
す
。

金
子
み
す
ゞ
は
、「
み
ん
な

ち
が
っ
て
み
ん
な
い
い
」

（「
わ
た
し
と
小
鳥
と
す
ず

と
」）
や
「
昼
の
お
星
は
目

に
見
え
ぬ
。
見
え
ぬ
け
れ
ど

も
あ
る
ん
だ
よ
、
見
え
ぬ
も

の
で
も
あ
る
ん
だ
よ
」（「
星

と
た
ん
ぽ
ぽ
」）
と
い
っ
た

作
品
で
も
有
名
で
す
の
で
、

ご
存
知
の
方
も
多
い
で
し
ょ

う
。
冒
頭
の
詩
で
は
、
朝
日

が
輝
き
始
め
る
浜
辺
で
大
漁

を
賑
や
か
に
祝
う
人
た
ち

と
、
犠
牲
に
な
っ
た
家
族
や

仲
間
の
霊
を
青
く
深
い
海
の

中
で
静
か
に
弔
う
鰯
た
ち
と

が
対
比
さ
れ
て
い
ま
す
。
以

下
で
は
、
こ
の
短
い
詩
を
参

考
に
し
な
が
ら
、
私
の
専
門

で
あ
る
労
働
法
に
つ
い
て
考

え
た
い
と
思
い
ま
す
。

労
働
法
の
存
在
意
義

　

労
働
者
は
様
々
な
理
由
か

ら
交
渉
力
で
使
用
者
に
劣
る

た
め
、
自
由
な
交
渉
の
ま
ま

で
は
不
利
な
労
働
契
約
し
か

締
結
で
き
ま
せ
ん
。
た
と
え

ば
、
労
働
法
が
ま
だ
存
在
し

な
か
っ
た
時
代
の
紡
績
工
場

で
は
、
工
場
の
稼
働
効
率
を

最
大
化
す
る
た
め
に
「
1
日

14
時
間
労
働
、
休
憩
・
休
日

な
し
」
と
い
う
超
長
時
間
労

働
が
横
行
し
、
過
労
か
ら
死

者
が
続
出
す
る
と
い
う
惨
状

で
し
た
（
細
井
和
喜
蔵
『
女

工
哀
史
』（
岩
波
書
店
、
₁

₉
₅
₄
年
）
128
頁
以
下
）。

労
働
法
は
こ
う
し
た
不
公
正

を
防
止
す
る
た
め
の
法
分
野

で
す
。
た
と
え
ば
、
現
在
の

労
働
基
準
法
は
1
日
8
時

間
、
1
週
間
40
時
間
を
超
え

る
労
働
を
原
則
禁
止
し
、
労

働
者
へ
の
毎
週
1
日
以
上
の

休
日
の
付
与
を
使
用
者
に
義

務
づ
け
て
い
ま
す
。
こ
う
し

て
、
と
も
す
れ
ば
経
済
的
な

利
益
の
追
求
が
最
優
先
と
な

り
が
ち
な
企
業
経
営
に
歯
止

め
を
か
け
、
労
働
者
の
生
存

や
尊
厳
を
確
保
す
る
こ
と
に

こ
そ
、
労
働
法
の
真
価
が
あ

る
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

私
た
ち
の
暮
ら
し
と
労
働
法

　

し
か
し
、
近
年
の
労
働
を

め
ぐ
る
法
政
策
や
雇
用
の
状

況
を
見
る
と
、
こ
う
し
た
労

働
法
の
視
点
が
置
き
去
り
に

さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か

と
思
わ
れ
る
場
面
に
出
く
わ

し
ま
す
。

　

た
と
え
ば
、
昨
年
12
月
に

改
正
さ
れ
た
出
入
国
管
理
及

び
難
民
認
定
法
は
、
外
国
人

の
新
し
い
在
留
資
格
と
し
て

「
特
定
技
能
」
を
創
設
し
ま

し
た
。
法
案
資
料
に
よ
れ
ば

改
正
の
理
由
は
「
人
材
を
確

保
す
る
こ
と
が
困
難
な
状
況

に
あ
る
産
業
上
の
分
野
に
属

す
る
技
能
を
有
す
る
外
国
人

の
受
入
れ
を
図
る
」
こ
と
に

あ
り
、
₂
₀
₂
₀
年
の
東
京

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン

ピ
ッ
ク
開
催
に
伴
っ
て
労
働

力
不
足
に
陥
る
建
設
業
が
こ

の
「
産
業
」
の
1
つ
で
す
。

し
か
し
、
法
案
提
出
か
ら
わ

ず
か
1
个
月
あ
ま
り
で
成
立

し
た
こ
の
法
律
は
、
問
題
の

多
い
外
国
人
技
能
実
習
制
度

（
上
述
の
『
女
工
哀
史
』
と

何
ら
変
わ
ら
な
い
劣
悪
な
就

労
実
態
が
多
数
報
告
さ
れ
て

い
ま
す
）
で
の
就
労
を
促
進

す
る
構
造
と
な
っ
て
い
ま

す
。
同
制
度
の
問
題
を
十
分

に
解
決
し
な
い
ま
ま
行
わ
れ

た
今
回
の
改
正
に
は
、
オ
リ

ン
ピ
ッ
ク
等
の
成
功
を
外
国

人
労
働
者
の
保
護
に
優
先
さ

せ
た
拙
速
な
改
正
で
あ
る
と

い
う
批
判
が
強
い
と
こ
ろ
で

す
。

　

ま
た
、
働
き
方
改
革
の
一

環
と
し
て
昨
年
6
月
に
労
働

基
準
法
が
改
正
さ
れ
た
こ
と

で
、
今
年
の
4
月
1
日
か
ら

月
45
時
間
・
年
360
時
間
を
超

え
る
時
間
外
労
働
は
原
則
違

法
と
な
り
ま
し
た
。
も
っ
と

も
、
運
輸
業
等
に
つ
い
て
は

₂
₀
₂
₄
年
3
月
31
日
ま
で

こ
の
規
制
の
適
用
が
猶
予
さ

れ
、
そ
れ
以
降
も
基
準
を
緩

和
し
た
か
た
ち
で
の
適
用
が

予
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か

し
、
平
成
30
年
版
過
労
死
等

防
止
対
策
白
書
に
よ
れ
ば
、

運
輸
業
で「
過
労
死
ラ
イ
ン
」

を
超
え
て
働
く
労
働
者
の
割

合
は
全
業
種
中
ト
ッ
プ
の

17・
7
％
で
、
長
時
間
労
働

が
特
に
深
刻
で
す
。「
コ
ン

ビ
ニ
で
弁
当
を
買
っ
た
り
、

ス
ー
パ
ー
で
野
菜
を
買
っ
た

り
す
る
私
た
ち
の
経
済
活
動

は
、
︙
︙
長
時
間
労
働
や
過

労
死
と
い
っ
た
他
者
の
犠
牲

の
う
え
に
成
り
立
っ
て
い

る
」（
首
藤
若
菜
『
物
流
危

機
は
終
わ
ら
な
い
│
暮
ら

し
を
支
え
る
労
働
の
ゆ
く

え
』（
岩
波
書
店
、
₂
₀
₁

₈
年
）
225
頁
）
の
で
あ
り
、

今
回
の
改
正
は
そ
れ
を
部
分

的
に
で
は
あ
れ
容
認
す
る
も

の
と
も
い
え
る
の
で
す
。

　

職
場
で
の
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト

も
深
刻
で
す
。
労
働
局
等
に

寄
せ
ら
れ
る
年
間
約
25
万
件

の
相
談
の
う
ち
「
い
じ
め
・

嫌
が
ら
せ
」
に
関
す
る
も
の

は
23
・
6
％
で
、
2
位
以
下

を
大
き
く
引
き
離
し
て
1
位

と
な
っ
て
い
ま
す
（
厚
生
労

働
省
「
平
成
29
年
度
個
別
労

働
紛
争
解
決
制
度
の
施
行
状

況
」）。
そ
の
背
景
と
し
て
企

業
間
競
争
の
激
化
や
成
果
主

義
、
非
正
規
労
働
者
の
増
加

等
が
指
摘
さ
れ
ま
す
が
、
根

底
に
は
企
業
の
利
益
や
上
司

の
成
果
を
労
働
者
の
尊
厳
に

優
先
さ
せ
る
発
想
が
あ
る
で

し
ょ
う
。
厚
生
労
働
省
に
設

置
さ
れ
た「
職
場
の
い
じ
め
・

嫌
が
ら
せ
問
題
に
関
す
る
円

卓
会
議
ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ

ル
ー
プ
」
の
報
告
書
は
、
そ

の
末
尾
で
こ
う
し
た
発
想
の

問
題
性
を
厳
し
く
糾
弾
し
て

い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、「
全

て
の
社
員
が
家
に
帰
れ
ば
自

慢
の
娘
で
あ
り
、
息
子
で
あ

り
、
尊
敬
さ
れ
る
べ
き
お
父

さ
ん
で
あ
り
、お
母
さ
ん
だ
。

そ
ん
な
人
た
ち
を
職
場
の
ハ

ラ
ス
メ
ン
ト
な
ん
か
で
う
つ

に
至
ら
し
め
た
り
苦
し
め
た

り
し
て
い
い
わ
け
が
な
い
だ

ろ
う
」
と
。

経
済
的
利
益
と
個
人
の
尊
厳

　

以
上
、
経
済
的
利
益
が
労

働
者
の
生
存
や
尊
厳
に
優
先

さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
事

例
を
見
て
き
ま
し
た
。
も
ち

ろ
ん
、
経
済
的
利
益
の
追
求

そ
れ
自
体
は
悪
い
こ
と
で
は

な
く
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
社
会

が
存
続
し
人
々
が
幸
福
に
暮

ら
し
て
い
く
た
め
に
不
可
欠

と
さ
え
い
え
ま
す
。し
か
し
、

他
者
を
対
等
な
人
格
と
し
て

尊
重
せ
ず
、
個
人
の
尊
厳
を

否
定
す
る
と
こ
ろ
に
健
全
で

豊
か
な
社
会
が
存
在
し
え
な

い
こ
と
も
ま
た
明
ら
か
で

し
ょ
う
。

　

自
分
が
日
常
生
活
で
快
適

さ
や
便
利
さ
、
楽
し
さ
を
享

受
し
て
い
る
背
景
に
、
そ
れ

ら
を
支
え
る
労
働
者
や
そ
の

家
族
の
累
々
た
る
犠
牲
が
厳

然
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
に

無
自
覚
で
は
な
い
か
。
大
漁

と
い
う
成
果
に
目
を
奪
わ
れ

る
あ
ま
り
、
何
万
も
の
鰯
が

そ
の
犠
牲
と
な
り
、
浜
か
ら

は
見
え
な
い
海
の
中
で
そ
の

犠
牲
を
嘆
き
悲
し
む
多
く
の

家
族
や
友
人
が
い
る
こ
と
を

忘
れ
て
は
い
な
い
か
。
折
に

触
れ
て
考
え
て
み
て
く
だ
さ

い
。
そ
し
て
、
こ
の
問
題
を

考
え
る
き
っ
か
け
と
し
て
、

労
働
法
の
講
義
を
受
講
し
て

い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す

（
最
後
に
宣
伝
で
し
た
）。

生
ま
れ
た
こ
と
は　

あ
り
が
た
く

生
き
る
こ
と
も　

あ
り
が
た
い

法み
ち

聞
く
こ
と
も　

あ
り
が
た
く

仏
陀
の
出
世
も　

あ
り
が
た
い

�（『
ダ
ン
マ
パ
ダ
』
一
八
二
、「
京
女
聖
典
」

�

一
〇
八
頁
）

法のことば

　

最
古
層
の
経
典
と
さ
れ
る
『
ダ
ン
マ
パ
ダ
』
の
一
詩
節
で
す
。
上
に
示
し

た
京
女
聖
典
の
訳
文
で
は
︐「
あ
り
が
た
い
」
と
い
う
言
葉
が
繰
り
返
さ
れ
て

い
ま
す
。
み
な
さ
ん
は
、
何
が
そ
ん
な
に
あ
り
が
た
い
の
だ
ろ
う
と
訝
し
く

思
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
「
あ
り
が
と
う
」
と
い
う
日
本
語
は
、
感
謝
の
意
を
表
明
す
る
言
葉
で
す
が
、

そ
の
原
意
は
「
有
難
い
」、
す
な
わ
ち
「
あ
る
こ
と
が
難
し
い
」
と
い
う
こ
と

で
す
。
パ
ー
リ
語
の
原
文
で
も
、
こ
こ
で
用
い
ら
れ
たkiccha

と
い
う
語
の

意
味
は
、「
得
る
こ
と
が
難
し
い
」
と
い
う
も
の
で
す
。

　

人
と
し
て
生
ま
れ
、
育
て
ら
れ
て
、
そ
し
て
大
学
に
入
学
し
て
友
人
と
出

会
い
、
共
に
学
ぶ
こ
と
、
こ
れ
は
「
当
た
り
前
」
の
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

多
く
の
人
た
ち
、
物
事
に
支
え
ら
れ
て
き
て
、
い
ま
の
自
分
が
あ
る
の
だ
と

い
う
こ
と
を
思
い
起
こ
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。	

（
藤
井　

隆
道
）

祭
り
と
弔
い

�

法
学
部
准
教
授
　
植
　
村
　
　
　
新

✿ 　　　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31年 ₄ 月 ₅ 日（金）
　　　　　11：00～11：40
　　　　　《10：40集合厳守》
　場　所　西本願寺	御影堂
＊聖典、お念珠をもってきてください。
＊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 ₈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31年 ₄ 月 ₈ 日（月）
　　　　　 ₉：00～16：30
　場　所　Ａ校舎正面玄関前、図書
　　　　　館「交流の床」₁階ホール
　　　　　前・ ₂階カフェ前

12：25から図書館「交流の床」
₂階カフェ前にて雅楽部によ
るお祝いの演奏を行います。

お知らせ『「
思
い
や
り
」と
い
う
暴
力
』

中
島
義
道
著　

Ｐ
Ｈ
Ｐ
文
庫�　

二
〇
一
六
年
二
月

シ
リ
ー
ズ

　
智
慧
の
蔵
㉒

　

本
書
は
、『〈
対
話
〉
の
な
い

社
会
│
思
い
や
り
と
優
し
さ

が
圧
殺
す
る
も
の
』
を
加
筆
・

訂
正
し
て
改
題
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
。
言
葉
の
使
い
方
が
難
し

い
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
著
者
自

身
の
実
体
験
や
有
名
な
文
学

作
品
な
ど
の
実
例
を
通
し
て

語
っ
て
い
る
の
で
、
支
障
な
く

理
解
で
き
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。

全
体
と
し
て
、
普
段
何
気
な

く
考
え
て
い
る
も
の
、
ま
た
た

と
え
よ
う
の
な
い
モ
ヤ
モ
ヤ
と

し
た
気
持
ち
を
抱
く
も
の
に

鋭
く
切
り
込
ん
で
い
る
。
た
と

え
ば
世
間
的
に
無
批
判
に
い
い

と
さ
れ
る
こ
と
、
不
特
定
多
数

に
向
け
ら
れ
て
発
信
さ
れ
て
い

る
、
い
わ
ゆ
る
「
い
い
こ
と
」

が
書
か
れ
て
い
る
広
告
・
宣
伝

や
、
何
気
な
く
聞
く
と
と
て
も

魅
力
的
に
思
え
て
し
ま
う
甘
い

言
葉
を
問
題
に
す
る
。
い
さ
さ

か
過
剰
に
反
応
し
て
穿
ち
す

ぎ
な
と
こ
ろ
も
あ
る
よ
う
に
思

え
る
が
、
本
書
で
指
摘
さ
れ
る

内
容
は
非
常
に
示
唆
に
富
ん

で
い
る
。

　

特
に
タ
イ
ト
ル
に
も
あ
る

「
思
い
や
り
」
に
つ
い
て
考
察

さ
れ
た
四
章
、五
章
を
読
む
と
、

自
分
の
見
識
の
狭
さ
を
思
い
知

る
。「
思
い
や
り
」
と
聞
い
て

多
く
の
人
は
良
い
言
葉
と
無

批
判
に
思
う
だ
ろ
う
。し
か
し
、

著
者
は
、「
思
い
や
り
」
が
自

分
本
位
、
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
変
形

と
指
摘
す
る
。
た
と
え
ば
、
他

人
の
痛
み
を
理
解
し
よ
う
と

す
る
思
い
や
り
は
「〈
自
己
の

痛
み
の
拡
大
形
態
と
し
て
他

人
の
痛
み
を
わ
か
る
〉
と
い
う

図
式
に
な
り
や
す
い
」と
い
う
。

多
く
の
場
合
、「
思
い
や
り
」

は
そ
う
い
う
自
分
発
信
の
も
の

で
あ
る
。
他
人
は
自
分
の
延
長

線
上
に
い
る
わ
け
で
は
な
く
、

自
分
と
は
異
質
な
存
在
で
あ

る
。
そ
の
た
め
、
自
分
に
と
っ

て
の
「
思
い
や
り
」
が
他
人
に

と
っ
て
は
、「
い
や
が
ら
せ
」

に
思
え
る
こ
と
だ
っ
て
あ
る
。

こ
の
こ
と
を
「
思
い
や
り
の
暴

力
」
と
著
者
は
い
う
。
こ
の
指

摘
を
聞
く
と
、
な
に
か
背
筋
に

氷
を
あ
て
ら
れ
た
よ
う
に
ひ
や

り
と
す
る
。
私
自
身
も
他
人

に
対
し
て
思
い
や
り
を
も
っ
て

接
し
て
い
る
と
き
、
自
分
本
位

の
心
が
ど
こ
か
に
あ
る
か
も
し

れ
な
い
と
心
臓
の
鼓
動
が
激
し

く
な
っ
た
。
そ
う
な
る
と
、
著

者
は
本
来
な
ら
目
を
背
け
た

く
な
る
よ
う
な
人
間
の
醜
い
部

分
に
あ
え
て
焦
点
を
あ
て
て

論
じ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ

の
厳
し
い
指
摘
は
、
一
見
物
事

を
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
に
捉
え
て
す
べ

て
を
突
き
放
し
た
よ
う
に
感

じ
ら
れ
る
が
、
人
間
の
本
質
に

目
を
向
け
た
も
の
と
い
え
る
で

あ
ろ
う
。「
思
い
や
り
」が
纏
っ

て
い
る
「
い
い
こ
と
」
と
い
う

レ
ッ
テ
ル
を
解
体
し
、
そ
の
本

質
を
認
識
す
べ
き
こ
と
が
大

切
な
の
で
あ
る
。

　

本
書
は
、
胸
を
打
つ
よ
う
な

良
い
言
葉
や
美
談
を
紹
介
す

る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、

日
々
の
生
活
の
様
々
な
こ
と
に

つ
い
て
一
歩
踏
み
と
ど
ま
っ
て

よ
り
深
く
考
え
る
こ
と
が
で
き

る
一
冊
だ
ろ
う
。

　

実
は
浄
土
真
宗
の
開
祖
で

あ
る
親
鸞
聖
人
は
人
間
の
本

質
を
深
く
見
つ
め
た
人
物
で
あ

り
、
人
間
の
本
質
に
自
己
中

心
性
を
見
て
い
る
。
ど
う
や
ら

本
書
の
主
張
と
親
鸞
聖
人
の

人
間
観
に
は
共
通
す
る
も
の
が

あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。

（
野
村　

淳
爾
）




