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す
べ
て
悪
し
き
こ
と
を
な
さ
ず
、

善
い
こ
と
を
行
い
、

自
己
の
心
を
浄
め
る
こ
と
、

─
こ
れ
が
諸
の
仏
の
教
え
で
あ
る
。
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「
私
」
に
つ
い
て
学
ぶ

　

五
つ
の
学
部
と
十
を
超
え

る
学
科
を
擁
す
る
京
都
女
子

大
学
で
は
、
人
間
と
そ
の
文

化
、
社
会
に
つ
い
て
、
あ
る

い
は
自
然
に
つ
い
て
学
び
、

ま
た
様
々
な
ス
キ
ル
を
修
得

す
る
た
め
の
多
領
域
に
わ
た

る
教
育
が
行
わ
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
修
得
し
た
知
識
や
技

術
は
、
社
会
で
活
躍
し
て
い

く
う
え
で
役
立
つ
こ
と
だ
ろ

う
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
の
知

識
・
技
術
の
内
容
は
、
日
々

の
生
活
や
社
会
的
活
動
の
な

か
で
、「
私
」
が
向
き
合
っ

て
い
く
事
柄
で
あ
る
。
こ
れ

ら
の
事
柄
に
向
き
合
う「
私
」

自
身
に
つ
い
て
は
ど
う
だ
ろ

う
か
。
こ
の
「
私
」
に
つ
い

て
学
ぶ
こ
と
が
、
仏
教
学
の

担
う
大
切
な
意
義
の
ひ
と
つ

で
あ
る
。

　

仏
教
学
の
授
業
で
、
自
分

を
見
つ
め
る
こ
と
が
大
事
だ

と
折
に
触
れ
て
聞
い
て
い
る

と
思
う
が
、
そ
の
こ
と
が
ど

う
も
ピ
ン
と
こ
な
い
学
生
も

多
い
よ
う
で
あ
る
。
自
分
の

こ
と
は
自
分
が
一
番
よ
く

知
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
そ

れ
を
知
る
た
め
に
他
者
の
言

葉
に
耳
を
傾
け
る
こ
と
な
ど

必
要
な
い
と
い
う
意
見
も
、

も
っ
と
も
で
あ
る
よ
う
に
聞

こ
え
る
。
し
か
し
私
た
ち
は

本
当
に
自
分
の
こ
と
を
よ
く

知
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

そ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
仏
教

以
外
の
観
点
も
交
え
つ
つ
考

え
て
み
た
い
。

外
に
向
い
た
眼

　

ま
ず
は
単
純
に
視
覚
を
例

に
と
っ
て
、
自
分
の
姿
を
眼

で
見
る
と
い
う
状
況
を
考
え

て
み
よ
う
。
み
な
さ
ん
は

き
っ
と
普
段
、
い
た
る
所
で

鏡
に
写
る
自
分
の
姿
を

チ
ェ
ッ
ク
し
て
い
る
だ
ろ

う
。
最
近
で
は
、
ス
マ
ー
ト

フ
ォ
ン
の
カ
メ
ラ
機
能
を
用

い
て
、
事
あ
る
ご
と
に
「
自

撮
り
」
し
て
い
る
人
た
ち
も

い
る
。

　

し
か
し
、
鏡
や
写
真
の
な

か
で
構
え
て
い
る
姿
は
、
本

当
の
私
な
の
だ
ろ
う
か
。
ま

ず
、
そ
こ
に
見
え
て
い
る
の

は
、
私
の
映
像
に
す
ぎ
な
い

の
で
あ
っ
て
、
私
そ
の
も
の

の
姿
で
は
な
い
。
私
た
ち
の

眼
は
い
つ
も
外
に
向
い
て
い

て
、
他
人
の
姿
を
目
の
当
た

り
に
す
る
の
と
同
じ
よ
う

に
、
自
分
の
姿
を
全
体
と
し

て
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
と

い
う
の
は
示
唆
的
な
事
実
で

あ
る
。そ
し
て
ま
た
、ス
マ
ー

ト
フ
ォ
ン
の
写
真
加
工
ア
プ

リ
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、

私
た
ち
は
、
自
分
の
あ
り
の

ま
ま
の
姿
で
は
な
く
、
自
分

の
見
た
い
姿
を
見
よ
う
と
す

る
。

　

自
分
自
身
を
見
る
こ
と
の

困
難
に
つ
い
て
は
、
古
代
イ

ン
ド
の
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
と

い
う
テ
キ
ス
ト
に
お
い
て

も
、
次
の
よ
う
に
説
か
れ
て

い
る
。「
ア
ー
ト
マ
ン（
自
己
）

と
は
何
か
」
と
の
問
い
か
け

に
対
し
て
、
あ
る
賢
人
は
答

え
る

―
「
私
」
は
世
界
を

見
る
主
体
で
あ
り
、
見
ら
れ

る
対
象
で
は
な
い
。
だ
か
ら

そ
れ
を
見
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
同
じ
よ
う
に
、「
私
」

に
つ
い
て
聞
く
こ
と
も
、
思

考
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。

つ
ま
り
「
私
」
は
、
見
た
り

聞
い
た
り
思
考
す
る
と
い
う

営
み
の
こ
ち
ら
側
に
い
る
の

で
あ
っ
て
、
そ
の
営
み
の
向

こ
う
側
に
い
る
の
で
は
な

い
。

　

ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
の
賢
人

は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
も
知

り
え
な
い
こ
の
よ
う
な
自
己

は
、
い
か
な
る
限
定
も
持
た

な
い
無
限
の
実
在
な
の
だ
と

主
張
す
る
。
有
名
な
「
梵
我

一
如
」
の
教
説
で
あ
る
。
無

我
説
を
標
榜
す
る
仏
教
が
、

こ
う
し
た
「
無
限
の
自
己
」

を
認
め
る
こ
と
は
な
い
が
、

ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
か
ら
、
自

己
の
本
当
の
あ
り
方
を
問
う

と
い
う
探
求
テ
ー
マ
を
受
け

継
い
だ
の
で
あ
る
。

自
己
に
関
す
る
幻
想

　

自
己
を
知
る
こ
と
の
困
難

に
つ
い
て
、
さ
ら
に
別
の
角

度
か
ら
考
え
て
み
た
い
。
私

た
ち
は
、
自
分
自
身
に
つ
い

て
誤
解
す
る
、
そ
の
よ
う
な

仕
組
み
が
心
に
備
わ
っ
て
い

る
と
い
う
知
見
が
、
人
間
心

理
を
研
究
す
る
諸
領
域
に
お

い
て
得
ら
れ
て
い
る
。
た
と

え
ば
「
自
己
奉
仕
的
バ
イ
ア

ス
」
と
は
、
成
功
し
た
場
合

は
、
そ
れ
が
自
分
の
能
力
な

ど
内
的
な
要
因
に
よ
る
も
の

で
あ
り
、失
敗
し
た
場
合
は
、

外
的
な
要
因
に
よ
る
も
の
だ

と
思
い
込
む
よ
う
な
心
の
傾

向
の
こ
と
で
あ
る
。つ
ま
り
、

成
功
は
自
分
の
お
か
げ
で
あ

り
、
失
敗
は
自
分
以
外
の
他

の
事
柄
の
せ
い
だ
と
人
は
考

え
が
ち
だ
と
い
う
。

　

こ
れ
は
一
例
で
あ
る
が
、

心
理
学
の
い
く
つ
か
の
知
見

が
示
す
の
は
、
私
た
ち
が
、

自
分
の
こ
と
を
様
々
な
点
で

高
く
評
価
し
た
り
、
あ
る
い

は
自
分
の
行
い
を
正
し
い
も

の
で
あ
る
と
思
い
込
み
、
正

当
化
し
よ
う
と
す
る
性
向
を

持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
研
究
結

果
は
、
仏
教
の
「
煩
悩
」
に

つ
い
て
の
見
方
と
よ
く
符
合

す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

こ
う
し
た
心
の
仕
組
み
や

傾
向
は
、
生
物
と
し
て
の
ヒ

ト
が
、
進
化
の
過
程
で
獲
得

し
、
環
境
に
適
応
し
生
き
延

び
る
う
え
で
役
立
っ
て
き
た

の
か
も
し
れ
な
い
し
、
あ
る

い
は
文
化
的
な
所
産
で
あ
る

の
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ

に
せ
よ
、
自
分
の
こ
と
に
な

る
と
、
途
端
に
私
た
ち
の
目

は
曇
っ
て
し
ま
う
の
で
あ

る
。
さ
ら
に
そ
れ
が
自
分
の

属
す
る
集
団
に
向
け
ら
れ
た

な
ら
ば
、「
私
た
ち
は
正
し

く
、
あ
の
人
た
ち
は
間
違
っ

て
い
る
」と
い
っ
た
信
念
が
、

場
合
に
よ
っ
て
は
、
異
な
る

集
団
間
の
深
刻
な
対
立
や
偏

見
を
生
ん
だ
り
、
助
長
す
る

こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
。

仏
法
と
い
う
鏡

　

自
己
を
知
る
こ
と
は
大
切

で
あ
る
が
、
簡
単
な
こ
と
で

は
な
い
。
そ
こ
で
仏
教
の
出

番
で
あ
る
。
仏
法
は
鏡
で
あ

る
と
よ
く
言
わ
れ
る
。
こ
の

比
喩
の
意
味
は
、
仏
教
の
教

え
（
仏
法
）
を
通
じ
て
、
自

分
の
本
当
の
す
が
た
が
知
ら

れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

人
間
の
あ
り
方
を
探
求
す

る
学
問
領
域
は
た
く
さ
ん
あ

り
、
し
か
も
日
々
発
展
し
て

い
る
。
そ
れ
で
も
、
仏
教
が

担
う
意
義
が
失
わ
れ
る
こ
と

は
決
し
て
な
い
で
あ
ろ
う
。

仏
教
が
問
う
の
は
、
人
間
一

般
と
い
う
よ
り
「
こ
の
私
」

の
あ
り
方
で
あ
る
。
た
と
え

ば
煩
悩
の
概
念
は
、
人
間
を

理
解
す
る
の
に
も
役
立
つ
。

し
か
し
そ
の
本
来
的
な
意
義

は
、
激
し
い
欲
望
や
自
己
中

心
性
に
振
り
回
さ
れ
て
生
き

る
自
身
の
姿
を
見
つ
め
た
と

き
に
こ
そ
明
ら
か
に
な
る
の

で
あ
る
。

　

で
は
、
仏
教
を
通
し
て
知

ら
れ
る
自
己
の
姿
は
ど
の
よ

う
な
も
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ

に
出
来
合
い
の
答
え
が
あ
る

わ
け
で
は
な
い
。
一
人
一
人

が
、
あ
た
か
も
鏡
に
映
る

「
私
」
を
見
つ
め
る
よ
う
に
、

仏
法
に
映
る
「
私
」
を
見
つ

め
る
な
か
で
了
解
さ
れ
る
も

の
で
あ
る
。「
無
我
」
や
「
縁

起
」、そ
し
て「
煩
悩
」と
い
っ

た
教
説
は
、
い
ず
れ
も
そ
の

確
か
な
手
が
か
り
と
な
る
で

あ
ろ
う
。
そ
し
て
仏
教
は
、

ひ
と
つ
の
答
え
が
出
た
ら
そ

れ
で
終
わ
り
と
い
う
よ
う
な

も
の
で
は
な
く
、
日
々
歩
ん

で
い
く
道
で
あ
る
。

私
を
照
ら
す
光

　

仏
教
の
教
え
に
耳
を
傾
け

て
、
そ
の
う
え
で
自
ら
の
思

い
や
行
い
、
生
活
を
振
り
返

る
な
ら
ば
、
自
分
の
力
で
は

決
し
て
見
え
な
か
っ
た「
私
」

の
姿
が
見
え
て
く
る
だ
ろ

う
。
仏
教
は
智
慧
と
慈
悲
の

教
え
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
。

し
ば
し
ば
光
に
譬
え
ら
れ
る

仏
の
智
慧
は
、
私
の
あ
り
の

ま
ま
の
姿
を
照
ら
し
出
す
。

そ
し
て
仏
の
慈
悲
は
、
あ
り

の
ま
ま
の
そ
の
姿
を
包
み
込

む
の
で
あ
る
。

仏
法
に
映
る
私

�

現
代
社
会
学
部
准
教
授
　
藤
　
井
　
隆
　
道

　

皆
さ
ん
は
阿
弥
陀
仏

の
教
え
と
道
徳
の
違
い

を
ど
の
よ
う
に
考
え
て

い
る
で
あ
ろ
う
か
。
阿

弥
陀
仏
の
教
え
も
道
徳
も
同

じ
よ
う
に
考
え
て
い
る
人
も

多
い
か
も
し
れ
な
い
。

　

道
徳
は
社
会
生
活
を
円
滑

に
営
む
た
め
の
大
切
な
規
範

で
あ
る
。
一
方
、
阿
弥
陀
仏

の
教
え
は
社
会
規
範
で
は
な

い
。
仏
教
で
は
こ
の
世
界
の

こ
と
を
娑
婆
と
呼
ん
で
い
る
。

娑
婆
と
は
刑
事
ド
ラ
マ
な
ど

で
は
、
開
放
さ
れ
た
自
由
な

世
界
と
い
う
意
味
で
使
わ
れ

て
い
る
が
、
仏
教
で
は
、
堪

忍
土
、
つ
ま
り
堪
え
忍
ば
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
世
界
と
い

う
意
味
で
使
っ
て
い
る
。
そ

の
娑
婆
を
乗
り
越
え
て
い
く

道
を
説
い
て
い
る
の
が
阿
弥

陀
仏
の
教
え
で
あ
る
。
私
た

ち
の
あ
り
の
ま
ま
の
姿
を
明

ら
か
に
し
、
そ
の
ま
ま
救
い

取
る
と
い
う
教
え
で
あ
る
。

　

私
た
ち
の
あ
り
の
ま
ま
の

姿
と
は
ど
の
よ
う
な
姿
で
あ

ろ
う
か
。
親
鸞
聖
人
の
作
ら

れ
た
和
讃
に
は
「
悪
性
さ
ら

に
や
め
が
た
し　

こ
こ
ろ
は

蛇
蝎
の
ご
と
く
な
り
」
と
あ

る
。
も
っ
て
生
ま
れ
た
悪
を

な
す
性
質
は
決
し
て
止
め
る

こ
と
は
で
き
な
い
し
、
私
た

ち
は
毒
蛇
や
蝎
の
よ
う
な
煩

悩
と
い
う
毒
を
も
っ
て
い
る
、

と
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ

う
な
見
方
を
後
ろ
向
き
と
言

う
人
も
い
る
。
は
た
し
て
そ

う
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
も
の

を
な
い
こ
と
と
し
て
現
実
か

ら
目
を
そ
ら
す
こ
と
こ
そ
後

ろ
向
き
で
あ
ろ
う
。

　

聖
人
が
往
生
さ
れ
て
か
ら

七
五
六
年
と
い
う
歳
月
が
流

れ
て
い
る
。
阿
弥
陀
仏
の
教

え
は
そ
の
間
多
く
の
人
々
を

救
っ
て
き
た
。
科
学
技
術
の

進
歩
が
め
ざ
ま
し
い
現
代
に

あ
っ
て
も
、
人
間
そ
の
も
の

は
昔
も
今
も
何
ら
変
わ
っ
て

い
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
科

学
技
術
の
進
ん
だ
現
代
に

あ
っ
て
も
、
阿
弥
陀
仏
の
教

え
は
大
切
な
の
で
あ
る
。

	

（
普
）

澪 標

　
「
童
謡
」は
広
く
子
ど
も
向

け
の
歌
を
指
し
て
い
る
。
こ

の
よ
う
に
理
解
し
て
い
る
大

人
は
少
な
く
な
い
。
こ
れ
は

広
義
の
解
釈
で
あ
る
。
わ
ら

べ
う
た
も
唱
歌
も
テ
レ
ビ
ア

ニ
メ
の
歌
も
す
べ
て「
童
謡
」

な
の
で
あ
る
。
一
方
で
、
狭

義
の
意
味
の「
童
謡
」は
、
大

正
時
代
に
発
行
さ
れ
た
『
赤

い
鳥
』（
鈴
木
三
重
吉
主
宰
）

や『
金
の
船
』（
斎
藤
佐
次
郎

主
宰
）
等
の
子
ど
も
向
け
雑

誌
に
掲
載
さ
れ
た
歌
の
こ
と

を
指
し
て
い
る
。
明
治
時
代

に
発
表
さ
れ
た「
唱
歌
」の
歌

詞
が
難
解
で
あ
る
と
し
て
、

子
ど
も
の
感
性
に
根
差
し
た

新
し
い
表
現
を
模
索
し
た
の

で
あ
る
。
代
表
作
に
は
「
か

ら
た
ち
の
花
」（
北
原
白
秋

作
詞
、山
田
耕
筰
作
曲
）、「
か

な
り
や
」（
西
城
八
十
作
詞
、

成
田
為
三
作
曲
）、「
青
い
目

の
人
形
」（
野
口
雨
情
作
詞
、

本
居
長
世
作
曲
）
他
、
現
代

で
も
歌
い
継
が
れ
て
い
る
多

く
の
歌
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の

童
謡
作
品
は
、
当
時
、
唱
歌

中
心
で
あ
っ
た
子
ど
も
向
け

歌
唱
曲
に
新
鮮
さ
を
与
え
、

多
く
の
支
持
を
得
る
こ
と
と

な
っ
た
。
▼〈
か
な
り
や
〉の

詩
を
み
て
み
よ
う
。（
1
番
）

「
歌
を
忘
れ
た
カ
ナ
リ
ヤ
は
、

後
ろ
の
山
に
捨
て
ま
し
ょ
か
、

い
え
い
え
そ
れ
は
な
り
ま
せ

ぬ
」、（
2
番
）「
歌
を
忘
れ

た
カ
ナ
リ
ヤ
は
、
せ
ど
の
こ

や
ぶ
に
埋
め
ま
し
ょ
か
、
い

え
い
え
そ
れ
は
な
り
ま
せ

ぬ
」、（
3
番
）「
歌
を
忘
れ

た
カ
ナ
リ
ヤ
は
、
柳
の
鞭
で

ぶ
ち
ま
し
ょ
か
、
い
え
い
え

そ
れ
は
か
わ
い
そ
う
」
と
続

く
。
何
と
も
残
酷
な
歌
詞
で

あ
る
。
そ
れ
に
続
く
詞
は
一

変
す
る
。（
4
番
）「
歌
を
忘

れ
た
カ
ナ
リ
ヤ
は
、
ぞ
う
げ

の
船
に
銀
の
か
い
、
月
夜
の

海
に
浮
か
べ
れ
ば
、
忘
れ
た

歌
を
思
い
出
す
」。
こ
の
詩

を
書
い
た
西
城
八
十
は
、
自

分
の
置
か
れ
た
状
況
を
重
ね

て
こ
の
詩
を
書
い
た
そ
う
で

あ
る
。
こ
こ
に
は
、
環
境
を

整
え
れ
ば
人
は
内
に
秘
め
た

能
力
を
発
揮
す
る
こ
と
が
で

き
る
、
と
い
う
意
味
合
い
が

込
め
ら
れ
て
い
る
。
音
楽
的

に
も
工
夫
が
あ
る
。
作
曲
家

の
成
田
為
三
は
1
・
2
・
3

番
を
悲
し
げ
な
旋
律
で
彩
っ

た
の
に
対
し
、
4
番
の
旋
律

で
は
光
明
（
希
望
や
救
い
の

手
）
が
み
え
て
く
る
よ
う
な

開
放
感
を
紡
ぎ
だ
し
て
い
る
。

▼
童
謡
運
動
は
軍
国
主
義
の

考
え
方
が
時
代
を
突
き
動
か

そ
う
と
し
て
い
る
中
で
、
児

童
中
心
主
義
の
思
想
を
支
え
、

子
ど
も
観
の
転
換
に
大
き
な

役
割
を
果
た
し
た
。
子
ど
も

を
小
さ
な
大
人
と
し
て
し
か

理
解
し
な
い
時
代
に
あ
っ
て
、

「
子
ど
も
」の
存
在
を
浮
か
び

上
が
ら
せ
、
子
ど
も
育
ち
に

か
か
わ
る
大
人
た
ち
へ
警
鐘

を
鳴
ら
し
た
の
で
あ
る
。

▼
昨
今
の
虐
待
報
道
を
見
聞

き
す
る
と
心
が
痛
む
。
こ
の

底
流
に
は
、
子
ど
も
を
一
人

の
人
間
と
し
て
認
め
よ
う
と

し
な
い
身
勝
手
な
価
値
観
が

潜
ん
で
い
る
。
子
ど
も
と
共

に
生
き
る
私
た
ち
大
人
が
利

他
の
精
神
に
立
ち
返
っ
て
考

え
て
み
た
い
も
の
で
あ
る
。

�（
児
童
学
科
・
神
原　

雅
之
）

日
本
音
楽
著
作
権
協
会（
出
）許
諾

第
一
九
〇
三
四
九
九
─
九
〇
一
号

子
ど
も
た
ち
と
と
も
に

②
童
謡
に
込
め
ら
れ
た
心

令和元年 5 月 月例礼拝日程表
日 曜日 講時 対象学生 担　当 講　師

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

13 月

1 現社1A・1B 中西・野村 西　義人
2 食物3 普賢 竹本　了悟
3 国文1A 普賢 塚本　一真
4 史学3B 那須 赤井　智顕

22 水
1 法学1A・1B 藤井・秋本 安田　章紀
3 国文3B 普賢 山田　雅彦

23 木
1 現社3D 普賢 倉本　祥子
4 現社3B 藤井 横山　仁視

24 金
1 英文1A・1B 秋本・三浦 森田　眞円
2 心音3 塚本 松宮　園子
4 現社1C 那須 野村　淳爾

27 月

1 造形1A・1B 井上・上野 黒田　義道
2 史学1A 野村 竹本　了悟
3 国文1B 黒田 那須　公昭
4 児童1 黒田 三浦　真証

28 火
1 教育3 西 上月　智晴
4 英文3B 清基 村井　尚子

29 水
1 養音1 森田 普賢　保之
2 福祉3 黒田 今田　由香
3 国文3A 森田 山本　光英

31 金
3 児童3 秋本 正野　良幸
4 現社1D 安田 秋本　勝
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今
回
の
宗
教
部
海
外
研
修

は
二
〇
一
九
年
二
月
一
五
日

か
ら
二
五
日
の
行
程
で
実
施

さ
れ
ま
し
た
。
イ
ン
ド
・
ネ

パ
ー
ル
の
釈
尊
ゆ
か
り
の
土

地
（
仏
跡
）
を
周
り
、
全
員

が
無
事
に
帰
国
で
き
た
こ
と

が
、
ま
ず
は
大
き
な
成
果
で

し
た
。
こ
の
た
び
の
研
修
を

物
心
両
面
で
支
え
て
く
だ

さ
っ
た
皆
様
方
に
、
ま
ず
は

心
か
ら
お
礼
を
申
し
上
げ
ま

す
。

　

今
回
の
行
程
は
、
デ
リ
ー

か
ら
イ
ン
ド
に
入
り
、
タ
ー

ジ
マ
ハ
ル
で
有
名
な
ア
グ
ラ

市
内
を
見
学
の
後
、
本
格
的

に
仏
跡
を
訪
れ
る
も
の
で
し

た
。
仏
跡
に
つ
い
て
の
ル
ー

ト
と
し
て
は
、
①
釈
尊
が
さ

と
り
を
開
か
れ
て
か
ら
初
め

て
の
説
法
（
初
転
法
輪
）
を

さ
れ
る
ま
で
の
旅
を
逆
に
歩

く
、
②
釈
尊
が
亡
く
な
ら
れ

る
直
前
の
最
期
の
旅
を
辿
る
、

③
釈
尊
誕
生
の
地
、
ル
ン
ビ

ニ
ー
訪
問
、
こ
れ
ら
三
つ
に

分
け
て
考
え
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
特
に
印
象
深
か
っ
た

事
柄
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

　

最
初
は
初
転
法
輪
の
地

サ
ー
ル
ナ
ー
ト
か
ら
、
釈
尊

が
さ
と
り
を
開
か
れ
た
ブ
ッ

ダ
ガ
ヤ
ー
に
至
る
行
程
で
す
。

初
め
に
訪
問
し
た
仏
跡
は

サ
ー
ル
ナ
ー
ト
で
す
。
往
年

の
寺
院
跡
が
美
し
い
公
園
に

整
備
さ
れ
て
い
ま
し
た
。ブ
ッ

ダ
ガ
ヤ
ー
で
は
大
菩
提
寺
に

お
参
り
し
ま
し
た
。
釈
尊
が

さ
と
り
を
開
か
れ
た
金
剛
法

座
の
周
り
に
は
、
世
界
中
か

ら
仏
教
徒
が
集
ま
り
、
様
々

な
言
語
の
お
経
や
法
話
、
礼

拝
の
作
法
を
目
に
す
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。
二
十
名
程

度
の
私
た
ち
は
、
弱
小
（
？
）

集
団
で
す
。
群
参
す
る
人
々

に
い
さ
さ
か
圧
倒
さ
れ
が
ち

で
し
た
が
、
こ
の
後
、
訪
れ

た
主
要
仏
跡
で
は
、
し
ば
し

ば
同
様
の
経
験
を
し
ま
し
た
。

仏
教
が
世
界
中
で
人
々
の
よ

り
ど
こ
ろ
と
な
っ
て
い
る
こ

と
を
体
感
す
る
経
験
で
し
た
。

　

ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
ー
に
続
く
行

程
は
、
釈
尊
最
期
の
旅
を
追

い
ま
す
。
出
発
地
ラ
ー
ジ
ギ

ル
（
王
舎
城
）
か
ら
釈
尊
入

滅
の
地
ク
シ
ナ
ガ
ラ
に
向
か

い
ま
し
た
。

　

ラ
ー
ジ
ギ
ル
は
、
親
鸞
聖

人
も
大
切
に
さ
れ
た
『
仏
説

観
無
量
寿
経
』
の
舞
台
で
す
。

「
王
舎
城
の
悲
劇
」
と
呼
ば
れ

る
骨
肉
の
争
い
が
起
こ
り
、

そ
れ
が
機
縁
と
な
っ
て
、
釈

尊
は
阿
弥
陀
仏
に
よ
っ
て
凡

夫
（
自
分
中
心
の
心
に
振
り

回
さ
れ
続
け
る
平
凡
な
人
間
）

が
す
く
わ
れ
て
い
く
教
え
を

明
ら
か
に
さ
れ
た
と
伝
え
ら

れ
ま
す
。
当
時
の
城
壁
や
牢

獄
跡
が
、傲
り
、怨
み
、僻
み
、

孤
独
と
い
っ
た
人
間
の
本
質

的
苦
悩
は
今
も
昔
も
変
わ
ら

な
い
こ
と
を
改
め
て
教
え
て

く
れ
ま
し
た
。

　

釈
尊
は
ラ
ー
ジ
ギ
ル
を
出

て
パ
ト
ナ
、
バ
イ
シ
ャ
リ
を

経
て
ク
シ
ナ
ガ
ラ
で
亡
く
な

り
ま
し
た
。
こ
の
間
、
釈
尊

は
病
気
に
か
か
り
、
そ
の
中

で
旅
を
続
け
ま
し
た
。
体
調

を
崩
し
気
味
の
学
生
さ
ん
が

自
分
と
重
ね
て
「
お
釈
迦
様

も
こ
の
道
を
病
気
の
中
で
歩

か
れ
た
の
で
し
た
ね
」
と
話

し
て
く
れ
ま
し
た
。
ク
シ
ナ

ガ
ラ
に
は
、
釈
尊
の
涅
槃
像

が
安
置
さ
れ
た
小
さ
な
お
堂

が
あ
り
ま
す
。
師
匠
を
亡
く

し
た
弟
子
た
ち
の
悲
し
み
や
、

そ
の
教
え
を
後
世
に
伝
え
よ

う
と
す
る
決
意
が
身
に
迫
る

思
い
で
し
た
。

　

旅
程
の
終
盤
は
、
ネ
パ
ー

ル
で
す
。
仏
跡
と
し
て
は
ル

ン
ビ
ニ
ー
訪
問
が
最
大
の
目

的
と
な
り
ま
す
。ル
ン
ビ
ニ
ー

は
広
大
な
公
園
に
整
備
さ
れ

て
い
ま
し
た
。
周
辺
は
実
に

の
ど
か
な
田
園
風
景
で
す
。

釈
尊
は
「
ル
ン
ビ
ニ
ー
の
園
」

で
お
生
ま
れ
に
な
っ
た
な
ど

と
言
わ
れ
ま
す
が
、
そ
の
一

端
を
現
代
で
も
感
じ
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。
ま
た
、
ネ

パ
ー
ル
で
は
カ
ト
マ
ン
ズ
本

願
寺
に
も
お
参
り
し
ま
し
た
。

遠
い
異
国
の
地
に
、
同
じ
教

え
を
大
切
に
す
る
仲
間
が
い

る
と
い
う
こ
と
は
、
実
に
う

れ
し
い
も
の
で
す
。

　

さ
て
、
今
回
の
旅
行
全
体

を
通
じ
て
感
じ
た
こ
と
は
、

自
分
が
一
体
、
ど
こ
を
見
て

暮
ら
し
て
い
る
の
か
と
い
う

こ
と
で
す
。旅
行
中
、日
の
出
・

日
の
入
り
を
何
度
も
見
る
機

会
が
あ
り
ま
し
た
。
ヴ
ァ
ー

ラ
ー
ナ
シ
ー
で
ガ
ン
ジ
ス
河

か
ら
見
た
日
の
出
、
バ
ス
で

移
動
中
に
見
た
日
の
出
・
日

の
入
り
、
王
舎
城
で
見
た
日

の
入
り
、
ネ
パ
ー
ル
の
ナ
ガ

ル
コ
ッ
ト
で
眺
め
た
日
の
出

と
そ
れ
に
映
え
る
ヒ
マ
ラ
ヤ
。

私
は
旅
行
前
の
い
つ
、
日
の

出
・
日
の
入
り
を
見
た
か
、

思
い
出
せ
ま
せ
ん
で
し
た
。

見
て
い
る
の
は
時
計
ば
か
り

で
す
。
時
計
に
追
わ
れ
る
生

活
は
、
時
間
を
分
断
し
て
し

ま
い
ま
す
。
生
き
る
こ
と
全

体
を
見
渡
す
よ
う
な
、
大
き

な
物
事
の
見
方
が
損
な
わ
れ

る
よ
う
な
気
が
し
て
な
り
ま

せ
ん
。

　

日
の
出
・
日
の
入
り
を
見

て
み
ま
せ
ん
か
？　

イ
ン
ド

で
見
た
太
陽
も
、
日
本
で
見

る
太
陽
も
同
じ
太
陽
で
す
。

生
き
る
こ
と
全
体
を
考
え
る

仏
教
に
、
改
め
て
心
を
向
け

ま
せ
ん
か
？　

昔
も
今
も
変

わ
る
こ
と
な
く
人
々
を
支
え

て
き
た
教
え
で
す
。

（
団
長　

黒
田
義
道
）

国
文
4

　
　

荒
井
多
恵

　

イ
ン
ド
に
行
く
と
人
生
観

が
変
わ
る
と
よ
く
言
わ
れ
ま

す
が
、
そ
れ
ほ
ど
の
人
生
観

を
持
た
な
い
私
に
と
っ
て
は

ど
ん
な
旅
に
な
る
の
か
…
。

　

行
っ
て
み
た
ら
…
雄
大
な

大
自
然
・
偉
大
な
世
界
遺
産
・

ガ
ン
ジ
ス
川
の
夜
明
け
・
霊

鷲
山
の
夕
日
・
ヒ
マ
ラ
ヤ
の

夜
明
け
・
荘
厳
な
仏
教
遺
跡

や
バ
ス
で
越
え
る
国
境
な
ど
、

ど
れ
も
が
大
変
刺
激
的
で
心

に
沁
み
ま
し
た
。
言
葉
に
な

ら
な
い
、
で
き
な
い
光
景
の

数
々
、
思
わ
ず
息
を
呑
む
私

で
し
た
。

　

そ
し
て
、「
貧
し
さ
は
不
幸

で
は
な
い
」
と
い
う
、
引
率

し
て
く
だ
さ
っ
た
黒
田
先
生

の
お
言
葉
が
印
象
的
で
、
人

の
幸
不
幸
を
決
め
る
も
の
は

何
か
改
め
て
考
え
さ
せ
ら
れ

る
旅
で
し
た
。
そ
し
て
私
は

本
当
に
幸
せ
だ
と
実
感
し
た

の
で
し
た
。

　

今
回
の
旅
で
出
会
っ
た
多

く
の
人
々
や
全
て
の
も
の
に

感
謝
の
気
持
ち
を
持
っ
て
今

後
も
生
き
て
い
き
た
い
で
す
。

　

み
な
さ
ん
、
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た
。
私
の
人
生

の
宝
物
に
な
り
ま
し
た
。

国
文
2

　

今
井
菜
々
恵

　

初
め
て
イ
ン
ド
・
ネ
パ
ー

ル
を
訪
れ
、
私
の
予
想
し
な

か
っ
た
こ
と
を
経
験
し
ま
し

た
。
ま
ず
日
本
と
の
環
境
の

違
い
に
驚
き
ま
し
た
。
い
た

る
と
こ
ろ
で
見
か
け
た
野
良

犬
、
牛
、
ヤ
ギ
な
ど
の
動
物

た
ち
や
道
端
の
ゴ
ミ
、
信
号

が
無
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
ク
ラ

ク
シ
ョ
ン
が
鳴
り
響
く
道
路
。

見
慣
れ
な
い
景
色
に
圧
倒
さ

れ
ま
し
た
。

　

今
回
私
た
ち
は
八
大
聖
地

の
う
ち
六
つ
を
巡
り
ま
し
た
。

特
に
釈
尊
成
道
の
地
ブ
ッ
ダ

ガ
ヤ
は
さ
ま
ざ
ま
な
国
の
仏

教
徒
が
訪
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の

や
り
方
で
礼
拝
を
し
て
い
ま

し
た
。
同
じ
場
所
を
目
指
し

て
世
界
各
地
か
ら
人
が
集

ま
っ
て
い
ま
し
た
。

　

そ
し
て
、
こ
の
旅
で
特
に

印
象
に
残
っ
た
の
は
ガ
ン
ジ

ス
河
の
朝
日
で
す
。
ま
だ
暗

い
う
ち
か
ら
多
く
の
人
で
混

み
合
う
道
を
通
り
抜
け
、
船

に
乗
っ
て
た
く
さ
ん
の
ガ
ー

ト
や
沐
浴
を
す
る
人
、
洗
濯

を
す
る
人
、
火
葬
場
、
昇
っ

て
く
る
朝
日
を
見
ま
し
た
。

そ
こ
に
は
生
き
て
い
る
人
と

死
が
混
在
し
て
い
て
、
ど
ち

ら
も
が
す
ぐ
近
く
に
あ
る
よ

う
に
感
じ
ま
し
た
。
今
回
の

旅
行
で
新
し
い
こ
と
を
見
る

こ
と
が
で
き
て
よ
か
っ
た
で

す
。

食
物
1

　
　

上
原
珠
美

　

今
回
の
研
修
旅
行
で
初
め

て
海
外
に
行
き
ま
し
た
。
驚

き
ば
か
り
で
映
画
の
世
界
に

い
る
よ
う
な
感
覚
で
し
た
。

　

旅
行
中
、
仏
教
の
聖
地
は

も
ち
ろ
ん
他
宗
教
の
文
化
も

見
聞
き
す
る
こ
と
が
で
き
、

二
カ
国
以
上
の
国
に
訪
れ
た

気
持
ち
に
な
り
ま
し
た
。
ま

た
、
仏
教
学
で
学
ん
だ
聖
地

に
訪
れ
て
、
自
分
の
目
で
見

る
こ
と
の
大
切
さ
を
強
く
感

じ
ま
し
た
。旅
行
中
に
教
わ
っ

た
「
仏
教
は
人
と
出
会
う
こ

と
で
広
ま
り
、
戦
い
を
し
て

広
ま
っ
て
い
な
い
。
人
と
の

出
会
い
は
大
切
に
す
る
こ

と
。」
や
「
人
の
幸
せ
を
願
い
、

人
の
不
幸
を
一
緒
に
悲
し

む
。」
と
い
う
言
葉
が
と
て
も

印
象
に
残
っ
て
い
ま
す
。
そ

の
他
に
、
朝
陽
や
霊
鷲
山
か

ら
の
夕
陽
と
太
陽
を
眺
め
る

機
会
が
多
か
っ
た
で
す
が
、

ど
れ
も
こ
れ
ま
で
に
見
た
こ

と
な
い
ほ
ど
き
れ
い
で
し
た
。

食
事
で
は
初
め
て
見
る
食
材

の
使
い
方
が
あ
っ
た
の
で
家

で
も
作
っ
て
み
た
い
な
と
思

い
ま
し
た
。

　

旅
行
で
の
貴
重
な
経
験
を

無
駄
に
せ
ず
日
々
の
生
活
に

生
か
し
て
い
き
た
い
と
思
い

ま
す
。

心
理
1

　

兼
重
未
菜
実

　
「
死
ぬ
ま
で
海
外
旅
行
は
行

か
な
い
」
と
言
い
張
っ
て
い

た
私
で
す
が
、
授
業
で
配
ら

れ
た
案
内
を
見
て
、
な
ぜ
か

イ
ン
ド
に
行
っ
て
み
た
く
な

り
ま
し
た
。
イ
ン
ド
の
町
は

た
く
さ
ん
の
車
や
バ
イ
ク
が

走
り
、
道
を
歩
い
た
り
渡
っ

た
り
す
る
の
も
、
ス
リ
ル
満

点
で
し
た
。
初
日
に
行
っ
た

タ
ー
ジ
マ
ハ
ル
は
、
大
き
さ

や
、
シ
ン
メ
ト
リ
ッ
ク
な
デ

ザ
イ
ン
、
大
理
石
の
美
し
さ

に
圧
倒
さ
れ
ま
し
た
。
ガ
ン

ジ
ス
川
で
は
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教

徒
の
沐
浴
風
景
を
見
学
し
、

水
に
つ
か
り
熱
心
に
祈
り
を

捧
げ
る
人
々
の
姿
を
見
て
、

人
生
観
や
宗
教
観
の
違
い
を

感
じ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

ま
た
、
自
分
自
身
が
仏
教

聖
地
に
立
ち
、
釈
尊
が
こ
こ

で
過
ご
し
、
こ
こ
か
ら
仏
教

が
広
が
っ
た
ん
だ
な
と
考
え

な
が
ら
、
先
生
や
ガ
イ
ド
さ

ん
の
話
を
聞
く
と
、
仏
教
の

長
い
歴
史
を
感
じ
る
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。

　

今
ま
で
出
会
っ
た
こ
と
の

な
い
価
値
観
や
文
化
に
触
れ
、

貴
重
な
体
験
を
す
る
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。
ま
た
、
違
う

国
か
ら
日
本
を
見
る
こ
と
で
、

日
本
の
良
さ
を
改
め
て
感
じ

る
こ
と
が
で
き
、
と
て
も
充

実
し
た
十
日
間
で
し
た
。

国
文
2

　
　

川
口
由
季

　

こ
の
研
修
で
私
が
考
え
さ

せ
ら
れ
た
こ
と
は
「
不
幸
と

は
何
か
」
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

イ
ン
ド
で
も
ネ
パ
ー
ル
で

も
多
く
の
物
乞
い
の
人
が
い

ま
し
た
。
き
っ
と
日
本
人
の

価
値
観
だ
と
「
貧
し
い
か
わ

い
そ
う
な
人
だ
」
と
い
う
考

え
を
持
つ
人
が
多
い
の
で
は

と
思
い
ま
す
。
し
か
し
イ
ン

ド
の
ガ
イ
ド
さ
ん
が
「
彼
ら

は
物
乞
い
を
し
て
生
き
る
こ

と
を
恥
ず
か
し
い
と
は
思
っ

て
い
な
い
。
そ
れ
が
自
分
の

生
き
方
だ
と
思
っ
て
い
る
」

と
話
し
て
い
ま
し
た
。
こ
の

話
以
前
に
ガ
イ
ド
さ
ん
が「
自

分
は
菜
食
主
義
だ
か
ら
卵
や

肉
は
食
べ
な
い
。
だ
か
ら
お

い
し
い
っ
て
勧
め
る
け
ど
味

は
知
ら
な
い
よ
」
と
話
し
た

時
が
あ
り
ま
し
た
。
私
は
始

め
「
物
乞
い
を
し
な
い
と
生

き
て
い
け
な
い
の
は
か
わ
い

そ
う
」「
お
い
し
い
も
の
を
知

ら
ず
に
生
き
て
い
る
な
ん
て
」

と
思
い
ま
し
た
。
し
か
し
ガ

イ
ド
さ
ん
の
説
明
を
聞
い
て
、

私
は
私
自
身
が
勝
手
に
彼
ら

を
不
幸
な
人
と
決
め
つ
け
て

し
ま
っ
て
い
た
の
だ
と
気
づ

き
ま
し
た
。
そ
れ
は
と
て
も

心
の
貧
し
い
考
え
方
だ
と
思

い
ま
し
た
。

　

こ
の
研
修
は
大
切
な
こ
と

に
気
づ
か
せ
て
く
れ
た
と
て

も
良
い
研
修
で
し
た
。

国
文
2

　
　

北
澤
奈
美

　

な
ま
す
て
～
。
わ
た
し
の

海
外
旅
行
デ
ビ
ュ
ー
は
、
こ

の
イ
ン
ド
・
ネ
パ
ー
ル
研
修

旅
行
の
十
泊
。
白
く
霞
む
空

気
に
鳴
り
や
ま
な
い
ク
ラ
ク

シ
ョ
ン
、
人
と
車
が
入
り
乱

れ
る
道
路
、
し
つ
こ
い
物
売

り
や
物
乞
い
、
そ
こ
ら
中
に

溢
れ
か
え
る
ご
み
、
た
く
さ

ん
の
野
良
犬
な
ど
、
日
本
で

は
見
る
こ
と
の
な
い
景
色
が

次
か
ら
次
へ
と
目
に
飛
び
込

み
、
そ
の
光
景
に
釘
付
け
で

し
た
。
特
に
印
象
に
残
っ
た

の
は
、
ガ
ン
ジ
ス
川
で
の
沐

浴
の
風
景
で
す
。
早
朝
か
ら

多
く
の
人
が
集
ま
り
、
川
へ

と
続
く
ガ
ー
ト
は
混
雑
を
し

て
い
る
の
に
も
関
わ
ら
ず
、

不
思
議
と
そ
こ
に
は
静
け
さ

が
あ
り
ま
し
た
。
他
に
も
、

ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
な
ど
仏
教
の
聖

地
を
巡
り
、
世
界
中
か
ら
集

ま
る
仏
教
徒
の
姿
を
見
て
、

そ
の
信
仰
の
形
と
厚
さ
に
驚

き
、
同
時
に
も
の
す
ご
い
エ

ネ
ル
ギ
ー
を
感
じ
て
き
ま
し

た
。
研
修
は
数
日
間
で
し
た

が
、
こ
こ
に
書
き
き
れ
な
い

ほ
ど
充
実
し
た
も
の
で
し
た
。

す
べ
て
自
分
の
目
で
見
て
、

自
分
で
食
べ
、
様
々
な
体
験

を
す
る
こ
と
が
で
き
て
本
当

に
良
か
っ
た
で
す
。
常
識
を

覆
さ
れ
る
あ
の
刺
激
的
な
世

界
に
、
わ
た
し
は
も
う
一
度

行
き
た
い
で
す
。英

文
2

　
　

近
藤　

彩

　

最
も
印
象
に
残
っ
て
い
る

こ
と
は
世
界
遺
産
タ
ー
ジ
マ

ハ
ル
の
観
光
で
す
。
訪
れ
る

前
は
、
様
々
な
国
か
ら
の
観

光
客
が
多
い
と
思
っ
て
い
ま

し
た
が
、
イ
ン
ド
の
方
が
多

く
て
意
外
で
し
た
。
写
真
撮

影
を
禁
止
さ
れ
て
い
る
所
が

あ
り
、
実
際
に
目
で
見
る
こ

と
が
出
来
て
良
か
っ
た
で
す
。

ガ
ン
ジ
ス
河
で
の
沐
浴
風
景

見
学
は
、
日
本
で
は
決
し
て

目
に
す
る
こ
と
の
な
い
光
景

だ
っ
た
の
で
、
宗
教
信
仰
の

違
い
を
直
接
感
じ
ま
し
た
。

ま
た
、
仏
教
学
で
耳
に
し
た

こ
と
が
あ
る
場
所
に
た
く
さ

ん
行
き
、
よ
り
深
く
釈
尊
に

つ
い
て
知
る
こ
と
が
出
来
ま

し
た
。
現
地
で
教
え
て
も
ら

う
機
会
が
あ
る
と
は
、
研
修

前
は
思
い
も
し
て
い
な
か
っ

た
の
で
、
不
思
議
な
感
覚
で

し
た
。
ネ
パ
ー
ル
で
は
天
候

が
良
く
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
を
鑑
賞

し
た
こ
と
が
思
い
出
深
い
で

す
。
今
回
の
研
修
で
は
、
町

や
食
事
、
服
装
、
暮
ら
し
な

ど
の
面
に
お
い
て
非
日
常
的

な
こ
と
ば
か
り
に
出
会
い
ま

し
た
。
個
人
で
は
行
く
こ
と

が
な
か
な
か
な
い
と
思
う
の

で
、
参
加
し
て
色
々
な
体
験

が
出
来
て
良
か
っ
た
で
す
。

史
学
2

　
　

重
田
鮎
美

　

今
回
の
研
修
旅
行
で
は
、

言
葉
だ
け
で
は
分
か
ら
な
い

事
を
知
る
事
が
で
き
ま
し
た
。

　

中
学
校
で
イ
ン
ド
の
カ
ー

ス
ト
制
度
を
習
っ
た
時
に
、

な
ん
て
ひ
ど
い
考
え
方
を
す

る
の
だ
ろ
う
と
思
い
、
そ
れ

を
信
じ
る
人
た
ち
は
ど
の
よ

う
な
気
持
ち
で
信
仰
し
て
い

る
の
か
全
く
理
解
が
で
き
ま

せ
ん
で
し
た
。
で
す
が
、
イ

ン
ド
へ
行
き
、
そ
の
国
の
方

の
お
話
を
聞
か
せ
て
い
た
だ

く
こ
で
、
少
し
理
解
が
で
き

た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
私
は

ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
で
は
あ
り
ま

せ
ん
の
で
同
意
を
す
る
こ
と

が
で
き
る
話
ば
か
り
で
は
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
ヒ
ン

ド
ゥ
ー
の
教
え
が
彼
ら
の
生

活
に
根
付
い
て
い
て
、
ど
の

よ
う
な
気
持
ち
で
信
仰
し
て

い
る
の
か
を
知
る
事
が
で
き

ま
し
た
。

　

彼
ら
の
考
え
方
に
触
れ
、

仏
教
の
考
え
方
に
つ
い
て
沢

山
考
え
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。

今
回
の
経
験
を
胸
に
、
三
回

生
の
仏
教
学
の
講
義
な
ど
を

通
し
て
仏
教
の
教
え
を
よ
り

深
く
考
え
て
い
き
た
い
と
思

い
ま
す
。

史
学
4

　
　

高
田
梨
央

　

当
た
り
前
が
当
た
り
前
で

は
な
い
。
そ
の
こ
と
に
気
づ

け
た
研
修
旅
行
だ
っ
た
。
水

道
水
は
飲
め
ず
、
ト
イ
レ
に

は
紙
が
な
い
。
そ
も
そ
も
水

が
流
れ
な
い
場
所
も
多
い
。

ご
飯
は
、
食
べ
る
度
に
腹
痛

に
悩
ま
さ
れ
る
。
汚
れ
が
取

れ
切
れ
て
い
な
い
食
器
。
出

発
が
遅
れ
た
に
も
関
わ
ら
ず

無
愛
想
な
客
室
乗
務
員
。
そ

し
て
、
一
番
衝
撃
的
で
あ
っ

た
の
は
、
イ
ン
ド
人
の
生
活

で
あ
る
。
乞
食
と
呼
ば
れ
る

人
々
に
、
日
本
で
生
活
し
て

い
れ
ば
接
す
る
こ
と
は
ま
ず

な
い
。
子
供
や
、
明
ら
か
に

栄
養
失
調
の
人
々
、
身
体
が

不
自
由
な
人
々
が
観
光
バ
ス

を
止
め
る
度
に
私
た
ち
に
物

を
求
め
る
姿
は
シ
ョ
ッ
キ
ン

グ
以
外
の
何
物
で
も
な
か
っ

た
。
健
康
で
文
化
的
な
最
低

限
度
の
生
活
が
あ
る
程
度
保

証
さ
れ
て
い
る
日
本
で
生
き

て
き
た
私
に
と
っ
て
、「
生
存

す
る
こ
と
」
が
保
証
さ
れ
て

い
な
い
と
い
う
こ
と
自
体
が

「
当
た
り
前
」
で
あ
る
と
い
う

感
覚
が
衝
撃
的
だ
っ
た
。「
当

た
り
前
」
の
こ
と
が
、
当
た

り
前
で
は
な
い
。
日
本
で
は

気
づ
け
な
か
っ
た
が
、
こ
の

気
づ
き
は
こ
れ
か
ら
先
も
大

切
に
し
て
い
き
た
い
。

法
学
2

　
　

立
川　

雅

　

今
回
の
よ
う
な
機
会
が
な

い
と
イ
ン
ド
や
ネ
パ
ー
ル
に

行
く
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
と
、

思
い
切
っ
て
研
修
に
参
加
し

ま
し
た
が
参
加
し
て
本
当
に

よ
か
っ
た
で
す
。
一
回
生
の

時
に
学
ん
だ
仏
教
の
始
ま
り

の
地
に
実
際
に
訪
れ
、
各
国

か
ら
来
た
様
々
な
仏
教
徒
が

そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
お
経
を
唱

え
て
い
て
、
そ
れ
が
同
じ
場

第45回宗教教育海外研修会（インド・ネパール研修旅行）
旅の記録
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所
で
ぶ
つ
か
り
合
っ
て
い
て

感
慨
深
い
も
の
で
あ
り
ま
し

た
し
、
仏
教
っ
て
素
晴
ら
し

い
な
と
し
み
じ
み
と
感
じ
ま

し
た
。
ま
た
、
私
は
イ
ン
ド

で
想
像
を
絶
す
る
光
景
を
何

度
も
目
に
し
深
く
考
え
さ
せ

ら
れ
ま
し
た
。
う
ま
く
言
葉

で
表
現
す
る
の
は
難
し
い
で

す
が
「
生
き
る
」
と
は
何
か

を
イ
ン
ド
人
か
ら
学
ん
だ
気

が
し
ま
す
。
当
た
り
前
の
日

常
に
も
っ
と
感
謝
し
て
生
き

て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
思

い
ま
し
た
。
異
国
情
緒
あ
ふ

れ
る
場
所
で
目
に
映
る
も
の

全
て
が
新
鮮
で
、
そ
こ
で
の

経
験
は
す
べ
て
私
の
大
事
な

宝
物
で
す
。
あ
ち
ら
の
方
は

親
日
家
が
多
い
よ
う
に
感
じ

ま
し
た
。
優
し
く
て
素
敵
な

方
が
た
く
さ
ん
い
て
、
イ
ン

ド
が
好
き
に
な
り
ま
し
た
。

本
研
修
に
関
わ
っ
て
く
だ

さ
っ
た
全
て
の
方
に
感
謝
し

ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
し
た
。
ナ
マ
ス
テ
。

教
育
1

　
　

中
野
佳
代

　

私
は
「
仏
教
の
授
業
で
出

て
く
る
建
造
物
や
仏
陀
が
見

た
で
あ
ろ
う
風
景
を
自
分
の

目
で
見
た
い
。」
と
思
い
宗
教

教
育
海
外
研
修
会
へ
の
参
加

を
決
め
ま
し
た
。

　

釈
尊
成
道
の
地
ブ
ッ
ダ
ガ

ヤ
で
は
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
、
タ

イ
を
は
じ
め
と
す
る
多
く
の

方
が
母
国
の
念
仏
を
唱
え
て

お
り
、
そ
の
熱
気
に
衝
撃
を

受
け
ま
し
た
。
タ
ー
ジ
マ
ハ

ル
や
最
終
日
に
見
た
朝
陽
に

輝
く
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
美
し
さ
は

一
生
忘
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま

せ
ん
。

　

大
学
に
入
学
し
、
周
り
の

方
か
ら
「
大
学
生
の
う
ち
に

た
く
さ
ん
海
外
へ
行
く
と
い

い
よ
。」
と
い
わ
れ
る
機
会
が

増
え
、
私
は
、「
大
学
を
卒
業

す
る
と
な
か
な
か
自
由
な
時

間
が
取
れ
な
い
か
ら
だ
。」
と

思
っ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、

そ
れ
だ
け
で
は
な
い
こ
と
が

こ
の
研
修
を
経
て
わ
か
り
ま

し
た
。
海
外
へ
行
き
自
分
の

知
ら
な
い
景
色
を
見
て
歴
史

を
学
ぶ
こ
と
は
、
な
り
た
い

自
分
を
見
つ
け
る
と
き
に
必

要
な
糧
に
も
な
り
え
る
の
で

す
。

　

私
が
安
心
し
て
充
実
し
た

十
日
間
の
研
修
を
終
え
る
こ

と
が
で
き
た
の
は
添
乗
員
さ

ん
を
は
じ
め
と
す
る
先
生
方
、

現
地
の
ガ
イ
ド
さ
ん
の
お
か

げ
で
す
。
本
当
に
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

法
学
1

　

久
松
和
香
奈

　

大
学
に
入
学
し
て
以
来
、

学
び
や
環
境
が
今
ま
で
と
す

べ
て
異
な
り
日
々
新
し
い
こ

と
の
連
続
で
し
た
。
そ
れ
は

仏
教
学
の
授
業
も
同
じ
で
、

さ
ら
に
深
く
学
べ
る
機
会
が

あ
る
の
な
ら
ぜ
ひ
と
も
、
と

思
い
立
ち
こ
の
宗
教
教
育
海

外
研
修
に
参
加
し
ま
し
た
。

十
一
日
間
の
旅
を
終
え
た
率

直
な
感
想
と
し
て
は
、「
壮
絶

だ
っ
た
」
と
い
う
印
象
で
す
。

宗
教
教
育
の
一
環
と
し
て
イ

ン
ド
・
ネ
パ
ー
ル
の
各
地
に

散
ら
ば
っ
て
い
る
聖
地
を
自

身
の
目
で
直
に
見
て
回
り
、

そ
の
空
気
や
雰
囲
気
を
身
体

で
感
じ
て
宗
教
に
対
す
る
イ

メ
ー
ジ
が
変
わ
り
ま
し
た
。

そ
れ
と
同
時
に
、「
宗
教
と
は

何
か
」
を
本
能
的
に
理
解
す

る
こ
と
が
少
し
は
で
き
た
の

で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

行
く
先
々
で
ガ
イ
ド
の
方
や

先
生
に
よ
る
説
明
が
あ
り
、

授
業
で
学
ん
だ
こ
と
に
関
し

て
再
度
聞
く
機
会
も
あ
り
ま

し
た
が
、
現
地
で
い
ろ
ん
な

こ
と
を
見
聞
き
す
る
こ
と
で
、

な
る
ほ
ど
と
よ
う
や
く
腑
に

落
ち
た
こ
と
も
何
度
か
あ
り

ま
し
た
。
ま
た
、
現
地
で
の

暮
ら
し
や
人
々
の
様
子
も
学

べ
、
数
日
間
で
色
濃
い
貴
重

な
経
験
が
で
き
て
本
当
に
良

か
っ
た
で
す
。史

学
4

　
　

宮
本
麻
菜

　

研
修
旅
行
で
は
、
全
く
異

な
る
社
会
や
価
値
観
に
出
会

う
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
た

だ
の
情
報
と
し
て

知
っ
て
い
た
イ
ン

ド
・
ネ
パ
ー
ル
で

は
な
く
、
現
地
の

生
の
様
子
を
た
く

さ
ん
見
ま
し
た
。

発
展
し
て
い
る
都

会
と
田
舎
の
差
が

大
き
い
こ
と
、
そ

の
都
会
の
中
で
も

綺
麗
な
建
物
と
崩

れ
か
け
の
建
物
が

隣
り
合
っ
て
立
っ

て
い
ま
し
た
。

　

イ
ン
ド
は
様
々

な
差
が
見
え
や
す

い
社
会
で
し
た
。

観
光
地
の
道
端
を
歩
け
ば
、

み
す
ぼ
ら
し
い
格
好
を
し
た

た
く
さ
ん
の
子
供
や
女
性
が

物
乞
い
を
し
て
い
ま
す
。
そ

の
近
く
で
は
、
綺
麗
な
シ
ャ

ツ
を
着
た
人
が
お
土
産
を

売
っ
て
い
ま
す
。
誰
も
そ
の

よ
う
な
光
景
に
疑
問
を
抱
い

て
い
る
よ
う
に
は
見
え
ず
、

イ
ン
ド
で
は
そ
れ
が
日
常
の

風
景
で
あ
る
よ
う
で
し
た
。

こ
の
よ
う
な
状
況
で
は
、
私

一
人
が
お
金
や
物
を
渡
し
た

と
こ
ろ
で
、
永
遠
に
そ
の
絶

対
的
な
差
な
ど
な
く
な
り
ま

せ
ん
。

　

こ
れ
が
イ
ン
ド
と
い
う
国

の
あ
り
方
な
の
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
で
す
が
、
そ
の
絶
対

的
な
差
を
埋
め
て
い
く
た
め

に
、
私
に
何
が
で
き
る
の
か

考
え
続
け
て
い
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
感
じ
ま
し
た
。

史
学
3

　
　

山
本
佳
乃

　

今
回
の
研
修
旅
行
は
、
私

に
と
っ
て
、
と
て
も
有
意
義

な
時
間
と
な
り
ま
し
た
。
海

外
に
は
何
度
か
訪
れ
た
こ
と

が
あ
り
ま
し
た
が
、
イ
ン
ド
・

ネ
パ
ー
ル
は
、
海
外
と
い
う

よ
り
か
は
、
ど
こ
か
異
世
界

に
迷
い
込
ん
だ
よ
う
な
感
覚

で
し
た
。
デ
リ
ー
に
到
着
し

た
時
の
濃
霧
や
、
ガ
ン
ジ
ス

川
で
の
沐
浴
の
風
景
は
決
し

て
日
本
で
は
味
わ
え
な
い
光

景
で
し
た
。

　

ま
た
、
旅
行
中
は
様
々
な

仏
教
遺
跡
を
巡
り
ま
し
た
。

中
で
も
、
私
が
一
番
衝
撃
を

受
け
た
の
が
、釈
尊
成
道
の
地

で
あ
る
ブ
ダ
ガ
ヤ
の
大
菩
提

寺（M
ahabodhi	T

em
ple

）

で
す
。
こ
こ
は
、
世
界
遺
産

に
も
登
録
さ
れ
て
い
る
仏
教

の
最
大
聖
地
で
す
。
こ
こ
で

は
世
界
各
国
の
仏
教
徒
の

方
々
が
集
ま
り
、
皆
さ
ん
そ

れ
ぞ
れ
の
国
の
お
経
で
お
勤

め
を
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ

の
光
景
が
衝
撃
で
、
自
分
の

理
解
を
は
る
か
に
超
え
、
処

理
で
き
な
く
な
っ
た
の
を
覚

え
て
い
ま
す
。

　

今
か
ら
約
二
五
〇
〇
年
前

に
誕
生
し
た
仏
教
が
、
現
代

に
ま
で
受
け
継
が
れ
、
人
々

の
信
仰
を
集
め
て
い
る
こ
と

は
、
仏
教
の
教
え
が
他
を
排

除
す
る
の
で
は
な
く
、
他
に

寄
り
添
う
教
え
だ
か
ら
な
の

だ
ろ
う
と
、
改
め
て
思
い
ま

し
た
。

英
文
4

　
　

若
林
愛
果

　

イ
ン
ド
・
ネ
パ
ー
ル
研
修

旅
行
に
参
加
し
て
最
も
良

か
っ
た
こ
と
は
、
私
が
今
ま

で
見
て
い
た
世
界
の
外
に
は
、

も
っ
と
広
い
世
界
が
広
が
っ

て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
知

れ
た
こ
と
だ
。
私
が
日
常
生

活
で
目
に
す
る
景
色
は
、
広

い
世
界
の
ほ
ん
の
一
部
で
し

か
な
い
。
自
分
と
は
全
く
異

な
る
景
色
を
見
て
暮
ら
し
、

価
値
観
も
考
え
も
生
き
方
も
、

お
互
い
に
想
像
も
出
来
な
い

ほ
ど
に
違
っ
た
人
達
が
い
た
。

同
じ
日
本
人
で
も
同
じ
大
学

生
で
も
異
な
っ
て
い
る
が
、

世
界
中
の
人
が
、
そ
れ
ぞ
れ

の
環
境
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人

生
を
、
そ
れ
ぞ
れ
一
生
懸
命

に
生
き
て
い
た
。
私
は
こ
れ

ま
で
自
分
の
こ
と
が
好
き
に

な
れ
ず
、
他
人
に
憧
れ
、
別

の
誰
か
に
な
り
た
い
と
思
っ

て
生
き
て
い
た
が
、
今
回
の

研
修
旅
行
を
通
し
変
化
が

あ
っ
た
。
一
人
一
人
が
そ
れ

ぞ
れ
の
縁
に
よ
っ
て
生
き
て

い
る
。
自
分
と
他
人
が
違
う

こ
と
も
、
一
人
一
人
が
そ
れ

ぞ
れ
の
縁
に
よ
っ
て
生
き
て

い
る
か
ら
で
、
そ
し
て
世
界

中
に
は
無
限
の
縁
が
広
が
っ

て
い
る
。
こ
れ
か
ら
は
、
誰

か
を
見
て
生
き
る
の
で
は
な

く
、
私
と
い
う
存
在
か
ら
世

界
を
見
て
、
私
で
私
を
生
き

て
ゆ
き
た
い
。

【
参
加
者
の
学
年
は
研
修
会
実

施
時
の
学
年
で
す
】

スワヤンブナート

　宗教教育センターでは、仏教を基調とする宗教教育を学校教育の中に具体化するために、文書活動を行っています。文書活動によって、広く宗教的知識を
習得します。また、情報交換によるふれあいを通して相互の深い人間関係をめざします。今回は、その中でもオリジナルカレンダー（吊下げ型、卓上型）を
紹介します。
　当カレンダーは味わい深い法語と、本学の絵画部が作成した切り絵を組み合わせた内容となっています。皆さんが参加しやすいように、宗教教育センター
が実施する年間の各行事も日程に入れています。ぜひ皆さんも、普段の生活にご利用ください。

宗教部文書活動のお知らせ

4 ・ 5 月担当　豊田　友紀さん 6 ・ 7 月担当　富田　咲希さん 8 ・ 9 月担当　岡田　千佳さん

10・11月担当　本間　亜希さん 12・ 1 月担当　北野　奈々さん 2 ・ 3 月担当　伊藤　千尋さん

〈月別絵画担当者〉
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仏
教
の
教
え
の
中
に
、「
仏

は
こ
の
世
の
父
で
あ
る
。
だ

か
ら
、
あ
ら
ゆ
る
人
び
と
は

み
な
仏
の
子
で
あ
る
。」（
法

華
経
第
三
、
譬
喩
品
）
と
い

う
箇
所
が
あ
り
ま
す
。仏（
す

な
わ
ち
人
知
を
越
え
た
存

在
）の
子
で
あ
る
私
た
ち
は
、

常
に
そ
の
人
知
を
越
え
た
存

在
に
見
守
ら
れ
る
中
で
日
々

を
過
ご
し
て
い
る
、
と
言
っ

て
も
過
言
で
は
な
い
で
し
ょ

う
。
人
知
を
越
え
た
存
在
が

私
た
ち
の
人
生
の
歩
み
に
目

を
配
っ
て
い
て
く
だ
さ
る
こ

と
を
自
覚
す
る
の
は
、
む
し

ろ
人
生
が
う
ま
く
い
か
な
い

と
き
の
方
が
多
い
の
で
は
な

い
か
と
思
い
ま
す
。
私
は
、

今
ま
で
の
人
生
の
中
で
、
人

知
を
越
え
た
存
在
が
自
分
の

人
生
の
歩
み
に
共
に
い
て
く

だ
さ
る
の
だ
と
感
じ
る
機
会

を
何
度
か
与
え
て
頂
き
ま
し

た
。
そ
の
中
で
特
に
、
今
の

自
分
の
人
生
の
歩
み
に
大
き

く
影
響
を
与
え
て
い
る
出
来

事
に
つ
い
て
書
か
せ
て
い
た

だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

教
職
に
就
い
て
お
ら
れ
る

ご
立
派
な
先
生
方
が
、
た
く

さ
ん
お
読
み
に
な
ら
れ
る
で

あ
ろ
う
原
稿
に
こ
の
よ
う
な

失
礼
な
こ
と
を
書
か
せ
て
い

た
だ
く
の
は
大
変
気
が
ひ
け

る
の
で
す
が
、
祖
父
母
が
全

員
元
小
学
校
教
員
の
教
師
一

家
に
育
っ
た
私
は
、
自
分
の

少
々
へ
そ
曲
が
り
で
あ
ま
の

じ
ゃ
く
な
性
格
も
手
伝
っ
て

か
、
教
員
に
だ
け
は
な
る
ま

い
、
と
教
職
と
い
う
就
職
の

選
択
肢
を
全
く
考
え
て
い
ま

せ
ん
で
し
た
。
で
す
か
ら
長

い
海
外
生
活
を
終
え
て
帰
国

し
た
時
、
私
が
つ
い
た
職
業

は
、
教
職
と
は
関
係
の
な
い

外
資
系
企
業
の
営
業
職
で
し

た
。
組
織
の
考
え
方
と
自
分

の
物
の
見
方
や
感
じ
方
も
そ

こ
ま
で
大
き
く
か
け
離
れ
て

い
た
わ
け
で
も
な
く
、
営
業

成
績
も
そ
こ
そ
こ
で
し
た
。

こ
の
ま
ま
、
そ
こ
そ
こ
の
お

給
料
を
い
た
だ
い
て
、
安
定

し
た
生
活
を
送
り
な
が
ら
歳

を
と
る
の
か
、
と
ふ
と
考
え

ま
し
た
。
す
る
と
、
そ
れ
ま

で
だ
ま
し
だ
ま
し
目
を
つ

ぶ
っ
て
見
な
い
よ
う
に
し
て

き
た
、
自
分
の
心
の
中
に

あ
っ
た
営
業
職
に
就
い
て
い

る
自
分
に
対
す
る
違
和
感

が
、
相
当
大
き
く
な
っ
て
い

る
こ
と
に
気
が
つ
い
た
の
で

す
。
人
知
を
越
え
た
存
在
に

い
た
だ
い
た
ご
縁
で
就
け
た

の
か
も
し
れ
な
い
仕
事
に
対

し
て
、
お
こ
が
ま
し
い
発
想

な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

「
本
当
に
こ
の
仕
事
で
い
い

の
だ
ろ
う
か
？
」「
こ
の
ま

ま
歳
を
重
ね
て
い
っ
て
、
自

分
は
本
当
に
後
悔
し
な
い
の

だ
ろ
う
か
？
」
と
よ
く
考
え

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

結
局
私
は
、
そ
の
自
分
が

直
感
的
に
感
じ
た
違
和
感
と

い
う
心
の
叫
び
と
向
き
合

い
、
人
知
を
越
え
た
存
在
の

お
導
き
に
よ
っ
て
あ
り
が
た

い
ご
縁
を
い
た
だ
く
こ
と
が

で
き
、
今
の
教
職
の
道
へ
と

繋
が
っ
て
い
ま
す
。
教
職
に

つ
い
て
か
ら
は
、
仕
事
に
対

す
る
違
和
感
は
全
く
感
じ
な

く
な
り
、
仕
事
に
対
し
て
の

工
夫
を
考
え
る
こ
と
を
楽
し

む
余
裕
も
出
て
き
ま
し
た
。

違
和
感
を
感
じ
る
仕
事
を
自

分
を
だ
ま
し
だ
ま
し
続
け
て

い
た
ら
、
職
務
を
よ
り
よ
く

果
た
す
た
め
に
能
動
的
に
動

い
た
り
、
工
夫
を
こ
ら
し
た

り
す
る
こ
と
は
、
き
っ
と
か

な
り
難
し
か
っ
た
に
違
い
あ

り
ま
せ
ん
。自
分
の
心
の
声
、

と
く
に
違
和
感
な
ど
の
よ
う

な
直
感
的
に
感
じ
取
る
も
の

は
、
人
知
を
越
え
た
存
在
か

ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
あ
る
可

能
性
も
あ
る
の
か
も
し
れ
な

い
と
考
え
さ
せ
ら
れ
た
出
来

事
で
し
た
。

　

話
は
少
々
脱
線
し
ま
す

が
、
み
な
さ
ん
は
オ
プ
ラ
・

ウ
ィ
ン
フ
リ
ー
と
い
う
ア
メ

リ
カ
の
ト
ー
ク
シ
ョ
ー
ホ
ス

ト
で
慈
善
活
動
も
活
発
に

行
っ
て
お
ら
れ
る
女
性
を
ご

存
知
で
し
ょ
う
か
？　

彼
女

が
２
０
０
８
年
に
、
サ
ン
フ

ラ
ン
シ
ス
コ
の
ス
タ
ン

フ
ォ
ー
ド
大
学
の
卒
業
式
に

ゲ
ス
ト
ス
ピ
ー
カ
ー
と
し
て

呼
ば
れ
た
際
に
、
直
感
の
重

要
さ
に
つ
い
て
お
話
を
さ
れ

て
お
ら
れ
ま
す
の
で
、
一
節

を
ご
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き

た
い
と
思
い
ま
す
。

“A
nd h
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h
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in
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h

at I k
n

ow
 

now
 is th
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o
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o

u
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n
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ad

e—
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h
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A
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as a result of m
e not 

listening to th
e greater 

voice of m
yself.”

要
約
：「
自
分
が
正
し
い
こ

と
を
し
て
い
る
か
ど
う
か
知

り
た
か
っ
た
ら
、
自
分
の
直

感
を
信
じ
な
さ
い
。
た
だ
そ

の
直
感
や
感
じ
取
っ
た
こ
と

に
自
分
の
エ
ゴ
（
＝
わ
が
ま

ま
、
我
）
が
入
っ
て
い
な
い

か
ど
う
か
し
っ
か
り
確
認
し

て
、
自
分
の
ガ
ッ
ツ
（
＝
勇

気
、
パ
ッ
シ
ョ
ン
）
が
何
か

を
し
っ
か
り
見
極
め
る
と
い

い
で
し
ょ
う
。
私
が
今
ま
で

の
人
生
で
正
し
い
結
論
を
出

し
て
き
た
と
き
は
、
す
べ
て

そ
れ
は
私
の
勇
気
か
ら
出
て

き
た
決
断
の
結
果
で
、
私
が

間
違
っ
た
結
論
を
出
し
た
と

き
は
、
そ
れ
は
い
つ
も
私
が

自
分
の
内
な
る
偉
大
な
声

を
、し
っ
か
り
聞
く
こ
と
が
で

き
な
か
っ
た
結
果
で
し
た
。」

　

自
分
の
就
職
に
関
し
て
、

そ
の
仕
事
へ
の
違
和
感
と
い

う
自
分
の
感
じ
た
も
の
を
大

切
に
し
た
結
果
、
や
り
が
い

の
あ
る
仕
事
に
就
く
こ
と
が

許
さ
れ
た
経
験
か
ら
も
、
私

は
こ
の
自
身
の
「
内
な
る
偉

大
な
声
」
に
私
た
ち
の
使
命

を
果
た
す
上
で
重
要
な
情
報

や
、
人
知
を
越
え
た
存
在
の

意
思
が
含
ま
れ
て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ
て
な
り
ま
せ
ん
。

私
た
ち
は
み
な
、
果
た
す
べ

き
使
命
を
持
っ
て
生
ま
れ
て

き
ま
す
。
そ
の
使
命
か
ら
大

幅
に
外
れ
た
選
択
肢
を
選
ぼ

う
と
す
る
と
、
使
命
を
果
た

し
や
す
い
方
向
へ
と
軌
道
を

修
正
で
き
る
よ
う
、
さ
ま
ざ

ま
な
方
法
で
、
人
知
を
越
え

た
存
在
は
私
た
ち
の
自
由
意

志
を
侵
害
し
な
い
方
法
で
、

導
い
て
く
だ
さ
る
の
か
も
知

れ
ま
せ
ん
。

　

深
い
悲
し
み
の
淵
に
あ
る

時
や
、
草
臥
れ
果
て
て
い
る

時
に
は
励
ま
し
や
慰
め
で

あ
っ
た
り
、
あ
る
い
は
身
に

危
険
が
迫
っ
て
い
る
時
に
は

そ
の
危
険
か
ら
の
護
り
で

あ
っ
た
り
、
歩
む
べ
き
道
を

間
違
え
そ
う
に
な
っ
て
い
る

時
に
は
、
そ
の
道
を
進
み
続

け
る
の
は
危
な
い
と
い
う
警

告
で
あ
っ
た
り
、
そ
の
時
々

の
状
況
に
応
じ
て
、
人
知
を

越
え
た
存
在
が
く
だ
さ
る
も

の
は
違
う
で
し
ょ
う
が
、
絶

え
ず
人
知
を
越
え
た
存
在
は

私
の
人
生
の
歩
み
を
見
守
っ

て
い
て
く
だ
さ
る
の
だ
と
、

様
々
な
人
生
の
出
来
事
を
通

し
、
私
は
実
感
す
る
機
会
を

与
え
て
頂
き
ま
し
た
。
み
な

さ
ん
の
今
ま
で
も
こ
れ
か
ら

も
、
人
生
の
歩
み
は
決
し
て

平
坦
で
は
な
い
と
思
い
ま

す
。
神
も
仏
も
あ
る
も
の
か

と
思
う
よ
う
な
非
常
に
苦
し

い
状
況
や
、
深
い
悲
し
み
を

経
験
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
で

し
ょ
う
。
そ
ん
な
悲
し
み
や

嘆
き
の
淵
に
あ
る
時
こ
そ
、

人
知
を
越
え
た
存
在
が
み
な

さ
ん
お
一
人
お
一
人
の
歩
み

を
常
に
見
守
っ
て
い
て
く
だ

さ
る
こ
と
を
忘
れ
ず
、
人
知

を
越
え
た
存
在
の
声
を
聞
き

取
っ
た
り
感
じ
と
っ
た
り
で

き
る
感
受
性
や
、
人
知
を
越

え
た
存
在
の
恵
み
に
感
謝
で

き
る
謙
虚
さ
を
磨
き
、
与
え

ら
れ
た
使
命
を
全
う
で
き

る
、
幸
せ
で
実
り
豊
か
な
人

生
を
歩
ん
で
く
だ
さ
る
こ
と

を
心
か
ら
願
い
ま
す
。

す
べ
て
悪
し
き
こ
と
を
な
さ
ず
、

善
い
こ
と
を
行
い
、

自
己
の
心
を
浄
め
る
こ
と
、

─
こ
れ
が
諸
の
仏
の
教
え
で
あ
る
。

�

（『
ダ
ン
マ
パ
ダ
』
一
八
三
、
中
村
元
訳
）

法のことば

　

こ
の
詩
節
は
古
来
「
七
仏
通
戒
偈
」
と
呼
ば
れ
、
諸
仏
が
（
こ
こ
で
「
仏
」

は
複
数
形
で
す
）
共
通
し
て
説
い
た
真
理
と
し
て
尊
重
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

そ
の
内
容
は
と
て
も
普
遍
的
で
す
。
善
い
こ
と
を
な
し
、悪
い
こ
と
を
や
め
る
。

善
悪
の
内
容
は
さ
て
お
き
、
こ
れ
は
、
ほ
と
ん
ど
の
宗
教
が
説
く
事
柄
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

し
か
し
、
こ
の
シ
ン
プ
ル
な
教
え
を
実
践
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
ま
ず
、
善
や
悪
と
確
信
し
た
り
、
当
た
り
前
の
よ
う
に
知
っ
て
い
る

こ
と
で
も
、
そ
れ
を
貫
く
こ
と
は
と
て
も
困
難
で
す
。
ま
た
、
そ
も
そ
も
何

が
善
で
何
が
悪
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
私
た
ち
は
し
ば
し
ば
迷
い
ま
す
。

だ
か
ら
こ
そ
、
こ
の
詩
節
に
は
、
も
う
一
つ
「
自
己
の
心
を
浄
め
る
こ
と
」

が
説
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
に
、
私
た
ち
の
行
い
の
根
っ
こ
と
な
る
心
の
あ

り
方
こ
そ
を
問
題
と
す
る
と
い
う
仏
教
の
特
徴
が
表
れ
て
い
ま
す
。

	

（
藤
井　

隆
道
）

直
感
力
と

　
人
知
を
超
え
た
存
在
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✿ 親鸞聖人降誕会（春のバスツアー）✿

日　　時　2019年 5月21日（火）
　　　　　 9：00～16：30
行　　先　青蓮院・嵐山散策
募集人数　85名（先着順）

※大学体育館での式典後、バスツアーを行います。

✿ 日帰り研修会「坐禅と写経」✿

行　　先　比叡山延暦寺
日　　時　2019年 6 月 1 日（土）
　　　　　 8：15　大学集合
　　　　　15：45　現地解散
参 加 費　800円
募集人数　30名（先着順）

※いずれも申込・詳細は京女ポータル、Ｌ校舎前の掲示板または
宗教教育センター（Ｌ校舎 3 階）で確認してください。

お知らせ

『
ビ
ジ
ュ
ア
ル
ガ
イ
ド 

京
都
の
大
路
小
路
』

森
谷
尅
久
監
修　

小
学
館　
　

二
〇
〇
三
年

シ
リ
ー
ズ

　
智
慧
の
蔵
�

　
「
京
都
女
子
大
学
っ
て
ど
こ
に

あ
ん
の
？
」

　
「
東
山
七
条
の
交
差
点
を
東
に

入
っ
た
と
こ
。」

　
「
東
山
七
条
っ
て
、
通
り
名
で

い
う
と
ど
の
辺
？
」

　
「
七
条
通
を
鴨
川
を
越
え
て
さ

ら
に
東
に
行
く
と
東
大
路
通
が

あ
る
や
ろ
。
あ
の
七
条
通
と
東
大

路
通
の
交
差
点
を
東
山
七
条
と

言
う
ね
ん
。
そ
こ
か
ら
歩
い
て
五

分
ほ
ど
東
向
き
に
坂
上
っ
た
と
こ

に
あ
る
。」

　

も
し
、
京
都
人
同
士
で
京
女

の
立
地
に
つ
い
て
問
答
し
た
ら
、

こ
ん
な
感
じ
に
な
る
と
思
い
ま

す
。
い
か
が
で
す
か
。
皆
さ
ん
な

ら
、
こ
の
よ
う
に
答
え
ら
れ
ま
す

か
。
或
い
は
こ
の
よ
う
に
教
え
て

も
ら
っ
た
と
し
て
、
京
都
市
の
地

図
上
に
京
女
の
位
置
が
イ
メ
ー
ジ

で
き
ま
す
か
。

　

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
と
お
り
、

京
都
の
町
並
み
は
縦
横
の
通
り

が
直
角
に
交
差
す
る
碁
盤
の
目

の
よ
う
な
形
に
な
っ
て
い
ま
す
。

で
す
か
ら
、
通
り
名
と
大
ま
か
な

位
置
関
係
さ
え
憶
え
て
お
け
ば
、

現
在
地
や
目
的
地
が
簡
単
に
イ

メ
ー
ジ
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い

る
の
で
す
。
不
慣
れ
な
人
で
も
、

京
都
で
数
年
生
活
す
れ
ば
、
自
分

の
生
活
圏
内
の
通
り
名
に
関
し
て
は
、

自
然
と
憶
え
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
そ
も
そ
も
京
都
の
町

は
、
な
ぜ
碁
盤
の
目
の
よ
う
に

な
っ
て
い
る
の
か
。
そ
れ
は
昔
々

京
に
都
が
建
て
ら
れ
た
時
（
七
九

四
ウ
グ
イ
ス
平
安
京
）、
中
国
の

都
城
制
に
な
ら
っ
て
、そ
の
町
並
み

が
縦
横
の
通
り
に
よ
っ
て
区
画
整

理
さ
れ
た
こ
と
に
由
来
し
ま
す
。

　

平
安
京
は
、
南
北
が
約
五
・
二

キ
ロ
、
東
西
が
約
四
・
七
キ
ロ
の
、

や
や
縦
長
の
四
角
形
を
外
郭
と

し
、
南
北
に
走
る
三
十
六
本
の
大

路
小
路
（
大
小
の
通
り
）
と
、
東

西
を
走
る
三
十
九
本
の
大
路
小

路
を
骨
格
と
す
る
計
画
都
市
で

し
た
。
そ
れ
が
碁
盤
の
目
に
譬
え

ら
れ
る
、
現
在
の
町
並
み
の
原
形

と
な
っ
た
の
で
す
。
今
も
残
る
一

条
か
ら
九
条
に
至
る
東
西
の
通

り
名
や
、
京
極
、
洞
院
、
堀
川
、

大
宮
等
の
南
北
の
通
り
名
も
、

全
て
平
安
京
の
大
路
名
に
遡
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

本
書
は
こ
う
し
た
歴
史
的
な

経
緯
を
踏
ま
え
つ
つ
、
京
都
の
町

中
を
走
る
通
り
を
中
心
に
、
そ
の

現
在
の
姿
を
豊
富
な
写
真
と
共

に
紹
介
す
る
良
書
で
す
。
北
は

今
出
川
通
か
ら
南
は
九
条
通
ま

で
、
東
は
木
屋
町
通
か
ら
西
は
左

井
通
ま
で
、
ま
た
洛
外
の
道
と
し

て
若
狭
街
道
か
ら
南
浜
通
ま
で
、

全
百
四
十
七
本
の
通
り
を
見
や

す
く
、
分
か
り
や
す
く
、
楽
し

く
紹
介
し
て
く
れ
て
い
ま
す
。

　

家
の
前
の
身
近
な
通
り
か
ら
、

繁
華
街
の
大
通
り
ま
で
、
本
書

を
介
し
て
そ
の
故
事
来
歴
を
知

れ
ば
、
今
ま
で
知
ら
な
か
っ
た
新

た
な
魅
力
を
発
見
で
き
る
は
ず
。

長
く
京
都
に
住
ん
で
い
る
人
に

も
、
こ
の
春
か
ら
京
都
に
引
っ
越

し
て
き
た
人
に
も
お
勧
め
の
一
書

で
す
。	

（
上
野　

隆
平
）

　
「
に
ょ
ー
ら
ー
い
だ
い
ひ
ー

の
♪
」。
礼
拝
や
式
典
で
必
ず

流
れ
る
メ
ロ
デ
ィ
ー
と
歌
詞
、

京
女
生
で
あ
れ
ば
一
度
は
耳
に

し
た
こ
と
が
あ
る
「
恩
徳
讃
」。

さ
て
、
そ
の
作
詞
は
誰
で
し
ょ

う
か
。

　
『
聖
典
』
に
は「
親
鸞
聖
人	

和
讃
」と
あ
り
ま
す
。「
和
讃
」

と
は
、
仏
さ
ま
と
そ
の
教
え
を

和
語
に
て
讃
嘆
し
た
歌
で
す
。

親
鸞
聖
人
に
は
『
浄
土
和
讃
』

『
高
僧
和
讃
』『
正
像
末
和
讃
』

の
三
つ
を
合
わ
せ
た
「
三
帖
和

讃
」
が
あ
り
ま
す
。「
恩
徳
讃
」

は
そ
の
う
ち
の
一
首
な
の
で
す
。

　

従
来
の
和
讃
が
、
美
麗
な

修
辞
を
駆
使
し
た
も
の
が
多

い
の
に
対
し
て
、
親
鸞
聖
人
の

「
和
讃
」
は
質
実
で
力
強
い
雰

囲
気
が
あ
り
ま
す
。
内
容
に

は
、
経
典
や
イ
ン
ド
・
中
国
・

日
本
の
高
僧
方
の
言
葉
を
拠
り

所
と
し
て
、
懇
切
丁
寧
に
仏
さ

ま
の
教
え
を
、
ま
た
自
身
の
喜

び
や
歎
き
が
数
々
表
現
さ
れ
て

い
る
の
で
す
。
そ
の
数
は
、
な
ん

と
三
五
〇
首
を
越
え
ま
す
。

　

ま
た
、こ
の
「
三
帖
和
讃
」
は
、

一
首
が
七
五
調
四
句
で
形
成
さ

れ
て
お
り
、
当
時
一
般
に
流
行

し
て
い
た
今
様
の
調
べ
に
合
う

も
の
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
つ
ま

り
、「
三
帖
和
讃
」
に
は
も
と
も

と
音
楽
的
要
素
が
あ
り
、
古
く

か
ら
節
譜
付
け
が
さ
れ
る
だ
け

で
な
く
、
現
在
で
も
音
楽
法
要

（
仏
教
の
行
事
）
や
仏
教
讃
歌
に

用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。
七
五

調
と
は
、
日
本
の
詩
歌
に
用
い

る
伝
統
的
な
形
式
で
す
。
有
名

な
と
こ
ろ
で
は
、「
夕
や
け
こ
や

け
」
や
「
ど
ん
ぐ
り
こ
ろ
こ
ろ

こ
ろ
」
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
同

じ
調
子
で
す
か
ら
、
そ
れ
ら
の

メ
ロ
デ
ィ
ー
に
、
実
は
和
讃
の

言
葉
は
の
り
や
す
い
の
で
す
。

試
し
に
歌
っ
て
み
て
く
だ
さ
い
。

き
っ
と
身
近
に
感
じ
ら
れ
る
で

し
ょ
う
。

　

内
容
と
語
調
を
整
え
て
三
五

〇
首
以
上
を
作
成
す
る
の
は
至

難
の
業
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
が
で
き
た
の
は
、
親
鸞
聖

人
が
深
い
仏
教
理
解
と
音
楽
的

素
養
の
両
方
を
備
え
て
い
た
か

ら
で
し
ょ
う
。
比
叡
山
時
代
の

立
場
で
あ
っ
た
「
堂
僧
」
は
、「
山

の
念
仏
」
と
い
わ
れ
る
堂
内
で

の
お
つ
と
め
を
担
当
し
、
節
譜

の
つ
い
た
念
仏
を
と
な
え
て
い
た

と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。お
そ
ら
く
、

そ
こ
で
教
え
と
と
も
に
音
楽
的

素
養
を
身
に
つ
け
ら
れ
た
の
で

し
ょ
う
。
言
葉
と
調
子
の
と
と

の
え
ら
れ
た
「
三
帖
和
讃
」、
口

ず
さ
み
や
す
い
特
徴
的
な
形
式

で
す
。「
恩
徳
讃
」
の
他
に
も
ぜ

ひ
ふ
れ
て
み
て
く
だ
さ
い
。

　
　 

親
鸞
聖
人『
三
帖
和
讃
』

�

塚
本
一
真




