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人
が
生
ま
れ
た
と
き
に
は
、
実
に

口
の
中
に
は
斧
が
生
じ
て
い
る
。

愚
者
は
悪
口
を
言
っ
て
、
そ
の
斧

に
よ
っ
て
自
分
を
斬
り
割
く
の
で

あ
る
。

（『
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
』

�

六
五
七
）

知　

識

　

中
学
高
校
の
同
級
生
が
日

本
航
空
の
社
長
を
し
て
い

た
。
大
丈
夫
だ
ろ
う
か
と
心

配
も
し
た
が
、
地
位
が
人
を

作
る
の
か
立
派
に
責
任
を
果

た
し
た
よ
う
だ
。

　

彼
の
話
に
よ
れ
ば
、
休
み

の
日
に
一
人
出
社
し
、
机
の

上
の
一
週
間
分
の
書
類
を
処

分
す
る
そ
う
だ
。
不
必
要
だ

と
判
断
し
た
書
類
を
シ
ュ

レ
ッ
ダ
ー
に
か
け
、
十
分
の

一
以
下
に
し
て
ス
ッ
キ
リ
さ

せ
る
。
思
わ
ず
笑
み
が
こ
ぼ

れ
る
そ
う
だ
。
そ
う
や
っ
て

処
分
し
た
書
類
は
「
知
識
」

だ
と
彼
は
言
う
。

　

彼
は
パ
イ
ロ
ッ
ト
を
し
て

い
た
が
、
運
航
本
部
長
と

な
っ
た
彼
の
能
力
が
見
込
ま

れ
て
経
営
の
ト
ッ
プ
へ
と
大

抜
擢
さ
れ
た
。

　

地
上
の
組
織
で
は
最
高
の

結
果
の
た
め
に
時
間
を
か
け

て
知
識
を
積
み
重
ね
て
い
く

が
、
フ
ラ
イ
ト
中
に
ト
ラ
ブ

ル
が
起
れ
ば
、
限
ら
れ
た
時

間
の
な
か
で
状
況
を
認
識

し
、
的
確
に
判
断
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

　

そ
の
時
に
は
積
み
重
ね
た

知
識
は
い
く
ら
た
く
さ
ん

あ
っ
て
も
役
に
は
た
た
な

い
。
必
要
な
の
は
判
断
が
出

来
る
「
智
恵
」
な
の
だ
と
言

う
。
多
く
の
知
識
を
絞
り
込

ん
で
応
用
の
き
く
自
分
の
智

恵
に
す
る
。
彼
は
、
そ
こ
に

会
社
の
未
来
を
見
出
し
た
。

仏
教
の
知
識

　

葬
儀
や
法
事
な
ど
、
仏
教

行
事
を
体
験
す
る
機
会
は
あ

る
が
、
教
え
そ
の
も
の
に
ふ

れ
る
機
会
は
少
な
い
。
大
学

で
仏
教
学
を
教
え
て
い
て
一

番
感
じ
る
反
応
は
、
教
え
と

し
て
の
仏
教
に
ふ
れ
た
こ
と

の
驚
き
と
喜
び
で
あ
る
。「
仏

教
が
こ
ん
な
教
え
だ
と
は
知

り
ま
せ
ん
で
し
た
」
と
い
う

の
が
多
く
の
学
生
の
正
直
な

感
想
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
一
般
に
は
教
え

に
ふ
れ
る
機
会
は
多
く
な

い
。
そ
こ
で
テ
レ
ビ
で
は
、

仏
教
に
関
す
る
「
知
識
」
を

ク
イ
ズ
な
ど
で
伝
え
る
番
組

が
多
く
作
ら
れ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
視
聴
率
を
意

識
す
る
テ
レ
ビ
番
組
で
は
、

面
白
い
興
味
本
位
の
情
報
が

中
心
と
な
り
、
断
片
的
な
豆

知
識
ば
か
り
に
な
る
。
テ
レ

ビ
は
、
映
像
で
見
せ
て
す
ぐ

わ
か
る
よ
う
な
知
識
は
伝
え

る
が
、
考
え
る
こ
と
を
求
め

る
「
教
え
」
は
伝
え
な
い
。

　

友
人
が
お
坊
さ
ん
の
出
る

バ
ラ
エ
テ
ィ
番
組
に
出
て
い

た
が
、
ほ
と
ん
ど
発
言
を
し

な
か
っ
た
の
で
不
思
議
に

思
っ
て
後
で
聞
く
と
、
ま
と

も
な
仏
教
の
話
を
し
て
も
、

面
白
く
な
い
か
ら
編
集
で

カ
ッ
ト
さ
れ
た
そ
う
だ
。

智　

恵

　

テ
レ
ビ
で
語
ら
れ
る
知
識

は
、
知
っ
た
と
し
て
も
私
た

ち
の
人
生
に
と
っ
て
意
味
を

も
た
な
い
。
煩
悩
が
な
ぜ
百

八
つ
な
の
か
数
え
方
を
知
っ

た
と
こ
ろ
で
、
私
た
ち
の
生

き
方
や
人
生
に
対
す
る
考
え

方
が
変
わ
る
わ
け
で
は
な

い
。

　

仏
教
は
、
人
生
を
よ
く
よ

く
見
つ
め
れ
ば
、
さ
ま
ざ
ま

な
苦
悩
に
満
ち
て
い
る
と
言

う
。
永
遠
な
も
の
は
何
ひ
と

つ
な
い
と
い
う
真
理
は
、
必

ず
悲
し
い
別
れ
を
経
験
す
る

と
い
う
苦
を
伝
え
る
。
求
め

て
も
求
め
て
も
、
そ
の
す
べ

て
が
手
に
入
る
わ
け
で
は
な

い
こ
と
も
苦
で
あ
る
。

　

し
か
し
仏
教
は
、
そ
の
苦

に
対
し
て
、
私
た
ち
の
考
え

方
を
変
え
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
苦
か
ら
解
放
さ
れ
る
と

教
え
て
く
れ
る
。
欲
し
い
も

の
が
手
に
入
っ
た
と
し
て

も
、
ま
た
別
の
も
の
が
欲
し

く
な
り
、
人
間
の
欲
に
は
キ

リ
が
な
い
。
そ
の
苦
か
ら
逃

れ
る
た
め
に
は
、
欲
し
い
と

い
う
思
い
か
ら
自
由
に
な
る

こ
と
だ
。
そ
も
そ
も
、
そ
れ

が
手
に
入
ら
な
け
れ
ば
、
本

当
に
不
幸
な
の
だ
ろ
う
か
。

　

単
な
る
知
識
と
し
て
知
る

だ
け
で
は
な
く
、
自
分
の
問

題
と
し
て
考
え
る
こ
と
に
よ

り
、
そ
れ
は
「
智
恵
」
と
な

る
。

キ
サ
ー
・
ゴ
ー
タ
ミ
ー

　

仏
教
で
は
有
名
な
話
で
あ

る
が
、キ
サ
ー
・
ゴ
ー
タ
ミ
ー

と
い
う
女
性
が
い
た
。
長
者

に
見
初そ

め
ら
れ
て
玉
の
輿こ

し

に

乗
っ
た
が
、
子
ど
も
が
な
か

な
か
出
来
な
か
っ
た
の
で
不

安
を
か
か
え
て
い
た
。
当
時

の
イ
ン
ド
で
は
子
ど
も
が
出

来
な
け
れ
ば
離
婚
さ
れ
た
。

　

よ
う
や
く
子
ど
も
を
授さ

ず

か
っ
た
が
、
ま
だ
赤
ん
坊
の

時
に
息
を
ひ
き
と
っ
た
。
何

と
か
生
き
返
ら
せ
ら
れ
な
い

か
と
尋
ね
歩
く
が
、
そ
ん
な

こ
と
の
出
来
る
医
者
は
い
な

い
。

　

あ
る
人
が
、
お
釈
迦
さ
ま

に
相
談
し
て
み
れ
ば
と
教
え

て
く
れ
た
。お
釈
迦
さ
ま
は
、

生
き
返
ら
せ
る
に
は
、
芥け

子し

の
実
を
三
つ
も
ら
っ
て
き
な

さ
い
と
言
わ
れ
る
。
イ
ン
ド

で
は
ど
の
家
庭
に
も
あ
っ
た

の
で
、
簡
単
な
こ
と
の
よ
う

に
思
え
た
。
し
か
し
、
一
度

も
お
葬
式
を
出
し
た
こ
と
の

な
い
家
か
ら
に
限
り
ま
す

と
、
お
釈
迦
さ
ま
は
付
け
加

え
ら
れ
た
。

　

当
時
の
イ
ン
ド
は
大
家
族

制
で
、
何
世
代
も
が
同
じ
家

に
住
ん
で
い
た
。
キ
サ
ー
・

ゴ
ー
タ
ミ
ー
は
訪
ね
歩
く

が
、
お
葬
式
を
出
し
た
こ
と

の
な
い
家
な
ど
見
つ
か
ら
な

い
。
お
じ
い
さ
ん
や
お
ば
あ

さ
ん
を
亡
く
し
た
家
、
夫
や

妻
を
亡
く
し
た
家
、
赤
ん
坊

を
亡
く
し
た
家
も
あ
っ
た
。

　

疲
れ
果
て
た
彼
女
は
、
よ

う
や
く
気
が
つ
い
た
。
私
だ

け
が
不
幸
な
の
で
は
な
い
。

そ
も
そ
も
、
ど
う
し
て
こ
ん

な
に
子
ど
も
に
執
着
す
る
の

か
考
え
れ
ば
、
私
が
長
者
の

嫁
と
い
う
地
位
を
失
い
た
く

な
い
か
ら
で
は
な
い
の
か
。

　

彼
女
は
よ
う
や
く
大
切
な

こ
と
に
気
が
つ
い
た
。
永
遠

な
も
の
な
ど
何
ひ
と
つ
な
い

の
だ
か
ら
、
そ
れ
に
執
着
し

て
は
な
ら
な
い
と
い
う
真
理

を
、
お
釈
迦
さ
ま
は
こ
う
い

う
形
で
教
え
て
く
だ
さ
っ

た
。
そ
れ
を
自
分
で
気
が
つ

く
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
っ
た

の
だ
。

　

諸
行
無
常
、
永
遠
に
変
わ

ら
な
い
も
の
は
な
い
と
い
う

「
知
識
」
は
、
彼
女
が
自
分

の
問
題
と
し
て
考
え
る
こ
と

が
出
来
た
時
に
、
よ
う
や
く

「
智
恵
」
と
な
っ
た
の
だ
。

　

も
は
や
執
着
か
ら
離
れ
た

彼
女
は
、す
べ
て
を
捨
て
て
、

お
釈
迦
さ
ま
の
弟
子
と
な
っ

た
。

勉
強
と
学
問

　

大
学
生
に
な
る
ま
で
、
私

た
ち
は
受
験
勉
強
を
す
る
。

高
校
生
ま
で
の
勉
強
は
、
入

学
試
験
に
出
そ
う
な
問
題
に

対
応
で
き
る
よ
う
に
、
ひ
た

す
ら
「
知
識
」
を
増
や
す
の

で
あ
る
。

　

勉
強
と
は
、
勉つ

と

め
る
よ
う

に
強し

い
る
こ
と
だ
。
無
理
に

で
も
努
力
を
し
て
励は

げ

む
こ
と

が
求
め
ら
れ
る
。
私
た
ち
の

興
味
と
は
関
係
な
く
、
入
試

に
合
格
す
る
た
め
に
、
が
ん

ば
っ
て
覚
え
な
く
て
は
な
ら

な
い
の
だ
。

　

し
か
し
大
学
生
に
な
れ
ば

学
問
を
す
る
。
そ
れ
は
勉
強

と
何
が
違
う
の
だ
ろ
う
か
。

私
た
ち
は
、
学
ぶ
だ
け
で
は

な
く
自
分
の
問
い
を
持
つ
の

だ
。
問
い
は
一
人
ひ
と
り
異

な
る
。興
味
を
も
っ
た
事
を
、

自
分
で
考
え
て
疑
問
を
解
決

し
よ
う
と
す
る
の
が
学
問
で

あ
る
。
そ
こ
に
は
考
え
る
自

分
が
い
る
。
そ
こ
に
求
め
ら

れ
る
の
は
「
智
恵
」
な
の
で

あ
る
。

　

ス
マ
ホ
で
簡
単
に
情
報
が

得
ら
れ
る
時
代
、
二
ペ
ー
ジ

に
収
ま
る
教
養
が
本
に
は
書

か
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
得
ら

れ
る
「
知
識
」
で
は
な
く
、

自
分
の
問
題
と
し
て
考
え
、

問
い
を
も
っ
て
深
く
考
え
る

こ
と
で
身
に
つ
く
「
智
恵
」

こ
そ
が
、
本
当
に
必
要
な
の

で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

知
識
と
智
恵

�

仏
教
学
非
常
勤
講
師
　
清
　
基
　
秀
　
紀

　

私
は
四
月
の
終
わ
り

に
群
馬
県
邑
楽
郡
板
倉

町
佐
貫
に
あ
る
宝
福
寺

を
訪
ね
た
。
こ
の
地
は

親
鸞
聖
人
が
四
十
二
歳
の
頃
、

人
々
を
救
い
た
い
と
、
三
部

経
（『
無
量
寿
経
』・『
観
無
量

寿
経
』・『
阿
弥
陀
経
』）
を
千

回
読
む
こ
と
を
思
い
立
っ
た

地
で
あ
る
。
し
か
し
、
阿
弥

陀
仏
の
教
え
を
信
じ
て
念
仏

す
る
ほ
か
に
何
の
不
足
が
あ

る
の
か
と
思
い
返
し
、
四
・

五
日
経
っ
た
頃
そ
の
読
誦
を

中
止
し
た
と
恵
信
尼
（
親
鸞

聖
人
の
妻
）
の
手
紙
に
認
め

ら
れ
て
い
る
。

　

親
鸞
聖
人
は
六
角
堂
の
百

日
間
参
籠
を
経
て
二
十
九
歳

の
時
に
法
然
門
下
に
入
っ
て

い
る
。
こ
の
時
に
阿
弥
陀
仏

の
教
え
、
つ
ま
り
他
力
の
教

え
に
帰
依
し
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ど

う
し
て
十
三
年
を
経
た
四
十

二
歳
の
頃
に
、
自
力
の
行
で

あ
る
三
部
経
読
誦
を
試
み
た

の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う

な
疑
問
を
持
ち
な
が
ら
佐
貫

を
訪
ね
た
。

　

訪
ね
た
か
ら
と
い
っ
て
そ

の
疑
問
が
す
ぐ
に
解
決
す
る

は
ず
も
な
い
が
、
近
く
に
は

利
根
川
が
流
れ
て
お
り
、
利

根
川
の
氾
濫
や
旱
魃
が
あ
っ

て
、
苦
し
む
人
々
を
救
わ
ず

に
は
お
れ
な
い
心
持
ち
か
ら
、

比
叡
山
時
代
身
に
つ
い
て
い

た
三
部
経
千
部
読
誦
と
い
っ

た
自
力
の
行
に
走
っ
て
し

ま
っ
た
の
か
、
な
ど
と
考
え

て
み
た
り
も
し
た
。

　

大
事
な
の
は
手
紙
の
中
で
、

阿
弥
陀
仏
の
教
え
を
信
じ
て

念
仏
す
る
ほ
か
に
何
が
足
り

な
い
と
思
っ
て
読
誦
し
よ
う

と
思
っ
た
の
か
、
と
反
省
さ

れ
て
止
め
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

背
景
に
何
ら
か
の
厳
し
い
状

況
下
に
あ
っ
た
人
々
を
何
と

か
救
い
た
い
と
い
う
思
い
が

あ
っ
た
の
は
間
違
う
な
か
ろ

う
。

　

バ
ス
を
待
つ
こ
と
二
時
間
、

結
論
の
出
な
い
問
題
に
つ
い

て
考
え
る
貴
重
な
時
間
を
過

ご
す
こ
と
が
で
き
た
。

	

（
普
）

澪 標

　

２
０
０
０
年
の
春
に
京
都

女
子
大
学
に
着
任
し
て
か
ら

今
年
で
20
年
に
な
り
ま
す
。

初
め
て
の
専
任
職
に
緊
張
を

感
じ
な
が
ら
、
兵
庫
県
西
宮

市
か
ら
約
2
時
間
を
か
け
て

通
勤
す
る
こ
と
に
な
っ
た
私

に
と
っ
て
3
歳
の
娘
を
毎
朝

保
育
園
に
送
り
届
け
る
の
は

気
忙
し
い
朝
の
日
課
で
し
た
。

　

6
月
の
雨
の
朝
、「
雨

か
ぁ
、
う
っ
と
う
し
い
な
あ
。

大
学
に
遅
れ
な
い
よ
う
に
し

な
い
と
…
」
と
、
私
は
先
に

控
え
て
い
る
自
分
の
仕
事
に

思
い
を
め
ぐ
ら
せ
、
少
し
焦

り
を
感
じ
な
が
ら
保
育
園
へ

と
車
を
走
ら
せ
て
い
ま
し
た
。

す
る
と
、
後
部
座
席
で
外
を

眺
め
て
い
た
娘
が
、「
お
か

あ
さ
ん
、
お
花
や
木
が
嬉
し

そ
う
に
し
て
る
よ
。
き
っ
と
、

の
ど
が
渇
い
て
い
た
ん
や

ね
ぇ
」
と
話
し
か
け
て
き
ま

し
た
。
そ
れ
は
、
3
歳
児
が

み
ず
み
ず
し
い
感
性
に
よ
っ

て
雨
の
景
色
を
捉
え
た
言
葉

で
し
た
。

　

大
人
は
目
の
前
の
忙
し
さ

や
自
分
の
都
合
で
、つ
い「
早

く
し
て
」
な
ど
と
、
子
ど
も

を
急
か
し
て
し
ま
い
が
ち
で

す
が
、
子
ど
も
は
子
ど
も
な

り
の
視
点
や
時
間
の
流
れ
の

中
で
身
の
回
り
の
出
来
事
や

環
境
を
捉
え
、
豊
か
な
感
性

を
通
し
て
外
界
を
感
じ
取
っ

て
い
ま
す
。
一
呼
吸
を
し
て

子
ど
も
の
テ
ン
ポ
や
心
の
動

き
に
寄
り
添
い
、
子
ど
も
ら

し
い
感
性
を
大
切
に
し
た
い

と
思
っ
た
出
来
事
で
す
。

　

今
年
の
3
月
、
京
都
幼
稚

園
の
子
ど
も
た
ち
と
和
楽
器

に
触
れ
る
機
会
を
持
ち
ま
し

た
。
拍
子
木
や
締
め
太
鼓
、

鉦
や
チ
ャ
ッ
パ
（
二
枚
組
の

小
型
シ
ン
バ
ル
）
な
ど
が
並

ん
だ
保
育
室
で
、
子
ど
も
た

ち
は
珍
し
い
和
楽
器
を
次
々

に
鳴
ら
し
て
い
ま
す
。
そ
ん

な
中
、
Ａ
君
は
チ
ャ
ッ
パ
を

胸
の
前
で
強
く
打
ち
合
わ
せ

た
後
、
耳
に
当
て
る
こ
と
を

繰
り
返
し
て
い
ま
す
。
目
を

輝
か
せ
て
音
の
響
き
と
振
動

を
捉
え
る
表
情
か
ら
、
4
歳

児
の
感
性
が
揺
さ
ぶ
ら
れ
た

瞬
間
だ
と
感
じ
ま
し
た
。

　

感
性
は
こ
の
よ
う
な
直
接

的
な
体
験
を
通
し
て
育
ま
れ

て
い
き
ま
す
。
環
境
に
主
体

的
に
働
き
か
け
て
遊
び
こ
む

中
で
、
子
ど
も
は
面
白
さ
や

楽
し
さ
を
感
じ
て
心
を
動
か

し
て
い
ま
す
。
児
童
学
科
の

学
生
さ
ん
た
ち
に
、
子
ど
も

の
表
現
の
基
と
な
る
感
性
の

育
ち
を
見
逃
さ
ず
に
読
み
取

る
こ
と
の
大
切
さ
を
伝
え
て

い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

�（
児
童
学
科
・
岡
林　

典
子
）

子
ど
も
た
ち
と
と
も
に

③
み
ず
み
ず
し
い
感
性
に
触
れ
て
思
う

令和元年 6 月 月例礼拝日程表
日 曜日 講時 対象学生 担　当 講　師

3 月 2 史学1B 上野 中西　俊英
4 史学3A 竹本 谷口　淳一

5 水 1 法学3 清基 小林　亜美

6 木 1 現社3C 森田 ビデオ
4 現社3A 赤井 ビデオ

7 金
1 食物1A・1B 塚本・井上 正木　大貴
2 教育1 三浦 倉本　義則
4 現社1C 那須 片岡　基明

10 月
1 現社1A・1B 中西・野村 桜沢　隆哉
2 食物3 普賢 小山��順子
4 史学3B 那須 榎本　雅穂

11 火
1 心理1 森田 中村　亜紀
3 造形3 森田 ビデオ
4 英文3A 黒田 ビデオ

12 水
1 養音1 森田 桂　博美
2 福祉3 黒田 ビデオ
3 国文3A 森田 ビデオ

13 木 1 現社3D 普賢 ビデオ
4 現社3B 藤井 ビデオ

14 金 2 心音3 塚本 ビデオ

17 月
2 史学1A 野村 是永　美樹
3 国文1A 普賢 丸野　由希
4 児童1 黒田 宮﨑　三世

18 火 1 教育3 西 ビデオ
4 英文3B 清基 ビデオ

19 水 1 法学1A・1B 藤井・秋本 北尾　靖雅
3 国文3B 普賢 ビデオ

21 金 1 英文1A・1B 秋本・三浦 福永　俊哉
4 現社1D 安田 松岡　靖

24 月 1 造形1A・1B 井上・上野 矢野　真
3 国文1B 黒田 濱崎由紀子

28 金 3 児童3 秋本 ビデオ
◇3回生…親鸞聖人ビデオ（6月）

令和元年 7 月 月例礼拝日程表
日 曜日 講時 対象学生 担　当 講　師

1 月 2 史学1B 上野 大谷　麻美
4 史学3A 竹本 ビデオ

3 水 1 法学3 清基 ビデオ

8 月 2 食物3 普賢 ビデオ
4 史学3B 那須 ビデオ



令和元年（2019年）6月 1日㈯	 ふ ん だ り け	 （2）
レ
ジ
リ
エ
ン
ト
な
老
い

　

加
齢
に
伴
っ
て
、
慢
性
疾

患
に
罹
患
す
る
こ
と
や
、
身

体
的
機
能
や
認
知
的
機
能
が

低
下
す
る
こ
と
は
避
け
ら
れ

な
い
。
疾
患
や
障
害
、依
存
、

抑
う
つ
と
い
っ
た
高
齢
者
に

対
す
る
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
ス
テ

レ
オ
タ
イ
プ
が
、
世
の
中
に

は
び
こ
っ
て
い
る
。
加
齢
に

対
し
て
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
ス
テ

レ
オ
タ
イ
プ
を
強
く
持
つ
高

齢
者
は
、
循
環
器
疾
患
や
認

知
症
に
罹
患
し
や
す
い
こ
と

が
明
か
ら
か
に
さ
れ
て
き

た
。
一
方
で
、
ポ
ジ
テ
ィ
ブ

な
思
考
が
、
余
命
の
延
長
、

疾
患
の
発
症
予
防
、身
体
的
・

心
理
的
なw

ell-being

の

向
上
、
認
知
機
能
の
向
上
な

ど
に
寄
与
し
て
い
る
こ
と
も

明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

　

加
齢
に
伴
う
喪
失
が
必
ず

し
も
高
齢
者
を
不
適
応
状
態

に
至
ら
し
め
る
わ
け
で
は
な

い
。
突
然
の
災
害
、
慢
性
的

な
疾
患
や
障
害
、喪
失
体
験
、

財
政
的
困
難
な
ど
の
個
人
に

と
っ
て
耐
え
難
い
出
来
事
に

遭
遇
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ

ら
の
逆
境
に
打
ち
勝
つ
レ
ジ

リ
エ
ン
ス
と
い
う
力
を
人
は

持
っ
て
い
る
。
多
く
の
高
齢

者
は
、
身
体
的
な
機
能
の
喪

失
や
、
定
年
退
職
や
失
業
に

よ
る
経
済
的
自
立
の
喪
失
、

離
婚
や
死
別
に
よ
る
親
密
な

対
人
関
係
の
喪
失
の
よ
う
な

さ
ま
ざ
ま
逆
境
に
直
面
し
、

ス
ト
レ
ス
フ
ル
な
生
活
を

送
っ
て
い
る
。
レ
ジ
リ
エ
ン

ト
な
高
齢
者
は
、
逆
境
か
ら

回
復
し
、
自
己
の
価
値
や
人

生
の
意
味
を
追
求
し
続
け
、

逆
境
か
ら
新
た
な
こ
と
を
学

ぶ
と
と
も
に
逆
境
を
き
っ
か

け
と
し
て
さ
ら
に
一
歩
前
進

す
る
こ
と
が
で
き
る
。事
実
、

レ
ジ
リ
エ
ン
ス
の
高
い
高
齢

者
は
、
身
体
的
な
健
康
状
態

が
良
好
で
あ
り
、
主
観
的
幸

福
感
が
高
く
、余
命
が
長
い
。

逆
境
を
乗
り
越
え
て
前
に
進

ん
で
い
く
力
が
、
晩
年
期
の

心
身
の
安
定
性
に
は
必
要
な

の
だ
。

老
年
的
超
越
と
幸
福
感

　

レ
ジ
リ
エ
ン
ト
な
加
齢
の

成
果
の
一
つ
に
老
年
的
超
越

が
あ
る
。老
年
的
超
越
と
は
、

高
齢
期
に
高
ま
る
と
さ
れ

る
、「
物
質
主
義
的
で
合
理

的
な
世
界
観
か
ら
、宇
宙
的
、

超
越
的
、
非
合
理
的
な
世
界

観
へ
の
変
化
」
を
指
す
。
老

年
的
超
越
に
は
、
社
会
の
中

に
お
け
る
自
分
の
位
置
を
見

直
し
自
分
自
身
に
関
す
る
意

味
を
捉
え
直
す
こ
と
や
、
ス

ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
が
深
ま

る
と
と
も
に
世
代
が
継
続
さ

れ
て
い
る
こ
と
の
感
覚
が
高

ま
る
こ
と
な
ど
が
含
ま
れ
て

い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
物

に
対
す
る
執
着
が
薄
く
な

り
、
自
己
愛
よ
り
も
他
者
へ

の
愛
を
大
切
に
思
う
よ
う
に

な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

自
立
度
が
低
下
し
て
い
て

も
、
老
年
的
超
越
が
高
い
人

の
幸
福
感
は
低
下
し
な
い
と

い
う
知
見
も
数
多
く
報
告
さ

れ
て
い
る
。
と
は
い
え
、
な

ぜ
レ
ジ
リ
エ
ン
ト
な
加
齢
が

老
年
的
超
越
を
生
み
出
す
の

か
に
関
し
て
は
明
確
な
答
え

が
現
時
点
で
は
得
ら
れ
て
い

な
い
。
私
が
重
視
し
て
い
る

考
え
方
は
、
死
生
観
と
ス
ピ

リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
と
幸
福
な

老
い
と
に
は
密
接
な
関
連
性

が
あ
る
と
い
う
モ
デ
ル
で
あ

る
。
高
齢
者
は
こ
れ
ま
で
の

人
生
の
中
で
、
幾
度
と
な
く

喪
失
、
死
別
を
経
験
し
て
き

た
。
そ
の
経
験
を
積
み
重
ね

る
過
程
で
、
自
身
を
見
つ
め

な
お
し
、
生
命
の
限
界
を
感

じ
て
き
た
。
そ
の
よ
う
な
体

験
が
、
未
知
な
る
物
に
対
し

て
強
い
信
頼
感
を
抱
か
せ
、

超
越
的
次
元
や
時
間
的
次
元

な
ど
に
自
己
を
統
合
さ
せ
て

い
く
よ
う
な
作
業
を
高
齢
者

に
行
わ
せ
る
。
こ
の
よ
う
な

作
業
を
通
じ
て
高
齢
者
は
、

「
死
の
恐
怖
を
乗
り
越
え

た
」、「
老
化
し
て
変
わ
っ
て

い
く
こ
と
を
受
け
入
れ
る
こ

と
が
で
き
る
」、「
今
に
な
っ

て
人
生
の
意
味
が
は
っ
き
り

と
分
か
る
よ
う
に
な
っ
た
」

と
い
う
よ
う
な
考
え
方
を
抱

く
段
階
、
ま
さ
に
老
年
的
超

越
と
い
う
段
階
に
達
す
る
の

で
あ
る
。

ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
と
幸
福
感

　

日
本
で
は
な
じ
み
の
薄
い

考
え
方
か
も
し
れ
な
い
が
、

世
界
的
に
は
、
宗
教
的
信
仰

と
幸
福
に
は
一
定
の
関
連
性

が
あ
る
と
い
う
の
が
定
説
で

あ
る
。デ
ビ
ッ
ド
・
マ
イ
ヤ
ー

ズ
（
幸
福
感
研
究
で
著
名
な

心
理
学
者
）
の
有
名
な
論
文

で
は
、
幸
福
感
を
追
求
す
る

要
因
と
し
て
重
要
な
の
は
、

①
経
済
的
成
長
や
個
人
の
収

入
、
②
友
人
な
ど
と
の
親
密

な
関
係
、
③
宗
教
を
中
心
と

す
る
信
念
で
あ
る
と
論
じ
ら

れ
て
い
る
。
宗
教
的
信
念
を

持
ち
、
宗
教
に
関
わ
る
日
常

的
な
習
慣
の
頻
度
が
高
い
人

の
方
が
、
そ
う
で
な
い
人
よ

り
も
、
幸
福
感
が
高
く
、
高

齢
に
な
っ
て
も
健
康
を
維
持

し
長
生
き
し
て
い
た
。
宗
教

性
が
高
ま
る
こ
と
に
よ
り
、

①
他
者
に
対
す
る
尊
敬
や
感

謝
が
高
ま
り
、
他
者
を
許
す

寛
容
や
慈
悲
を
獲
得
す
る
よ

う
に
な
る
、
②
自
身
の
人
生

の
目
標
を
探
索
し
、
人
生
の

意
義
を
見
出
す
よ
う
に
な

る
、
③
他
者
と
の
関
わ
り
が

深
く
な
り
様
々
な
援
助
や
支

援
が
得
ら
れ
る
よ
う
に
な
る

こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い

る
。
ま
さ
に
こ
れ
ら
の
状
態

が
心
理
学
研
究
に
お
け
る
ス

ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
と
呼
ば

れ
る
も
の
で
あ
る
。
超
越
的

な
何
か
を
自
覚
す
る
こ
と

で
、
自
分
自
身
に
つ
い
て
、

他
者
と
の
関
係
に
つ
い
て
、

さ
ら
に
は
世
界
や
超
越
者
と

の
関
係
に
つ
い
て
、
あ
る
一

貫
し
た
価
値
観
が
抱
か
れ
、

生
活
経
験
が
一
定
の
特
徴
を

持
つ
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。

そ
の
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ

と
い
う
状
態
が
、
健
康
に

と
っ
て
好
ま
し
い
生
活
習
慣

を
送
ら
せ
る
よ
う
に
な
る
だ

け
で
な
く
、
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な

感
情
を
高
め
、Q

O
L

（quality	of	life

）
を
向

上
さ
せ
る
。

　

疾
患
や
障
害
が
あ
っ
て

も
、
高
いQ

O
L

や
幸
福
感

を
保
ち
続
け
る
こ
と
が
で
き

る
。
完
全
な
自
立
は
で
き
な

く
て
も
、
社
会
的
資
源
を
活

用
す
る
こ
と
で
、
自
分
の
で

き
る
範
囲
で
自
分
の
こ
と
を

決
め
ら
れ
る
可
能
性
が
あ

る
。
た
と
え
健
康
寿
命
が
尽

き
た
と
し
て
、
障
害
と
共
に

生
き
る
こ
と
に
な
っ
た
と
し

て
も
、
個
の
尊
厳
は
失
わ
れ

な
い
。
健
康
で
あ
り
続
け
よ

う
と
す
る
姿
勢
は
重
要
で
あ

る
が
、
健
康
で
な
く
な
っ
た

と
し
て
も
、
私
達
は
成
長
し

続
け
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
対
し

て
、
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ

や
死
生
観
が
果
た
す
役
割
は

大
き
い
と
思
わ
れ
る
が
、
十

分
に
実
証
さ
れ
た
と
い
え
る

状
況
に
は
な
い
。
キ
ュ
ー
ブ

ラ
・
ロ
ス
が
言
う
、「
ス
ピ

リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
は
希
望
を

生
む
」
と
い
う
意
味
を
心
理

学
的
な
観
点
か
ら
医
学
や
看

護
学
、
宗
教
学
と
協
働
し
て

探
究
し
て
い
き
た
い
。

人
が
生
ま
れ
た
と
き
に
は
、
実
に
口

の
中
に
は
斧
が
生
じ
て
い
る
。

愚
者
は
悪
口
を
言
っ
て
、
そ
の
斧
に

よ
っ
て
自
分
を
斬
り
割
く
の
で
あ
る
。

�（『
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
』
六
五
七
、
中
村
元
訳
）

法のことば

　

仏
教
で
は
、
行
い
（
業
）
を
身
口
意
、
す
な
わ
ち
身
体
の
動
作
、
言
葉
、

意
思
の
三
種
に
分
け
て
考
え
ま
す
。
外
面
的
な
行
い
は
目
に
と
ま
り
や
す
い

で
す
が
、
仏
教
の
考
え
方
か
ら
す
る
と
、
す
べ
て
の
行
い
の
根
本
に
は
心
の

働
き
が
あ
り
、
行
い
が
善
く
な
る
の
も
悪
く
な
る
の
も
心
に
よ
り
ま
す
。

　

言
葉
の
使
用
も
ま
た
れ
っ
き
と
し
た
「
行
い
」
で
あ
る
の
に
、
私
た
ち
は
、

身
体
的
な
行
い
よ
り
そ
れ
を
軽
く
見
て
し
ま
い
が
ち
で
す
。
し
か
し
、
言
葉

に
よ
る
傷
は
、
身
体
的
な
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
あ
る
い
は
そ
れ
よ
り
ず
っ

と
深
く
ま
た
長
く
残
る
傷
と
な
り
え
ま
す
。
そ
し
て
私
た
ち
は
し
ば
し
ば
言

葉
を
不
用
意
に
振
り
回
し
て
、
他
者
ば
か
り
で
な
く
、
自
分
自
身
を
も
傷
つ

け
て
い
ま
す
。
人
が
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
持
つ
口
の
中
の
斧
と
い
う
比
喩

に
よ
り
、
釈
尊
は
そ
の
こ
と
を
戒
め
て
い
る
の
で
す
。

	

（
藤
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隆
道
）

ス
ピ
リ
チ
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テ
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幸
福
な
老
い
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発
達
教
育
学
部
教
授
　
岩
　
原
　
昭
　
彦

シリーズ：東山から発信する京都の歴史と文化㉑
テ ー マ：院政期の政務と女性・芸能

　開催日　 6 月15日（土） 

　第一部　13：00～14：30
　　　　　「院政期の朝廷政務」
　　　　　講師　立命館大学文学部教授
　　　　　　　　美川　圭　氏

　第二部　15：00～16：30
　　　　　「院政期の女性と文化・芸能」
　　　　　講師　川村学園女子大学文学部准教授
　　　　　　　　辻　浩和　氏

　場　所　Ｂ501

✿ 　　本願寺書院拝観（前期）　　 ✿

　日　　時　6月26日（水）　15：15～17：00
　場　　所　本願寺書院
　募集人数　30名（先着順）
　参 加 費　無料
※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。

宗教・文化研究所公開講座（ご案内）

お知らせ『
初
期
仏
教
─
ブ
ッ
ダ
の
思
想
を
た
ど
る
』

馬
場
紀
寿
著　

岩
波
新
書　
　

二
〇
一
八
年

シ
リ
ー
ズ

　
智
慧
の
蔵
�

　

本
書
は
、
今
注
目
の
仏
教

学
者
、
馬
場
紀
寿
氏
の
最
新

著
作
で
あ
る
。
新
書
の
分
量

で
、
一
般
及
び
仏
教
学
初
学

者
の
大
学
生
か
ら
、
専
門
家

ま
で
の
読
者
層
を
受
け
入
れ

る
。
第
1
章
は
仏
教
の
誕
生
、

第
2
章
、
初
期
仏
典
の
な
り

た
ち
、
第
3
章
、
ブ
ッ
ダ
の

思
想
を
た
ど
る
、
第
4
章
、

贈
与
と
自
律
、
第
5
章
、
苦

と
渇
望
の
知
、
第
6
章
、
再

生
な
き
生
を
生
き
る
、
以
上

の
構
成
で
あ
る
が
、
こ
こ
だ

け
を
見
る
と
、
従
来
の
仏
教

入
門
書
と
大
差
な
く
、
教
科

書
的
に
読
ん
で
も
十
分
な
知

識
が
得
ら
れ
る
。
し
か
し
、

そ
れ
ぞ
れ
従
来
説
を
踏
ま
え

な
が
ら
、
最
新
説
と
そ
れ
に

伴
う
自
説
が
盛
り
込
ま
れ
て

い
る
。

　

本
書
の
テ
ー
マ
は
、
そ
の

名
の
通
り
初
期
仏
教
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
著
者
の
関
心
は

ブ
ッ
ダ
時
代
の
直
説
の
仏
教

と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
仏

教
の
変
容
を
、
初
期
仏
典
の

変
容
に
関
係
さ
せ
て
考
察
し

て
い
く
こ
と
に
あ
る
。
そ
の

方
法
論
と
し
て
、
世
界
の
仏

教
学
研
究
者
が
連
綿
と
受
け

継
い
で
き
た
、
膨
大
な
仏
教

文
献
を
厳
密
に
読
み
込
み
、

「
資
料
が
物
語
る
最
古
層
の
仏

教
」
を
描
き
出
そ
う
と
す
る

も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
、

最
古
層
の
仏
教
に
せ
ま
る
に

は
、
パ
ー
リ
語
仏
典
の
精
査

が
最
も
適
切
だ
と
考
え
ら
れ

て
い
た
。
し
か
し
、
著
者
は

こ
の
あ
り
方
に
必
ず
し
も
肯

定
的
で
は
な
い
。

　

著
者
は
本
書
の
中
で
、パ
ー

リ
語
で
完
備
さ
れ
る
「
三
蔵
」

は
、
上
座
部
大
寺
派
と
い
う

仏
教
の
一
派
が
伝
え
た
も
の

で
あ
る
こ
と
を
前
提
に
お
く
。

　

実
は
我
々
は
、
仏
教
が
未

分
裂
で
あ
っ
た
時
代
の
こ
と

を
知
ら
な
い
し
、
知
る
術
も

な
い
。
我
々
が
知
り
得
る
初

期
の
仏
教
と
は
、
最
初
か
ら

複
数
の
部
派
が
イ
ン
ド
各
地

に
点
在
し
て
い
た
時
代
の
仏

教
で
あ
る
。
仏
典
の
出
発
点

は
、
律
文
献
に
よ
る
と
、
ブ
ッ

ダ
の
涅
槃
直
後
に
、
五
百
人

の
弟
子
が
王
舎
城
に
て
、
彼

よ
り
聞
い
た
教
え
を
ま
と
め
、

そ
れ
を
定
式
化
し
た
。
こ
の

出
来
事
を
結
集
（
け
つ
じ
ゅ

う
）と
言
う
。そ
し
て
百
年
後
、

第
二
回
結
集
が
行
わ
れ
た
後
、

仏
教
は
分
派
し
、
18
か
ら
20

に
分
か
れ
て
い
っ
た
と
い
う
。

そ
れ
を
部
派
分
裂
と
呼
ぶ
。

　

著
者
は
こ
の
仏
典
を
「
結

集
仏
典
」
呼
び
、
法
と
律
を

指
す
と
言
う
。
し
か
し
、
こ

こ
に
は
小
部
と
言
わ
れ
る
経

典
群
は
入
っ
て
お
ら
ず
、
こ

れ
は
後
か
ら
盛
り
込
ま
れ
、

「
三
蔵
」
と
な
っ
た
と
の
編
纂

順
序
を
指
摘
す
る
。
そ
の
た

め
、
従
来
言
わ
れ
て
き
た
、

小
部
経
典
に
多
い
韻
文
で
書

か
れ
た
経
典
が
よ
り
古
層
で

あ
り
、
散
文
の
方
が
新
し
い

と
い
う
説
に
疑
問
を
呈
す
る

の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
本
書
は
オ
ー

ソ
ド
ッ
ク
ス
な
方
法
を
取
り

な
が
ら
、
チ
ャ
レ
ン
ジ
ン
グ

な
面
も
持
つ
良
書
で
あ
る
。

（
井
上　

博
文
）




