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た
と
え
貨
幣
の
雨
を
降
ら
す
と

も
、
欲
望
の
満
足
さ
れ
る
こ
と

は
な
い
。

「
快
楽
の
味
は
短
く
て
苦
痛
で
あ

る
」
と
知
る
の
が
賢
者
で
あ
る
。

（『
ダ
ン
マ
パ
ダ
』
一
八
六
）

金
の
無
常
・
銀
の
無
常

　
「
あ
な
た
が
落
と
し
た
の

は
こ
の
金
の
無
常
で
す
か
。

そ
れ
と
も
こ
の
銀
の
無
常
で

す
か
」

　
「
い
え
、
私
の
無
常
は
そ

ん
な
に
す
ご
い
無
常
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
仏
教
の
本
で
読

ん
だ
り
、
お
話
で
聞
い
た
り

し
た
だ
け
の
、
受
け
売
り
の

無
常
で
す
」

　
「
あ
な
た
は
と
て
も
正
直

で
す
ね
。
ご
ほ
う
び
に
こ
の

金
の
無
常
と
銀
の
無
常
と
、

さ
ら
に
今
な
ら
も
う
ひ
と

つ
、
正
真
正
銘
の
ガ
チ
無
常

を
差
し
上
げ
ま
し
ょ
う
」

　
「
や
、
い
ら
な
い
ん
で
す

け
ど
…
…
」

　
「
拒
否
権
は
あ
り
ま
せ
ん

よ
。
さ
あ
ど
う
ぞ
ど
う
ぞ
」

無
常
の
二
〇
一
八
年

　

今
年
二
〇
一
九
年
一
月
は

じ
め
、
父
が
亡
く
な
り
ま
し

た
。
私
の
実
家
は
北
海
道
東

部
の
町
に
あ
り
ま
す
。
火
葬

場
に
向
か
う
バ
ス
の
窓
か

ら
、
腹
立
た
し
い
ほ
ど
に
晴

れ
た
空
の
下
で
キ
ラ
キ
ラ
輝

く
太
平
洋
を
眺
め
つ
つ
、
急

な
事
態
に
い
ま
だ
呆
然
と
す

る
頭
で
妄
想
し
て
い
た
の

が
、
こ
の
し
ょ
う
も
な
い
パ

ロ
デ
ィ
で
し
た
。

　

思
え
ば
去
年
二
〇
一
八

年
、
何
度
「
無
常
」
と
い
う

こ
と
を
考
え
、
語
っ
て
き
た

こ
と
で
し
ょ
う
。
六
月
の
大

阪
北
部
地
震
、七
月
の
豪
雨
、

九
月
の
台
風
二
十
一
号
、
そ

し
て
そ
の
直
後
に
発
生
し
た

北
海
道
胆
振
東
部
地
震
な

ど
、
大
き
な
自
然
災
害
が
何

度
も
あ
り
ま
し
た
。
特
に
九

月
の
台
風
と
地
震
で
自
分
や

実
家
が
当
事
者
に
な
っ
た
こ

と
で
、
自
分
の
生
活
基
盤
が

実
は
き
わ
め
て
も
ろ
い
、
次

の
瞬
間
に
は
ど
う
な
っ
て
い

る
か
わ
か
ら
な
い
無
常
の
も

の
で
あ
る
こ
と
を
痛
感
さ
せ

ら
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
二
〇
一
八
年
は
、
以

前
の
『
芬
陀
利
華
』
の
記
事

や
「
み
の
り
の
時
間
」
で
大

フ
ァ
ン
で
あ
る
こ
と
を
カ
ミ

ン
グ
ア
ウ
ト
し
た
メ
タ
ル
ダ

ン
ス
ユ
ニ
ッ
ト
・
Ｂ
Ａ
Ｂ
Ｙ

Ｍ
Ｅ
Ｔ
Ａ
Ｌ
も
、
バ
ン
ド
を

支
え
て
き
た
ギ
タ
リ
ス
ト
の

急
死
や
オ
リ
ジ
ナ
ル
メ
ン

バ
ー
の
脱
退
と
い
う
激
震
に

見
舞
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
ど

ん
な
バ
ン
ド
だ
っ
て
何
も
か

も
順
風
満
帆
な
ん
て
こ
と
は

あ
り
え
な
い
の
は
わ
か
っ
て

い
ま
し
た
が
、
そ
れ
に
し
て

も
あ
ま
り
に
急
激
で
衝
撃

的
。
無
常
で
し
た
。

　

そ
し
て
何
よ
り
二
〇
一
八

年
は
、
自
分
自
身
が
仏
教
学

の
講
義
で
「
釈
尊
は
無
常
を

繰
り
返
し
説
い
た
の
で
す
」

と
い
う
こ
と
を
、
学
生
の
皆

さ
ん
に
そ
れ
こ
そ
何
度
も
何

度
も
繰
り
返
し
語
っ
て
い
た

わ
け
で
す
。

　

そ
の
二
〇
一
八
年
が
明
け

た
直
後
の
、
父
と
の
死
別
。

あ
な
た
今
ま
で
無
常
無
常
と

語
っ
て
き
た
け
ど
、
正
真
正

銘
の
ガ
チ
無
常
は
レ
ベ
ル
が

違
う
で
し
ょ
、
と
ど
こ
か
か

ら
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
気

分
で
し
た
。

机
上
の
無
常

　

八
十
歳
手
前
の
父
で
し
た

か
ら
、
こ
れ
ま
で
死
別
を
意

識
し
な
か
っ
た
な
ど
と
い
う

こ
と
は
も
ち
ろ
ん
あ
り
ま
せ

ん
。
本
人
も
含
め
て
家
族
で

い
ざ
と
い
う
と
き
の
話
も
た

び
た
び
し
て
い
ま
し
た
。
頭

で
は
、
準
備
し
て
い
た
つ
も

り
だ
っ
た
の
で
す
。

　

し
か
も
考
え
て
み
れ
ば
、

父
が
亡
く
な
る
二
日
前
ま
で

年
末
年
始
の
帰
省
で
一
緒
に

過
ご
し
て
仏
法
の
話
を
す
る

こ
と
も
で
き
た
し
、
亡
く
な

る
五
時
間
前
に
は
電
話
で
他

愛
の
な
い
話
を
し
た
り
も
し

て
い
ま
し
た
。
実
家
に
あ
ま

り
顔
も
見
せ
な
い
不
肖
の
息

子
に
し
て
は
十
分
す
ぎ
る
ぐ

ら
い
上
出
来
な
、
最
後
の
時

間
だ
っ
た
は
ず
な
ん
で
す
。

　

そ
れ
で
も
湧
い
て
く
る
の

は
、
あ
あ
し
て
お
け
ば
よ

か
っ
た
こ
う
し
て
お
け
ば
よ

か
っ
た
と
い
う
後
悔
ば
か
り

で
し
た
。
で
は
ど
ん
な
別
れ

だ
っ
た
ら
納
得
で
き
た
の

か
。
意
識
が
は
っ
き
り
し
て

い
る
う
ち
に
、
今
ま
で
ほ
ん

と
う
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
し
た
、
お
浄
土
で
待
っ
て

て
く
だ
さ
い
ね
、
必
ず
ま
た

会
え
る
か
ら
と
、
家
族
親
族

み
ん
な
が
ゆ
っ
く
り
伝
え
ら

れ
て
、
苦
し
む
こ
と
な
く
臨

終
を
迎
え
る
の
を
看
取
れ
れ

ば
後
悔
は
な
か
っ
た
の
か
。

　

い
え
、
そ
れ
こ
そ
隣
の
芝

で
す
。
き
っ
と
、
ど
ん
な
別

れ
を
し
た
と
し
て
も
後
悔
す

る
の
で
し
ょ
う
。
つ
ま
る
と

こ
ろ
、
大
切
な
人
に
は
身
体

も
心
も
ず
っ
と
健
康
で
生
き

て
い
て
ほ
し
い
と
い
う
の
が

本
音
な
の
で
す
。
そ
ん
な
都

合
の
良
い
世
界
な
ど
な
い
と

い
う
の
が
無
常
の
教
え
だ
っ

た
は
ず
な
の
に
。

　

だ
い
た
い
、
災
害
が
起
き

た
り
家
族
が
亡
く
な
っ
た
り

し
た
と
き
だ
け
無
常
だ
無
常

だ
と
う
ろ
た
え
る
こ
と
自
体

が
お
か
し
い
の
で
す
。
仏
教

で
は
「
諸
行
無
常
」
と
説
か

れ
て
い
ま
す
。
諸
行
、
つ
ま

り
あ
ら
ゆ
る
も
の
ご
と
が
無

常
だ
と
い
う
の
で
す
か
ら
、

本
当
で
あ
れ
ば
、
面
倒
く
さ

い
日
々
の
課
題
も
、
顔
も
見

た
く
な
い
大
嫌
い
な
人
も
、

み
ん
な
、
次
の
瞬
間
に
は
ど

う
な
っ
て
い
る
か
わ
か
ら
な

い
儚
い
も
の
な
の
だ
と
、
無

常
を
受
け
止
め
る
縁
と
し
て

い
く
べ
き
な
の
で
す
。
大
切

な
も
の
が
失
わ
れ
た
と
き
だ

け
無
常
を
感
じ
る
な
ど
と
い

う
の
は
、
し
ょ
せ
ん
好
き
か

嫌
い
か
、
自
分
中
心
の
も
の

の
見
方
で
し
か
あ
り
ま
せ

ん
。

た
め
息
と
安
ら
ぎ

　

父
の
顔
を
見
て
か
ら
葬
儀

が
終
わ
る
ま
で
ず
っ
と
、
こ

ん
な
こ
と
を
ぐ
る
ぐ
る
と
考

え
て
い
ま
し
た
。
だ
か
ら
念

仏
を
称
え
る
と
き
も
、
出
て

く
る
の
は
、
は
あ
、
な
ん
て

こ
っ
た
、
な
ん
ま
ん
だ
ぶ
、

と
い
う
た
め
息
の
よ
う
な
念

仏
ば
か
り
。
浄
土
真
宗
の
念

仏
は
阿
弥
陀
仏
へ
の
感
謝
と

よ
ろ
こ
び
の
念
仏
と
言
わ
れ

る
け
れ
ど
、
そ
れ
と
は
ほ
ど

遠
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う

あ
り
さ
ま
で
す
。

　

で
す
が
、
そ
れ
で
も
、
そ

こ
に
は
確
か
に
ほ
の
か
な
安

ら
ぎ
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
ん

な
に
ど
う
し
よ
う
も
な
く
愚

か
な
も
の
を
阿
弥
陀
仏
は
丸

ご
と
受
け
と
め
て
く
れ
て
い

る
。
自
分
が
し
っ
か
り
し
な

い
と
父
と
浄
土
で
会
え
な

い
、
な
ん
て
い
う
心
配
は
一

切
な
い
。
た
め
息
の
念
仏
と

一
緒
に
、
今
ま
で
聞
い
て
き

た
そ
の
教
え
が
浮
か
び
上

が
っ
て
き
て
、
ど
う
し
よ
う

も
な
い
自
分
を
ゆ
だ
ね
る
こ

と
が
で
き
て
い
た
の
で
す
。

こ
の
時
の
た
め
の
仏
法
だ
っ

た
ん
だ
な
、と
思
い
ま
し
た
。

　

次
は
自
分
か
他
の
人
か
、

ど
ち
ら
に
し
ろ
必
ず
ま
た
別

れ
の
時
は
き
ま
す
。
や
っ
ぱ

り
こ
れ
が
、
生
き
て
い
る
中

で
一
番
で
っ
か
い
問
題
の
よ

う
で
す
。
そ
れ
を
丸
ご
と
引

き
受
け
て
く
れ
る
仏
法
す
ご

い
。
そ
ん
な
こ
と
が
改
め
て

感
じ
ら
れ
た
、
今
年
の
冬
の

出
来
事
で
し
た
。

諸
行
無
常
が

　
　
　
わ
か
ら
な
い

�

仏
教
学
非
常
勤
講
師
　
西
　
　
　
義
　
人

　

夏
休
み
も
終
わ
り
い

よ
い
よ
後
期
の
ス

タ
ー
ト
で
あ
る
。
前
期

試
験
の
答
案
に
Ｓ
Ｎ
Ｓ

を
取
り
上
げ
た
答
案
が
あ
っ

た
。
彼
女
に
よ
れ
ば
Ｓ
Ｎ
Ｓ

機
能
を
使
っ
て
良
識
を
欠
い

た
発
言
や
危
険
な
行
動
に
走

る
者
も
い
る
と
い
う
。「
い
い

ね
」
と
い
う
コ
メ
ン
ト
を
よ

り
多
く
獲
得
し
た
い
と
い
う

自
己
承
認
欲
求
の
あ
ら
わ
れ

と
分
析
し
て
い
る
。
中
に
は

「
い
い
ね
」
の
数
が
少
な
く
、

そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分

が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
と
感

じ
心
身
を
病
ん
で
し
ま
う
者

ま
で
い
る
と
い
う
。

　

私
た
ち
は
自
分
の
存
在
を

認
め
て
欲
し
い
と
い
う
欲
求

を
持
っ
て
い
る
。
中
に
は
奇

抜
な
行
動
に
よ
っ
て
耳
目
を

集
め
よ
う
と
す
る
者
も
い
る
。

自
分
の
存
在
を
ア
ピ
ー
ル
し
、

自
分
を
認
め
て
欲
し
い
の
で

あ
る
。
無
視
さ
れ
る
と
生
き

る
意
欲
を
喪
失
し
て
し
ま
う

者
も
い
る
。
私
た
ち
は
虚
勢

を
張
り
、
等
身
大
の
自
分
よ

り
も
大
き
く
見
せ
よ
う
と
す

る
。
こ
ん
な
こ
と
が
続
く
は

ず
が
な
い
。
そ
ん
な
自
分
に

嫌
気
が
差
し
疲
れ
果
て
て
し

ま
う
。

　

阿
弥
陀
仏
の
教
え
は
、
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
。

親
鸞
聖
人
は
「
外
に
賢
善
精

進
の
相
を
現
ず
る
こ
と
を
得

ざ
れ
、
内
に
虚
仮
を
懐
け
れ

ば
な
り
」
と
示
し
て
い
る
。

賢
人
ぶ
っ
た
り
、
善
人
で
あ

る
か
の
よ
う
に
、
ま
た
努
力

す
る
人
で
あ
る
か
の
よ
う
に

振
る
舞
っ
て
は
い
る
が
、
内

面
は
逆
で
は
な
い
か
と
い
う

の
で
あ
る
。
阿
弥
陀
仏
の
教

え
を
通
し
て
見
え
て
き
た
私

た
ち
の
あ
り
の
ま
ま
の
姿
で

あ
る
。
自
分
の
あ
り
の
ま
ま

の
姿
を
受
け
入
れ
る
こ
と
に

よ
り
、
本
当
の
安
心
感
が
生

ま
れ
、
そ
れ
が
生
き
る
力
と

な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

	

（
普
）

澪 標

　

こ
れ
ま
で
様
々
な
立
場
で

子
ど
も
と
関
わ
っ
て
き
ま
し

た
。
保
育
学
生
、
遊
戯
療
法

の
セ
ラ
ピ
ス
ト
を
経
て
現
在

で
は
子
ど
も･

子
育
て
支
援

者
と
し
て
子
ど
も
や
保
護
者

に
関
わ
っ
て
い
ま
す
。
か
つ

て
は
、
直
接
子
ど
も
と
ふ
れ

あ
う
中
で
手
応
え
を
感
じ
、

ワ
ク
ワ
ク
す
る
よ
う
な
高
揚

感
を
満
喫
し
て
い
ま
し
た
。

や
が
て
、
立
場
や
状
況
が
変

わ
り
、
子
ど
も
と
直
接
ふ
れ

合
う
機
会
が
減
っ
て
き
た
こ

と
を
、
少
し
寂
し
く
感
じ
て

い
ま
し
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
京
都
女
子
大

学
に
着
任
し
て
4
年
、
児
童

学
科
の
先
生
や
学
生
達
と
共

に
子
育
て
支
援
ル
ー
ム

（U
101

）
を
開
設
し
、
親
子

支
援
ひ
ろ
ば「
ぴ
っ
ぱ
ら
ん
」

の
様
々
な
活
動
を
通
し
て
、

新
た
な
喜
び
を
感
じ
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
て
き
た
の
で
す
。

な
お
、「
ぴ
っ
ぱ
ら
ん
」
は
、

ピ
ッ
パ
ラ（
菩
提
）樹
か
ら
き

て
い
ま
す
。

　

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
一
つ
で

あ
る
「
ぴ
っ
ぱ
ら
ん
シ
リ
ー

ズ
」
は
、
1
歳
半
か
ら
3
歳

頃
の
幼
児
と
保
護
者
と
を
別

室
に
分
離
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ

に
あ
っ
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
提

供
す
る
4
回
連
続
シ
リ
ー
ズ

で
す
。

　

主
に
私
は
保
護
者
対
象
の

プ
ロ
グ
ラ
ム
を
行
い
、
そ
の

後
は
子
ど
も
た
ち
が
学
生
と

遊
ん
で
い
る
部
屋
に
戻
り
ま

す
が
、
ち
ょ
う
ど
同
じ
絵
本

を
読
ん
で
い
る
場
面
に
出
会

い
ま
す
。
昨
年
の
こ
と
で
し

た
。
い
ろ
い
ろ
な
生
き
物
が

飛
び
跳
ね
る
様
子
が
描
か
れ

て
い
る「
ぴ
ょ
ー
ん
」（
ま
つ

お
か
た
つ
ひ
で
．２
０
０
０
）

を
読
ん
で
も
ら
っ
た
子
ど
も

た
ち
は
、
最
初
は
ぽ
か
ー
ん

と
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
ま

し
た
。
読
み
手
や
周
り
の
学

生
も
と
て
も
緊
張
し
て
い
ま

し
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
回
を
重
ね
る

毎
に
学
生
た
ち
は
活
き
活
き

と
絵
本
の
世
界
に
子
ど
も
た

ち
を
誘
う
よ
う
に
な
り
、
子

ど
も
た
ち
も
絵
本
の
世
界
に

入
り
込
ん
で
い
き
ま
し
た
。

最
終
日
の
こ
と
で
す
。
子
ど

も
た
ち
は
、「
来
る
ぞ
、
来

る
ぞ
」と
云
わ
ん
ば
か
り
に
、

息
を
の
む
よ
う
に
か
ら
だ
を

縮
こ
ま
ら
せ
て
い
ま
し
た
。

そ
し
て
、
学
生
が
絵
本
の

ペ
ー
ジ
を
め
く
る
と
同
時
に
、

一
斉
に「
ぴ
ょ
ー
ん
」と
飛
び

跳
ね
た
の
で
す
。
こ
の
光
景

に
私
は
息
を
の
み
、
静
か
な

感
動
が
全
身
に
広
が
っ
て
い

く
の
を
感
じ
ま
し
た
。

　

子
ど
も
と
直
接
関
わ
っ
て

感
じ
ら
れ
る
喜
び
だ
け
で
は

な
く
、
子
ど
も
と
学
生
が
深

く
ふ
れ
合
っ
て
い
く
過
程
に

立
ち
合
え
る
喜
び
も
あ
る
こ

と
を
知
っ
た
ひ
と
と
き
で
し

た
。

�（
児
童
学
科
・
瀬
々
倉
玉
奈
）

子
ど
も
た
ち
と
と
も
に

④
子
ど
も
と
関
わ
る
学
生
と
と
も
に

令和元年10月 月例礼拝日程表
日 曜日 講時 対象学生 担　当 講　師

7 月

1 現社1A・1B 中西・野村 山岡　未奈

2 史学1A・1B 野村・上野 清家　遥香

3 国文1A・1B 普賢・黒田 田中　希望

4 児童1 黒田 浮田さおり

8 火
1 心理1 森田 山岡　未奈

4 英文3A・3B 黒田・清基 山岡　未奈

9 水
1 養音1 森田 田中　純

2 福祉3 黒田 田中　希望

10 木
1 現社3C・3D 森田・普賢 岩田　優香

4 現社3A・3B 赤井・藤井 浮田さおり

11 金

1 食物1A・1B 塚本・井上 中山　愛

2 教育1 三浦 岩田　優香

3 児童3 秋本 清家　遥香

15 火
1 教育3 西 松田　紗季

3 造形3 森田 久能　佳歩

16 水 1 法学1A・1B 藤井・秋本 松田　紗季

18 金

1 英文1A・1B 秋本・三浦 久能　佳歩

2 心音3 塚本 ガハプカ奈美

4 現社1C・1D 那須・安田 宮田　結

21 月

1 造形1A・1B 井上・上野 岩田　優香

2 食物3 普賢 板倉　実優

4 史学3A・3B 竹本・那須 板倉　実優

23 水
1 法学3 清基 中山　愛

3 国文3A・3B 森田・普賢 宮田　結
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東
京
の
下
町
・
荒
川
区
で

こ
の
6
月
に
開
催
さ
れ
た

「
荒
川
区
男
性
介
護
者
の
会

（
オ
ヤ
ジ
の
会
）
25
周
年
記

念
の
会
」
に
、「
会
」
の
活

動
を
振
り
返
り
男
性
介
護
者

の
未
来
を
改
め
て
考
え
よ
う

と
い
う
呼
び
か
け
に
応
え
て

男
性
介
護
者
や
支
援
者
な
ど

50
人
を
超
え
る
人
た
ち
が
集

ま
り
ま
し
た
。
長
年
の
苦
労

の
ね
ぎ
ら
い
と
と
も
に
25
年

を
祝
う
会
で
し
た
。
こ
の

「
会
」
は
、
家
族
を
介
護
し

て
い
た
会
長
の
荒
川
不
二
夫

さ
ん
の
呼
び
か
け
で
１
９
９

４
年
に
生
ま
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
荒
川
さ
ん
を
紹
介
し

た
い
と
思
い
ま
す
。
１
９
８

０
年
代
の
頃
か
ら
奥
さ
ん
、

そ
し
て
息
子
さ
ん
を
続
け
て

介
護
し
、「
介
護
問
題
は
女

性
の
問
題
だ
」、「
男
性
介
護

者
は
い
る
の
か
」
と
思
わ
れ

て
い
た
頃
か
ら
、
男
性
介
護

者
が
集
う
場
が
必
要
だ
と
訴

え
て
き
ま
し
た
。

　

荒
川
さ
ん
が
介
護
を
始
め

た
頃
は
介
護
保
険
制
度
も
な

く
、
な
れ
な
い
家
事
や
介
護

に
戸
惑
い
の
連
続
で
、
自
分

た
ち
が
苦
労
し
て
き
た
こ
と

を
、
介
護
し
て
い
る
人
た
ち

に
伝
え
る
こ
と
が
で
き
た

ら
、
そ
の
人
が
抱
え
て
い
る

悩
み
や
苦
労
を
少
し
で
も
軽

減
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と

い
う
、
荒
川
さ
ん
自
身
の
体

験
か
ら
く
る
思
い
が
こ
の

「
会
」
を
つ
く
る
動
機
で
も

あ
り
ま
し
た
。
ま
た
、当
時
、

マ
ス
コ
ミ
に
報
道
さ
れ
て
い

た
「
介
護
心
中
事
件
」
が
荒

川
区
で
起
き
な
い
よ
う
に
と

い
う
強
い
思
い
が
荒
川
さ
ん

に
あ
り
ま
し
た
。
当
時
、
私

は
地
域
の
保
健
所
の
非
常
勤

相
談
員
と
し
て
、
荒
川
さ
ん

の
介
護
の
姿
を
間
近
で
見
て

い
ま
し
た
の
で
、
そ
の
思
い

が
よ
く
わ
か
り
ま
し
た
。
現

在
、
荒
川
さ
ん
は
80
歳
を
超

え
施
設
で
の
生
活
で
す
が
、

当
日
参
加
し
元
気
な
顔
を
見

せ
て
い
ま
し
た
。

　

ま
ず
、
荒
川
さ
ん
が
心
が

け
た
の
は
、「
気
軽
に
語
れ

る
場
を
持
つ
」
と
い
う
こ
と

で
し
た
。
男
性
は
こ
う
し
た

場
に
は
な
か
な
か
集
ま
り
ま

せ
ん
。
集
ま
っ
て
も
話
を
し

ま
せ
ん
。
男
性
介
護
者
が
話

し
や
す
い
よ
う
に
と
、
お
酒

を
用
意
す
る
工
夫
も
重
ね
て

き
ま
し
た
。
こ
の
25
年
間
、

実
に
多
く
の
人
た
ち
が
集

ま
っ
て
、
と
も
に
語
ら
っ
て

き
ま
し
た
。
介
護
者
、「
元
」

介
護
者
だ
け
で
な
く
は
あ
り

ま
せ
ん
で
し
た
。
医
療
・
介

護
・
福
祉
の
現
場
の
関
係
者

も
参
加
し
、
男
性
介
護
者
を

学
ぶ
場
に
も
な
り
ま
し
た
。

多
く
の
マ
ス
コ
ミ
関
係
者
も

来
て
報
道
さ
れ
ま
し
た
。
中

に
は
、
取
材
と
い
う
よ
り
も

勉
強
に
来
て
、
会
員
と
な
っ

て
活
動
を
支
援
す
る
人
も
い

ま
し
た
。
参
加
者
は
区
を
超

え
、
東
京
周
辺
の
男
性
介
護

者
を
学
ぶ
場
に
も
な
っ
て
き

ま
し
た
。

　

さ
ら
に
「
会
」
の
活
動
は

都
内
へ
、
全
国
へ
と
広
が
り

ま
す
。
長
野
県
男
性
介
護
者

の
会
「
シ
ル
バ
ー
バ
ッ
ク
の

会
」
等
と
と
も
に
「
男
性
介

護
者
と
支
援
者
の
全
国
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
（
略
称
：
男
性
介

護
ネ
ッ
ト
）」
の
結
成
（
２

０
０
９
）
へ
と
つ
な
が
っ
て

い
き
ま
す
。荒
川
さ
ん
は「
男

性
介
護
者
ネ
ッ
ト
」
初
代
会

長
と
な
り
ま
す
。こ
う
し
て
、

男
性
介
護
者
の
会
が
全
国
各

地
で
生
ま
れ
、
男
性
介
護
者

の
姿
が
多
く
の
人
た
ち
に
知

ら
れ
る
よ
う
な
っ
て
き
ま
し

た
。
荒
川
さ
ん
た
ち
の
活
動

は
、
最
近
、
さ
ら
に
広
が
り

を
見
せ
て
い
ま
す
。「
25
周

年
を
祝
う
会
」
に
は
、
荒
川

区
の
隣
の
葛
飾
区
の
お
寺
の

若
い
住
職
さ
ん
が
参
加
し
て

い
ま
し
た
。
そ
の
住
職
さ
ん

か
ら
お
寺
で
介
護
者
の
会
を

開
催
し
て
3
年
に
な
り
ま
す

と
い
う
報
告
が
あ
り
ま
し

た
。
地
域
の
介
護
者
の
会
と

宗
教
者
が
結
び
つ
く
、
新
た

な
動
き
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。

　

２
０
０
０
年
に
介
護
保
険

制
度
が
創
設
さ
れ
ま
し
た
が

そ
の
後
、
家
族
介
護
の
姿
も

変
わ
り
、
息
子
の
嫁
の
介
護

が
減
り
、
配
偶
者
や
子
供
の

介
護
が
増
え
る
よ
う
に
な
り

ま
す
。
男
性
介
護
者
が
3
割

を
超
え
ま
す
（
２
０
１
０
年

国
民
生
活
基
礎
調
査
）。
配

偶
者
の
夫
や
息
子
の
介
護
に

社
会
的
関
心
が
寄
せ
ら
れ
る

よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

し
か
し
残
念
な
こ
と
に
、

男
性
介
護
者
の
虐
待
事
件
、

男
性
介
護
者
が
絡
む
「
介
護

心
中
事
件
」、「
介
護
殺
人
」

（
湯
原
悦
子
）
は
い
ま
も
起

き
て
い
ま
す
。
仕
事
と
介
護

の
両
立
に
悩
む
な
か
で
「
事

件
」
に
な
っ
た
も
の
も
少
な

く
な
い
と
み
ら
れ
て
い
ま

す
。
と
こ
と
ん
介
護
を
し
な

が
ら
、
悲
惨
な
結
末
と
な
る

例
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

「
会
」
の
活
動
に
も
関
わ
ら

ず「
事
件
」は
ま
だ
な
く
な
っ

て
い
ま
せ
ん
。
し
か
も
、
以

前
と
は
違
っ
て
、
サ
ー
ビ
ス

を
利
用
し
、
ケ
ア
マ
ネ
な
ど

関
係
者
が
関
わ
っ
て
い
る
中

で
起
き
て
い
ま
す
。
男
性
介

護
者
の
「
事
件
」
は
、行
政
・

関
係
者
に
よ
る
き
ち
ん
と
し

た
検
証
が
ま
だ
行
わ
れ
て
い

な
い
の
が
現
状
で
す
。

　

要
介
護
者
の
「
尊
厳
」（
介

護
保
険
法
第
一
条
）
は
言
わ

れ
ま
す
が
、
ケ
ア
ラ
ー
法
が

日
本
に
は
ま
だ
な
い
こ
と

も
、
背
景
に
あ
る
と
思
い
ま

す
。
家
族
介
護
者
を
守
る
法

律
が
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
こ

と
は
、
介
護
現
場
で
働
い
て

い
る
介
護
職
を
守
る
法
律
が

十
分
で
な
い
、介
護
職
の「
尊

厳
」
を
守
る
仕
組
み
が
十
分

で
な
い
こ
と
と
深
く
結
び
つ

い
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま

す
。
介
護
職
に「
や
さ
し
さ
」

を
求
め
る
の
で
す
が
、
介
護

者
を
守
る
社
会
的
な
仕
組
み

が
日
本
に
は
欠
け
て
い
ま

す
。
こ
の
こ
と
が
男
性
介
護

者
の
理
解
、
介
護
の
社
会
的

評
価
を
低
く
し
て
い
る
と
も

言
え
ま
す
。
介
護
職
の
な
り

手
が
な
い
と
い
わ
れ
る
の
に

は
、
こ
う
し
た
背
景
も
あ
る

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
「
家
族
介
護
者
を
ま
も
る

法
律
が
な
い
」、「
介
護
福
祉

士
の
社
会
的
評
価
が
低
い
」、

「
介
護
福
祉
士
な
ど
介
護
職

の
な
り
手
が
少
な
い
」、「
腰

痛
な
ど
で
苦
し
む
介
護
職
を

守
る
仕
組
み
が
十
分
で
な

い
」
こ
と
は
、
ひ
と
つ
に
結

び
つ
い
て
い
る
よ
う
に
思
い

ま
す
。「
命
の
尊
厳
」
は
、

障
害
を
持
つ
人
た
ち
の
「
日

常
生
活
の
営
み
」
の
「
尊
厳
」

で
も
あ
り
、
そ
れ
を
支
援
す

る
人
た
ち
の
「
尊
厳
」
で
も

あ
り
ま
す
。
外
国
で
は
、
ケ

ア
ラ
ー
法
の
制
定
、
要
介
護

者
と
介
護
者
の
両
方
を
リ
ス

ペ
ク
ト
す
る
と
い
う
こ
と
が

流
れ
に
な
っ
て
い
ま
す
。
日

本
社
会
は
、
介
護
者
・
介
護

職
の
理
解
は
ま
だ
広
が
り
を

も
っ
て
い
ま
せ
ん
。

　

荒
川
さ
ん
た
ち
は
男
性
介

護
者
の
集
ま
る
場
、
話
せ
る

場
づ
く
り
を
4
半
世
紀
の
間

行
っ
て
き
ま
し
た
が
、
日
本

の
社
会
に
一
石
を
投
じ
て
き

た
活
動
に
思
い
ま
す
。
荒
川

さ
ん
た
ち
の
こ
れ
ま
で
の
活

動
を
思
う
と
、「
芬
陀
莉
華
」

と
い
う
言
葉
が
心
に
浮
か
び

ま
す
。

た
と
え
貨
幣
の
雨
を
降
ら
す
と
も
、

欲
望
の
満
足
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

「
快
楽
の
味
は
短
く
て
苦
痛
で
あ
る
」

と
知
る
の
が
賢
者
で
あ
る
。

�

（『
ダ
ン
マ
パ
ダ
』
一
八
六
、
中
村
元
訳
）

法のことば

　

人
間
は
欲
望
を
本
性
と
し
て
い
る

─
こ
の
洞
察
が
、
仏
教
を
含
め
た
イ

ン
ド
の
宗
教
思
想
の
根
底
に
流
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
も
し
そ
う

だ
と
す
る
と
、
欲
望
に
身
を
ま
か
せ
て
生
き
て
は
い
け
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。

こ
の
疑
問
へ
の
一
つ
の
答
え
を
、
こ
の
詩
節
は
提
示
し
て
い
ま
す
。

　

快
楽
（
の
味
）
は
苦
痛
で
あ
る
、
と
い
う
の
は
、
い
か
に
も
初
期
仏
典
ら

し
く
イ
ン
パ
ク
ト
が
あ
る
言
葉
で
す
。
欲
望
の
充
足
と
し
て
得
ら
れ
る
感
覚

的
な
心
地
よ
さ
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
い
つ
ま
で
も
そ
こ
に
安
住
し
た
い
と

願
う
ば
か
り
か
、
さ
ら
に
心
地
よ
い
も
の
を
求
め
よ
う
と
す
る
私
た
ち
に
と

っ
て
、
苦
に
帰
着
し
て
い
く
よ
う
な
性
質
の
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。

「
賢
者
」
に
な
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
と
し
て
も
、
際
限
な
く
欲
望
の
充
足

を
求
め
る
私
た
ち
自
身
の
す
が
た
に
気
付
く
の
は
大
切
な
こ
と
で
す
。

	

（
藤
井　

隆
道
）

語
る
場
を
創
る

�

家
政
学
部
教
授
　
太
　
田
　
貞
　
司

『
ケ
ー
キ
の
切
れ
な
い
非
行
少
年
た
ち
』

宮
口
幸
治
著　

新
潮
新
書　
　

二
〇
一
九
年

シ
リ
ー
ズ

　
智
慧
の
蔵
�

　

最
近
、
耳
を
疑
う
事
件
が

目
立
ち
ま
す
。
彼
ら
は
、
な

ぜ
あ
の
よ
う
な
行
動
に
走
る

の
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
理
由

の
一
つ
に
「
認
識
の
歪ゆ
が
み
」
が

あ
る
、
そ
う
教
え
て
く
れ
る

の
が
本
書
で
す
。

　

著
者
の
宮
口
氏
は
、
精
神

科
医
と
し
て
勤
務
す
る
中
で
、

あ
る
少
年
と
出
会
い
、「
認
識

の
歪
み
」
に
気
付
か
さ
れ
た

と
言
い
ま
す
。

　

犯
罪
を
犯
し
て
も
、「
自
分

は
優
し
い
人
間
だ
」
と
認
識

し
て
い
て
は
、
反
省
を
強
制

さ
れ
て
も
、
そ
れ
は
上
辺
だ

け
の
反
省
で
し
か
あ
り
ま
せ

ん
。
宮
口
氏
の
出
会
っ
た
少

年
院
の
子
ど
も
た
ち
に
、「
自

分
は
ど
ん
な
人
間
か
？
」
と

質
問
す
る
と
、
約
八
割
の
子

ど
も
が
「
自
分
は
優
し
い
人

間
だ
」
と
答
え
、
驚
い
た
と

言
い
ま
す
。

　

こ
の
答
え
に
、
皆
さ
ん
も

驚
か
れ
た
で
し
ょ
う
。
し
か

し
、
私
が
思
っ
た
の
は
、「
私

た
ち
も
大
し
て
変
わ
ら
な
い

の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
こ

と
で
し
た
。

　

皆
さ
ん
は
、
自
分
を
ど
ん

な
人
間
だ
と
思
っ
て
い
ま
す

か
？　

確
か
に
、
私
た
ち
は

彼
ら
の
よ
う
に
犯
罪
を
犯
し

て
は
い
ま
せ
ん
。
し
か
し
、

間
違
い
な
く
、
私
た
ち
に
も
、

彼
ら
と
同
じ
よ
う
に
「
認
識

の
歪
み
」
は
存
在
し
ま
す
。

　

例
え
ば
、嫌
い
な
人
が
言
っ

た
言
葉
と
好
き
な
人
が
言
っ

た
言
葉
、
同
じ
言
葉
で
あ
っ

て
も
聞
こ
え
方
が
違
い
ま
せ

ん
か
。
あ
る
い
は
、
怒
り
に

支
配
さ
れ
て
し
ま
え
ば
、
目

に
見
え
る
も
の
全
て
が
怒
り

の
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
か
。

間
違
い
な
く
、
私
た
ち
に
も

「
認
識
の
歪
み
」
は
存
在
す
る

の
で
す
。

　

私
た
ち
は
、
そ
の
「
認
識

の
歪
み
」
か
ら
生
じ
る
感
情

の
変
化
を
、
何
と
か
調
整
し

て
生
き
て
い
ま
す
。
し
か
し
、

そ
の
調
整
が
出
来
て
い
る
の

は
、
た
ま
た
ま
な
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
調
整
で
き
な
い

程
の
「
認
識
の
歪
み
」
が
訪

れ
た
ら
ど
う
な
る
か
。
私
は

本
書
に
書
か
れ
て
い
る
少
年

た
ち
を
自
分
と
異
質
な
人
だ

と
は
思
え
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

本
書
の
中
で
は
、
宮
口
氏

に
よ
る
「
認
識
の
歪
み
」
を

防
ぐ
方
法
も
紹
介
さ
れ
て
い

て
、
参
考
に
な
り
ま
す
。
そ

の
中
で
、
宮
口
氏
が
「
自
分

は
ど
ん
な
人
間
か
を
理
解
で

き
る
こ
と
が
大
前
提
な
の
で

す
」（
一
五
〇
頁
）
と
言
わ
れ

て
い
た
こ
と
が
印
象
的
で
す
。

仏
教
が
教
え
て
い
る
こ
と
も
、

ま
さ
に
そ
こ
で
す
。

　
「
認
識
の
歪
み
」
を
持
た
な

い
者
に
な
る
の
で
は
な
く
、

「
認
識
の
歪
み
」
を
持
つ
の
が

「
私
」
で
あ
る
と
い
う
自
覚
、

そ
の
自
覚
こ
そ
が
、「
認
識
の

歪
み
」
か
ら
離
れ
る
唯
一
の

方
法
、
そ
う
仏
教
は
教
え
て

い
る
の
で
し
ょ
う
。「
認
識
の

歪
み
を
持
つ
の
が
人
間
だ
」

と
い
う
視
点
を
持
つ
仏
教
だ

か
ら
こ
そ
、
全
て
の
人
を
支

え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
ん

な
こ
と
を
思
い
な
が
ら
読
み

終
え
た
一
冊
、オ
ス
ス
メ
で
す
。

（
三
浦　

真
証
）

お知らせ
✿ 宗教・文化研究所公開講座（ご案内） ✿
日　　時　令和元年 9 月14日（土）13：00～16：30
場　　所　本学Ｂ501教室（Ｂ校舎 5 階）
講師・講題　Ⅰ部　13：00～14：30
　　　　　　「室町期の『浄土真宗』」
　　　　　　龍谷大学文学部講師　大谷　由香 氏
　　　　　Ⅱ部　14：45～16：15

「真宗聖教における表現の世界～親鸞・蓮如を中心として～」
　　　　　　龍谷大学文学部准教授　能美　潤史 氏

✿ 仏教文化公開講座（ご案内） ✿
日　　時　令和元年10月26日（土）13：00～14：45
場　　所　本学礼拝堂（Ａ校舎 5 階）
講師・講題　「親鸞が開いた仏教とは何か」
　　　　　龍谷大学教授・本願寺派勧学　深川　宣暢 氏

✿ 本願寺書院・飛雲閣拝観（後期）✿
日　　時　令和元年10月16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　令和元年11月1日（金）
　　　　　 8 ：30出発～17：30帰着予定
　　　　　（集合 8 ：15　大学Ｊ校舎 1 階フロア）
行　　先　磯長御廟（叡福寺）、明日香村・石舞台古墳、法隆寺
参加費用　1,100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・飛雲閣拝観（後期）及び秋の見学会（バスツアー）の

申込期間は令和元年 9 月24日（火）～10月25日（金）です。※本願
寺書院・飛雲閣拝観は10月 7 日（月）まで。Ｌ校舎 1 階および 2
階の証明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。




