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他
人
の
過
失
を
探
し
求
め
、

つ
ね
に
怒
り
た
け
る
人
は
、

煩
悩
の
汚
れ
が
増
大
す
る
。

か
れ
は
煩
悩
の
汚
れ
の

消
滅
か
ら
遠
く
隔
っ
て
い
る
。

（『
ダ
ン
マ
パ
ダ
』
二
五
三
）

『
憲
法
十
七
条
』

　

六
、
七
世
紀
に
活
躍
し
た

人
物
に
、
聖
徳
太
子
（
厩
戸

王
）
が
い
ま
す
。
そ
の
生
涯

は
伝
説
に
彩
ら
れ
て
い
ま
す

が
、
法
隆
寺
や
四
天
王
寺
の

建
立
、
遣
隋
使
の
派
遣
、
冠

位
十
二
階
の
制
定
な
ど
、
数

多
く
の
事
績
が
語
り
継
が
れ

て
い
ま
す
。
そ
う
し
た
中
で

も
、
特
に
大
切
な
こ
と
は
、

日
本
へ
の
仏
教
の
伝
来
・
定

着
に
大
き
な
功
績
が
あ
っ
た

と
広
く
受
け
止
め
ら
れ
て
き

た
こ
と
で
す
。

　

京
都
女
子
大
学
の
建
学
の

精
神
は
、
親
鸞
聖
人
が
明
ら

か
に
さ
れ
た
浄
土
真
宗
の
教

え
で
す
。
親
鸞
聖
人
は
聖
徳

太
子
を
篤
く
敬
わ
れ
ま
し

た
。親
鸞
聖
人
は
太
子
を「
和

国
の
教
主
（
日
本
の
釈
尊
）」

と
讃
え
て
い
ま
す
。

　

親
鸞
聖
人
は
聖
徳
太
子
を

讃
え
る
和
讃（
和
語
の
讃
歌
）

を
数
多
く
制
作
さ
れ
ま
し
た
。

そ
の
一
首
に
次
が
あ
り
ま
す
。

太
子
御お

ん

と
し
三
十
三

　

な
つ
四
月
に
は
じ
め
て
ぞ

　

憲
法
製
し
て
十
七
条

　

御み

て
に
て
書
し
て
奏そ

う
せ
し
む

（『
皇
太
子
聖し

よ
う

徳と
く

奉ほ
う

讃さ
ん

』、
第

五
十
七
首
）

　

聖
徳
太
子
三
十
三
歳
の
四

月
（
旧
暦
四
月
は
夏
で
す
）、

は
じ
め
て
憲
法
を
つ
く
り
、

十
七
箇
条
を
自
ら
書
い
て
天

皇
に
奉
ら
れ
た
、と
の
内
容
で

す
。い
わ
ゆ
る『
憲
法
十
七
条
』

の
制
作
を
讃
え
て
い
ま
す
。

　

こ
の
「
憲
法
」
は
、
現
代

の
『
日
本
国
憲
法
』
の
「
憲

法
」
と
は
異
な
っ
て
、
役
人

の
道
徳
的
規
範
を
示
し
た
も

の
と
さ
れ
ま
す
。
性
格
は
現

代
の
憲
法
と
は
全
く
別
物
と

い
う
べ
き
で
す
が
、
一
般
民

衆
に
向
け
た
内
容
で
は
な

く
、
権
力
を
持
つ
者
に
向
け

ら
れ
た
内
容
で
あ
る
点
は
現

代
の
憲
法
と
同
じ
で
あ
る
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

和
を
も
っ
て
貴
し
と
な
す

　
『
憲
法
十
七
条
』
に
は
、

仏
教
を
は
じ
め
と
す
る
当
時

の
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ス
タ
ン

ダ
ー
ド
が
色
濃
く
反
映
し
て

い
ま
す
。
た
と
え
ば
第
二
条

に
は
「
篤
く
三
宝
を
敬
ふ
。

三
宝
は
仏
・
法
・
僧
な
り
。

…
…
そ
れ
三
宝
に
帰よ

り
た
て

ま
つ
ら
ず
は
、
な
に
を
も
つ

て
か
枉ま

が

れ
る
を
直
さ
ん
」
と

あ
り
ま
す
。
月
例
礼
拝
で
、

歌
う「
三
帰
依
」は
仏（
ブ
ッ

ダ
・
覚
者
）・
法
（
ダ
ン
マ
・

教
え
）・
僧
（
サ
ン
ガ
・
教
団
）

の
三
宝
へ
の
帰
依
（
信
じ
敬

う
こ
と
）を
イ
ン
ド
の
言
葉
、

パ
ー
リ
語
で
述
べ
た
も
の
で

す
。
そ
し
て
三
宝
を
、

「
枉ま

が

っ
た
も
の
」
つ
ま
り
自

分
中
心
の
心
に
振
り
回
さ
れ

る
自
己
自
身
を
た
だ
す
、
依よ

り
ど
こ
ろ
と
せ
よ
と
示
し
て

い
ま
す
。

　

ま
た
、
第
十
条
に
怒
り
の

心
を
い
ま
し
め
て
「
わ
れ
か

な
ら
ず
聖ひ

じ
り

な
る
に
あ
ら
ず
、

か
れ
か
な
ら
ず
愚
か
な
る
に

あ
ら
ず
。
と
も
に
こ
れ
凡ぼ

ん

夫ぶ

な
ら
く
の
み
」と
あ
り
ま
す
。

『
歎
異
抄
』
後
序
に
「
聖
人

の
仰
せ
に
は
、
善
悪
の
ふ
た

つ
、
総
じ
て
も
つ
て
存
知
せ

ざ
る
な
り
」
と
親
鸞
聖
人
の

言
葉
が
伝
え
ら
れ
て
い
ま

す
。
こ
れ
に
は
『
憲
法
十
七

条
』
第
十
条
の
影
響
が
指
摘

さ
れ
て
い
ま
す
。
完
璧
な
判

断
な
ど
不
可
能
な
自
己
の
あ

り
さ
ま
を
直
視
し
た
内
容
と

言
え
ま
す
。

　
『
憲
法
十
七
条
』
第
一
条

に
は
有
名
な
「
和や

わ

ら
か
な
る

を
も
つ
て
貴と

う
と

し
と
な
し
…

…
」
が
あ
り
ま
す
。
直
接
の

典
拠
は
儒
教
の
聖
典
に
あ
り

ま
す
が
、
こ
れ
も
仏
教
と
結

び
つ
け
て
語
ら
れ
ま
す
。『
憲

法
十
七
条
』
そ
の
も
の
に
、

仏
教
思
想
が
濃
厚
で
す
の

で
、
こ
の
第
一
条
も
、
仏
教

の
視
点
に
即
し
て
理
解
す
る

こ
と
が
適
切
で
し
ょ
う
。

仏
教
と
「
和
」

　

さ
て
、
仏
教
は
人
間
関
係

や
社
会
に
お
け
る
「
和
」
を

直
接
の
目
的
と
し
た
教
え
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
う
し
た

事
柄
は
、
言
わ
ば
処
世
術
に

過
ぎ
ま
せ
ん
。

　

仏
教
の
目
標
は
、
あ
く
ま

で
老
病
死
の
苦
を
解
決
し

た
、
さ
と
り
を
開
く
こ
と
で

す
。
さ
と
り
と
い
う
あ
り
さ

ま
に
対
し
て
、
自
己
の
す
が

た
を
誤
魔
化
さ
ず
に
見
つ
め

ま
す
。
そ
れ
を
通
し
て
、
何

で
も
自
分
の
都
合
に
合
わ
せ

て
考
え
、
互
い
に
「
和
」
を

乱
し
乱
さ
れ
し
て
苦
し
む
自

己
を
見
出
す
の
で
す
。
そ
こ

に
「
和
」
を
尊
重
す
る
見
方

が
生
ま
れ
ま
す
。

　

現
に
仏
教
徒
の
現
実
生
活

の
中
で
「
和
」
は
大
切
に
さ

れ
て
き
ま
し
た
。

　

た
と
え
ば
釈
尊
は
、
異
な

る
宗
教
に
対
し
て
常
に
寛
容

の
態
度
で
臨
ん
で
い
ま
す
。

　

他
者
に
和わ

顔げ
ん

愛あ
い

語ご

（
な
ご

や
か
な
表
情
、
や
さ
し
い
言

葉
）
の
態
度
で
臨
む
こ
と
も

奨
め
ら
れ
ま
す
。

　

教
団
組
織
レ
ベ
ル
で
も
同

様
で
す
。
あ
る
人
が
出
家
し

て
正
式
な
僧
侶
集
団
構
成
員

に
な
る
際
に
は
、
構
成
員
全

員
の
合
意
が
必
要
で
し
た
。

重
要
事
項
の
決
定
に
は
、
言

わ
ば
全
員
一
致
が
求
め
ら
れ

て
い
た
の
で
す
。
少
数
意
見

を
持
つ
人
と
も
、
丁
寧
に
意

見
調
整
を
し
て
、
広
い
合
意

を
図
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た

の
で
し
ょ
う
。

　

仏
教
が
「
和
」
を
重
ん
じ

る
と
さ
れ
る
こ
と
に
は
、
根

拠
が
あ
る
の
で
す
。

そ
も
そ
も
「
和
」
と
は
？

　
『
憲
法
十
七
条
』
で
「
和
」

の
具
体
的
内
容
を
見
る
と
、

議
論
を
す
る
こ
と
の
大
切
さ

が
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
第

一
条
を
意
訳
し
ま
し
ょ
う
。

「
人
が
集
ま
れ
ば
グ
ル
ー
プ

が
で
き
る
し
、
専
門
家
よ
り

も
素
人
が
多
い
。
上
司
と
部

下
、
親
と
子
の
よ
う
な
地
位

や
世
代
の
違
い
も
あ
れ
ば
、

地
域
事
情
の
違
い
も
あ
る
。

け
れ
ど
も
異
な
る
立
場
に
寛

容
な
心
を
持
ち
、
自
分
の
都

合
に
縛
ら
れ
た
頑か

た
く

な
な
心
を

離
れ
て
互
い
に
話
し
合
う
こ

と
が
で
き
た
な
ら
、
現
実
・

理
論
と
も
に
筋
道
が
通
っ
て

い
く
の
で
あ
る
」。

　

仲
の
良
い
人
、
そ
れ
ほ
ど

で
も
な
い
人
、
互
い
に
い
ま

す
ね
。
学
生
の
皆
さ
ん
は
そ

れ
ぞ
れ
専
門
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
内
容
を
、
専
門
外
の
人

に
も
分
か
る
よ
う
に
伝
え
る

努
力
が
必
要
で
す
。
素
人
は

「
わ
か
り
ま
せ
ん
」
と
言
っ

て
よ
い
の
で
す
。
地
位
や
世

代
が
異
な
れ
ば
、
そ
の
立
場

の
違
い
を
理
解
し
合
え
る
よ

う
、
お
互
い
に
話
し
、
聞
く

努
力
が
必
要
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、『
憲
法
十

七
条
』に
示
さ
れ
て
い
る「
和
」

と
は
、声
の
大
き
い
人
や
力
の

あ
る
人
に
忖そ

ん

度た
く

し
た
り
、思
考

停
止
し
て
従
う
こ
と
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。「
空
気
」を
読
ん

で
黙
る
こ
と
で
も
あ
り
ま
せ

ん
。異
な
る
見
解
を
排
除
し
、

同
じ
よ
う
な
意
見
の
中
に
引

き
こ
も
る
こ
と
で
も
あ
り
ま

せ
ん
。
も
し
こ
れ
ら
を「
和
」

と
言
う
な
ら
、
そ
れ
は
誤
り

で
す
。積
極
的
に
乱
す
べ
き
、

誤
っ
た
「
和
」
で
し
ょ
う
。

社
会
を
つ
く
る
、ひ
と
り
に
。

　

京
女
ミ
ッ
シ
ョ
ン
「
ら
し

さ
を	

つ
よ
さ
に	

未
来
を
ひ

ら
く
」。
こ
れ
に
続
け
て「
社

会
を
つ
く
る
、
ひ
と
り
に
。」

と
あ
り
ま
す
。

　

社
会
を
考
え
る
時
に
的
確

な
「
和
」
の
理
解
が
、
ぜ
ひ

必
要
で
す
。
何
が
求
め
る
べ

き
「
和
」
か
考
え
て
み
ま
せ

ん
か
。「
一
人
の
幸
せ
を
、

社
会
の
幸
せ
に
繋
げ
て
い

く
。」（
京
女
ミ
ッ
シ
ョ
ン
よ

り
）
た
め
に
。

「
空
気
」を
読
む
な
、「
和
」を
乱
せ
！

　
─
社
会
を
つ
く
る
、
ひ
と
り
に
。
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前
号
新
聞
「
芬
陀
利

華
」
に
太
田
貞
司
先
生

が
、「
芬
陀
利
華
」
と

い
う
言
葉
を
使
用
さ
れ

て
い
た
。「
男
性
介
護
者
の
集

ま
る
場
、
話
せ
る
場
」
に
尽

力
さ
れ
て
き
た
荒
川
不
二
夫

さ
ん
を
中
心
と
す
る
方
々
を

「
芬
陀
利
華
」と
讃
え
て
い
た
。

　

も
と
も
と
「
芬
陀
利
華
」

と
い
う
言
葉
は
、
法
然
聖
人

が
選
定
さ
れ
た
浄
土
三
部
経

の
ひ
と
つ
で
あ
る
『
観
無
量

寿
経
』
に
出
て
く
る
言
葉
で

あ
る
。「
芬
陀
利
華
」
と
は
、

イ
ン
ド
の
古
い
言
葉
で
あ
る

サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
「
プ

ン
ダ
リ
ー
カ
」の
音
写
で
、「
白

い
蓮
の
華
」
と
い
う
意
味
で

あ
る
。「
白
い
蓮
の
華
」
は
蓮

の
華
の
中
で
最
も
高
貴
な
も

の
と
さ
れ
て
い
る
。
親
鸞
聖

人
は
阿
弥
陀
仏
の
教
え
を
信

じ
念
仏
す
る
者
を
「
芬
陀
利

華
」
と
讃
え
て
い
る
。

　

聖
人
は
『
教
行
信
証
』
の

中
で
さ
ま
ざ
ま
な
経
典
や
釈

を
引
用
し
て
念
仏
者
を
讃
え

て
い
る
。「
わ
が
善
き
親
友
な

り
」（『
無
量
寿
経
』）、
つ
ま

り
「
阿
弥
陀
如
来
の
本
当
の

善
き
友
で
あ
る
」、
或
は
「
広

大
勝
解
者
」（『
如
来
会
』）、

念
仏
者
は
「
広
大
で
勝
れ
た

智
慧
を
そ
な
え
た
者
」
な
ど

で
あ
る
。
ま
た
善
導
大
師
が

『
観
無
量
寿
経
』
の
「
芬
陀
利

華
」
を
注
釈
し
て
「
人
中
の

妙
好
人
な
り
」
と
い
っ
た
言

葉
も
引
用
し
て
い
る
。「
妙
好

人
」
と
は
、
他
力
の
信
心
を

い
た
だ
い
て
念
仏
す
る
人
は
、

白
蓮
華
の
よ
う
に
美
し
く
勝

れ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
あ

る
。

　

聖
人
は
、
釈
迦
や
諸
仏
が

讃
え
る
阿
弥
陀
仏
の
教
え
に

耳
を
傾
け
る
真
の
仏
弟
子
に

対
し
て
、
経
典
等
を
拠
り
所

に
「
芬
陀
利
華
」
な
ど
の
言

葉
を
も
っ
て
讃
え
て
い
る
。

　

太
田
先
生
も
荒
川
不
二
夫

さ
ん
た
ち
に
最
高
の
賛
辞
と

し
て
「
芬
陀
利
華
」
と
い
う

言
葉
を
使
わ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。

	

（
普
）

澪 標

　

世
界
中
で
肥
満
者
が
増
え

続
け
て
い
ま
す
。
１
９
８
０

～
２
０
１
５
年
に
１
９
５
の

国
と
地
域
を
対
象
と
し
て
行

わ
れ
た
疫
学
研
究
に
お
い
て
、

世
界
人
口
の
お
よ
そ
3
分
の

1
に
相
当
す
る
22
億
人
の
成

人
と
小
児
で
肥
満
や
過
体
重

に
関
連
す
る
健
康
上
の
障
害

が
起
こ
る
お
そ
れ
が
あ
り
、

死
亡
率
も
高
ま
っ
て
い
る
こ

と
が
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。

肥
満
の
判
定
は
身
長（
ｍ
）と

体
重（
kg
）か
ら
算
出
さ
れ
る

B
M
I

（B
ody	m

ass	index

）

が
用
い
ら
れ
、W

H
O

（
世

界
保
健
機
関
）
の
基
準
は
25

を
超
え
る
と「
過
体
重
」、
30

を
超
え
る
と「
肥
満
」と
判
定

さ
れ
ま
す
。

　

先
の
世
界
的
な
疫
学
調
査

で
は
日
本
は
上
位
に
入
っ
て

い
ま
せ
ん
が
、
日
本
に
お
い

て
も
肥
満
者
の
増
加
は
深
刻

な
問
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

W
H
O

で
はB

M
I

が
30
以

上
を
肥
満
と
し
て
い
ま
す
が
、

日
本
肥
満
学
会
に
お
い
て
は

日
本
人
の
肥
満
をB

M
I

が

25
以
上
と
し
て
い
ま
す
。
平

成
28
年
度
国
民
健
康・栄
養
調

査
に
よ
る
20
歳
以
上
の
肥
満

者
の
割
合
は
男
性
31
・
3
％
、

女
性
20
・
6
％
と
特
に
男
性

に
お
い
て
肥
満
の
増
加
は
顕

著
な
傾
向
に
あ
り
ま
す
。

　

子
ど
も
の
肥
満
も
増
加
し

て
い
ま
す
。
40
年
前
と
比
べ

る
と
約
2
倍
に
急
増
し
、
子

ど
も
の
肥
満
は
大
き
な
社
会

問
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。
子

ど
も
の
肥
満
が
進
行
す
る
と

成
人
の
場
合
と
同
様
に
糖
尿

病
、
脂
質
異
常
症
や
高
血
圧

を
合
併
し
や
す
く
な
り
ま
す
。

さ
ら
に
小
児
期
の
肥
満
は
思

春
期
、
さ
ら
に
は
成
人
期
の

肥
満
へ
移
行
す
る
確
率
が
高

ま
り
ま
す
。

　

肥
満
の
要
因
の
一
つ
と
し

て
、
幼
児
期
に
お
け
る

B
M
I

の
急
激
な
変
化
が
影

響
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に

な
っ
て
い
ま
す
。
一
般
的
に

B
M
I

は
出
生
後
か
ら
乳
児

期
後
半
ま
で
急
増
し
、
そ
の

後
1
歳
ご
ろ
か
ら
減
少
を
示

し
、
5
歳
前
後
で
最
低
値
が

見
ら
れ
、
再
び
増
加
を
示
し

ま
す
。
こ
の
幼
児
期
の

B
M
I

が
減
少
か
ら
増
加
に

転
ず
る
現
象
はadiposity	

rebound

と
呼
ば
れ
、
早

期
に
出
現
す
る
ほ
ど
、
思
春

期
か
ら
成
人
期
に
お
け
る
肥

満
の
危
険
率
が
高
ま
る
こ
と

や
生
活
習
慣
病
リ
ス
ク
と
の

関
連
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。

adiposity	rebound

を

早
め
る
要
因
と
し
て
は
、
①

両
親
の
肥
満
②
低
体
重
あ
る

い
は
高
体
重
で
の
出
生
③
母

乳
栄
養
で
な
い
こ
と
④
離
乳

食
の
早
期
導
入
⑤
果
汁
（
果

糖
）
や
菓
子
の
過
剰
摂
取
⑥

睡
眠
時
間
が
短
い
、
身
体
活

動
性
の
低
下
な
ど
、
遺
伝
的

要
因
あ
る
い
は
環
境
因
子
が

挙
げ
ら
れ
ま
す
。

　

幼
児
期
の
急
激
な
体
重
増

加
は
将
来
の
肥
満
や
生
活
習

慣
病
の
予
測
因
子
と
な
り
ま

す
。
生
涯
に
わ
た
る
健
康
の

保
持
に
と
っ
て
、
幼
児
期
に

体
重
管
理
を
行
い
、
早
期
の

B
M
I

の
急
増
を
抑
制
す
る

こ
と
が
肥
満
や
生
活
習
慣
病

の
一
次
予
防
に
と
っ
て
重
要

と
な
り
ま
す
。
ま
た
、
早
期

にB
M
I

の
急
増
が
見
ら
れ

る
児
に
対
し
て
は
医
師
、
保

健
師
、
栄
養
士
の
指
導
に
よ

り
生
活
習
慣
を
見
直
し
、
成

長
曲
線
を
用
い
て
、
そ
の
後

の
体
重
増
加
の
経
過
を
注
意

深
く
観
察
す
る
こ
と
が
重
要

と
な
り
ま
す
。

�（
児
童
学
科
・
間
瀬　

知
紀
）

子
ど
も
た
ち
と
と
も
に

⑤
幼
児
期
か
ら
の
肥
満
予
防

11　　月
日 曜日 講時 対象学生 担　当
6 水 1 養音1 森田

2 福祉3 黒田

7 木 1 現社3C・3D 森田・普賢
4 現社3A・3B 赤井・藤井

11 月

1 現社1A・1B 中西・野村
2 史学1A・1B 野村・上野
3 国文1A・1B 普賢・黒田
4 児童1 黒田

12 火 4 英文3A・3B 黒田・清基

13 水 1 法学1A・1B 藤井・秋本
3 国文3A・3B 森田・普賢

15 金
1 食物1A・1B 塚本・井上
2 教育1 三浦
3 児童3 秋本

19 火 1 心理1 森田

22 金
1 英文1A・1B 秋本・三浦
2 心音3 塚本
4 現社1C・1D 那須・安田

25 月
1 造形1A・1B 井上・上野
2 食物3 普賢
4 史学3A・3B 竹本・那須

26 火 1 教育3 西
3 造形3 森田

27 水 1 法学3 清基
◇ビデオ月間

12　　月
日 曜日 講時 対象学生 担　当
2 月 1 現社1A・1B 中西・野村

3 国文1A・1B 普賢・黒田

3 火 1 心理1 森田
4 英文3A・3B 黒田・清基

4 水 1 養音1 森田

6 金
1 食物1A・1B 塚本・井上
2 教育1 三浦
3 児童3 秋本

9 月 2 史学1A・1B 野村・上野
4 児童1 黒田

10 火 1 教育3 西
3 造形3 森田

11 水 1 法学1A・1B 藤井・秋本
2 福祉3 黒田

16 月
1 造形1A・1B 井上・上野
2 食物3 普賢
4 史学3A・3B 竹本・那須

18 水 1 法学3 清基
3 国文3A・3B 森田・普賢

19 木 1 現社3C・3D 森田・普賢
4 現社3A・3B 赤井・藤井

20 金
1 英文1A・1B 秋本・三浦
2 心音3 塚本
4 現社1C・1D 那須・安田

令和元年11・12月 月例礼拝日程表
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「
昭
和
の
大
修
理
」
と
称

さ
れ
た
桂
離
宮
御
殿
群
の
修

理
工
事
は
、
１
９
７
６
年
か

ら
6
年
間
に
亘
っ
て
行
わ
れ

た
。
私
は
こ
の
と
き
文
化
庁

か
ら
宮
内
庁
に
派
遣
さ
れ
、

工
事
を
担
当
し
た
。
そ
の
時

の
経
験
か
ら
話
を
始
め
よ

う
。

　

御
殿
群
の
外
壁
は
、
漆
喰

仕
上
げ
の
土
壁
で
あ
る
。
そ

の
仕
上
げ
に
使
わ
れ
る
漆
喰

の
材
料
は
、
伝
統
的
な
製
法

で
作
ら
れ
た
消
石
灰
が
使
用

さ
れ
て
き
た
の
で
、
こ
の
工

事
で
も
高
知
県
で
生
産
さ
れ

る
「
土
佐
石
灰
」
を
使
用
す

る
こ
と
と
し
た
。
壁
工
事
に

使
用
す
る
前
に
、
一
般
に
流

通
し
て
い
る
Ｊ
Ｉ
Ｓ
規
格
の

消
石
灰
と
土
佐
石
灰
で
試
作

壁
を
制
作
し
て
仕
上
げ
の
色

味
や
表
面
の
状
態
を
比
較
し

た
。
そ
の
結
果
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ
規

格
の
消
石
灰
の
壁
は
、
や
や

寒
色
系
の
白
で
、
微
細
な
ク

ラ
ッ
ク
が
一
面
に
認
め
ら
れ

た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
土
佐

石
灰
の
壁
は
暖
色
系
の
白

で
、
ク
ラ
ッ
ク
は
全
く
現
れ

な
か
っ
た
。
こ
の
相
違
の
原

因
を
調
べ
た
結
果
、
粒
度
分

布
の
相
違
で
あ
る
と
判
断
さ

れ
た
。
Ｊ
Ｉ
Ｓ
規
格
の
消
石

灰
の
粒
度
分
布
は
、
粒
径
が

小
さ
く
、
分
布
曲
線
が
細
く

尖
っ
て
い
る
、
即
ち
、
粒
が

揃
っ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ

た
。
一
方
の
土
佐
石
灰
の
分

布
曲
線
は
広
い
な
だ
ら
か
な

曲
線
と
な
っ
て
い
た
。即
ち
、

大
小
様
々
な
粒
の
集
合
で

あ
っ
た
。

　

漆
喰
壁
の
ク
ラ
ッ
ク
発
生

の
有
無
と
粒
度
分
布
の
因
果

関
係
は
、
大
小
様
々
な
粒
の

集
合
で
は
、
大
き
な
粒
と
粒

の
隙
間
に
小
さ
な
粒
が
入
り

込
む
た
め
に
、
全
体
の
空
隙

の
割
合
は
粒
が
揃
っ
て
い
る

集
合
よ
り
も
小
さ
い
た
め
と

考
え
ら
れ
る
。こ
の
こ
と
は
、

砂
の
液
状
化
現
象
で
も
同
様

で
あ
る
。
砂
の
液
状
化
現
象

は
、
地
震
時
に
地
表
面
に
砂

が
水
と
共
に
吹
き
出
て
く
る

現
象
で
あ
り
、
そ
の
上
に

建
っ
て
い
た
建
物
は
傾
い
た

り
転
倒
し
た
り
す
る
被
害
を

受
け
る
。
な
ぜ
、
液
状
化
現

象
が
起
き
る
か
は
複
雑
な
メ

カ
ニ
ズ
ム
に
よ
る
が
、
そ
の

な
か
で
も
砂
の
粒
度
が
揃
っ

て
い
る
場
合
に
発
生
し
や
す

い
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。

　
Ｊ
Ｉ
Ｓ
規
格
の
消
石
灰
と

伝
統
的
な
製
法
で
作
ら
れ
た

土
佐
石
灰
の
話
は
、
工
業
製

品
と
手
作
り
品
と
の
関
係
に

置
き
換
え
る
こ
と
が
で
き

る
。
近
代
の
工
業
生
産
の
重

要
な
課
題
の
1
つ
は
、
均
質

な
製
品
を
い
か
に
大
量
に
生

産
す
る
か
で
あ
っ
た
。
同
じ

会
社
の
同
じ
製
品
の
中
に
色

や
形
、
味
が
少
し
で
も
異
な

る
も
の
が
あ
れ
ば
不
良
品
と

し
て
排
除
さ
れ
る
。

　

自
然
の
木
材
を
使
用
し
た

家
具
の
場
合
、
無
垢
材
を
使

用
す
れ
ば
年
輪
や
色
は
そ
れ

ぞ
れ
異
な
る
。
し
か
し
、
近

代
社
会
で
は
そ
れ
は
嫌
わ

れ
、
評
価
が
低
い
も
の
と

な
っ
た
。
例
え
ば
六
脚
揃
い

の
椅
子
が
あ
れ
ば
、
そ
の
六

脚
の
椅
子
の
木
部
は
ほ
ぼ
同

じ
色
合
い
で
、
木
目
も
ほ
ぼ

同
じ
も
の
が
求
め
ら
れ
た
。

そ
の
要
求
に
応
え
る
た
め
に

突
き
板
の
技
術
が
開
発
さ
れ

た
。
突
き
板
は
、
木
材
を

0
・
2
～
0
・
6
ミ
リ
メ
ー
ト

ル
に
薄
く
ス
ラ
イ
ス
し
て
、

集
成
材
や
合
板
の
表
面
に
合

成
樹
脂
な
ど
で
貼
り
付
け
た

も
の
で
あ
る
。し
た
が
っ
て
、

木
目
の
綺
麗
な
無
節
の
良
材

か
ら
10
～
20
枚
の
ほ
ぼ
同
じ

木
目
・
色
合
い
の
薄
い
シ
ー

ト
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

突
き
板
は
、
無
垢
材
に
比
べ

て
価
格
を
安
く
抑
え
、
集
成

材
や
合
板
を
使
用
す
る
こ
と

に
よ
り
収
縮
や
変
形
を
押
さ

え
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か

し
、
そ
れ
以
上
に
重
要
な
の

は
同
じ
色
と
木
目
の
製
品
を

揃
え
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　

あ
る
会
社
の
ト
マ
ト
ケ

チ
ャ
ッ
プ
は
、
ど
こ
で
買
っ

て
も
何
年
も
前
と
変
わ
ら
な

い
同
じ
味
が
す
る
。し
か
し
、

ト
マ
ト
1
つ
1
つ
の
味
は
違

う
は
ず
な
の
に
、
い
つ
で
も

ど
こ
で
も
同
じ
味
が
す
る
の

は
お
か
し
く
な
い
の
か
？　

自
然
素
材
を
原
料
と
し
て
い

る
限
り
、
同
じ
味
を
維
持
す

る
に
は
膨
大
な
エ
ネ
ル
ギ
ー

が
費
や
さ
れ
、
ど
こ
か
で
無

理
が
生
じ
て
い
な
い
か
？

　

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
行
っ
た

と
き
の
経
験
で
あ
る
。
洒
落

た
喫
茶
店
で
、
イ
ン
ド
ネ
シ

ア
の
美
味
し
い
コ
ー
ヒ
ー
を

期
待
し
て
注
文
し
た
。
し
か

し
、
期
待
し
て
い
た
味
と

違
っ
て
い
た
の
で
驚
い
た
。

メ
ニ
ュ
ー
を
見
る
と
、
イ
ン

ド
ネ
シ
ア
ン
・
コ
ー
ヒ
ー
と

は
別
に
ネ
ス
カ
フ
ェ
と
あ
る

で
は
な
い
か
！　

し
か
も
、

ネ
ス
カ
フ
ェ
の
ほ
う
が
高

い
！　

ベ
ト
ナ
ム
で
も
同
じ

よ
う
な
経
験
を
し
た
。
私
が

ベ
ト
ナ
ム
を
初
め
て
訪
問
し

た
の
は
１
９
９
１
年
の
こ
と

で
、
ま
だ
開
放
政
策
の
途
上

に
あ
っ
た
。
外
国
人
向
け
の

立
派
な
ホ
テ
ル
な
の
に
、
朝

食
は
毎
日
、
イ
ン
ス
タ
ン
ト

ラ
ー
メ
ン
で
あ
る
。
あ
る
と

き
ホ
テ
ル
の
ボ
ー
イ
に
、
あ

れ
が
食
べ
た
い
と
路
上
で

売
っ
て
い
る
フ
ォ
ー
ガ
ー
を

指
し
て
要
求
し
た
と
こ
ろ
、

我
々
の
ホ
テ
ル
で
は
フ
ォ
ー

ガ
ー
の
よ
う
な
も
の
は
提
供

し
て
い
な
い
、
と
誇
ら
し
げ

に
話
し
た
。
フ
ォ
ー
ガ
ー
は

当
時
一
杯
50
円
程
度
だ
っ
た

と
記
憶
し
て
い
る
。
ベ
ト
ナ

ム
を
訪
問
す
る
度
に
そ
の
よ

う
な
や
り
と
り
が
続
い
た

後
、
つ
い
に
ホ
テ
ル
で
も

フ
ォ
ー
ガ
ー
を
提
供
す
る
よ

う
に
な
っ
た
。
お
そ
ら
く
多

く
の
外
国
人
客
が
私
と
同
じ

要
求
を
し
た
か
ら
だ
と
思
わ

れ
る
。

　

当
時
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
や

ベ
ト
ナ
ム
で
は
、
工
業
製
品

こ
そ
品
質
の
良
い
高
級
品
で

あ
り
、
手
作
り
の
品
は
粗
末

な
も
の
と
の
考
え
が
あ
っ
た

の
で
あ
ろ
う
。
私
た
ち
は
こ

の
こ
と
を
笑
う
こ
と
が
で
き

な
い
。
日
本
で
も
近
代
化
の

過
程
で
、
工
業
製
品
こ
そ
が

品
質
が
高
く
、
優
れ
て
い
る

と
信
じ
て
き
た
時
代
が
あ
る

の
だ
か
ら
。

　

最
後
に
、
も
う
一
度
、「
粒

ぞ
ろ
い
」
の
話
に
戻
ろ
う
。

「
粒
ぞ
ろ
い
」
は
、
優
れ
て

い
る
こ
と
の
意
味
に
用
い
ら

れ
て
い
る
。
し
か
し
、「
粒

ぞ
ろ
い
」
が
必
ず
し
も
優
れ

た
状
態
で
あ
る
と
は
限
ら
な

い
こ
と
は
、
先
の
話
か
ら
も

判
る
で
あ
ろ
う
。
純
粋
・
均

質
な
物
質
の
中
に
異
質
な
も

の
が
混
じ
る
こ
と
で
、
革
新

的
な
性
能
を
発
揮
す
る
こ
と

が
あ
る
こ
と
は
、
エ
サ
キ
ダ

イ
オ
ー
ド
の
ト
ン
ネ
ル
効
果

な
ど
、
多
く
の
化
学
的
現
象

で
も
知
ら
れ
て
い
る
。

　

私
が
京
都
女
子
大
学
で
教

え
始
め
て
10
年
目
に
入
っ

た
。
京
女
生
は
大
人
し
く
、

似
通
っ
た
性
格
の
学
生
が
多

い
と
感
じ
て
い
る
が
、
近

年
、
そ
の
傾
向
が
ま
す
ま
す

強
く
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
異
質
な
学
生
を
排

除
せ
ず
、
む
し
ろ
積
極
的
に

迎
え
入
れ
て
、
粒
ぞ
ろ
い
の

学
生
集
団
に
し
な
い
方
策
が

求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

他
人
の
過
失
を
探
し
求
め
、

つ
ね
に
怒
り
た
け
る
人
は
、

煩
悩
の
汚
れ
が
増
大
す
る
。

か
れ
は
煩
悩
の
汚
れ
の

消
滅
か
ら
遠
く
隔
っ
て
い
る
。

�

（『
ダ
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マ
パ
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』
二
五
三
、
中
村
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訳
）

法のことば

　

こ
の
詩
節
を
読
ん
で
、
な
ぜ
か
「
炎
上
」
と
い
う
現
象
を
思
い
起
こ
し
ま

し
た
。「
炎
上
」
と
は
、
あ
る
人
の
行
い
や
発
言
に
対
し
て
、
主
に
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
上
で
多
数
の
人
の
批
判
や
非
難
が
殺
到
す
る
状
況
で
す
。
政
治
家
、

芸
能
人
な
ど
有
名
人
か
ら
一
般
人
に
至
る
ま
で
、
様
々
な
人
た
ち
が
、
日
々

「
炎
上
」
の
対
象
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

煩
悩
は
仏
典
で
し
ば
し
ば
炎
に
譬
え
ら
れ
ま
す
。
炎
上
と
は
、
ま
さ
に
「
怒

り
」
に
燃
え
た
人
々
が
次
々
と
標
的
を
変
え
て
、
非
難
の
対
象
と
な
っ
た
人

の
人
格
、
人
間
性
ま
で
も
焼
き
尽
く
し
て
い
く
、
そ
ん
な
事
象
で
あ
る
と
言

え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
う
し
た
「
怒
り
」
の
な
か
に
は
正

当
な
も
の
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
し
か
し
「
暴
力
」
が
、
し
ば
し
ば
自
分
の
正

し
さ
を
信
じ
て
疑
わ
な
い
人
々
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を

忘
れ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。	

（
藤
井　

隆
道
）

「
粒
ぞ
ろ
い
」と
い
う
こ
と
、

ま
た
は「
近
代
化
」に
つい
て

�

家
政
学
部
教
授
　
斎
　
藤
　
英
　
俊

『
尼
さ
ん
は
つ
ら
い
よ
』勝

本
華
蓮
著　

新
潮
新
書　
　

二
〇
一
二
年

シ
リ
ー
ズ

　
智
慧
の
蔵
�

　

マ
ー
ヤ
ー
、
マ
ハ
ー
プ
ラ

ジ
ャ
ー
パ
テ
ィ
ー
、
ヤ
シ
ョ
ー

ダ
ラ
ー
。
皆
さ
ん
は
、
仏
教

学
の
授
業
で
教
わ
っ
た
こ
れ

ら
の
女
性
の
名
前
を
お
ぼ
え

て
い
る
で
し
ょ
う
か
。
一
番
目

は
、
仏
教
の
開
祖
で
あ
る
釈

尊
の
母
、
二
番
目
は
釈
尊
の

養
母
、
三
番
目
は
釈
尊
の
妻

で
す
。
皆
さ
ん
が
授
業
で
習
っ

た
よ
う
に
、
マ
ー
ヤ
ー
は
釈

尊
生
誕
の
七
日
後
、亡
く
な
っ

て
し
ま
い
ま
す
。
そ
の
代
わ

り
と
し
て
、
釈
尊
の
世
話
を

見
る
こ
と
に
な
っ
た
、
マ
ー

ヤ
ー
の
妹
が
マ
ハ
ー
プ
ラ

ジ
ャ
ー
パ
テ
ィ
ー
で
す
。
彼

女
は
、
釈
尊
が
王
宮
を
捨
て

て
出
家
し
た
時
、
シ
ョ
ッ
ク

の
あ
ま
り
気
絶
し
た
と
伝
え

ら
れ
る
心
優
し
い
女
性
で
し

た
が
、
実
は
、
釈
尊
が
悟
り

を
開
い
て
「
ブ
ッ
ダ
」（
目
覚

め
た
人
）
と
な
っ
た
後
、
自

ら
懇
願
し
て
釈
尊
の
弟
子
と

な
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

そ
し
て
、
こ
れ
が
仏
教
史
上
、

最
初
の
尼
さ
ん
の
誕
生
だ
っ

た
の
で
す
。
ち
な
み
に
ヤ

シ
ョ
ー
ダ
ラ
ー
も
後
に
尼
さ

ん
に
な
り
ま
し
た
。

　

さ
て
、
以
上
は
二
千
五
百

年
前
の
イ
ン
ド
の
話
で
す
。

で
は
、
そ
こ
か
ら
時
間
も
空
間

も
遥
か
遠
く
隔
た
っ
た
現
在

の
日
本
の
尼
さ
ん
っ
て
ど
ん

な
人
た
ち
な
ん
だ
ろ
う
か
、
と

い
う
疑
問
が
湧
い
て
き
ま
す
。

　

今
回
ご
紹
介
す
る
の
は
、

そ
ん
な
尼
さ
ん
自
身
が
現
代

日
本
の
尼
さ
ん
事
情
に
つ
い

て
、
と
て
も
ざ
っ
く
ば
ら
ん

に
語
っ
た
面
白
い
書
物
で
す
。

　

著
者
の
勝
本
さ
ん
は
、
あ

と
が
き
に
次
の
よ
う
に
記
し

て
い
ま
す
。「
後
に
な
っ
て
冷

静
に
考
え
て
み
る
と
、
私
は

尼
さ
ん
ギ
ラ
イ
な
の
で
あ
る
。

自
分
の
こ
と
を
尼
さ
ん
と

思
っ
て
な
く
て
、
近
頃
は
『
尼

さ
ん
の
コ
ス
プ
レ
を
し
て
い
ま

す
』
な
ど
と
言
っ
て
い
る
。

そ
れ
で
、
原
稿
を
書
き
な
が

ら
、ず
っ
と
『
尼
と
は
何
ぞ
や
』

と
自
分
自
身
に
問
い
か
け
て

い
る
こ
と
に
気
づ
い
た
。
髪

の
毛
を
剃
っ
て
衣
を
着
て
た

ら
尼
さ
ん
な
の
か
。
寺
に
住

ん
で
た
ら
尼
さ
ん
な
の
か
。

い
っ
た
い
何
を
す
る
人
が
尼

さ
ん
な
の
か
。
い
っ
た
い
尼
さ

ん
で
な
け
れ
ば
、
で
き
な
い

こ
と
っ
て
あ
る
の
か
、と
。」「
尼

さ
ん
に
つ
い
て
原
稿
を
書
い

て
い
る
と
い
う
と
、
い
ろ
ん
な

尼
さ
ん
が
協
力
し
て
く
れ
た
。

自
分
の
苦
労
話
を
打
ち
明
け

て
、
書
い
て
も
い
い
よ
と
言
っ

て
く
れ
た
。
き
っ
と
尼
僧
の

不
利
な
立
場
を
私
に
代
弁
し

て
ほ
し
い
の
で
あ
ろ
う
。」

　

も
と
も
と
イ
ラ
ス
ト
レ
ー

タ
ー
だ
っ
た
勝
本
さ
ん
は
、

30
代
で
仏
跡
巡
拝
の
旅
に
出
、

そ
の
の
ち
、
叡
山
学
院
や
佛

教
大
学
、
京
都
大
学
な
ど
で

仏
教
学
を
学
び
、
か
た
わ
ら

天
台
宗
の
青
蓮
院
門
跡
で
得

度
し
た
異
色
の
経
歴
の
持
ち

主
。
他
で
は
聞
け
な
い
「
異

端
の
尼
さ
ん
」
の
お
話
、ぜ
ひ
、

本
書
を
手
に
取
っ
て
み
て
下

さ
い
。

（
安
田　

章
紀
）

✿ 卒業回生の合同礼拝 ✿
　卒業回生のみなさんは本学での最後
の礼拝として「合同礼拝」を行います。
日　　時　令和元年11月20日（水）
　　　　　15：00～16：30
　　　　　※14：00から受付を開始します。
　　　　　※14：45までに入場してください。
場　　所　Ｂ501教室
記念講演　「精神科医からみた幸せな生き方」
　　　　　　飯塚　　浩　氏
　　　　　　（メディカルストレスケア飯塚クリニック院長、精神科専門医）
申込期間　令和元年 9月17日（火）～11月13日（水）
・必ずお念珠を持参してください。
・参加者には卒業後にもずっと使っていただけるオリ
ジナルの記念品があります。

✿ 仏前成人式 ✿
　記念講演では、外松太恵子氏にお越しいただきます。
立食パーティーでは、オリジナル記念品やすてきな景
品があたるビンゴゲーム、抽選会もあります♪
日　　時　令和元年12月14日（土）
　　　　　13：00～17：00
　　　　　※12：10から受付を開始します。
　　　　　※12：30までに入場してください。
場　　所　礼拝堂（Ａ校舎 ５階）・学生食堂（Ａ校舎地階）
記念講演　「『二十歳の出発』─私は輝いている─」
　　　　　　外松太恵子　氏（青少年問題カウンセラー）
申込期間　令和元年10月 7 日（月）～
　　　　　　　　　12月 6 日（金）
・先着200名です。
・必ずお念珠を持参してください。
◆それぞれの詳細は京女ポータル、掲示板で確認をしてください。

お知らせ




