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世
に
出し

ゅ
っ

興こ
う

す
る
ゆ
ゑ
は
、
道

教
を
光こ

う

闡せ
ん

し
て
、
群ぐ

ん

萌も
う

を
拯す

く

ひ
恵
む
に
真
実
の
利
を
も
つ

て
せ
ん
と
欲お

ぼ

し
て
な
り
。

�

（「
仏
説
無
量
寿
経
』）

　

い
よ
い
よ
新
年
度
の
ス

タ
ー
ト
で
す
。
今
年
に
入
っ

て
か
ら
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
の
流
行
が
人
々
を
不
安
に

陥
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
原
稿

を
書
い
て
い
る
二
月
末
時
点

で
は
中
国
、
日
本
だ
け
で
な

く
韓
国
、
イ
タ
リ
ア
で
も
急

速
に
感
染
が
広
が
っ
て
い
る

と
報
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。
マ

ス
ク
の
需
要
が
高
ま
り
中
々

手
に
入
れ
に
く
い
状
況
に

な
っ
て
い
ま
す
。
京
都
市
内

で
も
特
定
の
国
民
を
排
除
せ

よ
、
と
い
っ
た
ビ
ラ
が
電
柱

に
貼
ら
れ
て
い
た
と
の
報
道

も
あ
り
ま
し
た
。
不
安
な
心

理
状
態
が
も
た
ら
す
行
動
な

の
で
し
ょ
う
。
パ
ニ
ッ
ク
と

は
言
わ
な
い
ま
で
も
過
剰
な

反
応
で
す
。

阪
神
淡
路
大
震
災

　

平
成
七
年
（
一
九
九
五
）

一
月
十
七
日
の
早
朝
に
阪
神

淡
路
大
震
災
が
発
生
し
ま
し

た
。
す
で
に
発
生
か
ら
二
十

五
年
が
過
ぎ
ま
し
た
。
京
都

市
内
も
激
し
く
揺
れ
ま
し

た
。
当
日
は
小
学
生
の
娘
と

二
人
で
寝
て
い
ま
し
た
。
私

は
前
日
ま
で
寺
の
法
要
が
あ

り
疲
れ
て
熟
睡
し
て
い
ま
し

た
。
揺
れ
た
こ
と
は
覚
え
て

い
ま
す
が
夢
現
の
状
態
で
し

た
。
私
は
睡
魔
に
襲
わ
れ
再

度
寝
よ
う
と
し
た
の
で
す

が
、
娘
が
怯
え
て
い
る
様
子

を
見
て
、
た
だ
事
で
は
な
い

と
思
い
テ
レ
ビ
を
つ
け
台
所

に
行
っ
て
み
ま
し
た
。
す
る

と
食
器
が
棚
か
ら
落
ち
て
散

乱
し
て
い
ま
し
た
。
テ
レ
ビ

の
ニ
ュ
ー
ス
で
も
深
刻
な
状

況
が
次
々
に
伝
え
ら
れ
て
い

ま
し
た
。

　

こ
の
震
災
時
の
こ
と
で
よ

く
覚
え
て
い
る
の
が
デ
マ
で

す
。
日
頃
か
ら
お
付
き
合
い

の
あ
っ
た
近
所
の
方
が
「
今

晩
、
亀
岡
を
震
源
と
す
る
大

き
な
地
震
が
発
生
す
る
か

ら
、
車
の
中
に
避
難
し
た
方

が
良
い
」
と
わ
ざ
わ
ざ
知
ら

せ
に
来
て
く
れ
ま
し
た
。
こ

の
方
の
行
為
は
悪
意
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
善
意
か

ら
の
行
動
で
し
た
。し
か
し
、

こ
の
方
の
取
っ
た
行
動
は
、

自
ら
の
不
安
か
ら
出
た
行
動

で
あ
り
、
人
々
を
混
乱
に
巻

き
込
み
か
ね
な
い
行
動
で
も

あ
り
ま
し
た
。
避
難
し
た
方

も
い
た
よ
う
で
す
が
、
わ
が

家
は
誰
も
車
に
避
難
し
ま
せ

ん
で
し
た
。
冷
静
に
考
え
れ

ば
、
地
震
の
発
生
が
そ
こ
ま

で
特
定
で
き
る
の
で
あ
れ

ば
、
一
月
十
七
日
の
地
震
も

予
知
で
き
た
は
ず
で
す
。
人

間
、
不
安
に
な
る
と
根
拠
の

な
い
情
報
に
振
り
回
さ
れ
て

し
ま
う
の
で
す
。

講
演
会
で
の
話

　

以
前
、あ
る
と
こ
ろ
で「
阿

弥
陀
仏
の
救
い
」
と
い
う
タ

イ
ト
ル
で
話
す
機
会
が
あ
り

ま
し
た
。
仏
教
の
最
終
目
標

は
「
さ
と
り
」
を
開
く
こ
と

で
す
が
、
浄
土
教
の
教
え
で

は
「
さ
と
り
」
は
死
後
で
語

り
ま
す
。
そ
れ
で
は
生
き
て

い
る
間
、
仏
教
は
私
た
ち
と

は
関
係
が
な
い
の
か
と
い
え

ば
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

親
鸞
聖
人
は
生
き
て
い
る
間

の
「
救
い
」
と
、死
後
の
「
さ

と
り
」
を
説
い
て
い
ま
す
。

今
の
「
救
い
」
が
あ
る
か
ら

こ
そ
死
後
の
「
さ
と
り
」
も

あ
る
の
で
す
。
今
の「
救
い
」

な
し
に
死
後
の
「
さ
と
り
」

も
あ
り
ま
せ
ん
。

　

で
は
ど
の
よ
う
な
状
態
を

「
救
い
」
と
い
う
の
で
し
ょ

う
か
。「
安
心
感
」
と
言
い

換
え
て
も
良
い
と
思
い
ま

す
。
そ
れ
で
は
本
当
の
「
安

心
感
」
は
、
ど
の
よ
う
に
し

た
ら
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で

き
る
の
で
し
ょ
う
か
。
た
と

え
ば
夜
、
知
ら
な
い
場
所
に

連
れ
て
行
か
れ
、
真
っ
暗
闇

な
状
況
に
放
置
さ
れ
れ
ば
、

誰
で
も
不
安
に
な
り
ま
す
。

竦
ん
で
し
ま
う
で
し
ょ
う
。

と
こ
ろ
が
、
一
条
の
光
が
差

す
と
ほ
っ
と
し
ま
す
。
そ
れ

は
周
囲
の
状
況
が
把
握
で
き

る
か
ら
で
す
。
自
分
の
立
ち

位
置
は
、
真
っ
暗
闇
の
状
態

の
時
と
光
が
差
し
込
ん
で
来

た
時
と
全
く
変
わ
り
ま
せ

ん
。
と
こ
ろ
が
光
が
差
し
込

ん
だ
だ
け
で
不
安
が
安
心
に

変
わ
る
の
で
す
。
同
じ
こ
と

は
私
た
ち
自
身
に
つ
い
て
も

言
え
る
こ
と
で
す
。

　

自
分
の
こ
と
は
自
分
が
一

番
よ
く
分
か
っ
て
い
る
と

思
っ
て
い
る
人
も
多
い
で

し
ょ
う
。
は
た
し
て
そ
う
で

し
ょ
う
か
。
自
分
の
こ
と
を

一
番
分
か
っ
て
い
な
い
の
は

自
分
自
身
か
も
知
れ
ま
せ

ん
。
無
意
識
に
見
よ
う
と
し

て
い
な
い
の
か
も
知
れ
ま
せ

ん
。
な
ぜ
な
ら
自
分
の
恐
ろ

し
い
部
分
を
認
め
た
く
な
い

か
ら
で
す
。

私
た
ち
の
も
つ
闇

　

親
鸞
聖
人
が
八
十
五
歳
の

時
に
書
か
れ
た
『
一
念
多
念

文
意
』と
い
う
書
物
の
中
に
、

　
「
凡
夫
」
と
い
ふ
は
、

無
明
煩
悩
わ
れ
ら
が
身
に

満
ち
み
ち
て
欲
も
多
く
怒

り
、
腹
立
ち
、
嫉
み
妬
む

心
多
く
ひ
ま
な
く
し
て
臨

終
の
一
念
に
至
る
ま
で
と

ど
ま
ら
ず
消
え
ず
た
え
ず
。

と
あ
り
ま
す
。「
凡
夫
」
と

は
自
己
中
心
的
な
心
、
つ
ま

り
煩
悩
を
抱
え
た
私
た
ち
の

こ
と
で
す
。
私
た
ち
は
自
己

中
心
的
な
心
に
ま
み
れ
て
い

る
と
い
う
の
で
す
。
自
己
中

心
的
な
心
の
具
体
的
な
姿
と

は
、
ま
ず
あ
れ
も
欲
し
い
、

こ
れ
も
欲
し
い
と
い
う
心
で

す
。
そ
し
て
そ
の
欲
望
が
叶

え
ら
れ
な
い
と
、
私
た
ち
の

心
に
は
怒
り
が
炎
の
よ
う
に

燃
え
上
が
り
ま
す
。
そ
れ
だ

け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
友
達

の
成
功
に
対
し
て
も
嫉
妬
の

心
を
お
こ
し
ま
す
。
親
友
で

あ
っ
て
も
、
む
し
ろ
親
友
だ

か
ら
こ
そ
、
そ
の
成
功
を
素

直
に
喜
べ
な
い
こ
と
だ
っ
て

あ
り
ま
す
。
逆
に
親
友
に
対

し
て
優
越
感
を
覚
え
る
こ
と

も
あ
り
ま
す
。
入
学
試
験
の

時
に
そ
れ
を
経
験
し
た
人
も

い
る
で
し
ょ
う
。
今
後
、
就

職
活
動
で
経
験
す
る
人
も
い

る
こ
と
で
し
ょ
う
。
私
た
ち

は
日
々
こ
う
し
た
こ
と
を
繰

り
返
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
が

私
た
ち
の
「
あ
り
の
ま
ま
の

姿
」
だ
と
い
う
の
で
す
。
親

鸞
聖
人
の
こ
の
言
葉
は
、
阿

弥
陀
仏
の
教
え
と
い
う
鏡
を

通
し
て
見
え
て
き
た
聖
人
自

身
の
姿
で
も
あ
り
ま
す
。
こ

の
よ
う
な
心
を
私
た
ち
は
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
ま
せ
ん
。

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
な
い
ば

か
り
か
こ
の
よ
う
な
心
に
振

り
回
さ
れ
て
い
ま
す
。
だ
か

ら
苦
し
い
の
で
す
。
安
心
感

を
持
て
ず
苦
し
む
の
で
す
。

こ
れ
で
は
前
に
進
む
力
は
出

て
き
ま
せ
ん
。
逆
に
自
分
の

「
あ
り
の
ま
ま
の
姿
」
を
知

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
私
た
ち

は
安
心
で
き
る
の
で
す
。
人

間
は
安
心
で
き
れ
ば
前
に
進

む
力
も
湧
い
て
く
る
の
で

す
。

ウ
イ
ル
ス
の
正
体

　

こ
の
よ
う
な
話
を
多
く
の

人
を
前
に
話
し
ま
し
た
。
講

演
を
終
え
た
後
に
一
人
の
男

性
が
私
の
所
に
や
っ
て
来
ま

し
た
。
差
し
出
さ
れ
た
名
刺

に
は
、「
日
本
大
学
教
授　

清
水
一
史
」（
現
在
は
神
戸

大
学
）
と
あ
り
ま
し
た
。
先

生
の
研
究
対
象
は
ウ
イ
ル
ス

で
し
た
。
先
生
は
私
の
話
を

聞
い
て
、
ウ
イ
ル
ス
に
つ
い

て
も
同
じ
こ
と
が
言
え
る
と

思
っ
た
そ
う
で
す
。
ウ
イ
ル

ス
の
正
体
が
は
っ
き
り
し
さ

え
す
れ
ば
恐
れ
る
こ
と
は
な

い
と
い
う
の
で
す
。
正
体
が

分
か
ら
な
い
か
ら
恐
い
の
で

あ
り
、
分
か
れ
ば
対
応
の
仕

方
も
分
か
る
か
ら
恐
く
は
な

い
、
と
仰
い
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
な
例
か
ら
も
分

か
る
よ
う
に
、「
あ
り
の
ま

ま
の
自
分
を
知
る
こ
と
」
は

生
き
る
上
で
と
て
も
大
切
な

こ
と
な
の
で
す
。
生
き
て
い

く
上
で
さ
ま
ざ
ま
な
苦
し
み

が
私
た
ち
を
待
ち
受
け
て
い

ま
す
。
そ
の
苦
し
み
を
な
く

す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、

「
あ
り
の
ま
ま
の
自
分
を
知

る
こ
と
」
に
よ
っ
て
、
そ
の

苦
し
み
を
乗
り
越
え
て
い
く

こ
と
は
で
き
る
の
で
す
。
だ

か
ら
こ
そ
、
本
学
は
親
鸞
聖

人
の
説
く
阿
弥
陀
仏
の
教
え

を
建
学
の
精
神
と
し
て
い
る

の
で
す
。

　

学
生
時
代
を
ど
の
よ
う
に

過
ご
す
か
に
よ
っ
て
、
今
後

の
人
生
が
大
き
く
変
わ
る
と

い
っ
て
も
過
言
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。

　

本
学
が
建
学
の
精
神

と
し
て
い
る
の
は
、
親

鸞
聖
人
が
生
き
る
拠
り

所
と
さ
れ
た
阿
弥
陀
仏

の
教
え
で
す
。聖
人
は
老
・
病
・

死
な
ど
様
々
な
苦
し
み
を
乗

り
越
え
る
道
を
求
め
、
最
終

的
に
阿
弥
陀
仏
の
教
え
に
辿

り
着
い
た
の
で
す
。
そ
の
出

発
点
に
な
っ
た
の
は
九
歳
の

時
で
し
た
。

　

聖
人
は
九
歳
の
時
に
、
京

都
白
川
の
青
蓮
院
で
得
度
さ

れ
比
叡
山
に
登
ら
れ
ま
し
た
。

得
度
式
に
臨
ま
れ
た
時
に「
明

日
あ
り
と
思
う
心
の
あ
だ
桜
、

夜
半
に
嵐
の
吹
か
ぬ
も
の
か

は
」
と
い
う
歌
を
詠
ま
れ
た

と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。「
ま

だ
明
日
が
あ
る
と
思
っ
て
い

る
と
、
夜
嵐
が
吹
け
ば
、
は

か
な
く
散
る
桜
の
よ
う
に
、

私
も
心
変
わ
り
し
て
し
ま
う

か
も
知
れ
な
い
」
と
言
っ
て
、

得
度
式
に
臨
ま
れ
た
と
い
う

の
で
す
。
私
た
ち
は
大
事
な

こ
と
で
も
先
伸
ば
し
に
し
て

し
ま
い
が
ち
で
す
。
し
か
し
、

私
た
ち
の
命
は
何
時
絶
え
る

か
分
か
り
ま
せ
ん
。

　

学
生
の
皆
さ
ん
に
は
、
若

い
と
き
に
や
っ
て
お
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
沢
山

あ
り
ま
す
。
そ
の
一
つ
が
自

分
と
真
摯
に
向
き
合
う
こ
と

で
す
。
そ
れ
は
今
後
待
ち
受

け
て
い
る
困
難
を
乗
り
越
え

て
い
く
た
め
で
も
あ
り
ま
す
。

自
分
と
向
き
合
っ
た
か
ら
と

い
っ
て
、
答
え
な
ど
出
な
い

と
い
う
人
も
い
ま
す
が
、
果

た
し
て
そ
う
で
し
ょ
う
か
。

　

親
鸞
聖
人
が
愚
直
な
ま
で

に
自
身
と
向
き
合
わ
れ
た
の

は
、
老
・
病
・
死
と
い
っ
た

苦
を
乗
り
越
え
る
た
め
で
し

た
。
順
風
満
帆
な
人
生
な
ど

あ
り
得
ま
せ
ん
。
人
は
必
ず

躓
き
ま
す
。
欲
望
を
満
た
す

こ
と
ば
か
り
に
目
を
向
け
て

い
た
の
で
は
、
苦
を
を
増
幅

す
る
ば
か
り
で
乗
り
越
え
て

い
く
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

聖
人
は
幼
い
頃
か
ら
生
き
る

と
い
う
こ
と
を
真
剣
に
考
え

た
人
だ
っ
た
の
で
す
。	

（
普
）

澪 標

　

ス
ポ
ー
ツ
を
通
じ
て
、
躰

と
心
、
感
情
も
感
覚
を
見
つ

め
る
と
、
同
じ
状
態
、
良
い

時
も
悪
い
時
も
ず
っ
と
続
く

こ
と
は
な
く
、
瞬
間
で
変
わ

る
。

　

あ
ら
ゆ
る
も
の
す
べ
て
、

変
わ
り
移
ろ
い
ゆ
く
と
解
る
。

　

現
実
は
、
自
分
自
身
の
意

識
が
作
っ
た
も
の
。「
変
わ

ら
な
い
」
と
思
う
な
ら
、
そ

れ
は
、
そ
う
信
じ
て
い
る
・

思
い
込
ん
で
い
る
自
分
が
い

る
だ
け
。

　

ど
ん
な
こ
と
で
も
「
難
し

い
、
で
き
な
い
」、「
特
別
な

こ
と
」と
感
じ
て
し
ま
う
と
、

余
計
な
こ
と
に
意
識
が
向
い

て
、
力
み
に
な
り
、
こ
だ
わ

り
に
な
る
。

　

ま
た
、
最
近
で
は
「
合
理

的
じ
ゃ
な
い
、
無
駄
な
こ
と
、

ど
う
せ
無
理
」
と
い
う
言
葉

を
よ
く
耳
に
す
る
。
無
駄
な

こ
と
、
中
途
半
端
だ
と
は
自

分
の
思
い
込
み
。
失
敗
や
挫

折
を
遠
回
り
に
感
じ
る
か
も

し
れ
な
い
が
、
そ
の
道
を
歩

ん
で
こ
そ
、
見
え
る
こ
と
・

分
か
る
こ
と
が
あ
る
し
、
何

も
し
な
け
れ
ば
、
半
端
に
す

ら
な
ら
な
い
。
た
だ
、「
失

敗
を
前
提
に
行
動
し
よ
う
」

と
い
う
意
味
で
は
な
い
。

　

や
れ
る
こ
と
を
少
し
ず
つ

積
み
重
ね
、
過
去
で
も
未
来

で
も
な
い
、
今
の
自
分
と
、

今
や
れ
る
こ
と
に
意
識
を
集

中
さ
せ
る
。
そ
し
て
、「
変

わ
り
た
い
」「
～
を
し
な
け

れ
ば
」「
～
で
あ
り
た
い
」と

い
う
こ
だ
わ
り
も
捨
て
る
。

　
「
や
っ
て
み
る
」で
は
な
く
、

「
や
る
」と
決
め
、
動
く
。

　

何
事
も「
や
っ
て
み
る
」の

意
識
は
大
事
だ
が
、「
頑
張
っ

て
は
い
る
、
考
え
て
は
い
る
、

や
っ
て
は
い
る
」に
な
る
し
、

「
ま
ず
は
考
え
る
、
合
理
的

か
否
か
、や
る
時
間
が
な
い
」

に
も
な
る
。
や
が
て
、
結
果

が
伴
わ
な
い
現
実
か
ら
逃
げ
、

自
己
否
定
し
、
他
人
へ
の
嫉

妬
や
優
越
、
承
認
欲
求
を
募

ら
せ
、
他
人
と
の
比
較
競
争

を
し
が
ち
に
な
り
、
常
に
何

か
に
振
り
回
さ
れ
て
し
ま
う
。

　

一
方
で
、「
や
る
」意
識
は
、

「
正
し
い
か
、
難
し
い
か
、

出
来
る
か
否
か
、
無
駄
な
こ

と
か
否
か
」
と
い
う
余
計
な

先
入
観
、
己
の
価
値
基
準
を

捨
て
、
一
喜
一
憂
や
執
着
も

せ
ず
、
他
人
と
の
比
較
・
競

争
、
こ
だ
わ
り
も
な
い
。
自

分
自
身
だ
け
を
見
つ
め
、
た

だ
目
の
前
の
こ
と
に
挑
み
、

そ
の
瞬
間
に
生
き
る
、
一
行

三
昧
の
姿
勢
。

　

過
去
で
も
未
来
で
も
な
い
、

今
、こ
の
瞬
間
が
、自
分
自
身
。

　

今
を
生
き
る
と
、
過
去
の

見
え
方
と
未
来
の
方
向
性
が

変
わ
る
。

　

目
の
前
の
こ
と
を
や
る
、

こ
の
瞬
間
を
し
っ
か
り
と
味

わ
っ
て
生
き
る
と
、
生
き
る

意
味
で
は
な
く
、
生
き
て
い

る
実
感
を
し
っ
か
り
と
味
わ

え
る
。
そ
れ
だ
け
で
十
分
幸

せ
だ
。

�

（
情
報
シ
ス
テ
ム
セ
ン
タ
ー

�

遠
藤　

悠
亮
）

大
学
若
手
職
員
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ

①「
や
る
」と
い
う
感
覚
で
、今
を
生
き
る

生
き
る
た
め
の
智
慧

�

宗
教
部
長
　
普
　
賢
　
保
　
之

令和２年 4 月 月例礼拝日程表
日 曜日 講時 対象学生 担　当

15 水 1 養音1 藤井
3 国文3A・3B 小池・普賢

16 木 1 現社3C・3D 内田・普賢
4 現社3A・3B 黒田・藤井

17 金�
1 食物1A・1B 塚本・井上
2 心音3 秋本
4 現社1C 佐々木

20 月
1 現社1A・1B 中西・西
2 史学1A 西
3 国文1A 普賢
4 児童1 黒田

21 火
1 心理1 黒田
3 造形3 赤井
4 英文3A・3B 森田・清基

22 水 1 法学3 西
2 福祉3 小池

24 金
1 英文1A・1B 秋本・野村
2 教育1 井上
3 児童3 佐々木
4 現社1D 安田

27 月
1 造形1A・1B 井上・上野
2 食物3 普賢
3 国文1B 西
4 史学3A・3B 塚本・野村

28 火 1 教育3 貫名

令和２年 5 月 月例礼拝日程表
日 曜日 講時 対象学生 担　当

7 木 1 現社3C・3D 内田・普賢
4 現社3A・3B 黒田・藤井

8 金
1 食物1A・1B 塚本・井上
2 心音3 秋本
4 現社1C 佐々木

11 月
1 現社1A・1B 中西・西
2 史学1B 上野
3 国文1A 普賢
4 児童1 黒田

12 火
1 法学1A・1B 西・赤井
3 造形3 赤井
4 英文3A・3B 森田・清基

13 水 1 養音1 藤井
2 福祉3 小池

◇1回生…京女百年史ビデオ
※史学1B、法学1A・1B の月例礼拝は5、6、7月
に行います。



令和 2年（2020年）4月 3日㈮	 ふ ん だ り け	 （2）
パ
ン
屋
と
ガ
ラ
ス
屋

　

先
日
、
読
ん
で
い
た
本
の

中
に
印
象
的
だ
っ
た
物
語
が

あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
ヘ
ン

リ
ー
・
ハ
ズ
リ
ッ
ト
の
『
世

界
一
シ
ン
プ
ル
な
経
済
学
』

で
紹
介
さ
れ
て
い
た
も
の
で

す
。
長
い
文
章
な
の
で
、
内

容
を
ま
と
め
て
述
べ
ま
す
。

　
「
あ
る
パ
ン
屋
が
悪
童
に

よ
っ
て
窓
ガ
ラ
ス
を
割
ら
れ

て
し
ま
う
。
す
る
と
、
近
所

の
人
た
ち
は
口
々
に
〈
窓
を

割
ら
れ
た
の
は
不
運
だ
っ
た

が
、
悪
い
こ
と
ば
か
り
で
も

な
い
。
た
と
え
ば
、
そ
ら
、

ガ
ラ
ス
屋
が
仕
事
に
あ
り
つ

け
る
じ
ゃ
な
い
か
〉と
い
い
、

そ
こ
か
ら〈
新
し
い
ガ
ラ
ス
は

い
く
ら
ぐ
ら
い
す
る
だ
ろ
う

か
。
二
五
〇
ド
ル
と
い
っ
た

と
こ
ろ
だ
ろ
う
〉〈
そ
も
そ
も

ガ
ラ
ス
が
全
然
割
れ
な
か
っ

た
ら
、
ガ
ラ
ス
屋
は
や
っ
て

は
い
け
な
い
〉
と
話
は
展
開

す
る
。
こ
の
筋
書
き
の
論
理

的
な
結
論
を
導
き
出
す
と
、

こ
う
な
る
。
ガ
ラ
ス
を
割
っ

た
悪
童
は
、
町
に
損
害
を
与

え
る
ど
こ
ろ
か
、
利
益
を
も

た
ら
し
た
の
だ
。」

　

こ
の
筋
書
き
が
も
た
ら
す

結
論
は
、
本
当
に
正
し
い
の

で
し
ょ
う
か
。
た
し
か
に
窓

ガ
ラ
ス
が
割
れ
た
こ
と
に

よ
っ
て
新
た
な
雇
用
が
発
生

し
て
い
る
と
い
う
点
だ
け
を

み
れ
ば
、
正
し
い
と
言
え
ま

す
。
し
か
し
、
こ
れ
は
物
語

の
一
側
面
を
表
し
て
い
る
に

す
ぎ
ま
せ
ん
。

第
三
の
当
事
者

　

実
は
、
物
語
に
は
続
き
が

書
か
れ
て
い
ま
し
た
。

　
「
パ
ン
屋
の
主
人
は
、
そ

の
二
五
〇
ド
ル
で
新
し
い
礼

服
を
仕
立
て
る
つ
も
り
だ
っ

た
。（
中
略
）
パ
ン
屋
の
主

人
は
、
窓
ガ
ラ
ス
と
二
五
〇

ド
ル
の
両
方
を
持
っ
て
い
た

の
に
、
い
ま
や
窓
ガ
ラ
ス
し

か
な
い
こ
と
に
な
っ
た
。（
中

略
）
パ
ン
屋
の
主
人
を
地
域

共
同
体
の
一
員
と
考
え
れ

ば
、
こ
の
共
同
体
は
仕
立
て

ら
れ
る
は
ず
だ
っ
た
礼
服
を

失
い
、
貧
し
く
な
っ
た
こ
と

に
な
る
。」（『
同
』）

　

つ
ま
り
、
パ
ン
屋
の
二
五

〇
ド
ル
の
取
引
が
仕
立
て
屋

か
ら
ガ
ラ
ス
屋
に
転
換
し
た

だ
け
で
あ
っ
て
、新
た
な「
雇

用
」
は
ど
こ
に
も
発
生
し
て

い
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

近
所
の
人
た
ち
は
、
現
場
の

当
事
者
で
あ
る
パ
ン
屋
と
ガ

ラ
ス
屋
と
い
う
「
見
え
る
も

の
」
だ
け
で
判
断
し
て
、
仕

立
て
屋
と
い
う
第
三
の
当
事

者
、「
見
え
な
い
も
の
」
が

い
る
可
能
性
を
考
慮
し
な

か
っ
た
の
で
す
。

　

こ
の
後
半
の
筋
書
き
か

ら
、
ハ
ズ
リ
ッ
ト
は
物
語
の

結
論
と
し
て
、「
人
は
、
直

接
目
に
映
る
も
の
し
か
見
な

い
の
で
あ
る
」
と
指
摘
し
て

い
ま
す
。

　

こ
こ
で
い
う
「
目
に
映
る

も
の
し
か
見
な
い
」
と
い
う

こ
と
は
、
目
の
前
の
事
象
だ

け
で
も
の
ご
と
を
判
断
し
が

ち
で
あ
る
私
た
ち
の
有
り
様

を
示
し
て
い
る
と
思
い
ま

す
。

　

こ
の
指
摘
は
当
た
り
前
の

こ
と
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、

意
識
し
な
い
と
見
過
し
て
し

ま
う
、
重
要
な
視
点
で
す
。

も
し
か
し
て
、
第
三
の
当
事

者
だ
け
な
く
、
第
四
、
第
五

の
当
事
者
が
い
た
こ
と
も
考

え
ら
れ
ま
す
。「
見
え
る
も

の
」
だ
け
で
問
題
を
と
ら
え

る
と
、「
見
え
な
い
も
の
」

に
思
い
を
寄
せ
づ
ら
く
な
る

こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で

し
ょ
う
。

「
◯
◯
問
題
」

　

前
半
で
示
し
た
よ
う
な
筋

書
き
と
同
様
に
、「
見
え
る

も
の
」
だ
け
で
判
断
し
て
し

ま
っ
て
い
る
こ
と
は
日
常
生

活
に
多
く
あ
る
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

　

た
と
え
ば
、
私
た
ち
の
社

会
で
は
、
何
か
の
案
件
や
悩

み
な
ど
を
取
り
あ
げ
る
と

き
、「
◯
◯
問
題
」
な
ど
と

名
前
を
つ
け
て
理
解
す
る
傾

向
に
あ
り
ま
す
。
そ
の
メ

リ
ッ
ト
は
、一
言
で
い
え
ば
、

可
視
化
で
き
る
と
い
う
こ
と

に
尽
き
ま
す
。「
◯
◯
問
題
」

と
示
せ
ば
、
そ
の
案
件
の
概

要
を
一
瞬
で
把
握
で
き
る
と

い
う
こ
と
で
す
。

　

し
か
し
、
デ
メ
リ
ッ
ト
も

あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
先
入
観

と
い
う
フ
ィ
ル
タ
ー
を
通
し

て
そ
の
問
題
を
見
て
し
ま
う

こ
と
で
す
。「
◯
◯
問
題
」

と
示
せ
ば
、
そ
の
概
要
が
把

握
で
き
る
反
面
、
そ
の
言
葉

の
も
つ
イ
メ
ー
ジ
、
も
し
く

は
自
分
の
経
験
則
だ
け
で
、

問
題
を
み
て
し
ま
う
の
で

す
。

　
「
貧
困
問
題
」
と
言
っ
た

場
合
、
ど
の
よ
う
な
問
題
を

想
像
す
る
で
し
ょ
う
か
。

　

特
に
こ
こ
数
年
日
本
で

は
、「
子
ど
も
の
貧
困
」
が

話
題
に
な
っ
て
い
ま
す
。
一

般
的
に
は
、「
貧
困
」
と
い

う
言
葉
は
、
金
銭
的
問
題
か

ら
「
住
む
と
こ
ろ
が
な
い
」

「
そ
の
日
食
べ
る
も
の
が
な

い
」「
服
が
ボ
ロ
ボ
ロ
」
と

い
う
、い
わ
ゆ
る「
ス
ト
リ
ー

ト
チ
ル
ド
レ
ン
」
の
イ
メ
ー

ジ
を
抱
か
せ
て
し
ま
う
と
聞

い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ

の
捉
え
方
は
世
界
的
視
点
で

い
え
ば
、
間
違
い
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
現
状
、
日
々
「
命

の
危
険
」
に
晒
さ
れ
て
い
る

子
ど
も
た
ち
は
全
世
界
に
多

く
い
ま
す
。

　

と
こ
ろ
が
、
日
本
で
問
題

に
す
る
「
貧
困
」
は
、
あ
る

一
定
の
生
活
水
準
と
比
べ
て

苦
し
い
状
況
に
あ
る
こ
と
を

い
い
ま
す
。
こ
こ
に
は
も
ち

ろ
ん
経
済
的
困
窮
が
第
一
義

と
し
て
あ
り
ま
す
。
し
か
し

な
が
ら
、
こ
の
「
貧
困
」
の

何
が
問
題
視
さ
れ
る
の
か
、

そ
の
本
質
を
探
る
と
、
学
力

や
自
己
肯
定
感
の
低
下
、
ま

た
は
人
間
関
係
の
劣
化
な

ど
、
社
会
シ
ス
テ
ム
か
ら
の

排
除
・
孤
立
と
い
う
問
題
が

浮
き
彫
り
と
な
り
ま
す
。
貧

困
に
よ
っ
て
社
会
シ
ス
テ
ム

か
ら
追
い
出
さ
れ
る
「
社
会

的
排
除
」
の
状
況
を
問
題
に

し
て
い
ま
す
。

「
見
え
な
い
」他
者
へ
の
ま
な
ざ
し

　
「
貧
困
」と
い
う「
見
え
る
」

言
葉
に
引
き
ず
ら
れ
て
、
そ

の
問
題
の
本
質
を
見
失
っ
て

し
ま
う
よ
う
に
、「
見
え
る

も
の
」
だ
け
で
判
断
し
て
し

ま
う
と
、「
見
え
な
い
も
の
」

に
ま
で
思
い
を
馳
せ
る
こ
と

が
で
き
な
い
こ
と
が
し
ば
し

ば
あ
り
ま
す
。

　

冒
頭
の
物
語
の
「
見
え
な

い
」
第
三
者
の
存
在
に
思
い

を
い
た
す
よ
う
に
、
社
会
で

は
他
者
へ
の
ま
な
ざ
し
が
求

め
ら
れ
て
い
ま
す
。し
か
し
、

「
見
え
る
も
の
」
だ
け
で
判

断
し
て
し
ま
う
こ
と
は
、
す

べ
て
の
事
象
を
自
分
中
心
に

と
ら
え
、
自
己
の
延
長
線
上

に
お
い
て
語
る
た
め
、
限
定

的
な
他
者
へ
の
ま
な
ざ
し
で

し
か
あ
り
ま
せ
ん
。

　
「
見
え
る
も
の
」
に
よ
る

先
入
観
を
排
除
し
て
、「
見

え
な
い
も
の
」
の
存
在
を
ど

こ
ま
で
考
え
ら
れ
る
か
が
大

事
な
の
で
し
ょ
う
。
普
段
の

生
活
で
意
識
し
な
い
と
こ
ろ

に
ま
で
意
識
を
は
た
ら
か
す

こ
と
を
心
が
け
れ
ば
、「
見

え
な
い
」
他
者
へ
の
ま
な
ざ

し
を
涵
養
す
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。

世
に
出し

ゅ
っ

興こ
う

す
る
ゆ
ゑ
は
、
道
教

を
光こ

う

闡せ
ん

し
て
、
群ぐ

ん

萌も
う

を
拯す

く

ひ
恵

む
に
真
実
の
利
を
も
つ
て
せ
ん

と
欲お

ぼ

し
て
な
り
。

（『
仏
説
無
量
寿
経
』）

法のことば

　

仏
教
に
は
た
く
さ
ん
の
経
典
が
あ
り
ま
す
。「
仏
の
さ
と
り
を
開
く
」
と
い

う
最
終
目
標
は
す
べ
て
同
じ
。
し
か
し
、
そ
こ
に
到
達
す
る
た
め
の
方
法
は

経
典
に
よ
っ
て
千
差
万
別
で
す
。
で
は
、
ど
の
経
典
が
最
高
な
の
か
。
古
来
、

多
く
の
仏
教
者
た
ち
が
こ
の
問
題
に
取
り
組
み
、
そ
れ
ぞ
れ
に
最
高
の
経
典

を
見
出
し
て
ゆ
き
ま
し
た
。

　
『
仏
説
無
量
寿
経
』
と
い
う
経
典
で
は
、
冒
頭
で
釈
尊
が
「
私
は
こ
の
教
え

を
説
く
た
め
に
こ
の
世
界
に
あ
ら
わ
れ
た
（
世
に
出
興
し
た
）
の
で
あ
る
」

と
高
ら
か
に
宣
言
し
ま
す
。
親
鸞
聖
人
は
こ
の
釈
尊
の
宣
言
を
根
拠
と
し
て
、

『
仏
説
無
量
寿
経
』
こ
そ
が
最
高
の
経
典
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
ま
し
た
。

そ
し
て
、
そ
こ
に
説
か
れ
る
、「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
に
よ
っ
て
す
べ
て
の
者
が

仏
の
さ
と
り
を
開
く
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
教
え
を
、「
浄
土
真
宗
」
と
名
付

け
ら
れ
た
の
で
す
。	

（
西　

義
人
）

見
え
る
も
の
と

　
　
見
え
な
い
も
の

�

仏
教
学
非
常
勤
講
師
　
野
　
村
　
淳
　
爾

典
座
教
訓
─
永
平
寺
流
精
進
料
理
の
心（
教
育
社
新
書
─
原
本
現
代
訳
）

  

道
元（
著
）・
佐
藤�

達
全（
翻
訳
）　

教
育
社�　

一
九
八
八
年

シ
リ
ー
ズ

　
智
慧
の
蔵
�

　

本
書
は
道
元
禅
師
（
１
２

０
０
―

１
２
５
３
）
の
著
作

『
典て
ん

座ぞ

教き
ょ
う

訓く
ん

』
と
『
赴ふ

粥し
ゅ
く

飯は
ん

法ぽ
う』

の
現
代
語
訳
で
あ
る
。
そ

れ
ぞ
れ
の
原
文
と
書
き
下
し

文
、和
訳
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
比
較
的
平
易
な
訳
語

が
使
用
さ
れ
て
お
り
、
専
門
家

以
外
の
読
者
で
も
気
軽
に
読

め
る
設
計
で
あ
る
。
道
元
は
親

鸞
聖
人
と
同
じ
鎌
倉
時
代
を

生
き
た
。
曹
洞
宗
を
ひ
ら
き
、

永
平
寺
を
修
行
道
場
と
し
、

そ
こ
で
の
生
活
の
全
て
を
修
行

と
捉
え
た
。
と
り
わ
け
食
事

を
重
視
し
、食
事
番
を
「
典
座
」

と
い
い
、高
い
地
位
を
与
え
た
。

『
典
座
教
訓
』は
、１
２
３
６
年
、

道
元
37
歳
の
時
の
作
で
あ
る
。

一
方
『
赴
粥
飯
法
』
は
、
１
２

４
６
年
頃
の
作
と
推
定
さ
れ

る
。
前
者
は
典
座
の
料
理
係
と

し
て
の
作
法
や
心
構
え
、
献
立

の
立
て
方
、
米
の
と
ぎ
方
、
野

菜
の
扱
い
方
、
調
理
と
味
付
方

法
ま
で
詳
し
く
定
め
ら
れ
て
い

る
。
そ
の
味
は
、
苦
・
酸
・
甘
・

辛・鹹
（
塩
か
ら
い
）・淡
の
「
六

味
調
和
」
し
、「
軽
軟
浄
潔
」

軽
く
軟
ら
か
で
浄
ら
か
で
サ
ッ

パ
リ
と
「
如
法
作
」
法
（
理
）

に
か
な
っ
て
丁
寧
に
調
理
さ
れ

る
べ
き
だ
と
い
う
。
後
者
は
、

禅
院
に
お
け
る
食
事
作
法
に
つ

い
て
順
を
追
っ
て
示
さ
れ
て
お

り
、
食
事
の
根
本
的
意
義
が

述
べ
ら
れ
て
い
る
。『
典
座
教

訓
』
に
は
、「
心
」
に
つ
い
て

の
言
及
が
多
い
。
特
に
巻
末
に

「
喜
心
」「
老
心
」「
大
心
」
の

三
心
を
説
く
。
喜
心
と
は
、
典

座
の
仕
事
を
す
る
時
に
喜
び
の

心
を
も
っ
て
行
な
う
こ
と
。「
老

心
」
は
、調
理
を
す
る
場
合
に
、

食
材
や
道
具
で
も
、
す
べ
て
親

が
子
を
養
う
と
き
の
よ
う
な
、

慈
し
み
深
い
心
を
持
つ
こ
と
。

大
心
と
は
、
一
方
に
偏
る
こ
と

の
な
い
心
で
「
喜
心
」
と
「
老

心
」
を
基
盤
に
し
つ
つ
も
、
こ

れ
ら
の
二
心
を
大
き
く
包
み
こ

む
こ
と
で
あ
る
。
心
を
込
め
た

調
理
と
は
、調
達
し
た
食
材
は
、

自
分
の
眼
の
よ
う
に
大
切
に

取
り
扱
う
こ
と
。
良
い
材
料
が

な
い
と
い
っ
て
手
抜
き
し
た

り
、
良
い
材
料
だ
か
ら
と
張
り

切
っ
た
り
し
て
は
い
け
な
い
。

た
と
え
道
端
の
草
で
も
、
工
夫

を
こ
ら
し
て
、
心
を
込
め
て
調

理
し
な
く
て
は
い
け
な
い
。
い

た
だ
く
側
も
、
高
級
だ
、
粗

末
だ
と
選
り
好
み
し
て
は
い
け

な
い
。
く
れ
ぐ
れ
も
気
を
つ
け

る
べ
き
は
、
物
に
よ
っ
て
心
を

変
え
て
は
い
け
な
い
。
相
手
の

身
分
に
よ
っ
て
高
慢
に
な
っ
た

り
、
へ
つ
ら
っ
た
り
し
て
は
い

け
な
い
。
つ
ま
り
差
別
を
し
な

い
。
作
る
人
と
食
べ
る
人
の
関

係
も
重
要
で
あ
る
。
典
座
は
、

心
を
込
め
て
作
っ
た
食
事
を
提

供
し
、
食
べ
る
側
の
修
行
僧
は

典
座
の
心
に
感
謝
し
て
食
べ

る
。
現
代
人
が
、
食
事
に
対
し

て
忘
れ
て
い
る
こ
と
を
思
い
出

さ
せ
て
く
れ
る
一
書
で
あ
る
。

（
井
上　

博
文
）

✿ 　　　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

も一緒にお祝いしませんか？　お祝いに宗教部オリジナル栞を差し

上げます。

　日　時　令和 2年 4月 8日（水）

　　　　　※	日程が変更となった場合は、京女ポータルにてお知ら

せします。

　　　　　 9：00～16：30

　場　所　Ａ校舎正面玄関前

お知らせ




