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入
学
式
の
価
値

　

新
入
生
の
皆
さ
ん
、
ご
入

学
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま

す
。
在
学
生
の
皆
さ
ん
も
、

そ
れ
ぞ
れ
に
新
年
度
を
迎
え

ら
れ
た
こ
と
と
思
い
ま
す
。

　

年
度
初
め
に
は
、
新
入
生

を
迎
え
る
、
入
学
式
が
行
わ

れ
ま
す
。
こ
れ
は
京
都
女
子

大
学
に
限
ら
れ
た
こ
と
で
は

な
く
、
様
々
な
学
校
で
行
わ

れ
る
こ
と
で
す
。

　

ご
く
単
純
に
合
理
性
だ
け

を
追
求
す
れ
ば
、
入
学
式
を

行
わ
な
く
て
も
、
授
業
を
始

め
る
こ
と
は
可
能
で
す
（
も

ち
ろ
ん
ガ
イ
ダ
ン
ス
は
必
要

で
す
が
）。
そ
れ
で
も
な
お
、

入
学
式
が
行
わ
れ
る
の
は
ど

う
し
て
で
し
ょ
う
か
。

　

そ
れ
は
、
私
た
ち
は
こ
う

し
た
儀
礼
を
通
し
て
、
気
持

ち
を
新
た
に
し
た
り
、
区
切

り
を
つ
け
た
り
す
る
こ
と
が

で
き
る
か
ら
で
す
。「
儀
礼

的
」
と
い
う
語
は
、
形
式
的

で
非
合
理
的
で
あ
る
こ
と
を

批
判
す
る
言
葉
と
し
て
も
用

い
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
、
た

と
え
ば
入
学
式
や
卒
業
式
の

廃
止
論
は
力
を
持
ち
ま
せ

ん
。
な
ぜ
な
ら
儀
礼
の
持
つ

力
を
、
多
く
の
人
が
体
験
的

に
理
解
し
て
い
る
か
ら
で

し
ょ
う
。

　

実
際
、
入
学
式
や
そ
の
後

の
本
願
寺
参
拝
を
通
し
て
、

京
都
女
子
大
学
に
入
学
し
た

実
感
を
持
っ
た
人
（
あ
る
い

は
、
そ
れ
ら
の
行
事
の
中
止

な
ど
で
、
実
感
を
持
ち
に
く

か
っ
た
人
）
も
多
い
と
思
い

ま
す
。

月
例
礼
拝

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
の
流
行
で
、昨
年
以
来
、

私
た
ち
の
生
活
に
は
、
さ
ま

ざ
ま
な
制
約
が
生
じ
て
い
ま

す
。
制
約
さ
れ
て
初
め
て
、

私
た
ち
が
当
た
り
前
だ
と

思
っ
て
き
た
こ
と
が
実
は
有

り
難
い
こ
と
で
あ
っ
た
こ
と

に
気
づ
か
さ
れ
ま
し
た
。
そ

の
中
で
、
制
約
に
対
応
す
る

た
め
の
数
多
く
の
取
り
組
み

が
行
わ
れ
、
成
果
が
見
ら
れ

た
こ
と
も
事
実
で
す
。

　

京
都
女
子
大
学
に
お
け
る

「
仏
教
学
」
の
授
業
も
、
昨

年
は
オ
ン
ラ
イ
ン
で
実
施
さ

れ
ま
し
た
。
私
の
担
当
し
た

ク
ラ
ス
で
は
、
幸
い
に
し
て

対
面
授
業
を
実
施
し
て
い
る

例
年
と
変
わ
ら
な
い
成
果
が

あ
っ
た
と
感
じ
て
い
ま
す
。

受
講
生
の
さ
ん
の
努
力
に
、

何
よ
り
も
感
謝
し
て
い
ま

す
。

　

今
年
度
も
、「
仏
教
学
」

の
授
業
は
、
原
則
と
し
て
オ

ン
ラ
イ
ン
授
業
（
オ
ン
デ
マ

ン
ド
型
）
と
な
り
ま
す
。
た

だ
し
、
月
例
礼
拝
だ
け
は
、

前
期
・
後
期
各
三
回
の
う
ち
、

二
回
を
対
面
授
業
で
実
施
す

る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

　

ど
う
し
て
月
例
礼
拝
に

限
っ
て
対
面
授
業
で
実
施
す

る
の
で
し
ょ
う
か
。
一
言
で

言
え
ば
、
体
験
す
る
こ
と
の

価
値
を
重
視
し
た
い
か
ら
で

す
。

　
「
仏
教
学
」
は
、
京
都
女

子
大
学
の
「
建
学
の
精
神
」

を
学
ぶ
授
業
で
す
。「
建
学

の
精
神
」
の
学
び
は
、
単
な

る
知
的
理
解
の
み
を
求
め
る

も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
月

例
礼
拝
は
、
宗
教
的
空
間
に

身
を
置
き
、
そ
の
儀
礼
に
参

加
す
る
こ
と
を
通
し
て
、「
建

学
の
精
神
」
を
体
験
的
に
学

ぶ
場
で
あ
る
の
で
す
。
仏
教

に
限
ら
ず
、
宗
教
に
は
必
ず

儀
礼
が
伴
い
ま
す
。
つ
ま
り

宗
教
に
は
必
ず
体
験
的
側
面

が
あ
る
と
言
え
ま
す
。

知
的
理
解
の
限
界

　

人
間
は
、
合
理
的
思
考
や

知
的
理
解
の
み
で
生
き
る
こ

と
は
で
き
ま
せ
ん
。
も
し
、

そ
う
し
た
思
考
や
理
解
の
み

で
生
き
る
こ
と
が
で
き
る
の

な
ら
ば
、
私
た
ち
人
間
は
、

老
い
、
病
気
に
な
り
、
必
ず

死
に
ゆ
く
存
在
で
あ
る
と
い

う
、
法
則
的
事
実
に
悩
む
こ

と
は
な
い
は
ず
で
す
。
言
い

換
え
れ
ば
、
私
た
ち
の
望
む

「
幸
せ
」
は
、老
病
死
に
よ
っ

て
損
な
わ
れ
る
と
い
う
現
実

に
悩
む
は
ず
が
あ
り
ま
せ

ん
。
変
え
よ
う
の
な
い
事
実

に
逆
ら
う
こ
と
は
非
合
理
的

で
す
。

　

と
こ
ろ
が
、
私
た
ち
は
老

病
死
を
は
じ
め
と
す
る
法
則

的
事
実
を
前
に
悩
み
ま
す
。

仏
教
で
は
こ
の
ほ
か
に
も
、

様
々
な
法
則
が
示
さ
れ
て
い

ま
す
。
私
た
ち
は
そ
う
し
た

法
則
に
逆
ら
い
、「
う
ま
く

い
か
な
い
」と
悩
む
の
で
す
。

　

い
く
ら
安
全
対
策
が
万
全

だ
と
説
明
さ
れ
、
頭
で
は
理

解
し
て
も
、
や
っ
ぱ
り
、
バ

ン
ジ
ー
・
ジ
ャ
ン
プ
（
こ
れ

も
儀
礼
が
娯
楽
化
し
た
も
の

で
す
）
を
飛
ぶ
こ
と
は
怖
い

で
す
（
や
っ
た
こ
と
は
あ
り

ま
せ
ん
が
）。
逆
に
飛
行
機

が
ど
う
し
て
飛
ぶ
の
か
、
理

解
で
き
な
く
て
も
、
あ
の
金

属
の
塊
（
最
近
は
違
う
か
も

し
れ
ま
せ
ん
が
）
に
乗
る
こ

と
は
怖
い
と
は
思
い
ま
せ

ん
。

　

理
屈
を
知
的
に
理
解
で
き

て
も
怖
い
も
の
は
怖
い
で
す

し
、理
解
し
て
い
な
く
て
も
、

怖
く
な
い
も
の
も
あ
り
ま

す
。
人
間
は
、
必
ず
し
も
合

理
的
に
は
で
き
て
い
な
い
の

で
す
。

形
か
ら
入
る
学
び

　

新
し
い
ス
ポ
ー
ツ
や
楽
器

の
演
奏
な
ど
に
挑
戦
す
る
と

き
、
基
本
動
作
の
修
得
が
必

須
で
す
。
同
じ
動
作
を
繰
り

返
し
練
習
し
、
身
に
つ
け
ま

す
。
形
か
ら
入
る
学
び
方
だ

と
言
え
ま
す
。
な
ぜ
、
そ
れ

が
必
要
な
の
か
、
初
心
者
が

具
体
的
に
説
明
す
る
こ
と
は

容
易
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
よ

く
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
れ

ば
、
か
な
り
上
達
し
て
い
る

証
拠
で
す
。

　

空
手
や
剣
道
な
ど
に
は
、

「
型
（
形
）」
の
競
技
が
あ
り

ま
す
。
茶
道
も
所
作
の
形
を

重
視
し
ま
す
が
、
ど
う
し
て

そ
う
し
た
形
に
な
っ
た
の

か
、
お
稽
古
を
繰
り
返
す
中

で
理
解
が
進
み
ま
す
。

　

学
校
で
の
学
び
は
、
確
か

に
知
的
理
解
か
ら
入
る
こ
と

が
多
い
で
し
ょ
う
。
け
れ
ど

も
、
そ
れ
以
外
の
場
で
は
、

形
か
ら
入
る
学
び
が
少
な
く

な
い
こ
と
に
も
気
づ
き
ま

す
。

　

月
例
礼
拝
も
ま
た
、
形
か

ら
入
る
と
い
う
方
法
で
、「
建

学
の
精
神
」
と
し
て
の
仏
教

を
学
ぶ
機
会
だ
と
言
え
ま

す
。

仏
教
を
学
ぶ
意
味

　
「
仏
教
学
」
の
受
講
生
か

ら
、「
授
業
を
通
し
て
、
自

分
を
客
観
視
す
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
な
っ
た
」
と
か

「
自
分
が
狭
い
視
野
の
中
に

い
た
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で

き
た
」
と
い
う
コ
メ
ン
ト
を

し
ば
し
ば
受
け
取
り
ま
す
。

　

仏
教
は
た
い
へ
ん
よ
く
人

間
を
観
察
し
て
い
る
教
え
で

す
。
人
間
に
は
老
病
死
に
悩

む
よ
う
に
、
知
的
理
解
や
合

理
性
だ
け
で
は
割
り
切
れ
な

い
部
分
が
あ
る
こ
と
も
、
よ

く
見
て
い
ま
す
。

　

既
に
本
学
の
仏
教
と
は
異

な
る
信
仰
（「
無
宗
教
」
の

方
も
含
め
て
）
を
持
つ
学
生

さ
ん
に
と
っ
て
も
、
本
学
の

「
建
学
の
精
神
」
を
学
ぶ
こ

と
は
、
自
身
の
信
仰
を
深
く

確
か
め
る
こ
と
に
つ
な
が

り
、
有
意
義
で
あ
る
と
思
い

ま
す
。

　
「
建
学
の
精
神
」
と
し
て

の
仏
教
の
学
び
は
、
単
な
る

知
的
理
解
を
超
え
、
仏
教
を

鏡
と
し
て
自
分
と
い
う
人
間

を
深
く
見
つ
め
直
す
こ
と
に

つ
な
が
っ
て
い
ま
す
。
そ
し

て
そ
れ
が
、
宗
教
に
対
す
る

正
し
い
理
解
と
正
し
い
批
判

力
を
身
に
つ
け
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。

　

さ
ら
に
、仏
教
の
学
び
は
、

自
己
と
は
異
な
る
多
様
な
考

え
方
に
触
れ
る
こ
と
、
加
え

て
日
本
文
化
に
含
ま
れ
る
仏

教
的
要
素
を
学
ぶ
こ
と
で
も

あ
り
ま
す
。
国
際
化
が
進
む

中
で
、
異
文
化
・
自
文
化
を

理
解
す
る
こ
と
に
も
つ
な

が
っ
て
い
る
の
で
す
。

　

さ
ぁ
、
新
し
い
学
び
の
体

験
に
進
み
ま
し
ょ
う
！

　

大
学
生
時
代
、
親
鸞

聖
人
の
歩
い
た
関
東
の

地
を
、
車
で
走
り
回
っ

た
。
か
な
り
鈍
っ
て
は

い
る
が
、
そ
れ
で
も
な
お
、

あ
る
程
度
の
土
地
勘
が
残
っ

て
い
る
。

　

関
東
平
野
は
広
い
。
そ
の

関
東
平
野
の
北
東
に
、
北
か

ら
突
き
出
て
い
る
山
が
筑
波

山
で
あ
る
。近
江
盆
地
で
育
っ

た
筆
者
は
、
見
渡
す
限
り
の

平
野
の
中
で
、
山
が
唯
一
の

道
し
る
べ
に
な
る
と
い
う
経

験
を
初
め
て
持
っ
た
。
京
都

周
辺
で
育
っ
た
親
鸞
も
、
同

様
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

　

親
鸞
は
広
大
で
深
い
も
の

を
示
す
譬
喩
に
海
を
好
ん
で

用
い
る
。
京
都
を
追
放
さ
れ
、

流
罪
と
な
っ
た
越
後
で
見
た

海
に
心
惹
か
れ
た
か
ら
だ
と

言
わ
れ
る
。
親
鸞
自
身
は
何

も
語
っ
て
い
な
い
が
、
そ
の

土
地
を
訪
れ
て
初
め
て
、「
な

る
ほ
ど
」
と
実
感
し
て
理
解

で
き
る
こ
と
も
あ
る
。

　

あ
る
人
物
や
歴
史
的
事
件

を
知
ろ
う
と
す
る
と
き
、
そ

の
人
物
や
事
件
ゆ
か
り
の
土

地
を
繰
り
返
し
訪
れ
る
こ
と

を
強
く
お
奨
め
し
た
い
。
書

物
や
教
室
で
の
学
び
と
は
異

な
る
理
解
が
身
に
つ
く
は
ず

で
あ
る
。

　

現
地
を
訪
れ
る
と
き
、
ナ

ビ
を
使
っ
て
は
な
ら
な
い（
重

要
）。
顔
を
上
げ
て
景
色
を
見

よ
う
。
ナ
ビ
が
な
い
時
代
の

人
々
の
旅
を
想
像
し
よ
う
。

迷
子
に
な
る
こ
と
も
ま
た
、

学
び
の
う
ち
で
あ
る
。

　

京
女
周
辺
は
、
京
都
に
お

け
る
宗
教
的
遺
産
の
宝
庫
で

あ
る
。
三
十
三
間
堂
や
清
水

寺
は
も
ち
ろ
ん
、
有
名
無
名

の
見
所
が
数
多
く
あ
る
。
名

宝
の
方
か
ら
集
ま
っ
て
く
れ

る
京
都
国
立
博
物
館
ま
で
あ

る
。「
い
つ
で
も
行
け
る
」
と

油
断
す
る
な
か
れ
。「
い
つ
で

も
行
け
る
」
は
「
い
つ
も
行

か
な
い
」
に
な
り
が
ち
で
あ

る
。
大
学
周
辺
を
、
歩
け
、

歩
け
！	

（
義
）

澪 標

　

何
で
も
自
由
に
言
っ
て
よ

い
社
会
、
と
い
う
の
は
有
史

以
来
存
在
し
た
こ
と
は
な
く
、

こ
れ
か
ら
も
や
っ
て
こ
な
い
。

権
力
と
言
葉
は
と
て
も
仲
が

悪
い
の
だ
。

　

言
霊
信
仰
は
、
言
葉
に
は

不
思
議
な
霊
威
が
あ
っ
て

「
そ
の
力
が
働
い
て
言
葉
通

り
の
事
象
が
も
た
ら
さ
れ
る

と
信
じ
ら
れ
た
」（
広
辞
苑
）

こ
と
で
、
だ
か
ら
安
易
に
口

に
出
し
ち
ゃ
い
け
な
い
と
い

う
圧
で
あ
る
。
そ
ん
な
古
い

話
で
な
く
て
も
、
身
の
回
り

に
も
規
制
は
い
ろ
い
ろ
あ
る
。

結
婚
披
露
宴
の
席
で
は
、「
割

れ
る
」「
裂
け
る
」「
わ
か
れ

る
」な
ど
は
禁
物
と
さ
れ
る
。

「
終
わ
り
」や「
四
」も
縁
起
が

悪
い
か
ら「
お
開
き
」「
よ
ん
」

と
言
い
換
え
る
。
駄
目
と
言

わ
れ
る
と
使
い
た
く
な
る
の

が
人
情
と
い
う
も
の
だ
。
ま

た
や
む
な
く
使
わ
ざ
る
を
得

な
い
状
況
に
遭
遇
し
な
い
と

も
限
ら
な
い
。
た
と
え
ば
そ

そ
っ
か
し
い
あ
な
た
が
披
露

宴
に
呼
ば
れ
た
と
す
る
。
友

人
代
表
で
ス
ピ
ー
チ
を
す
る

た
め
に
席
を
立
つ
。
大
事
な

友
人
の
盛
典
を
祝
い
た
い
と

心
底
思
っ
て
い
る
の
だ
が
、

た
だ
で
さ
え
粗
忽
な
う
え
に

緊
張
も
加
わ
る
場
だ
か
ら
、

つ
い
で
に
言
え
ば
着
慣
れ
な

い
振
り
袖
な
ど
着
て
い
た
り

す
る
も
の
だ
か
ら
、
引
っ
か

け
て
う
っ
か
り
ラ
ウ
ン
ド

テ
ー
ブ
ル
か
ら
グ
ラ
ス
や
皿

を
落
と
し
て
割
っ
て
し
ま
う

こ
と
は
必
定
だ
。
割
っ
て
し

ま
い
ま
し
た
、
お
払
い
箱
に

し
て
く
だ
さ
い
、
と
は
口
が

裂
け
て
も
言
え
な
い
。
さ
あ

ど
う
し
ま
す
か
。

　

ひ
と
び
と
の
知
恵
と
い
う

の
は
侮
れ
な
い
も
の
で
、
さ

ま
ざ
ま
に
言
い
わ
け
や
言
い

逃
れ
を
工
夫
し
て
い
る
。
数

が
増
え
て
め
で
た
い
で
す
ね

え
、
と
縁
起
良
く
言
い
換
え

る
。
こ
う
し
た
か
な
り
馬
鹿

馬
鹿
し
い
が
、
な
る
ほ
ど
と

思
わ
せ
る
人
間
の
営
み
に
出

く
わ
す
の
が
文
学
の
世
界
だ
。

　

馬
鹿
と
い
え
ば
、
近
ご
ろ

は
人
に
向
か
っ
て「
馬
鹿
」と

う
か
つ
に
言
え
な
い
風
潮
で

あ
る
。
人
格
の
否
定
で
よ
く

な
い
の
だ
そ
う
だ
。
愛
玩
す

る
動
物
様
に
「
お
ま
え
は
馬

鹿
で
ち
ゅ
ね
～
」
と
や
に
下

が
っ
た
声
で
言
う
の
は
共
感

さ
え
呼
ぶ
の
に
、
で
あ
る
。

馬
で
も
鹿
で
も
な
い
人
間
な

の
だ
か
ら
、
言
わ
れ
て
も

堂
々
と
し
て
い
る
の
が
人
間

の
証
し
で
は
な
い
の
か
。
鹿

を
指
し
て
馬
と
言
い
、
異
を

唱
え
た
者
を
処
罰
し
た
と
い

う
秦
の
時
代
の
横
暴
な
権
力

者
の
話
が
あ
る
か
ら
、
な
る

ほ
ど「
馬
鹿
」と
は
も
と
も
と

口
に
す
る
に
危
う
さ
を
含
ん

だ
言
葉
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

紫
式
部
も
読
ん
で
い
た
と
い

う
噂
の『
史
記
』に
出
て
来
る

逸
話
で
、
さ
す
が
中
国
と
思

う
の
だ
が
、
日
本
も
負
け
て

な
い
。
小
説
の
神
様
と
呼
ば

れ
た
志
賀
直
哉
は
、
文
学
史

に
燦
然
と
輝
く『
暗
夜
行
路
』

で
主
人
公
の
時
任
謙
作
に
、

山
羊
に
向
か
っ
て
「
や
い
馬

鹿
」
と
言
わ
せ
て
い
る
。
お

い
正
気
か
。
山
羊
は
山
羊
だ

ぞ
。
凄
す
ぎ
る
。

　

馬
鹿
と
言
わ
れ
て
泰
然
自

若
と
し
て
い
る
大
人
の
山
羊

を
見
習
い
た
い
と
思
う
。	

（�

国
文
学
科
・
坂
本
　
信
道
）

こ
と
ば
の
窓

①
言
っ
て
は
イ
ケ
ナ
イ
言
葉

非
合
理
的
な
人
間

～
月
例
礼
拝
に
寄
せ
て
～

�

宗
教
部
長
　
黒
　
田
　
義
　
道

令和 3 年 4 月 月例礼拝日程表
日 曜日 講時 対象学生 担　当

14 水
1 養音1 野呂
2 養音3 小池
3 国文3B 中西

15 木 1 現社3C 内田
4 現社3A 野村

16 金

1 食物1A 打本
2 教育1 井上
3 児童3 塚本
4 英文1B 安田

19 月

1 現社1A 西
2 史学1A 中西
3 国文1B 壬生
4 児童1 黒田

20 火
1 心理1 藤井
3 造形3A 赤井
4 英文3A 森田

21 水 1 法学3A 普賢
3 国文3A 小池

22 木 1 現社3D 藤井
4 現社3B 那須

23 金
1 食物1B 井上
2 心理3 普賢
4 英文1A 塚本

26 月

1 現社1B 打本
2 史学1B 上野
3 国文1A 中西
4 史学3A 壬生

27 火 1 教育3 黒田
3 造形3B 西

28 水 1 法学3B 西
30 金 1 現社1C 那須

令和 3 年 5 月 月例礼拝日程表
日 曜日 講時 対象学生 担　当
7 金 1 現社1D 野村

10 月
1 造形1A 井上
2 食物3A 黒田
4 史学3B 中西

11 火 1 法学1A 西
4 英文3B 清基

24 月 1 造形1B 上野
2 食物3B 西

25 火 1 法学1B 赤井



令和 3年（2021年）4月 2日㈮	 ふ ん だ り け	 （2）
　

十
数
年
前
の
4
月
、
私
は

本
学
の
入
学
式
に
出
席
し
て

い
ま
し
た
。
そ
の
時
に
は
、

ま
た
教
員
と
い
う
立
場
で
母

校
に
戻
っ
て
く
る
こ
と
に
な

る
と
は
夢
に
も
思
い
ま
せ
ん

で
し
た
。

　

私
は
、
大
学
進
学
に
あ
た

り
、
漠
然
と
理
系
分
野
を
考

え
て
お
り
、
な
か
な
か
進
路

が
定
ま
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

自
分
自
身
を
振
り
返
っ
て
、

生
き
る
た
め
に
必
須
の「
食
」

に
関
心
を
持
っ
て
い
る
こ
と

に
気
付
き
、
食
べ
た
も
の
が

体
内
に
ど
の
よ
う
に
吸
収
さ

れ
て
は
た
ら
く
の
か
、
な
ぜ

偏
っ
た
食
生
活
で
健
康
を
害

す
る
の
か
、
ま
た
当
時
、
食

育
基
本
法
が
制
定
さ
れ
た
時

期
で
も
あ
り
、
子
ど
も
の
朝

食
欠
食
や
食
環
境
に
関
す
る

特
集
が
メ
デ
ィ
ア
で
取
り
上

げ
ら
れ
て
い
る
の
を
見
て
、

食
や
栄
養
が
身
体
だ
け
で
な

く
心
の
健
康
に
も
影
響
す
る

こ
と
に
一
層
興
味
を
持
ち
ま

し
た
。
そ
し
て
、
栄
養
学
を

幅
広
く
学
ぶ
こ
と
が
で
き
、

国
家
資
格
「
管
理
栄
養
士
」

の
養
成
課
程
を
有
す
る
歴
史

あ
る
本
学
の
家
政
学
部
食
物

栄
養
学
科
を
選
び
ま
し
た
。

　

大
学
で
は
、
入
学
前
に
抱

い
た
疑
問
に
対
す
る
答
え
を

見
つ
け
、
そ
し
て
ま
た
新
た

な
疑
問
が
生
ま
れ
、
学
び
を

深
め
る
と
い
っ
た
充
実
し
た

生
活
を
送
る
こ
と
が
出
来
ま

し
た
。
3
回
生
に
な
る
と
自

然
な
流
れ
で
就
職
活
動
に
取

り
組
み
、
4
回
生
の
卒
業
研

究
が
本
格
的
に
開
始
す
る

頃
、
無
事
に
就
職
先
も
決
ま

り
、
卒
業
研
究
に
専
念
し
ま

し
た
。
そ
こ
で
、
卒
業
研
究

の
テ
ー
マ
と
し
て
、
今
後
の

自
分
の
人
生
に
多
大
な
影
響

を
あ
た
え
る
「
亜
鉛
研
究
」

と
出
会
い
ま
し
た
。

　

人
に
研
究
内
容
を
聞
か
れ

て
「
亜
鉛
」
と
い
う
ワ
ー
ド

を
口
に
す
る
と
、「
亜
鉛
っ

て
何
？
」
と
多
く
の
方
に
聞

き
返
さ
れ
ま
す
。
私
自
身
、

卒
業
研
究
の
テ
ー
マ
で
亜
鉛

を
扱
わ
な
け
れ
ば
、
興
味
を

持
つ
こ
と
も
な
く
、
授
業
で

学
ん
だ
基
本
的
な
知
識
と
し

て
「
亜
鉛
は
、
牡
蠣
に
多
く

含
ま
れ
る
ミ
ネ
ラ
ル
の
一
つ

で
、
欠
乏
す
る
と
味
覚
障
害

や
皮
膚
炎
が
起
こ
る
栄
養

素
」
程
度
の
認
識
し
か
な

か
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　

ミ
ネ
ラ
ル
は
、
大
き
く
2

種
類
に
大
別
さ
れ
、
骨
の
主

成
分
の
カ
ル
シ
ウ
ム
や
、
食

塩
の
構
成
成
分
の
ナ
ト
リ
ウ

ム
、
野
菜
に
多
く
含
ま
れ
る

カ
リ
ウ
ム
と
い
っ
た
比
較
的

摂
取
量
の
多
い
多
量
ミ
ネ
ラ

ル
と
、
鉄
や
亜
鉛
、
銅
な
ど

の
摂
取
量
の
少
な
い
微
量
ミ

ネ
ラ
ル
に
分
類
さ
れ
ま
す
。

亜
鉛
は
微
量
ミ
ネ
ラ
ル
に
含

ま
れ
、ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
、

栄
養
素
の
中
で
も
マ
イ
ナ
ー

な
存
在
だ
と
思
い
ま
す
。
し

か
し
、
亜
鉛
は
成
人
の
体
内

に
わ
ず
か
2
ｇ
程
度
し
か
存

在
し
な
い
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
非
常
に
多
岐
に
わ
た
る

機
能
を
担
っ
て
お
り
、
そ
の

た
め
欠
乏
す
る
と
味
覚
障
害

や
皮
膚
炎
だ
け
で
な
く
脱

毛
、
下
痢
、
成
長
障
害
、
食

欲
不
振
、
免
疫
機
能
の
低
下

な
ど
様
々
な
症
状
を
引
き
起

こ
し
ま
す
。
世
界
の
三
大
微

量
栄
養
素
欠
乏
と
し
て
は

鉄
、
ビ
タ
ミ
ン
Ａ
、
ヨ
ウ
素

が
知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
こ

れ
ら
に
次
い
で
亜
鉛
の
欠
乏

も
問
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
、
近
年
は
、
日
本
を

含
め
先
進
国
に
お
い
て
も
高

齢
者
や
女
性
を
中
心
に
潜
在

的
な
亜
鉛
欠
乏
者
の
存
在
が

知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い

ま
す
。
こ
の
よ
う
な
亜
鉛
栄

養
の
改
善
を
目
的
と
し
た

テ
ー
マ
で
、
卒
業
研
究
を
進

め
て
い
き
ま
し
た
。

　

卒
業
研
究
を
通
し
て
、
初

め
て
「
研
究
」
と
い
う
も
の

に
ふ
れ
、
先
生
方
に
は
、
答

え
の
な
い
問
い
に
向
か
っ
て

い
く
こ
と
の
難
し
さ
や
そ
の

奥
深
さ
、
面
白
さ
を
学
ぶ
機

会
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ

し
て
、
も
う
少
し
続
け
た
い

と
い
う
気
持
ち
を
次
第
に
強

く
持
つ
よ
う
に
な
り
、
進
学

と
い
う
想
定
外
の
選
択
を
し

ま
し
た
。

　

大
学
院
生
の
時
に
は
、
実

際
の
臨
床
現
場
に
お
け
る
亜

鉛
欠
乏
の
現
状
や
苦
し
ま
れ

て
い
る
患
者
さ
ん
の
様
子
、

種
々
の
疾
患
と
亜
鉛
欠
乏
と

の
関
連
に
つ
い
て
、
臨
床
医

の
先
生
方
か
ら
聞
く
機
会
が

あ
り
、
自
分
が
関
わ
っ
て
い

る
研
究
が
少
し
で
も
何
か
人

の
役
に
立
つ
こ
と
が
で
き
れ

ば
と
い
う
気
持
ち
も
湧
き
上

が
っ
て
き
ま
し
た
。
研
究
活

動
中
心
の
生
活
が
充
実
し
て

い
る
一
方
で
、
大
学
院
を
出

て
か
ら
の
自
分
自
身
の
あ
り

方
に
つ
い
て
イ
メ
ー
ジ
が
沸

か
ず
悩
ん
だ
時
期
も
あ
り
ま

し
た
が
、
人
生
の
先
輩
で
あ

る
先
生
方
や
企
業
に
就
職
し

た
Ｏ
Ｂ
・
Ｏ
Ｇ
に
話
を
聞
い

た
り
、
同
期
達
と
話
を
す
る

中
で
自
分
の
考
え
を
見
つ
め

直
す
こ
と
が
出
来
た
と
思
い

ま
す
。

　

院
生
時
代
、
あ
る
先
生
に

「
研
究
は
楽
し
い
が
、
自
分

が
行
っ
て
い
る
こ
と
は
限
ら

れ
た
狭
い
範
囲
の
こ
と
で
あ

る
と
い
う
意
識
を
持
ち
、
大

き
な
視
野
を
も
っ
て
取
り
組

ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
。」

と
い
う
言
葉
を
か
け
て
い
た

だ
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

著
名
な
先
生
が
仰
っ
た
こ
の

言
葉
は
、と
て
も
印
象
的
で
、

広
い
視
野
で
物
事
を
見
る
姿

勢
は
、
日
々
忘
れ
ず
に
心
掛

け
た
い
と
思
っ
て
い
る
こ
と

で
す
。

　

現
在
は
、
亜
鉛
を
は
じ
め

ミ
ネ
ラ
ル
が
関
わ
る
栄
養
課

題
に
関
心
を
持
ち
取
り
組
ん

で
い
ま
す
。
栄
養
は
、
摂
取

す
る
食
物
や
栄
養
素
の
体
内

で
の
は
た
ら
き
も
大
切
で
す

が
、「
食
」
を
と
り
ま
く
人

の
食
環
境
や
、
食
知
識
、
食

行
動
も
大
き
く
関
わ
っ
て
い

ま
す
。
そ
の
た
め
、
細
胞
レ

ベ
ル
で
の
研
究
や
、
ヒ
ト
を

対
象
と
し
た
実
践
的
な
調
査

研
究
を
進
め
る
こ
と
に
よ

り
、
少
し
で
も
健
康
維
持
・

増
進
に
貢
献
し
た
い
と
考
え

て
い
ま
す
。

　

学
生
時
代
を
振
り
返
る

と
、
私
に
と
っ
て
、
こ
の
時

に
学
ん
だ
栄
養
学
や
卒
業
研

究
で
の
亜
鉛
と
の
出
会
い
、

恩
師
・
友
人
達
と
の
出
会
い

は
、
人
生
に
大
き
な
影
響
を

与
え
て
い
ま
す
。
特
に
、
悩

ん
だ
り
苦
労
し
て
い
る
時
に

親
し
く
な
っ
た
友
人
達
と

は
、
同
じ
志
を
持
ち
、
課
題

や
研
究
に
取
り
組
む
中
で
、

進
路
や
進
学
、
就
職
な
ど
に

つ
い
て
話
を
す
る
よ
う
に
な

り
、
そ
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
異

な
る
状
況
に
あ
る
現
在
も
、

お
互
い
に
刺
激
し
合
え
る
関

係
を
築
け
て
い
ま
す
。

　

学
生
の
皆
さ
ん
も
こ
れ
か

ら
、
人
と
の
出
会
い
や
、
学

問
、
サ
ー
ク
ル
、
趣
味
な
ど

様
々
な
形
の
出
会
い
が
あ
る

と
思
い
ま
す
。
そ
の
中
で
、

学
生
時
代
の
今
し
か
出
来
な

い
こ
と
、
何
か
没
頭
し
て
達

成
感
を
得
ら
れ
る
経
験
を
重

ね
る
こ
と
は
、
今
後
の
生
き

る
糧
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

是
非
こ
れ
か
ら
の
出
会
い
を

大
切
に
、
充
実
し
た
大
学
生

活
を
送
ら
れ
る
こ
と
を
願
っ

て
い
ま
す
。

　
心
如
工
画
師

　
画
種
種
五
陰

　
一
切
世
界
中

　
無
法
而
不
造

�

（
仏
馱
跋
陀
羅
訳
『
華
厳
経
』

�

夜
摩
天
宮
菩
薩
説
偈
品
）

法のことば

　
「
巧
み
な
画
家
が
世
界
を
描
き
出
す
よ
う
に
、
私
た
ち
の
心
は
世
界
中
の
森

羅
万
象
を
作
り
出
し
て
い
る
。」

　

心
の
は
た
ら
き
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
る
限
り
の
「
現
実
」
に
、
私
た
ち

は
住
ん
で
い
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

私
た
ち
が
見
て
い
る
「
現
実
」
っ
て
い
っ
た
い
何
な
ん
で
し
ょ
う
？　

脳

科
学
の
分
野
で
も
、「
私
た
ち
が
見
て
い
る
の
は
脳
に
よ
っ
て
自
分
用
に
最
適

化
さ
れ
た
現
実
な
の
だ
」
と
い
う
類
似
し
た
指
摘
が
あ
り
ま
す
。
異
な
る
分

野
で
と
も
に
導
き
出
さ
れ
た
ひ
じ
ょ
う
に
興
味
深
い
一
つ
の
見
解
で
す
。

　

自
分
自
身
の
「
現
実
」
の
捉
え
方
に
は
誤
り
が
な
い
、
と
私
た
ち
は
無
意

識
的
に
感
じ
て
い
ま
す
。
自
分
自
身
の
無
謬
性
を
、
仏
教
の
考
え
方
は
解
き

ほ
ぐ
し
て
く
れ
る
と
思
い
ま
す
。

	

（
中
西
　
俊
英
）

学
生
時
代
の
出
会
い
か
ら

得
ら
れ
た
も
の

�

家
政
学
部
講
師
　
橋
　
本
　
彩
　
子

　新聞「芬陀利華」385号に校正ミスがございました。以下
のように訂正させていただきます。
▼当該箇所：最下段「澪標」中ほど
・誤：「二十九歳の時には承元の法難」
・正：「三十五歳の時には承元の法難」

✿ 新入生本願寺参拝 ✿
　新入生全員が西本願寺に集い、入学
の悦びと大学生活への新たな決意を誓
います。
　日　時　令和 3 年 4 月 6 日（火）
　場　所　西本願寺 御影堂

※聖典、お念珠をもってきてください。
※ 当日は堀川七条にプリンセスラインバスが臨時停車します。詳し

くは新入生オリエンテーション日程表、京女ポータルおよび案内
チラシを確認してください。

✿ 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・シッダッタ）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。
　日　時　令和 3 年 4 月 8 日（木）9：00～16：30
　場　所　Ａ校舎正面玄関前

お知らせ『
令
和
版
　
仏
の
教
え
　
阿
弥
陀
さ
ま
に
お
ま
か
せ
し
て
生
き
る
』

大
谷
光
淳
著
　
幻
冬
舎
　
　
二
〇
二
〇
年

シ
リ
ー
ズ
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「
ど
う
し
た
ら
ど
ん
底
か
ら

立
ち
上
が
る
力
を
得
る
こ
と

が
で
き
ま
す
か
？
」「
人
は
死

ん
だ
ら
ど
う
な
る
の
で
す

か
？
」「
よ
い
こ
と
を
す
る
と

ご
利
益
は
あ
り
ま
す
か
？　

悪
い
こ
と
を
す
る
と
バ
チ
が

当
た
り
ま
す
か
？
」「
お
経
は

何
の
た
め
に
唱
え
る
の
で
す

か
？
」
等
、
多
く
の
疑
問
に

対
し
て
、
一
問
一
答
の
形
式
で

書
か
れ
た
書
物
で
す
。
著
者

は
、
若
く
し
て
浄
土
真
宗
本

願
寺
派
第
25
代
門も

ん

主し
ゅ
に
な
ら

れ
た
大お

お

谷た
に

光こ
う

淳じ
ゅ
ん

氏
で
す
。

　
「
お
伝
え
し
た
こ
と
～
序
文

に
か
え
て
」
の
所
に
、『
仏
教

に
「
摂せ

っ

取し
ゅ

不ふ

捨し
ゃ

」
と
い
う
言

葉
が
あ
り
ま
す
。「
摂
取
」
と

は
、
仏
さ
ま
が
自
分
の
懐
の

中
に
、
慈
悲
の
手
の
中
に
摂お

さ

め
取
っ
て
、
捨
て
な
い
、
見

放
さ
な
い
、
と
い
う
こ
と
で

す
。
そ
れ
は
、「
ど
ん
な
に
辛

く
悲
し
い
状
況
に
置
か
れ
よ

う
と
も
、
私
は
あ
な
た
を
決

し
て
見
放
さ
な
い
」
と
い
う

仏
さ
ま
か
ら
の
最
強
の
メ
ッ

セ
ー
ジ
で
す
。』と
あ
り
ま
す
。

私
た
ち
は
、
仏
さ
ま
の
「
摂

取
不
捨
」
の
お
心
に
出で

遇あ

わ

せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
よ
っ

て
、こ
の
人
生
を
、い
の
ち
い
っ

ぱ
い
に
生
き
抜
か
せ
て
い
た

だ
く
こ
と
が
、で
き
る
の
で
す
。

　

以
前
、「
仏
と
は
、
自
ら
が

さ
と
っ
て
終
わ
り
で
は
な
く
、

真
実
を
さ
と
っ
た
が
ゆ
え
に
、

真
実
が
わ
か
ら
ず
迷
い
苦
し

ん
で
い
る
者
を
、
真
実
に
導

か
ず
に
は
お
れ
な
い
方
で

す
。」と
い
う
文
章
を
読
ん
で
、

『「
大
き
な
お
世
話
」
と
い
う

言
葉
が
頭
に
浮
か
ん
で
い
ま

し
た
。』
と
い
う
感
想
を
書
い

て
く
れ
た
学
生
が
い
ま
し
た
。

し
か
し
、
そ
れ
は
否
定
的
な

意
味
で
は
な
く
、続
い
て
、『
現

代
日
本
で
は
あ
ま
り
よ
く
な

い
意
味
で
用
い
ら
れ
る
こ
と

の
多
い
言
葉
で
す
が
、「
大
き

な
お
世
話
」
と
は
「
自
分
に

は
余
り
あ
る
奉
仕
」、
す
な
わ

ち
「
仏
さ
ま
の
お
導
き
」
と

捉
え
る
こ
と
も
で
き
る
の
で

は
な
い
か
な
と
感
じ
ま
し
た
。

な
ん
に
せ
よ
、
仏
の
慈
悲
の

心
が
、
常
に
私
た
ち
全
て
に

向
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
本

当
に
あ
り
が
た
い
こ
と
だ
な

と
思
い
ま
し
た
。』
と
書
か
れ

て
い
ま
し
た
。

　

ま
た
、
あ
る
哲
学
者
は
、

仏
さ
ま
の
「
摂
取
不
捨
」
の

お
心
を
聞
い
て
、「
仏
さ
ま
っ

て
、
気
の
長
い
方
で
す
ね
」

と
言
わ
れ
た
そ
う
で
す
。

　

正
し
く
物
事
を
見
る
こ
と

が
で
き
ず
、
迷
い
の
人
生
を

生
き
て
い
る
こ
の
私
。
迷
っ
て

い
る
こ
と
さ
え
も
気
づ
い
て

い
な
い
こ
の
私
。
そ
ん
な
私

を
ど
こ
ま
で
も
「
摂
め
取
っ

て
捨
て
な
い
」
と
、
は
た
ら

き
続
け
て
く
だ
さ
っ
て
い
る

仏
さ
ま
が
、
い
ら
っ
し
ゃ
る
の

で
す
。
本
当
に
有
り
難
い「
大

き
な
お
世
話
」「
気
の
長
さ
」

だ
と
思
い
ま
す
。

　
「
摂
取
不
捨
」
と
い
う
仏
さ

ま
か
ら
の
最
強
の
メ
ッ
セ
ー

ジ
に
、
耳
を
傾
け
て
み
て
く

だ
さ
い
。

（
小
池
　
秀
章
）




