
大
学
な
ど
の
新
入
生
が
い
る
ご
家
庭
へ

要
注
意
！

あ
な
た
は
狙
わ
れ
て
い
る

あ
な
た
は
狙
わ
れ
て
い
る

あ
な
た
は
狙
わ
れ
て
い
る

〈
略
歴
〉

武
蔵
野
大
学
教
授
・
仏
教
教
育
部

長
。
国
際
真
宗
学
会
会
長
、
日
本

仏
教
心
理
学
会
会
長
。
ア
メ
リ
カ
真

宗
寺
院
の
元
住
職
。
著
書
に
は
、『
真

宗
入
門
』、『
ア
メ
リ
カ
仏
教
』
な
ど
。

西
洋
に
広
ま
る
仏
教ケ

ネ
ス

田た

中な
か
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の
桜
の
木
は
可
能
な
限
り
枝
を
落
と
さ
れ
、

ダ
ム
の
水
面
上
に
位
置
す
る
丘
に
移
植
さ
れ

ま
し
た
。
し
か
し
、
幹
だ
け
が
さ
ら
さ
れ
た

状
態
の
桜
に
、
本
当
に
花
は
咲
く
の
か
と
、

人
々
は
不
安
を
隠
せ
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

し
か
し
翌
年
の
春
、
細
枝
に
芽
が
出
て
、

ぽ
つ
ぽ
つ
と
花
を
咲
か
せ
ま
し
た
。
一
九
六
二

（
昭
和
三
十
七
）年
、
水
没
記
念
碑
除
幕
式
に

て
、
こ
の
二
本
の
桜
は
「
荘
川
桜
」
と
命
名

さ
れ
ま
し
た
。

　

今
で
も
荘
川
桜
は
春
に
な
る
と
美
し
く
咲

き
誇
り
ま
す
。
大
型
連
休
の
頃
に
見
ご
ろ
を

迎
え
、
多
く
の
人
で
に
ぎ
わ
っ
て
い
ま
す
。

ン
ド
大
陸
か
ら
西
の
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
で
は
な
く
東
へ
と
進
み
、
東

洋
全
体
の
代
表
的
な
宗
教
と

な
り
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
仏
教

は
「
西
洋
の
壁
」
を
乗
り
越

え
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
す
。
そ

れ
が
、
や
っ
と
そ
の
壁
を
乗
り

越
え
、
西
洋
の
一
般
社
会
に

浸し
ん

透と
う

し
始
め
て
い
る
の
で
す
。

　

と
こ
ろ
で
、
ア
メ
リ
カ
で

は
最
も
人
気
が
あ
る
仏
教
の

宗
派
は
、
瞑
想
が
中
心
で
あ

る
禅
と
上

じ
ょ
う

座ざ

部ぶ

と
チ
ベ
ッ
ト

仏
教
で
す
が
、
現
在
真
宗
へ

改
宗
す
る
人
も
以
前
よ
り
増

え
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
西

本
願
寺
所
属
の
米
国
仏
教
団

の
開
教
使
の
約
二
〇
パ
ー
セ

ン
ト
は
改
宗
者
で
す
。
ま
た
、

特
に
地
方
の
比
較
的
小
さ
い

お
寺
で
は
、
従
来
の
日
系
人

の
仏
教
徒
が
減
り
、
今
で
は

新
し
い
体
制
が
取
ら
れ
、
住

職
も
白
人
、
メ
ン
バ
ー
ズ（
門

徒
）
も
大
半
が
白
人
と
変
化

し
て
き
て
い
ま
す
。

　

私
も
子
ど
も
の
頃
は
キ
リ

ス
ト
教
会
へ
通
っ
て
い
ま
し

た
が
、「
な
ぜ
全
能
全
知
の

神
様
が
こ
ん
な
問
題
だ
ら
け

の
世
の
中
を
作
ら
れ
た
の
か
」

と
い
う
疑
問
が
生
じ
悩
ん
で

い
る
所
に
、
ご
縁
が
あ
っ
て
、

浄
土
真
宗
の
お
寺
で
納
得
で

き
る
教
え
に
出
会
え
た
の
で

す
。
子
ど
も
心
に
も
仏
教
の

寛
容
的
な
精
神
や「
諸し

ょ

行ぎ
ょ
う

無む

常じ
ょ
う」と「
諸し

ょ

法ほ
う

無む

我が

」と
い
う

教
え
は
自
然
に
受
け
入
れ
ら

れ
た
の
で
す
。
ま
た
そ
の
後
、

「
愛
欲
の
広
海
に
沈ち

ん

没も
つ

し
、

名み
ょ
う

利り

の
太た

い

山せ
ん

に
迷め

い

惑わ
く

す
る
」

と
ご
自
身
を
悲
歎
さ
れ
た
親

鸞
聖
人
の
洞
察
力
と
謙
虚
さ

に
も
強
く
惹ひ

か
れ
ま
し
た
。

お
寺
に
は
、
親
鸞
聖
人
の
精

神
を
拠よ

り
所ど

こ
ろ

と
し
て
厳
し
い

状
況
を
生
き
抜
か
れ
た
、
一

世
や
二
世
の
方
々
が
た
く
さ

ん
お
ら
れ
、
私
は
心
か
ら
そ

の
先
輩
念
仏
者
に
尊
敬
の
念

を
抱
い
て
い
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
遠
い
西
洋
諸

国
で
仏
教
に
惹
か
れ
る
人
が

た
く
さ
ん
お
り
、
今
後
も

益
々
増
え
て
い
く
と
確
信
し

て
い
ま
す
。
し
か
し
、
長
い

伝
統
を
誇
る
飛
騨
地
域
の
念

仏
者
が
、
教
え
か
ら
遠
ざ
か
っ

て
い
る
こ
と
は
残
念
で
非
常

に
も
っ
た
い
な
く
感
じ
ま
す
。

ど
う
か
、
お
念
仏
の
宝
が
置

き
去
り
に
さ
れ
な
い
こ
と
を

心
か
ら
念
じ
て
お
り
ま
す
。

　

オ
ウ
ム
真
理
教
の
事
件
か
ら
20
年
。
カ
ル

ト
宗
教
は
収
束
し
た
問
題
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
今
も
様
々
な
勧
誘
方
法
を
駆く

使し

し
て
、

入
信
し
た
信
者
に
全
て
を
委ゆ

だ

ね
さ
せ
、
そ
の

人
の
自
由
な
思
考
や
判
断
を
奪
い
支
配
し
よ

う
と
し
ま
す
。
そ
の
結
果
、
家
庭
生
活
が
破

壊
さ
れ
、
社
会
的
立
場
が
失
わ
れ
経
済
的
に

も
追
い
つ
め
ら
れ
る
と
い
う
事
象
が
起
こ
っ

て
い
ま
す
。

　

親
元
を
離
れ
て
新
し
い
学
生
生
活
が
始

ま
っ
た
こ
の
時
期
、
家
や
こ
れ
ま
で
の
友
だ

ち
と
も
別
れ
て
一
人
不
安
も
多
い
時
で
も
あ

り
ま
す
。
そ
ん
な
時
カ
ル
ト
は
、
と
て
も
優

し
く
親
し
げ
に
声
を
か
け
て
友
人
関
係
を
作

り
な
が
ら
、
言
葉
巧
み
に
誘
っ
て
き
ま
す
。

　

そ
の
勧
誘
に
つ
い
て
は
、
大
学
な
ど
も
注

意
を
呼
び
か
け
る
の
で
構
内
で
誘
う
こ
と
は

少
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。
現
在
は
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
を
介
し
て
新
入
生
歓
迎
の
催
し
、
就

活
セ
ミ
ナ
ー
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
サ
ー
ク
ル
な

ど
の
呼
び
か
け
や
個
人
的
接
触
か
ら
勧
誘
に

入
る
ケ
ー
ス
が
増
加
し
て
い
ま
す
。

　

も
ち
ろ
ん
様
々
な
サ
ー
ク
ル
や
活
動
へ
の

呼
び
か
け
が
い
つ
も
カ
ル
ト
の
勧
誘
で
あ
る

わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
肝
心
な
こ
と
は
、

た
ま
た
ま
出
会
っ
た
誘
い
が
カ
ル
ト
の
勧
誘

で
あ
る
こ
と
に
気
づ
き
、
深
み
に
嵌は

ま

る
前
に

引
き
返
す
こ
と
で
す
。
そ
の
た
め
に
ま
ず
必

要
な
こ
と
は
、
こ
う
し
た
問
題
が
あ
る
こ
と

を
し
っ
か
り
知
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
で
す
。

　

真
宗
大
谷
派
で
は
、
こ
う
し
た
問
題
を

知
っ
て
い
た
だ
く
た
め
に
学
生
向
け
の
パ
ン

フ
レ
ッ
ト
を
用
意
し
て
い
ま
す
。
ご
入
り

用
の
方
は
教
務
所
ま
で

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

　

今
年
二
月
の
上
旬
、
高
山

別
院
で
教
化
研
究
所
の
講
師

の
依
頼
を
頂
き
、
か
ね
て
よ

り
訪
れ
た
い
と
思
っ
て
い
た

飛
騨
・
高
山
へ
行
く
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。
伝
統
民
家
建

築
や
雪
に
囲
ま
れ
た
白
川
郷

を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
、
家

内
と
一
緒
の
素
晴
し
い
思
い

出
の
旅
行
と
な
り
ま
し
た
。

　

別
院
に
集
ま
ら
れ
た
僧
侶

の
方
か
ら
は
飛
騨
地
域
の
こ

と
を
色
々
と
学
び
、
大
変
良

い
勉
強
に
な
り
ま
し
た
。
特

に
、
真
宗
門
徒
の
数
が
こ
れ

ほ
ど
多
い
と
は
知
り
ま
せ
ん

で
し
た
。
し
か
し
近
年
、
門

徒
さ
ん
の
お
寺
へ
の
参
加
が

減
っ
て
い
る
こ
と
も
聞
き
、

寂
し
く
感
じ
ま
し
た
。

　

私
は
十
二
才
の
時
、
ア
メ

リ
カ
で
浄
土
真
宗
に
出
会
い
、

日
系
人
に
よ
っ
て
建
て
ら
れ

た
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
に
あ
る

西
本
願
寺
の
お
寺
に
通
い
、

真
宗
の
環
境
の
中
で
育
ち
ま

し
た
。
し
か
し
、
一
九
五
〇

年
頃
の
ア
メ
リ
カ
は
仏
教
の

こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
お
ら

ず
、
一
般
の
人
の
仏
教
認
識

と
い
え
ば
、「
臍へ

そ

を
眺
め
な
が

ら
瞑め

い

想そ
う

を
す
る
ア
ジ
ア
の
カ

ル
ト
」
と
い
っ
た
程
度
の
も

の
で
し
た
。

　

し
か
し
、
一
九
六
五
年
ご

ろ
か
ら
仏
教
は
ア
メ
リ
カ
で

急
速
に
伸
び
始
め
、
今
日
、

仏
教
徒
の
数
は
約
三
百
五
十

万
人
に
達
し
、
こ
れ
は
全
米

人
口
の
約
一
．
二
％
に
も
当

た
る
の
で
す
。
キ
リ
ス
ト
教

と
比
べ
れ
ば
未
だ
少
数
派
で

は
あ
り
ま
す
が
、
過
去
五
十

年
間
で
、
仏
教
は
十
七
倍
も

伸
び
て
き
ま
し
た
。
こ
の
勢

い
で
行
け
ば
、
仏
教
は
数
十

年
後
に
は
、
現
在
、
人
口
の

二
％
を
占
め
る
、
米
国
第
二

位
の
座
に
あ
る
ユ
ダ
ヤ
教
を

追
い
抜
く
可
能
性
さ
え
出
て

き
て
い
る
の
で
す
。

　

同
じ
く
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で

も
仏
教
徒
の
数
が
百
万
人
を

超
え
、
特
に
フ
ラ
ン
ス
で
は
、

何
と
全
人
口
の
四
％
を
占
め

る
ほ
ど
の
成
長
と
言
わ
れ
て

い
ま
す（
な
る
ほ
ど
、
で
す
か

ら「
仏
国
」！
）。
ま
た
オ
ー

ス
ト
ラ
リ
ア
で
も
仏
教
徒
は

全
人
口
の
一
％
を
超
え
て
い

る
の
で
す
。

　

現
在
の
ア
メ
リ
カ
の
仏
教

徒
の
中
に
は
、
仏
教
に
改
宗

し
た
俳
優
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ギ

ア
、
歌
手
テ
ィ
ナ
・
タ
ー
ナ
ー
、

映
画
監
督
オ
リ
バ
ー
・
ス
ト
ー

ン
な
ど
の
著
名
人
が
い
ま
す

し
、
プ
ロ
ゴ
ル
フ
ァ
ー
の
タ

イ
ガ
ー
・
ウ
ッ
ズ
も
仏
教
徒

で
す
。
又
、
数
年
前
亡
く
な
っ

た
アップ
ル
社
創
立
者
ス
テ
ィ
ー

ブ
・
ジ
ョ
ブ
ス
も
長
年
熱
心
に

座
禅
に
励は

げ

み
、
結
婚
も
仏
式

だ
っ
た
の
で
す
。

　

こ
の
伸
び
は
、
仏
教
伝で

ん

播ぱ

史
と
い
う
観
点
か
ら
、
画
期

的
な
意
義
を
見
出
せ
る
と
思

い
ま
す
。
仏
教
は
発
祥
地
イ

嘉念坊上人像と荘川桜
カルト問題の詳細に
ついてはこちら

荘川桜
飛騨の真宗

伝承散歩⑬ 高山市荘川町中野

　

一
九
五
二（
昭
和
二
十
七
）年
、
白
川
村
・
荘

川
村
に
御み

母ぼ

衣ろ

ダ
ム
が
建
設
さ
れ
る
こ
と
が
発

表
さ
れ
、
荘
川
村
の
中
野
の
集
落
は
湖
底
へ
沈

む
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
中
野
の
集
落
に
は
、

照
蓮
寺
と
光
輪
寺
と
い
う
真
宗
の
お
寺
が
あ
り

ま
し
た
。
二
つ
の
お
寺
に
は
そ
れ
ぞ
れ
樹
齢

四
百
年
は
超
す
で
あ
ろ
う
大
き
な
桜
の
木
が
植

え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
集
落
が
湖
底
に
沈
む
こ

と
に
伴
い
、
照
蓮
寺
は
高
山
の
城
山
に
、
光
輪

寺
は
関
市
に
移
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　

電
源
開
発
会
社
の
初
代
総
裁
・
高た

か

碕さ
き

達た
つ

之の

助す
け

氏
は
集
落
を
視
察
中
、
ふ
と
光
輪
寺
の
大
き
な

桜
の
木
に
目
が
と
ま
り
ま
し
た
。
植
物
に
深
い

関
心
を
寄
せ
て
い
た
高
碕
氏
は
「
こ
の
桜
を
救

い
た
い
」
と
決
心
し
ま
し
た
。

　

高
碕
氏
は
桜
博
士
の
笹さ

さ

部べ

新し
ん

太た

郎ろ
う

氏
を
訪
ね

ま
し
た
。
樹
齢
四
百
年
の
木
の
移
植
に
、
笹
部

氏
は
難
色
を
示
し
ま
し
た
が
、
高
碕
氏
の
熱
心

な
懇こ

ん

願が
ん

を
拒
む
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

一
九
六
〇（
昭
和
三
十
五
）年
十
一
月
、
桜
の

移
植
が
始
ま
り
ま
し
た
。
光
輪
寺
と
照
蓮
寺
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華
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］
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花
ま
つ
り
と
は
、
今
か
ら
約
二
五

〇
〇
年
前
に
お
生
ま
れ
に
な
っ
た
、

お
釈
迦
さ
ま
の
ご
誕
生
（
旧
暦
４
月
８
日
）

を
祝
う
仏
事
で
す
。「
灌か

ん

仏ぶ
つ

会え

」
や
「
降ご

う

誕た
ん

会え

」
と
も
言
わ
れ
ま
す
。

　

色
と
り
ど
り
の
花は

な

御み

堂ど
う

の
中
心
に
安
置
さ

れ
た
お
釈
迦
さ
ま
の
像
（
誕
生
仏
）
に
、

柄ひ
し
ゃ
く杓
で
甘
茶
を
か
け
る
の
は
、
お
釈
迦
さ
ま

誕
生
を
祝
う
よ
う
に
た
く
さ
ん
咲
い
た
と
い

わ
れ
る
花
と
、
産う

ぶ

湯ゆ

の
代
わ
り
に
降
り
注
い

だ
甘
い
香
り
の
雨
に
由
来
し
ま
す
。
ま
た
、

白
い
象
も
、
お
釈
迦
さ
ま
の
お
母
さ
ん
が
、

お
釈
迦
さ
ま
を
身
ご
も
る
前
に
見
た
夢
に
出

て
き
ま
す
。
お
か
ざ
り
の
そ
れ
ぞ
れ
が
、

答 問
お
し
え
て

　く
れ
ん
さ
い

お
釈
迦
さ
ま
の
ご
誕
生
に
由
来
す
る
の
で
す

ね
。

　

お
釈
迦
さ
ま
は
お
生
ま
れ
に
な
っ
て
す
ぐ

「
天て

ん
じ
ょ
う上
天て

ん

下げ

唯ゆ
い

我が

独ど
く

尊そ
ん

」（
天
上
天
下
に
、

唯
、
我
独
り
に
し
て
尊
し
）
と
言
っ
た
と
伝

え
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
お
言
葉
は
「
誰
も

が
、
誰
と
も
比
べ
る
こ
と
の
で
き
な
い
、

た
っ
た
一
人
の
、
尊
い
命
を
い
た
だ
い
て
生

き
て
い
る
こ
と
に
気
付
い
て
ほ
し
い
」
と
い

う
、
お
釈
迦
さ
ま
か
ら
私
た
ち
へ
の
呼
び
か

け
な
の
で
し
ょ
う
。

　

お
釈
迦
さ
ま
の
ご
誕
生
を
お
祝
い
す
る
こ

と
を
ご
縁
に
、
教
え
に
出で

遇あ

え
た
喜
び
を
感

じ
な
が
ら
、
私
の

誕
生
を
思
い
、
い
た

だ
い
て
い
る
命
の
尊

さ
に
目
覚
め
て
い

く
仏
事
、
そ
れ
が

「
花
ま
つ
り
」
と

呼
ば
れ
る
お
祝
い

の
日
な
の
で
す
。

「
花
ま
つ
り
」っ
て
、何
の
日
？

　

次
回
は
酒
井
義
一
さ
ん
の
「
私
を

照
ら
す
ひ
か
り
の
言
葉
⑧
」
で
す
。

性
は
家
庭
や
職
場
で
も
男
性
に
対
し
て

「
世
話
を
す
る
」
こ
と
が
期
待
さ
れ
て

い
る
と
い
う
の
で
す
。

　

「
世
話
を
す
る
」
こ
と
自
体
は
悪
い

こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
他
者
を
優

先
し
て
ば
か
り
い
る
と
不
満
が
た
ま
っ

て
い
つ
か
爆
発
し
て
し
ま
い
ま
す
。
逆

に
「
世
話
を
し
て
も
ら
う
」
側
ば
か
り

に
い
る
と
、
そ
れ
が
当
た
り
前
に
な
り

相
手
の
気
持
ち
に
鈍
感
に
な
っ
て
し
ま

い
ま
す
。
ど
う
し
た
ら
相
手
の
気
持
ち

を
理
解
し
合
う
こ
と
が
で
き
る
の
で

し
ょ
う
か
。

「
話
す
」
と
「
聞
く
」

　

そ
の
ヒ
ン
ト
は
こ
の
句
の
中
に
あ
る

と
思
い
ま
す
。
お
か
し
い
と
思
っ
た
ら

「
ち
ょ
っ
と
待
っ
て
」
と
「
話
す
」
こ

と
、
立
ち
止
ま
っ
て
相
手
の
言
葉
を

「
聞
く
」
こ
と
で
す
。
そ
ん
な
簡
単
な

こ
と
か
と
思
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

実
際
や
っ
て
み
る
と
な
か
な
か
難
し
い

の
で
す
。
相
手
の
顔
色
を
見
た
り
、
口

ご
も
っ
て
言
え
な
か
っ
た
り
、
素
直
に

聞
け
な
か
っ
た
り
。
批
判
す
る
の
は
好

き
な
の
に
批
判
さ
れ
る
の
は
イ
ヤ
。
そ

ん
な
自
分
が
見
え
て
き
ま
す
。「
私
は

あ
な
た
が
い
な
い
と
、
寂
し
い
」
な
ん

て
言
う
の
は
め
ち
ゃ
く
ち
ゃ
勇
気
が
要

り
ま
す
。
で
も
「
そ
う
い
う
こ
と
に
寂

し
さ
を
感
じ
る
人
だ
と
は
知
ら
な
か
っ

た
」
と
あ
ら
た
め
て
相
手
の
気
持
ち
を

知
る
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

波
風
が
立
つ
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ

こ
か
ら
が
第
一
歩
。
あ
な
た
も
始
め
て

み
ま
せ
ん
か
。

あ
る
引
越
し

　

こ
の
春
、
一
人
の
女
性
が
引
っ
越
し

て
い
き
ま
し
た
。
彼
女
は
子
ど
も
に
関

す
る
あ
る
団
体
に
所
属
し
、
二
人
の
子

ど
も
を
連
れ
て
積
極
的
に
活
動
し
て
い

ま
し
た
。
仲
間
か
ら
推
薦
さ
れ
て
委
員

長
を
引
き
受
け
た
矢
先
の
こ
と
だ
っ
た

の
で
、
本
人
は
と
て
も
残
念
が
っ
て
い

ま
し
た
。
引
越
し
の
理
由
は
夫
の
転

勤
。
専
業
主
婦
だ
っ
た
の
で
、
夫
に
従

わ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
ま

せ
ん
が
、
も
し
仕
事
を
持
っ
て
い
た
ら

ど
う
な
っ
た
で
し
ょ
う
か
。
仕
事
を
取

る
の
か
、
家
庭
を
取
る
の
か
。
別
居
し

な
が
ら
仕
事
を
続
け
、
時
々
会
う
と
い

う
選
択
も
あ
り
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

子
ど
も
は
ど
ち
ら
が
育
て
る
の
で
し
ょ

う
か
。「
オ
レ
に
つ
い
て
来
い
！
」
な

ん
て
言
う
男
性
は
今
ど
き
い
な
い
で

し
ょ
う
が
、
女
性
の
方
が
色
々
な
点
で

あ
き
ら
め
る
こ
と
が
多
い
の
で
は
な
い

か
と
思
い
ま
す
。

妻
か
ら
の
異
議
申
し
立
て

　

引
越
し
や
転
勤
と
ま
で
い
か
な
く
て

も
、
日
々
の
生
活
で
は
家
族
の
予
定
が

重
な
っ
て
し
ま
い
、
や
り
く
り
し
な
く

て
は
な
ら
な
い
こ
と
が
多
々
あ
り
ま

す
。
そ
ん
な
時
、
み
な
さ
ん
の
家
庭
で

は
誰
が
何
を
基
準
に
決
め
て
い
る
で

し
ょ
う
か
。

　

今
回
の
句
は
「
ち
ょ
っ
と
待
っ
て　

私
の
予
定
は　

聞
か
な
い
の
？
」
で

す
。
夫
が
妻
の
都
合
を
聞
か
ず
に
仕
事

や
外
出
の
予
定
を
立
て
て
し
ま
う
こ
と

に
対
し
て
、
妻
は
「
私
に
だ
っ
て
仕
事

や
付
き
合
い
が
あ
る
の
よ
」
と
異
議
申

し
立
て
を
し
て
い
ま
す
。
夫
は
始
め
か

ら
聞
く
耳
を
持
た
な
い
の
か
、
妻
に
は

そ
れ
ほ
ど
重
要
な
用
事
は
な
い
と
思
っ

て
い
る
の
か
、
ス
タ
コ
ラ
さ
っ
さ
と
自

分
の
用
事
に
向
か
っ
て
走
り
去
っ
て
し

ま
う
姿
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
ち
ょ
っ

と
へ
っ
ぴ
り
腰
に
見
え
る
の
は
、
後
ろ

め
た
さ
が
あ
る
か
ら
な
の
か
も
し
れ
ま

せ
ん
が
、
残
さ
れ
た
妻
の
気
持
ち
は
ど

の
よ
う
で
し
ょ
う
か
。

他
者
優
先

　

以
前
、
女
性
の
悩
み
や
相
談
を
聞
く

カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
の
仕
事
を
し
て
い

る
人
の
お
話
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
そ
の
時
、「
女
性
は
『
他
者
優

先
』
に
な
り
、
自
分
の
こ
と
は
二
の

次
、
三
の
次
に
な
り
が
ち
で
す
」
と
い

う
言
葉
が
心
に
残
り
ま
し
た
。
赤
ち
ゃ

ん
を
育
て
る
時
は
お
腹
が
空
い
て
い
な

い
か
、
な
ぜ
ぐ
ず
っ
て
い
る
の
か
な
ど

気
持
ち
を
察
し
て
あ
げ
る
こ
と
が
求
め

ら
れ
ま
す
。
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
女
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講師 知花 昌一（ちばな しょういち） 氏
（沖縄県在住・平和運動家・沖縄別院衆徒）

沖縄問題と真宗
公開講座

聴講
無料

　今年の公開講座「現代と真宗」は、戦後７０年を迎えるにあたって、
あらためて平和の問題を学びます。
　沖縄県読谷村より知花昌一氏をお招きし、辺野古の基地建設問
題など、ご自身が沖縄の地で平和運動に関わる中で明らかになっ
た国家や私たちの責任について語っていただきます。
　私たちはどのようにこの問題を考え、どのような姿勢を持ち、
行動をすればいいのか。浄土真宗の教えを通してこの問題を学び
たいと思います。

大谷婦人会高山支部創立100周年記念大会大谷婦人会高山支部創立100周年記念大会
　大谷婦人会は明治23年に創立されました。高山支部は全国に300
ある支部のひとつです。
　高山支部では本年創立100周年を迎えるにあたり、大谷妙子会長
ご臨席のもと、記念法要をおつとめします。ぜひお参りください。

日 時　５月11日（月）午後１時～午後４時（受付 正午から）
会 場　高山別院本堂
内 容　記念法要、式典、法話
講 師　大町慶華 高山別院輪番

参加費 無 料
どなたでもお参り
いただけます

古い写真・資料を探しています！
　ひだ御坊（高山別院）では、別院や別院
周辺の古い写真、資料を探しています。も
し、お持ちの方があれば、高山別院までご
連絡ください。

電話（0577）32-0688昭和30年焼失直前の高山別院本堂 


