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会場はこの建物です

寧静館５F会議室 

烏丸線今出川駅

一番出口です 

地下鉄烏丸線 

「今出川」駅から徒歩 1分  

京阪電車 

「出町柳」駅から徒歩 15分  

バス停 

「烏丸今出川」から徒歩 1分 



二
〇
一
六
年
十
二
月
説
話
文
学
会
・
仏
教
文
学
会
合
同
例
会 

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
大
名
文
化
の
編
成
と
八
幡
信
仰
」
趣
意
文
お
よ
び
発
表
要
旨 

 

十
六
世
紀
か
ら
十
七
世
紀
へ
と
続
く
、
い
わ
ゆ
る
中
世
近
世
移
行
期
に
お
け
る
文
化
的
様
相
に
は
、
武

家
の
人
々
が
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
関
与
し
て
い
た
。
長
く
続
い
た
戦
国
の
世
を
経
て
、
い
く
さ
の
な
い
世
を

志
向
す
る
社
会
体
制
が
確
立
し
て
い
く
過
程
は
、
将
軍
家
や
諸
大
名
家
を
仰
ぎ
な
が
ら
全
国
に
分
布
し
て

い
た
武
家
関
係
者
た
ち
が
創
出
し
、
継
承
し
、
再
編
し
て
い
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
文
藝
・
文
化
を
め
ぐ
る
動

態
と
ど
の
よ
う
に
結
び
つ
い
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。 

そ
う
し
た
問
題
に
つ
い
て
、
本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
、
中
世
以
来
、
武
家
が
広
く
関
与
し
て
き
た
八
幡

信
仰
を
窓
と
し
て
考
え
て
み
た
い
。
具
体
的
に
は
、
十
七
世
紀
に
入
っ
て
幕
藩
体
制
を
担
っ
て
い
く
こ
と

を
自
覚
す
る
よ
う
に
な
っ
た
諸
大
名
家
が
、
八
幡
信
仰
と
向
き
あ
い
な
が
ら
そ
れ
ぞ
れ
に
取
り
組
ん
で
い

っ
た
、
自
家
と
自
藩
の
歴
史
と
文
化
を
編
成
し
な
お
す
営
み
の
実
態
と
、
そ
れ
に
か
か
わ
る
言
説
の
力
学

に
光
を
あ
て
る
こ
と
に
な
る
。 

こ
う
し
た
課
題
に
取
り
組
む
た
め
に
は
、
当
時
の
社
会
的
立
場
や
国
元
の
所
在
地
、
歴
史
的
環
境
が
異

な
る
諸
藩
・
諸
大
名
家
の
事
例
を
幅
広
く
目
配
り
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
を
見
渡

す
な
か
で
、
各
大
名
家
の
文
化
が
備
え
て
い
た
普
遍
性
と
固
有
性
、
偏
在
性
を
発
見
す
る
こ
と
が
大
き
な

課
題
と
な
る
。
本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
、
あ
ら
か
じ
め
そ
う
し
た
遠
く
の
課
題
を
射
程
に
入
れ
な
が
ら
、

個
別
具
体
的
な
事
例
に
即
し
た
議
論
を
交
わ
す
こ
と
を
試
み
た
い
。 

 

こ
う
し
た
問
題
関
心
に
も
と
づ
き
、
本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
ま
ず
、
龍
澤
彩
氏
が
、
こ
れ
ま
で
尾
張
徳

川
家
の
伝
来
品
を
精
査
し
て
き
た
経
験
と
成
果
を
踏
ま
え
て
、
八
幡
信
仰
と
関
わ
る
「
大
名
道
具
」
に
与

え
ら
れ
た
意
味
に
注
目
し
な
が
ら
、
同
家
に
と
っ
て
の
八
幡
信
仰
が
十
七
世
紀
の
脈
絡
の
な
か
で
再
編
成

さ
れ
て
い
く
様
相
を
報
告
す
る
。
続
い
て
、
中
根
千
絵
氏
が
、
尾
張
藩
主
徳
川
義
直
自
序
『
神
祇
宝
典
』

の
記
事
と
西
三
河
の
家
康
伝
承
を
分
析
す
る
こ
と
で
、
尾
張
・
三
河
と
い
う
地
域
に
お
け
る
「
八
幡
再
興
」

の
動
き
を
跡
づ
け
る
。
そ
の
あ
と
に
、
小
助
川
元
太
氏
が
、
尾
張
藩
の
問
題
か
ら
は
い
っ
た
ん
離
れ
て
、

湯
月
八
幡
宮
の
再
興
・
造
替
を
め
ぐ
る
伊
予
松
山
藩
松
平
家
の
動
向
を
取
り
あ
げ
る
。
そ
こ
で
は
、
霊
夢

に
ま
つ
わ
る
言
説
が
鍵
を
に
ぎ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
立
場
や
地
域
を
異
に
す
る
両
藩
の
動
き
が
い
か

な
る
相
似
形
を
な
し
、
ま
た
ど
の
よ
う
に
個
別
的
な
の
か
が
、
お
の
ず
と
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。 

な
お
、
当
日
は
、
全
体
討
論
に
さ
き
だ
っ
て
、
鈴
木
彰
が
小
報
告
と
し
て
、
三
人
の
発
表
か
ら
浮
上
す

る
問
題
の
い
く
つ
か
に
関
わ
る
、
他
藩
・
他
大
名
家
（
萩
藩
毛
利
家
な
ど
）
に
お
け
る
事
例
を
補
足
す
る

な
ど
し
な
が
ら
、
問
題
の
整
理
と
論
点
の
提
示
を
お
こ
な
う
つ
も
り
で
あ
る
。 

〔
文
責
・
鈴
木 

彰
〕 

 

発
表
要
旨 

尾
張
徳
川
家
の
大
名
道
具
に
見
る
八
幡
信
仰 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

龍
澤 

彩
（
金
城
学
院
大
学
） 

本
発
表
で
は
、
尾
張
徳
川
家
に
お
け
る
八
幡
信
仰
を
同
家
に
伝
来
し
た
「
大
名
道
具
」
と
い
う
観
点
か

ら
概
観
す
る
。
例
え
ば
「
八
幡
大
菩
薩
像
」（
鎌
倉
時
代
・
十
四
世
紀
）
は
、
尾
張
家
の
江
戸
・
市
ヶ
谷
の

上
屋
敷
庭
園
内
に
あ
っ
た
八
幡
宮
の
ご
神
体
と
し
て
祀
ら
れ
て
い
た
。
画
像
を
覆
う
羅
の
帳
が
附
属
す
る

模
本
も
現
存
し
て
お
り
、
礼
拝
の
状
況
を
窺
わ
せ
る
史
料
と
し
て
も
貴
重
で
あ
る
。
大
名
庭
園
は
、
将
軍

の
「
御
成
」
を
迎
え
る
な
ど
、
儀
礼
と
社
交
の
場
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
う
し
た
大
名
家
の
権



威
を
示
す
一
つ
の
「
装
置
」
に
お
い
て
神
仏
画
が
用
い
ら
れ
た
こ
と
を
示
す
例
と
し
て
着
目
さ
れ
る
。
ま

た
、
同
家
に
は
「
石
清
水
八
幡
宮
遷
座
縁
起
絵
」（
鎌
倉
～
南
北
朝
時
代
・
十
四
世
紀
）
と
い
っ
た
作
品
も

伝
来
し
て
お
り
、
中
世
に
生
み
出
さ
れ
た
古
画
の
中
に
は
、
近
世
に
は
武
家
の
八
幡
信
仰
を
支
え
る
大
名

道
具
と
い
う
役
割
を
与
え
ら
れ
、
新
た
な
文
脈
で
享
受
さ
れ
た
作
例
も
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
ほ

か
、
発
表
で
は
、
尾
張
徳
川
家
に
お
け
る
八
幡
信
仰
を
示
す
伝
来
品
や
道
具
目
録
等
の
史
料
を
報
告
し
た

い
。 

 

中
世
近
世
移
行
期
に
お
け
る
尾
張
・
三
河
の
八
幡
再
興
の
〈
物
語
〉 

中
根 

千
絵
（
愛
知
県
立
大
学
） 

本
発
表
で
は
、
正
保
三
年
（
一
六
四
六
）
二
月
に
成
っ
た
『
神
祇
宝
典
』
（
尾
張
藩
主
徳
川
義
直
自
序
）

と
西
三
河
の
家
康
伝
承
に
関
わ
る
八
幡
の
再
興
の
例
を
採
り
上
げ
る
。
『
神
祇
宝
典
』
序
に
は
、
八
幡
や

伊
勢
と
同
様
、
あ
ら
ゆ
る
神
の
名
（
本
地
垂
迹
）
を
明
ら
か
に
し
、
祭
祀
を
行
う
こ
と
が
政
治
上
重
要
で

あ
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。『
神
祇
宝
典
』
に
お
い
て
八
幡
と
関
わ
っ
て
位
置
付
け
ら
れ
る
尾
張
の
神
社
は
、

そ
も
そ
も
八
幡
の
称
を
有
さ
な
い
も
の
が
多
く
、
江
戸
時
代
に
入
っ
て
八
幡
神
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
た

よ
う
に
み
え
る
も
の
が
多
い
。
そ
の
様
相
を
『
八
幡
宮
本
紀
』
（
貝
原
篤
信
著
）
や
地
誌
等
か
ら
眺
め
、

八
幡
再
興
の
仕
組
み
と
意
味
を
考
え
て
み
た
い
。 

一
方
、
西
三
河
の
家
康
に
味
方
す
る
八
幡
神
と
い
う
〈
物
語
〉
の
生
成
は
、
軍
記
物
語
に
お
い
て
語
ら

れ
て
き
た
八
幡
が
平
家
を
見
捨
て
、
源
氏
に
味
方
す
る
物
語
と
響
き
合
っ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

八
幡
再
興
の
仕
組
み
が
源
氏
の
血
筋
と
関
わ
る
も
の
と
考
え
る
時
、
尾
張
と
西
三
河
の
八
幡
再
興
の
動
き

は
、
一
つ
の
方
向
に
そ
の
意
味
合
い
が
収
斂
さ
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
『
尾
藩
世
紀
』
等
の
資
料
も

提
示
し
、
上
記
の
こ
と
を
考
え
て
み
た
い
。 

 

湯
月
八
幡
宮
の
再
興
と
武
の
物
語 

小
助
川
元
太
（
愛
媛
大
学
） 

中
世
近
世
移
行
期
の
地
方
の
大
名
家
に
お
け
る
八
幡
信
仰
の
実
態
と
そ
の
意
味
に
つ
い
て
、
在
地
の
八

幡
宮
と
の
関
わ
り
を
も
と
に
考
察
す
る
。
愛
媛
県
松
山
市
に
あ
る
伊
佐
爾
波
神
社
は
、
湯
月
八
幡
宮
と
し

て
歴
代
の
伊
予
松
山
藩
の
藩
主
か
ら
崇
敬
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
の
き
っ
か
け
は
文
禄
四
年
（
一
五
九
五
）

に
伊
予
松
前
に
入
部
し
た
加
藤
嘉
明
が
、
関
ヶ
原
合
戦
後
に
石
高
を
加
増
さ
れ
勝
山
城
（
現
松
山
城
）
を

築
城
し
た
際
に
、
第
一
の
祈
願
所
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
こ
と
に
よ
る
。
そ
の
後
、
伊
予
松
山
藩
の
藩

主
が
久
松
松
平
家
に
な
り
、
三
代
目
の
定
長
に
よ
っ
て
、
寛
文
七
年
（
一
六
六
七
）
に
石
清
水
八
幡
宮
を

模
し
た
形
で
造
替
さ
れ
、
現
在
に
至
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
嘉
明
の
湯
月
八
幡
宮
崇
敬
・
再
興
と
定
長

に
よ
る
造
替
の
背
景
に
は
、
霊
夢
に
よ
る
武
勲
と
い
う
共
通
す
る
き
っ
か
け
が
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

本
発
表
で
は
、
こ
の
伊
予
湯
月
八
幡
宮
再
興
・
造
替
と
「
武
の
物
語
」
と
も
い
う
べ
き
伝
承
と
の
関
係
を

中
心
に
取
り
上
げ
、
そ
れ
ら
が
意
味
す
る
問
題
に
つ
い
て
考
察
す
る
。 

 

〔
小
報
告
〕
「
大
名
家
の
歴
史
意
識
と
八
幡
宮
・
八
幡
縁
起
―
―
主
に
萩
藩
毛
利
家
の
事
例
か
ら
―
―
」 

 
 
 
 

鈴
木 

彰
（
立
教
大
学
） 

 

本
報
告
で
は
、
近
世
の
大
名
家
が
領
内
の
八
幡
宮
や
そ
の
由
緒
の
物
語
と
し
て
の
八
幡
縁
起
と
の
関
わ

り
か
ら
自
家
・
自
藩
の
歴
史
を
意
識
化
し
て
い
た
様
相
に
つ
い
て
、
主
に
萩
藩
毛
利
家
の
例
を
も
と
に
し

な
が
ら
検
討
す
る
。 


