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先
日
、
三
十
年
前
に
果
た
せ
な
か
っ
た
修
学
旅
行
を
実

施
し
た
い
と
い
う
か
つ
て
の
ゼ
ミ
学
生
に
連
れ
ら
れ
て
北

中
国
を
旅
し
た
。
内
モ
ン
ゴ
ル
の
パ
オ
に
泊
ま
り
、
果
て

し
な
い
草
原
と
満
天
の
星
空
を
満
喫
し
た
楽
し
い
旅
で
あ

っ
た
が
、
そ
の
間
の
一
日
、
山
西
省
大
同
市
に
立
ち
寄
り
、

雲
崗
石
窟
や
華
厳
寺
・
善
化
寺
な
ど
を
久
方
ぶ
り
に
訪
れ

る
こ
と
が
で
き
た
。

雲
崗
石
窟
は
中
国
三
大
石
窟
の
一
つ
、
観
光
地
と
し
て

整
備
さ
れ
、
往
年
の
野
趣
に
富
ん
だ
情
景
は
失
わ
れ
た
が
、

偉
容
を
誇
る
仏
た
ち
や
、
華
麗
な
壁
画
の
数
々
は
変
わ
ら

ず
感
動
を
与
え
て
く
れ
た
。
こ
の
石
窟
は
、
西
暦
四
〇
〇

年
頃
に
北
中
国
を
制
覇
し
た
北
魏
帝
国
が
、
四
五
〇
年
代

か
ら
開
鑿
し
た
と
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
今
回
手
に
し

た
最
新
の
解
説
書
に
は
、
雲
崗
石
窟
は
、
初
代
皇
帝
・
道

武
帝
が
、
河
北
か
ら
招
い
て
道
人
統
と
し
て
崇
め
た
法
果

和
尚
に
命
じ
て
掘
削
さ
せ
た
の
が
最
初
で
あ
り
、
そ
れ
は

現
在
の
第
三
窟
で
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
そ

の
開
鑿
年
代
は
、
従
来
の
説
よ
り
約
六
十
年
溯
る
こ
と
に

な
り
、
あ
の
敦
煌
石
窟
に
も
比
肩
し
得
る
も
の
と
な
る
。

一
例
を
示
し
た
に
す
ぎ
な
い
が
、
こ
の
石
窟
を
、
多
民
族

協
力
と
融
合
の
産
物
と
強
調
す
る
な
ど
歴
史
の
見
直
し
が

行
わ
れ
て
い
る
雰
囲
気
は
、
他
の
記
述
か
ら
も
伝
わ
っ
て

く
る
。

ま
た
、
大
同
市
内
で
の
華
厳
寺
・
善
化
寺
な
ど
の
寺
院

の
存
在
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
西
暦
一
〇
六
二
年
に
建

て
ら
れ
た
華
厳
寺
は
、
遼
皇
室
の
祖
廟
的
性
格
を
持
つ
こ

と
、
そ
の
主
た
る
建
造
物
が
当
時
の
木
工
芸
術
の
粋
を
集

め
た
も
の
、
五
十
体
を
超
え
る
仏
像
群
が
遼
代
塑
像
の
逸

品
で
あ
る
こ
と
な
ど
、
案
内
書
に
も
記
さ
れ
て
は
い
る
。

し
か
し
、
現
実
に
そ
の
場
に
立
ち
、
そ
の
威
容
を
目
の
あ

た
り
に
し
た
と
き
、
こ
れ
を
生
み
出
し
た
時
代
と
人
々
に

感
動
を
覚
え
ず
に
は
お
ら
れ
な
い
。
唐
代
に
華
開
い
た
長

安
仏
教
の
本
流
と
、
そ
れ
を
伝
え
る
遺
構
は
こ
の
大
同
に

あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
歴
史
の
一
頁
を

割
く
に
値
す
る
両
巨
刹
の
重
み
と
歩
み
、
そ
こ
か
ら
展
開

さ
れ
た
当
時
の
社
会
様
相
や
宗
教
事
情
な
ど
を
活
写
す
る

歴
史
書
は
な
く
、
仏
教
史
の
叙
述
に
も
見
え
な
い
。

大
同
は
、
北
魏
の
鮮
卑
族
、
遼
の
契
丹
族
、
金
の
女
真

族
、
い
ず
れ
も
外
民
族
・
少
数
民
族
政
権
の
重
要
な
拠
点

で
あ
っ
た
が
、
漢
民
族
に
と
っ
て
は
辺
境
の
地
で
あ
っ
た
。

漢
族
主
流
の
従
来
の
中
国
史
の
中
で
、
そ
れ
ら
辺
境
外
民

族
政
権
の
歴
史
を
正
確
に
記
し
て
い
る
と
は
思
え
な
い
。

意
図
の
有
無
は
と
も
か
く
、
そ
の
よ
う
な
史
料
に
基
づ
い

て
な
さ
れ
る
歴
史
認
識
は
真
実
に
近
づ
き
難
い
。
現
在
、

日
本
に
も
問
わ
れ
て
い
る
「
歴
史
認
識
」
と
い
う
こ
と
の

厳
し
さ
を
改
め
て
感
じ
さ
せ
て
く
れ
た
旅
で
も
あ
っ
た
。

こ
の
た
び
推
挙
を
う
け
て
、
図
ら
ず
も
同
窓
会
会
長
の

任
に
つ
く
こ
と
と
な
っ
た
。
も
と
よ
り
浅
学
に
し
て
非

力
・
菲
才
の
身
で
こ
の
よ
う
な
大
任
に
耐
え
得
る
も
の
で

は
な
い
が
、
少
子
化
の
時
代
・
大
学
変
革
の
時
代
に
、
母

校
が
「
仏
教
を
世
界
に
発
信
す
る
大
学
」
と
し
て
評
価
さ

れ
る
た
め
に
は
、
同
窓
会
の
果
た
す
役
割
も
小
さ
く
は
な

い
で
あ
ろ
う
。
大
学
の
歴
史
を
見
つ
め
つ
つ
、
永
ら
く
会

長
と
し
て
真
摯
な
姿
勢
と
、
強
い
情
熱
を
示
さ
れ
た
佐
々

木
教
悟
前
会
長
を
範
と
し
、
会
員
諸
氏
の
ご
支
援
と
ご
鞭

撻
を
活
力
と
し
て
、
本
会
の
発
展
の
た
め
に
尽
力
し
た
い

と
思
う
。

（
大
谷
大
学
名
誉
教
授
）
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歴史を見つめて

同窓会会長

藤　島　建　樹
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大谷大学ならびに大谷大学同窓会における個人情報の取り扱いについて

学校法人真宗大谷学園では、2005年４月１日の「個人情報保護法」の完全施行にともない、新たに「個人情

報保護に関する規程」を制定し、個人情報を保護する業務の取り扱いに慎重を期すよう取り組んでおります。

大谷大学（大谷大学短期大学部を含みます。以下同じ。）ならびに大谷大学同窓会は、旧来より大学・同窓

会の運営に必要な個人情報を共同で保有しております。現在保有している同窓会員各位の個人情報の取り扱い

についても、規程、法令を遵守し、今まで以上に細心の注意を払い慎重を期してまいります。

何卒よろしくご理解ご協力をくださいますようお願い申しあげます。

なお、大谷大学ならびに大谷大学同窓会が共同で保有する個人情報の利用目的や情報開示に関する取り扱い

については、以下に示すとおりです。

１．個人情報の利用目的

大谷大学ならびに大谷大学同窓会は、大谷大学が保有する卒業生の個人情報のうち、学生番号、氏名、住

所、電話番号、性別、生年月日、卒業年月、入学年度、指導教員、学部学科分野研究科専攻、所属クラブに

ついて共同して保有し、その個人情報を以下の業務を遂行するために利用いたします。

（１）同窓会報『無盡燈』の送付

（２）同窓会費徴収に関する事務

（３）同窓会員に対するアンケート調査の実施

（４）同窓会本部もしくは大谷大学からの事務連絡および各種文書の送付

（５）同窓会支部等が主催する行事の事務連絡および各種文書の送付

（６）ゼミ・クラス同期会、OB・OG会等の開催に関する事務連絡および各種文書の送付

（７）同窓会員の名簿管理・作成

（８）その他、同窓会員に関する業務

なお、大谷大学と共同して保有する個人情報のうち、同窓会員各位から申し出をいただいた個人情報の追

加、変更、訂正については、その内容についても大谷大学と共同して保有し、同窓会員各位の個人情報につ

いて、できうる限り正確かつ最新の内容に保つよう管理いたします。

大谷大学ならびに大谷大学同窓会が取得した個人情報の利用は、前掲の業務の範囲内に限るものとし、そ

の目的以外の用途には利用いたしません。

２．委託に関する事項

大谷大学ならびに大谷大学同窓会は、業務の遂行上、業務の全部又は一部を委託する場合、個人情報の守

秘義務の管理、監督を含む契約を結ぶことにより、個人情報の安全管理措置を遵守して利用いたします。

３．開示に関する事項

大谷大学ならびに大谷大学同窓会は、同窓会員各位の個人情報をできうる限り正確かつ最新の内容に保つ

よう管理いたします。本人から開示要求の申し出があったときは、大谷大学ならびに大谷大学同窓会が共同

で保有する個人情報の開示を行います。また、内容が正確でないなどの申し出があったときは、その内容を

確認し必要に応じて個人情報の追加、変更、訂正または利用の停止を行います。

４．開示受付窓口

個人情報の開示は、大谷大学校友センターで受け付けます。開示には、時間がかかる場合があります。

個人情報の開示には、手数料がかかり、その内容によっては、実費を請求する場合があります。

≪大谷大学同窓会運営に関する個人情報の取り扱い窓口≫

大谷大学校友センター内　大谷大学同窓会本部

〒603－8143 京都市北区小山上総町

TEL. 075－411－8124

「個人情報保護に関する規程」は、同窓会ホームページ「無盡燈」上に掲載されています。



本
学
の
文
学
部
文
学
科
（
中
国
文
学
分

野
）
に
お
い
て
、
永
年
に
わ
た
り
教
鞭
を

お
と
り
い
た
だ
き
ま
し
た
平
野
顕
照
先
生

を
、
滋
賀
県
近
江
町
の
御
自
坊
に
お
訪
ね

し
、
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

―
大
学
か
ら
こ
ち
ら
（
先
生
の
御
自
坊
）

に
到
着
す
る
ま
で
二
時
間
ほ
ど
か
か
り
ま

し
た
。
昔
は
京
都
ま
で
の
通
学
・
通
勤
は

随
分
と
大
変
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
ね
。

私
は
終
戦
後
の
昭
和
二
十
二
年
に
大
学

の
予
科
に
入
っ
た
の
で
す
が
、
そ
の
頃
は

片
道
三
時
間
半
ほ
ど
か
か
っ
た
ん
で
す
よ
。

朝
五
時
半
の
汽
車
に
の
っ
て
八
時
十
分
か

ら
の
一
日
六
時
限
の
授
業
に
出
ま
し
た
。

学
生
時
代
は
自
転
車
を
持
っ
て
ま
せ
ん
で

し
た
か
ら
、
東
海
道
線
に
そ
っ
て
米
原
駅

ま
で
五
十
分
ほ
ど
歩
き
、
そ
こ
か
ら
二
時

間
半
ほ
ど
汽
車
に
の
り
ま
し
た
。
往
復
で

七
時
間
で
す
よ
。
そ
の
間
に
勉
強
し
た
も

の
で
す
。
そ
の
頃
の
蒸
気
機
関
車
に
よ
る

列
車
は
粗
末
な
も
の
で
、
車
両
の
窓
は
ガ

ラ
ス
の
代
用
に
数
枚
の
板
を
張
っ
て
あ
る

だ
け
。
ト
ン
ネ
ル
に
入
る
と
煙
が
車
内
に

充
満
し
て
、
早
朝
に
洗
っ
た
ば
か
り
の
顔

が
京
都
駅
に
着
く
こ
ろ
に
は
す
っ
か
り
黒

ず
ん
で
い
ま
し
た
ね
。

―
大
学
の
予
科
で
は
ど
の
よ
う
に
過
ご
さ

れ
ま
し
た
か
。

昭
和
二
十
二
年
の
三
月
に
筆
記
試
験
を

う
け
て
予
科
に
入
り
ま
し
た
が
、
予
科
で

は
中
国
語
ク
ラ
ス
を
選
び
ま
し
た
。
文
学

部
を
昭
和
二
十
八
年
に
卒
業
す
る
時
、
広

瀬
杲
先
生
、
高
橋
正
隆
先
生
諸
氏
と
同
級

生
で
し
た
。
僕
は
予
科
で
は
制
服
が
な
く

て
復
員
の
軍
服
で
通
学
し
た
ん
で
す
よ
。

予
科
の
三
年
間
の
う
ち
昭
和
二
十
二
年
・

二
十
三
年
に
は
、
一
週
間
ほ
ど
授
業
し
た

ら
、
そ
の
後
に
「
イ
モ
休
暇
」
と
い
う
の

が
あ
り
ま
し
た
。
寮
に
い
た
学
生
を
故
郷

に
帰
ら
せ
て
、
充
電
し
て
ま
た
や
っ
て
来

る
と
一
週
間
授
業
を
す
る
。
と
に
か
く
食

糧
不
足
で
、
寮
に
い
た
学
生
は
い
つ
も
サ

ツ
マ
イ
モ
ば
か
り
食
べ
て
ま
し
た
ね
。
当

時
、
休
暇
と
い
え
ば
「
イ
モ
休
暇
」
だ
け

で
、
夏
休
み
や
冬
休
み
、
春
休
み
は
あ
り

ま
せ
ん
で
し
た
。

―
中
国
文
学
の
研
究
を
志
さ
れ
た
動
機
に

つ
い
て
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

私
が
な
ぜ
中
国
語
に
興
味
が
あ
っ
た
か

と
い
う
と
、
母
親
が
台
湾
の
高
等
女
学
校

の
卒
業
生
な
ん
で
す
。

台
湾
の
高
等
女
学
校
の
研
究
科
を
出
て
、

日
本
に
嫁
い
で
き
て
教
師
を
し
て
い
ま
し

た
。
そ
れ
で
彼
女
は
と
き
お
り
中
国
語
で

し
ゃ
べ
っ
て
ま
し
た
。
女
性
の
中
国
語
と

い
う
の
は
、
リ
ズ
ム
や
音
声
が
き
れ
い
で

い
い
ん
で
す
よ
。
だ
か
ら
、
自
分
も
中
国

語
を
や
っ
た
ら
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
、

か
ね
て
か
ら
思
っ
て
い
た
ん
で
す
ね
。

文
学
部
で
は
支
那
学
科
―
今
で
は
中
国

文
学
分
野
で
す
が
―
に
入
り
ま
し
た
。
そ

の
時
、
支
那
学
を
希
望
し
た
学
生
が
三
名

い
ま
し
た
が
、
実
際
に
授
業
に
出
た
の
は

ず
っ
と
私
ひ
と
り
で
し
た
。
主
任
が
中
田

勇
次
郎
先
生
で
、
講
師
が
神
田
喜
一
郎
先

生
、
語
学
は
水
谷
真
成
先
生
が
担
当
し
て

お
ら
れ
ま
し
た
。
あ
と
講
師
の
田
嶋
先
生

と
梅
原
先
生
が
い
て
、
中
国
語
の
会
話
を

教
え
て
も
ら
い
ま
し
た
。

私
の
卒
業
論
文
の
テ
ー
マ
は
「
変
文
」

と
い
う
仏
教
と
関
係
深
い
中
国
の
俗
文
学

で
し
た
。
鄭
振
鐸

テ
イ
シ
ン
タ
ク

の
『
中
国
俗
文
学
史
』

を
読
ん
で
「
変
文
」
に
興
味
を
も
ち
、
文

学
部
で
は
ず
っ
と
「
変
文
」
を
研
究
し
た

ん
で
す
。
そ
の
と
き
水
谷
先
生
に
は
随
分

と
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
た
と
え
ば
、

梵
唄
と
か
仏
教
説
話
が
「
変
文
」
の
な
か

に
も
あ
る
か
ら
、
そ
う
い
う
点
か
ら
も
研

究
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と

も
先
生
か
ら
教
わ
り
ま
し
た
。
先
生
の
御

自
坊
で
あ
っ
た
智
慧
光
院
に
は
、
何
度
も

泊
ま
り
こ
ん
で
教
え
を
う
け
ま
し
た
ね
。

―
お
若
い
頃
の
研
究
の
思
い
出
や
、
研
究

テ
ー
マ
に
つ
い
て
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

研
究
科
―
今
の
大
学
院
で
す
ね
―
に
入

り
、
や
が
て
助
手
に
な
っ
た
頃
、
中
田
先

生
か
ら
「
大
谷
大
学
だ
け
で
勉
強
し
て
い

て
も
だ
め
だ
、
よ
そ
で
他
流
試
合
を
し
て

恥
を
か
い
て
来
い
」
と
言
わ
れ
、
京
都
大

学
・
人
文
科
学
研
究
所
の
共
同
研
究
会
に

参
加
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

そ
の
と
き
の
共
同
研
究
の
テ
ー
マ
は

「
古
典
の
校
注
と
研
究
」
で
、
チ
ー
フ
は
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「「
谷谷
大大
のの
学学
問問
向向
上上
をを
願願
うう
」」

平
野
顕
照
先
生
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

大
谷
大
学
と
私
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平
岡
武
夫
先
生
で
し
た
。
一
線
級
の
錚
々

た
る
教
授
方
が
席
を
つ
ら
ね
る
研
究
会
で

し
た
が
、
私
は
し
も
の
方
に
腰
か
け
て
、

議
論
を
聞
き
な
が
ら
休
憩
に
紅
茶
を
飲
む

の
が
楽
し
み
で
し
た
。
発
表
の
当
番
が
あ

た
っ
た
時
は
、
徹
夜
で
調
べ
て
い
か
な
き

ゃ
な
ら
な
い
。
た
っ
た
一
行
の
詩
を
調
べ

る
の
に
一
週
間
か
か
る
こ
と
も
あ
り
ま
し

た
。
そ
の
う
ち
「
仏
教
関
係
は
平
野
に
や

ら
せ
ろ
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
で
、

『
白
氏
文
集
』
の
仏
教
関
係
の
作
品
は
殆

ど
私
が
担
当
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

そ
の
た
め
苦
労
も
し
ま
し
た
が
、
こ
の
頃

か
ら
「
白
居
易
の
文
学
と
仏
教
」
と
い
う

テ
ー
マ
に
本
格
的
に
取
り
組
む
よ
う
に
な

り
ま
し
た
ね
。
後
に
、「
変
文
」
も
ふ
く

め
、
中
国
文
学
と
仏
教
と
い
う
テ
ー
マ
を

中
心
に
ま
と
め
た
『
唐
代
文
学
と
仏
教
の

研
究
』
と
い
う
本
を
出
版
し
ま
し
た
。
こ

の
本
の
内
容
に
か
か
わ
る
こ
と
に
つ
い
て
、

今
で
も
他
の
研
究
者
か
ら
抜
き
刷
り
を
送

っ
て
も
ら
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
大
い
に

啓
発
さ
れ
、
あ
り
が
た
い
こ
と
だ
と
思
い

ま
す
ね
。

―
現
在
は
ど
の
よ
う
な
研
究
テ
ー
マ
に
関

心
を
お
持
ち
で
す
か
。

白
居
易
の
詩
文
の
な
か
に
浄
土
経
典
の

こ
と
ば
が
か
な
り
出
て
く
る
ん
で
す
ね
。

そ
の
い
く
つ
か
を
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
て
、

い
ま
論
稿
を
ま
と
め
て
い
ま
す
。
そ
れ
か

ら
も
う
ひ
と
つ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
生
で

節
目
節
目
に
何
度
も
変
動
が
あ
り
ま
す
よ

ね
。
そ
れ
が
挫
折
で
あ
っ
た
り
、
病
気
で

あ
っ
た
り
と
、
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
。
そ

う
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
白
居
易
の
四
十

歳
の
と
き
の
人
生
が
、
彼
の
生
涯
の
な
か

で
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
の
か
、

と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
考
え
て
い
ま
す
。

何
故
か
と
い
え
ば
、「
四
十
に
し
て
惑

わ
ず
」
で
し
ょ
う
。『
論
語
』
で
い
え
ば

揺
ら
ぐ
は
ず
が
な
い
ん
で
す
。
と
こ
ろ
が

こ
れ
が
揺
ら
ぐ
ん
で
す
ね
、
四
十
歳
と
い

う
年
齢
は
。
そ
の
現
実
は
仏
教
で
い
う

「
業
」
で
す
ね
。
宿
業
の
い
た
す
と
こ
ろ

で
す
。
い
か
な
る
振
る
舞
い
を
も
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
ん
で
す
ね
。
中
国
人
は
基

本
的
に
儒
教
の
世
界
に
育
っ
て
き
た
ん
だ

け
れ
ど
も
、
や
は
り
四
十
歳
に
は
四
十
歳

な
り
の
心
理
的
揺
ら
ぎ
が
あ
り
ま
す
。
そ

の
処
理
を
い
か
に
し
て
い
る
か
、
白
居
易

の
作
品
を
と
お
し
て
注
目
し
て
い
る
ん
で

す
。

―
最
後
に
、
大
谷
大
学
に
お
け
る
中
国
文

学
研
究
の
あ
り
か
た
に
つ
い
て
考
え
て
お

ら
れ
る
こ
と
や
、
本
学
の
学
生
や
研
究
者

へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

今
は
グ
ロ
ー
バ
ル
な
時
代
で
す
か
ら
、

大
学
は
、
響
流
館
が
め
ざ
す
と
こ
ろ
の
メ

デ
ィ
ア
の
発
信
基
地
に
な
れ
る
わ
け
で
す

ね
。
発
信
基
地
で
あ
る
か
ら
に
は
ひ
と
つ

の
枠
に
凝
り
固
ま
っ
た
発
信
基
地
で
は
な

く
し
て
、
文
学
も
あ
れ
ば
仏
教
も
あ
る
、

哲
学
も
あ
れ
ば
芸
術
も
あ
る
と
い
う
よ
う

に
多
角
的
な
視
点
を
も
っ
た
場
所
で
あ
る

の
が
望
ま
し
い
で
し
ょ
う
ね
。
中
国
文
学

で
は
思
想
と
語
学
の
両
方
を
学
ば
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
文
学
に
は
「
美
」

と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
、
美
意
識
で
す

ね
。
ま
た
感
性
、
そ
う
い
っ
た
も
の
を
織

り
交
ぜ
て
、
仏
教
と
融
和
さ
せ
て
発
信
し

て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
に
し

て
、
大
谷
大
学
の
存
在
が
学
界
に
一
層
貢

献
を
果
た
す
よ
う
に
頑
張
っ
て
い
た
だ
き

た
い
と
願
っ
て
い
ま
す
。

5

ばん　としこ
1977年卒業
（文学部文学科）

大
学
時
代
は
勿
論
の
こ
と
、
卒
業
後
も
伝
説

や
歴
史
の
考
究
を
す
る
中
で
、
特
に
拙
著
『
龍

宮
に
い
ち
ば
ん
近
い
丹
後
』
を
出
版
し
た
時
は
、

先
生
の
自
宅
ま
で
原
稿
を
も
ち
押
し
か
け
ご
教

示
い
た
だ
い
た
記
憶
が
あ
り
ま
す
。
丁
寧
な
ア

ド
バ
イ
ス
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
の
後
も
、

『
古
代
丹
後
王
国
は
、
あ
っ
た
』
等
出
版
し
、

今
も
続
け
て
い
ま
す
が
、
先
生
に
中
国
文
学
を

学
ん
だ
こ
と
が
大
き
な
基
盤
に
な
っ
て
い
ま
す
。

先
生
の
講
義
ノ
ー
ト
を
み
か
え
し
、「
文
学

に
は
命
が
あ
る
。
不
朽
の
盛
事
で
あ
る
。」
と

記
し
て
い
た
の
を
見
つ
け
ま
し
た
。

現
在
も
、
文
学
だ
、
歴
史
だ
、
浪
漫
だ
、
と

言
い
な
が
ら
暮
ら
せ
る
幸
せ
は
、
先
生
か
ら

「
学
ぶ
こ
と
」
の
尊
さ
と
楽
し
さ
と
、
そ
れ
は

や
が
て
社
会
に
還
元
で
き
る
こ
と
で
あ
る
こ
と

を
教
え
て
い
た
だ
い
た
か
ら
だ
と
感
謝
し
て
い

ま
す
。

「
学
ぶ
こ
と
」
の
尊
さ
を

伴
　
と
し
子

平野顕照先生へのコメント

〔
略
　
歴
〕

一
九
二
八
年
　
滋
賀
県
に
生
ま
れ
る

一
九
五
三
年
　
大
谷
大
学
文
学
部
卒
業

一
九
五
五
年
　
大
谷
大
学
研
究
科
修
了

同
　
　
　
　
　
大
谷
大
学
助
手

一
九
五
六
年
　
大
谷
大
学
専
任
講
師

一
九
六
三
年
　
大
谷
大
学
助
教
授

一
九
七
三
年
　
大
谷
大
学
教
授

一
九
八
六
年
　
文
学
博
士

一
九
九
四
年
　
大
谷
大
学
退
職

現
在
　
　
　
　
大
谷
大
学
名
誉
教
授

〔
論
文
〕

「
杜
甫
と
『
観
無
量
寿
経
』」

「
佛
・
道
二
教
に
み
る
父
母
恩
重
経
」

「
中
国
文
学
に
み
る
西
方
観
」

「
中
国
古
写
経
攻
究
二
題
」

「
中
国
古
典
文
学
と
白
蓮
華
」

他
著
書
・
論
文
多
数



去
る
五
月
十
六
日
（
月
）
午
後
一
時
三

十
分
よ
り
、
本
学
博
綜
館
第
一
会
議
室
に

お
い
て
、
本
年
度
総
会
が
開
催
さ
れ
ま
し

た
。議

長
に
山
梨
支
部
長
の
栗
原
宣
如
氏
を

選
出
し
、
各
議
案
に
つ
い
て
活
発
な
審
議

を
い
た
だ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
承
認
を
得
ま
し

た
。

一
、
二
〇
〇
四
年
度
事
業
報
告
及
び
決
算

報
告
（
下
記
「
収
支
決
算
書
」
参
照
）

一
、
役
員
の
選
出
に
つ
い
て

▼
任
期
満
了
に
伴
う
会
長
･
副
会
長
･
理

事
長
・
常
務
理
事
・
理
事
及
び
監
事
の

改
選
を
会
則
第
十
条
に
よ
り
行
い
、
次

の
と
お
り
決
定
し
ま
し
た
。

な
お
、
全
て
の
役
員
の
任
期
は
、
会

則
第
十
三
条
に
よ
り
二
年
と
な
り
ま
す
。

ま
た
、
今
回
の
役
員
改
選
に
よ
り
永

年
に
わ
た
り
本
部
役
員
を
お
務
め
く
だ

さ
り
、
同
窓
会
発
展
の
た
め
に
多
大
な

る
ご
尽
力
を
賜
り
ま
し
た
佐
々
木
教
悟

会
長
（
大
谷
大
学
名
誉
教
授
）、
冨
永

伸
副
会
長
、
伊
知
地
巍
照
常
務
理
事
、

河
原
喜
久
男
監
事
、
北
原
了
義
監
事
が

退
任
さ
れ
ま
し
た
。

会
長

藤
島
　
建
樹

副
会
長

寺
林
　
　
惇

理
事
長

若
槻
　
俊
秀

常
務
理
事

等
岳
　
兼
昭
・
二
階
堂
行
邦

安
田
　
龍
誓

理
事

石
川
　
正
生
・
井
関
　
　
浄

加
藤
　
隆
昭
・
沙
加
戸
　
明

柴
田
　
達
也
・
竹
園
　
　
閔

中
村
　
高
澄
・
本
田
　
昭
英

吉
田
　
法
純

常
務
理
事
（
学
内
）

宮
下
　
晴
輝
・
藤
坂
　
初
裕

石
橋
　
義
秀
・
小
谷
信
千
代

佐
々
木
令
信
・
一
楽
　
　
真

織
田
　
顕
祐

監
事

稲
垣
　
俊
一
・
朽
木
　
明
暁

一
、
今
後
の
同
窓
会
活
動
に
つ
い
て

「
同
窓
会
活
動
企
画
推
進
委
員
会
に

関
す
る
件
」
に
つ
き
ま
し
て
は
、
企
画

推
進
委
員
会
の
一
楽
真
常
務
理
事
（
第

一
部
会
学
内
担
当
）
か
ら
部
会
の
活
動

報
告
が
な
れ
た
後
、「
第
十
回
ホ
ー
ム

カ
ミ
ン
グ
デ
ー
開
催
要
項
（
案
）
」
、

「
同
窓
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
改
編
に
つ

い
て
の
方
向
性
」
が
提
案
さ
れ
、
承
認

さ
れ
ま
し
た
。

引
き
続
い
て
、
二
階
堂
行
邦
常
務
理

事
（
第
二
部
会
長
）
か
ら
部
会
の
活
動

報
告
が
な
さ
れ
た
後
、「
同
窓
会
う
ど

ん
用
特
製
麺
鉢
の
製
作
」、「
同
窓
会
学

生
支
援
表
彰
制
度
の
設
置
」
が
提
案
さ

れ
、
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

一
、
二
〇
〇
五
年
度
事
業
計
画
及
び
収
支

予
算
（
左
記
「
収
支
予
算
書
」
参
照
）
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本
　
部
　
報
　
告

本
　
部
　
報
　
告
�

本
　
部
　
報
　
告

本
　
部
　
報
　
告
�

本
　
部
　
報
　
告
�

15,905,000�
3,800,000�
5,605,000�
800,000�
500,000�
5,200,000�
6,522,000�
5,420,000�
1,102,000�
7,022,000�
120,000�
340,000�
6,562,000�
8,208,000�
1,820,000�
3,450,000�
550,000�
3,050,000�
1,001,000�
2,000,000�
1,000,000�
884,000

科　　目� 予算額�

合　　 計� 51,412,000

1．事　業　費�
本部事業費�
支部事業助成費�
同期会･OB会等開催助成費�
学生会助成費�
新入会員歓迎費�

2．刊　行　費�
無盡燈刊行費�
印刷製本費�

3．事　務　費�
本部事務局費�
手　　当�
通　信　費�

4．旅　　　費�
5．会　議　費�
6．委　託　費�
7．雑　　　費�
8．同窓会基金への繰入支出�
9．出版事業積立金への繰入支出�
10．同窓会活性化準備金�
11．予　備　費�
12．次年度繰越金�

【支出の部】� （単位：円）�

9,206,691�
36,300,000�
2,850,000�
33,450,000�
5,575,000�
100,000�
230,309

科　　目� 予算額�

合　　 計� 51,412,000

1．前年度繰越金　�
2．会　　　　　費�

会費（1）�
会費（2）�

3．入　　会　　金�
4．出版物等売上金�
5．雑　　収　　入�

【収入の部】� （単位：円）�

8,743,829�
40,374,000�
1,914,000�
38,460,000�
6,405,000�
99,400�
163,468

科　　目� 決算額�

合　　 計� 55,785,697

1．前年度繰越金　�
2．会　　　　　費�

会費（1）�
会費（2）�

3．入　　会　　金�
4．出版物等売上金�
5．雑　　収　　入�

【収入の部】� （単位：円）�

12,375,946�
1,346,691�
5,083,980�
560,000�
500,000�
4,885,275�
5,319,636�
4,331,796�
987,840�
6,151,808�
109,366�
290,000�
5,752,442�
7,872,520�
1,567,273�
2,542,050�
424,590�
8,044,796�
1,000,487�
1,279,900�

0�
9,206,691

科　　目� 決算額�

合　　 計� 55,785,697

1．事　業　費�
本部事業費�
支部事業助成費�
同期会･ＯＢ会等開催助成費�
学生会助成費�
新入会員歓迎費�

2．刊　行　費�
無盡燈刊行費�
印刷製本費�

3．事　務　費�
本部事務局費�
手　　当�
通　信　費�

4．旅　　　費�
5．会　議　費�
6．委　託　費�
7．雑　　　費�
8．同窓会基金への繰入支出�
9．出版事業積立金への繰入支出�
10．同窓会活性化準備金�
11．予　備　費�
12．次年度繰越金�

【支出の部】� （単位：円）�

2005年度�
大谷大学同窓会本部収支予算書�

2004年度�
大谷大学同窓会本部収支決算書�

二
〇
〇
五
年
度
同
窓
会
総
会
開
催
（
報
告
）
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同
窓
会
で
は
、
例
年
学
園
祭
「
紫
明
祭
」

開
催
期
間
中
の
土
曜
日
に
「
ホ
ー
ム
カ
ミ

ン
グ
デ
ー
」
を
開
催
し
て
お
り
ま
す
。

「
恩
師
・
旧
友
と
の
再
会
」「
学
園
祭
バ

ザ
ー
参
加
」
の
ほ
か
、
新
た
な
催
し
と
し

て
「
出
会
い
で
ビ
ン
ゴ
」
等
を
企
画
す
る

な
ど
次
の
と
お
り
開
催
し
ま
す
。

ま
た
、「
ホ
ー
ム
カ
ミ
ン
グ
デ
ー
」
を

ゼ
ミ
・
ク
ラ
ス
同
期
会
、
学
寮
・
ク
ラ
ブ

等
の
同
窓
会
の
集
合
場
所
と
し
て
位
置
付

け
て
い
た
だ
き
、
こ
の
機
会
に
ゼ
ミ
・
ク

ラ
ス
同
期
会
等
を
開
催
さ
れ
て
は
い
か
が

で
し
ょ
う
か
。
お
仲
間
を
お
誘
い
合
わ
せ

の
う
え
、
母
校
大
谷
大
学
に
お
越
し
く
だ

さ
い
。

詳
細
は
本
会
報
に
同
封
し
て
お
り
ま
す

案
内
状
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

【
二
〇
〇
五
年
十
一
月
十
二
日
（
土
）】

﹇
第
Ⅰ
部
﹈
谷
大
で
会
お
う
〈
会
費
無
料
〉

・
十
三
時

博
綜
館
屋
上
で
記
念
撮
影

・
十
三
時
〜
十
五
時

恩
師
・
旧
友
と
の
再
会

学
園
祭
バ
ザ
ー
参
加

・
十
五
時
〜
十
六
時

出
会
い
で
ビ
ン
ゴ

・
十
三
時
〜
十
六
時

プ
レ
イ
ル
ー
ム

（
簡
単
な
遊
具
・
ビ
デ
オ
セ
ッ
ト
を
設
置
）

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
閲
覧
コ
ー
ナ
ー

・
十
三
時
三
十
分
〜
十
六
時

響
流
館
自
由
見
学

（
ネ
ー
ム
プ
レ
ー
ト
で
入
館
可
）

＊
博
物
館
冬
季
企
画
展
「
京
都
に
学
ぶ
」
開
催
中

﹇
第
Ⅱ
部
﹈
懇
親
会
〈
会
費
五
千
円
〉

▼
京
都
ロ
イ
ヤ
ル
ホ
テ
ル
＆
ス
パ

・
十
七
時
三
十
分
〜
十
九
時

立
食
パ
ー
テ
ィ
ー

支
部
名
称
変
更

旧
〈
芦
別
支
部
〉

↓

新
〈
北
の
国
支
部
〉

〈
北
の
国
支
部
長
〉

藤
　
井
　
亮
　
一

（
前
支
部
長
　
黒
川
　
俊
樹
）

〈
能
登
支
部
長
〉

篠
　
岡
　
誓
　
弘

（
前
支
部
長
　
亀
渕
　
了
映
）

〈
尾
張
学
友
会
支
部
長
〉

成
　
瀬
　
賢
　
也

（
前
支
部
長
　
冨
永
　
　
伸
）

〈
郡
上
支
部
長
〉

和
　
田
　
正
　
之

（
前
支
部
長
　
可
児
　
賢
了
）

〈
湖
東
支
部
長
〉

斉
　
藤
　
沢
　
巳

（
前
支
部
長
　
山
本
　
清
麿
）

〈
郡
上
支
部
事
務
局
〉

玉
　
腰
　
秀
　
樹

（
前
事
務
局
　
石
神
　
　
明
）

＊
前
号
の
「
支
部
長
・
事
務
局
の
交
代
・
ご

紹
介
」
欄
で
〈
上
越
支
部
〉
事
務
局
は
〈
三

条
支
部
〉
事
務
局
の
誤
り
で
し
た
。
こ
こ
に

お
詫
び
申
し
あ
げ
、
訂
正
い
た
し
ま
す
。

〈
三
条
支
部
事
務
局
〉

源
　
　
了
　
惠

（
前
事
務
局
　
宮
戸
　
弘
）

7

同
窓
会
報
『
無
盡
燈
』
お
よ
び

同
窓
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
つ
い
て

ご
意
見
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

同
窓
会
員
の
皆
さ
ん
に
、
同
窓
会
報

『
無
盡
燈
』
お
よ
び
同
窓
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

「
無
盡
燈
」
に
関
す
る
ご
意
見
・
ご
感
想
を

お
寄
せ
い
た
だ
く
た
め
の
ハ
ガ
キ
を
同
封

し
て
お
り
ま
す
。

ま
た
、
ご
夫
婦
、
親
子
な
ど
複
数
の
同

窓
会
員
の
方
が
同
居
し
て
お
ら
れ
、
複
数

の
会
報
の
送
付
が
必
要
で
な
い
方
は
、
お

知
ら
せ
く
だ
さ
い
。

今
後
の
同
窓
会
報
お
よ
び
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
よ
り
よ
い
も
の
に
す
る
た
め
に
、
ぜ

ひ
ご
意
見
・
ご
感
想
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

同窓会ホームページの
リニューアルについて

同窓会では、同窓会ホームページ「無
盡燈」を公開していますが、7月1日に
リニューアルしました。
これまで、同窓会からの行事案内や報
告、無盡燈ギャラリー、リンク集などを
掲載しておりましたが、新たに「各種証
明書・施設利用の申し込み方法のペー
ジ」や同窓の皆さんには懐かしい「大学
歌・寮歌を聞くページ」を掲載しました。
今後も毎月1日に内容を更新しますの
で、ぜひ一度、同窓会ホームページ「無
盡燈」にアクセスしてください。
ホームページアドレス
http://www.mujinto-otani.org/

第
十
回
　
同
窓
会
ホ
ー
ム
カ
ミ
ン
グ
デ
ー
案
内

支
部
名
称
の
変
更
、

支
部
長
・
事
務
局
交
代
の
ご
紹
介

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
　
よ
ろ
し
く
お
ね
が
い
い
た
し
ま
す
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大
谷
大
学
名
誉
教
授
称
号
授
与
規
程
に

基
づ
き
、
本
学
の
教
育
上
ま
た
学
術
上
、

特
に
功
績
の
あ
っ
た
先
生
に
お
く
ら
れ
る

名
誉
教
授
の
称
号
が
、
神
戸
和
麿
（
真
宗

学
）、
ノ
ー
マ
ン

Ａ
・
ワ
デ
ル
（
英
米
文

化
・
日
本
仏
教
文
化
）
の
両
先
生
に
お
く

ら
れ
ま
し
た
。
授
与
式
は
ワ
デ
ル
先
生
が

四
月
一
日
、
神
戸
先
生
が
四
月
十
五
日
に

学
長
室
に
お
い
て
行
わ
れ
ま
し
た
。

神
戸
和
麿
先
生
、
ノ
ー
マ
ン

Ａ
・
ワ
デ
ル

先
生
に
名
誉
教
授
の
称
号
お
く
ら
れ
る

二
〇
〇
五
年
三
月
、
本
学
の
井
上
摩
紀

専
任
講
師
が
、
奈
良
女
子
大
学
か
ら
、
学

位
論
文
「
身
体
表
現
を
用
い
た
性
役
割
観

の
研
究
」
に
よ
り
、
博
士
（
学
術
）
の
学

位
を
、
ま
た
、
天
野
勝
重
専
任
講
師
が
、

神
戸
大
学
か
ら
、
学
位
論
文
「
明
治
中
期

文
学
の
研
究
―
斎
藤
緑
雨
を
中
心
に
―
」

に
よ
り
、
博
士
（
文
学
）
の
学
位
を
取
得

さ
れ
ま
し
た
。

井
上
摩
紀
専
任
講
師
、
天
野
勝
重
専

任
講
師
が
、
博
士
の
学
位
を
取
得

9

母校の動き（2005年4月～2005年8月）�
04／01（金）【学年始・宗祖誕生日】
04／04（月）【入学式】
04／05（火）～23（土）
00／00（○）【博物館春季企画展】

｢大谷大学のあゆみ－大学の前身・学寮の時代－｣
04／09（土）【若葉祭】
04／25（月）【宗祖御命日勤行・講話】

「菩薩行について　ギャルセー・トクメー・サ
ンポの教え・日本の歎異抄に相当するもの」

白館戒雲　本学教授
05／16（月）【同窓会総会】
05／24（火）【大谷学会春季公開講演会】

「仏陀最晩年の老病死観」
吉元信行　本学教授

「イラク戦争の大義とアメリカの宗教」
森　孝一　同志社大学神学部教授

05／24（火）～08／02（火）
00／00（○）【博物館夏季企画展】

「仏教の歴史とアジアの文化Ⅲ」
05／25（水）【「人権問題を共に考えよう」全学学習会】

「部落差別の現在」
安田茂樹　部落解放同盟京都府連

05／27（金）【宗祖御命日勤行・講話】
「英語教師の経験から」 鈴木繁一　本学教授

06／01（水）【宗祖誕生会】
「親鸞と中世民衆」 平　雅行　大阪大学教授

06／08（水）【課外教育行事―異文化との出会い―】
「天平楽府コンサート」

06／18（土）【教育後援会静岡地区父母兄姉懇談会】
06／25（土）【オープンキャンパス】
06／28（火）【宗祖御命日勤行・講話】

「形而上学の行方－ベルクソン哲学の場合－」
鈴木幹雄　本学教授

06／30（木）～08／02（火）
00／00（○）【博物館特別出品】「銀象嵌鍔付き直刀」
07／08（金）【教育後援会九州地区父母兄姉懇親会（大分会場）】
07／09（土）【教育後援会九州地区父母兄姉懇親会（福岡会場）】
00／00（○）【同窓会九州地区支部長会】
07／16（土）～30（土）【安居開講】
07／19（火）～21（木）【暁天講座】
00／19（火）「『御絵伝』絵解略史」 沙加戸　弘　本学教授
00／20（水）「時を超えたものに触れるとは！－一如無為の

恵み－」 本多弘之　親鸞仏教センター所長
00／21（木）「京都の親鸞聖人、その後」

名畑　崇　本学名誉教授
07／28（木）【宗祖御命日勤行】
07／31（日）【オープンキャンパス】
08／01（月）・02（火）【オープンキャンパスin Kyoto】
08／01（月）～09／17（土）【夏期休暇】

ノーマンＡ・ワデル名誉教授 神戸和麿名誉教授

天野勝重専任講師 井上摩紀専任講師



本
学
で
は
、
博
士
後
期
課
程
修
了
者

（
既
修
了
者
含
む
）
三
名
に
、
博
士
（
文

学
）
の
学
位
を
授
与
し
ま
し
た
。
学
位
取

得
者
は
、
岡
本
隆
明
（
仏
教
文
化
）、
川

端
泰
幸
（
仏
教
文
化
）、
加
藤
基
樹
（
仏

教
文
化
）
の
各
氏
で
す
。

館
長
な
ど
の
交
代

﹇
博
物
館
長
﹈

礪
波
　
　
護（

前
博
物
館
長
　
木
場
　
明
志
）

﹇
真
宗
総
合
研
究
所
長
﹈

沙
加
戸
　
弘

（
兼
真
宗
総
合
学
術
セ
ン
タ
ー
長
）

（
前
真
宗
総
合
研
究
所
長
　
兵
藤
　
一
夫
）

﹇
学
寮
長
﹈

織
田
　
顕
祐（

前
学
寮
長
　
一
色
　
順
心
）

二
〇
〇
五
年
四
月
一
日
付
（
各
通
）

退
職
・
解
任

＊
定
年
退
職

﹇
教
育
職
員
﹈

神
戸
　
和
麿
（
教
授
・
文
学
部
）

皇
　
　
紀
夫
（
教
授
・
文
学
部
）

ノ
ー
マ
ン

Ａ
・
ワ
デ
ル
（
教
授
・
文
学
部
）

塚
田
　
秀
雄（
特
別
任
用
教
授
・
文
学
部
）

間
庭
　
充
幸（
特
別
任
用
教
授
・
文
学
部
）

人
事

課
程
博
士
の
学
位
を
授
与

＊
契
約
期
間
満
了
に
よ
る
退
職

﹇
任
期
制
助
手
﹈

安
藤
　
　
弥
・
片
岡
　
宜
行
・
仁
木
　
夏
実

藤
谷
　
昌
紀
・
本
明
　
義
樹
・
森
　
　
芳
周

﹇
事
務
系
嘱
託
﹈

奥
田
　
紀
子
（
総
務
部
）

谷
脇
美
知
代
（
教
育
研
究
支
援
部
）

辻
本
　
　
香
（
教
務
部
）

戸
出
　
真
美
（
教
育
研
究
支
援
部
）

西
川
　
裕
子
（
教
育
研
究
支
援
部
）

西
中
　
久
恵
（
入
学
セ
ン
タ
ー
）

藤
田
　
奈
美
（
入
学
セ
ン
タ
ー
）

古
庄
　
　
緑
（
教
育
研
究
支
援
部
）

山
田
　
哲
也
（
教
育
研
究
支
援
部
）

山
藤
美
恵
子
（
教
育
研
究
支
援
部
）

﹇
寮
監
﹈

藤
間
　
哲
祐
（
貫
練
学
寮
）

二
〇
〇
五
年
三
月
三
十
一
日
付
（
各
通
）

＊
依
願
退
職

﹇
教
育
職
員
﹈

米
本
　
義
孝
（
教
授
・
文
学
部
）

中
嶌
　
容
子
（
助
手
・
短
期
大
学
部
）

﹇
寮
監
﹈

照
光
河
難
子
（
自
灯
学
寮
）

二
〇
〇
五
年
三
月
三
十
一
日
付
（
各
通
）

新
規
採
用
・
任
命

﹇
教
育
職
員
﹈

皇
　
　
紀
夫（
特
別
任
用
教
授
・
文
学
部
）

朴
　
一
　
功
（
教
授
・
文
学
部
）

阿
部
　
利
洋
（
専
任
講
師
・
文
学
部
）

喜
多
恵
美
子
（
専
任
講
師
・
文
学
部
）

志
藤
　
修
史
（
専
任
講
師
・
文
学
部
）

藤
枝
　
　
真
（
専
任
講
師
・
文
学
部
）

古
川
　
哲
史
（
専
任
講
師
・
文
学
部
）

箕
浦
　
暁
雄
（
専
任
講
師
・
文
学
部
）

山
内
　
清
郎
（
専
任
講
師
・
短
期
大
学
部
）

新
美
　
秀
和
（
任
期
制
講
師
・
文
学
部
）

﹇
任
期
制
助
手
﹈

川
端
　
泰
幸
・
廣
川
　
智
貴
・
藤
田
　
直
子

藤
元
　
雅
文
・
本
井
　
牧
子
・
義
盛
　
幸
規

若
見
　
理
江

﹇
事
務
系
嘱
託
﹈

大
橋
　
美
香
（
総
務
部
）

草
野
　
世
理
（
教
育
研
究
支
援
部
）

笹
島
き
く
代
（
教
育
研
究
支
援
部
）

佐
竹
　
由
妃
（
教
務
部
）

段
　
　
敦
子
（
教
育
研
究
支
援
部
）

長
野
　
美
穂
（
企
画
室
）

本
多
　
由
佳
（
入
学
セ
ン
タ
ー
）

前
田
　
千
尋
（
教
育
研
究
支
援
部
）

松
宮
佐
和
子
（
教
育
研
究
支
援
部
）

山
崎
さ
つ
き
（
教
育
研
究
支
援
部
）

﹇
寮
監
﹈

青
木
　
　
玲
（
貫
練
学
寮
）

一
澤
　
美
帆
（
自
灯
学
寮
）

二
〇
〇
五
年
四
月
一
日
付
（
各
通
）

昇
　
格

﹇
教
授
﹈

デ
ィ
デ
ィ
エ
　
ヴ
ェ
ス
テ
ル
（
文
学
部
）

禿
　
　
憲
仁
（
文
学
部
）

桂
華
　
淳
祥
（
文
学
部
）

中
森
　
一
郎
（
短
期
大
学
部
）

﹇
助
教
授
﹈

芦
津
か
お
り
（
文
学
部
）

水
島
　
見
一
（
文
学
部
）

吉
田
　
孝
夫
（
文
学
部
）

二
〇
〇
五
年
四
月
一
日
付
（
各
通
）

六
月
一
日
（
水
）
午
前
十
時
か
ら
、
講

堂
に
お
い
て
、
宗
祖
親
鸞
聖
人
御
誕
生
会

が
厳
修
さ
れ
ま
し
た
。
真
宗
大
谷
派
で
は
、

四
月
一
日
に
行
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
大
学

で
は
春
休
み
中
を
避
け
、
毎
年
六
月
一
日

に
行
っ
て
い
ま
す
。

今
年
度
は
、
勤
行
に
引
き
続
き
、
大
阪

大
学
教
授

平
雅
行
氏
よ
り
「
親
鸞
と
中

世
民
衆
」
と
題
し
て
記
念
講
演
を
い
た
だ

き
ま
し
た
。
先
生
は
日
本
中
世
史
が
ご
専

門
で
あ
り
、
そ
の
お
立
場
か
ら
親
鸞
が
生

き
て
い
た
中
世
は
ど
の
よ
う
な
時
代
で
あ

っ
た
の
か
、
ま
た
親
鸞
は
民
衆
と
ど
の
よ

う
に
関
わ
っ
て
い
た
の
か
を
お
話
く
だ
さ

い
ま
し
た
。
中
世
は
「
宗
教
の
時
代
」
と

も
言
わ
れ
ま
す
が
、
宗
教
は
当
時
の
社

会
・
国
家
と
密
接
に
関
わ
っ
て
、
民
衆
の

身
分
制
を
正
当
化
し
、
民
衆
を
支
配
す
る

シ
ス
テ
ム
と
し
て
機
能
し
て
い
ま
し
た
。

宗
祖
誕
生
会
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そ
れ
は
民
衆
の
救
済
と
い
う
宗
教
本
来
の

姿
か
ら
遊
離
し
た
状
況
と
い
え
ま
す
が
、

そ
の
よ
う
な
時
代
に
生
ま
れ
た
親
鸞
は
、

ど
こ
ま
で
も
民
衆
の
苦
悩
に
寄
り
添
い
な

が
ら
生
き
た
仏
者
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か

に
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
特
に
『
歎
異

抄
』
第
四
条
の
内
容
に
注
目
さ
れ
、
そ
こ

に
見
ら
れ
る
慈
悲
の
思
想
は
、
当
時
の
飢

饉
に
あ
え
ぐ
民
衆
の
苦
悩
が
背
景
に
あ
り
、

そ
の
中
で
民
衆
と
と
も
に
苦
し
み
悩
む
体

験
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
と
お
話
く

だ
さ
い
ま
し
た
。

五
月
二
十
四
日
（
火
）
午
後
一
時
よ
り
、

講
堂
に
お
い
て
、
大
谷
学
会
春
季
公
開
講

演
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
毎
年
、
学
内

と
学
外
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
名
の
先
生
に
講

演
を
し
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
今
年
度

の
講
師
・
講
題
は
次
の
と
お
り
で
し
た
。

大
谷
大
学
教
授
　
吉
元
信
行
氏

「
仏
陀
最
晩
年
の
老
病
死
観
」

同
志
社
大
学
神
学
部
教
授
　
森
孝
一
氏

「
イ
ラ
ク
戦
争
の
大
義
と
ア
メ
リ
カ
の

宗
教
」

仏
教
学
を
専
攻
さ
れ
て
い
る
吉
元
先
生

は
、
仏
陀
最
後
の
旅
路
の
様
子
を
克
明
に

伝
え
て
い
る
『
大
パ
リ
ニ
ッ
バ
ー
ナ
経
』

を
取
り
上
げ
、
こ
の
経
典
を
引
用
し
な
が

ら
、
仏
陀
が
自
ら
の
老
病
死
に
如
何
に
立

ち
向
か
わ
れ
た
か
を
、
映
像
を
使
っ
て
わ

か
り
や
す
く
、
お
話
を
し
て
く
だ
さ
い
ま

大
谷
学
会
春
季
公
開
講
演
会
開
催

し
た
。

ま
た
、
ア
メ
リ
カ
宗
教
史
を
専
攻
さ
れ

て
い
る
森
先
生
に
は
、「
九
・
一
一
」
以

後
の
「
宗
教
国
家
」
ア
メ
リ
カ
の
現
状
に

つ
い
て
、
ま
た
「
対
テ
ロ
戦
争
」
と
い
う

イ
ラ
ク
戦
争
の
大
義
と
ア
メ
リ
カ
が
目
指

す
も
の
を
ブ
ッ
シ
ュ
大
統
領
の
演
説
を
資

料
に
し
て
、
詳
し
く
分
析
・
解
説
を
し
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。

学
外
か
ら
の
参
加
者
も
多
く
盛
会
裏
に

終
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

五
月
五
日
（
木
）
か
ら
四
日
間
、
マ
ー

ル
ブ
ル
ク
大
学
に
お
い
て
「
内
的
平
和
と

ド
イ
ツ
　
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
大
学
学
術

交
流
会
に
参
加

暴
力
の
克
服：

試
練
に
立
つ
諸
宗
教
の
伝

統
」
と
い
う
テ
ー
マ
の
も
と
第
五
回
国
際

ル
ド
ル
フ
・
オ
ッ
ト
ー
・
シ
ン
ポ
ジ
オ
ン

が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
本
学
か
ら
五
名
の

教
員
が
参
加
し
、
キ
リ
ス
ト
教
を
は
じ
め

と
す
る
諸
宗
教
の
研
究
者
と
学
術
交
流
を

行
い
ま
し
た
。

近
年
、
本
学
と
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
大
学
と

は
、
浄
土
真
宗
と
福
音
主
義
キ
リ
ス
ト
教

の
対
話
と
い
う
形
で
共
同
研
究
を
続
け
て

き
ま
し
た
が
、
今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
オ
ン
で

は
、
イ
ス
ラ
ム
教
・
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
・
ユ

ダ
ヤ
教
の
代
表
も
交
え
て
、
宗
教
に
根
ざ

す
暴
力
や
戦
争
は
ど
う
し
た
ら
克
服
で
き

る
か
と
い
う
現
代
世
界
が
直
面
す
る
切
実

な
問
題
が
論
じ
ら
れ
ま
し
た
。

「
暴
力
を
越
え
て
宗
教
が
共
存
し
て
い

く
た
め
に
は
何
よ
り
も
対
話
と
寛
容
の
精

神
が
必
須
で
あ
る
」
と
い
う
基
調
の
発
表

が
多
い
な
か
で
、
門
脇
健
教
授
と
木
越
康

助
教
授
に
よ
る
発
表
は
、
自
ら
の
悪
を
自

覚
す
る
と
こ
ろ
か
ら
こ
そ
他
者
を
認
め
共

に
生
き
る
世
界
が
開
か
れ
て
い
く
と
い
う

真
宗
の
視
点
を
提
示
し
、
聴
衆
の
関
心
を

集
め
ま
し
た
。
最
終
日
の
五
月
八
日
が
敗

戦
六
〇
周
年
記
念
日
に
あ
た
っ
た
こ
と
も

あ
り
、
ド
イ
ツ
宗
教
者
の
真
摯
な
思
い
が

伝
わ
る
学
会
で
し
た
。

去
る
六
月
八
日
（
水
）、
本
学
講
堂
に

て
劉
宏
軍

リ
ュ
ウ
ホ
ン
ジ
ュ
ン

氏
の
率
い
る
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
、

「
天
平

て
ん
ぴ
ょ
う

楽が

府ふ

」
の
室
内
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
コ

ン
サ
ー
ト
が
、
α
―

ｓ
ｔ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
エ

フ
エ
ム
京
都
（
Ｆ
Ｍ
８
９
・
４
）
の
後
援

に
よ
り
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

奈
良
の
正
倉
院
に
一
二
〇
〇
年
も
の
昔

か
ら
伝
わ
る
古
楽
器
、
五
弦
琵
琶
や
四
弦

琵
琶
、
笙

し
ょ
う

や
箜
篌

く

ご

な
ど
に
よ
る
天
平
の
音

色
が
み
ご
と
に
現
代
へ
と
蘇
っ
た
の
で
す
。

音
楽
監
督
で
も
あ
り
演
奏
家
で
も
あ
る
劉

氏
は
、
一
九
八
〇
年
の
来
日
以
来
、
ア
ジ

ア
民
族
音
楽
の
研
究
、
演
奏
、
作
曲
活
動

を
は
じ
め
、
特
に
正
倉
院
が
所
蔵
す
る
古

楽
器
に
惹
か
れ
、
積
極
的
に
そ
れ
ら
の
楽

器
の
複
製
製
作
を
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

公
演
当
日
は
、
本
学
学
生
や
一
般
来
聴

の
方
々
な
ど
で
会
場
の
席
は
ほ
ぼ
埋
め
尽

く
さ
れ
、
大
盛
況
の
う
ち
に
、
公
演
は
終

了
し
ま
し
た
。
天
平
時
代
の
音
色
と
い
う

と
、
ゆ
っ
た
り
と
し
た
調
べ
を
思
い
が
ち

で
す
が
、
同
時
代
の
美
術
か
ら
も
窺
え
る

よ
う
な
躍
動
感
あ
ふ
れ
る
音
楽
も
演
奏
さ

課
外
教
育
行
事
ー
異
文
化
と
の
出
会

い
ー
よ
み
が
え
っ
た
シ
ル
ク
ロ
ー
ド

の
音
色
「
天
平
楽
府

て
ん
ぴ
ょ
う
が
ふ

」
コ
ン
サ
ー
ト

開
催
！
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れ
、
来
聴
者
の
方
々
も
驚
き
と
喜
び
い
っ

ぱ
い
で
聴
き
入
っ
て
い
ま
し
た
。

公
演
後
も
「
貴
重
な
音
楽
を
聴
く
こ
と

が
で
き
た
」「
機
会
が
あ
れ
ば
、
ぜ
ひ
も

う
一
度
聴
い
て
み
た
い
」
と
い
っ
た
感
想

を
多
く
い
た
だ
き
ま
し
た
。

本
学
文
学
部
国
際
文
化
学
科
卒
業
生
の

津
村
記
久
子
（
本
名：

津
村
紀
久
子
）
さ

ん
が
「
第
二
十
一
回
太
宰
治
賞
」（
筑
摩

書
房
・
三
鷹
市
共
催
）
を
受
賞
さ
れ
ま
し

た
。
太
宰
治
賞
は
、
一
九
六
四
年
に
筑
摩

書
房
が
創
設
し
た
小
説
の
新
人
賞
で
、
こ

の
賞
か
ら
金
井
美
恵
子
、
吉
村
昭
、
加
賀

乙
彦
、
宮
尾
登
美
子
、
宮
本
輝
な
ど
多
く

の
作
家
が
生
ま
れ
て
い
ま
す
。
本
年
は
五

月
十
日
に
九
二
七
篇
の
応
募
作
品
の
中
か

ら
、
津
村
さ
ん
の
『
マ
ン
イ
ー
タ
ー
』
と

川
本
晶
子
さ
ん
の
『
刺
繍
』
が
選
ば
れ
、

初
の
ダ
ブ
ル
受
賞
と
な
り
ま
し
た
。

本
学
卒
業
生
、
第
二
十
一
回
太
宰
治

賞
受
賞

本
学
で
は
、
第
十
九
回
に
文
学
部
哲
学

科
卒
業
生
の
小
林
ゆ
り
さ
ん
が
受
賞
し
、

二
人
目
の
受
賞
で
す
。

京
都
を
舞
台
に
描
か
れ
た
受
賞
作
品
は
、

大
学
卒
業
間
際
の
女
子
学
生
が
息
衝
く
、

個
性
光
る
作
品
で
す
。
選
評
者
か
ら
は

「
現
代
の
若
者
の
世
界
が
深
々
と
描
か
れ

た
作
品
」
と
も
評
価
さ
れ
受
賞
と
な
っ
た

も
の
で
す
。
津
村
さ
ん
は
現
在
、
製
本
の

仕
事
を
さ
れ
る
傍
ら
、
小
説
の
創
作
に
励

ん
で
お
ら
れ
、
今
後
の
作
家
津
村
記
久
子

さ
ん
の
ま
す
ま
す
の
ご
活
躍
が
期
待
さ
れ

ま
す
。

本
学
は
各
種
の
雑
誌
に
様
々
な
広
告
を

掲
載
し
て
い
ま
す
。
そ
の
い
ず
れ
も
が
、

大
学
の
教
育
研
究
の
一
端
を
紹
介
す
る
も

の
と
な
っ
て
お
り
、
読
者
の
方
々
か
ら
も

高
い
評
価
を
得
て
い
ま
す
。

今
年
度
も
『
文
藝
春
秋
』
誌
に
毎
月

「
生
活
の
中
の
仏
教
用
語
」、『
Ａ
Ｅ
Ｒ
Ａ
』

誌
に
隔
週
で
「
今
と
い
う
時
間

と

き

」
と
い
う

『
文
藝
春
秋
』『
Ａ
Ｅ
Ｒ
Ａ
』
誌
コ
ラ

ム
執
筆
者
紹
介

コ
ラ
ム
を
掲
載
中
で
す
。
執
筆
担
当
の
先

生
方
は
次
の
と
お
り
で
す
。

○
生
活
の
中
の
仏
教
用
語（『
文
藝
春
秋
』）

中
川
皓
三
郎
（
真
宗
学
）

浅
見
直
一
郎
（
東
洋
史
）

木
村
　
宣
彰
（
仏
教
学
）

○
今
と
い
う
時
間

と

き

（『
Ａ
Ｅ
Ｒ
Ａ
』）

木
場
　
明
志
（
日
本
近
世
近
代
宗
教
史
）

西
田
　
潤
一
（
物
理
地
質
学
）

松
村
　
尚
子
（
社
会
学
）

加
治
　
洋
一
（
比
較
文
化
論
、仏
教
学
）

浦
山
あ
ゆ
み
（
中
国
語
学
）

中
森
　
一
郎
（
体
育
学
）

二
〇
〇
四
年
十
二
月
七
日
〜
二
十
五
日

に
開
催
さ
れ
ま
し
た
「
紫
明
近
隣
　
昔
の

写
真
展
」
で
は
、
連
日
一
〇
〇
名
を
超
え

る
方
々
に
来
場
い
た
だ
き
、
大
変
好
評
の

う
ち
に
終
了
い
た
し
ま
し
た
。

今
回
、
写
真
展
に
提
供
い
た
だ
き
ま
し

た
写
真
の
デ
ジ
タ
ル
保
存
化
を
企
画
し
、

人
文
情
報
学
科
学
生
（
卒
業
生
を
含
む
）

「
紫
明
近
隣
　
昔
の
写
真
展
」
Ｃ
Ｄ
―

Ｒ
Ｏ
Ｍ
を
制
作

の
協
力
に
よ
り
、
約
一
六
〇
点
の
写
真
を

収
録
し
た
Ｃ
Ｄ
―
Ｒ
Ｏ
Ｍ
（
一
枚
五
〇
〇

円
）
を
制
作
い
た
し
ま
し
た
。
Ｃ
Ｄ
―
Ｒ

Ｏ
Ｍ
は
、
写
真
の
拡
大
や
昔
と
現
代
の
写

真
の
比
較
、
ジ
グ
ソ
ー
パ
ズ
ル
な
ど
の
遊

び
ご
こ
ろ
を
加
え
た
作
品
と
な
っ
て
い
ま

す
。本

学
で
は
、
今
年
度
も
写
真
展
の
開
催

を
企
画
し
て
お
り
、
写
真
の
募
集
を
行
っ

て
い
ま
す
。
学
生
時
代
の
大
学
の
様
子
や
、

近
隣
の
昔
の
写
真
を
お
持
ち
の
場
合
に
は

ご
提
供
を
お
願
い
し
ま
す
。

【
写
真
提
供
、
Ｃ
Ｄ
―
Ｒ
Ｏ
Ｍ

購
入
に
つ
い
て
の
問
い
合
わ
せ
先
】

大
谷
大
学
企
画
室

1
〇
七
五
―
四
一
一
―
八
一
一
五
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【
団
体
成
績
】

●
卓
球
部
（
男
子
）

関
西
学
生
卓
球
連
盟
春
季
リ
ー
グ
戦

Ⅳ
部
Ｃ
ブ
ロ
ッ
ク
　
六
勝
一
敗
　
一
位

Ⅲ
―
Ⅳ
部
入
替
戦
　
一
勝

〈
Ⅲ
部
昇
格
〉

●
卓
球
部
（
女
子
）

関
西
学
生
卓
球
連
盟
春
季
リ
ー
グ
戦

Ⅲ
部
Ｂ
ブ
ロ
ッ
ク
　
四
勝
　
一
位

Ⅱ
―
Ⅲ
部
入
替
戦
　
一
敗〈
Ⅲ
部
残
留
〉

●
柔
道
部
（
男
子
）

京
都
学
生
柔
道
連
盟
京
都
学
生
柔
道
大
会

二
部
　
一
敗
一
分
　
五
位

●
柔
道
部
（
女
子
）

関
西
学
生
女
子
柔
道
優
勝
大
会

一
回
戦
敗
退

●
サ
ッ
カ
ー
部

関
西
学
生
サ
ッ
カ
ー
連
盟
春
季
リ
ー
グ

Ⅲ
部
Ａ
ブ
ロ
ッ
ク
　
七
勝
一
分
　
　

Ⅱ
部
―
Ⅲ
部
入
替
戦
〈
Ⅱ
部
昇
格
〉

●
硬
式
野
球
部

京
滋
大
学
野
球
連
盟
春
季
リ
ー
グ
戦

Ⅰ
部
　
七
勝
四
敗
　
二
位

●
剣
道
部
（
男
子
）

西
日
本
学
生
剣
道
大
会

二
回
戦
敗
退

●
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
部
（
男
子
）

京
都
学
生
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル

選
手
権
大
会
予
選
ブ
ロ
ッ
ク
　
　

一
勝
一
敗
　
二
位

●
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
部
（
女
子
）

京
都
学
生
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル

選
手
権
大
会
予
選
ブ
ロ
ッ
ク
　

二
〇
〇
五
年
度
春
季
課
外
活
動
結
果

二
勝
一
敗
　
一
位

全
関
西
女
子
学
生
バ
ス
ケ
ッ
ト

ボ
ー
ル
選
手
権
大
会

二
回
戦
敗
退

●
ソ
フ
ト
テ
ニ
ス
部
（
男
子
）

関
西
学
生
ソ
フ
ト
テ
ニ
ス
連
盟

春
季
リ
ー
グ
戦
Ｖ
部
Ｄ
ブ
ロ
ッ
ク

一
勝
二
敗
　
三
位

●
ソ
フ
ト
テ
ニ
ス
部
（
女
子
）

関
西
学
生
ソ
フ
ト
テ
ニ
ス
連
盟

春
季
リ
ー
グ
戦
Ｖ
部
Ｃ
ブ
ロ
ッ
ク

三
敗
〈
Ｄ
ブ
ロ
ッ
ク
降
格
〉

京
都
学
生
ソ
フ
ト
テ
ニ
ス
連
盟

京
都
学
生
大
学
対
抗
　

一
勝
二
敗
　
　
　
　
　
　
　
　
　

●
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
部
（
男
子
）

京
都
学
生
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
連
盟
　

春
季
リ
ー
グ
戦

Ⅲ
部
　
三
勝
二
敗
　
三
位

●
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
部
（
女
子
）

京
都
学
生
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
連
盟
　

春
季
リ
ー
グ
戦
　
Ⅱ
部

四
勝
一
敗
　
一
位
　
　

Ⅰ
部
―
Ⅱ
部
入
替
戦
〈
Ⅰ
部
昇
格
〉

●
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
部
（
男
子
）

関
西
学
生
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
連
盟

春
季
リ
ー
グ
戦

Ⅲ
部
　
七
敗
〈
Ⅳ
部
降
格
〉

●
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
部
（
女
子
）

関
西
学
生
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
連
盟

春
季
リ
ー
グ
戦

Ⅳ
部
　
四
勝
三
敗
　
四
位

【
個
人
成
績
】

●
空
手
道
部

〈
関
西
学
生
空
手
道
連
盟
個
人
選
手
権
大
会
〉

•

最
優
秀
選
手
賞

森
　
悠
祐

（
文
学
部
哲
学
科
　
第
四
学
年
）

●
硬
式
野
球
部

〈
京
滋
大
学
野
球
連
盟
春
季
リ
ー
グ
戦
〉

•

敢
闘
賞

井
上
陽
次
郎

（
文
学
部
人
文
情
報
学
科
　
第
四
学
年
）

ベ
ス
ト
ナ
イ
ン

•

二
塁
手

橋
本
　
龍
弥

（
文
学
部
国
際
文
化
学
科
　
第
三
学
年
）

•

外
野
手

井
上
陽
次
郎

（
文
学
部
人
文
情
報
学
科
　
第
四
学
年
）

打
撃
ベ
ス
ト
テ
ン

•

第
三
位

橋
本
　
龍
弥
　
　

（
文
学
部
国
際
文
化
学
科
　
第
三
学
年
）

•

第
四
位

井
上
陽
次
郎

（
文
学
部
人
文
情
報
学
科
　
第
四
学
年
）

•

第
六
位

早
田
　
純
也

（
文
学
部
仏
教
学
科
　
第
一
学
年
）

•

第
十
位

辻
井
　
吉
祥

（
文
学
部
真
宗
学
科
　
第
三
学
年
）

●
陸
上
競
技
部

〈
関
西
学
生
陸
上
競
技
対
抗
選
手
権
大
会
〉

三
段
跳
び

•

第
二
位

北
條
　
智
秀

（
文
学
部
真
宗
学
科
　
第
三
学
年
）

●
f
拳
道
部

〈
Ｗ．

Ａ．

Ｔ．

Ａ．

Ｏ
Ｐ
Ｅ
Ｎ

テ
コ
ン
ド
ー
選
手
権
大
会
〉

男
子
一
般
　
初
級
フ
ラ
イ

•

三
位

山
本
　
　
了

（
文
学
部
真
宗
学
科
　
第
三
学
年
）

男
子
一
般
　
初
級
ラ
イ
ト
　

•

二
位

目
崎
　
明
弘

（
文
学
部
仏
教
学
科
　
第
四
学
年
）

大
谷
大
学
・
大
谷
大
学
短
期
大
学
部
で

は
、
教
育
研
究
環
境
の
一
層
の
充
実
を
図

る
た
め
に
「
教
育
振
興
資
金
局
」
を
設
置

し
、
募
金
を
行
っ
て
い
ま
す
。

二
〇
〇
五
年
二
月
二
十
一
日
か
ら
七
月

十
五
日
ま
で
の
間
に
ご
寄
付
い
た
だ
き
ま

し
た
方
々
の
芳
名
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

ご
協
力
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

厚
く
お
礼
申
し
あ
げ
ま
す
。

◆
件
　
数
　
　
　
四
十
九
件

◆
寄
付
金
総
額
　
三
、
五
四
五
、
〇
〇
〇
円

教
育
振
興
資
金
寄
付
者
（
敬
称
略
）

明
本
　
謙
治
　
稲
垣
　
淳
造
　
大
久
保
和
明

小
木
曽
　
章
　
奥
林
　
　
暁
　
笠
井
　
英
信

笠
沼
　
徳
照
　
香
月
　
周
明
　
勝
見
　
了
映

菊
池
　
平
夫
　
木
下
　
　
滋
　
小
池
芙
詞
子

坂
本
　
誠
一
　
佐
藤
　
　
亨
　
〆
田
　
　
信

新
谷
　
裕
樹
　
曽
我
　
皆
達
　
F
嶌
　
悦
夫

滝
　
　
　
薫
　
田
尻
　
光
照
　
多
田
雄
一
郎

谷
　
　
彰
英
　
常
石
　
正
弘
　
徳
永
　
典
子

内
藤
　
雅
文
　
長
井
　
暢
人
　
中
村
　
勝
実

中
村
　
義
昭
　
橋
本
　
一
哉
　
橋
本
　
恒
樹

長
谷
部
教
秀
　
原
田
　
睦
夫
　
福
田
　
了
栽

藤
下
　
　
亘
　
古
川
　
勘
一
　
松
下
　
　
正

松
田
　
了
正
　
村
山
　
隆
雄
　
森
本
　
信
逸

屋
鋪
　
博
次
　
安
田
　
篤
男
　
山
下
　
一
郎

山
添
　
洋
司
　
吉
武
　
文
知

昭
和
二
十
五
年
三
月
卒
業
同
期
会
菩
提
樹
会

真
宗
大
谷
派
大
垣
教
区
教
学
研
究
室

株
式
会
社
フ
ラ
ッ
ト
エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー

匿
名
希
望
（
二
件
）

教
育
振
興
資
金
（
募
金
）
に
つ
い
て

13
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2005年度後期　大谷大学生涯学習講座のご案内�
大谷大学では様々な教養をお求めの方に、本学の知的資産をベースとした生涯学習講座を開講しています。    
本学ならではの宗教・信仰を求めていく講座、21世紀をいかに生きるかをテーマとする最先端講座、京都の
文化の奥深さを知る講座と切り口は多様です。そこには常にひとのこころが流れています。大谷大学の生涯    
学習講座にご期待ください。�

テ ー マ�

担当講師�

開 講 日�

開講時間�

定　　員�

会　　場�

受 講 料�

親鸞真筆『坂東本』に学ぶ親鸞の生涯�

三木　彰円（大谷大学短期大学部専任講師）�

11月16日、30日、12月7日、14日　いずれも水曜日�

17：50～19：20�

100名（先着順）�

大谷大学響流館　メディアホール�

4,000円（税込）�

1

テ ー マ�

担当講師�

開 講 日�

開講時間�

定　　員�

会　　場�

受 講 料�

初しぐれ　猿も小蓑を欲しげなり―芭蕉の開いた新世界―�

沙加戸　弘（大谷大学教授）�

10月27日、11月17日、12月1日、8日、15日　いずれも木曜日�

17：50～19：20�

100名（先着順）�

大谷大学響流館　メディアホール�

5,000円（税込）�

2

テ ー マ�

担当講師�

開 講 日�

開講時間�

定　　員�

会　　場�

受 講 料�

2004スマトラ島沖地震と京都の歴史地震�

西田　潤一（大谷大学教授）�

9月22日、29日、10月6日　いずれも木曜日�

17：50～19：20�

100名（先着順）�

大谷大学響流館　メディアホール�

3,000円（税込）�

1

テ ー マ�

担当講師�

開 講 日�
�

開講時間�

定　　員�

会　　場�

受 講 料�

一歩すすんだ古文書読み書き講座（初級編修了者対象）�

平野　寿則（大谷大学専任講師）ほか�

9月17日（土）、10月1日（土）、15日（土）、11月3日（木）、23日（水）、12月3日（土）�
今回はその他学内イベントの調整のため、祝日にも開講日が予定されています。ご注意ください。�

1講時：10：00～11：00　　2講時：11：10～12：10　�

20名（先着順）�

大谷大学響流館　マルチメディア演習室�

18,000円（税込）　※テキスト代2,000円（税込）�

1

【申し込み方法】�
各講座とも、ハガキ、FAX、Eメールにて、①講座名、②氏名（フリガナ）、③年齢、④性別、⑤職業、⑥郵便番号、⑦住所、⑧電話番号を明記のうえ、下記までお申し込みください。�
【申し込み／問い合わせ先】�
〒603-8143 京都市北区小山上総町  大谷大学教育研究支援課　TEL：075－411－8161（直通）　FAX：075－411－8162�
E‐mail　opensemi@sec.otani.ac.jp�
＊講座名は変更になることがあります。各講座の詳細については、教育研究支援課までお問い合わせください。�

開放セミナーのご案内�

紫明講座のご案内�

博物館セミナーのご案内�

大谷大学京都学講座のご案内�
テ ー マ�

�

�

�

�

担当講師�

�

�

�

�

開 講 日�

開講時間�

定　　員�

会　　場�

受 講 料�

荘厳の京都学�

第1回　伝統文化としての京都学　木村　至宏（成安造形大学長）�

第2回　荘厳の絵画　畠中　光享（日本画家・京都造形芸術大学教授）�

第3回　仏教彫刻のこころとかたち　―文化財修理をとおして―�

　　　藤本　 一（財団法人美術院国宝修理所所長）�

第4回　寺院と京の和菓子　山口　富蔵（株式会社末富　代表取締役社長）�

第5回　荘厳のともし火―和蝋燭の世界―�

　　　和谷　篤樹（わた悟商店10代目）�

第6回　京仏壇の世界　小堀　賢一（株式会社小堀　代表取締役社長）　

第7回　荘厳の京都学　佐々木令信（コーディネーター：大谷大学教授）�

9月3日、10日、17日、24日、10月1日、8日、15日（いずれも土曜日）�

13：00～14：30�

100名�

大谷大学響流館　メディアホール�

全講座：7,000円（税込）　希望する講座のみ受講：1,500円（1講座/税込）　�

1

◎
『
隋
唐
佛
教
文
化
』

礪
波
　
護
　
著
、
韓
　
昇
　
編
訳
（
上
海
古
籍
出
版
社
）

（
二
〇
〇
四
・
一
一
）
二
二
六
頁

◎
『
清
沢
満
之
　
そ
の
思
想
の
軌
跡
』

神
戸
和
麿
　
著
（
法
蔵
館
）

（
二
〇
〇
五
・
三
）
二
八
三
頁

◎
『
日
本
列
島
重
力
ア
ト
ラ
ス
―
西
南
日
本
お
よ
び
中

央
日
本
―
』

山
本
明
彦
・
志
知
龍
一
編
　
西
田
潤
一

分
担
執
筆

（
東
京
大
学
出
版
会
）

（
二
〇
〇
四
・
一
一
）
一
三
六
頁

◎
日
本
の
名
僧
『
浄
土
の
聖
者
　
空
也
』

伊
藤
唯
真
　
編

名
畑
　
崇
・
東
舘
紹
見
　
分
担
執
筆

（
吉
川
弘
文
館
）（
二
〇
〇
五
・
一
）
二
二
五
頁

◎
『
不
可
思
議
な
日
常
』

池
上
哲
司
　
著
（
東
本
願
寺
出
版
部
）

（
二
〇
〇
五
・
四
）
二
九
一
頁

◎
『
熊
野
信
仰
史
研
究
と
庶
民
信
仰
史
論
』

豊
島
　
修
　
著
（
清
文
堂
出
版
）

（
二
〇
〇
五
・
四
）
三
七
〇
頁

◎
『﹇
自
己
﹈
の
揺
ら
ぎ
と
変
異
―
〈
歪
ん
だ
関
係
〉

か
ら
問
い
掛
け
る
―
　
』

滝
口
直
子
・
鄭
早
苗
　
編
著
　
渡
辺
啓
真
　
分
担

執
筆
　
（
ア
カ
デ
ミ
ア
出
版
会
）

（
二
〇
〇
四
・
九
）
二
七
〇
頁

◎
『
チ
べ
ッ
ト
仏
教
の
原
典
『
菩
提
道
次
第
論
』
悟
り

へ
の
階
梯
』
ツ
ォ
ン
カ
パ
著
　

ツ
ル
テ
ィ
ム
・
ケ
サ
ン
（
白
館
戒
雲
）
・
藤
仲
孝

司
　
共
訳
（
Ｕ
Ｎ
Ｉ
Ｏ
）

（
二
〇
〇
五
・
六
）
四
一
五
頁

◎
『
光
華
叢
書
６
宗
教
の
相
貌
―
民
族
と
宗
教
を
考
え

る
―
』
延
塚
知
道
　
分
担
執
筆

（
京
都
光
華
女
子
大
学
　
真
宗
文
化
研
究
所
）

（
二
〇
〇
五
・
三
）
二
四
八
頁

◎
『A

fricana:T
he
E
ncyclopedia

of
the
A
frican

and
A
frican

A
m
erican

E
xperience

』

K
w
am
e
A
nthony

A
ppiah

and
H
enry

L
ouis

G
ates,Jr.

編
　
古
川
哲
史
　
分
担
執
筆

（O
xford

U
niversity

P
ress

）（
二
〇
〇
五
・
四
）

四
五
〇
〇
頁

◎
『
在
日
韓
国
・
朝
鮮
人
と
人
権
』
大
沼
保
昭
・
徐
龍

達
　
編
・
共
著
　
　
鄭
　
早
苗
　
分
担
執
筆

（
有
斐
閣
）（
二
〇
〇
五
・
五
）
二
八
〇
頁

◎
『
《
満
洲
国
》
文
化
細
目
』

植
民
地
文
化
研
究
会
　
編
　
　
李
　
青
　
分
担
執
筆

（
不
二
出
版
）（
二
〇
〇
五
・
六
）
七
六
〇
頁

本
学
教
員
の
出
版
物
紹
介



大
谷
大
学
博
物
館
に
て�

「
フ
ァ
ウ
ス
ト
　
伝
説
と
作
品
」
展
開
催
！！
�

フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
・
ゲ
ー
テ
博
物
館
の
名
品�

　
二
〇
〇
五
年
、
二
〇
〇
六
年
は
日
本
に
お
け
る
ド
イ
ツ
年
で
す
。
こ
れ
に
あ
わ
せ
て
本
学
で
は
、
ド
イ
ツ

の
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
・
ゲ
ー
テ
博
物
館
と
の
共
催
に
よ
る
特
別
展
「
フ
ァ
ウ
ス
ト
　
伝
説
と
作
品
」
を
開
催

い
た
し
ま
す
。
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
・
ゲ
ー
テ
博
物
館
に
と
っ
て
初
の
海
外
で
の
展
示
と
な
り
ま
す
。�

　
本
展
覧
会
で
は
、
日
本
初
公
開
と
な
る
ゲ
ー
テ
自
筆
の
原
稿
や
ペ
ン
画
、
シ
ュ
ー
ベ
ル
ト
の
自
筆
楽
譜
を

は
じ
め
、『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
の
成
立
の
過
程
と
背
景
、
第
一
部
の
ス
ト
ー
リ
ー
を
ド
イ
ツ
の
フ
ラ
ン
ク
フ
ル

ト
・
ゲ
ー
テ
博
物
館
の
名
品
に
よ
っ
て
紹
介
い
た
し
ま
す
。�

二
〇
〇
五
年
十
月
一
日（
土
）
↓
十
月
二
十
三
日（
日
）�

＊
但
し
、
三
日（
月
）・
十
七
日（
月
）は
休
館
日�

開
館
時
間

午
前
十
時
〜
午
後
五
時
（
金
曜
日
は
午
後
七
時
ま
で
）�

　
　
　
　
　
　
＊
入
館
締
切
は
閉
館
三
十
分
前
ま
で�

観
覧
料

三
〇
〇
円
（
一
般
・
大
学
生
）、
二
〇
〇
円
（
小
中
高
生
）�

　
　
在
学
生
・
同
窓
生
は
無
料
で
す
！�

　
　
受
付
に
て
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。�

問
い
合
わ
せ
先

大
谷
大
学
博
物
館
（
電
話
〇
七
五
―
四
一
一
―
八
四
八
三
）�

ペ
ト
ラ
・
マ
イ
サ
ク�

（
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
・
ゲ
ー
テ
博
物
館
部
長
）�

「
フ
ァ
ウ
ス
ト
　
伝
説
と
作
品
」�

十
月
　

一
日
（
土
）
午
後
一
時
〜�

岩
淵
達
治
（
学
習
院
大
学
名
誉
教
授
）�

「
舞
台
に
み
る
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』」�

十
月
十
五
日
（
土
）
午
後
一
時
〜�

「
ド
イ
ツ
リ
ー
ト
の
調
べ
〜
フ
ァ
ウ
ス
ト
歌
曲
を
中
心
に
〜
」�

　
十
月
九
日
（
日
）
午
後
二
時
〜�

ソプラノ�
豊住征子�

（大谷大学短期大学部教授）�

ピアノ�
山井敦子�

記
念
講
演
会�

大
谷
大
学
響
流
館
　
メ
デ
ィ
ア
ホ
ー
ル�

記
念
コ
ン
サ
ー
ト�

大
谷
大
学
講
堂�
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平成14年度卒業沙加戸ゼミ同期会（2005.2.12～13）
久しぶりに皆で集まることができ、懐かしく楽し
いひとときを過ごすことができました。

1988～1995年卒業
沙加戸ゼミ同窓会
（2005.2.26）
伝統の国文学分野第３ゼミ。
沙加戸先生がご担当になられ
た当時、「おまえら、地獄見
したる」とおっしゃってから
早17年。その亡者たちが集い
ました。来年の夏には、ご還
暦記念の集いを予定（一泊）。
関係諸氏はご覚悟を。

神戸和麿先生最終講義ならびに謝恩会（2005.3.12）
神戸先生のご退職に際し、神戸ゼミ卒業生を中心に150名が集まりました。多くの学兄姉とともに先生から受けた学恩への感謝を申しあげることができました。

児童教化研究会OB会
（1996～2002年卒業）
（2005.3.20）
記念すべき第１回目OB会
です。第1部は部員宅で、
第２部は市内居酒屋で行い
ました。久しぶりの再会で、
大変盛り上がりました。写
真は第１部のものです。皆、
全然変わってなかったです。

昭和61年入学体育会スキー競技部女子同期会（2005.4.3）
お二人の先輩もお招きし、思い出話で盛り上がりました。
会の夢は、「当時の部員全員の会」です。ご連絡お待ちして
います。

人文情報学科松川ゼミ2003年度卒業生同期会（2005.4.16）
４月という忙しい時期にも関わらず多くの方が予定をあけて参加してくれました。わずか
１年での同窓会ですが、１年であったため皆すぐに学生の時間に戻り、その上でそれぞれ
の広がった世界での出来事を持ち寄って話すことができたため、終始会話の途絶えること
のない楽しい会となりました。

ドイツ文学分野同期会（1994年卒業）（2005.4.17）
湖西キャンパスで、大河内先生ならびに友田先生をお迎えし、久
しぶりに再会して楽しく過ごしました。今回参加できなかった人
も、次の機会で是非お会いしたいと思っています。

予科「一九会」
（2005.4.20～22）
昭和19年４月予科入学
より３年間。工場動員、
空襲、兵役、戦後の混
乱と暗い時代でしたが、
それでこそ皆が力を合
わせて生甲斐を求めた
友共、それが生きる灯
となって60年。今に至
る縁を深く頂くもので
す。
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暁鐘会
（2005.4.22～23）
母校大谷大学で、４月
22日、大庭担任先生と
同級物故者の追弔会を
行い、学食で同窓会う
どんを食べ、博物館な
ど見学する。嵐山の
「花のいえ」で１泊、
トロッコ列車・保津川
下りで旧交を温めた。

2005年卒業寺林ゼミ同期会（2005.5.3）
先日行いました寺林ゼミ同期会では、久々に友人たちの元気な
顔も見れ、また、それぞれの仕事などについて色々と話が盛り
上がり大成功をおさめました。

昭和52年卒業書道部同期会
（2005.5.14～15）
大学は随分様子が変わって
しまっていますが、良い雰
囲気は大切に残っているよ
うで、十分に懐かしさを感
じることができました。卒
業以来初めて訪れた人もあ
り、在学中の話に花が咲き
ました。私たちは毎年のよ
うに会っているのですが、
今年は大学に来られてよか
ったです。

昭和20年入学有志の会「洗心会」（2005.5.17～19）
昭和20年入学の有志で「洗心会」を名のり毎年同窓会を開催。
今年は５月17日より２泊３日で三陸の旅を実施。亡くなられた
同窓の奥さんも今年は出席し、旧交を温めた。

大谷大学一六会（2005.5.18～19）
このたび、一向一揆終焉の地・鳥越城跡（石川県白山市
出合町）にわれら身を据え、「真宗今盛りなり」を逆証す
る法難―信心と疑謗の永劫不退の闘いの歴史たる真宗が
今、われらに伝承されてあることを実感する。

大谷大学新聞部第2回OB会（2005.5.21～22）
02年の初回に続き、今回は５月21日能登の地で開いた。昭和
28年から36年入学のOB・部友19名が参集。次回は２年後。
名簿漏れOBで参加希望の方は、自己申告を。

大谷大学洗心学寮　昭和45年度入寮生同期会及び
木村先生寮監期北海道同窓会（2005.5.21）
洗心学寮同期会、学長ご就任の宴を道内後輩諸氏と共催し全国より
31名が札幌に集まった。教務所講堂で追弔法要を勤め、木村先生よ
り講演をいただき、懇親祝賀の宴は木村先生ご夫妻と３次会まで大
いに語り飲み尽くした。
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大谷大学同期36会in田沢湖・十和田
（2005.5.24～26）
昭和36年卒業同期生が３年振りに東北の田沢湖・
十和田湖に集いました。お互いに歳をとり「古希」
に近くなりましたが、女性の同期生を交えて元気
に語り合う一刻を過ごしたのです。３日目に次回
を期して散会しました。

道交会（2005.5.28）
「少人数ではあるが、柔道部の灯を消さぬよう、先人達の柔道部への思いを相続するように。」との学生への廣川師範のお言葉がありました。今回欠席の諸兄も次
回はご参加ください。

2002年卒業大和ゼミ同窓会（2005.5.28）
幼教の場合、卒業生の殆どが幼稚園か保育園に就職しているだけ
に、共通話題が豊富。保育者としての歓びや悩み、情報交換など
ワイワイガヤガヤ。子どもたちへのまなざしが最高。再会を約し
て散会。

第3回大谷大学専門部
昭和24年卒業同期会
（2005.6.3～4）
卒業後55年、今年は長浜
に集まった。市内を散策
し、大通寺に参詣する。
湖北の伝統的な信仰心の
篤さを改めて強く感じた。
宿では若き頃を懐かしみ、
近況を語り合い、愈々気
力を充実させ、次回を楽
しみにして散会する。

旧育英学寮昭和38年度入寮生同期会（2005.6.9）
懐かしい顔が次々と集まり、想像していたよりどの顔も育英寮時代と変わら
ず、一気に学生時代の気分に戻った思いがしました。「同じ釜の飯を食った仲
間」という言葉通りに、何年経っていても変わらない友情に、心温まり若返
った気分になりました。

菩提樹会（昭和25年専門部卒業同期会）（2005.6.14～15）
半世紀ぶりに大学構内を参観させていただいて、旧講堂仏間において勤行。かつ
てみ教を請いし諸先生、共に学んだ今は亡き先達の面影を想起し、万感胸に迫る
ものがございました。
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第11回大谷大学
社会学教室同期会
（昭和39年3月卒業）
（2005.6.15～16）
卒業後、京都―北陸―北
海道―鹿児島等々、４年
に１度同期会を開いてき
ました。今回、中久郎先
生を囲んで京都でという
ことでしたが、先生の急
逝と同窓生溝口君の逝去
が重なり、思わぬ追悼同
期会となりました。

児童教化研究会（昭和38年入学・入部）
同窓会（2005.6.17）
近代化された学内の赤レンガを目にしながら
38年の歳月をタイムスリップ。青春のエネル
ギーを共に燃焼させた仲間にやっと逢えた嬉
しさがじわじわと身体に浸透する。尽きない
話に花咲いた懇親の席に感謝して帰宅。

児童教化研究会（昭和39年入学・入部）
同窓会（2005.6.17）
37年ぶりの同窓会に参加し、谷大？のキャンパ
スを見学した。赤レンガの建物を見て谷大だと
納得をした。谷大の変わりように驚いたが、学
生気分になっている年老いた仲間の集まりにな
お驚いた。本当に楽しかった。ありがとう。

児童教化研究会
（昭和40年入学・入部）
同窓会（2005.6.17）
児童教化研究会昭和42年度生の
願いから実現した「合同同窓会」、
６月17日（金）に開催、昭和38
～44年度の7期にわたる会となり
ました。我々昭和40年度生の多
くも元気な姿で参加、なすこと
全てが相変わらず「純真（心）」
そのものでした。

児童教化研究会（昭和41年入学・入部）
同窓会（2005.6.17）
２年前に始まり２回目。メンバーが仕事の
都合で変わり、卒業以来の再会者もいる。
先輩後輩に囲まれていると、まさに学生時
代は青春そのものである。次回はもう少し
増えてくれると楽しい。

児童教化研究会（昭和42年入学・入部）
同窓会（2005.6.17）
亡くなられた先生、先輩方を偲び講堂にて追弔会を済ま
せた後、立派な図書館を案内していただきました。その
後、時の経つのも忘れ学生に戻り、よく笑い、語り、あ
っという間の楽しいひとときでした。

児童教化研究会（昭和43年入学・入部）
同窓会（2005.6.17）
２回目の同窓会、30余年ぶりの人もあり、学生時代が蘇
って楽しい一時でした。次回は２、３年後、より多くの
再会を…！

児童教化研究会（昭和44年入学・入部）
同窓会（2005.6.17）
昭和45年頃、私達は谷大の今はなき児研部
部室で、先輩の標語（純真なれ・未熟な
れ・持続せよ）を毎日観ていた訳ですが、
その言葉が今の私を厳しく照らし問いかけ
ていることを、再度知らされた今回の会合
でした。

大谷大学硬式野球部拡大同窓会
（1971～1976年卒業）（2005.6.17）
懐かしい顔・顔…。お頭の『ハゲ』や『シラガ』に
30年という風雪を感じるものの、瞬時にしてタイム
スリップ。あの輝ける学生時代が昨日のようによみ
がえり、懐かしくも楽しい楽しい夜でした。人生に
乾杯！



No.124  September, 2005 20

第19回「谷大一八会」（2005.6.17～18）
みんな八十路を過ぎ、生存者も残り僅かにな
ってしまいました。それでも今回は10名が参
加し、久しぶりに歓談できた身を「幸」と喜
び合いました。来年を楽しみにしながら。

大谷大学空手道部創部50周年記念式典
並びに記念祝賀会（2005.6.25）
昇級・昇段審査会、物故者追弔会、ＯＢ総会
を行い、その後京都ホテルオークラにて記念
祝賀会を開催し、先輩方と現役学生、来賓の
方々の70名が参加されました。
いつまでも、「押忍」の精神が引き継がれて
いくことを願います。

大谷大学体育会ソフトテニス部OB会
（2005.6.26）
第34回大谷大学体育会ソフトテニス部
OB・OG会を６月26日に開催いたしま
した。例年参加されるOB・OGが決ま
っているように思います。来年はOB・
OG会発足35周年記念なので、さらに盛
り上がり、より意義のある会にしたい
と思います。

大谷大学バスケットボール部OB・OG会＜第30回記念大会＞（2005.7.2）
今年で第30回を迎えました。たくさんのOB・OGの方々にご参加いただき、大会、懇親会とも盛大
に行いました。

第2回佐々木令信先生を囲む会
（平成3年卒業佐々木ゼミ同期会）（2005.7.2）
久しぶりの再会に、佐々木令信先生を囲み、中国天台山へ
行った研究旅行のことなど、皆色々な話に華が咲きました。
前回、今回ともに出席できなかった方も、次回は是非お会
いできるよう楽しみにしております。

大谷大学旧山岳部員の集い（1995・1996年入学有志）（2005.7.9～10）
毎年同じ顔ぶれながら、年々に新しい発見と、鮮やかな出会いに触れ、熱せられ冷ま
され、あやうく酔わされ、さらに醒まされ、ふらふらと一人一人バラバラに帰路につ
く。毎年同じ様相。

佐々木教悟ゼミ同窓会（卒寿記念）（2005.7.23）
７月23日、先生入院中につき予定を変更。彦根駅に全国より17名参集。
病院へ御見舞い、親しく歓談後、会場を長浜市内のホテルに移し、会食。
久しぶりの会合に先生のご回復を念じつつ、盛会に終了する。

浄影会in九州
（古田ゼミ同窓会）
（2005.7.30～31）
古田先生と、九州の柳川で川
下りの舟に乗りました。竹竿
一本で舟を操る船頭さんなど、
北原白秋の詩情そのままの風
流な情景を見ることができま
した。
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開催日 会　合　名
2005.2.12（土） 平成14年度卒業沙加戸ゼミ同期会
2005.2.12（土） 平成2年・平成3年卒東洋史ゼミ合同同窓会
2005.2.26（土） 1988～1995年卒業沙加戸ゼミ同窓会
2005.3.05（土） バドミントン部OB会
2005.3.12（土））） 神戸和麿先生最終講義ならびに謝恩会
2005.3.20（日） 児童教化研究会OB会（1996～2002年卒業）
2005.3.26（土） 自灯学寮204・205号室同窓会（1997年入学）
2005.4.03（日） 昭和61年入学体育会スキー競技部女子同期会
2005.4.16（土） 人文情報学科松川ゼミ2003年度卒業生同期会
2005.4.17（日） ドイツ文学分野同期会（1994年卒業）
2005.4.20（水） 予科「一九会」
2005.4.22（金） 暁鐘会（昭和12年予科入学者同期会）
2005.5.03（火） 2005年卒業寺林ゼミ同期会
2005.5.13（金） 知真学寮12期生同期会
2005.5.14（土） 昭和52年卒業書道部同期会
2005.5.17（火） 昭和20年入学有志の会「洗心会」
2005.5.18（水） 大谷大学一六会
2005.5.21（土） 大谷大学新聞部第2回OB会
2005.5.21（土） 大谷大学洗心学寮昭和45年入寮生同期会

及び木村先生寮監期北海道同窓会
2005.5.24（火） 大谷大学同期36会in田沢湖・十和田
2005.5.28（土） 道交会
2005.5.28（土） 2002年卒業大和ゼミ同窓会
2005.6.03（金） 第3回大谷大学専門部昭和24年卒業同期会
2005.6.09（木） 旧育英学寮昭和38年度入寮生同期会
2005.6.14（火） 菩提樹会（昭和25年専門部卒業同期会）
2005.6.15（水） 第11回大谷大学社会学教室同期会（昭和39年3月卒業）
2005.6.17（金） 児童教化研究会（昭和38年入学・入部）同窓会
2005.6.17（金） 児童教化研究会（昭和39年入学・入部）同窓会
2005.6.17（金） 児童教化研究会（昭和40年入学・入部）同窓会
2005.6.17（金） 児童教化研究会（昭和41年入学・入部）同窓会
2005.6.17（金） 児童教化研究会（昭和42年入学・入部）同窓会
2005.6.17（金） 児童教化研究会（昭和43年入学・入部）同窓会
2005.6.17（金） 児童教化研究会（昭和44年入学・入部）同窓会
2005.6.17（金） 大谷大学硬式野球部拡大同窓会（1971～1976年卒業）
2005.6.17（金） 第19回「谷大一八会」
2005.6.25（土） 大谷大学空手道部創部50周年記念式典並びに記念祝賀会
2005.6.26（日） 大谷大学体育会ソフトテニス部OB会
2005.7.02（土） 大谷大学バスケットボール部OB・OG会（第30回記念大会）
2005.7.02（土） 第2回佐々木令信先生を囲む会（平成3年卒業佐々木ゼミ同期会）
2005.7.09（土） 大谷大学旧山岳部員の集い（1995・1996年入学有志）
2005.7.23（土） 佐々木教悟ゼミ同窓会（卒寿記念）
2005.7.30（土） タニコンOB有志　夏の宴
2005.7.30（土） 藤島ゼミ（昭和52年卒業）同期会
2005.7.30（土） 浄影会in九州（古田ゼミ同窓会）
2005.8.14（日） 渡辺貞麿ゼミ昭和60年卒業生同期会
2005.8.19（金） 藤島ゼミ（昭和52年卒業）同期会―雲崗石窟と内モンゴル5日間―
2005.8.20（土） 2005年卒業徳岡ゼミ同期会
2005.8.27（土） 大谷大学剣道部講武会総会
2005.8.27（土） 2005年卒業豊住ゼミ同期会

同期会、ゼミ・クラス会、OB・OG会開催一覧

同期会、ゼミ・クラス会、ＯＢ・
OG会を開催企画される場合は、同窓会本部へ

ご連絡ください。連絡用リスト（名簿）・宛名シールの提供な
らびに通信費等の一部として開催助成金（１万円）を補助させてい

ただきます。また、同窓会ホームページ「無盡燈」へも開
催の告知および報告を掲載いたします。�

同期会、ゼミ・クラス会、OB・OG会等の�
開催をお世話いただく幹事さんへ�

渡辺貞麿ゼミ
昭和60年卒業生
同期会（2005.8.14）
同窓会も20回目。40を超
え子どものこと、親のこ
と、と慌しく毎日を過ご
す中、それでもやっぱり
「私」のこと。いつ会っ
ても自分を高める努力を
怠らないあなたたちに刺
激を受けて、また１年。
前へ、前へ。

大谷大学剣道部講武会総会
（2005.8.27）
8月27日に今年度の講武会総会を開催しました。OB･OGの参加は25名でした。当日は、尋源
講堂で物故者追弔会をお勤めし、その後、道場で現役対OB･OGの試合と合同稽古を行いま
した。懇親会は会場を新都ホテルに移し、現役も交えて和やかに語り合ったことです。来年
は剣道部が戦後に再スタートしてから40周年となるので、記念の行事を予定しています。

藤島ゼミ（昭和52年卒業）
同期会－雲崗石窟と内モ
ンゴル5日間－
（2005.8.19～23）
平成17年8月19日より23日
まで、「雲崗石窟と内モン
ゴル5日間」の旅を、藤島
建樹先生と共にしてきま
した。気分は『大学生』、
身体は『中年』というこ
とで、色々とトラブルも
ありましたが、本当に意
義深い旅をすることがで
きました。来年もまた…。

2005年卒業豊住ゼミ同期会（2005.8.27）
8月27日に、2005年卒業豊住ゼミ同期会を開きました。当日は
ゼミ生全員参加で、豊住先生にもご出席いただいて、みんな
で楽しい時間を過ごすことができました。「みんな、また集ま
ろうね!!」

2005年卒業徳岡ゼミ同期会
（2005.8.20）
今年の3月に卒業し、初めての同期会を開きました。半年も経っていないので、学生の時
と、何ら変わることなく、ワイワイ楽しむことができました。これからも、年に一度は
開いていきたいと思います。
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15
修)

　
●
泉
　
　
誓
子(

Ｈ
9
文)�

開
　
　
雄
喜(

Ｈ
14
文)

　
●
大
江
　
雅
子�

岡
田
　
治
之(

Ｈ
2
文)

　
●
伊
U
み
ど
り�

柴
田
　
俊
作(

Ｈ
12
文)

　
●
木
下
裕
美
子(

Ｈ
12
文)�

松
浦
　
　
敦
　
　
　
　
　
●
E
木
　
博
美(

Ｈ
8
文)�

�

私
は
、
フ
リ
ー
カ
メ
ラ
マ
ン
を
し
て
い
ま
す
。

二
〇
〇
三
年
七
月
、「
戦
後
」
の
イ
ラ
ク
へ
約

三
週
間
、
単
独
写
真
取
材
に
行
き
ま
し
た
。
以

来
、
軍
事
政
権
下
の
ミ
ャ
ン
マ
ー
（
ビ
ル
マ
）

や
津
波
災
害
後
の
ス
リ
ラ
ン
カ
（
反
政
府
組
織

支
配
地
域
下
の
被
災
地
を
二
度
）
を
取
材
し
ま

し
た
。
仏
縁
が
あ
り
、
い
つ
も
現
地
で
た
く
さ

ん
の
人
々
に
助
け
て
も
ら
い
、
友
人
も
で
き
ま

し
た
。�

イ
ラ
ク
で
は
真
の
イ
ス
ラ
ム
教
徒
の
、
ミ
ャ

ン
マ
ー
で
は
真
の
仏
教
徒
の
信
仰
心
を
目
の
当

た
り
に
し
、
そ
れ
を
知
れ
た
だ
け
で
も
取
材
し

た
価
値
が
あ
り
ま
し
た
。
生
活
の
中
心
に
信
仰

が
あ
る
の
で
す
。
勿
論
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
や
ヒ

ン
ド
ゥ
ー
教
徒
の
信
仰
心
に
も
触
れ
る
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。�

ま
た
、
戦
争
や
軍
事
政
権
は
人
災
、
津
波
は

天
災
で
す
が
、
そ
こ
で
学
ん
だ
こ
と
は
命
の
尊

さ
で
す
。
あ
る
日
戦
争
が
始
ま
り
死
ん
で
行
っ

た
人
々
。
か
つ
て
政
府
に
よ
っ
て
民
主
化
要
求

の
デ
モ
隊
が
発
砲
さ
れ
、
以
来
、
言
論
の
自
由

の
な
い
人
々
。
突
然
の
津
波
に
襲
わ
れ
亡
く
な

っ
た
人
々
。
私
は
、
一
番
悲
惨
な
状
況
時
に
現

地
に
い
た
訳
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
そ
の
影
を

見
る
こ
と
は
十
分
で
き
ま
し
た
。
死
に
た
い
と

思
わ
ず
と
も
、
一
瞬
に
し
て
死
ん
で
い
っ
た
人
々

が
た
く
さ
ん
い
る
こ
と
を
知
り
ま
し
た
。
一
生

治
ら
な
い
ケ
ガ
を
し
た
人
々
、
精
神
的
に
追
い

つ
め
ら
れ
た
人
々
に
多
数
出
会
っ
て
き
ま
し
た
。�

特
に
、
私
と
同
世
代
、
年
下
の
人
々
の
体
験

談
を
直
接
聞
き
ま
す
と
、
私
と
同
じ
時
間
を
同

じ
地
球
上
で
生
き
な
が
ら
、
私
と
は
あ
ま
り
に

も
異
な
っ
た
体
験
を
し
て
い
る
こ
と
に
驚
き
、

私
自
身
が
平
和
に
何
不
自
由
な
く
生
か
さ
れ
て

い
る
こ
と
の
不
思
議
さ
を
考
え
さ
せ
ら
れ
る
と

同
時
に
、
感
謝
の
気
持
ち
が
湧
き
ま
す
。�

大
谷
大
学
の
授
業
で
、「
人
間
と
は
な
ん
ぞ

や
」
と
い
う
言
葉
と
、
そ
の
意
味
を
学
び
ま
し

た
。
今
に
な
り
、
現
地
で
の
体
験
を
も
と
に
、

こ
の
言
葉
の
意
味
を
よ
り
深
く
考
え
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
自
分
自
身
の
生
き
方

と
布
教
活
動
に
生
か
し
て
い
き
た
い
で
す
。�合

掌�

（
フ
リ
ー
カ
メ
ラ
マ
ン
）�

ご
生
前
の
ご
功
労
を
偲
び
、�

謹
ん
で
哀
悼
の
意
を
表
し
ま
す
。�

（
　
）
内
は
最
終
卒
業
・
修
了
年
〈
敬
称
略
〉�

※
同
窓
会
本
部
掌
握
分�

矢
野
　
史
典
　
文
学
部
（
Ｓ
56
）
　
Ｈ
16
・
1
・
13

中
島
　
浩
焉
　
大
学
部
（
Ｓ
11
）
　
Ｈ
16
・
6
・
17

木
下
　
元
宣
　
大
学
部
（
Ｓ
26
）
　
Ｈ
16
・
8
・
24

芳
原
　
慶
純
　
文
学
部
（
Ｓ
57
）
　
Ｈ
16
・
9
・
21

逸
見
　
輝
雄
　
大
専
門
（
Ｓ
11
）
　
Ｈ
16
・
10
・
16

高
山
　
秀
丸
　
大
学
部
（
Ｓ
21
）
　
Ｈ
16
・
10
・
19

綽
　
　
邦
明
　
文
学
部
（
Ｓ
45
）
　
Ｈ
16
・
10
・
24

千
葉
　
章
子
　
文
学
部
（
Ｈ
6
）
　
Ｈ
16
・
10
・
24

密
山
　
　
右
　
大
学
部
（
Ｓ
26
）
　
Ｈ
16
・
10
・
30

小
谷
　
賢
教
　
大
学
部
（
Ｓ
25
）
　
Ｈ
16
・
10
・
31

加
藤
　
彰
雄
　
大
学
部
（
Ｓ
12
）
　
Ｈ
16
・
11
・
14

英
　
　
　
慥
　
文
学
部
（
Ｓ
37
）
　
Ｈ
16
・
11
・
17

菊
地
　
善
調
　
大
専
門
（
Ｓ
21
）
　
Ｈ
16
・
11
・
23

大
谷
　
　
寿
　
大
学
部
（
Ｓ
18
）
　
Ｈ
16
・
11
・
25

筧
　
　
文
明
　
大
学
部
（
Ｓ
15
）
　
Ｈ
16
・
12
・
12

加
藤
　
　
晃
　
大
学
部
（
Ｓ
22
）
　
Ｈ
16
・
12
・
19

黒
河
　
龍
雄
　
文
学
部
（
Ｓ
34
）
　
Ｈ
16
・
12
・
21
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同　　　窓　　

「
大
谷
大
学
と
わ
た
し
」�

わ
た
し
は
国
際
文
化
学
科
出
身
で
、
四
年
間
、

異
な
る
文
化
に
接
し
、
そ
れ
を
理
解
す
る
と
い

う
の
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
、
と
い
う
こ
と

を
学
び
ま
し
た
。
小
説
を
書
く
こ
と
は
大
学
に

入
る
前
か
ら
志
し
て
お
り
ま
し
た
し
、
実
際
に

手
慰
み
程
度
に
書
い
て
も
い
ま
し
た
の
で
、
文

学
科
に
入
っ
た
ほ
う
が
い
い
の
か
な
あ
、
と
高

校
三
年
の
受
験
の
時
に
迷
っ
た
の
で
す
が
、
願

書
を
提
出
す
る
直
前
、
大
谷
大
学
の
パ
ン
フ
レ

ッ
ト
を
一
緒
に
見
て
い
た
友
達
が
、
こ
の
学
科

お
も
し
ろ
そ
う
だ
よ
な
あ
、
と
呟
い
た
の
を
き

っ
か
け
に
、
国
際
文
化
学
科
を
希
望
す
る
こ
と

に
し
た
の
で
す
。
ま
っ
た
く
の
出
来
心
、
と
言

っ
て
も
い
い
よ
う
な
志
望
動
機
で
し
た
。
し
か

し
今
に
な
っ
て
、
手
慰
み
で
な
く
お
話
を
書
く

よ
う
に
な
っ
て
、
自
分
は
あ
の
時
、
あ
の
友
達

と
一
緒
に
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
見
て
い
て
よ
か
っ

た
な
あ
、
と
ぼ
ん
や
り
思
う
の
で
す
。�

国
際
文
化
学
科
で
学
ぶ
前
に
は
と
て
も
漠
然

と
し
て
い
た
「
自
分
の
書
き
た
い
こ
と
」
が
、

い
っ
た
い
自
分
が
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
国
際
文

化
学
科
で
学
ん
で
き
た
か
と
い
う
こ
と
を
は
っ

き
り
自
覚
す
る
に
つ
れ
て
、
自
分
が
な
に
を
書

き
た
い
の
か
も
わ
か
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
の

で
す
。
わ
た
し
は
、
人
と
人
と
の
軋
轢
や
共
感

に
と
て
も
興
味
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
た
だ

人
の
心
を
問
題
に
し
て
い
る
と
い
う
以
上
に
、

そ
の
人
の
持
つ
背
景
や
立
場
を
加
味
し
た
上
で
、

い
ろ
い
ろ
な
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
を
持
っ
た
人
々
が
、

そ
れ
ぞ
れ
の
差
異
を
埋
め
も
し
、
時
に
は
そ
の

差
異
を
際
立
た
せ
も
す
る
、
と
い
う
行
為
へ
の

興
味
で
す
。�

個
人
と
個
人
と
の
違
い
は
、
文
化
と
文
化
の

違
い
に
も
似
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
異
文
化
を

理
解
す
る
と
い
う
こ
と
の
困
難
さ
は
、
他
者
を

理
解
す
る
と
い
う
こ
と
の
困
難
に
も
似
て
い
ま

す
。
わ
た
し
は
、
国
際
文
化
学
科
で
各
地
の
文

化
に
つ
い
て
学
び
な
が
ら
、
人
が
人
を
理
解
し

よ
う
と
す
る
と
い
う
こ
と
を
勉
強
し
た
の
で
す
。

今
は
そ
の
こ
と
が
、
こ
の
先
何
年
も
財
産
に
な

る
ん
だ
ろ
う
と
、
一
緒
に
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
見

て
い
た
友
達
の
呟
き
に
と
て
も
感
謝
し
て
お
り

ま
す
次
第
で
す
。�

（
会
社
員
・
作
家
）�

〈
第
二
十
一
回
太
宰
治
賞
受
賞
〉�

津
　
村
　
記
久
子�

 

（
ニ
〇
〇
〇
年
文
学
部
国
際
文
化
学
科
卒
業
）�

二
階
堂
隆
元
　
短
　
期
（
Ｓ
57
）
　
Ｈ
16
・
12
・
21

永
吉
　
　
勧
　
文
学
部
（
Ｓ
32
）
　
Ｈ
16
・
12
・
23

伊
奈
　
教
雄
　
大
専
門
（
Ｓ
13
）
　
Ｈ
16
・
12
・
24

飛
田
　
哲
夫
　
大
専
門
（
Ｓ
23
）
　
Ｈ
16
・
12
・
24

平
山
　
健
道
　
大
学
部
（
Ｓ
28
）
　
Ｈ
16
・
12
・
29

鹿
崎
　
榮
俊
　
大
学
部
（
Ｓ
21
）
　
Ｈ
16
・
12
・
29

東
澤
　
眞
静
　
大
学
部
（
Ｓ
6
）
　
Ｈ
16
・
12
・
30

寺
尾
　
賢
首
　
博
　
士
（
Ｓ
45
）
　
Ｈ
17
・
1
・
3

川
出
　
顕
雄
　
文
学
部
（
Ｓ
33
）
　
Ｈ
17
・
1
・
16

宮
島
保
次
郎
　
大
学
部
（
Ｓ
15
）
　
Ｈ
17
・
1
・
24

松
島
　
龍
城
　
大
専
門
（
Ｓ
10
）
　
Ｈ
17
・
1
・
30

萩
　
　
泰
遵
　
文
学
部
（
Ｓ
42
）
　
Ｈ
17
・
1
・
31

水
無
瀬
淳
雄
　
大
学
部
（
Ｓ
16
）
　
Ｈ
17
・
2
・
1

鷺
野
　
　
暁
　
大
学
部
（
Ｓ
12
）
　
Ｈ
17
・
2
・
3

宮
田
　
誓
雲
　
大
学
部
（
Ｓ
19
）
　
Ｈ
17
・
2
・
5

松
代
　
慧
丸
　
大
専
門
（
Ｓ
21
）
　
Ｈ
17
・
2
・
7

天
山
　
　
勤
　
大
専
門
（
Ｓ
12
）
　
Ｈ
17
・
2
・
7

禿
　
　
賢
澄
　
大
学
部
（
Ｓ
15
）
　
Ｈ
17
・
2
・
13

東
溪
　
　
環
　
大
学
部
（
Ｓ
26
）
　
Ｈ
17
・
2
・
17

水
田
　
　
漸
　
大
学
部
（
Ｓ
21
）
　
Ｈ
17
・
3
・
11

其
日
　
恵
勝
　
大
専
門
（
Ｓ
14
）
　
Ｈ
17
・
3
・
15

中
尾
　
貞
観
　
大
学
部
（
Ｓ
17
）
　
Ｈ
17
・
3
・
20

高
橋
　
晃
忍
　
大
専
門
（
Ｓ
12
）
　
Ｈ
17
・
3
・
22

大
谷
　
　
武
　
大
学
部
（
Ｓ
21
）
　
Ｈ
17
・
3
・
29

三
上
　
克
育
　
修
　
士
（
Ｈ
7
）
　
Ｈ
17
・
3
・
31

清
澤
　
隆
信
　
文
学
部
（
Ｓ
36
）
　
Ｈ
17
・
4
・
10

大
谷
　
　
章
　
修
　
士
（
Ｓ
50
）
　
Ｈ
17
・
4
・
11

久
保
田
玄
立
　
大
学
部
（
Ｓ
11
）
　
Ｈ
17
・
4
・
13

井
上
　
　
康
　
大
学
部
（
Ｓ
19
）
　
Ｈ
17
・
4
・
25

日
野
　
泰
道
　
大
学
部
（
Ｓ
17
）
　
Ｈ
17
・
5
・
12

池
亀
　
広
純
　
大
専
門
（
Ｓ
15
）
　
Ｈ
17
・
5
・
13

津
田
　
　
智
　
文
学
部
（
Ｓ
45
）
　
Ｈ
17
・
5
・
25

金
波
　
定
芳
　
大
学
部
（
Ｓ
14
）
　
Ｈ
17
・
6
・
2

井
上
　
定
昭
　
大
専
門
（
Ｓ
23
）
　
Ｈ
17
・
6
・
14

田
淵
か
お
り
　
短
　
期
（
Ｓ
60
）
　
Ｈ
17
・
7
・
7

高
坂
　
制
立
　
文
学
部
（
Ｓ
37
）
　
Ｈ
17
・
7
・
28


村
井
英
雄
教
授
　
ご
急
逝�

�

去
る
八
月
七
日
、
本
学
教
授
の
村
井
英
雄
先

生
が
ご
急
逝
さ
れ
ま
し
た
。�

こ
こ
に
深
甚
の
謝
意
を
表
し
、
謹
ん
で
哀
悼

の
意
を
表
し
ま
す
。�
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畠
中
光
享（
昭
和
四
十
五
年
文
学
部
卒
）�

大
谷
大
学
非
常
勤
講
師�

京
都
造
形
芸
術
大
学
教
授�

私
が
学
ん
だ
も
う
三
十
五
年
以
上
も
前
は
、
大
谷
大
学
の

本
館
（
現
在
の
尋
源
館
）
は
東
西
に
長
く
、
歴
史
を
刻
ま
れ

た
壮
重
な
学
舎
で
し
た
。
階
段
や
そ
の
手
す
り
は
欅
材
で
で

き
て
い
て
、
机
さ
え
も
イ
ン
ク
瓶
を
置
く
へ
こ
み
ま
で
つ
い

た
欅
の
天
板
で
作
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
古
い
立
派
な
建
物
で

し
た
の
で
夏
休
み
な
ど
に
は
「
陸
軍
中
野
学
校
」
な
ど
映
画

の
ロ
ケ
に
も
使
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
本
館
の
南
側
の
真
中
に

は
地
道
が
通
っ
て
お
り
、
そ
の
道
の
広
い
北
側
は
松
林
と
な

っ
て
い
て
常
緑
の
草
で
敷
き
詰
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
南
の

塀
ま
で
の
間
は
雑
草
で
覆
わ
れ
二
本
の
花
梨
や
ヒ
マ
ラ
ヤ
杉
、

山
桜
な
ど
の
大
木
、
南
東
に
は
枇
杷
や
芭
蕉
や
グ
ミ
、
そ
れ

に
ポ
ポ
ウ
の
木
ま
で
あ
り
、
キ
ジ
バ
ト
や
ヒ
ヨ
ド
リ
、
ム
ク

ド
リ
、
時
に
は
鶯
の
声
も
聞
こ
え
る
市
街
地
に
も
か
か
わ
ら

ず
ま
こ
と
に
自
然
豊
か
な
大
学
の
キ
ャ
ン
パ
ス
で
あ
り
ま
し

た
。
私
の
時
代
は
も
う
既
に
室
町
通
の
突
き
当
た
り
の
南
の

門
は
閉
ざ
さ
れ
て
久
し
い
時
で
、
大
学
の
正
門
は
今
の
場
所

よ
り
少
し
南
に
あ
り
、
門
衛
の
建
物
も
レ
ン
ガ
造
り
で
し
た
。�

そ
し
て
何
よ
り
も
印
象
的
な
の
は
、
秋
の
彼
岸
近
く
に
な

る
と
本
館
の
松
林
の
緑
の
中
に
毎
年
真
っ
赤
な
燃
え
る
よ
う

な
彼
岸
花
が
群
生
し
て
咲
い
て
い
た
こ
と
で
す
。
京
都
の
町

中
で
こ
の
よ
う
な
光
景
は
ど
こ
に
も
見
る
事
の
で
き
な
い
感

動
で
し
た
。
私
は
彼
岸
花
が
咲
き
出
す
と
心
が
落
ち
着
か
ず
、

写
生
を
し
て
い
ま
し
た
。
松
林
の
地
面
を
少
し
掘
る
と
昔
の

学
生
が
使
用
し
て
い
た
古
い
イ
ン
ク
瓶
が
出
て
来
た
り
し
て
、

歴
史
の
重
さ
を
感
じ
た
も
の
で
し
た
。
時
は
移
り
、
旧
本
館

は
短
く
な
り
、
新
し
い
建
物
が
次
々
と
建
ち
整
備
さ
れ
ま
し

た
が
、
や
は
り
大
谷
の
シ
ン
ボ
ル
は
本
館
で
あ
り
、
あ
の
彼

岸
花
の
あ
る
風
景
は
鮮
烈
に
目
に
焼
き
付
い
て
離
れ
ま
せ
ん
。

新
し
い
建
物
も
卒
業
生
の
思
い
出
に
残
る
学
舎
で
あ
り
、
百

年
後
に
は
文
化
財
の
指
定
と
な
り
う
る
よ
う
な
建
物
と
し
て

残
っ
て
欲
し
い
も
の
で
す
。�
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弾
け
る
よ
う
な
笑
い
声
が
廊
下
中
に
響
き
わ

た
る
か
と
思
え
ば
、
は
た
ま
た
海
辺
に
い
る
の

か
と
錯
覚
す
る
よ
う
な
服
装
で
構
内
を
闊
歩
す

る
学
生
た
ち
。
屈
託
の
な
い
そ
の
顔
は
自
信
に

満
ち
あ
ふ
れ
、
未
来
に
向
か
っ
て
輝
い
て
い
る

か
の
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。�

そ
ん
な
学
生
が
時
折
み
せ
る
不
安
げ
な
様
子

は
一
体
ど
こ
か
ら
き
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
…
。

　
何
事
も
要
領
よ
く
こ
な
せ
る
が
そ
こ
に
は
余

韻
が
な
く
、
自
ら
を
追
求
す
る
こ
と
も
せ
ず
手

を
こ
ま
ね
い
て
い
る
。
永
遠
に
続
け
ば
よ
い
と

思
う
学
生
生
活
と
、
や
が
て
社
会
人
と
な
る
狭

間
に
身
を
置
い
て
い
る
た
め
な
の
か
。�

或
る
時
、
大
学
を
訪
れ
た
人
か
ら
、
大
谷
大

学
は
ま
る
で
花
園
の
よ
う
な
別
世
界
で
す
ね
、

不
思
議
な
空
間
だ
と
言
わ
れ
た
。
そ
の
空
間
に

ど
っ
ぷ
り
と
浸
た
っ
て
い
る
私
は
、
果
し
て
こ

れ
で
よ
い
の
だ
ろ
う
か
と
反
省
を
し
た
も
の
で

あ
る
。�

最
近
、
二
つ
の
コ
ン
サ
ー
ト
に
出
掛
け
た
。

一
つ
は
保
育
士
に
な
っ
て
三
年
目
の
幼
児
教
育

科
の
卒
業
生
で
、
女
性
一
名
を
含
む
五
人
組
の

バ
ン
ド
で
あ
る
。
普
段
は
別
々
の
保
育
園
で
保

育
士
と
し
て
忙
し
い
日
々
を
送
る
彼
ら
だ
が
、

こ
の
日
ば
か
り
は
心
を
一
に
し
て
思
い
の
丈
を

発
散
し
て
い
た
。
ま
だ
ま
だ
未
熟
で
あ
る
が
舞

台
で
大
暴
れ
し
て
い
る
姿
は
と
て
も
新
鮮
で
、

そ
の
若
さ
に
胸
を
熱
く
し
た
。�

も
う
一
つ
は
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
在
住
の
ジ
ャ

ズ
ギ
タ
リ
ス
ト
Ｓ
さ
ん
の
ラ
イ
ブ
で
あ
る
。
Ｓ

さ
ん
は
宮
崎
県
の
お
寺
の
出
身
で
本
学
で
大
谷

派
教
師
資
格
を
取
得
、
そ
の
後
奨
学
金
を
得
て

一
九
九
九
年
に
ア
メ
リ
カ
に
渡
り
、
ボ
ス
ト
ン

の
バ
ー
ク
リ
ー
音
楽
大
学
に
入
学
。
ギ
タ
ー
科

全
学
生
の
代
表
と
し
て
、
世
界
で
最
も
注
目
さ

れ
て
い
る
ジ
ャ
ズ
ギ
タ
リ
ス
ト
と
共
演
し
て
好

評
を
博
し
、
大
学
で
受
賞
も
さ
れ
て
い
る
。�

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
を
拠
点
と
し
て
活
躍
さ
れ
て

い
る
が
昨
年
は
日
本
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
ハ
ワ
イ

な
ど
で
演
奏
。
今
回
は
京
都
の
ラ
イ
ブ
ハ
ウ
ス

に
出
演
さ
れ
る
こ
と
を
知
り
、
出
掛
け
た
訳
だ

が
、
Ｓ
さ
ん
（
三
十
一
歳
）
以
外
の
四
人
は
二

十
二
歳
か
ら
二
十
五
歳
と
若
く
、
そ
の
研
ぎ
澄

ま
さ
れ
た
旋
律
に
は
上
質
な
美
し
さ
が
あ
っ
た
。

荒
削
り
な
素
人
と
プ
ロ
の
演
奏
に
大
差
こ
そ
あ

れ
、
い
ず
れ
も
卒
業
生
と
い
う
こ
と
で
深
い
感

銘
を
受
け
た
。�

秋
分
の
日
が
近
づ
く
頃
、
き
っ
と
咲
く
彼
岸

花
と
緑
の
松
林
に
囲
ま
れ
た
赤
レ
ン
ガ
の
建
物

が
か
も
し
出
す
ゆ
っ
た
り
と
し
た
空
間
も
良
か

っ
た
が
、
今
の
大
谷
大
学
に
は
若
さ
が
あ
る
。�

�

大
谷
大
学
助
教
授
・
版
画
及
び
造
型
一
般
　�

岡
　
崎
　
紀
　
子�

「
不
思
議
な
空
間
」�


