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本
学
に
お
い
て
、
三
十
二
年
間
に
わ
た

り
教
鞭
を
お
と
り
い
た
だ
き
ま
し
た
廣
瀬

杲
先
生
に
、
尋
源
館
に
お
越
し
い
た
だ
き
、

お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

―
先
生
と
大
谷
大
学
と
の
関
わ
り
に
つ
い

て
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

私
と
大
谷
大
学
の
関
わ
り
と
い
う
の
は

二
度
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

大
谷
大
学
と
最
初
に
関
係
を
持
た
せ
て

い
た
だ
い
た
の
は
昭
和
十
七
年
で
す
。
旧

制
の
予
科
に
入
っ
た
こ
と
で
し
た
。
予
科

は
、
あ
の
時
代
に
あ
っ
て
自
由
を
享
受
す

る
こ
と
の
で
き
た
、
言
い
換
え
れ
ば
、
大

学
人
と
し
て
の
誇
り
を
保
持
す
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
な
、
あ
の
時
代
希
有
の
場
で

し
た
。
大
庭
米
次
郎
先
生
、
中
島
万
次
郎

先
生
、
外
村
完
二
先
生
と
い
っ
た
ド
イ
ツ

語
関
係
の
先
生
方
に
、
ク
ラ
ス
担
任
に
も

な
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
う
い
っ
た

非
常
に
教
養
の
高
い
先
生
方
が
、
そ
の
時

代
の
若
者
た
ち
を
精
神
的
に
う
ま
く
リ
ー

ド
し
て
く
だ
さ
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

暗
黒
の
よ
う
な
戦
時
下
の
時
代
に
あ
っ
て
、

自
由
を
謳
歌
で
き
る
良
い
時
を
い
た
だ
い

た
感
じ
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
戦
争
の
影
響
で
、
予
科
が

制
度
的
に
ど
ん
ど
ん
と
縮
小
さ
れ
て
い
き

ま
し
た
。
そ
の
間
の
殆
ど
は
、
学
徒
勤
労

動
員
で
、
勉
強
で
き
る
状
況
で
は
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
。
そ
し
て
、
二
年
の
軍
隊
、

そ
れ
に
続
く
四
年
間
の
シ
ベ
リ
ア
抑
留
、

と
い
う
六
年
間
が
私
の
学
生
生
活
を
、
完

全
に
中
断
し
た
よ
う
な
形
に
な
っ
て
い
ま

す
。
こ
の
六
年
間
に
つ
い
て
は
い
ま
お
話

し
す
る
の
は
困
難
で
す
が
、
人
間
の
限
界

の
よ
う
な
も
の
を
知
ら
さ
れ
た
ん
で
す
。

そ
の
中
で
、
そ
れ
ま
で
関
わ
り
の
あ
っ
た

す
べ
て
の
も
の
が
変
わ
っ
て
し
ま
い
ま
し

た
。
そ
の
よ
う
な
状
態
の
中
で
、
文
学
部

の
一
回
生
に
入
れ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、

そ
の
架
け
橋
と
な
っ
て
く
だ
さ
っ
た
先
生

が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
昭
和
二
十
五
年

に
大
学
へ
帰
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
頃
、
私

自
身
、
も
う
生
き
方
が
分
か
ら
な
く
な
っ

て
い
ま
し
た
。
そ
ん
な
時
に
福
井
の
公
開

講
演
会
で
金
子
大
栄
先
生
が
お
話
し
に
な

っ
て
い
た
ん
で
す
。
分
か
ら
な
い
ま
ま
お

話
を
聞
い
て
、
分
か
ら
な
い
ま
ま
控
え
室

を
お
訪
ね
し
た
ん
で
す
。
そ
の
時
に
、

「
ま
ぁ
、
難
し
く
考
え
な
い
で
、
京
都
ま

で
来
て
一
、
二
年
遊
ぶ
気
持
ち
で
出
て
き

た
ら
ど
う
か
ね
」
と
い
う
お
言
葉
を
い
た

だ
き
ま
し
た
。
こ
れ
が
私
が
大
谷
大
学
の

学
部
と
い
う
場
所
で
真
宗
学
を
勉
強
す
る

方
向
に
目
を
向
け
さ
せ
て
く
だ
さ
っ
た
き

っ
か
け
で
し
た
。

ま
た
大
学
に
入
っ
て
か
ら
、
予
科
の
頃

の
印
象
が
色
濃
く
あ
り
ま
し
た
の
で
、
大

庭
先
生
の
講
義
に
出
て
み
ま
し
た
。
そ
し

た
ら
、
大
庭
先
生
が
「
あ
っ
、
君
、
廣
瀬

君
だ
ね
。
僕
、
憶
え
て
い
る
よ
。
よ
く
帰

っ
て
き
た
ね
」
と
言
っ
て
く
だ
さ
っ
た
ん

で
す
。
そ
れ
を
聞
い
た
と
き
に
は
本
当
に

感
動
い
た
し
ま
し
た
。
大
谷
大
学
と
い
う

大
学
は
、
い
つ
で
も
待
っ
て
い
て
く
れ
る

実
感
の
持
て
る
大
学
で
な
い
と
い
け
な
い

の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
し
た
。
人
間
へ

の
根
っ
こ
で
の
信
頼
と
い
う
も
の
が
こ
の

大
学
の
命
に
な
る
ん
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う

か
。

大
学
に
入
り
ま
す
と
、
学
校
の
制
度
と

し
て
指
導
教
授
を
決
め
な
く
て
は
な
り
ま

せ
ん
。
そ
の
頃
の
真
宗
学
の
指
導
教
授
に

は
、
名
畑
應
順
先
生
、
稲
葉
秀
賢
先
生
、

正
親

お
お
ぎ

含
英
先
生
の
三
人
が
い
ら
っ
し
ゃ
い

ま
し
た
。
そ
の
中
で
正
親
先
生
の
お
話
と

い
う
の
は
、
お
話
を
聞
い
て
い
る
と
き
に

は
そ
う
で
も
な
い
の
で
す
が
、
下
宿
に
帰

っ
て
寝
床
で
目
を
つ
む
っ
て
お
り
ま
す
と

心
の
中
に
残
っ
て
出
て
く
る
の
で
す
。
び

っ
く
り
し
ま
し
た
。
意
識
が
は
っ
き
り
し

て
い
る
と
き
に
は
残
ら
な
く
と
も
、
意
識

が
消
え
て
い
く
よ
う
な
状
況
で
は
生
き
返

っ
て
く
る
よ
う
な
言
葉
が
あ
る
ん
だ
な
ぁ
、

と
。
私
の
本
能
が
頷
い
た
と
い
う
こ
と
だ

ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
で
、
正
親
先
生

に
指
導
教
授
を
お
願
い
し
ま
し
た
。

―
先
生
の
ご
研
究
に
つ
い
て
お
聞
か
せ
く

だ
さ
い
。

や
は
り
、
軍
隊
・
シ
ベ
リ
ア
と
い
う
こ

と
を
経
験
し
た
人
間
は
、
本
当
に
ボ
ロ
ボ

ロ
に
な
っ
て
再
生
不
可
能
と
い
う
か
た
ち

で
帰
っ
て
き
て
い
ま
す
。
そ
れ
を
再
生
せ

し
め
て
く
れ
る
よ
う
な
何
か
が
な
い
限
り
、

勉
強
と
い
っ
て
も
な
か
な
か
で
き
ま
せ
ん
。

勉
強
し
て
い
く
に
は
テ
ー
マ
が
い
り
ま
す
。

そ
の
頃
は
、
曇
鸞
大
師
の
教
学
と
い
う
も

の
が
時
代
の
中
枢
に
あ
っ
た
と
言
っ
て
も

良
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
私

は
何
か
も
う
一
つ
納
得
し
き
れ
な
い
も
の

が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
で
私
は
ず
っ
と
善
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「「
師師
教教
のの
恩恩
致致
」」

廣
瀬
　
杲
先
生
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

大
谷
大
学
と
私
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導
大
師
を
勉
強
さ
せ
て
も
ら
っ
て
い
ま
し

た
。
善
導
大
師
を
や
っ
て
お
り
ま
す
と
、

宿
業
と
い
う
課
題
が
鮮
明
に
な
っ
て
く
る

ん
で
す
。〈
宿
業
〉
と
い
う
の
が
私
の
一

貫
す
る
テ
ー
マ
で
す
。
い
ま
で
も
そ
れ
を

追
っ
て
い
ま
す
。
最
初
に
出
版
し
て
も
ら

い
ま
し
た
書
物
の
題
名
が『
宿
業
と
大
悲
』。

そ
れ
か
ら
後
に
形
を
変
え
て
『
真
宗
救
済

論
』
と
い
う
も
の
を
出
し
ま
し
た
が
、
こ

れ
に
も
「
宿
業
と
大
悲
」
と
い
う
サ
ブ
タ

イ
ト
ル
を
つ
け
ま
し
た
。

『
宿
業
と
大
悲
』
を
出
し
ま
し
た
と
き

に
、
友
人
た
ち
が
祝
賀
会
を
開
い
て
く
れ

ま
し
た
。
そ
の
中
で
曽
我
量
深
先
生
が
お

話
し
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。「
廣
瀬
さ

ん
は
、
別
の
こ
と
を
考
え
な
く
て
も
、
こ

の
〈
宿
業
と
大
悲
〉
だ
け
を
、
見
つ
め
て

勉
強
し
て
い
き
な
さ
い
。
そ
れ
以
外
の
余

分
な
こ
と
は
考
え
な
く
て
い
い
。」
そ
の

一
言
が
私
の
方
向
を
決
定
し
て
く
だ
さ
い

ま
し
た
。

た
だ
、
私
は
「
宿
業
」
と
か
「
善
導
」

と
か
申
し
ま
し
た
け
ど
、
そ
れ
を
研
究
対

象
と
し
て
学
ぼ
う
と
思
っ
た
こ
と
は
あ
り

ま
せ
ん
し
、
そ
う
い
う
関
心
が
全
く
湧
い

て
こ
な
い
人
間
な
ん
で
す
。
正
親
先
生
か

ら
あ
れ
や
こ
れ
や
と
教
え
ら
れ
た
わ
け
で

は
な
く
、
先
生
の
存
在
全
体
が
促
し
て
お

ら
れ
る
と
い
う
感
じ
は
持
っ
て
い
ま
し
た
。

で
す
か
ら
、「
正
親
先
生
の
顔
を
見
た
ら

〈
宿
業
〉
が
出
て
き
た
」
と
い
う
冗
談
を

言
っ
て
先
生
を
困
ら
せ
た
こ
と
が
あ
り
ま

し
た
。「
大
学
と
い
う
と
こ
ろ
は
も
っ
と

厳
密
に
」
と
お
っ
し
ゃ
る
な
ら
、
私
は
大

学
の
学
問
に
そ
ぐ
い
ま
せ
ん
。
で
は
一
体

何
を
や
っ
て
来
た
の
か
と
言
い
ま
す
と
、

そ
れ
ぞ
れ
の
場
所
を
通
し
て
、
ど
こ
か
で

自
分
探
し
を
や
っ
て
い
る
ん
で
す
。
自
分

探
し
の
八
十
年
な
ん
で
す
ね
。

―
先
生
は
教
員
と
な
ら
れ
て
、
後
に
文
学

部
長
か
ら
学
長
と
い
う
お
立
場
に
も
な
ら

れ
ま
し
た
が
、
学
生
と
は
ど
の
よ
う
な
お

気
持
で
関
わ
っ
て
こ
ら
れ
ま
し
た
か
。

立
場
が
か
わ
る
と
い
う
感
覚
は
な
い
ん

で
す
。
同
じ
方
向
を
向
い
て
歩
い
て
い
る

内
に
、
横
に
若
い
人
が
い
た
と
い
う
感
じ

で
す
。
一
応
、
教
員
と
な
っ
た
わ
け
で
す

け
ど
、
私
の
場
合
、
そ
う
い
う
こ
と
が
自

分
の
中
で
変
わ
っ
て
い
く
き
っ
か
け
と
な

っ
た
と
い
う
の
は
、
あ
ま
り
な
い
で
す
。

ず
っ
と
一
貫
し
て
た
だ
尋
ね
て
い
く
道
す

が
ら
、
こ
と
が
決
ま
っ
て
い
っ
た
感
じ
で

す
。た

だ
、
そ
ん
な
私
が
一
つ
の
授
業
を
も

っ
た
な
ら
ば
、
そ
の
授
業
が
ど
ち
ら
を
向

い
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
は
自
分
に
問
わ

な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
つ
も
思
い
ま
す
。

本
当
に
人
間
の
学
問
な
の
か
、
本
当
に
人

間
の
教
育
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

そ
れ
は
清
沢
満
之
先
生
の
開
学
の
言
葉
を

課
題
に
し
続
け
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う

こ
と
で
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、

こ
れ
は
人
間
普
遍
の
課
題
で
も
あ
り
ま
す
。

私
立
大
学
連
盟
の
学
長
会
議
で
、
か
つ
て

私
は
「
大
谷
大
学
は
、
い
つ
で
も
日
本
の

私
立
大
学
の
良
心
で
あ
り
た
い
と
願
っ
て

い
ま
す
」
と
言
い
切
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
人
間
教
育
の
場
と
言
わ
れ
る
も
の
は

た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
が
、
問
い
を
持
ち
つ

つ
自
分
を
確
か
め
る
場
が
ど
の
く
ら
い
あ

る
だ
ろ
う
か
と
考
え
る
と
、
実
際
問
題
、

し
ん
ど
い
と
思
い
ま
す
。
清
沢
先
生
の
開

学
の
お
言
葉
を
、
今
日
的
に
普
遍
性
を
持

っ
た
課
題
と
し
て
担
っ
て
い
く
と
い
う
こ

と
が
、
大
谷
大
学
の
い
の
ち
だ
と
思
い
ま

す
。
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みき　あきまる
1993年3月大学院博士後期
課程真宗学専攻（満期退学）

真
宗
学
を
学
び
だ
し
た
頃
か
ら
先
生
の
主
宰

さ
れ
る
聞
光
学
舎
に
足
を
運
ぶ
よ
う
に
な
り
、

そ
の
後
修
士
ゼ
ミ
で
学
ん
で
以
来
、
多
く
の
こ

と
を
教
え
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

そ
の
中
で
も
私
が
大
切
に
し
て
い
る
の
は
、

問
い
を
持
つ
こ
と
の
自
由
さ
と
、
考
え
る
こ
と

の
楽
し
さ
を
先
生
か
ら
教
え
て
い
た
だ
い
た
と

い
う
こ
と
で
す
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
、
自
分
勝

手
に
、
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
自
ら

の
自
由
な
問
い
に
立
ち
な
が
ら
、
親
鸞
の
言
葉

に
真
正
面
か
ら
向
き
合
い
、
親
鸞
の
言
葉
を
通

し
て
考
え
て
い
く
こ
と
の
楽
し
さ
で
す
。
親
鸞

の
言
葉
に
向
き
合
う
と
い
う
こ
と
は
、
決
し
て

容
易
な
こ
と
で
は
な
く
、
あ
る
面
、
厳
し
さ
を

持
つ
も
の
で
す
。
し
か
し
そ
の
厳
し
さ
が
あ
る

か
ら
こ
そ
、
共
に
学
ぶ
と
い
う
こ
と
も
必
要
と

な
っ
て
い
き
ま
す
。

真
宗
学
に
向
き
合
う
先
生
の
お
姿
か
ら
学
び

え
た
そ
の
こ
と
が
、
私
に
と
っ
て
は
何
よ
り
も

大
き
な
励
ま
し
に
な
っ
て
い
ま
す
。

問
い
を
持
ち
考
え
る
こ
と
の
自
由
さ
と
楽
し
さ

大
谷
大
学
講
師（
真
宗
学
）

三
木
彰
円

廣瀬　杲先生へのコメント

〔
略
　
歴
〕

一
九
二
四
年

京
都
市
に
生
ま
れ
る

一
九
五
〇
年

大
谷
大
学
文
学
部
卒
業

一
九
五
九
年

大
谷
大
学
研
究
科
修
了

一
九
六
一
年

大
谷
大
学
助
教
授

一
九
六
五
年

大
谷
大
学
教
授

一
九
七
八
年

大
谷
大
学
学
監
・
文
学
部
長

一
九
八
〇
年

大
谷
大
学
学
長

一
九
九
〇
年

大
谷
大
学
退
職

現
在

大
谷
大
学
名
誉
教
授

〔
著
　
書
〕

『
真
宗
救
済
論
』

『
観
経
疏
に
学
ぶ
』

『
歎
異
抄
の
諸
問
題
』

『
歎
異
抄
講
話
（
全
四
巻
）』

『
親
鸞
の
宿
業
観
』

『
観
経
四
帖
疏
講
義
（
全
九
巻
）』

ほ
か
著
書
・
論
文
多
数



昨
年
九
月
二
十
八
日（
金
）、
二
〇
〇
七

年
度
前
期
卒
業
証
書
・
学
位
記
授
与
式
が

講
堂
に
お
い
て
挙
行
さ
れ
ま
し
た
。
来
賓
、

父
母
兄
姉
、
教
職
員
を
は
じ
め
関
係
者
の

臨
席
の
も
と
課
程
博
士
一
名
、
修
士
課
程

一
名
に
学
位
記
が
授
与
さ
れ
、
文
学
部
三

十
四
名
、
短
期
大
学
部
五
名
に
卒
業
証

書
・
学
位
記
が
授
与
さ
れ
ま
し
た
。
引
き

続
き
木
村
宣
彰
学
長
よ
り
告
辞
、
真
宗
大

谷
学
園
常
務
理
事
の
里
雄
康
意
氏
よ
り
祝

辞
が
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

式
典
終
了
後
、
多
目
的
ホ
ー
ル
に
お
い

学
園
祭
期
間
中
の
十
一
月
十
日（
土
）に

同
窓
会
主
催
に
よ
る
、
恒
例
の
「
ホ
ー
ム

カ
ミ
ン
グ
デ
ー
」
を
開
催
い
た
し
ま
し
た
。

退
職
さ
れ
た
先
生
や
専
任
教
員
の
ご
出
席

の
も
と
、
全
国
よ
り
約
一
六
〇
名
の
同
窓

生
や
ご
家
族
な
ど
の
参
加
が
あ
り
ま
し
た
。

第
Ⅰ
部
「
谷
大
検
定
　
〜W

e
L
ov

e

谷
大
〜
」
で
は
、
博
綜
館
屋
上
で
の
記
念

撮
影
の
後
、
参
加
者
は
メ
イ
ン
会
場
の
第

一
会
議
室
で
、
久
し
ぶ
り
に
再
会
し
た
恩

師
や
旧
友
と
、
和
や
か
な
懇
談
の
場
を
も

つ
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
ま
た
、
当
日
の

参
加
企
画
で
あ
る
ク
イ
ズ
ツ
ア
ー
「
谷
大

今
昔
」
で
は
、
谷
大
の
「
今
と
昔
」
を
テ

ー
マ
に
、「
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人

尋
源
舎
」「
尋

源
講
堂
」「
一
号
館
壁
彫

華
厳
」「
知
進

守
退

石
碑
」
に
つ
い
て
出
題
が
あ
り
、

構
内
に
置
か
れ
た
ヒ
ン
ト
を
も
と
に
解
答

て
卒
業
と
同
窓
会
へ
の
入
会
を
祝
っ
て
、

大
学
、
同
窓
会
共
催
の
「
大
谷
大
学
卒

業
・
修
了
並
び
に
同
窓
会
新
入
会
員
歓
迎

祝
賀
会
」
が
開
催
さ
れ
、卒
業
生
、修
了
生
、

父
母
兄
姉
並
び
に
教
職
員
が
一
堂
に
会
し
、

和
や
か
な
ひ
と
と
き
を
過
ご
し
ま
し
た
。

し
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。
キ
ャ

ン
パ
ス
を
散
策

す
る
際
に
は
、

当
日
配
布
さ
れ

た
「
学
園
祭
模

擬
店
利
用
券
」

を
利
用
し
、
模

擬
店
に
も
参
加

し
な
が
ら
在
学

生
と
の
交
流
も
楽
し
ま
れ
ま
し
た
。

第
Ⅰ
部
後
半
の
「
お
楽
し
み
抽
選
会
」

で
は
、〝
第
十
二
回
〞
ホ
ー
ム
カ
ミ
ン
グ

デ
ー
に
ち
な
み
、
参
加
者
の
中
か
ら
抽
選

に
よ
り
、
十
二
名
の
方
々
に
豪
華
な
味
の

お
楽
し
み
袋
が
景
品
と
し
て
贈
ら
れ
ま
し

た
。
ま
た
、
ク
イ
ズ
ツ
ア
ー
「
谷
大
今
昔
」

全
問
正
解
者
を
対
象
と
し
て
、
全
国
の
同

窓
会
各
支
部
か
ら
ご
提
供
い
た
だ
い
た
特

産
品
が
贈
ら
れ
、大
変
好
評
で
し
た
。さ
ら

に
、
模
擬
店
を
利
用
さ
れ
た
参
加
者
の
投

票
に
よ
り
、G

L
O
B
A
L

SQ
U
A
R
E

が
模

擬
店
優
秀
団
体
と
し
て
選
ば
れ
、
ホ
ー
ム

カ
ミ
ン
グ
デ
ー
の
席
上
で
発
表
さ
れ
る
と

と
も
に
、
翌
日
の
後
夜
祭
に
お
い
て
同
窓

会
よ
り
表
彰
さ
れ
、
賞
品
が
贈
呈
さ
れ
ま

し
た
。

そ
の
後
、
京
都
ロ
イ
ヤ
ル
ホ
テ
ル
＆
ス

パ
に
会
場
を
移
し
、
第
Ⅱ
部
「
懇
親
会
」

が
開
催
さ
れ
、
和
や
か
な
雰
囲
気
の
な
か

盛
会
裡
に
終
了
い
た
し
ま
し
た
。

大
谷
大
学
短
期
大
学
部
教
授
と
し
て
教

鞭
を
執
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
高
橋
正
H
さ

ん
（
一
九
五
三
年
学
部
卒
）
が
、
紺
綬
褒

章
を
受
章
さ
れ
、
昨
年
八
月
一
日
（
水
）、

滋
賀
県
庁
で
伝
達
式
が
あ
り
ま
し
た
。
紺

綬
褒
章
と
は
、
公
益
の
た
め
に
多
額
の
私

財
を
寄
付
し
た
功
績
あ
る
人
に
贈
ら
れ
る

も
の
で
、
こ
の
た
び
の
授
章
は
、
日
本
仏

教
史
で
著
名
な
経
典
や
美
術
工
芸
品
な
ど

二
十
七
点
を
県
に
寄
贈
し
た
こ
と
に
よ
り

ま
す
。

今
回
の
寄
贈
品
は
、
平
安
時
代
の
泉
福

寺
焼
経
や
平
安
末
期
か
ら
奈
良
の
興
福
寺

で
出
版
さ
れ
た
春
日
版
の
原
装
本
の
経
典

を
は
じ
め
、
文
化
財
修
理
や
復
元
品
制
作

の
歴
史
を
知
る
う
え
で
貴
重
な
桂
離
宮
の

唐
紙
見
本
や
天
平
筆
な
ど
で
す
。
大
津
市

打
出
浜
の
県
立
琵
琶
湖
文
化
館
で
保
管
さ
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本
　
部
　
報
　
告

本
　
部
　
報
　
告
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本
　
部
　
報
　
告

本
　
部
　
報
　
告
�

本
　
部
　
報
　
告
�

二
〇
〇
七
年
度
前
期
卒
業
式
並
び
に

同
窓
会
新
入
会
員
歓
迎
祝
賀
会
を
挙
行

高
橋
正

元
教
授
が
紺
綬
褒
章

を
受
章

卒業証書・学位記授与の様子

第
十
二
回
　
ホ
ー
ム
カ
ミ
ン
グ
デ
ー
開
催
報
告



服
―
』（
二
〇
〇
七
年
四
月
二
十
日
　
講
談

社
刊
）
の
出
版

◎
坂
本
　
英
之
（
文
学
部
史
学
科
　
二
〇
〇

八
年
三
月
卒
業
）

京
滋
大
学
野
球
連
盟
二
〇
〇
七
年
度
春
季
リ

ー
グ
戦
に
お
い
て
、「
最
優
秀
投
手
賞
」を
受
賞

昨
年
九
月
一
日
（
土
）
〜
九
日
（
日
）
の

九
日
間
に
わ
た
っ
て
同
窓
会
海
外
研
修

第
十
二
弾
「
中
国
・
浄
土
教
の
ふ
る
さ
と

を
訪
ね
て
」
の
旅
を
実
施
い
た
し
ま
し
た
。

本
会
前
理
事
長
若
槻
俊
秀
名
誉
教
授
を
団

長
と
し
て
、
同
窓
会
員
な
ら
び
に
有
縁
の

方
々
、
十
二
名
の
参
加
者
が
あ
り
ま
し
た
。

曇
鸞
大
師
・
道
綽
禅
師
・
善
導
大
師
ゆ

か
り
の
中
国
山
西
省
玄
中
寺
を
訪
ね
、
浄

土
教
の
ふ
る
さ
と
を
歩
く
研
修
旅
行
で
し

た
。
同
時
に
玄
奘
三
蔵
・
鳩
摩
羅
什
ゆ
か

り
の
寺
院
や
、
中
国
三
大
石
窟
の
一
つ

「
雲
崗
石
窟
」、
中
国
の
木
塔
「
応
県
の
木

塔
」、
絶
壁
に
張
り
付
く
よ
う
に
建
て
ら

れ
た
「
懸
空
寺
」
な
ど
も
訪
れ
ま
し
た
。

参
加
者
は
、
雄
大
な
遺
跡
等
を
目
の
前

に
し
て
、
感
激
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

開
催
日
　
二
〇
〇
八
年
五
月
十
五
日
（
木
）

時
　
間
　
午
後
一
時
三
〇
分
〜

（
総
会
終
了
後
、
懇
親
会
）
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れ
、
展
示
や
研
究
に
活
用
さ
れ
ま
す
。

二
〇
一
一
年
の
宗
祖
親
鸞
聖
人
七
五
〇

回
御
遠
忌
に
向
け
て
、
開
放
セ
ミ
ナ
ー

「
大
乗
仏
教
の
あ
ゆ
み
―
親
鸞
の
眼
を
通

し
て
―
」
が
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
尋
源
舎
の
協
賛

を
得
て
、
二
〇
〇
七
年
秋
か
ら
始
ま
り
ま

し
た
。

こ
の
セ
ミ
ナ
ー
で
は
、
仏
教
が
イ
ン
ド

で
生
ま
れ
中
国
を
経
て
日
本
に
伝
わ
り
、

更
な
る
展
開
を
遂
げ
て
い
く
様
子
を
、
親

鸞
の
視
点
を
通
し
て
、
真
宗
学
・
仏
教

学
・
歴
史
学
の
各
分
野
か
ら
学
ぶ
も
の
で

す
。木

村
学
長
に
よ
る
、「
総
論
―
教
主
釈

尊
―
」（
全
三
回
）
に
よ
っ
て
ス
タ
ー
ト

し
、
七
高
僧
（
龍
樹
・
天
親
・
曇
鸞
・
道

綽
・
善
導
・
源
信
・
法
然
）
そ
し
て
聖
徳

太
子
の
〝
人
と
思
想
〞
を
テ
ー
マ
に
大
谷

大
学
教
員
が
二
〇
一
〇
年
度
ま
で
リ
レ
ー

講
義
を
行
い
ま
す
。

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
尋

源
舎
は
、
仏
教
的

な
文
化
と
教
養
を

広
く
伝
え
る
こ
と

が
、
豊
か
な
社
会

の
実
現
の
た
め
に

必
要
で
あ
る
と
の

視
点
か
ら
、
仏
教

を
公
開
し
て
い
く

と
い
う
目
的
を
持

っ
て
お
り
、
こ
の

セ
ミ
ナ
ー
の
テ
ー

マ
が
尋
源
舎
の
趣

旨
に
沿
っ
た
も
の

で
あ
る
こ
と
か
ら

協
賛
を
い
た
だ
き

ま
し
た
。

な
お
現
在
、
五

月
よ
り
開
講
す
る

「
大
乗
の
仏
弟
子

―
天
親
―
」（
全

六
回
）
の
受
講
申
し
込
み
を
受
付
中
で
す
。

5

�
2007年度�
2008年度�
2009年度�
2010年度�

前期　５～７月�
�

③天親（６回）�
⑥善導（６回）�
⑨聖徳太子（６回）�

後期　10～12月�
①総論（３回）�
④曇鸞（６回）�
⑦源信（６回）�

冬期　２～３月�
②龍樹（６回）�
⑤道綽（６回）�
⑧法然（６回）�

開
放
セ
ミ
ナ
ー
「
大
乗
仏
教
の
あ
ゆ
み

―
親
鸞
の
眼
を
通
し
て
―
」、
Ｎ
Ｐ
Ｏ

法
人
尋
源
舎
の
協
賛
を
得
て
開
催

〈
神
奈
川
支
部
長
〉

見
　
　
　
紘

（
前
支
部
長
　
広
瀬
豊
海
）

〈
大
分
支
部
長
〉

手
　
嶋
　
紀
　
生

（
前
支
部
長
　
等
岳
兼
昭
）

〈
湖
南
支
部
事
務
局
〉
上
　
寺
　
和
　
親

（
前
事
務
局
　
井
上
俊
昭
）

同
窓
会
学
生
支
援
表
彰
「
菩
提
樹
賞
」
の

表
彰
式
が
二
〇
〇
八
年
三
月
十
八
日
（
火
）、

卒
業
・
修
了
な
ら
び
に
同
窓
会
新
入
会
員
歓

迎
祝
賀
会
に
お
い
て
執
り
行
わ
れ
、
藤
島
建

樹
同
窓
会
会
長
か
ら
二
〇
〇
七
年
度
表
彰
者

二
名
に
表
彰
状
な
ら
び
に
記
念
品
が
贈
ら
れ

ま
し
た
。

こ
の
「
菩
提
樹
賞
」
は
、
学
術
・
文
化
・

ス
ポ
ー
ツ
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
な
ど
の
分

野
で
、
顕
著
な
成
績
や
多
大
な
成
果
を
収
め
、

大
谷
大
学
の
発
展
に
貢
献
し
た
学
生
ま
た
は

課
外
活
動
団
体
を
表
彰
し
、
学
生
生
活
の
充

実
に
資
す
る
こ
と
を
願
い
、
同
窓
会
が
発
足

さ
せ
た
学
生
支
援
の
制
度
で
す
。

二
〇
〇
七
年
度
「
菩
提
樹
賞
」
受
賞
者

◎
難
波
　
教
行
（
大
学
院
修
士
課
程
真
宗
学

専
攻
　
二
〇
〇
八
年
三
月
修
了
）

自
叙
伝
『
た
と
え
ば
、
人
は
空
を
飛
び
た

い
と
思
う
―
難
病
ジ
ス
ト
ニ
ア
、
奇
跡
の
克

同
窓
会
学
生
支
援
表
彰

「
菩
提
樹
賞
」
が
贈
ら
れ
る

同
窓
会
海
外
研
修
　
第
十
二
弾

「
中
国
・
浄
土
教
の
ふ
る
さ
と
を

訪
ね
て
」
実
施
報
告

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

二
〇
〇
八
年
度
同
窓
会
総
会
の
案
内

木村学長の講義の様子

高橋正 元教授

開講計画



昨
年
九
月
に
約
十
日
間
か
け
て
、
妻

共
々
標
記
研
修
旅
行
に
参
加
し
て
、
北
京

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
間
近
の
中
国
を
垣
間
見
て

き
ま
し
た
。

主
な
訪
問
先
は
、
北
京
郊
外
の
万
里
の

長
城
（
八
達
嶺
）
か
ら
始
ま
っ
て
、
ほ
ぼ

日
程
順
に
山
西
省
大
同
の
雲
崗
石
窟
、
五

台
山
（
菩
薩
頂
、
顕
通
寺
、
塔
院
寺
、
羅

寺
、
金
閣
寺
、
竹
林
寺
等
）、
太
原
郊

外
の
玄
中
寺
、
平
遥
古
城
、
陝
西
省
西
安

の
兵
馬
俑
坑
、
大
慈
恩
寺
、
香
積
寺
、
草

堂
寺
、
更
に
北
京
に
戻
っ
て
周
口
店
の
北

京
原
人
遺
跡
、
房
山
雲
居
寺
な
ど
で
し
た
。

寺
院
だ
け
で
も
約
二
十
ヶ
所
を
訪
れ
ま
し

た
。
私
個
人
と
し
て
は
、
一
九
八
五
年
に

よ
う
や
く
外
国
人
の
立
ち
入
り
が
許
可
さ

れ
た
と
い
う
五
台
山
に
特
に
関
心
が
あ
り

ま
し
た
。
な
か
で
も
平
安
時
代
に
日
本
人

と
し
て
五
台
山
に
足
跡
を
印
し
た
四
人
の

僧
侶
、
霊
仙
三
蔵
、
円
仁
、

然
、
成
尋

ら
に
興
味
を
も
っ
て
い
ま
し
た
。
で
す
か

ら
五
台
山
の
金
閣
寺
の
境
内
（
と
い
っ
て

も
な
ぜ
か
塀
の
外
の
よ
う
な
と
こ
ろ
で
し

た
が
）
で
霊
仙
三
蔵
を
顕
彰
す
る
古
い
石

碑
を
見
た
と
き
は
、
大
変
感
激
し
ま
し
た
。

五
台
山
に
つ
い
て
は
事
前
に
下
調
べ
も

し
て
い
た
の
で
す
が
、
実
際
に
訪
れ
た
印

象
は
そ
の
と
き
の
写
真
な
ど
の
イ
メ
ー
ジ

と
は
全
く
違
っ
て
瀟
洒
な
ホ
テ
ル
な
ど
も

多
く
、
ど
こ
か
日
本
の
軽
井
沢
あ
た
り
を

彷
彿
と
さ
せ
る
よ
う
な
一
大

リ
ゾ
ー
ト
と
い
っ
た
感
じ
で

し
た
。

ま
た
今
回
の
ツ
ア
ー
の
最

大
の
目
的
で
も
あ
っ
た
浄
土

教
の
祖
庭
玄
中
寺
訪
問
の
際

は
、
山
西
省
仏
教
協
会
の
重

鎮
で
も
あ
る
住
持
の
釈
悟
証

師
か
ら
、
記
念
に
同
窓
会
宛

の
揮
毫
を
し
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。

仏
教
の
関
係
で
言
え
ば
、
そ
の
ほ
か
数

多
く
訪
れ
た
寺
院
は
ど
こ
も
き
ち
ん
と
整

備
さ
れ
、
危
惧
し
て
い
た
文
化
大
革
命
の

後
遺
症
は
ほ
と
ん
ど
見
受
け
ら
れ
ま
せ
ん

で
し
た
。

ま
た
経
済
や
社
会
の
関
係
で
は
、
大
同

付
近
で
見
た
、
地
元
で
産
出
す
る
石
炭
の

天
津
に
向
け
て
の
ト
レ
ー
ラ
ー
や
貨
物
列

車
に
よ
る
も
の
す
ご
い
量
の
輸
送
、
暗
く

な
っ
て
も
燃
料
節
約
の
た
め
ヘ
ッ
ド
ラ
イ

ト
を
点
け
ず
に
走
る
車
、
商
店
や
民
家
な

ど
の
徹
底
し
た
電
気
の
節
約
、
車
窓
に
広

が
る
玉
蜀
黍

と
う
も
ろ
こ
し

の
植
わ
っ
た
赤
茶
色
の
黄
土

高
原
、
ま
っ
す
ぐ
に
延
び
た
高
速
道
路
と

両
脇
に
植
え
ら
れ
た
ポ
プ
ラ
並
木
、
都
市

部
の
い
た
る
と
こ
ろ
で
行
わ
れ
て
い
る
ビ

ル
や
道
路
の
建
設
工
事
、
合
弁
企
業
に
よ

る
現
地
生
産
の
た
め
、
日
本
で
は
高
価
な

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ブ
ラ
ン
ド
車
が
多
か
っ
た

こ
と
（
日
本
車
は
思
っ
た
よ
り
少
な
い
）

等
々
が
特
に
印
象
に
残
り
ま
し
た
。

同
時
に
マ
ス
コ
ミ
な
ど
で
も
、
し
き
り

に
報
道
さ
れ
る
都
市
部
と

農
村
部
の
経
済
格
差
（
あ

る
い
は
富
裕
層
と
貧
困
層

の
格
差
）
と
い
っ
た
、
現

在
の
中
国
が
抱
え
る
大
き

な
課
題
も
い
た
る
と
こ
ろ

で
実
感
し
ま
し
た
。

帰
国
間
際
、
北
京
で
オ

リ
ン
ピ
ッ
ク
の
メ
イ
ン
会

場
と
そ
の
周
辺
を
遠
望
し

ま
し
た
。
今
か
ら
四
十
年
以
上
前
の
東
京

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
際
、
最
初
の
大
学
生
時

代
を
東
京
で
過
ご
し
て
い
た
私
は
、
そ
の

前
後
の
目
覚
ま
し
い
首
都
の
変
貌
ぶ
り
を

体
験
・
記
憶
し
て
い
ま
す
が
、
日
本
の
そ

う
し
た
時
代
を
開
放
後
の
中
国
が
、
今
辿た

ど

っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
て
な
り
ま
せ
ん

で
し
た
。
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海
外
研
修
旅
行

「
中
国
・
浄
土
教
の
ふ
る
さ
と
を
訪
ね
て
」
に
参
加
し
て

古
　
宮
　
義
　
武

（
一
九
七
六
年
文
学
部
・
仏
教
学
科
卒
業
）

霊仙三蔵の顕彰碑
（五台山金閣寺）

玄中寺
釈悟証師の書

玄中寺の境内



「
心
の
時
代
の
大
学
」
の
講
題
で
ご
講
演

を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
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藤
田
昭
彦
大
谷
大
学
短
期
大
学
部
教
授

が
府
内
の
私
立
学
校
の
教
育
振
興
や
発
展

に
貢
献
し
た
人
に
贈
ら
れ
る
教
育
功
労
者

表
彰
を
幼
稚
園
部
門
で
受
賞
さ
れ
ま
し
た
。

今
回
の
表
彰
は
藤
田
教
授
が
大
谷
幼
稚
園

の
園
長
を
務
め
る
か
た
わ
ら
、
京
都
府
私

立
幼
稚
園
連
盟
の
副
理
事
長
と
し
て
活
躍

さ
れ
た
こ
と
が
評
価
さ
れ
た
も
の
で
表
彰

式
は
昨
年
十
一
月
十
日
（
土
）、
京
都
市

ア
バ
ン
テ
ィ
ホ
ー
ル
に
て
京
都
府
私
立
幼

稚
園
研
修
大
会
内
で
行
わ
れ
ま
し
た
。

昨
年
十
月
二
十
三
日
（
火
）、
響
流
館

メ
デ
ィ
ア
ホ
ー
ル
を
会
場
と
し
て
、
大
谷

学
会
研
究
発
表
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

発
表
三
〇
分
、
質
疑
応
答
一
〇
分
と
い
う

限
ら
れ
た
時
間
内
の
研
究
発
表
で
し
た
が
、

前
も
っ
て
用
意
さ
れ
た
資
料
に
基
づ
き
な

が
ら
、
四
名
の
大
谷
大
学
教
員
が
日
ご
ろ

の
研
究
の
一
端
を
発
表
さ
れ
ま
し
た
。
ま

大
谷
学
会
研
究
発
表
会
を
開
催

藤
田
昭
彦
教
授
が
京
都
府
私
立
学
校

教
育
功
労
者
と
し
て
表
彰
さ
れ
る

7

大
谷
大
学
で
は
、
博
士
後
期
課
程
修
了

者
の
黄
止

さ
ん
（
社
会
学
専
攻
）
に
博

士
（
文
学
）
の
学
位
記
を
授
与
し
ま
し
た
。

黄
さ
ん
は
二
〇
〇
六
年
三
月
末
に
大
谷
大

学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
を
満
期
退
学
し
、

現
在
は
母
国
で
あ
る
韓
国
の
大
学
で
日
本

語
教
師
と
し
て
活
躍
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
ま
で
大
谷
大
学
で
は
課
程
博
士
論

文
を
提
出
で
き
る
の
は
年
一
回
（
九
月
末

締
切
）
で
し
た
が
、
セ
メ
ス
タ
ー
制
に
対

応
す
る
た
め
、
二
〇
〇
六
年
度
よ
り
年
二

回
（
九
月
末
、
三
月
末
締
切
）
提
出
で
き

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
黄
さ
ん
は
昨
年

三
月
末
に
学
位
請
求
論
文
を
提
出
し
、
審

査
の
結
果
九
月
二
十
八
日
（
金
）
に
学
位

を
取
得
さ
れ
ま
し
た
。

課
程
博
士
の
学
位
を
授
与

大
谷
大
学
の
宮
G
健
司
教
授
と
兵
藤
一

夫
教
授
が
、
学
位
論
文
を
提
出
さ
れ
、
博

士
（
文
学
）
の
学
位
を
取
得
さ
れ
ま
し
た
。

授
与
式
は
、
昨
年
の
十
月
十
日
（
水
）

と
十
二
月
十
八
日
（
火
）
に
、
そ
れ
ぞ
れ

大
谷
大
学
に
て
行
わ
れ
ま
し
た
。

◎
宮
G
健
司
教
授

「
日
本
古
代
の
写
経
と
社
会
」

◎
兵
藤
一
夫
教
授

「
初
期
唯
識
思
想
の
研
究
―
唯
識
無
境

と
三
性
説
―
」

去
る
十
月
十
三
日
（
土
）、「
開
学
記
念

式
典
並
び
に
初
代
学
長
清
沢
満
之
謝
徳
法

要
」
が
挙
行
さ
れ
ま
し
た
。
十
月
十
三
日

を
開
学
の
日
と
す
る
の
は
、
近
代
的
大
学

と
し
て
出
発
し
た
一
九
〇
一
（
明
治
三
十

四
）
年
の
開
校
式
が
挙
行
さ
れ
た
日
に
よ

り
ま
す
。

勤
行
、
学
長
の
挨
拶
に
引
き
続
き
、
記

念
講
演
と
し
て
前
龍
谷
大
学
学
長
で
龍
谷

大
学
名
誉
教
授
の
神
子
上
惠
群
氏
よ
り

開
学
記
念
式
典
並
び
に
初
代
学
長

清
沢
満
之
謝
徳
法
要
を
挙
行

宮
T
健
司
教
授
・
兵
藤
一
夫
教
授
が

博
士
（
文
学
）
の
学
位
を
取
得

黄止 さん

神子上惠群氏

藤田昭彦教授

宮T健司教授（10月10日）兵藤一夫教授（12月18日）
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た
、
学
外
か
ら
の
参
加
者
も
多
く
、
活
発

な
質
疑
応
答
が
な
さ
れ
ま
し
た
。

な
お
、
題
目
・
発
表
者
は
次
の
通
り
で

し
た
。

能
『
山
姥
』
と
『
十
牛
図
』
考

モ
ニ
カ
・
べ
ー
テ
　
大
谷
大
学
教
授

日
本
人
初
の
入
蔵
者
・
寺
本
婉
雅
に
関
す

る
新
出
資
料
に
つ
い
て

三
宅
伸
一
郎
　
大
谷
大
学
講
師

末
法
到
来
と
空
の
象
徴
化：

響
堂
山
石
窟

に
刻
ま
れ
た
阿
弥
陀
浄
土
図
と
『
文
殊
般

若
』
の
相
互
関
係

井
上
尚
実
　
大
谷
大
学
講
師

福
祉
の
地
域
化
と
民
生
委
員
活
動
の
課
題

山
下
憲
昭
　
大
谷
大
学
教
授

昨
年
十
一
月
二
十
七
日
（
火
）、
講
堂

に
お
い
て
、
学
内
外
か
ら
多
数
参
集
の
も

と
、
大
学
報
恩
講
並
び
に
歴
代
講
師
謝
徳

法
要
が
挙
行
さ
れ
ま
し
た
。

宗
祖
親
鸞
聖
人
の
絵
像
と
歴
代
講
師
の

肖
像
画
が
掲
げ
ら
れ
た
講
堂
で
学
長
の
調

声
に
よ
り
『
正
信
偈
』
を
全
員
で
唱
和
し

大
学
報
恩
講
厳
修

て
報
恩
講
を
厳
修
し
ま
し
た
。
引
き
続
き

歴
代
講
師
謝
徳
法
要
に
移
り
、『
阿
弥
陀

経
』
の
読
経
の
な
か
、
来
賓
、
教
職
員
、

学
生
が
そ
れ
ぞ
れ
焼
香
を
行
い
ま
し
た
。

ま
た
、本
年
も
六
名
の
学
生
の
出
仕
が
あ

り
、
全
学
挙
げ
て
の
法
要
と
な
り
ま
し
た
。

法
要
終
了
後
は
、
三
桐
慈
海
名
誉
教
授

に
よ
り
「
親
鸞
聖
人
と
涅
槃
経
」
の
講
題

で
記
念
講
演
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
、

食
堂
に
会
場
を
移
し
て
小
豆
粥
の
お
斎
を

全
員
で
い
た
だ
き
ま
し
た
。

昨
年
十
月
十
二
日
（
金
）、
響
流
館
メ

デ
ィ
ア
ホ
ー
ル
に
お
い
て
大
学
院
特
別
セ

ミ
ナ
ー
公
開
講
演
会
が
開
か
れ
ま
し
た
。

講
師
は
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
大
学
福
音
主
義
神

学
部
教
授
・
大
谷
大
学
客
員
教
授
で
あ
り
、

実
践
神
学
の
研
究
が
専
門
で
あ
る
ゲ
ル
ハ

ル
ト
・
Ｍ
・
マ
ル
テ
ィ
ン
教
授
で
し
た
。

マ
ル
テ
ィ
ン
教
授
に
よ
る
今
年
度
の
大

学
院
特
別
セ
ミ
ナ
ー
は
昨
年
十
月
八
日
か

ら
十
九
日
間
ま
で
二
週
間
に
わ
た
っ
て
開

大
学
院
特
別
セ
ミ
ナ
ー
公
開
講
演
会

開
か
れ
る

山下憲昭教授

三桐慈海名誉教授

母校の動き（2007年9月～2008年3月）�
2007年
09／11（火）～29（土）

大谷大学博物館2007年度秋季企画展
【仏教の歴史とアジアの文化Ⅷ　久多の大般若経】

同時開催　実習生展
09／27（木）【宗祖御命日勤行・講話】

「レッシング『賢者ナ－タン』偏見なき愛と真実の宗教」
友田孝興　大谷大学教授

09／28（金）【前期卒業証書・学位授与式】
【前期卒業・修了並びに同窓会新入会員歓迎祝賀会】

09／29（土）【教育後援会全国父母兄姉懇談会】
10／09（火）～11／28（水）

大谷大学博物館2007年度特別展
【法隆寺一切経と聖徳太子信仰】

10／13（土）【開学記念式典並びに初代学長清沢満之謝徳法要】
「心の時代の大学」
神子上　惠群　龍谷大学名誉教授・前龍谷大学学長

10／14（日）【自己推薦入試】文学部全学科・短期大学部全学科　
10／20（土）・21（日）

【大谷大学大学院秋季試験】
【大谷大学大学院社会人入試】（20日のみ）
【大谷大学第３学年社会人編入学試験】（21日のみ）
【大谷大学第３学年推薦編入[前期日程]】（21日のみ）

10／23（火）【大谷学会研究発表会】
能『山姥』と『十牛図』考

モニカ・べーテ　大谷大学教授
日本人初の入蔵者・寺本婉雅に関する新出資料について

三宅伸一郎　大谷大学講師
末法到来と空の象徴化：響堂山石窟に刻まれた阿弥
陀浄土図と『文殊般若』の相互関係

井上尚実　大谷大学講師
福祉の地域化と民生委員活動の課題

山下憲昭　大谷大学教授　
10／26（金）【宗祖御命日勤行・講話】

「日本の懐かしき歌の魅力」 豊住征子　大谷大学短期大学部教授
10／31（水）【教職員を対象とする人権問題学習会】

人権教育推進委員会
○第２部会（民族差別問題部会）
「“在日コリアンの100年”学習会報告」加来雄之　委員

○第４部会（性差別問題部会）
「セクシュアリティの多様性」 滝口直子　委員
「ワーク・ライフ・バランスについて」

浅見直一郎　部会長
11／03（土）・04（日）

【指定校制推薦入学制度】
11／09（金）～11（日）

【2007年度　紫明祭】
09（金）・前夜祭
10（土）・エフエム京都α-STATION［J-AC TOP40］公開生放送
11（日）・北区　地域と大学とつながるネット　フリーマーケット

・2007年度紫明祭講演会（小林ゆり）・後夜祭
11／10（土）【第12回同窓会ホームカミングデ－】
11／17（土）・18（日）

【公募制推薦入試】
11／27（火）【大学報恩講】

「親鸞聖人と涅槃経」 三桐慈海　大谷大学名誉教授
【大谷大学真宗総合研究所・合同シンポジウム】

12／04（火）～22（土）
大谷大学博物館2007年度冬季企画展
【京都を学ぶ　拓本でみる京の梵鐘】

12／05（水）【“人権問題を共に考えよう”全学学習会】
第1部「差別落書事件についての報告と学習」
第2部「インターネット上における差別の現状と課題」

田畑重志　講師
12／08（土）【教育後援会四国地区父母兄姉懇談会】〈松山会場〉
12／09（日）【教育後援会中国地区父母兄姉懇談会】〈岡山会場〉
12／15（土）【大谷大学第３学年推薦編入[後期日程]】

【大谷大学大学院外国人留学生入試】
2008年
02／04（月）～07（木）

【一般入試[第１期]】
02／26（火）【大谷大学第３学年一般編入】
02／27（水）・28（木）

【大谷大学大学院春季試験】
03／07（金）【一般入試[第２期]】
03／18（火）【卒業証書並びに学位記授与式】

【卒業・修了並びに同窓会新入会員歓迎祝賀会】
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講
さ
れ
、「
西
洋
の
様
々
な
宗
教
の
伝
統

に
お
け
る
空
間
と
時
間
の
見
方
」
を
テ
ー

マ
に
、
講
義
と
演
習
形
式
に
よ
っ
て
進
め

ら
れ
ま
し
た
。
公
開
講
演
会
は
「
宗
教
、

あ
る
い
は
方
向
づ
け
・
呼
び
か
け
・
救

い
」
と
い
う
講
題
で
第
一
週
の
最
後
に
行

わ
れ
、
特
別
セ
ミ
ナ
ー
全
体
を
包
括
す
る

内
容
と
な
り
ま
し
た
。
マ
ル
テ
ィ
ン
教
授

の
基
本
的
な
姿
勢
と
し
て
、
神
学
研
究
は

単
な
る
形
而
上
学
的
な
営
み
で
は
な
く
、

常
に
現
実
の
中
に
あ
っ
て
考
え
る
学
問
で

あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
強
調
さ
れ
ま
し
た
。

さ
ら
に
、「
時
間
」
と
「
空
間
」
と
い
う

枠
組
み
か
ら
見
た
宗
教
の
様
々
な
類
型
に

つ
い
て
、
ま
た
マ
ル
コ
の
福
音
書
に
お
け

る
イ
エ
ス
の
物
語
、
Ａ
・
カ
ミ
ュ
の
シ
ー

シ
ュ
ポ
ス
の
神
話
、
そ
し
て
禅
の
十
牛
図

と
い
う
三
つ
の
物
語
に
共
通
し
た
モ
チ
ー

フ
に
つ
い
て
論
を
進
め
て
い
く
中
で
、
宗

教
の
テ
ク
ス
ト
自
体
が
示
し
て
い
る
救
い

と
現
実
と
の
不
可
分
性
が
詳
細
に
述
べ
ら

れ
ま
し
た
。

講
演
終
了
後
は
ビ
ッ
グ
バ
レ
ー
に
て
レ

セ
プ
シ
ョ
ン
が
開
か
れ
、
講
師
と
聴
講
者

と
が
親
睦
を
深
め
ま
し
た
。

タ
イ
の
マ
ハ
チ
ュ
ラ
ロ
ン
コ
ン
ラ
ー
チ

ャ
ウ
ィ
ッ
タ
ヤ
ラ
イ
大
学
の
ダ
マ
コ
ー
サ

ー
ジ
ャ
ー
ン
学
長
を
代
表
と
す
る
視
察
団

六
十
一
名
が
、
昨
年
十
月
四
日
（
木
）
午

前
、
大
谷
大
学
を
訪
問
し
ま
し
た
。

同
大
学
は
、
仏
教
徒
が
国
民
の
九
割
以

上
を
占
め
る
タ
イ
の
中
で
も
、
仏
教
を
学

ぶ
最
高
学
府
と
言
わ
れ
る
大
学
で
、
仏
教
、

教
育
、
人
間
、
社
会
の
四
つ
の
学
部
と
大

学
院
か
ら
な
る
学
生
数
一
万
人
の
大
学
で

す
。
今
回
の
訪
問
は
、
京
都
の
仏
教
系
大

学
の
現
代
的
な
研
究
設
備
や
研
究
方
法
の

視
察
を
目
的
と
す
る
も
の
で
、
大
谷
大
学

の
ほ
か
、
花
園
大
学
、
佛
教
大
学
、
龍
谷

大
学
を
訪
問
さ
れ
ま
し
た
。

大
谷
大
学
と
タ
イ
と
の
交
流
は
一
〇
〇

年
以
上
に
わ
た
り
、
大
谷
大
学
図
書
館
に

は
二
〇
世
紀
初
頭
に
当
時
の
シ
ャ
ム
国
王

か
ら
寄
贈
さ
れ
た
三
蔵
（T

ip
itak

a

）
や

三
〇
冊
の
注
釈
書
、
東
本
願
寺
大
谷
光
演

師
が
タ
イ
で
寄
贈
さ
れ
た
貝
葉
パ
ー
リ
経

典
な
ど
が
所
蔵
さ
れ
て
い
ま
す
。

響
流
館
メ
デ
ィ
ア
ホ
ー
ル
で
は
、
草
野

顕
之
文
学
部
長
、
兵
藤
一
夫
真
宗
総
合
学

術
セ
ン
タ
ー
長
を
は
じ
め
、
タ
イ
を
研
究

フ
ィ
ー
ル
ド
と
す
る
田
辺
繁
治
教
授
、
F

タ
イ
・
マ
ハ=

チ
ュ
ラ
ロ
ン
コ
ン
大
学

一
行
来
学

井
康
弘
教
授
、
清
水
洋
平
非
常
勤
講
師
に

参
列
い
た
だ
き
、
交
流
会
を
催
す
と
と
も

に
、
こ
れ
ら
の
寄
贈
書
の
観
覧
の
後
、
響

流
館
内
の
施
設
見
学
を
行
い
ま
し
た
。

挨
拶
に
立
た
れ
た
ダ
マ
コ
ー
サ
ー
ジ
ャ

ー
ン
学
長
は
、
ご
自
身
の
師
と
な
る
サ
テ

ィ
ア
ン
師
が
戦
中
に
大
谷
大
学
で
学
ば
れ

た
こ
と
、
そ
の
縁
あ
る
大
学
を
訪
問
で
き

た
こ
と
は
こ
の
上
な
い
喜
び
で
あ
る
こ
と

を
話
さ
れ
ま
し
た
。

視
察
団
の
一
行
は
、
施
設
見
学
の
最
後

に
立
ち
寄
ら
れ
た
尋
源
館
で
、
ダ
マ
コ
ー

サ
ー
ジ
ャ
ー
ン
学
長
を
導
師
と
し
て
勤
行

を
さ
れ
、
会
場
と
な
っ
た
尋
源
講
堂
は
荘

厳
な
空
気
で
満
た
さ
れ
ま
し
た
。

昨
年
一
〇
月
六
日
（
土
）
・
七
日
（
日
）、

大
谷
大
学
を
会
場
と
し
て
日
本
民
俗
学
会

第
五
十
九
回
年
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

日
本
民
俗
学
会
は
、
民
俗
学
の
研
究
と
そ

日
本
民
俗
学
会
第
五
十
九
回
年
会
を

大
谷
大
学
で
開
催

の
普
及
お
よ
び
会
員
相
互
の
連
絡
を
図
る

こ
と
を
目
的
と
し
て
、
一
九
四
九
年
に
発

足
し
た
民
俗
学
研
究
者
の
全
国
的
な
学
会

で
す
。
本
学
会
の
学
術
大
会
は
「
年
会
」

と
称
し
て
毎
年
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

六
日
に
は
、
大
谷
大
学
が
位
置
す
る
小

山
郷
に
伝
承
さ
れ
る
念
仏
芸
能
「
六
斎
念

仏
」
が
実
演
さ
れ
た
ほ
か
、
大
谷
大
学
名

誉
教
授
故
五
来
重
氏
が
考
究
・
提
唱
し
た

「
仏
教
と
民
俗
」
を
テ
ー
マ
に
、
豊
島
修

教
授
の
基
調
講
演「
仏
教
と
民
俗
の
交
渉
」

に
加
え
、「
巡
り
」・「
地
獄
」・「
念
仏
」

を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
す
る
パ
ネ
ル
報
告
を
中

心
と
し
た
公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
行
わ
れ

ま
し
た
。

七
日
は
、
約
一
五
〇
名
の
研
究
者
に
よ

る
研
究
発
表
や
小
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
十
二

の
部
会
場
で
行
わ
れ
活
発
な
議
論
が
展
開

さ
れ
ま
し
た
。

両
日
を
通
じ
て
、
延
べ
一
〇
〇
〇
名
を

超
え
る
参
加
者
を
お
迎
え
し
、
総
勢
七
四

名
の
大
谷
大
学
学
生
・
大
学
院
生
有
志
の

ス
タ
ッ
フ
に
よ
る
尽
力
も
あ
っ
て
、
大
変

な
盛
会
と
な
り
ま
し
た
。

ゲルハルト・M・マルティン客員教授

ダマコーサージャーン学長へ記念品を贈呈

基調講演の様子
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去
る
十
月
二
日
（
火
）、
木
村
学
長
が

台
湾
の
佛
光
大
学
を
訪
問
し
、
翁
政
義
佛

光
大
学
学
長
と
両
校
の
交
流
に
つ
い
て
協

議
の
う
え
学
術
交
流
協
定
を
締
結
し
ま
し

た
。
佛
光
大
学
は
、
人
間
仏
教
の
精
神
に

基
づ
く
人
格
教
育
を
基
本
理
念
に
掲
げ
仏

教
教
育
に
力
を
注
い
で
お
り
、
二
〇
〇
七

年
に
は
台
湾
で
初
め
て
仏
教
学
部
の
設
置

が
認
可
さ
れ
た
総
合
大
学
で
す
。
大
学
院

を
併
設
し
て
お
り
、
四
学
部
二
〇
学
科
に

約
二
一
〇
〇
名
の
学
生
が
学
ん
で
い
ま
す
。

佛
光
大
学
の
副
理
事
長
と
し
て
ご
活
躍

の
慈
恵
法
師
は
、
一
九
七
三
年
に
大
谷
大

学
修
士
課
程
を
修
了
さ
れ
、現
在
、佛
光
大

学
の
宗
教
教
育
部
門
の
最
高
責
任
者
と
し

て
力
を
尽
く
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
慈
恵
法

師
は
調
印
式
の
挨
拶
の
中
で
、
母
校
で
あ

る
大
谷
大
学
と
の
交
流
が
始
ま
る
こ
と
を

心
か
ら
喜
び
、
人
間
は
ど
う
い
う
も
の
か
、

人
間
の
生
き
る
意
味
を
考
え
な
が
ら
交
流

を
し
て
い
き
た
い
と
、
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
宗
教
学
科
助
理
教
授
の
奥
村
浩

佛
光
大
学
と
学
術
交
流
協
定
を
締
結

大
谷
大
学
の
学
術
交
流
協
定
校
で
あ
る

韓
国
東
國
大
學
校
博
物
館
と
大
谷
大
学
博

物
館
が
学
術
交
流
活
動
の
一
環
と
し
て
去

る
十
月
一
日
（
月
）
に
交
流
協
定
を
締
結

し
ま
し
た
。

東
國
大
學
校
博
物
館
は
一
九
六
三
年
に

開
館
さ
れ
た
歴
史
あ
る
博
物
館
で
す
。
仏

教
総
合
博
物
館
と
い
う
特
徴
を
堅
持
し
、

仏
教
関
係
の
遺
物
や
資
料
、
美
術
資
料
を

収
集
・
保
管
・
展
示
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、

仏
教
美
術
の
調
査
・
発
掘
に
は
定
評
が
あ
り
、

研
究
活
動
成
果
を
学
会
で
発
表
す
る
と
同

時
に
学
生
教
育
に
も
活
用
し
て
い
ま
す
。

大
谷
大
学
の
博
物
館
開
設
は
二
〇
〇
三

年
で
す
が
、
そ
れ
以
前
は
図
書
館
で
資
料

収
集
・
展
示
の
実
績
を
積
ん
で
お
り
、
そ

の
伝
統
に
お
い
て
は
東
國
大
學
校
博
物
館

と
比
肩
す
る
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

両
博
物
館
は
、
そ
の
設
立
目
的
を
共
有

で
き
る
こ
と
か
ら
、
展
覧
会
の
共
同
開
催

や
作
品
の

相
互
貸
出
、

学
芸
員
の

交
流
な
ど
、

今
後
さ
ま

ざ
ま
な
交

流
に
よ
る

成
果
が
期

待
さ
れ
ま

す
。

東
國
大
學
校
と
博
物
館
交
流
協
定
を
締
結

基
博
士
は
、
大
谷
大
学
の
卒
業
生
で
二
〇

〇
三
年
三
月
に
博
士
の
学
位
を
取
得
さ
れ
、

今
般
の
学
術
交
流
協
定
の
締
結
に
ご
尽
力

を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
今
後
の
活
発
な
交

流
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

教
職
員
を
対
象
と
す
る
人
権
問
題
学
習

会
が
、
去
る
十
月
三
十
一
日
（
水
）、
一

号
館
一
一
〇
一
教
室
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

今
年
度
は
四
部
会
か
ら
な
る
「
人
権
教
育

推
進
委
員
会
」
の
中
か
ら
、
第
二
部
会

（
民
族
差
別
問
題
）
と
第
四
部
会（
性
差
別

問
題
）の
報
告
が
あ
り
ま
し
た
。

第
二
部
会
は
「〝
在
日
コ
リ
ア
ン
の
一

〇
〇
年
〞
学
習
会
報
告
」
と
題
し
て
、
部

会
内
で
こ
れ
ま
で
行
わ
れ
た
、
在
日
コ
リ

ア
ン
の
歴
史
の
概
略
、
朝
鮮
学
校
の
歴
史

と
生
徒
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
、
在
日
コ

リ
ア
ン
に
よ
る
文
学
と
い
っ
た
テ
ー
マ
に

つ
い
て
の
学
習
内
容
を
中
心
と
し
た
報
告

を
行
い
ま
し
た
。

第
四
部
会
は
「
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の

多
様
性
」
と

「
ワ
ー
ク
・

ラ
イ
フ
・
バ

ラ
ン
ス
に
つ

い
て
」
の
二

つ
の
発
表
を

行
い
ま
し
た
。

前
者
は
、
セ

人
権
を
め
ぐ
っ
て
二
つ
の
学
習
会
を

開
催

ク
シ
ュ
ア
ル
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
と
さ
れ
る

人
々
の
さ
ま
ざ
ま
な
あ
り
か
た
を
、
具
体

例
を
交
え
て
報
告
し
ま
し
た
。
後
者
は
、

仕
事
と
家
庭
の
調
和
と
い
う
考
え
方
に
端

を
発
し
た
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス

の
概
念
に
関
し
て
、
基
本
的
な
事
項
か
ら

の
説
明
と
問
題
提
起
を
行
い
ま
し
た
。
約

六
〇
名
の
参
加
者
か
ら
は
、
活
発
な
質
問

が
出
さ
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
二
〇
〇
七
年
度
第
二
回
〝
人
権

問
題
を
共
に
考
え
よ
う
〞
全
学
学
習
会
が

去
る
十
二
月
五
日
（
水
）、
大
谷
大
学
講

堂
に
お
い
て
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
今
回
は

二
部
構
成
で
、
そ
の
第
一
部
で
は
、
昨
年

十
月
末
に
学
内
で
発
見
さ
れ
た
差
別
落
書

の
報
告
と
学
習
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
続
い

て
第
二
部
で
は
反
差
別
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
人

権
研
究
会
代
表
の
田
畑
重
志
氏
を
講
師
に

お
招
き
し
て
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
お

け
る
差
別
の
現
状
と
課
題
」
と
い
う
テ
ー

マ
で
講
演
を
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
田

畑
氏
は
、
落
書
や
ネ
ッ
ト
上
の
書
き
込
み

な
ど
匿
名
性
の
陰
に
隠
れ
た
差
別
行
為
が

増
え
て
い
る
現
状
に
つ
い
て
実
例
を
挙
げ

て
お
話
く
だ
さ

り
、
「
差
別
の

痛
み
が
分
か
る

人
間
」
を
育
て

て
い
く
よ
う
な

人
権
教
育
の
重

要
性
を
指
摘
さ

れ
ま
し
た
。

鄭于澤博物館長と会談の様子

学術交流協定を交わす翁政義学長
（左）・慈恵法師（中央）と木村学長

第4部会　滝口直子教授

田畑重志氏
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博
物
館
で
は
、
十
月
九
日
（
火
）
か
ら

十
一
月
二
十
八
日
（
水
）
ま
で
、
特
別
展

「
法
隆
寺
一
切
経
と
聖
徳
太
子
信
仰
」
を

開
催
し
ま
し
た
。
法
隆
寺
一
切
経
は
平
安

時
代
末
期
の
代
表
的
な
一
切
経
（
仏
典
の

一
大
叢
書
）
で
す
。
こ
の
展
覧
会
で
は
、

大
谷
大
学
博
物
館
所
蔵
の
法
隆
寺
一
切
経

約
八
十
巻
を
中
心
に
、
斑
鳩
寺
（
兵
庫

県
）・
鶴
林
寺
（
兵
庫
県
）・
観
音
寺
（
滋

賀
県
）・
四
天
王
寺
（
大
阪
府
）・
中
山
寺

（
兵
庫
県
）・
法
隆
寺
（
奈
良
県
）・
祐
誓

寺
（
愛
知
県
）・
奈
良
国
立
博
物
館
・
京

都
国
立
博
物
館
な
ど
各
位
の
協
力
の
も
と
、

法
隆
寺
一
切
経
の
書
写
の
様
子
や
そ
の
特

徴
を
取
り
上
げ
、
ま
た
書
写
事
業
の
背
景

博
物
館
特
別
展
「
法
隆
寺
一
切
経
と

聖
徳
太
子
信
仰
」

に
あ
っ
た
聖
徳
太
子
信
仰
に
関
わ
る
彫

刻
・
絵
画
な
ど
、
計
四
十
一
点
（
う
ち
重

要
文
化
財
五
点
）
を
展
示
し
ま
し
た
。

こ
の
展
覧
会
に
あ
わ
せ
て
、
十
月
十
三

日
（
土
）
に
宮
G
健
司
大
谷
大
学
教
授

（
博
物
館
学
芸
員
）
に
よ
る
講
演
会
「
法

隆
寺
一
切
経
の
形
成
」
、
十
一
月
三
日

（
土
）
に
田
中
嗣
人
華
頂
短
期
大
学
教
授

に
よ
る
講
演
会
「
聖
徳
太
子
信
仰
と
法
華

経
」
を
開
催
し
、
好
評
を
博
し
ま
し
た
。

ま
た
、
十
月
十
九
日
（
金
）
と
十
一
月

二
十
三
日
（
金
・
祝
）
に
は
宮
G
学
芸
員

に
よ
る
ギ
ャ
ラ
リ
ー
ト
ー
ク
を
、
開
館
日

で
〇
と
五
の
付
く
日
（
計
八
回
）
に
は
学

生
ガ
イ
ド
解
説
ツ
ア
ー
を
開
催
し
、
展
示

の
概
要
を
わ
か
り
や
す
く
説
明
し
ま
し
た
。

十
一
月
六
日
（
火
）
か
ら
は
、
試
験
的

に
無
料
の
音
声
ガ
イ
ド
を
導
入
し
、
コ
ー

ナ
ー
解
説
を
含
む
十
五
ヶ
所
の
解
説
を
自

由
に
聞
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
ま
し

た
。

博
物
館
で
は
毎
年
「
京
都
を
学
ぶ
」
と

い
う
共
通
テ
ー
マ
で
冬
季
企
画
展
を
開
催

し
て
い
ま
す
。
今
年
度
は
「
拓
本
で
み
る

京
の
梵
鐘
」
と
し
て
十
二
月
四
日
（
火
）

か
ら
二
十
二
日
（
土
）
ま
で
展
示
し
ま
し

た
。
こ
の
企
画
展
は
、
二
〇
〇
三
年
度
冬

季
に
開
催
し
た
企
画
展
が
、
期
間
が
短
か

っ
た
た
め
再
展
示
の
要
望
が
多
く
、
今
年

度
実
現
す
る
こ
と
に
な
っ
た
も
の
で
す
。

館
内
に
は
、
現
存
最
古
の
梵
鐘
で
あ
る
妙

心
寺
梵
鐘
銘
や
、「
三
絶
の
鐘
」
と
し
て

有
名
な
神
護
寺
梵
鐘
銘
、
大
坂
の
陣
の
き

っ
か
け
と
な
っ
た
方
広
寺
梵
鐘
銘
な
ど
、

貴
重
な
梵
鐘
の
拓
本
十
五
点
を
展
示
し
ま

し
た
。
こ
れ
ら
の
拓
本
に
よ
っ
て
、
京
都

に
所
在
す
る
諸
寺
院
の
梵
鐘
が
鋳
造
さ
れ

た
歴
史
的
背
景
や
、
一
つ
ひ
と
つ
に
こ
め

ら
れ
た
人
び
と
の
願
い
、
そ
の
造
形
美
な

ど
を
感
じ
と
っ
て
い
た
だ
け
た
か
と
思
い

ま
す
。

博
物
館
冬
季
企
画
展
　
京
都
を
学
ぶ

「
拓
本
で
み
る
京
の
梵
鐘
」

十
二
月
五
日
（
水
）、
京
都
ホ
テ
ル
オ

ー
ク
ラ
に
お
い
て
、
京
都
市
内
博
物
館
施

設
連
絡
協
議
会
設
立
十
五
周
年
記
念
式
典

及
び
祝
賀
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の

式
典
に
大
谷
大
学
博
物
館
も
招
待
を
受
け
、

同
協
議
会
の
事
業
推
進
に
貢
献
し
た
こ
と

に
対
し
「
京
都
市
内
博
物
館
施
設
連
絡
協

議
会
表
彰
状
」
を
、
ま
た
生
涯
学
習
へ
の

取
り
組
み
を
評
価
さ
れ
「
京
都
市
長
感
謝

状
」
が
授
与
さ
れ
ま
し
た
。

大
谷
大
学
博
物
館
「
京
都
市
内
博
物

館
施
設
連
絡
協
議
会
表
彰
状
」
を
授

与
さ
れ
る

図
書
館
・
博
物
館
だ
よ
り

特別展展示室風景

田中嗣人氏

冬季展展示室風景



二
〇
〇
七
年
十
月
二
十
六
日
（
金
）
に

世
界
同
時
発
売
さ
れ
た
、
ア
ッ
プ
ル
社
の

新O
S

「M
ac

O
S

X
10.5

L
eop

ard

」

に
、
大
谷
大
学
真
宗
総
合
研
究
所
・
西
蔵

文
献
研
究
班
が
開
発
し
た
チ
ベ
ッ
ト
語
シ

ス
テ
ム
が
標
準
搭
載
さ
れ
ま
し
た
。

本
研
究
班
で
は
、
一
九
九
〇
年
代
前
半

か
ら
チ
ベ
ッ
ト
語
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
利
用

に
取
り
組
み
、
一
九
九
五
年
に
は
、
マ
ッ

キ
ン
ト
ッ
シ
ュ
の
多
言
語
環
境

「W
orldScript

」
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
７
・
１

に
対
応
し
た
「T

ib
etan

L
an

g
u
ag

e

K
it

for
M

acin
tosh

」（
以
下T

L
K

）
を

開
発
、
国
内
外
の
学
会
向
け
に
配
布
し
ま

し
た
。
そ
の
後
「W

orld
S
crip

t

」
が

７
・
６
に
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
・
ア
ッ
プ
さ
れ

た
の
に
伴
い
、
対
応
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
版
を

二
〇
〇
〇
年
にW

eb

上
で
公
開
、
配
布

し
ま
し
た
。
い
ず
れ
の
配
布
も
無
料
で
お

こ
な
っ
た
も
の
で
す
。

二
〇
〇
一
年
に
ア
ッ
プ
ル
社
がM

ac

O
S

X

を
発
表
し
て
以
降
もT

L
K

の
ア
ッ

プ
デ
ー
ト
版
開
発
を
続
け
て
お
り
、
二
〇

〇
六
年
秋
に
は
、
名
前
を
「O

ta
n
i

U
nicode

T
ibetan

L
anguage

K
it

」
と

改
め
、
そ
の
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
ベ
ー
タ
版
を

公
開
し
ま
し
た
。

こ
う
し
た
長
年
の
取
り
組
み
が
、
世
界

的
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
･
メ
ー
カ
で
あ
る
ア
ッ

プ
ル
社
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
の
で
す
。

そ
れ
は
、
西
蔵
文
献
研
究
班
の
シ
ス
テ
ム

に
は
、
長
い
伝
統
を
誇
る
大
谷
大
学
の
チ

ベ
ッ
ト
研
究
の
成
果
が
盛
り
込
ま
れ
て
い

る
か
ら
で
す
。「K

ailasa

（
カ
イ
ラ
ー
サ
）」

「K
ok

on
or

（
コ
コ
ノ
ー
ル
）」
と
い
う
二

種
類
の
フ
ォ
ン
ト
は
、
世
界
標
準
の
文
字

コ
ー
ド
で
あ
るU

n
icod

e

に
対
応
し
て
い

ま
す
。
こ
れ
に
よ
り
、
異
な
っ
たO

S

間

で
の
チ
ベ
ッ
ト
語
デ
ー
タ
･
フ
ァ
イ
ル
の

や
り
と
り
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
チ
ベ
ッ

ト
文
字
を
使
っ
たW
eb

ペ
ー
ジ
の
作
成

や
閲
覧
、
メ
ー
ル
の
や
り
と
り
な
ど
も
極

め
て
容
易
と
な
り
ま
し
た
。

今
回
の
こ
の
出
来
事
が
、
チ
ベ
ッ
ト
文

化
の
発
展
に
大
き
く
寄
与
す
る
と
信
じ
て

い
ま
す
。
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大
谷
大
学
名
誉
教
授
で
、
真
宗
学
が

ご
専
門
の
細
川
行
信
先
生
、
二
〇
〇
七

年
十
月
二
十
四
日
（
水
）
に
ご
逝
去
さ

れ
ま
し
た
。

先
生
は
、
そ
の
生
涯
を
真
宗
教
学
史

の
研
究
の
た
め
に
捧
げ
ら
れ
ま
し
た
。

先
生
は
、
寺
院
後
継
者
と
し
て
、
大

谷
中
学
か
ら
大
谷
大
学
へ
と
進
ま
れ
ま

し
た
。
時
あ
た
か
も
戦
時
中
で
、
兵
役

に
服
し
、
否
応
な
く
死
に
直
面
し
、
ま

た
そ
の
時
の
過
労
か
ら
病
気
を
患
い
、

「
生
死
出
づ
べ
き
道
」
を
求
め
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
と
の
こ
と
で
す
。
し
か

も
関
東
の
地
で
終
戦
を
迎
え
た
こ
と
か

ら
、
東
国
で
の
親
鸞
聖
人
の
跡
を
偲
ぶ

ご
縁
を
頂
い
た
と
、
お
話
し
て
お
ら
れ

ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ

ン
ド
か
ら
、
先
生
は
、
ご
自
身
の
求
道

的
な
関
心
と
と
も
に
、
親
鸞
聖
人
と
そ

の
門
弟
の
事
蹟
、
さ
ら
に
真
宗
の
歴
史

に
研
究
の
関
心
を
広
げ
、
ラ
イ
フ
ワ
ー

ク
と
し
て
の
真
宗
教
学
史
の
研
究
に
専

心
し
て
い
か
れ
た
よ
う
で
す
。

先
生
は
、
昭
和
二
十
三
年
に
大
谷
大

学
の
文
学
部
を
ご
卒
業
後
、
研
究
科
に

進
み
、
大
谷
大
学
の
助
手
と
し
て
真
宗

学
研
究
室
に
勤
務
さ
れ
、
以
来
、
大
谷

大
学
で
教
鞭
を
執
ら
れ
ま
し
た
。
私
が
、

大
谷
大
学
大
学
院
に
入
学
し
た
昭
和
四

十
一
年
頃
、
折
り
し
も
学
内
に
学
園
紛

争
が
惹
起
し
、
大
学
側
と
学
生
と
の
間

に
何
度
も
話
し
合
い
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

先
生
は
、
当
時
、
学
生
部
長
を
お
勤
め

に
な
り
、
困
難
な
場
で
、
教
員
･
学
生

の
双
方
の
理
解
た
め
に
尽
力
さ
れ
ま
し

た
。昭

和
五
十
一
年
、
先
生
は
「
源
空
門

下
の
分
流
と
念
仏
義
」
と
い
う
学
位
論

文
を
提
出
、
文
学
博
士
の
称
号
を
授
与

さ
れ
ま
し
た
。

私
自
身
、
そ
の
後
の
研
究
で
法
然
上

人
と
そ
の
門
下
の
浄
土
思
想
に
関
心
を

寄
せ
る
よ
う
に
な
り
、
先
生
の
ご
著
書

か
ら
と
て
も
多
く
の
こ
と
を
学
ば
せ
て

い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
細
川
先
生
の

宗
祖
へ
の
篤
い
想
い
と
厳
密
な
史
料
研

究
に
、
金
子
大
栄
先
生
の
真
宗
学
と
山

田
文
昭
先
生
の
真
宗
史
学
の
大
谷
大
学

の
ふ
た
つ
の
伝
統
の
呼
応
を
感
ぜ
ず
に

は
い
ら
れ
ま
せ
ん
。
ご
研
究
の
導
き
に

改
め
て
学
恩
の
深
き
こ
と
を
思
い
ま
す
。

細
川
先
生
、
本
当
に
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。

大
谷
大
学
教
授
　
真
宗
学

安
　
冨
　
信
　
哉

細
川
行
信
先
生
を
偲
ん
で

「M
a
c
O
S
X
1
0
.5
L
e
o
p
a
rd

」
に

チ
ベ
ッ
ト
語
環
境
を
無
償
提
供
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主
事
の
交
代

﹇
真
宗
総
合
研
究
所
主
事
﹈
松
川
　
　
節

（
前
真
宗
総
合
研
究
所
主
事
　
廣
瀬
　
幸
市
）

二
〇
〇
七
年
十
月
一
日
付

退
　
職

＊
依
願
退
職

﹇
教
育
職
員
﹈

片
岡
　
　
裕
（
教
授
・
文
学
部
）

廣
瀬
　
幸
市
（
准
教
授
・
文
学
部
）

二
〇
〇
七
年
九
月
三
十
日
付
（
各
通
）

﹇
事
務
系
嘱
託
﹈

佐
野
　
千
恵
（
学
生
支
援
部
）

戸
田
　
佳
世
（
総
務
部
）

中
出
　
美
保
（
校
友
セ
ン
タ
ー
）

本
多
　
由
佳
（
入
学
セ
ン
タ
ー
）

二
〇
〇
七
年
九
月
三
十
日
付
（
各
通
）

川
勝
　
直
子
（
教
育
研
究
支
援
部
）

二
〇
〇
七
年
十
二
月
三
十
一
日
付

野
間
　
淳
子
（
教
務
部
）

二
〇
〇
八
年
一
月
三
十
一
日
付

新
規
採
用

﹇
事
務
系
嘱
託
﹈

浅
野
　
千
尋
（
総
務
部
）

上
原
亜
貴
子
（
入
学
セ
ン
タ
ー
）

大
伴
　
博
子
（
教
育
研
究
支
援
部
）

高
橋
　
由
佳
（
校
友
セ
ン
タ
ー
）

二
〇
〇
七
年
十
月
一
日
付
（
各
通
）

人
　
　
事

【
団
体
成
績
】

●
卓
球
部
（
男
子
）

・
関
西
学
生
卓
球
リ
ー
グ
戦

Ⅲ
部
Ａ
ブ
ロ
ッ
ク
　
一
勝
六
敗
　
六
位

・
Ⅲ
部
残
留

●
卓
球
部
（
女
子
）

・
関
西
学
生
卓
球
リ
ー
グ
戦

Ⅲ
部
Ａ
ブ
ロ
ッ
ク
　
二
勝
三
敗
　
五
位

●
柔
道
部
（
男
子
）

・
京
都
十
一
大
学
親
善
柔
道
大
会

一
部
　
三
敗
　
四
位

●
硬
式
野
球
部

・
京
滋
大
学
野
球
連
盟
秋
季
リ
ー
グ
戦

Ⅰ
部
　
七
勝
四
敗
　
三
位

●
サ
ッ
カ
ー
部

・
関
西
学
生
サ
ッ
カ
ー
連
盟
秋
季
リ
ー
グ

Ⅲ
部
Ａ
ブ
ロ
ッ
ク
　
六
勝
二
分
　
二
位

Ⅲ
部
―
Ⅱ
部
入
替
戦
　
Ⅲ
部
残
留

●
剣
道
部
（
男
子
）

・
関
西
学
生
剣
道
優
勝
大
会

二
敗
　
一
回
戦
敗
退

・
全
日
本
仏
教
系
大
学
剣
道
大
会

二
敗
　
一
回
戦
敗
退

●
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
部
（
男
子
）

・
関
西
学
生
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
連
盟

秋
季
リ
ー
グ
戦
　
Ⅲ
部
Ｂ
ブ
ロ
ッ
ク

一
勝
十
敗
　
十
二
位

●
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
部
（
女
子
）

・
関
西
女
子
学
生
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
連
盟

秋
季
リ
ー
グ
戦
　
Ⅲ
部

十
一
勝
一
敗
　
三
位

・
関
西
女
子
学
生
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
連
盟

秋
季
ト
ー
ナ
メ
ン
ト
大
会
　
三
回
戦
敗
退

二
〇
〇
七
年
度

秋
季
課
外
活
動
結
果

●
ソ
フ
ト
テ
ニ
ス
部
（
男
子
）

・
関
西
学
生
ソ
フ
ト
テ
ニ
ス

秋
季
リ
ー
グ
戦
　
Ｖ
部
Ｃ
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

秋
季
リ
ー
グ
戦
　
Ⅵ
部
Ａ
ブ
ロ
ッ
ク

一
勝
二
敗
　
三
位
　
Ⅵ
部
残
留

●
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
部
（
男
子
）

・
関
西
学
生
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
連
盟

秋
季
リ
ー
グ
戦
　
Ⅴ
部

二
勝
五
敗
　
七
位

●
バ
ト
ミ
ン
ト
ン
部
（
男
子
）

・
関
西
学
生
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
連
盟
　

秋
季
リ
ー
グ
戦
　
Ⅵ
部

二
勝
三
敗
　
四
位

●
バ
ト
ミ
ン
ト
ン
部
（
女
子
）

・
関
西
学
生
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
連
盟
　

秋
季
リ
ー
グ
戦
　
Ⅲ
部

二
勝
四
敗
　
五
位

●
ラ
ク
ロ
ス
部

・
関
西
学
生
ラ
ク
ロ
ス
秋
季
リ
ー
グ
戦

Ⅲ
部
Ａ
ブ
ロ
ッ
ク
　
四
敗
　
五
位

●
ア
メ
リ
カ
ン
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
部

・
関
西
学
生
ア
メ
リ
カ
ン
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
連
盟

秋
季
リ
ー
グ
戦
　
Ⅲ
部
Ｃ
ブ
ロ
ッ
ク

三
敗
一
分
　
四
位

【
個
人
成
績
】

●
卓
球
部
（
女
子
）

〈
秋
季
　
京
都
九
大
戦
〉

ダ
ブ
ル
ス

・
優
勝
　
岩
田
　
政
代

（
文
学
部
国
際
文
化
学
科
　
第
二
学
年
）

佐
藤
　
有
夏

（
文
学
部
社
会
学
科
　
第
三
学
年
）

●
硬
式
野
球
部

〈
京
滋
大
学
野
球
連
盟
Ⅰ
部
秋
季
リ
ー
グ
戦
〉

【
ベ
ス
ト
ナ
イ
ン
】

・
セ
カ
ン
ド
　
c
岡
　
晋
平

（
文
学
部
仏
教
学
科
　
第
二
学
年
）

【
打
撃
ベ
ス
ト
テ
ン
】

・
第
四
位
　
藤
川
　
圭
市

（
文
学
部
仏
教
学
科
　
第
二
学
年
）

・
第
五
位
　
c
岡
　
晋
平

（
文
学
部
仏
教
学
科
　
第
二
学
年
）

●
ソ
フ
ト
テ
ニ
ス
部
（
男
子
）

〈
京
都
学
生
ソ
フ
ト
テ
ニ
ス
連
盟

新
進
大
会
〉

ダ
ブ
ル
ス

・
ベ
ス
ト
八
　
重
元
　
俊
昭

（
文
学
部
社
会
学
科
　
第
三
学
年
）

中
村
　
有
誠

（
文
学
部
史
学
科
　
第
二
学
年
）

●
陸
上
競
技
部

〈
京
都
ス
ポ
ー
ツ
祭
典
陸
上
競
技
大
会
〉

【
男
子
一
般
　
八
〇
〇
ｍ
】

・
第
三
位
　
溝
渕
　
奨
太

（
文
学
部
哲
学
科
　
第
一
学
年
）

●
b
挙
道
部

〈
拳
樹
会
オ
ー
プ
ン
〉

【
一
般
　
男
子
上
級
フ
ィ
ン
級
】

・
準
優
勝
　
禿
　
　
孝
宏

（
文
学
部
真
宗
学
科
　
第
四
学
年
）

【
一
般
　
男
子
中
級
ラ
イ
ト
以
上
】

・
準
優
勝
　
c
田
　
広
輝

（
文
学
部
社
会
学
科
　
第
二
学
年
）

【
一
般
　
男
子
初
級
ラ
イ
ト
・
ウ
ェ
ル
タ
ー
級
】

・
第
三
位
　
山
岸
　
　
巧

（
文
学
部
史
学
科
　
第
二
学
年
）

【
一
般
　
男
子
初
級
バ
ン
タ
ム
・
フ
ェ
ザ
ー
級
】

・
優
　
勝
　
永
峯
　
隼
人

（
文
学
部
社
会
学
科
　
第
一
学
年
）

以
　
上
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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
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。
大
谷

大
学
･
大
谷
大
学
短
期
大
学
部
は
学
校
法

人
と
し
て
「
特
定
公
益
増
進
法
人
」
の
認

可
を
受
け
て
お
り
、
寄
付
金
に
対
し
て
は

税
法
上
の
減
免
税
措
置
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

二
〇
〇
七
年
七
月
一
日
か
ら
二
〇
〇
八

年
一
月
三
十
一
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
支
援
･
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

一
三
〇
件

◆
寄
付
金
総
額
八
、
八
〇
二
、
五
〇
〇
円

﹇
教
育
振
興
資
金
寄
付
者
（
敬
称
略
）﹈

浅
井
　
秀
紀
　
　
安
倍
　
彰
雄
　
　
天
野
　
義
敬

庵
　
　
紘
昌
　
　
井
汲
　
泰
三
　
　
池
田
　
俊
朗

池
田
　
典
生
　
　
石
川
　
正
治
　
　
石
澤
　
一
昭

石
橋
　
義
秀
　
　
猪
井
　
勝
美
　
　
井
元
　
昌
孝

上
田
　
毅
浩
　
　
浦
西
　
　
昭
　
　
大
江
　
清
志

大
賀
　
光
範
　
　
大
清
水
　
彰
　
　
岡
崎
あ
け
み

影
山
　
　
浩
　
　
梶
　
辰
三
夫
　
　
梶
浦
由
喜
子

梶
尾
　
義
人
　
　
加
藤
　
　
正
　
　
加
藤
　
正
憲

金
石
　
晃
陽
　
　
兼
田
　
利
子
　
　
上
条
　
弘
宣

亀
岡
　
昭
詞
　
　
川
崎
　
敬
子
　
　
河
崎
　
顕
了

川
崎
　
正
則
　
　
河
田
　
嗣
雄
　
　
河
田
　
良
三

川
端
　
章
夫
　
　
神
田
　
敦
司
　
　
木
越
　
　
渉

木
曽
　
亮
言
　
　
木
谷
　
　
齊
　
　
工
藤
　
義
彦

教
育
振
興
資
金（
募
金
）に
つ
い
て

窪
澤
　
真
一
　
　
窪
田
　
希
文
　
　
黒
宮
　
照
美

小
下
　
弘
和
　
　
小
谷
夛
喜
男
　
　
古
寺
　
了
俊

近
藤
　
昌
丸
　
　
斉
藤
　
　
亮
　
　
坂
手
　
正
尚

相
良
　
義
則
　
　
佐
藤
　
重
雄
　
　
佐
野
　
俊
導

島
袋
　
常
隆
　
　
清
水
　
一
己
　
　
小
代
　
敬
一

菅
谷
　
幸
広
　
　
鈴
木
　
健
氏
　
　
瀬
川
　
　
徹

高
野
　
清
嗣
　
　
竹
島
　
宗
人
　
　
竹
中
　
盛
忠

竹
原
　
健
児
　
　
龍
山
　
了
祐
　
　
田
中
　
孝
史

田
中
　
　
実
　
　
田
辺
　
　
博
　
　
谷
　
　
哲
修

月
村
　
俊
之
　
　
傳
　
　
敏
男
　
　
長
岡
　
宗
円

中
谷
　
　
肇
　
　
中
藤
　
　
講
　
　
中
村
　
政
順

永
治
　
悦
子
　
　
鍋
山
　
清
一
　
　
成
澤
　
隆
文

難
波
　
明
則
　
　
西
岡
　
健
治
　
　
西
澤
　
恒
男

早
川
　
　
毅
　
　
橋
本
　
幸
伸
　
　
八
田
　
信
雄

濱
村
　
昭
三
　
　
林
　
　
孝
慈
　
　
早
野
　
真
一

原
田
　
常
昭
　
　
日
高
　
久
志
　
　
福
井
　
憲
雄

福
田
　
吉
充
　
　
藤
坂
　
初
裕
　
　
藤
秀
　
善
昭

藤
原
眞
利
子
　
　
別
府
　
　
聡
　
　
堀
　
　
英
二

本
多
　
恵
実
　
　
増
田
　
　
勉
　
　
松
元
　
彰
信

松
本
　
善
和
　
　
三
浦
　
勝
美
　
　
宮
木
　
義
行

宮
崎
　
俊
雄
　
　
宮
野
　
　
悠
　
　
桃
井
　
正
尊

森
川
　
　
潤
　
　
森
永
太
一
郎
　
　
山
浦
　
芳
光

山
岸
　
洋
介
　
　
山
口
　
利
久
　
　
山
口
　
充
洋

山
G

嘉
幸
　
　
山
階
　
啓
二
　
　
山
田
　
昌
美

山
根
　
和
男
　
　
吉
田
　
恵
一
　
　
匿
名
﹇
三
名
﹈

（
有
）
フ
ク
イ
内
装
シ
ス
テ
ム

（
代
表
取
締
役
　
八
ヶ
代
勇
次
）

専
念
寺
（
伊
藤
　
　
理
）
勝
願
寺
（
井
上
　
　
証
）

南
桂
寺
（
奥
林
　
　
曉
）
廣
誓
寺
（
亀
崎
　
英
潤
）

速
念
寺
（
小
島
　
映
潤
）
浄
宝
寺
（
島
津
　
知
道
）

浄
雲
寺
（
相
馬
　
　
温
）
教
願
寺
（
遠
島
　
芳
然
）

東
弘
寺
（
豊
田
　
等
流
）
佛
乗
寺
（
藤
並
　
光
憲
）

真
光
寺
（
發
知
　
隆
法
）
託
蓮
寺
（
松
山
　
　
隆
）

如
意
輪
観
世
音
寺
（
湯
浅
　
智
機
）
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◎
『

』

（
初
期
華
厳
思
想
史
）

織
田
顕
祐
　
著
　
　
仏
教
時
代
社
　
刊

（
二
〇
〇
七
・
四
）
二
九
五
頁

◎
『
大
谷
派
な
る
宗
教
的
精
神
―
真
宗
同
朋
会

運
動
の
源
流
―
』

水
島
見
一
　
著
　
　
真
宗
大
谷
派
宗
務
所

出
版
部
　
刊

（
二
〇
〇
七
・
九
）
三
四
五
頁

◎
『
近
世
略
縁
起
論
考
』

石
橋
義
秀
・
菊
池
政
和
　
共
編

加
藤
基
樹
　
分
担
執
筆
　
　
和
泉
書
院
　
刊

（
二
〇
〇
七
・
九
）
二
三
二
頁

◎
『
日
中
両
国
の
視
点
か
ら
語
る

植
民
地
期
満
洲
の
宗
教
』

木
場
明
志
・
程
舒
偉
　
共
編

桂
華
淳
祥
・
李
青
　
分
担
執
筆
　
　
柏
書
房
　
刊

（
二
〇
〇
七
・
九
）
五
二
六
頁

◎
『
解
脱
の
宝
飾
―
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
成
就
者
た

ち
の
聖
典
『
道
次
第
・
解
脱
荘
厳
』』

ガ
ム
ポ
パ
　
著
　
　
白
館
戒
雲
・
藤
仲
孝
司
　
共
訳

Ｕ
Ｎ
Ｉ
Ｏ
　
刊

（
二
〇
〇
七
・
七
）
四
四
五
頁

◎
『
生
徒
指
導
の
方
法
と
実
際
』

加
藤
豊
比
古
ほ
か
　
編
　
佐
賀
枝
夏
文
・

水
島
見
一
　
分
担
執
筆
　
　
八
千
代
出
版
　
刊

（
二
〇
〇
七
・
四
）
二
六
一
頁

◎
『
戦
後
仏
教
社
会
福
祉
事
業
の
歴
史
』

長
谷
川
匡
俊
　
編
　
佐
賀
枝
夏
文
　
分
担
執

筆
　
　
法
藏
館
　
刊

（
二
〇
〇
七
・
五
）
二
五
一
頁

◎
『
戦
後
仏
教
社
会
福
祉
事
業
史
年
表
』

長
谷
川
匡
俊
　
編
　
佐
賀
枝
夏
文
　
分
担
執

筆
　
　
法
藏
館
　
刊

（
二
〇
〇
七
・
五
）
二
七
七
頁

◎
『
五
来
重
著
作
集

第
一
巻
日
本
仏
教
民
俗
学
の
構
築
』

五
来
重
　
著
　
　
法
藏
館
　
刊

（
二
〇
〇
七
・
一
〇
）
四
四
四
頁

◎
『
紛
争
後
社
会
と
向
き
合
う

―
南
ア
フ
リ
カ
真
実
和
解
委
員
会
』

阿
部
利
洋
　
著
　
　
京
都
大
学
学
術
出
版
会
　
刊

（
二
〇
〇
七
・
一
二
）
三
八
四
頁

◎
『『
唯
信
鈔
』
講
義
』

安
冨
信
哉
　
著
　
　
大
法
輪
閣
　
刊

（
二
〇
〇
七
・
一
二
）
二
六
二
頁

◎
『
光
華
叢
書
４
　
仏
教
思
想
の
奔
流

―
イ
ン
ド
か
ら
中
国
・
東
南
ア
ジ
ア
へ
―
』

木
村
宣
彰
・
早
島
理
・
太
田
清
史
　
著
　

京
都
光
華
女
子
大
学
･
真
宗
文
化
研
究
所
　
編

自
照
社
　
刊

（
二
〇
〇
七
・
三
）
三
二
八
頁

◎
『
鉄
道
　
関
西
近
代
の
マ
ト
リ
ク
ス
』

日
本
近
代
文
学
会
関
西
支
部
　
編

天
野
勝
重
　
分
担
執
筆
　
　
和
泉
書
院
　
刊

（
二
〇
〇
七
・
一
一
）
六
四
頁

◎
『
保
育
心
理
―
保
育
シ
リ
ー
ズ
Ⅰ
―
』

牧
田
桂
一
・
山
田
真
理
子
・
大
谷
保
育
協
会

編
　
佐
賀
枝
夏
文
　
分
担
執
筆

樹
心
社
　
刊

（
二
〇
〇
七
・
一
一
）
二
四
一
頁

◎
『
エ
チ
オ
ピ
ア
を
知
る
た
め
の
50
章
』

岡
倉
登
志
　
編
　
古
川
哲
史
　
分
担
執
筆

明
石
書
店
　
刊

（
二
〇
〇
七
・
一
二
）
三
八
四
頁

﹇
学
内
刊
行
物
﹈

◎
『
大
谷
大
学
教
職
支
援
セ
ン
タ
ー
研
究
紀
要
』

大
谷
大
学
教
職
支
援
セ
ン
タ
ー
編
・
刊

（
二
〇
〇
七
・
八
）
一
〇
五
頁

◎
『
人
権
セ
ン
タ
ー
叢
書
vol.
４
』

大
谷
大
学
人
権
セ
ン
タ
ー
　
編
・
刊

（
二
〇
〇
七
・
四
）
九
五
頁

◎
『
人
権
セ
ン
タ
ー
叢
書
vol.
５
』

大
谷
大
学
人
権
セ
ン
タ
ー
　
編
・
刊

（
二
〇
〇
七
・
八
）
五
九
頁

大
谷
大
学
教
員
の
出
版
物
紹
介
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◆
春
季
企
画
展
「
大
谷
大
学
の
あ
ゆ
み
　

―
清
沢
満
之
と
真
宗
大
学
―
」

四
月
一
日（
火
）〜
四
月
二
十
六
日（
土
）

◆
夏
季
企
画
展

「
仏
教
の
歴
史
と
ア
ジ
ア
の
文
化
Ⅸ
」

五
月
二
十
日（
火
）〜
八
月
四
日（
月
）

◆
秋
季
企
画
展

「
仏
教
の
歴
史
と
ア
ジ
ア
の
文
化
Ｘ

重
要
文
化
財
『
春
記
』（
仮
）」

九
月
九
日（
火
）〜
九
月
二
十
七
日（
土
）

※
博
物
館
実
習
生
展
併
催

◆
冬
季
企
画
展

「
京
都
を
学
ぶ
　
み
や
こ
の
姿
（
仮
）」

十
二
月
九
日（
火
）〜
十
二
月
二
十
七
日（
土
）

◆
特
別
展
「
聖
徳
太
子
伝
の
世
界
（
仮
）」

（
開
館
五
周
年
記
念
）

十
月
十
日（
金
）〜
十
一
月
二
十
九
日（
土
）

企
画
展
、
特
別
展
と
も
原
則
と
し
て
月

曜
日
・
日
曜
日
・
祝
日
休
館
で
す
が
、
場

合
に
よ
っ
て
は
開
館
す
る
こ
と
も
あ
り
ま

す
。日

程
等
詳
細
に
つ
き
ま
し
て
は
、
大
学

Ｈ
Ｐ
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、
博
物
館
に
ご

確
認
く
だ
さ
い
。

Ｔ
Ｅ
Ｌ
　
〇
七
五
―
四
一
一
―
八
四
八
三

（
直
通
）

大
谷
大
学
博
物
館
開
館
予
定
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2008年度前期　大谷大学生涯学習講座のご案内�

【申し込み方法】�
講座案内を請求される場合にはハガキ、ファックス、Ｅメールいずれかにて、①氏名・フリガナ②〒・住所③電話番号を明記してください。
また、講座を申し込みの場合は、上記①～③に④講座名を明記の上、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　MU係�
TEL：075－411－8161（直通）　FAX：075－411－8162　E‐mail：opensemi@sec.otani.ac.jp�
＊講座名等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�

京都学講座のご案内�

テーマ��
講　師�
開講日�
時　間�
定　員�
会　場�
受講料�

1

NPO法人尋源舎　協賛�
大乗仏教のあゆみ―親鸞の眼を通して―③「大乗の仏弟子－天親－」�
加来雄之（大谷大学准教授）／小谷信千代（大谷大学教授）／箕浦暁雄（大谷大学講師）�
5月28、6月4・11・25、7月2・9日（水）�
18：00～19：30�
100名�
響流館3F　メディアホール�
6，000円（税込）�

紫明講座のご案内�

テーマ�
講　師�
開講日�
時　間�
定　員�
会　場�
受講料�

4

新しい情報環境への哲学的アプローチ�
渡辺啓真（大谷大学教授）�
7月3・10・17日（木）�
18：00～19：30�
100名�
響流館3F　メディアホール�
3，000円（税込）�

テーマ�
講　師�
開講日�
時　間�
定　員�
会　場�
受講料�

2

長者になる法　教えます－『日本永代蔵』 西鶴の才覚－�
沙加戸　弘（大谷大学教授）�
6月5・12・26日（木）�
18:00～19:30�
100名�
響流館3F　メディアホール�
3，000円（税込）�

テーマ�
講　師�
開講日�
時　間�
定　員�
会　場�
受講料�

1

立原道造の文学と生－形式が生み出した感受性－�
國中　治（大谷大学教授）�
5月8・15・22日（木）�
18：00～19：30�
100名�
響流館3F　メディアホール�
3，000円（税込）�

テーマ�
講　師�
開講日�
時　間�
定　員�
会　場�
受講料�

3

胡同―北京の街角を感じてみる―�
李　　青（大谷大学准教授）�
7月1・8・15日（火）�
18：00～19：30�
100名�
響流館3F　メディアホール�
4，000円（税込・材料費込）�

テーマ�
講　師�
開講日�
時　間�
定　員�
会　場�
受講料�

5

幼児期からの食育―生涯の食の原点を再認識しよう―�
吉田陽子（大谷大学非常勤講師）�
8月2日（土）�
10：00～13：00�
10家族（主に3～6才までのお子様とそのご家族を対象とします。）�
2号館地階 栄養実習室�
１家族3,000円（税込・材料費込）�

テーマ�
講　師�
開講日�
時　間�
定　員�
会　場�
受講料�

3

支援と共感の共同体　―アディクションの回復から学ぶこと―�
滝口直子（大谷大学教授）�
5月20・27、6月3・10・17・24日（火）�
18：00～19：30�
100名�
響流館3F　メディアホール�
6，000円（税込）�

テーマ�
講　師�
開講日�
時　間�
定　員�
会　場�
受講料�

2

蓮如－その神話と救済論－　�
大桑　斉（大谷大学名誉教授）�
5月16・23・30、6月13・20、7月4日（金）�
18：00～19：30�
100名�
響流館3F　メディアホール�
6，000円（税込）�

テーマ�
講　師�
開講日�
時　間�
定　員�
会　場�
受講料�

1

史蹟から見る京都学－古地図を片手に平安京・京都をさぐる－　�
中村武生（大谷大学非常勤講師）�
6月21・28、7月12・19・26日（土）�
14:00～15:30�
100名�
響流館3F　メディアホール　現地見学有り�
6,000円（税込・保険料込）�

博物館セミナー�
テーマ�
講　師�
開講日�
時　間�
定　員�
会　場�
受講料�

1

はじめて学ぶ古文書読み解き講座　�
平野寿則（大谷大学講師）�
5月24・31、6月14・28、7月12・26日（土）�
10：00～12：10（5月31日は14：00～16：10に変更）�
30名�
響流館3F　マルチメディア演習室�
12,000円（税込）�

大谷大学では様々な教養をお求めの方に、大谷大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。大谷大学ならではの
宗教・信仰を求めていく講座、現代社会をいかに生きるのかをテーマとする講座、京都の文化の奥深さを知る講座など、切り口は多様です
が、共通するテーマは「人間」です。大谷大学の生涯学習講座にご期待ください。（講師の肩書は2008年3月現在のものです。）�
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昭和60年3月卒業渡辺貞麿ゼミ同窓会（2007.8.14）
年々、無盡燈に写真掲載されるのが怖い？私達ですが、
今年も学生時代に戻り、楽しいひとときを過ごす事が
できました。

道交会（大谷大学柔道部OB・OG会）（2007.8.25）
残暑厳しいなか、柔道場に諸先輩、お集まりいただき
ありがとうございました。若いOB・OGの積極的な参
加を望みます。

宮T・東舘ゼミ合同同窓会（2003～2006年度卒業）（2007.8.26）
先輩・後輩入り混じった、楽しい同窓会となりました。次回の同窓会でまたお会いできる事を楽しみにしています。

第12回 ホームカミングデー（2007.11.10）
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第5回大谷大学育英学寮（昭和30年4月入寮）同期入寮者の集い
（2007.9.6）
母校で学監から大学運営の厳しさを聞き、学寮へ歩き、沿道や寮内の変
りに今昔の感を懐いた。懇親会は粟田山荘で大いに盛り上がった。

直心行射会・OB総会・懇親会（2007.9.9）
一年に一度、集える場所がある。このことに感謝します。

石橋ゼミ同窓会（2005年度卒業）（2007.9.14）
今回卒業後初めての同窓会でした。残念ながら全員集まる事ができず
少人数での開催になりましたが、今度は皆で集まりたいです。

大谷大学混声合唱団OB・OG総会（2007.9.22）
岐阜、長野、金沢からも出席があり、新旧OB・
OGが集いました。来年は創立40周年。現役との
合同演奏を行います。

大桑斉先生の古稀を祝う会（2007.9.1）
2007年11月に70歳になられる大桑斉先生に、同窓生が感謝をもって、古稀をお祝いす
る会を催しました。たいへん温かい場となりました。
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㈱

〒600-8153

京都市下京区東本願寺大門前

電話（075）351－3681㈹

FAX（075）351－5563

大谷大学貫練学寮14期生同窓会（2007.10.7）
入寮してから約15年ということで、今回初めての同窓会でした。
皆、昔に戻って騒いでとても有意義な時間でした。次は2年後
です。

2007年度茶道部後援会懇親会（2007.10.14）
妙顕寺での秋期茶会で、55周年記念茶会の反省を念頭に、60周年記念
茶会（平成23年）に向って意見交換をした後、現役（清塵会）と一
を通して、心温まる交流を深め有意義な時を過ごすことができました。

2007年度大谷大学硬式野球部OB会総会（2007.10.7）
3年振りのOB会総会に17名が集い、今後のOB会運営についての意見交換がなさ
れました。懇親会は、現役の主将・副将を交え、和やかな雰囲気のなか大いに語
り合いました。

幼児教育科7期生同窓会（2007.9.23）
幼教花の7期生の久しぶりの同窓会。34年振りの方も。でも会った瞬間?!
話した瞬間、学生時代に戻り、京都白河院で、とても楽しい時を過ごしまし
た。
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1982年卒業教育学分野同期会（25周年）（2007.10.20）
全然変わってない！！容姿は大きく変わったけれど性格は昔のまま。楽しい
一日でした。次回はもっと多くの人の参加があれば…。

昭和54年卒吉田晴男君をしのぶ会（2007.11.10）
突然の吉田君の訃報に接し、急遽しのぶ会を開きました。久し振りに
藤島先生を囲み、懐かしいひとときが過ごせました。

短仏平成4年同期会（1‐C）

（2007.11.10）
ホームカミングデーに合せて同期会
をしました。来年はもっと参加者が
多くなるように早めに連絡します。

第32回谷雪会総会（スキー競技部OB・OG総会）（2007.11.17）
忙しい時期にも関わらず、若手中心に20名ほど集まりました。
今後の活動について話し合い、有意義な時間を過ごせました。
3年後35周年です。

昭和61年入学スキー競技部同期会

（2007.11.10）
学祭日に行われているホームカミングデー
に参加しました。先輩や新潟の同期の参加
もあり、懐かしい学内で楽しく過ごした後、
会場を移し、同期会を開催しました。楽し
かった学生生活が昨日の事のように感じら
れた一日でした。

国文学卒業同期会（2007.10.27）
本学国文学卒業・竹部俊恵氏により、聖徳太子伝絵解きが実演されました。卒業
生、教員、学生、絵解き研究者など尋源講堂に参集し、有意義な会となりました。
その後、卒業生20名が懇親会に出席し、あの頃のことを語りあいました。
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http://mujinto.org/

OBも学生もゼミ・クラブ・仲間で盛り上がる！
いわば大谷大学だけのmixi です。

お申込は
zingensya@gmail.com

※利用規約をよくお読みください。提供：NPO法人尋源舎

笑いの学校落語研究会OB・OG会（2007.11.24）
40周年記念寄席を3年後に控え、現役・OBの絆を深めました。皆、久しぶり
にボケを披露した結果、写真も見事にボケてます。

大谷大学書道部創立40周年記念祝賀会（2008.1.19）
北海道から京都まで遠近各地より約60名近いOB・OGが30周年以来、10年振りに京都ホテルオークラに集い、約2時間、懇談しました。2次会も多数参加し、楽
しいひとときを過ごしました。

大谷大学自動二輪同好会第4回OB・OG会（2007.12.21）
同好会になって、4回目のOB・OG会です。大谷の学生時代は宝の山でいっぱいで
した。現役の皆さん、よく遊び、よく学んでください。そしてまた再会しましょ
う。幹事（伊奈・家本・田中）
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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�

開催日 会　合　名
2007.08.14（火） 昭和60年3月卒業渡辺貞麿ゼミ同窓会
2007.08.25（土） 道交会（大谷大学柔道部OB・OG会）
2007.08.26（日） 宮T・東舘ゼミ合同同窓会（2003～2006年度卒業）
2007.09.01（土） 大桑斉先生の古稀を祝う会
2007.09.06（木） 第5回大谷大学育英学寮（昭和30年4月入寮）同期入寮者の集い
2007.09.09（日） 直心行射会・OB総会・懇親会
2007.09.14（金） 石橋ゼミ同窓会（2005年度卒業）
2007.09.22（土） 大谷大学混声合唱団OB･OG総会
2007.09.23（日） 幼児教育科7期生同窓会
2007.10.07（日） 2007年度大谷大学硬式野球部OB会総会
2007.10.07（日） 大谷大学貫練学寮第14期生同窓会
2007.10.14（日） 2007年度茶道部後援会懇親会
2007.10.20（土） 1982年卒業教育学分野同期会（25周年）
2007.10.27（土） 国文学卒業同期会
2007.11.10（土） 昭和54年卒吉田晴男君をしのぶ会
2007.11.10（土） 昭和61年入学スキー競技部同期会
2007.11.10（土） 短仏平成4年同期会（1－C）
2007.11.17（土） 第32回谷雪会総会（スキー競技部OB・OG総会）
2007.11.24（土） 笑いの学校　落語研究会OB・OG会
2007.12.21（金） 大谷大学自動二輪同好会第4回OB・OG会　
2008.01.08（火） 大谷大学剣道部講武会
2008.01.13（日） 平成4年度自灯学寮同期会
2008.01.18（金） 加治ゼミ同窓会（2005・2006年度卒業）
2008.01.19（土） 大谷大学書道部創立40周年記念祝賀会
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加治ゼミ同窓会（2005・2006年度卒業）（2008.1.18）
思い出話を語り合っていると昔のことが思い出され、懐かしい気持ちになりました。
楽しい一時を過ごすことができて良かったです。

大谷大学剣道部講武会（2008.1.8）
昨年1月に亡くなられた安立前師範の追弔会をお勤めしました。その後、現役と
の合同稽古会ならびに懇親会を開きました。

平成4年度自灯学寮同期会（2008.1.13）
卒業後10年の時の重さを感じつつ、共に学んだ友との絆に励まされた
1日でした。
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織(

一
九
九
九
文)�

北
野
　
剛
史(

一
九
九
七
文)  

●
　
野
村
　
礼
子�

小
柳
　
俊
輔(

二
〇
〇
五
文) 

●
　
谷
口
　
美
礼(

二
〇
〇
七
文)�

蓮
沼
　
乗
行(

二
〇
〇
四
修) 

●
　
織
田
佳
奈
子(

二
〇
〇
二
文)

う 

す
き
ま
さ 

と�

矢
森
　
陸
夫
　
文
学
部
（
一
九
七
三
） 

二
〇
〇
五
・  

四 

・
二
一�

河
野
　
義
海
　
大
学
部
（
一
九
五
二
） 

二
〇
〇
五
・  

七 

・
二
四�

丹
下
千
鶴
美
　
短
　
期
（
一
九
七
一
） 

二
〇
〇
六
・  

六 

・
一
二�

加
藤
　
俊
子
　
文
学
部
（
一
九
七
七
） 

二
〇
〇
六
・  

六 

・
二
一�

桑
原
　
　
誠
　
文
学
部
（
一
九
五
六
） 

二
〇
〇
六
・
一
一
・
一
七�

西
埜
や
よ
い
　
文
学
部
（
一
九
七
三
） 

二
〇
〇
六
・
一
二
・ 

一�

大
鳥
　
順
子
　
文
学
部
（
一
九
七
九
） 

二
〇
〇
七
・  

二 

・ 

五�

　
　
　
丈
晴
　
文
学
部
（
一
九
九
三
） 

二
〇
〇
七
・  

三 

・
二
四�

堀
前
　
恵
咸
　
大
学
部
（
一
九
四
七
） 

二
〇
〇
七
・  

四 

・ 

八�

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�
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同　　　窓　　
「
の
ぞ
き
趣
味
」�

さ
ま
ざ
ま
な
過
去
を
背
負
っ
た
人
々
が
う
ご

め
き
、
ぶ
つ
か
り
、
殺
し
合
い
、
生
か
し
あ
う

「
も
の
が
た
り
」
を
書
き
た
い
、
と
思
っ
て
い

た
。
大
学
に
入
る
直
前
、
ワ
ー
プ
ロ
を
買
っ
た
。�

学
生
時
代
、
ワ
ー
プ
ロ
は
一
度
も
開
か
な
か

っ
た
。
そ
の
代
わ
り
、
親
の
仕
送
り
を
食
い
つ

ぶ
し
な
が
ら
、
ち
ま
た
に
あ
ふ
れ
か
え
る
大
学

生
と
同
じ
よ
う
な
内
な
る
闇
…
…
性
欲
、
食
欲
、

睡
眠
欲
、
な
ぜ
イ
キ
ル
、
な
ぜ
死
ぬ
、
ゴ
ミ
だ

め
の
よ
う
な
プ
ラ
イ
ド
の
高
さ
、
背
中
あ
わ
せ

の
小
心
さ
、
男
が
欲
し
い
、
き
れ
い
に
な
り
た

い
、
さ
び
し
い
、
男
が
欲
し
い
！
…
…
な
ど
な

ど
。
そ
ん
な
ブ
ラ
ッ
ク
ホ
ー
ル
を
延
々
と
の
ぞ

き
込
む
よ
う
な
、
あ
ま
り
行
動
の
伴
わ
な
い
、

内
な
る
戦
い
を
一
人
、
く
り
ひ
ろ
げ
て
い
た
。�

た
だ
大
学
当
時
か
ら
、
無
意
識
、
も
し
く
は

作
為
的
に
「
も
の
が
た
り
」
に
な
る
ネ
タ
を
探

し
て
い
た
節
は
あ
っ
た
。「
も
の
が
た
り
」
に

必
要
な
の
は
、
光
よ
り
も
闇
。
闇
の
中
で
か
す

か
に
輝
き
を
放
つ
、
力
強
い
宝
石
。
ウ
ジ
ウ
ジ

悩
む
か
た
わ
ら
、
視
野
は
す
こ
し
ず
つ
外
へ
向

か
い
、
日
夜
原
石
を
探
し
歩
く
よ
う
に
な
っ
た
。�

ハ
ン
バ
ー
ガ
ー
チ
ェ
ー
ン
で
ア
ル
バ
イ
ト
を

す
る
よ
り
は
、
場
末
の
ス
ナ
ッ
ク
で
六
十
過
ぎ

の
同
僚
と
共
に
、
マ
マ
の
昔
語
り
を
聞
き
、
怪

し
げ
な
客
に
水
割
り
を
作
っ
た
。
ご
両
親
に
大

切
に
育
て
ら
れ
た
い
い
子
よ
り
も
、
風
俗
ま
が

い
の
仕
事
で
自
ら
学
費
を
稼
ぐ
子
と
友
達
に
な

っ
た
。
ス
ト
リ
ッ
プ
劇
場
へ
行
き
、
か
ぶ
り
つ

き
で
舞
台
を
観
た
こ
と
も
あ
る
。�

そ
れ
も
こ
れ
も
す
べ
て
は
ネ
タ
の
た
め
、
と

い
う
の
は
上
か
ら
見
下
ろ
し
て
い
る
よ
う
で
、

な
ん
だ
か
違
う
。
む
し
ろ
私
は
、
う
っ
す
ら
と

闇
を
ま
と
う
人
々
に
惹
か
れ
て
い
た
、
と
言
っ

た
ほ
う
が
し
っ
く
り
く
る
。�

世
間
を
逆
走
す
る
よ
う
な
探
索
は
現
在
も
続

い
て
い
る
。「
も
の
が
た
り
」
を
書
く
た
め
に

暗
い
場
所
を
目
指
す
の
か
、「
も
の
が
た
り
」

を
言
い
訳
に
し
て
、
他
人
の
窪
を
の
ぞ
き
た
い

の
か
。
そ
の
境
界
は
曖
昧
で
あ
る
。�

（
第
十
九
回
太
宰
治
賞
受
賞
）�

小
　
林
　
ゆ
　
り�

（
二
〇
〇
〇
年
文
学
部
哲
学
科
卒
業
）�

堀
　
　
義
雄
　
大
専
門
（
一
九
三
五
）
　
二
〇
〇
七
・  

五 

・ 

五�

本
多
　
千
三
　
大
学
部
（
一
九
四
六
）
　
二
〇
〇
七
・  

五 

・
一
〇�

柳
山
　
　
淳
　
大
学
部
（
一
九
三
八
）
　
二
〇
〇
七
・  

五 

・
二
〇�

安
藤
　
広
志
　
文
学
部
（
一
九
八
三
）
　
二
〇
〇
七
・  

六 

・ 

七�

佐
藤
　
　
幸
　
大
予
科
（
一
九
四
八
）
　
二
〇
〇
七
・  

六 

・
一
一�

清
野
　
真
澄
　
文
学
部
（
一
九
六
五
）
　
二
〇
〇
七
・  

六 

・
一
五�

安
間
　
　
誓
　
文
学
部
（
一
九
六
一
）
　
二
〇
〇
七
・  

六 

・
一
八�

多
田
　
英
章
　
文
学
部
（
一
九
七
二
）
　
二
〇
〇
七
・  

六 

・
一
八�

筧
　
　
恵
隼
　
大
専
門
（
一
九
四
二
）
　
二
〇
〇
七
・  

七 

・ 

一�

谷
尾
　
勝
故
　
大
専
門
（
一
九
四
一
）
　
二
〇
〇
七
・  

七 

・
一
七�

松
原
　
　
惇
　
文
学
部
（
一
九
五
九
）
　
二
〇
〇
七
・  

七 

・
二
五�

伊
達
　
正
夫
　
大
専
門
（
一
九
三
四
）
　
二
〇
〇
七
・  

七 

・
三
一�

佐
治
　
孝
彰
　
大
学
部
（
一
九
五
〇
）
　
二
〇
〇
七
・  

八 

・ 

二�

尺
一
　
顕
正
　
大
専
門
（
一
九
四
八
）
　
二
〇
〇
七
・  

八 

・
二
六�

山
雄
　
彰
洋
　
短
　
期
（
一
九
五
五
）
　
二
〇
〇
七
・  

八 

・
二
七�

本
井
　
信
雄
　
大
学
部
（
一
九
五
三
）
　
二
〇
〇
七
・  

九 

・ 

一�

斉
藤
　
専
一
　
文
学
部
（
一
九
六
三
）
　
二
〇
〇
七
・  

九 

・ 

五�

華
蔵
閣
行
亮
　
大
学
部
（
一
九
三
八
）
　
二
〇
〇
七
・  

九 

・
一
六�

南
　
か
お
り
　
短
　
期
（
一
九
七
七
）
　
二
〇
〇
七
・  

九 

・
二
一�

櫻
井
　
智
浩
　
博
　
士
（
二
〇
〇
〇
）
　
二
〇
〇
七
・  

九 

・
二
四�

野
村
　
龍
温
　
大
専
門
（
一
九
四
六
）
　
二
〇
〇
七
・  

九 

・
二
四�

岡
田
　
聖
隆
　
短
　
期
（
一
九
六
〇
）
　
二
〇
〇
七
・  

九 

・
二
六�

藤
井
　
　
新
　
大
学
部
（
一
九
四
六
）
　
二
〇
〇
七
・
一
〇
・ 

三�

大
橋
　
昊
瑞
　
大
学
部
（
一
九
四
六
）
　
二
〇
〇
七
・
一
〇
・ 

九�

村
上
　
信
男
　
大
予
科
（
一
九
四
五
）
　
二
〇
〇
七
・
一
〇
・
一
〇�

細
川
　
行
信
　
大
学
部
（
一
九
四
八
）
　
二
〇
〇
七
・
一
〇
・
二
四�

深
田
　
英
雄
　
大
学
部
（
一
九
四
八
）
　
二
〇
〇
七
・
一
一
・ 

七�

佐
々
木
鐵
牛
　
大
学
部
（
一
九
四
八
）
　
二
〇
〇
七
・
一
一
・
二
二�

藤
枝
　
弘
文
　
文
学
部
（
一
九
六
〇
）
　
二
〇
〇
七
・
一
一
・
二
四�

宮
部
　
幸
麿
　
大
学
部
（
一
九
四
六
）
　
二
〇
〇
八
・  

二 

・
一
〇�

　
お
詫
び
と
訂
正�

�

本
誌
前
号
に
お
い
て
、
表
記
に
誤
り
が
あ
り

ま
し
た
の
で
お
詫
び
申
し
あ
げ
、
次
の
と
お
り

訂
正
い
た
し
ま
す
。�

�「
敬
弔
」�

（
誤
）
石
塚
　
祐
堂
　
文
学
部
（
一
九
九
六
）�

　
　
　
　
　
←�

（
正
）
斉
藤
　
　
雅
　
文
学
部
（
一
九
六
四
）�
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　�「
ネ
パ
ー
ル
の
春
」�

 

45.5
×
33.3�
cm
�

二
〇
〇
八
年
作�

ネ
パ
ー
ル
は
イ
ン
ド
と
中
国
と
い
う
大
国
の
間
に
あ
る
小
国
で

あ
る
。
北
側
は
ヒ
マ
ラ
ヤ
山
脈
で
区
切
ら
れ
、
南
側
は
タ
ラ
イ
平

原
が
イ
ン
ド
と
接
し
て
い
る
。
タ
ラ
イ
平
原
地
帯
は
古
く
か
ら
イ

ン
ド
と
混
合
し
て
い
て
ル
ン
ビ
ニ
な
ど
仏
跡
が
あ
る
。
ネ
パ
ー
ル

の
歴
史
、
宗
教
、
美
術
、
建
築
の
中
心
は
カ
ト
マ
ン
ド
ゥ
盆
地
の

カ
ト
マ
ン
ド
ゥ
、
パ
タ
ン
、
バ
ク
タ
プ
ー
ル
と
キ
ル
テ
ィ
プ
ー
ル

に
集
中
し
て
い
る
。
カ
ト
マ
ン
ド
ゥ
盆
地
で
の
歴
史
は
古
代
碑
文

に
よ
り
多
く
の
事
実
が
解
明
で
き
る
が
、
最
も
古
い
の
は
、
五
世

紀
中
葉
の
も
の
で
カ
ト
マ
ン
ド
ゥ
の
東
南
に
あ
る
ヴ
シ
ュ
ヌ
神
の

ヒ
ン
ド
ゥ
寺
院
チ
ャ
ン
グ
ナ
ラ
ヤ
ン
に
あ
る
。�

イ
ン
ド
で
の
仏
教
は
五
世
紀
以
降
の
ヒ
ン
ド
ゥ
教
化
、
即
ち
密

教
化
す
る
こ
と
に
よ
る
変
容
と
そ
れ
に
伴
う
弱
体
化
、
十
世
紀
以

降
の
強
烈
な
イ
ス
ラ
ム
の
侵
攻
に
よ
り
十
三
世
紀
の
前
半
ま
で
に

は
完
全
に
消
滅
し
て
し
ま
う
が
、
山
深
い
カ
ト
マ
ン
ド
ゥ
盆
地
で

は
そ
の
イ
ン
ド
の
後
期
仏
教
、
即
ち
密
教
が
ヒ
ン
ド
ゥ
教
と
共
に

現
在
に
至
る
ま
で
続
い
て
い
る
。
脈
々
と
続
く
仏
教
の
儀
礼
は
興

味
深
く
そ
の
儀
礼
は
バ
ジ
ュ
ラ
チ
ャ
リ
ヤ
階
層
の
在
家
仏
教
徒
に

よ
っ
て
執
り
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
う
い
っ
た
意
味
で
も
カ
ト
マ
ン

ド
ゥ
盆
地
は
大
変
に
興
味
深
い
。
大
乗
仏
教
を
学
ぶ
上
で
も
益
々

の
調
査
、
研
究
が
望
ま
れ
る
。�

私
は
三
十
四
年
前
に
初
め
て
そ
こ
を
訪
れ
て
か
ら
、
時
折
り
喧

騒
の
イ
ン
ド
を
離
れ
、
ネ
パ
ー
ル
美
術
を
調
査
し
た
り
、
写
生
を

し
た
り
す
る
日
々
を
過
ご
し
た
。
カ
ト
マ
ン
ド
ゥ
盆
地
の
西
南
の

丘
に
あ
る
私
の
好
き
な
キ
ル
テ
ィ
プ
ー
ル
は
当
時
訪
れ
る
観
光
客

も
な
く
、
食
事
を
す
る
と
こ
ろ
も
無
か
っ
た
。
古
い
建
築
物
ば
か

り
の
村
で
各
戸
ご
と
に
手
織
り
の
機
の
音
が
響
い
て
い
た
。
キ
ル

テ
ィ
プ
ー
ル
の
周
辺
は
緩
や
か
な
丘
陵
地
帯
で
、
今
で
も
春
に
は

菜
の
花
そ
っ
く
り
な
マ
ス
タ
ー
ド
の
黄
色
の
花
が
咲
き
乱
れ
、
そ

の
香
り
が
世
界
を
覆
う
が
如
く
、
ま
さ
に
桃
源
郷
の
よ
う
な
と
こ

ろ
で
、
そ
の
中
の
畑
の
小
径
を
通
り
、
次
々
と
村
々
を
歩
い
た
こ

と
は
、
今
で
も
至
上
の
喜
び
で
あ
っ
た
と
思
え
る
。
人
間
の
持
つ

五
感
で
そ
の
場
の
全
て
を
体
内
に
吸
収
す
る
こ
と
は
大
切
な
こ
と

の
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
。�

畠
中
光
享（
一
九
七
〇
年
文
学
部
卒
）�

京
都
造
形
芸
術
大
学
教
授�

大
谷
大
学
非
常
勤
講
師�

2008年3月20日発行�

　
ど
う
し
て
、
こ
ん
な
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ

た
の
だ
ろ
う
か
。�

　
現
代
の
世
相
を
見
る
と
き
、
こ
ん
な
思
い
が

起
こ
っ
て
く
る
。�

　
親
が
子
ど
も
を
殺
し
、
子
ど
も
が
親
を
殺
す
。

ま
た
、
気
持
が
む
し
ゃ
く
し
ゃ
す
る
の
で
、
誰

で
も
い
い
か
ら
殺
し
た
か
っ
た
と
い
っ
て
、
人

を
傷
つ
け
殺
し
て
い
く
。�

　
こ
の
よ
う
に
人
を
い
と
も
簡
単
に
殺
し
て
い

く
。
そ
こ
に
は
、
何
か
狂
気
の
よ
う
な
も
の
が
、

う
ず
ま
い
て
い
る
よ
う
な
感
が
す
る
。
も
ち
ろ

ん
狂
気
と
い
う
よ
う
な
言
葉
で
、
こ
の
こ
と
を

理
解
す
る
こ
と
に
は
問
題
が
あ
る
だ
ろ
う
。
な

ぜ
な
ら
、
親
鸞
は
、
す
で
に
「
さ
る
べ
き
業
縁

の
も
よ
お
せ
ば
、
い
か
な
る
ふ
る
ま
い
も
す
べ

し
」
と
教
え
て
い
る
で
は
な
い
か
。
だ
か
ら
、

そ
れ
は
狂
気
で
は
な
く
、
人
間
の
偽
ら
ざ
る
本

性
で
あ
る
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。
い
や

そ
う
で
は
な
い
だ
ろ
う
。�

　
ド
ス
ト
エ
ー
フ
ス
キ
ー
は
、『
罪
と
罰
』
と
い

う
小
説
の
中
で
、
金
貸
し
の
老
婆
を
、
シ
ラ
ミ

や
ア
ブ
ラ
ム
シ
の
値
打
ち
さ
え
も
な
い
存
在
で

あ
る
と
考
え
て
殺
害
し
た
ラ
ス
コ
ー
リ
ニ
コ
フ

が
、
監
獄
の
な
か
で
見
た
夢
の
こ
と
を
、
次
の

よ
う
に
描
い
て
い
る
。
そ
れ
は
、
寓
話
的
と
も

い
え
る
話
な
の
だ
が
、
ア
ジ
ア
の
奥
地
か
ら
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
へ
か
け
て
一
種
の
恐
ろ
し
い
、
か
つ

て
聞
い
た
こ
と
も
見
た
こ
と
も
な
い
よ
う
な
伝

染
病
が
蔓
延
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
は

人
間
の
肉
体
に
食
い
入
る
一
種
の
新
し
い
微
生

物
、
繊
毛
虫
に
よ
っ
て
発
病
す
る
と
い
う
。
不

思
議
な
こ
と
に
、
こ
の
病
に
か
か
っ
た
も
の
は
、

今
ま
で
あ
と
に
も
さ
き
に
も
、
自
分
以
上
に
賢

い
、
不
動
の
真
理
を
把
握
し
た
も
の
は
い
な
い

と
考
え
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
正
気
を
失
い
、

わ
け
の
わ
か
ら
な
い
憎
悪
に
と
ら
わ
れ
て
、
お

互
い
に
殺
し
合
っ
て
い
く
と
い
う
の
で
あ
る
。�

　
こ
の
寓
話
に
象
徴
さ
れ
る
具
体
的
な
出
来
事

は
、「
正
義
」
の
名
の
も
と
で
、
前
世
紀
に
は
戦

争
や
大
量
虐
殺
な
ど
で
一
億
人
に
も
の
ぼ
る
人
々

が
殺
さ
れ
て
い
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。�

　
だ
か
ら
、
自
分
を
正
し
い
と
考
え
る
か
ぎ
り
、

正
し
く
な
い
の
は
自
分
以
外
の
他
者
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
そ
し
て
、
自
分
の
正
し
さ
の
証
明

は
、
正
し
く
な
い
他
者
を
否
定
す
る
こ
と
だ
と

考
え
る
か
ら
、
そ
の
こ
と
の
極
端
が
他
者
を
殺

す
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
。�

　
さ
て
、
私
た
ち
は
、
ど
れ
ほ
ど
賢
く
正
し
い

も
の
で
あ
る
と
い
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
今
一
度
、

立
ち
止
ま
っ
て
問
い
直
す
必
要
が
あ
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。�

大
谷
大
学
教
授
・
真
宗
学
　�

中
川
　
皓
三
郎�

「
立
ち
止
ま
ろ
う
」�
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