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本
学
に
お
い
て
、
永
年
に
わ
た
り
教
鞭

を
お
と
り
い
た
だ
き
ま
し
た
片
岡
了
先
生

に
、
尋
源
館
に
お
越
し
い
た
だ
き
、
お
話

を
伺
い
ま
し
た
。

―
先
生
の
学
生
時
代
の
お
話
を
聞
か
せ
て

く
だ
さ
い
。

私
が
大
谷
大
学
に
入
学
し
た
の
は
昭
和

三
十
一
年
（
一
九
五
六
）
で
す
。
大
学
構

内
は
今
の
よ
う
に
た
く
さ
ん
の
建
物
は
な

く
、
学
生
数
も
少
な
く
、
草
木
が
生
い

茂
っ
て
い
て
、
非
常
に
の
ん
び
り
と
し
た

雰
囲
気
で
し
た
。

ま
た
、
大
谷
大
学
の
先
生
で
は
あ
り
ま

せ
ん
が
、『
広
辞
苑
』
を
編
纂
し
た
新
村

出
先
生
が
近
く
に
住
ん
で
お
ら
れ
ま
し
た
。

そ
し
て
よ
く
大
学
構
内
に
散
歩
を
し
に
来

ら
れ
た
。
当
時
、
学
内
に
は
国
文
学
研
究

室
が
あ
り
、
新
村
先
生
は
ふ
ら
っ
と
訪
れ

て
お
話
し
さ
れ
て
い
く
こ
と
も
あ
り
ま
し

た
。
先
生
は
言
語
学
者
で
あ
る
と
と
も
に

歌
人
で
あ
り
、
大
学
の
「
知
進
守
退
」
の

石
碑
を
歌
っ
た
和
歌
も
あ
り
ま
す
よ
。

私
の
一
回
生
の
担
任
は
ド
イ
ツ
語
ク
ラ

ス
で
外
村
完
二
先
生
で
し
た
。
当
時
は
、

第
二
外
国
語
で
ク
ラ
ス
分
け
が
さ
れ
て
お

り
、
三
回
生
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
希
望
す
る
分

野
に
分
か
れ
た
の
で
す
ね
。
学
生
生
活
と

言
え
ば
、
烏
丸
北
大
路
の
角
で
屋
台
を
出

し
て
、
毎
日
、
朝
と
夕
方
に
新
聞
を
売
る

ア
ル
バ
イ
ト
を
し
て
い
ま
し
た
。
ア
ル
バ

イ
ト
と
い
っ
て
も
客
が
来
な
け
れ
ば
す
る

こ
と
が
な
い
の
で
、
そ
の
間
、
図
書
館
か

ら
ゲ
ー
テ
全
集
を
一
冊
ず
つ
借
り
て
、
結

局
全
部
読
み
ま
し
た
。
け
れ
ど
も
一
つ
問

題
が
あ
っ
て
、
朝
、
新
聞
を
売
っ
て
か
ら

授
業
に
行
く
と
、
ど
う
し
て
も
一
時
間
目

の
授
業
に
少
し
だ
け
遅
れ
て
し
ま
う
の
で

す
。
そ
れ
で
、
外
村
先
生
に
叱
ら
れ
た
思

い
出
も
あ
り
ま
す
ね
。

ま
た
、
ク
ラ
ブ
で
は
工
房
座
と
い
う
演

劇
部
に
入
っ
て
い
ま
し
た
。
高
島
屋
の
裏

あ
た
り
に
ホ
ー
ル
が
あ
っ
て
、
そ
こ
で
年

一
回
公
演
を
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
非
常
に

お
も
し
ろ
く
て
、
三
回
生
ま
で
熱
中
し
て

続
け
ま
し
た
。

―
先
生
が
研
究
者
の
道
を
歩
ま
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
い
き
さ
つ
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

三
回
生
か
ら
専
門
分
野
に
分
か
れ
る
の

で
す
が
、
私
は
多
屋
頼
俊
先
生
の
ゼ
ミ
に

入
り
ま
す
。
多
屋
先
生
は
大
変
厳
し
い
先

生
で
し
た
。
私
は
四
回
生
の
時
も
演
劇
部

の
活
動
を
し
よ
う
と
し
て
い
ま
し
て
、
春

の
公
演
の
準
備
を
し
て
い
た
の
で
す
が
、

そ
の
時
た
ま
た
ま
通
り
か
か
っ
た
多
屋
先

生
に
「
君
は
卒
業
し
て
役
者
に
で
も
な
る

つ
も
り
か
ね
」
と
聞
か
れ
ま
し
た
。
そ
の

つ
も
り
は
な
い
と
答
え
る
と
、「
そ
れ
な

ら
す
ぐ
に
や
め
な
さ
い
。
君
は
勉
強
す
る

の
が
好
き
な
の
だ
か
ら
、勉
強
し
な
さ
い
」

と
い
っ
て
叱
ら
れ
ま
し
た
。
そ
れ
で
私
は

演
劇
部
か
ら
籍
を
抜
い
て
、
卒
業
論
文
に

取
り
か
か
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。

そ
の
後
、
大
学
院
に
進
む
こ
と
に
な
っ

た
の
は
先
輩
の
感
化
を
受
け
て
の
こ
と
で

す
。
そ
の
先
輩
は
当
時
、
山
口
益
ゼ
ミ
の

仏
教
学
の
学
生
で
し
た
が
、
サ
ル
ト
ル
、

カ
ミ
ュ
な
ど
を
よ
く
読
み
勉
強
し
て
い
ま

し
た
。
私
の
親
は
大
学
院
に
進
む
こ
と
に

反
対
で
し
た
が
、
比
較
的
自
由
の
き
く
ア

ル
バ
イ
ト
を
し
て
生
活
費
を
ま
か
な
っ
て

勉
強
を
続
け
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
と

き
は
ま
だ
研
究
者
と
し
て
や
っ
て
い
く
と

い
う
気
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

卒
業
論
文
で
は
『
今
昔
物
語
集
』
の
研

究
を
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
大
学
院
に

入
っ
て
か
ら
は
、
国
文
の
古
典
が
読
め
な

い
、
す
ら
す
ら
と
解
釈
で
き
な
い
と
い
う

課
題
に
ぶ
つ
か
り
、
文
法
を
や
っ
て
み
た

い
と
思
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、

中
世
語
の
研
究
と
い
う
こ
と
で『
沙
石
集
』

の
語
学
的
研
究
を
修
士
論
文
の
課
題
と
し

て
取
り
組
み
ま
し
た
。
そ
の
研
究
の
中
で

『
日
本
文
法
の
話
』
と
い
う
日
本
語
研
究

に
と
て
も
よ
い
書
物
が
あ
り
、
そ
れ
を
読

ん
で
非
常
に
お
も
し
ろ
い
と
思
っ
た
の
で

す
ね
。
そ
の
頃
か
ら
、
国
語
学
の
研
究
者

と
し
て
の
志
を
も
つ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

博
士
課
程
に
進
ん
で
、
恵
信
尼
が
『
無

量
寿
経
』
を
発
音
通
り
に
ひ
ら
が
な
で
書

い
た
「
か
な
写
経
」
を
研
究
し
、
そ
れ
が

雑
誌
『
国
語
学
』
に
掲
載
さ
れ
ま
し
た
。

そ
し
て
、
こ
の
道
を
歩
む
こ
と
に
決
心
が

固
ま
り
ま
し
た
。

―
教
員
に
な
ら
れ
て
か
ら
の
お
話
を
聞
か

せ
て
く
だ
さ
い
。

文
学
部
で
ゼ
ミ
を
担
当
す
る
ま
で
は
、

長
年
、
短
期
大
学
部
の
国
文
科
で
ク
ラ
ス

担
任
を
受
け
持
っ
て
い
ま
し
た
。
自
分
が

教
育
す
る
立
場
に
な
っ
た
時
、
や
は
り
モ

デ
ル
は
多
屋
先
生
で
し
た
。
文
法
を
扱
う

国
語
学
と
い
う
学
問
は
、
語
学
研
究
で
あ
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「「
報報
じじ
難難
きき
師師
のの
恩恩
」」

片
岡
　
了
先
生
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

大
谷
大
学
と
私
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り
、
文
学
で
は
あ
っ
て
も
答
え
が
は
っ
き

り
し
て
い
る
と
い
う
特
色
が
あ
り
ま
す
の

で
、
答
え
ら
れ
な
い
学
生
に
対
し
て
は
、

私
の
授
業
は
厳
し
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。

ま
た
、
学
園
紛
争
の
時
期
は
つ
ら
か
っ

た
で
す
ね
。
紛
争
に
対
処
す
る
た
め
に
学

長
の
補
佐
を
す
る
仕
事
に
任
じ
ら
れ
ま
し

た
。
私
は
何
で
も
学
生
の
言
う
こ
と
を
聞

く
よ
う
な
こ
と
は
し
な
か
っ
た
の
で
、
学

生
側
か
ら
相
当
き
つ
く
批
判
さ
れ
ま
し
た
。

た
だ
、
私
の
や
り
方
を
受
け
入
れ
て
く
れ

た
学
生
と
は
、
今
で
も
交
流
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
大
谷
大
学
が
、
東
京
の
巣
鴨
か

ら
こ
ち
ら
に
移
っ
て
新
た
に
出
発
す
る
時

に
、
多
屋
先
生
が
大
学
歌
を
お
作
り
に
な

り
ま
し
た
。
あ
れ
は
、
先
生
が
学
生
時
代

に
応
募
し
て
選
ば
れ
た
と
聞
い
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
文
語
調
で
す
か
ら
、
今
の
学
生

に
は
分
か
り
に
く
い
。
そ
れ
で
大
学
か
ら

「
今
の
学
生
に
分
か
る
よ
う
に
解
説
を
書

い
て
欲
し
い
」
と
言
わ
れ
、
説
明
文
を
つ

け
る
仕
事
を
し
ま
し
た
。

―
現
在
の
関
心
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

私
は
中
世
語
の
研
究
を
テ
ー
マ
と
し
て

き
ま
し
た
。
戦
前
の
古
典
の
研
究
は
、

『
古
今
集
』
や
『
源
氏
物
語
』
な
ど
の
平

安
朝
の
も
の
が
中
心
で
、
高
校
な
ど
で
は

平
安
朝
の
基
準
で
古
典
文
法
を
教
え
て
き

ま
し
た
。
し
か
し
、
言
葉
遣
い
は
ど
ん
ど

ん
変
わ
る
も
の
で
す
。
中
世
に
は
中
世
の

言
葉
の
決
ま
り
が
あ
り
ま
す
。
さ
す
が
に

戦
前
の
教
育
で
は
ま
ず
い
と
い
う
こ
と
で
、

戦
後
ま
も
な
く
教
育
が
変
わ
っ
て
い
き
ま

し
た
。
そ
れ
で
も
、
平
安
期
に
比
べ
て
中

世
文
書
の
量
は
は
る
か
に
多
い
の
で
す
。

で
す
か
ら
ま
だ
知
ら
れ
て
い
な
い
言
葉
や

文
法
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
私
は
、
そ

れ
ら
を
拾
い
上
げ
て
ま
と
め
た
い
と
思
っ

て
い
ま
す
。
そ
れ
は
落
ち
穂
拾
い
み
た
い

な
も
の
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
よ
う

な
こ
と
を
し
て
、
少
し
は
人
の
役
に
立
つ

よ
う
な
こ
と
を
し
た
い
も
の
だ
と
思
っ
て

い
ま
す
。

―
最
後
に
現
在
の
大
学
に
対
し
て
の
メ
ッ

セ
ー
ジ
を
お
願
い
し
ま
す
。

今
、
自
分
が
学
生
だ
っ
た
ら
、
と
い
う

よ
う
な
こ
と
を
考
え
て
み
る
の
で
す
が
、

今
の
時
代
は
名
の
知
れ
た
大
学
や
規
模
の

大
き
な
大
学
が
い
い
よ
う
に
見
え
ま
す
。

理
工
学
部
や
経
済
学
部
な
ど
、
就
職
に
つ

な
が
る
よ
う
な
実
利
の
あ
る
学
部
を
持
っ

て
い
る
大
学
が
世
間
で
は
目
に
と
ま
る
で

し
ょ
う
。
し
か
し
、
実
利
を
求
め
る
よ
う

な
大
学
と
は
違
う
形
で
の
大
学
は
あ
っ
て

も
い
い
と
思
う
し
、
あ
る
べ
き
だ
と
思
い

ま
す
。
あ
り
き
た
り
で
す
が
、「
人
生
を

い
か
に
生
き
る
か
」
と
い
う
問
い
を
、
実

利
と
は
違
う
と
こ
ろ
で
考
え
る
こ
と
が
大

切
だ
と
思
い
ま
す
。
大
谷
大
学
の
役
割
は

そ
こ
に
あ
る
。
特
に
最
近
の
社
会
問
題
や

悲
し
い
事
件
を
見
て
い
る
と
、
実
利
の
学

問
で
は
解
決
で
き
な
い
問
題
に
今
の
私
た

ち
は
直
面
し
て
い
る
と
言
え
る
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。
開
学
以
来
の
理
念
に
誇

り
を
持
っ
て
、
学
生
た
ち
に
は
元
気
に
学

ん
で
欲
し
い
と
思
い
ま
す
。

3

よしい　あきお
1982年3月卒業
文学科

昭
和
五
十
五
年
四
月
、
私
が
三
回
生
に
な
っ

た
と
き
に
、
片
岡
ゼ
ミ
が
誕
生
し
ま
し
た
。
二

回
生
の
基
礎
講
読
で
先
生
の
人
柄
に
触
れ
て
い

た
私
は
、
迷
う
こ
と
な
く
片
岡
ゼ
ミ
の
門
を
叩

き
ま
し
た
。
私
の
他
に
も
五
名
の
同
期
生
が
片

岡
ゼ
ミ
を
選
ん
で
い
て
、
私
た
ち
六
人
は
片
岡

ゼ
ミ
の
第
一
期
生
と
な
り
ま
し
た
。

片
岡
ゼ
ミ
で
過
ご
し
た
思
い
出
は
た
く
さ
ん

あ
り
ま
す
。
ゼ
ミ
で
の
授
業
も
そ
う
で
す
が
、

少
人
数
と
い
う
フ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
良
さ
で
、
先

生
と
ゼ
ミ
の
皆
で
、
食
事
だ
宴
会
だ
と
よ
く
出

か
け
た
こ
と
を
覚
え
て
い
ま
す
。
奈
良
ま
で
遠

足
に
出
か
け
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
奈
良
公

園
で
宴
を
開
き
、
古
梅
園
に
墨
作
り
を
見
学
に

行
っ
た
の
で
す
。

そ
ん
な
折
々
に
語
ら
れ
る
片
岡
節
が
、
私
は

大
好
き
で
し
た
。
先
生
の
人
間
味
溢
れ
る
お
話

が
、
何
よ
り
も
心
に
残
っ
て
い
ま
す
。

片
岡
先
生
、
ど
う
か
健
康
に
留
意
さ
れ
、
ま

た
同
窓
会
で
片
岡
節
を
聴
か
せ
て
く
だ
さ
い
。

片
岡
ゼ
ミ
の
思
い
出

（
京
都
市
総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
）

吉
井
朗
夫

片岡　了先生へのコメント 〔
略
　
歴
〕

一
九
三
五
年
　
北
海
道
に
生
ま
れ
る

一
九
六
〇
年
　
大
谷
大
学
文
学
部
卒
業

一
九
六
二
年
　
大
谷
大
学
大
学
院
修
士
課
程

修
了

一
九
六
四
年
　
大
谷
大
学
助
手

一
九
六
七
年
　
大
谷
大
学
専
任
講
師

一
九
七
三
年
　
大
谷
大
学
助
教
授

一
九
八
三
年
　
大
谷
大
学
教
授

一
九
九
四
年
　
大
谷
大
学
真
宗
総
合
研
究
所

長

一
九
九
八
年
　
博
士
（
文
学
）

二
〇
〇
一
年
　
大
谷
大
学
退
職

現
在
　
　
　
　
大
谷
大
学
名
誉
教
授

〔
著
　
書
〕

『
大
谷
大
学
本
『
節
用
集
』
研
究
並
び
に
総

合
索
引
』

『
沙
石
集
の
構
造
』

〔
共
　
著
〕

『
蓮
如
上
人
遺
文
（
索
引
の
部
）』

『
日
蓮
聖
人
研
究
（「
日
蓮
聖
人
の
消
息
の
文

体
」
の
項
）』

『
浄
名
玄
論
（
巻
第
２
・
巻
第
８
）』

〔
論
　
文
〕

「『
沙
石
集
』
の
研
究
」

「
沙
石
集
の
構
成
と
説
話
」

「
蓮
如
上
人
の
文
体
」

「『
佛
説
阿
彌
陀
経
』（
延
書
本
）
の
国
語
史

的
研
究
」

ほ
か
論
文
多
数



津
村
さ
ん
の
今
後
一
層
の
ご
活
躍
を
、

応
援
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
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開
催
日

二
〇
〇
九
年
五
月
十
三
日（
水
）

時
　
間

午
後
一
時
三
〇
分
〜

（
総
会
終
了
後
、
懇
親
会
）

〈
支
部
名
称
変
更
〉

静
　
岡
　
県

（
旧
支
部
名
称
　
静
岡
）

〈
山
形
支
部
長
〉

織
　
江
　
祐
　
智

（
前
支
部
長
　
菅
生
芸
宣
）

〈
静
岡
県
支
部
長
〉

熊
　
谷
　
法
　
昭

（
前
支
部
長
　
曽
我
祐
賢
）

〈
富
山
支
部
長
〉

井
　
口
　
榮
　
樹

（
前
支
部
長
　
石
川
正
生
）

〈
福
山
支
部
長
〉

梅
　
田
　
休
　
申

（
前
支
部
長
　
窪
木
憲
祐
）

昨
年
九
月
三
十
日
（
火
）、
講
堂
に
お

い
て
二
〇
〇
八
年
度
前
期
卒
業
式
が
執
り

行
わ
れ
ま
し
た
。
博
士
課
程
修
了
一
名
、

修
士
課
程
修
了
一
名
、
文
学
部
卒
業
二
十

三
名
、
短
期
大
学
部
卒
業
五
名
が
学
窓
を

巣
立
ち
ま
し
た
。

勤
行
の
後
、
一
人
ず
つ
壇
上
に
て
、
木

村
宣
彰
学
長
か
ら
学
位
記
・
卒
業
証
書
が

手
渡
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
、
学
長
の
告

辞
に
続
い
て
真
宗
大
谷
学
園
を
代
表
し
て
、

細
川
信
元
専
務
理
事
よ
り
「
本
日
ま
で
研

鑚
し
て
き
た
こ
と
を
こ
れ
か
ら
の
活
躍
に

活
か
し
、
真
道
を
突
き
進
ん
で
欲
し
い
。

社
会
は
容
易
な
こ
と
ば
か
り
で
は
な
い
の

で
、
親
鸞
の
教
え
を
よ
り
ど
こ
ろ
に
し
て

真
実
を
求
め
続
け
る
こ
と
を
課
題
に
こ
れ

か
ら
が
ん
ば
っ
て
欲
し
い
。」
と
、
お
祝

い
と
励
ま
し
の
言
葉
が
贈
ら
れ
ま
し
た
。

式
典
終
了
後
は
、
会
場
を
多
目
的
ホ
ー

ル
に
移
し
、「
卒
業
・
修
了
並
び
に
同
窓

会
新
入
会
員
歓
迎
祝
賀
会
」
が
催
さ
れ
ま

し
た
。
卒
業
生
、
父
母
兄
姉
、
並
び
に
指

導
教
員
や
同
窓
会
役
員
と
和
や
か
な
歓
談

の
ひ
と
時
を
過
ご
し
ま
し
た
。

同
窓
の
津
村
記
久
子
さ
ん
が
、
第
一
四

〇
回
芥
川
賞
を
受
賞
さ
れ
ま
し
た
。
津
村

さ
ん
は
、
二
〇
〇
八
年
か
ら
三
回
連
続
候

補
に
な
り
、
こ
の
た
び
の
『
ポ
ト
ス
ラ
イ

ム
の
舟
』
で
見
事
、
受
賞
と
な
り
ま
し
た
。

「
支
え
て
く
れ
た
み
な
さ
ん
の
お
か
げ
」

と
感
謝
さ
れ
、
喜
ん
で
お
ら
れ
ま
し
た
。

二
月
二
十
日
の
贈
呈
式
（
東
京
丸
の

内
・
東
京
會
舘
）
に
は
、
審
査
員
の
作
家

を
は
じ
め
、
出
版
社
、
報
道
関
係
者
な
ど

千
三
百
名
余
り
の
方
々
が
お
集
ま
り
に

な
っ
た
中
、
安
原
晃
真
宗
大
谷
学
園
理
事

長
、
木
村
宣
彰
大
谷
大
学
長
も
駆
け
つ
け
、

祝
福
の
言
葉
を
贈
り
ま
し
た
。

本
　
部
　
報
　
告
�

本
　
部
　
報
　
告
�

本
　
部
　
報
　
告
�

二
〇
〇
九
年
度
同
窓
会
総
会
の
案
内

2
0
0
8
年
度
前
期
卒
業
式
並
び
に

同
窓
会
新
入
会
員
歓
迎
祝
賀
会
の
挙
行

支
部
名
称
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

安原晃理事長（右）と木村宣彰学長（左）の祝福を受ける津村記久子さん

大谷大学響流館に掲げられた、受賞を祝福する垂れ幕

津
村
記
久
子
さ
ん

一
九
七
八
年
　
大
阪
府
に
生
ま
れ
る

二
〇
〇
〇
年
三
月
　
大
谷
大
学
文
学
部
・
国
際
文
化

学
科
卒
業

二
〇
〇
五
年

『
マ
ン
イ
ー
タ
ー
』
（
筑
摩
書
房
）

（『
君
は
永
遠
に
そ
い
つ
ら
よ
り
若
い
』
に
改
題
）

で
第
二
十
一
回
太
宰
治
賞
を
受
賞

二
〇
〇
八
年

『
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
・
ブ
レ
ス
・
ユ
ー

!!
』（
角
川
書
店
）
で
第
三
十
回
野
間
文
芸
新
人

賞
を
受
賞

受賞作『ポトスライムの舟』
（講談社刊）

津
村
記
久
子
さ
ん
　
芥
川
賞
を
受
賞
！
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学
園
祭
（
紫
明
祭
）
期
間
中
の
十
一
月

八
日
（
土
）
に
同
窓
会
が
主
催
す
る
毎
年

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
か
ら

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
Ｗ
ａ
ｌ
ｋ
ｅ
ｒ

２
０

０
８
」
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
「
大
学
見
学
ツ
ア
ー
・
学

内
散
策
」
で
は
、「
博
物
館
観
覧
ツ
ア
ー
」

「
図
書
館
見
学
ツ
ア
ー
」「
人
形
劇
ツ
ア
ー
」

「
学
内
散
策
（
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
「
尋
源
舎
」

ブ
ー
ス
）」
の
い
ず
れ
か
に
ご
参
加
い
た

だ
き
ま
し
た
。
ま
た
、
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
図
ら
れ
ま
し
た
。

第
Ⅰ
部
後
半
の
「
景
品
交
換
会
」
で
は
、

「
大
学
見
学
ツ
ア
ー
・
学
内
散
策
」
に
参
加

さ
れ
た
方
々
に
全
国
の
同
窓
会
役
員
・
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
、
自
灯
学
寮
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
ま
し
た
。
今
回
は
「
同
窓
生

の
活
躍
紹
介
」
企
画
と
し
て
、
本
学
卒
業

生
の
落
語
家
・
桂
文
鹿
氏
を
お
招
き
し
て
、

落
語
「
は
て
な
の
茶
碗
」
を
ご
披
露
い
た

だ
き
ま
し
た
。
そ
の
後
、
氏
を
囲
ん
で
の

歓
談
が
行
わ
れ
、
参
加
者
一
同
和
や
か
な

雰
囲
気
の
な
か
、
盛
会
裏
に
終
了
い
た
し

ま
し
た
。

5

会長挨拶

恩師との再会風景

語らいの場桂文鹿氏 落語風景

第
十
三
回
　
同
窓
会
ホ
ー
ム
カ
ミ
ン
グ
デ
ー
を
開
催

第13回 ホームカミングデー（2008.11.8）

比叡山を背に集合写真比叡山を背に集合写真（大谷大学博綜館屋上にて）（大谷大学博綜館屋上にて）�比叡山を背に集合写真（大谷大学博綜館屋上にて）�



二
〇
〇
八
年
度
の
同
窓
会
支
部
活
動
事

業
と
し
て
、
札
幌
・
岩
見
沢
・
夕
張
支
部
、

熊
本
支
部
、
湖
南
支
部
が
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
尋

源
舎
の
支
援
を
得
て
、
夏
期
巡
回
講
演
会

を
「
仏
教
公
開
セ
ミ
ナ
ー
」
と
し
て
開
催

し
ま
し
た
。

各
支
部
で
は
、
会
員
へ
の
呼
び
か
け
や

ポ
ス
タ
ー
（
写
真
）、
地
域
の
各
紙
へ
の

広
告
な
ど
に
よ
り
、
多
数
の
市
民
の
参
加

を
得
て
盛
会
の
う
ち
に
終
了
し
ま
し
た
。

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
尋
源
舎
の
支
援
を
得
て
、

次
年
度
も
継
続
し
て
「
仏
教
公
開
セ
ミ

ナ
ー
」
を
行
い
ま
す
。
開
催
を
希
望
す
る

支
部
は
同
窓
会
本
部
ま
で
お
申
し
出
く
だ

さ
い
。

■
札
幌
・
岩
見
沢
・
夕
張
支
部

二
〇
〇
八
年
七
月
五
日
（
土
）

佐
賀
枝
夏
文
　
大
谷
大
学
教
授

「
こ
こ
ろ
の
取
扱
い
説
明
書
」

（
札
幌
市
　
真
宗
大
谷
派
札
幌
別
院

「
大
谷
ホ
ー
ル
」）

■
熊
本
支
部

二
〇
〇
八
年
八
月
二
十
六
日
（
火
）

織
田
顕
祐
　
大
谷
大
学
教
授

「
便
利
な
世
の
中
と
本
当
の
満
足
」

（
熊
本
市
「
熊
本
全
日
空
ホ
テ
ル

ニ
ュ
ー
ス
カ
イ
」）

■
湖
南
支
部

二
〇
〇
八
年
八
月
三
十
日
（
土
）

木
村
宣
彰
　
大
谷
大
学
長

「
真
実
の
救
済
―
凡
夫
が
救
わ
れ
る
と

は
ど
う
い
う
こ
と
か
―
」

（
滋
賀
県
守
山
市
「
ラ
イ
ズ
ヴ
ィ
ル
都

賀
山
」）

二
〇
〇
八
年
度
　
同
窓
会
学
生
支
援
表

彰
「
菩
提
樹
賞
」
が
、
井
野
口
雅
子
さ
ん
、

服
部
恵
里
さ
ん
に
贈
ら
れ
ま
し
た
。
表
彰

式
は
三
月
十
八
日
（
水
）、「
卒
業
・
修
了

な
ら
び
に
同
窓
会
新
入
会
員
歓
迎
祝
賀

会
」
で
行
わ
れ
、
藤
島
建
樹
同
窓
会
会
長

か
ら
表
彰
状
と
記
念
品
が
贈
ら
れ
ま
し
た
。

同
窓
会
が
在
学
生
を
支
援
す
る
こ
の
制

度
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
す
る
も
の
で
す
。

二
〇
〇
八
年
度
「
菩
提
樹
賞
」
受
賞
者

◎
井
野
口
雅
子（
文
学
部
国
際
文
化
学
科
・

二
〇
〇
九
年
三
月
卒
業
）

二
〇
〇
七
年
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
で

開
か
れ
た
マ
ー
チ
ン
グ
バ
ン
ド
世
界
大
会

「
Ｄ
Ｃ
Ｉ
ワ
ー
ル
ド
・
チ
ャ
ン
ピ
オ
ン

シ
ッ
プ
」
に
出
場
し
、
最
も
素
晴
ら
し
い

演
技
力
を
持
つ
人
に
贈
ら
れ
る
「M

ost

O
utstanding

V
isual

」
を
受
賞
。

◎
服
部
　
恵
里（
文
学
部
国
際
文
化
学
科
・

二
〇
〇
九
年
三
月
卒
業
）

源
氏
物
語
千
年
紀
を
記
念
し
て
、
染
織

史
家
・
吉
岡
幸
雄
氏
が
出
版
し
た
『「
源

氏
物
語
」
の
色
辞
典
』（
紫
紅
社
刊
）
で
、

五
十
四
帖
の
各
巻
名
の
書
を
担
当
。（
雅

号
・
服
部
瑞
遷
）
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Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
尋
源
舎
の
支
援
を
得
て

「
仏
教
公
開
セ
ミ
ナ
ー
」
開
催
さ
れ
る

同
窓
会
学
生
支
援
表
彰

「
菩
提
樹
賞
」
が
贈
ら
れ
る

札幌・岩見沢・夕張支部

湖南支部 熊本支部
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阿
部
利
洋
講
師
が
日
本
社
会
学
会
第
七

回
奨
励
賞
を
受
賞
さ
れ
ま
し
た
。
今
回
の

受
賞
で
は
、
阿
部
講
師
の
著
作
『
紛
争
後

社
会
と
向
き
合
う
―
南
ア
フ
リ
カ
真
実
和

解
委
員
会
』（
京
都
大
学
学
術
出
版
会
）

が
高
く
評
価
さ
れ
、「
著
作
の
部
」
奨
励

賞
受
賞
作
品
と
し
て
決
定
さ
れ
ま
し
た
。

同
書
で
は
、
平
和
構
築
の
新
た
な
潮
流

と
し
て
注
目
を
集
め
る
真
実
和
解
委
員
会

の
活
動
が
包
括
的
に
考
察
さ
れ
て
い
ま
す
。

と
り
わ
け
社
会
的
な
和
解
に
関
す
る
独
創

的
な
分
析
が
、
同
時
代
的
な
紛
争
の
理
解

を
深
め
る
に
あ
た
り
大
き
く
貢
献
す
る
も

の
で
あ
る
、
と
い
う
選
評
を
い
た
だ
き
ま

し
た
。

授
賞
式
は
、
昨
年
十
一
月
二
十
三
日

阿
部
利
洋
講
師
が
「
日
本
社
会
学
会
第

七
回
奨
励
賞
」
を
受
賞

（
日
）
に
東
北
大
学
で
開
催
さ
れ
た
第
八

十
一
回
日
本
社
会
学
会
大
会
総
会
に
お
い

て
行
わ
れ
、
授
賞
式
の
後
、
懇
親
会
に
て

受
賞
者
ス
ピ
ー
チ
が
あ
り
ま
し
た
。

大
谷
大
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
修
了

者
の
山
下
基
宏
さ
ん
（
国
際
文
化
専
攻
）

に
博
士
（
文
学
）
の
学
位
が
授
与
さ
れ
ま

し
た
。
二
〇
〇
八
年
三
月
末
に
提
出
さ
れ

た
学
位
請
求
論
文
の
審
査
が
終
了
し
、
去

る
九
月
三
十
日
（
火
）
に
学
位
授
与
式
が

行
わ
れ
ま
し
た
。

昨
年
十
月
二
十
一
日
（
火
）、
響
流
館

メ
デ
ィ
ア
ホ
ー
ル
に
お
い
て
、
大
谷
学
会

研
究
発
表
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
発
表

大
谷
学
会
研
究
発
表
会
を
開
催

課
程
博
士
の
学
位
授
与
さ
れ
る

三
十
分
、
質
疑
応
答
十
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
頃
の
研

究
の
一
端
を
発
表
さ
れ
ま
し
た
。
ま
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
。
今
回
の
発
表

内
容
は
、『
大
谷
学
報
』
に
要
旨
ま
た
は

論
文
と
し
て
掲
載
さ
れ
る
予
定
で
す
。
な

お
、
題
目
・
発
表
者
は
次
の
通
り
で
す
。

「
ツ
ォ
ン
カ
パ
に
お
け
る
概
念
的
認
識
の

構
造
」

福
田
　
洋
一
　
教
授

「〈
底
〉
か
ら
〈
的
〉
へ
の
交
代
状
況
か
ら

わ
か
る
こ
と
」

渡
部
　
洋
　
准
教
授

「
言
語
発
達
に
お
け
る
声
と
意
味
」

矢
野
の
り
子
　
教
授

「
漢
訳
〈
無
量
寿
経
〉
の
思
想
構
造
―
特

に
三
毒
五
悪
段
を
巡
っ
て
―
」

山
田
　
恵
文
　
講
師

昨
年
十
月
六
日
（
月
）
か
ら
十
七
日

（
金
）
ま
で
、
二
週
に
わ
た
り
大
学
院
特

別
セ
ミ
ナ
ー
が
開
か
れ
ま
し
た
。
今
年
度

も
、
昨
年
に
ひ
き
つ
づ
き
、
マ
ー
ル
ブ
ル

ク
大
学
福
音
主
義
神
学
部
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
が
、
大
谷

大
学
客
員
教
授
と
し
て
セ
ミ
ナ
ー
を
担
当

さ
れ
ま
し
た
。

セ
ミ
ナ
ー
は
「〝
私
〞
を
超
え
出
て
ゆ

く
こ
と：

実
存
神
学
の
中
心
的
テ
ー
マ
に

つ
い
て
―
浄
土
真
宗
と
の
対
話
の
中
で

―
」
を
主
題
に
し
て
、
講
義
と
演
習
（
質

疑
応
答
・
自
由
討
論
）
形
式
に
よ
っ
て
進

め
ら
れ
ま
し
た
。
自
明
の
も
の
と
さ
れ
て

い
る
「
私
」
と
い
う
概
念
の
再
検
討
、
宗

教
的
文
脈
で
は
見
過
ご
さ
れ
が
ち
な
「
身

体
」、
教
え
の
現
実
性
と
し
て
の
「
教
会
」

と
「
サ
ン
ガ
」、
こ
の
よ
う
な
様
々
な
問

題
が
互
い
に
結
び
つ
け
ら
れ
た
形
で
講
義

が
な
さ
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
聖
典
・
経
典
な
ど
の
テ
ク
ス
ト

を
解
釈
す
る
上
で
、
身
体
の
運
用
を
し
な

が
ら
解
釈
の
多
様
性
を
模
索
し
て
い
く

「
聖
書
劇
（B

ib
liod
ram
a

）」
の
手
法
が

取
り
入
れ
ら
れ
、『
観
無
量
寿
経
』
の
阿

闍
世
の
物
語
を
題
材
に
し
て
受
講
者
全
員

が
実
演
し
、
経
典
が
観
念
的
に
だ
け
で
は

な
く
身
体
的
に
経
験
さ
れ
る
こ
と
の
重
要

性
を
体
験
し
ま
し
た
。

大
学
院
特
別
セ
ミ
ナ
ー
を
開
催

阿部利洋講師

山下基宏さん

渡部洋准教授



ま
た
、
十
月
十
日
（
金
）
に
は
「
キ
リ

ス
ト
教
に
お
け
る
肉
体
的
存
在
、
社
会

的
・
精
神
的
身
体
―
大
乗
仏
教
と
の
対
話

に
お
け
る
一
つ
の
手
が
か
り
？
―
」
と
い

う
講
題
で
公
開
講
演
会
が
行
わ
れ
、
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
の

親
睦
が
深
め
ら
れ
ま
し
た
。

昨
年
十
月
十
三
日
（
月
･
祝
）、「
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
十
月
十
三
日
に
開
校
式
が
行

わ
れ
た
こ
と
に
よ
り
ま
す
。

式
典
は
讃
歌
、
法
要
に
続
い
て
、
永
年

勤
続
者
表
彰
と
記
念
講
演
が
行
わ
れ
ま
し

た
。
今
年
勤
続
三
十
年
を
迎
え
ら
れ
た
教

開
学
記
念
式
典
並
び
に
初
代
学
長
清
沢

満
之
謝
徳
法
要
を
挙
行

育
職
員
、
事
務
職
員
合
計
六
名
の
方
々
に

表
彰
状
と
記
念
品
が
贈
ら
れ
ま
し
た
。

引
き
続
き
、
東
京
大
学
名
誉
教
授
で
国

際
仏
教
学
大
学
院
大
学
学
長
、
日
本
印
度

学
仏
教
学
会
前
理
事
長
の
木
村
清
孝
氏
よ

り
「
い
の
ち
の
輝
き
」
の
講
題
で
講
演
を

頂
き
ま
し
た
。

昨
年
十
一
月
二
十
七
日
（
木
）、
講
堂

に
お
い
て
、
来
賓
を
は
じ
め
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
厳
修
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
、
報
恩
講
を
勤
め
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
。

大
学
報
恩
講
を
厳
修
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母校の動き（2008年9月～2009年3月）�
2008年
09／09（火）～27日（土）

【大谷大学博物館秋季企画展】
「仏教の歴史とアジアの文化　重要文化財『春記』と
紙背聖教－平安貴族の生活と信仰－」

09／24（水）【宗祖御命日勤行・講話】
「本願とは何か」 延塚　知道　大谷大学教授

09／30（火）【前期卒業証書・学位記授与式】
【前期卒業・修了並びに同窓会新入会員歓迎祝賀会】

10／04（土）【教育後援会全国父母兄姉懇談会】
10／10（金）～11／29（土）

【大谷大学博物館特別展】
「聖徳太子伝の世界－えがかれた和国の教主－」

10／11（土）【自己推薦入試】
10／13（月）【開学記念式典並びに初代学長清沢満之謝徳法要】

「いのちの輝き」
木村　清孝　国際仏教学大学院大学学長

10／18（土）・19（日）
【大学院秋季試験】
【大学院社会人入試】（18日のみ）
【第3学年社会人編入学試験】（19日のみ）
【第3学年推薦編入［前期日程］】（19日のみ）

10／21（火）【大谷学会研究発表会】
ツォンカパにおける概念的認識の構造

福田　洋一　大谷大学教授
〈底〉から〈的〉への交代状況からわかること

渡部　洋　大谷大学准教授
言語発達における声と意味

矢野のり子　大谷大学教授
漢訳〈無量寿経〉の思想構造―特に三毒五悪段を巡って―

山田　恵文　大谷大学講師

10／28（火）【宗祖御命日勤行・講話】
「世界市民思想をめぐって」

朴　一功　大谷大学教授
10／29（水）【“人権問題を共に考えよう”全学学習会】

「民族の壁どついたる！－在日コリアンとのつき合い方－」
井筒　和幸　映画監督

11／01（土）・2（日）【指定校制推薦入学制度】
11／07（金）～9（日）【2008年度　紫明祭】
11／08（土）【第13回同窓会ホームカミングデー】
11／15（土）・16（日）【公募制推薦入試】
11／27（木）【大学報恩講並びに歴代講師謝徳法要】

「宗祖親鸞聖人の教えに学ぶ－悲喜交流－」
臼井　元成　大谷大学名誉教授

12／05（金）【教育後援会北陸地区父母兄姉懇談会】＜富山会場＞
12／06（土）【教育後援会北陸地区父母兄姉懇談会】＜金沢会場＞
12／13（土）【第3学年推薦編入［後期日程］】

【大学院外国人留学生入試】
12／16（火）～2／14（土）

【大谷大学博物館冬季企画展】
「京都を学ぶ　みやこの姿」

2009年
01／17（土）・18（日）【大学入試センター試験利用入試】
01／23（金）～2／1（日）

【同窓会海外研修旅行】
「インド仏跡巡拝とヒマラヤ眺望の旅」

02／07（土）～10（火）【一般入試［第1期］】
02／26（木）【第3学年一般編入学試験】
02／27（金）・28（土）【大学院春季試験】
03／09（月）【一般入試［第2期］】
03／18（水）【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】

木村清孝氏

ゲルハルト・Ｍ・マルティン教授
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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
、
臼
井
元
成
名
誉
教
授

よ
り
「
宗
祖
親
鸞
聖
人
の
教
え
に
学
ぶ
―

悲
喜
交
流
―
」
の
講
題
で
記
念
講
演
が
行

わ
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
、
学
内
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
。

博
物
館
で
は
、
昨
年
十
月
十
日
（
金
）

か
ら
十
一
月
二
十
九
日
（
土
）
ま
で
、

特
別
展
「
聖
徳
太
子
伝
の
世
界
―
え
が

か
れ
た
和
国
の
教
主
―
」
を
開
催
し
ま

し
た
。
四
つ
の
コ
ー
ナ
ー
（「
厩
戸
皇

子
と
そ
の
時
代
」、「〝
聖
徳
太
子
〞
の

誕
生
」、「
聖
徳
太
子
伝
の
諸
相
」、「
描

か
れ
た
〝
聖
徳
太
子
〞」）
か
ら
構
成
さ

れ
、
十
世
紀
に
成
立
し
た
『
聖
徳
太
子

伝
暦
』
が
形
成
さ
れ
て
い
く
過
程
や
、

そ
れ
に
も
と
づ
い
て
制
作
さ
れ
た
絵
伝

な
ど
四
十
五
点
の
貴
重
な
資
料
が
出
品

さ
れ
ま
し
た
。
本
学
博
物
館
と
し
て
初

め
て
、『
日
本
書
紀
』『
上
宮
聖
徳
法
王

帝
説
』
な
ど
国
の
指
定
文
化
財
で
あ
る

国
宝
を
四
点
出
品
し
、
来
館
者
の
興
味

を
集
め
て
い
ま
し
た
。

本
展
覧
会
に
あ
わ
せ
て
、
四
回
の
講

演
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
〔
十
月
十
一

日
（
土
）
東
野
治
之
氏
（
奈
良
大
学
教

授
）「『
上
宮
聖
徳
法
王
帝
説
』
の
問
題

点
」、
十
月
十
三
日
（
月
・
祝
）
小
山

正
文
氏
（
同
朋
大
学
仏
教
文
化
研
究
所

研
究
顧
問
）「
聖
徳
太
子
絵
伝
と
四
天

王
寺
」、
十
一
月
三
日
（
月
・
祝
）
竹

部
俊
恵
氏
（
富
山
県
妙
蓮
寺
住
職
）

「
井
波
別
院
瑞
泉
寺
伝
会
の
絵
解
き
」

（
実
演
）、
十
一
月
二
十
三
日
（
月
・
祝
）

豊
島
修
（
大
谷
大
学
教
授
）「
聖
徳
太

子
信
仰
と
民
俗
」〕。
い
ず
れ
も
多
く
の

方
が
聴
講
さ
れ
、
聖
徳
太
子
へ
の
学
び

を
深
め
ま
し
た
。

ま
た
、
展
覧
会
を
企
画
し
た
宮
G
健

司
学
芸
員
に
よ
る
ギ
ャ
ラ
リ
ー
ト
ー
ク

四
回
と
、
学
生
ガ
イ
ド
に
よ

る
解
説
ツ
ア
ー
を
、
会
期
中

ほ
ぼ
毎
日
開
催
し
て
展
示
の

概
要
を
わ
か
り
や
す
く
説
明

す
る
と
と
も
に
、
後
期
か
ら

は
さ
ら
に
音
声
ガ
イ
ド
の
導

入
も
な
さ
れ
ま
し
た
。
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臼井元成名誉教授

昨
年
十
月
二
十
九
日
（
水
）、
今
年
度

第
二
回
目
の
〝
人
権
問
題
を
共
に
考
え
よ

う
〞
全
学
学
習
会
（
主
催：

人
権
セ
ン

タ
ー
、
会
場：

講
堂
）
が
、
人
権
教
育
推

進
委
員
会
の
第
二
部
会（
民
族
差
別
問
題
）

が
中
心
と
な
っ
て
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

今
回
の
学
習
会
は
、
映
画
監
督
の
井
筒

和
幸
氏
を
講
師
に
招
き
、「
民
族
の
壁
ど

つ
い
た
る
！
　
―
在
日
コ
リ
ア
ン
と
の
つ

き
合
い
方
―
」
と
い
う
テ
ー
マ
の
も
と
、

寺
林
脩
教
授
（
第
二
部
会
長
）
と
の
対
談

形
式
で
進
め
ら
れ
る
と
い
う
ユ
ニ
ー
ク
な

形
で
行
わ
れ
ま
し
た
。

井
筒
監
督
の
代
表
作
の
一
つ
で
あ
る
映

画
「
パ
ッ
チ
ギ
！
」
に
つ
い
て
、
撮
影
に

至
る
背
景
、
テ
ー
マ
に
込
め
ら
れ
た
思
い
、

主
題
歌
「
イ
ム
ジ
ン
河
」
に
ま
つ
わ
る
エ

ピ
ソ
ー
ド
等
、
寺
林
教
授
の
進
行
に
よ
り

〝
人
権
問
題
を
共
に
考
え
よ
う
〞
全
学

学
習
会
を
開
催

次
々
に
お
話
し
が
展
開
さ
れ
、
あ
っ
と
い

う
間
に
二
時
間
が
経
過
し
ま
し
た
。
作
品

を
通
し
て
「
民
族
の
壁
」
に
つ
い
て
問
い

か
け
ら
れ
る
井
筒
監
督
の
言
葉
か
ら
、
約

三
四
〇
名
の
参
加
者
に
熱
い
メ
ッ
セ
ー
ジ

が
伝
わ
っ
て
く
る
と
同
時
に
、
今
回
の

テ
ー
マ
に
つ
い
て
新
た
に
向
き
合
う
一
つ

の
機
会
と
な
り
ま
し
た
。

井筒和幸監督

聖
徳
太
子
絵
伝
（
四
天
王
寺
蔵
・
重
要
文
化
財
）

馬
上
太
子
像
（
大
阪
・
叡
福
寺
蔵
）

特
別
展
「
聖
徳
太
子
伝
の
世
界
ー
え

が
か
れ
た
和
国
の
教
主
ー
」
を
開
催



昨
年
十
一
月
八
日
（
土
）、
響
流
館
メ

デ
ィ
ア
ホ
ー
ル
を
会
場
に
、
第
五
回
「
全

国
高
校
生
『
人
間
が
大
好
き
で
す
！
』
表

現
コ
ン
テ
ス
ト
」
の
表
彰
式
が
行
わ
れ
ま

し
た
。
こ
の
コ
ン
テ
ス
ト
は
、
高
校
生
の

文
化
活
動
支
援
を
目
的
に
Ｋ
Ｂ
Ｓ
京
都
と

の
共
同
主
催
で
行
わ
れ
て
い
る
も
の
で
、

今
回
は
北
は
北
海
道
、
南
は
沖
縄
県
か
ら

五
十
作
品
が
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。

選
考
の
結
果
、
映
像
作
品
部
門
は
兵
庫

県
立
東
播
磨
高
等
学
校
放
送
部
の
皆
さ
ん
、

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
部
門
は
沖
縄
県
立
具
志
川

商
業
高
等
学
校
の
比
嘉
若
菜
さ
ん
が
制
作

し
た
作
品
が
グ
ラ
ン
プ
リ
に
選
ば
れ
ま
し

た
。な

お
、
今
回
は
本
コ
ン
テ
ス
ト
が
第
五

回
を
迎
え
た
と
い
う
こ
と
で
、
特
別
企
画

と
し
て
制
作
さ
れ
た
作
品
の
紹
介
も
行
わ

れ
ま
し
た
。
特
別
企
画
と
し
て
は
、
京
都

府
立
嵯
峨
野
高
等
学
校
放
送
部
と
大
谷
大

学
人
文
情
報
学
科
（
松
川
節
ゼ
ミ
）
に
協

力
い
た
だ
き
、『
共
通
テ
ー
マ
「
Ｐ
ｕ
ｒ
ｅ

（
純
粋
）」
の
設
定
の
も
と
、
高
校
生
・
大

学
生
の
感
覚
で
は
完
成
作
品
が
ど
の
よ
う

に
違
う
の
か
？
』
と
い
う
こ
と
で
、
そ
れ

ぞ
れ
の
作
品
が
放
映
さ
れ
ま
し
た
。

当
日
の
ゲ
ス
ト
審
査
員
の
俳
優
・
西
村

和
彦
さ
ん
を
は
じ
め
と
し
て
、
審
査
員
か

ら
さ
ま
ざ
ま
な
講
評
を
い
た
だ
き
、
作
品

を
制
作
さ
れ
た
高
校
生
の
皆
さ
ん
に
と
っ

て
は
大
変
参
考
に
な
っ
た
こ
と
と
思
わ
れ

ま
す
。

上
位
受
賞
作
品
は
左
記
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
で
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

h
ttp
:/
/
w
w
w
.k
b
s-k
y
o
to
.co
.jp
/

ningendaisuki/

No.131  March, 2009 10

第
五
回
「
全
国
高
校
生
『
人
間
が
大
好
き
で
す
！
』

表
現
コ
ン
テ
ス
ト
」
表
彰
式
を
開
催

表彰式の様子

教育・心理学科 を開設�

2009年4月　大谷大学文学部�

仏教を学びの基本とする大谷大学では、人と人との関係性を大事にしてい

ます。素直に自分を無にし、こころを開いて向き合う先生。人間を理解し、

こどものこころを理解できる、「こころに向き合う教師」の養成を目指して、

2009年4月に「教育・心理学科」を開設いたします。�

教育教育・心理学科の心理学科の4つの特色つの特色�

☆カリキュラムの特徴�

● 人間理解の姿勢と能力を習得�
● 参加型・体験型授業を重視�
● 「心理学」授業も充実�
● 人との関係性を築く能力・技能を養成�

☆指導方針�
● 学校教育現場の経験者など�

　15名の専任教員が指導�
● 不得意科目も克服�

　少人数体制で徹底指導�

☆サポート体制�
● 苦手意識を克服するための�

　課外講座を開講�

● 教職支援センターの設置�

☆取得可能資格�
● 小学校教諭一種免許状�

● 幼稚園教諭一種免許状�

● 認定心理士�

教育・心理学科の4つの特色 …………………………………�
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【
団
体
成
績
】

●
卓
球
部
（
男
子
）

・
関
西
学
生
卓
球
秋
季
リ
ー
グ
戦

Ⅳ
部
Ａ
ブ
ロ
ッ
ク
　
二
位
　
五
勝
一
敗

●
卓
球
部
（
女
子
）

・
関
西
学
生
卓
球
秋
季
リ
ー
グ
戦

Ⅲ
部
Ｂ
ブ
ロ
ッ
ク
　
三
位
　
二
勝
三
敗

●
柔
道
部
（
男
子
）

・
京
都
十
一
大
学
親
善
柔
道
大
会

一
部
　
一
位
　
三
勝

●
空
手
道
部

・
全
関
西
大
学
空
手
道
選
手
権
大
会

Ⅱ
部
　
八
位
　
一
勝
一
敗

●
硬
式
野
球
部

・
京
滋
大
学
野
球
連
盟
秋
季
リ
ー
グ
戦

Ⅰ
部
　
三
位
　
七
勝
四
敗

●
サ
ッ
カ
ー
部

・
関
西
学
生
サ
ッ
カ
ー
リ
ー
グ
戦（
後
期
）

Ⅲ
部
Ｂ
ブ
ロ
ッ
ク
　
四
位

五
勝
二
分
三
敗

●
剣
道
部
（
男
子
）

・
関
西
学
生
剣
道
優
勝
大
会

一
回
戦
敗
退

●
剣
道
部
（
女
子
）

・
関
西
女
子
学
生
剣
道
優
勝
大
会

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

リ
ー
グ
戦
　
Ⅳ
部
Ａ
ブ
ロ
ッ
ク

十
位
　
一
勝
九
敗

●
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

リ
ー
グ
戦
　
Ⅲ
部
Ｃ
ブ
ロ
ッ
ク

四
位
　
四
勝
三
敗

●
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
Ｄ
ブ
ロ
ッ
ク

三
位
　
一
勝
二
敗

●
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

四
位
　
三
敗

●
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
部
（
男
子
）

・
関
西
大
学
バ
レ
ー
ボ
ー
ル

秋
季
リ
ー
グ
戦
　
Ⅵ
部

五
位
　
二
勝
五
敗

●
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
部
（
男
子
）

・
関
西
学
生
バ
ド
ミ
ン
ト
ン

秋
季
リ
ー
グ
戦
　
Ⅳ
部
Ａ
ブ
ロ
ッ
ク

一
位
　
五
勝
一
敗

●
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
部
（
女
子
）

・
関
西
学
生
バ
ド
ミ
ン
ト
ン

秋
季
リ
ー
グ
戦
　
Ⅳ
部
Ａ
ブ
ロ
ッ
ク

三
位
　
二
勝
三
敗

●
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

秋
季
リ
ー
グ
戦
　
Ⅲ
部
Ｃ
ブ
ロ
ッ
ク

三
位
　
二
勝
一
分
二
敗

【
個
人
成
績
】

●
卓
球
部
（
女
子
）

〈
春
季
　
京
都
九
大
戦
〉

シ
ン
グ
ル
ス

・
第
二
位
　
河
合
　
麻
友

（
文
学
部
国
際
文
化
学
科
　
第
二
学
年
）

ダ
ブ
ル
ス

・
優
勝
　
　
岩
田
　
政
代

（
文
学
部
国
際
文
化
学
科
　
第
三
学
年
）

佐
藤
　
有
夏

（
文
学
部
社
会
学
科
　
第
四
学
年
）

●
硬
式
野
球
部

〈
京
滋
大
学
野
球
連
盟
秋
季
リ
ー
グ
戦
〉

【
最
優
秀
投
手
賞
】

稲
葉
　
尚
輝

（
文
学
部
社
会
学
科
　
第
三
学
年
）

【
首
位
打
者
賞
】藤川

　
圭
市

（
文
学
部
仏
教
学
科
　
第
三
学
年
）

【
新
人
賞
】

桐
木
　
陽
介

（
文
学
部
人
文
情
報
学
科
　
第
一
学
年
）

【
ベ
ス
ト
ナ
イ
ン
】

・
捕
手
　
　
　
藤
川
　
圭
市

（
文
学
部
仏
教
学
科
　
第
三
学
年
）

・
外
野
手
　
　
加
藤
　
健
太

（
文
学
部
哲
学
科
　
第
三
学
年
）

・
指
名
打
者
　
小
林
　
憲
児

（
文
学
部
史
学
科
　
第
四
学
年
）

●
陸
上
競
技
部

〈
京
都
ス
ポ
ー
ツ
祭
典
陸
上
競
技
大
会
〉

【
男
子
四
〇
〇
ｍ
】

・
第
七
位
　
　
上
田
　
明
範

（
文
学
部
社
会
学
科
　
第
一
学
年
）

【
男
子
走
り
幅
跳
び
】

・
第
八
位
　
　
神
坂
　
恵
行

（
文
学
部
真
宗
学
科
　
第
二
学
年
）

〈
関
西
学
生
陸
上
競
技
学
年
別
選
手
権
大
会
〉

【
男
子
一
〇
〇
〇
〇
ｍ
】

・
第
六
位
　
　
西
村
　
慈
生

（
文
学
部
社
会
学
科
　
第
二
学
年
）

●
サ
ッ
カ
ー
部

〈
関
西
学
生
サ
ッ
カ
ー
リ
ー
グ
戦
〉

【
得
点
王
】

北
村
　
卓
大

（
文
学
部
国
際
文
化
学
科
　
第
三
学
年
）

【
ア
シ
ス
ト
王
】北村

　
卓
大

（
文
学
部
国
際
文
化
学
科
　
第
三
学
年
）

【
大
会
優
秀
選
手
賞
】

北
村
　
卓
大

（
文
学
部
国
際
文
化
学
科
　
第
三
学
年
）

佐
武
　
瑛
久

（
文
学
部
国
際
文
化
学
科
　
第
一
学
年
）

以
　
上

11

退
職

＊
依
願
退
職

﹇
教
育
職
員
﹈

加
藤
　
基
樹
（
任
期
制
助
教
）

二
〇
〇
八
年
八
月
三
十
一
日
付

福
田
　
　
恵
（
任
期
制
助
教
）

二
〇
〇
八
年
九
月
三
十
日
付

﹇
事
務
職
員
﹈

鈴
木
　
美
央
（
総
務
部
）

上
林
　
直
子
（
教
育
研
究
支
援
部
）

二
〇
〇
八
年
十
二
月
三
十
一
日
付
（
各
通
）

﹇
事
務
系
嘱
託
﹈

大
伴
　
博
子
（
教
育
研
究
支
援
部
）

二
〇
〇
八
年
七
月
三
十
一
日
付

人
　
　
事

◎
『
ケ
ア
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
―
北
タ
イ
の
エ
イ
ズ

自
助
グ
ル
ー
プ
が
切
り
開
く
も
の
』

田
辺
繁
治
　
著
　
　
岩
波
書
店
　
刊

（
二
〇
〇
八
・
六
）
二
一
五
頁

◎
『
臘
扇
記
　
注
釈
』

清
沢
満
之
　
著

大
谷
大
学
真
宗
総
合
研
究
所
　
編
集
・
校
注

加
来
雄
之
・
西
本
祐
攝
　
編
集
・
注
釈

法
藏
館
　
刊

（
二
〇
〇
八
・
六
）
二
六
〇
頁

◎
『
こ
の
世
を
生
き
る
念
仏
の
教
え
』

一
楽
真
　
著

真
宗
大
谷
派
宗
務
所
出
版
部
　
編
集
・
刊
行

（
二
〇
〇
八
・
九
）
七
一
頁

◎
『E

n
cy
clop
ed
ia
of
th
e
A
frican

D
iasp
ora:

O
rigins,E

xperiences,and
C
ulture

』

C
arole

B
oyce

D
avies

編

古
川
哲
史
　
分
担
執
筆

A
B
C
-C
L
IO

（Santa
B
arbara

&
O
xford

）
刊

（
二
〇
〇
八
・
七
）
一
〇
一
〇
頁

大
谷
大
学
教
員
の
出
版
物
紹
介

二
〇
〇
八
年
度

秋
季
課
外
活
動
結
果



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
措
置
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

二
〇
〇
八
年
七
月
一
日
か
ら
二
〇
〇
九

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
四
二
件

◆
寄
付
金
総
額
一
〇
、三
九
八
、五
〇
〇
円

﹇
教
育
振
興
資
金
寄
付
者
（
敬
称
略
）﹈

相
場
　
行
宣
　
　
青
木
　
英
展
　
　
赤
松
　
祐
修

浅
川
　
敬
郎
　
　
朝
木
　
淳
昭
　
　
麻
谷
　
　
博

味
村
　
　
登
　
　
天
野
　
義
敬
　
　
天
山
　
敬
信

荒
瀬
原
有
之
　
　
粟
津
　
俊
明
　
　
井
汲
　
泰
三

池
田
　
典
生
　
　
池
畑
　
美
恵
　
　
石
黒
　
正
秀

石
黒
　
幸
朗
　
　
出
雲
路
広
称
　
　
磯
野
　
恵
昭

市
原
　
廣
志
　
　
稲
葉
　
是
邦
　
　
井
上
　
辰
秀

岩
壁
千
恵
子
　
　
内
田
　
　
翼
　
　
梅
原
　
敏
行

江
崎
　
国
昭
　
　
江
G

眞
一
　
　
遠
藤
　
俊
睦

太
田
　
秀
行
　
　
大
橋
　
嘉
一
　
　
大
畑
　
　
博

小
川
　
弘
美
　
　
奥
村
　
安
芳
　
　
織
田
　
　
昇

影
山
　
　
浩
　
　
香
月
　
周
明
　
　
加
藤
　
　
智

加
藤
　
信
行
　
　
加
藤
　
博
文
　
　
金
村
　
　
正

河
合
　
君
枝
　
　
川
崎
　
敬
子
　
　
河
田
　
良
三

川
端
　
章
夫
　
　
川
村
千
恵
子
　
　
川
本
　
和
味

木
田
　
幹
人
　
　
北
風
　
智
勝
　
　
北
川
　
　
寿

北
橋
　
　
均
　
　
久
保
　
謙
二
　
　
小
谷
夛
喜
男

小
西
　
哲
也
　
　
小
林
　
　
章
　
　
近
藤
　
昌
丸

佐
伯
　
　
洋
　
　
坂
井
　
俊
之
　
　
坂
手
　
正
尚

佐
々
木
弘
英
　
　
佐
藤
　
義
成
　
　
佐
藤
　
智
水

下
田
　
和
孝
　
　
龍
山
　
了
祐
　
　
田
中
　
清
文

谷
　
　
哲
修
　
　
玉
置
　
知
文
　
　
親
跡
　
宗
明

柘
植
　
　
至
　
　
辻
　
　
祐
岳
　
　
辻
　
　
義
一

綱
本
　
奉
弘
　
　
寺
田
　
義
孝
　
　
寺
林
　
正
裕

峠
　
　
春
樹
　
　
通
山
　
光
夫
　
　
戸
次
　
順
英

豊
田
　
　
壽
　
　
富
房
　
伸
次
　
　
中
井
　
賢
隆

永
治
　
悦
子
　
　
中
村
　
惠
介
　
　
成
山
　
文
夫

難
波
　
明
則
　
　
西
岡
　
健
治
　
　
西
田
　
　
洋

根
岸
　
孝
子
　
　
野
瀬
　
繁
和
　
　
橋
本
　
一
哉

橋
本
　
義
介
　
　
長
谷
岡
英
信
　
　
服
部
　
晃
佳

濱
崎
　
晃
志
　
　
林
　
　
伸
人
　
　
原
田
　
武
彦

樋
口
　
吉
宗
　
　
日
高
　
久
志
　
　
平
出
　
和
明

廣
橋
　
秀
司
　
　
深
谷
　
和
政
　
　
藤
坂
　
初
裕

藤
秀
　
善
昭
　
　
本
多
　
恵
実
　
　
前
田
　
栄
子

増
田
　
清
子
　
　
松
見
　
　
篤
　
　
三
浦
　
勝
美

三
友
　
健
容
　
　
南
　
　
健
兒
　
　
美
濃
部
俊
裕

宮
谷
　
信
行
　
　
宮
堂
　
宏
宣
　
　
観
山
　
法
之

三
好
　
峰
子
　
　
村
居
　
　
悟
　
　
森
　
　
豊
治

森
　
　
　
圓
　
　
森
下
千
寿
留
　
　
森
原
　
　
努

安
井
　
文
男
　
　
矢
田
部
　
信
　
　
山
根
　
和
男

横
山
　
年
数
　
　
c
川
　
久
雄
　
　
善
澤
　
信
成

和
田
　
一
馬
　
　
渡
邊
　
明
美
　
　
渡
邊
　
　
登

匿
名
﹇
四
名
﹈

㈲
石
間
企
画
事
務
所
　
㈱
金
剛
組

勝
願
寺
（
井
上
　
　
証
）
圓
徳
寺
（
岡
本
　
　
紘
）

南
桂
寺
（
奥
林
　
　
曉
）
信
行
寺
（
筧
　
　
宏
海
）

泰
正
寺
（
川
上
　
孝
道
）
速
念
寺
（
小
島
　
映
潤
）

浄
玄
寺
（
櫻
井
　
之
貫
）
因
速
寺
（
武
田
　
定
光
）

金
光
寺
（
巽
　
　
正
俊
）
空
安
寺
（
長
岡
　
宗
円
）
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仲
野
良
一
先
生
は
、
二
〇
〇
八
年
九
月

二
十
七
日
（
土
）、
九
十
五
歳
で
ご
逝
去

さ
れ
ま
し
た
。
先
生
の
教
え
を
受
け
た
者

と
し
て
、
誠
に
寂
し
い
限
り
で
あ
り
ま
す
。

謹
ん
で
哀
悼
の
意
を
表
し
、
お
偲
び
い
た

し
ま
す
。

先
生
は
、
一
九
五
八
年
四
月
に
大
谷
大

学
文
学
部
非
常
勤
講
師
に
な
ら
れ
、
十
一

年
間
に
わ
た
り
、
近
代
詩
を
講
義
さ
れ
ま

し
た
。
私
は
一
九
六
三
年
四
月
に
大
谷
大

学
文
学
部
に
入
学
し
ま
し
た
が
、
先
生
の

ご
子
息
仲
野
良
典
君
と
た
ま
た
ま
同
級
生

で
、
ま
た
男
声
合
唱
団
で
も
親
し
く
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
う
い
う
ご
縁
も

あ
っ
て
、
翌
一
九
六
四
年
に
、
近
代
詩
の

講
義
を
聴
講
し
ま
し
た
。
先
生
は
、
近
代

詩
に
つ
い
て
熱
く
語
ら
れ
、
興
味
深
く
学

ん
だ
記
憶
が
あ
り
ま
す
。

一
九
六
九
年
四
月
に
は
大
谷
大
学
助
教

授
に
就
任
さ
れ
、
主
と
し
て
短
期
大
学
部

国
文
科
で
女
子
学
生
に
対
し
、
熱
心
に
古

典
・
近
現
代
文
学
を
指
導
く
だ
さ
い
ま
し

た
。
ま
た
教
職
課
程
委
員
も
兼
ね
ら
れ
、

卒
業
生
が
中
学
・
国
語
教
員
に
採
用
さ
れ

る
よ
う
尽
力
い
た
だ
き
、
そ
の
お
陰
で
近

畿
周
辺
の
中
学
校
教
員
に
な
っ
た
卒
業
生

も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

私
は
一
九
七
二
年
四
月
に
大
谷
大
学
文

学
部
助
手
に
採
用
し
て
い
た
だ
き
、
先
生

か
ら
学
生
の
指
導
法
を
丁
寧
に
伝
授
い
た

だ
き
ま
し
た
。

先
生
は
、
一
九
七
八
年
三
月
に
退
職
さ

れ
ま
し
た
が
、
短
期
大
学
部
教
員
と
し
て

九
年
間
、
非
常
勤
講
師
を
含
め
る
と
二
十

年
間
、
ご
指
導
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
ご
退

職
さ
れ
て
後
も
一
九
九
五
年
三
月
ま
で
、

十
七
年
間
非
常
勤
講
師
を
続
け
ら
れ
ま
し

た
。
合
計
、
三
十
七
年
間
に
わ
た
り
ご
指

導
た
ま
わ
り
、
感
謝
い
た
し
ま
す
。

仲
野
先
生
は
、
近
代
・
現
代
詩
が
ご
専

門
で
す
が
、
和
歌
に
も
造
詣
が
深
く
、

『
大
谷
大
学
国
文
学
会
会
報
』、『
大
谷
学

報
』、『
文
藝
論
叢
』
な
ど
に
多
く
の
論
文

を
掲
載
し
て
お
ら
れ
ま
す
。

ま
た
先
生
は
、
仏
教
讃
歌
の
作
詞
家
と

し
て
有
名
で
す
。「
み
ほ
と
け
は
」・「
光

は
み
ち
て
」・「
み
名
に
こ
そ
」
な
ど
、
東

本
願
寺
出
版
部
刊
『
讃
歌
』
に
先
生
作
詞

の
歌
が
収
録
さ
れ
、
多
く
の
人
た
ち
に
歌

い
継
が
れ
て
い
ま
す
。
先
生
は
、
学
生
の

コ
ン
パ
に
必
ず
参
加
さ
れ
、
余
興
に
、
お

得
意
の
「
踊
り
子
」
を
よ
く
披
露
し
て
く

だ
さ
い
ま
し
た
。「
さ
よ
な
ら
も
い
え
ず
」

に
始
ま
る
あ
の
格
調
高
い
歌
に
参
加
者
一

同
、
心
温
ま
る
思
い
が
し
ま
し
た
。
今
も
、

ロ
マ
ン
チ
ス
ト
で
詩
や
歌
を
こ
よ
な
く
愛

さ
れ
た
先
生
を
思
い
お
こ
し
ま
す
。
私
も

定
年
を
迎
え
ま
す
が
、
改
め
て
先
生
の
学

恩
に
感
謝
い
た
し
ま
す
。
仲
野
先
生
、
長

い
期
間
、
本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

し
た
。

大
谷
大
学
文
学
科
国
文
学
コ
ー
ス
教
授

石
橋
　
義
秀

仲
野
良
一
先
生
を
偲
ん
で

教
育
振
興
資
金（
募
金
）へ
の
御
礼
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テーマ�
講　師�
開講日�
時　間�
定　員�
会　場�
受講料�
申込締切�

3

地域福祉から考える近年の京都�
志藤　修史（大谷大学准教授）�
6月1日・8日・15日（月）�
18：00～19：30�
100名�
メディアホール�
3,000円（税込）�
5月25日（月）当日消印有効�

テーマ�
講　師�
開講日�
時　間�
定　員�
会　場�
受講料�
申込締切�

4

みやこのうた　―芭蕉と蕪村―�
沙加戸　弘（大谷大学教授）�
6月4日・11日・18日（木）�
18：00～19：30�
100名�
メディアホール�
3,000円（税込）�
5月28日（木）当日消印有効�

開放セミナーのご案内�
テーマ

��
講　師

�
開講日�
時　間�
定　員�
会　場�
受講料�
申込締切�

1

大乗仏教のあゆみ　―親鸞の眼を通して―⑥�
「真の仏弟子―善導―」 〈協賛：NPO法人　尋源舎〉�
浅見　直一郎（大谷大学教授）／一色　順心（大谷大学短期大学部教授）�
三木　彰円（大谷大学短期大学部講師）�
5月27日・6月3日・10日・24日・7月1日・8日（水）�
18：00～19：30�
100名�
メディアホール�
6,000円（税込）�
5月20日（水）当日消印有効�

京都学講座のご案内�

博物館セミナーのご案内�

テーマ�

講　師�
�

開講日�
時　間�
定　員�
会　場�
受講料�
申込締切�

1

昔話・説話に潜む日本のこころ�
根井　浄（龍谷大学教授／大谷大学非常勤講師／コーディネーター）�
齋藤　壽始子（児童文化研究会代表／元大谷大学短期大学部教授）�
5月12日・19日・26日（火）�
18：00～19：30�
100名�
メディアホール�
3,000円（税込）�
5月1日（金）当日消印有効�

テーマ�
講　師�
開講日�
時　間�
定　員�
会　場�
受講料�
申込締切�

2

本願寺とその事件�
泉　惠機（大谷大学教授）�
5月15日・22日・29日・6月5日・12日（金）�
18：00～19：30�
100名�
メディアホール�
5,000円（税込）�
5月8日（金）当日消印有効�

テーマ�
講　師�
開講日�
時　間�
定　員�
会　場�
受講料�
申込締切�

2

学校教育はいま、そして、どこへ（教育・心理学科開設記念講座）�
岩渕　信明（大谷大学准教授）�
6月20日・7月4日・11日（土）�
14：00～15：30�
100名�
メディアホール�
3,000円（税込）�
6月12日（金）当日消印有効�

大谷大学では様々な教養を身につけたい方に、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、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2009年3月現在のものです。）�

テーマ�
講　師�
開講日�
時　間�
定　員�
会　場�
受講料�
申込締切�

6

幼児期からの食育　―好ましい食生活を追求しよう―�
吉田　陽子（元大谷大学短期大学部非常勤講師）�
8月1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。）�
栄養実習室�
3,000円（税込）�
7月21日（火）当日消印有効�

テーマ�
開講日�
時　間�
定　員�
会　場�
受講料�
�

申込締切�
�
�

備　考�

1

西本願寺・東本願寺の歴史と現在の姿（大谷大学・龍谷大学連携講座）�
6月9日・16日・23日（火）�
13：15～14：45（3回目のみ13：15～16：30）�
10名�
龍谷大学大宮学舎�
REC会員4,400円　一般　6,800円（税込）�
5月15日（金）当日消印有効�
応募者多数の場合は抽選とさせていただきます。�
抽選予定日：5月19日（火）�
本講座は龍谷大学との連携講座です。この講座の受講生には、�
今後龍谷大学からも受講案内をお届けいたします。�

テーマ�
講　師�
開講日�
�

時　間�
�

定　員�
会　場�
受講料�
申込締切�

�
備　考�

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／大谷大学博物館学芸員）�
5月23日・30日・6月13日・27日・7月11日・25日（土）�
10：00～11：00、11：10～12：10（１回２コマ）�
※5月30日は、宗祖誕生会のため14：00～15：00、�
　15：10～16：10の開講時間となります。�
30名�
マルチメディア演習室�
12,000円（税込）�
4月9日（木）必着�
当セミナーは多数のお申込が予想されます。応募者多数の場�
合は抽選とさせていただきますので、その旨あしからずご了承�
ください。�

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�
申込締切�

5

活人剣－柳生新陰流の技と心－�
三宅　伸一郎（大谷大学講師／コーディネーター）／畑峯　博（柳生新陰�
流兵法二蓋笠会会長）／池之側　浩（柳生新陰流兵法二蓋笠会師範代）�
6月13日・7月18日（土）�
14：00～15：30�
100名�
多目的ホール�
2,000円（税込）�
6月5日（金）当日消印有効�

2009年度前期　大谷大学生涯学習講座のご案内�

【詳細のお問合せ】�
詳細なパンフレットをご希望の方は、下記までお問合せください。�
また受講申し込みの際には、ハガキ、ＦＡＸ、Ｅメールいずれかにて、①講座
名、②氏名・フリガナ、③郵便番号・住所、④電話番号を明記してください。�

〒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せください。�

2009年度博物館開館予定�

●春季企画展　大谷大学のあゆみ�

大学の前身・学寮の時代�

　　　　　4月1日（水）～5月16日（土）�

●夏季企画展�

仏教の歴史とアジアの文化�

　　　　　　6月2日（火）～8月3日（月）�

●秋季企画展�
仏教の歴史とアジアの文化�
博物館実習生展併催�

　　　　　9月8日（火）～9月26日（土）�

詳細は大学HPをご覧いただくか、博物館にお問い合わせください。Tel. 075-411-8483

●特別展「朝鮮美術の名宝（仮）」10月13日（火）～11月28日（土）�●冬季企画展　京都を学ぶ　12月15日（火）～2010年2月13日（土）�
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大谷大学バレーボール部OB・OG会（2008.6.22）
当日は遠方にお住まいの方も参加して下さり、例年になく盛大な会となり、普段話せない
方とも親交を深めることができました。

大谷大学新聞社OB会（2008.7.1）
1997年以来呼び掛けを広げつつ、
1953～1963年入学OBを中心に本
年夏ごろに５回目を計画中。（写
真は昨年石川県・山代温泉で）

2007年卒業　豊住ゼミ同窓会（2008.8.2）
当日、体調不良で1名欠席でしたが、近況報告など話したり、笑いたっぷりで
とても楽しい時間を過ごすことができました。

古田ゼミ同窓会「浄影会」（2008.8.9）
２年ぶりの同窓会。古田先生を囲んで、なつかしいゼミの仲間とともに楽しい
ひとときを過ごすことができました。

自灯学寮33期生同窓会（2008.8.9）
自灯学寮を卒寮して10年。皆それぞれの道を歩んでいます。懐かし
い寮生活の思い出話で盛り上がりました。
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Ｓ60年卒業　渡辺貞麿先生ゼミ同期会（2008.8.14）
平成20年8月14日（木）、恒例のS60年卒業渡辺貞麿先生ゼミ同期会を開催しま
した。場所は富小路二条東入の「酒・飯　川とも」。古い佇まいの町家づくり
が自慢のお店でした。今は亡き渡辺先生の思い出話をしながら、おいしい料理
とおいしいワインを頂きました。

大谷大学剣道部講武会総会（2008.8.23）
2008年８月23日に剣道部講武会を開催いたし
ました。追弔会、総会、稽古会、恒例の現役
VS OBは、若手OBの強さがめだちました。

京
の
旅
宿
　
お
料
理�

〒
六
〇
〇
ー
八
一
五
六
　
京
都
市
下
京
区
東
洞
院
通
正
面
下
ル�

Ｔ
Ｅ
Ｌ（
〇
七
五
）三
七
一
ー
一
五
七
四
　
Ｆ
Ａ
Ｘ（
〇
七
五
）三
七
一
ー
九
五
二
三�

h
ttp
://w

w
w
.izu
ya
s
u
.c
o
m
/�

E
-m
a
il:in
fo
@
izu
ya
s
u
.c
o
m

道交会総会（大谷大学柔道部OB・OG会）
（2008.8.30）
若いOBの出席を待っています。来年は奥様、
お子様連れで是非ご参加ください。
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大谷大学育英学寮（昭和30年4月入寮）同期入寮
者の集い（2008.9.11）
母校で、４月に還浄した友を偲ぶ追弔会と、久し
い顔も加わって交歓会を行う。懇親会は左阿彌で
開き、今、会えた喜びを分かち合った。

混声合唱団OB総会（2008.9.28）
毎年９月にOB総会を開催しています。年末のOB
合同演奏に向け、現役学生たちと一緒にハモりま
した。

昭和34年岩見先生フランス語教室クラス会（2008.8.30）
クラス会を大阪に於いて開催しました。真宗大谷派難波別院に集合して、クラ
スの物故者の追弔会法要を本堂にて執り行っていただきました。その後会場を
移し、食事をいただきながら歓談の場を持ちました。

大谷大学短期大学部　昭和42年卒業同期会（2008.9.8）
細川行信先生及び同期生の追弔会を開催し、九州阿蘇杖立温泉で同期会を開い
た。
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福島光哉先生喜寿の祝い・福島ゼミ第1期生同期会（2008.9.26）
先生の喜寿を祝い、大学時代などの話は夜遅くまでつきなかった。翌日は金華
山岐阜城に登城しました。

直心行射会　OB総会・懇親会（2008.10.18）
現役の皆様には準備と当日の進行ありがとう
ございました。卒業生の方は、今年以上の参
加をお願いします。

大谷大学専門部（昭和21年9月卒）平成20年同期会（2008.9.29）
今回は京都で開催。大谷祖廟参拝。親鸞聖人入信の地吉水草庵で、物故会員の
追悼会を行った後、料亭左阿彌で懇親会を持った。学業や寮生活、学徒動員で
過ごした大阪造兵廠での出来事など、思い出話に花を咲かせました。

文学部国文学分野卒業生同期会（2008.10.18）
国文学コース卒業生が大谷大学に集い、石橋
義秀教授の講演を聴講し、夕刻から学内・
ビッグバレーカフェで懇親会を開催し、楽し
い時間を過ごしました。

『無盡燈』への広告掲載募集！
会報『無盡燈』（「同期会、ゼミ・クラス会、ＯＢ・ＯＧ

会」報告ページ）への広告を募集しています。
ご協力・ご支援をお願いします。

・全１段（タテ６㎝×ヨコ18㎝） 1 0 0 , 0 0 0円
・1/2 段（タテ６㎝×ヨコ8.9㎝） 5 0 , 0 0 0円
・1/4 段（タテ６㎝×ヨコ4.4㎝） 2 5 , 0 0 0円

お申し込み・お問い合わせは同窓会本部まで。
ＴＥＬ　0 7 5 － 4 1 1 － 8 1 2 4
ＦＡＸ　0 7 5 － 4 1 1 － 8 1 5 7
E-mail : kouyu@sec.otani.ac.jp
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2000年幼児教育科卒業　恩師を囲んでの同窓会（2008.11.22）
９年ぶりの再会。学生時代に戻った気分で話に花を咲かせ、楽しい時間を過
ごしました。皆それぞれ素敵な年のとり方をしていました。

第4回　1986年入学大谷大学体育会同期会（2008.12.6）
不惑の年を迎え、４年ぶりに天寅にて開催。きっぱりと不惑なのは主に女性陣
で、今回卒業後初めての参加を機に、今後は皆勤を狙うそうです。

自然愛好会OB・OG会（昭和52年～昭和63年卒）（2008.12.6）
20数年ぶりに集まった32名。その年月を忘れてしまう程、話に花が咲き、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6回OB会（2008.12.20）
毎度おなじみのOB・OG会が開かれました。会を重ねる度に皆、馴れ親しく、
良い顔になってきました。絶えず「再会」と「新しき出会い」を望んでいま
す♪（家本・田中・伊奈）

1996年入学　幼教Ａクラス同窓会（2008.11.8）
卒業後、約10年ぶりの再会でした。子どもを含め25人の参加で、昔の話や近況
など賑やかに楽しい時間を過ごすことができました。

谷雪会（スキー部OB・OG会）総会（2008.11.15）
紅葉シーズンの京都にて第33回総会が行われました。ちょっと懐かしい方から、
まだ若手までたくさんの参加が有りました。また来年！
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書道部OB・OG会（2009.1.31）
１月31日に本学の食堂において、顧問石
橋義秀先生退職記念の会と書道部OB・
OG会が、現部員も交えて和やかに楽し
く行なわれました。

第4期知真学寮同期会（2009.2.14）
寮長としてご指導いただいた石橋義秀先生が、大谷大学を退職されることとなり、お祝
いを兼ね、寮監、寮生が京都に集いました。石橋先生お疲れ様でした。

鄭先生ゼミ2003年卒業生同期会（2008.12.28）
約１年振りの集合。全員揃うことはできませんでしたが、久々の再会を
喜び、楽しく過ごすことができました。

混声合唱団 創立40周年記念
定期演奏会（2008.12.20）
創立40周年演奏会でOB合同
ステージをもちました。京都
コンサートホール（大）に掲
げられた団旗はOBにとって、
感慨深いものがありました。

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会を企画される場合は、事前に同窓会本

部へご連絡ください。申請により、連絡用リスト（名簿）・宛
名シールの提供、通信費の一部として開催助成費を補助してい
ます。また、同窓会ホームページ「無盡燈」にも開催告

知・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

2008.06.22（日） 大谷大学バレーボール部OB・OG会

2008.07.01（火） 大谷大学新聞社OB会

2008.08.02（土） 2007年卒業　豊住ゼミ同窓会

2008.08.09（土） 古田ゼミ同窓会「浄影会」

2008.08.09（土） 自灯学寮33期生同窓会

2008.08.14（木） S60年卒業　渡辺貞麿先生ゼミ同期会

2008.08.23（土） 大谷大学剣道部講武会総会

2008.08.30（土） 道交会総会（大谷大学柔道部OB・OG会）

2008.08.30（土） 昭和34年岩見先生フランス語教室クラス会

2008.09.08（月） 大谷大学短期大学部　昭和42年卒業同期会

2008.09.11（木） 大谷大学育英学寮（昭和30年4月入寮）同期入寮者の集い

2008.09.26（金） 福島光哉先生喜寿の祝い・福島ゼミ第1期生同期会

2008.09.28（日） 混声合唱団OB総会

2008.09.29（月） 大谷大学専門部（昭和21年9月卒）平成20年同期会

2008.10.18（土） 文学部国文学分野卒業生同期会

2008.10.18（土） 直心行射会　OB総会・懇親会

2008.11.08（土） 1996年入学　幼教Aクラス同窓会

2008.11.15（土） 谷雪会（スキー部OB・OG会）総会

2008.11.22（土） 2000年幼児教育科卒業　恩師を囲んでの同窓会

2008.12.06（土） 第4回　1986年入学大谷大学体育会同期会

2008.12.06（土） 自然愛好会OB・OG会（昭和52年～昭和63年卒）

2008.12.20（土） 大谷大学自動二輪同好会　第6回OB会

2008.12.20（土） 混声合唱団　創立40周年記念定期演奏会

2008.12.28（日） 鄭先生ゼミ2003年卒業生同期会

2009.01.31（土） 書道部OB・OG会

2009.02.14（土） 第4期知真学寮同期会
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節
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仲
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菜
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縁
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あ
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縁
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知
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梨
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知
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憶
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。
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薄
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わ
り
に
く
く
な
る
こ
と
を
よ
し

と
し
な
い
の
だ
と
思
う
。」
と
の
こ
と
で
し
た
。
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近
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憶
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知
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。
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同　　　窓　　
「
日
々
成
長
」�

　「
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茂
乃
雇
汰
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（
か
も
の
こ
た
つ
）」
今
も

引
き
ず
る
在
学
中
の
芸
名
。
こ
の
お
陰
で
私
の

人
生
は
大
き
く
変
わ
っ
た
。「
さ
あ
、
今
日
は

何
人
笑
わ
せ
て
や
ろ
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か
」
を
日
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の
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に
掲
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ネ
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て
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。
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友
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囲
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台
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献
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一
九
五
三
）
　
二
〇
〇
八
．
一
一
・
二
一�

達
　
　
昌
明
　
大
学
部
（
一
九
五
二
）
　
二
〇
〇
九
・
一
・
一
〇�

本
多
　
知
子
　
短
　
期
（
一
九
七
六
）
　
二
〇
〇
九
・
一
・
一
三�
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学
生
時
代
に
、
幾
度
も
「
イ
ン
ド
へ
行

こ
う
！
」
と
誘
わ
れ
た
が
、
勇
気
と
経
済

力
不
足
か
ら
断
念
し
て
き
た
。
社
会
人
に

な
っ
て
海
外
出
張
の
回
数
を
重
ね
て
も
、

イ
ン
ド
へ
行
く
と
い
う
チ
ャ
ン
ス
は
そ
う

訪
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
度
、
縁

あ
っ
て
藤
島
建
樹
先
生
を
団
長
と
す
る
、

大
谷
大
学
同
窓
会
海
外
研
修
「
イ
ン
ド
仏

跡
巡
拝
と
ヒ
マ
ラ
ヤ
眺
望
の
旅
」
に
参
加

す
る
幸
運
を
い
た
だ
い
た
。

今
回
の
研
修
で
は
、
釈
尊
ゆ
か
り
の
イ

ン
ド
四
大
聖
地
、
ル
ン
ビ
ニ
（
生
誕

地
）・
ブ
ダ
ガ
ヤ
（
成
道
の
地
）・
サ
ー
ル

ナ
ー
ト
（
初
転
法
輪
の
地
）・
ク
シ
ナ
ガ

ラ
（
涅
槃
の
地
）
と
い
う
、
オ
ー
ソ
ド
ッ

ク
ス
な
順
路
と
近
隣
の
仏
跡
を
辿
る
。
イ

ン
ド
訪
問
は
、
既
に
何
度
目
か
と
い
う
諸

先
輩
方
も
多
く
、「
昔
は
も
っ
と
道
が
悪

く
て
ね
…
」「
思
わ
ぬ
ア
ク
シ
デ
ン
ト
が

つ
き
も
の
で
ね
…
」
と
い
う
回
想
が
聞
か

れ
た
が
、
近
年
整
備
さ
れ
た
と
い
う
道
路

の
お
か
げ
（
私
に
は
バ
ス
の
揺
れ
方
が
尋

常
で
な
い
）
で
、
順
調
に
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

を
こ
な
す
こ
と
が
で
き
た
。
確
か
に
、
快

適
な
航
空
機
、
チ
ャ
ー
タ
ー
さ
れ
た
バ
ス
、

ホ
テ
ル
で
の
食
事
、
清
潔
な
ベ
ッ
ド
で
の

宿
泊
な
ど
、
ト
イ
レ
の
問
題
を
除
け
ば
、

観
光
旅
行
で
も
十
分
に
成
立
す
る
と
思
わ

れ
る
。
し
か
し
、
イ
ン
ド
へ
の
旅
は
大
谷

大
学
の
諸
先
輩
方
、
そ
し
て
仏
教
者
に

と
っ
て
も
特
別
の
意
味
が
あ
る
こ
と
を
忘

れ
て
は
な
ら
な
い
。
求
法
の
僧
侶
や
研
究

者
が
幾
度
も
挑
戦
し
、
困
難
を
極
め
る
も

の
で
あ
っ
た
こ
と
。
か
の
玄
奘
の
ヒ
マ
ラ

ヤ
山
脈
を
越
え
る
天
竺
へ
の
旅
が
、
い
か

に
命
が
け
で
あ
っ
た
か
に
遠
く
想
い
を
馳

せ
る
。
物
見
遊
山
を
兼
ね
た
出
張
旅
行
に

慣
れ
た
私
も
、
こ
の
度
の
イ
ン
ド
で
は
漫

然
と
し
て
い
ら
れ
な
い
。
想
像
力
を
あ
ら

ん
限
り
膨
張
さ
せ
て
、
世
界
に
ま
で
拡
げ

る
の
だ
。

環
境
が
許
せ
ば
旅
行
中
の
情
況
を
特
設

ブ
ロ
グ
で
日
々
報
告
し
よ
う
と
考
え
、
小

さ
な
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
持
参
し
て
い
た
が
、

「
Ｉ
Ｔ
先
進
国
イ
ン
ド
」
と
「
イ
ン
ド
仏

跡
地
」
と
の
間
に
は
、
ま
だ
少
し
距
離
が

あ
る
よ
う
だ
。
そ
れ
で
も
旅
行
中
に
二
軒

の
ホ
テ
ル
は
無
線
Ｌ
Ａ
Ｎ
に
よ
る
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
が
で
き
て
、
少
し
の
写

真
を
ア
ッ
プ
ロ
ー
ド
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

道
路
は
整
備
さ
れ
、
旅
客
機
は
速
く
、
Ｃ

Ｐ
Ｕ
は
高
速
化
す
る
。
地
の
果
て
で
あ
っ

た
天
竺
は
、
も
は
や
誰
も
が
安
全
に
行
け

る
イ
ン
ド
に
な
っ
て
い
く
。
こ
う
し
て
グ

ロ
ー
バ
ル
化
が
加
速
し
、
世
界
が
小
さ
く

な
っ
て
い
く
こ
と
は
誰
に
も
止
め
ら
れ
な

い
。
驚
い
た
こ
と
に
仏
教
聖
地
は
ど
こ
も
、

釈
尊
に
帰
依
す
る
世
界
各
国
の
人
々
で
に

ぎ
わ
っ
て
い
た
。
赤
い
法
衣
、
黄
色
い
法

衣
、
老
い
も
若
き
も
、
僧
侶
も
信
者
も
、

瞑
想
に
ふ
け
り
、
経
を
唱
え
、
熱
心
に
五

体
投
地
を
繰
り
返
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、

私
た
ち
の
ツ
ア
ー
メ
ン
バ
ー
も
、
藤
島
団

長
や
先
輩
方
に
導
師
に
な
っ
て
い
た
だ
き

勤
行
を
お
こ
な
う
。
二
五
〇
〇
年
以
上
の

時
を
経
て
、
様
々
な
国
籍
と
人
種
の
人
々

が
聖
地
に
集
う
。
あ
ら
ゆ
る
言
語
と
低
い

読
経
が
聴
こ
え
る
中
、
彼
ら
は
何
か
を
想

い
、
ひ
と
り
ひ
と
り
の
表
情
は
安
ら
ぎ
に

満
ち
て
い
る
。
ず
い
ぶ
ん
遅
く
な
っ
た
が

自
分
も
仏
教
を
勉
強
し
よ
う
と
考
え
た
。

比
較
的
静
か
な
ク
シ
ナ
ガ
ラ
の
涅
槃
堂

で
の
勤
行
の
後
、
イ
ン
ド
新
仏
教
の
少
年

僧
侶
が
付
い
て
き
た
。
浅
学
な
が
ら
英
語

で
新
仏
教
の
情
況
に
つ
い
て
、
二
、
三
の

質
問
を
試
み
る
と
、
人
な
つ
っ
こ
い
笑
顔

で
答
え
て
く
れ
る
。
彼
と
握
手
を
し
て
バ

ス
に
乗
り
込
む
別
れ
際
、
少
年
僧
侶
に
両

手
を
合
わ
す
私
が
い
た
。
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大
谷
大
学
同
窓
会
海
外
研
修

「
イ
ン
ド
仏
跡
巡
拝
と
ヒ
マ
ラ
ヤ
眺
望
の
旅
」
に
参
加
し
て

三
　
嶋
　
敏
　
明

（
一
九
八
一
年
文
学
部
・
哲
学
科
卒
業
）

スワヤンブンナート（目玉寺）で出逢った尼僧の集団

クシナガラの涅槃堂にて

ナーランダ大学跡



ご納入ありがとうございました。
－同窓会費納入領収のご報告－（2008.8.1～2009.1.31）

〈敬称略〉

◎終身会員30,000
〔函館〕
菊地　真一
〔三条〕
朝倉　　度
中根　慶滋
〔湖南〕
岩﨑　恵子
〔山城〕
大谷七百実
大谷　浩之
長谷岡英信
山崎由紀子
柳山　　信
〔阪神〕
稲田　説子
春日　興良
〔山口〕
笠井　良寿
〔鹿児島〕
冨重　真直

◎一般会員3,000
【2006年度分】
〔飛騨〕
三島　多聞
〔三為会〕
織田　慶雄
三浦　信永
三浦　了信

【2007年度分】
〔飛騨〕
三島　多聞
〔三為会〕
三浦　教照

【2008年度分】
〔旭川〕
赤松　秀寿
五十嵐信章
岩城　知行
加藤　　亨
川原　宣昭
桑谷　芳道
佐々木了泰
塚田　　峻
渕上　賢誠
宗隆　教信
山本　英丸
〔青森〕
西山　　秀
西山　　徹
〔秋田〕
板先　見一
六平　巧己
〔神奈川〕
橋口　幸子
〔富山〕
伊東　千鳥
内村　浩司
河村　誠一
河村　　浩
下坂　雄昭
神保　覚央
野田　龍俊
林　　了真
森島　憲秀
〔高岡〕
大伴　　敏

〔金沢〕
北上しのぶ
吉本　寿寛

〔能登〕
藤谷　　勉
〔小松〕
一楽　典次
今川　　靖
上杉　豊明
遠州　　暁
大谷制以知
大谷　直子
面　　　隆
柿原　　勧
柿原真由美
加藤　輝雄
加藤　　宦
神谷　　覚
亀田　文夫
亀田　文哉
菊井　朋子
菊井　英信
木本　憲仁
倉元　文雄
佐々木廣行
佐竹　圓修
佐竹　　悟
篠原　　孜
白城　寿一
鈴義　教彰
関戸　　教
田中　昭親
谷　　彰英
長崎　祐正
中谷　　弸
永山　賢治
永山　了賢
永吉　　琢
能邨奏美子
能邨　勇樹

波佐谷　聡
林　　　拡
林　　　護
東　　　臻
東　　静陽
日野　靖雄
平田　了悟
広島　朋子
広端　正文
松岡　祐昌
森本　昭栄
山内　哲雄
山内　　譲
山口　建治
〔福井〕
出倉　幸枝
〔大垣〕
藤田　卓也
〔飛騨〕
三島　多聞
〔三為会〕
安藤　大生
上野　　諦
畝部　俊英
多門　智慶

多門　　寿
岡本　立志
岡本　寿丸
織田　慶雄
尾西　朋人
柏樹　利昭
櫻部　　等
杉浦　幸子
杉浦　立美
鈴木　　磐
多田　尚史
鶴見　栄鳳
野々山幹洋
藤井　智美
藤井　宣丸
藤井　宣行
細川　　淳
本多　昭憲
本多　　法
三浦　教照
三浦　信永
三浦　　長
三浦　了信
宮部　唯能
安田　寛仁

山碕　秀健
山田　麻子
山田　月清
山田　恒宣
〔尾張学友会〕
天野　星雲
黒田　雅明
高山　元智
松岡　嘉郎
〔長浜〕
東野　文恵
藤辺　純子
藤辺　匡文
〔山城〕
川口　觀誓
〔丹但〕
廣瀬　德行
〔大阪北〕
井上　美佐
田中　捷介
〔大阪市〕
坂田　文野
見　孝之

〔大阪東〕
森田　茂実

下記の皆様よりご寄付を頂戴いたしました。
ご芳志に心から感謝申し上げますとともに、
ここに謹んでご報告申し上げます。

札幌支部 　關　逸也様 3, 000円
富山支部 　大伴修一様 3, 000円
　 〃  　長等兼昭様 30, 000円
小松支部 故宝達立澄様ご遺族 3, 000円
飛騨支部 　三島多聞様 1, 000円
三為会支部 　杉浦　圭様 3, 000円
尾張学友会 　小笠原正士様 3, 000円

〔阪神〕
寺川　正順
矢野　信隆
〔和歌山〕
廣部　　節
〔鳥取〕
鎌谷　　博
〔島根〕
舟谷　幸男
〔岡山〕
藤原　眞理
〔四国〕
光内　真也
〔久留米〕
三池　眞弓

【2009年度分】
〔富山〕
源　　大寿
〔大垣〕
水谷　慧昭
〔島根〕
井上　晃紀
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『無盡燈』の題字について　親鸞聖人の真
しん

蹟
せき

の坂
ばん

東
どう

本
ぼん

『教行
信証』から集字したものです。『維

ゆい

摩
まき

経
ょう

』に「無盡燈というのは、
譬
たと

えば一つの燈をもって百千の燈をともすようなものである。
冥
くら

やみがみな明るくなるが、その明りはついになくなることが
ない。…説かれた教えのとおりにみずから一切の善いことがら
を増しふやす。これを無盡燈となづける」とあり、先輩がとも
し続けた伝統に輝く燈の名に恥じないことが願われています。�
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表
紙
絵�

　
　�「
白
い
花
」
―
恵
信
尼
の
五
輪
塔
―�

 

41.0
×
27.5�
cm
�

二
〇
〇
九
年
作�

「
恵
信
尼
文
書
」
十
通
は
親
鸞
聖
人
の
最
晩
年
か
ら
死
後
に
か
け

て
上
越
か
ら
京
都
に
い
る
末
娘
覚
信
尼
に
送
ら
れ
た
手
紙
で
あ
る
。

大
正
十
年
西
本
願
寺
の
宝
庫
か
ら
発
見
さ
れ
、
こ
れ
に
よ
り
恵
信

尼
の
信
仰
や
親
鸞
や
覚
信
尼
へ
の
思
い
が
生
の
声
と
し
て
世
に
出

た
。
聖
人
没
後
三
年
目
の
消
息
で
恵
信
尼
は
「
今
年
は
死
ぬ
と
思

い
切
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
生
き
て
い
る
う
ち
に
卒
塔
婆
を
建
て
て

み
た
い
…
。」
と
書
い
て
い
る
。
昭
和
三
十
一
年
に
鎌
倉
期
の
こ
の

五
輪
塔
が
発
見
さ
れ
、
恵
信
尼
の
寿
塔
と
し
て
至
っ
て
い
る
。
現

在
は
「
ゑ
し
ん
の
里
記
念
館
」
が
出
来
そ
の
南
側
に
こ
の
美
し
く

魅
力
的
な
五
輪
塔
が
ま
つ
ら
れ
て
い
る
。
記
念
館
は
佐
川
急
便
が

寄
進
し
た
建
物
で
あ
る
た
め
滋
賀
県
に
あ
る
佐
川
美
術
館
と
よ
く

似
た
瀟
洒
な
造
り
と
な
っ
て
い
る
。
近
く
に
は
開
通
を
控
え
た
北

陸
新
幹
線
の
高
架
が
通
っ
て
い
る
。
館
内
は
恵
信
尼
関
係
の
資
料

の
展
示
で
あ
る
が
、
印
刷
物
な
ど
コ
ピ
ー
が
多
く
オ
リ
ジ
ナ
ル
の

展
示
が
な
い
の
は
寂
し
い
。�

そ
こ
か
ら
東
の
山
を
渓
谷
沿
い
に
登
っ
て
い
く
と
山
寺
薬
師
と

呼
ば
れ
る
武
骨
な
薬
師
如
来
を
本
尊
に
釈
迦
、
阿
弥
陀
如
来
を
ま

つ
っ
て
い
る
仏
堂
が
あ
る
。
こ
の
堂
は
室
町
期
応
永
年
間
に
焼
失

し
た
が
、
現
在
の
薬
師
三
尊
は
銘
が
あ
り
、
焼
失
後
す
ぐ
に
造
立

さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
辺
り
は
山
寺
三
千
坊
と
言
わ
れ
、

半
僧
半
農
の
形
を
と
る
三
千
軒
ほ
ど
の
人
々
が
住
し
て
い
た
。
越

後
時
代
の
親
鸞
は
こ
の
如
来
に
詣
で
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
何
よ
り

も
、
こ
の
辺
り
板
倉
地
域
は
恵
信
尼
の
実
家
三
善
氏
の
所
領
地
で

あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
山
寺
薬
師
に
至
る
途
中
に
人
が
住
ん
で
い

る
所
で
、
最
高
の
八
メ
ー
ト
ル
を
越
し
た
と
い
う
豪
雪
の
標
が
あ

り
、
古
来
か
ら
豪
雪
と
の
闘
い
の
中
で
人
が
生
き
て
き
た
こ
と
が

し
の
ば
れ
る
。
そ
れ
に
つ
け
て
も
、
お
そ
ら
く
食
べ
る
た
め
、
所

領
を
守
る
た
め
か
、
ま
た
諸
事
情
で
夫
親
鸞
と
離
れ
離
れ
で
越
後

に
暮
ら
す
恵
信
尼
の
、
親
鸞
へ
の
深
い
敬
愛
が
感
じ
ら
れ
る
消
息

が
残
っ
て
い
た
こ
と
は
喜
ば
し
い
。�

雪
国
で
い
ち
早
く
咲
く
春
の
花
は
辛
夷
（
こ
ぶ
し
）
で
あ
る
。

こ
の
地
方
に
は
辛
夷
が
多
い
。
恵
信
尼
の
イ
メ
ー
ジ
は
白
い
花
に

思
え
る
。
春
が
来
れ
ば
辛
夷
が
咲
き
、
木
蓮
が
咲
き
誇
る
。
恵
信

尼
の
五
輪
塔
を
白
い
花
で
荘
厳
し
よ
う
と
思
っ
た
。�

畠
中
光
享（
一
九
七
〇
年
文
学
部
卒
業
）�

京
都
造
形
芸
術
大
学
教
授�

大
谷
大
学
非
常
勤
講
師�

�

　
大
谷
大
学
は
、
二
〇
〇
七
年
十
月
六
日
（
土
）

か
ら
八
日
（
月
）
ま
で
、
日
本
民
俗
学
会
第
五

十
九
回
年
次
大
会
の
会
場
と
し
て
、
約
一
千
名

近
く
の
会
員
を
お
迎
え
し
た
の
で
あ
る
。
も
と

よ
り
初
め
て
の
こ
と
で
あ
り
、
担
当
の
事
務
職

員
や
、
同
窓
生
を
ふ
く
む
多
く
の
年
会
事
務
局

の
構
成
員
、
大
学
院
生
・
学
部
生
の
手
助
け
を

得
て
、
無
事
に
三
日
間
の
大
会
を
運
営
す
る
こ

と
が
で
き
た
。
大
会
を
終
え
て
み
て
、
こ
の
た

び
の
日
本
民
俗
学
会
年
会
を
開
催
し
て
本
当
に

よ
か
っ
た
と
思
う
。�

　
と
い
う
の
は
仏
教
民
俗
学
（
の
ち
に
宗
教
民

俗
学
）
を
提
唱
さ
れ
、
そ
の
構
築
に
生
涯
を
捧

げ
ら
れ
た
故
五
来
重
先
生
に
因
み
、
一
日
目
の

公
開
シ
ン
ポ
ジ
ュ
ー
ム
の
テ
ー
マ
と
し
て
「
仏

教
と
民
俗
」
が
選
ば
れ
た
こ
と
に
あ
る
。
そ
の

企
画
趣
旨
と
は
、「「「
仏
教
民
俗
学
」」
に
つ
い
て

は
、「「
仏
教
史
」」・「「
文
化
史
」」
と
い
う
評
価
が
な

さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
と
は
い
え
、
民
俗
学
の

発
展
に
鑑
み
れ
ば
、「「
仏
教
民
俗
学
」」
が
再
評
価

さ
れ
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。」
と
い
う
文

章
に
始
ま
り
、「
方
法
論
的
な
議
論
に
終
始
す
る

こ
と
な
く
、
実
態
を
踏
ま
え
て
「「
仏
教
」」
と
「「
民

俗
」」
の
関
係
性
を
紡
ぎ
出
す
よ
う
求
め
て
い
る
」

と
い
う
趣
旨
内
容
で
あ
っ
た
。�

　
こ
れ
ま
で
民
俗
学
研
究
で
は
、「
仏
教
」
と
「
民

俗
」
の
関
係
に
つ
い
て
の
研
究
史
的
蓄
積
は
、

必
ず
し
も
多
く
は
な
い
。
そ
こ
に
「
仏
教
」
と

「
民
俗
」
の
関
係
に
つ
い
て
の
再
評
価
が
必
要
と

さ
れ
る
。「
宗
教
民
俗
学
」
と
い
う
学
問
に
つ
い

て
も
、「
仏
教
民
俗
学
」
を
基
底
と
し
て
発
展
し

た
部
分
が
あ
り
、「
仏
教
民
俗
学
」
の
研
究
史
へ

の
評
価
と
い
う
課
題
が
あ
る
だ
ろ
う
（
企
画
趣

旨
）
と
思
わ
れ
た
。
当
日
の
講
演
内
容
や
三
名

の
パ
ネ
ラ
ー
に
よ
る
研
究
報
告
は
、
い
ず
れ
も

「
仏
教
」
と
「
民
俗
」
の
接
点
に
つ
い
て
留
意
し
、

そ
の
多
義
性
の
一
つ
ひ
と
つ
を
解
き
明
か
し
て

い
る
。�

　
ま
た
一
日
目
に
は
、
本
学
の
学
長
・
木
村
宣

彰
先
生
に
最
初
か
ら
最
後
ま
で
ご
出
席
を
賜
わ

っ
た
こ
と
に
、
厚
く
お
礼
を
申
し
あ
げ
た
い
と

思
う
。
年
会
事
務
局
の
一
同
は
、
ど
れ
ほ
ど
勇

気
を
い
た
だ
い
た
か
知
れ
な
い
。
当
日
の
先
生

の
お
姿
を
拝
見
し
て
、
こ
の
大
会
は
必
ず
成
功

さ
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
っ
た
の
で
あ
る
。�

�

大
谷
大
学
教
授
・
国
史
学
　�

豊
　
島
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日
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民
俗
学
会
年
次
大
会
を�

開
催
し
て�
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