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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
鍵
主
良
敬
先

生
に
、
尋
源
館
に
お
越
し
い
た
だ
き
、
お

話
を
伺
い
ま
し
た
。

―
先
生
が
大
谷
大
学
に
入
学
さ
れ
た
経い

き

緯さ
つ

に
つ
い
て
、
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

私
が
大
谷
大
学
に
入
学
し
た
の
は
、
昭

和
二
十
七
（
一
九
五
二
）
年
で
す
。
北
海

道
の
小
さ
な
寺
で
生
ま
れ
育
っ
た
私
は
、

小
さ
い
こ
ろ
か
ら
寺
も
坊
主
も
嫌
い
で
、

念
仏
に
も
真
宗
に
も
ま
っ
た
く
関
心
が
持

て
ま
せ
ん
で
し
た
。
実
を
い
え
ば
、
仕
方

な
く
大
谷
大
学
に
入
学
し
た
の
で
す
。
で

す
か
ら
入
学
し
た
当
初
は
、
何
の
期
待
も

希
望
も
な
い
と
い
う
暗
澹
た
る
心
境
で
し

た
ね
。

―
先
生
が
入
学
後
、
と
く
に
印
象
に
残
っ

た
授
業
は
あ
り
ま
す
か
。

当
時
の
大
谷
大
学
は
貧
し
く
、
お
ん
ぼ

ろ
校
舎
で
、
寒
い
と
き
な
ん
か
吹
き
さ
ら

し
の
よ
う
な
校
舎
で
し
た
。
だ
け
ど
そ
ん

な
中
で
、
私
は
カ
ル
チ
ャ
ー
シ
ョ
ッ
ク
を

受
け
ま
し
た
。
あ
あ
こ
れ
が
大
学
な
の
か
、

大
学
の
学
問
と
は
こ
う
い
う
も
の
な
の
か
、

と
い
う
思
い
で
す
ね
。
そ
の
頃
谷
大
に
は
、

京
大
か
ら
語
学
の
先
生
方
が
教
え
に
来
て

お
ら
れ
ま
し
た
。
今
で
も
鮮
明
に
覚
え
て

い
ま
す
が
、
あ
る
英
語
の
先
生
が
、
佐
藤

春
夫
の
「
秋
刀
魚
の
歌
」
に
つ
い
て
詳
し

く
講
義
し
て
く
だ
さ
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま

し
た
。「
さ
ん
ま
、
さ
ん
ま
、
さ
ん
ま
苦に

が

い
か
、
塩し

ょ

つ
ぱ
い
か
」
と
い
う
有
名
な
詩

で
す
ね
。
学
生
一
人
ひ
と
り
に
熱
心
に
語

り
か
け
る
先
生
の
姿
が
今
で
も
目
に
う
か

び
ま
す
。
そ
の
先
生
の
講
義
を
と
お
し
て
、

こ
の
詩
が
持
つ
こ
と
ば
の
重
み
や
、
心
の

深
さ
と
い
う
も
の
を
学
び
ま
し
た
。

し
か
も
そ
の
先
生
方
は
、
大
谷
大
学
が

本
当
に
好
き
で
谷
大
に
期
待
し
て
い
る
と

い
う
こ
と
を
、
し
み
じ
み
と
話
さ
れ
る
の

で
す
ね
。
で
す
か
ら
私
は
、
そ
れ
ま
で
何

の
期
待
も
持
て
な
か
っ
た
谷
大
に
、
き
っ

と
何
か
違
う
も
の
、
大
事
な
も
の
が
あ
る

に
ち
が
い
な
い
、
と
思
え
る
よ
う
に
な
り
、

少
し
や
る
気
が
出
て
き
ま
し
た
。

―
先
生
は
以
前
、「
自
分
は
間
違
っ
て
華

厳
を
専
攻
し
て
し
ま
っ
た
」
と
お
っ

し
ゃ
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
先
生
が
華

厳
教
学
を
専
攻
す
る
こ
と
に
な
っ
た
経
緯

に
つ
い
て
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

た
ま
た
ま
本
寺
の
住
職
か
ら
、
自
分
の

と
こ
ろ
に
参
考
書
が
多
少
あ
る
か
ら
「
華

厳
」
を
学
ん
で
み
て
は
ど
う
か
と
い
わ
れ

た
だ
け
で
、
三
回
生
に
な
っ
て
『
華
厳
経
』

を
専
攻
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
華
厳
の

ゼ
ミ
を
担
当
さ
れ
て
い
た
の
は
山
田
亮
賢

先
生
で
す
。

ゼ
ミ
で
は
学
生
は
与
え
ら
れ
た
発
表
を

し
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
私
は
自
分
の

発
表
を
と
お
し
て
、
華
厳
の
学
問
に
そ
な

わ
る
本
質
的
な
恐
ろ
し
さ
を
思
い
知
ら
さ

れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
発
表
の
さ
な

か
に
、
に
っ
ち
も
さ
っ
ち
も
ゆ
か
ず
、
茫

然
自
失
し
て
佇

た
た
ず

ん
で
い
る
自
分
の
姿
が
、

思
い
起
こ
さ
れ
ま
す
。

私
に
と
っ
て
、
華
厳
と
い
う
の
は
と
て

つ
も
な
く
巨
大
で
恐
ろ
し
い
、
と
い
う
よ

う
な
感
覚
が
今
で
も
あ
り
ま
す
。
今
か
ら

思
い
ま
す
と
、
そ
れ
は
如
来
の
世
界
そ
の

も
の
が
持
っ
て
い
る
必
然
的
な
意
味
あ
い

な
の
で
し
ょ
う
。
で
す
か
ら
、
こ
ち
ら
側

の
安
易
な
思
い
込
み
や
傲
慢
な
態
度
を

も
っ
て
対
す
る
と
き
に
は
、
容
赦
な
く
跳

ね
返
さ
れ
る
世
界
で
あ
る
こ
と
を
、
い
ま

だ
に
感
じ
ま
す
ね
。

―
卒
業
論
文
で
は
ど
の
よ
う
な
研
究
に
取

り
組
ま
れ
ま
し
た
か
。

自
分
で
も
ど
う
し
た
ら
い
い
の
か
分
か

ら
な
い
の
で
、
山
田
先
生
に
相
談
し
ま
し

た
ら
、「
菩
提
心
」
と
い
う
課
題
を
示
し

て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
先
生
の
ご
指
示
に

従
っ
て
、
中
国
の
賢
首
大
師
法
蔵
の
『
華

厳
経
探
玄
記
』
と
、
金
子
大
榮
先
生
の

『
仏
教
概
論
』
や
『
佛
o
の
諸
問
題
』
を

読
ん
で
、
卒
論
を
ま
と
め
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
卒
論
を
提
出
し
た
後
か
ら
、

「
お
前
は
う
そ
を
書
い
た
、
う
そ
を
書
い

た
」
と
卒
論
が
囁

さ
さ
や

き
だ
し
た
の
で
す
。

「
引
用
し
た
金
子
先
生
の
お
言
葉
と
、『
探

玄
記
』
や
『
華
厳
経
』
は
正
し
い
。
し
か

し
、
そ
れ
を
な
ぞ
っ
て
い
る
お
前
の
文
章

は
全
部
う
そ
だ
」、
と
幻
聴
の
よ
う
に
聞

こ
え
て
き
た
の
で
す
。
あ
る
種
の
ノ
イ

ロ
ー
ゼ
で
す
ね
。
で
す
か
ら
、
私
は
そ
う

い
う
恐
ろ
し
さ
を
感
じ
な
が
ら
、
華
厳
と

い
う
巨
大
な
世
界
、
と
て
つ
も
な
く
広
く
、

と
て
つ
も
な
く
深
い
領
域
に
足
を
踏
み
入

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。

―
大
学
院
に
入
学
す
る
経
緯
と
、
そ
の
後

の
ご
研
究
に
つ
い
て
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

卒
業
し
た
ら
中
学
校
の
教
師
へ
の
採
用

が
決
ま
っ
て
い
ま
し
た
。
卒
業
式
を
す
ま
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「「
思思
いい
もも
かか
けけ
なな
いい
出出
遇遇
いい
」」

鍵
主
良
敬
先
生
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

大
谷
大
学
と
私
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せ
山
田
先
生
に
ご
挨
拶
を
し
て
、
お
暇

い
と
ま
い

た
し
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
時
の
私

は
よ
っ
ぽ
ど
情
け
な
い
顔
を
し
て
い
た
の

で
し
ょ
う
か
、
帰
る
私
を
先
生
が
追
い
か

け
て
来
て
く
だ
さ
り
、
「
お
前
、
も
う

ち
ょ
っ
と
勉
強
が
し
た
い
の
と
違
う
か
」

と
声
を
掛
け
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
そ
の

お
言
葉
を
聞
い
た
途
端
に
、
私
は
何
の
た

め
ら
い
も
な
く
「
は
い
」
と
答
え
て
い
ま

し
た
。
実
家
の
寺
に
は
、「
中
学
校
に
勤

め
る
の
を
止
め
る
、
も
う
ち
ょ
っ
と
勉
強

を
続
け
る
」
と
い
う
電
報
を
打
ち
、
大
学

院
に
進
む
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

大
学
院
で
の
研
究
の
中
心
テ
ー
マ
は
、

や
は
り
結
局
「
心
」
の
問
題
で
す
ね
。
で

す
か
ら
、
「
菩
提
心
」
と
い
う
課
題
の
、

菩
提
の
「
心
」
の
方
で
す
。
大
学
院
に
入

り
ま
し
て
、
山
田
先
生
は
定
年
で
退
任
さ

れ
ま
し
た
の
で
、
安
藤
俊
雄
先
生
の
ゼ
ミ

に
所
属
し
な
が
ら
、
横
超
慧
日
先
生
に
も

学
び
ま
し
た
。
思
想
的
な
も
の
に
対
す
る

感
性
の
豊
か
さ
を
安
藤
先
生
か
ら
教
え
て

頂
き
、
そ
し
て
、
文
献
を
読
む
と
い
う
見

事
な
力
量
に
つ
い
て
は
、
横
超
先
生
か
ら

学
び
ま
し
た
。
大
学
院
で
の
修
士
論
文
の

研
究
を
経
て
、
擬
講
論
文
で
は
「
華
厳
教

学
序
説
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
も
と
で

「
真
如
と
真
理
」
に
つ
い
て
追
究
し
、「
心
」

の
問
題
を
考
察
し
ま
し
た
。
こ
の
研
究
が

後
に
『
華
厳
教
学
序
説
―
真
如
と
真
理
の
研

究
―
』（
文
栄
堂
刊
）
と
い
う
著
作
と
し

て
出
版
さ
れ
ま
し
た
。

―
学
生
さ
ん
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
お
聞

き
し
た
い
の
で
す
が
、
先
生
は
ク
ラ
ブ
の

顧
問
は
何
を
さ
れ
た
の
で
す
か
。

仏
教
青
年
会
の
顧
問
に
な
り
ま
し
た
。

こ
の
ク
ラ
ブ
で
は
『
歎
異
抄
』
を
読
む
勉

強
会
を
し
て
お
り
、
毎
年
の
合
宿
に
は
私

も
参
加
し
ま
し
た
。
好
き
勝
手
に
自
分
た

ち
で
研
究
発
表
会
を
や
っ
て
お
り
ま
し
た

ね
。
そ
の
よ
う
な
言
い
た
い
放
題
の
議
論

の
中
か
ら
学
ぶ
こ
と
も
多
く
あ
り
、
私
の

勉
強
に
も
な
っ
た
し
、
ま
た
、
学
生
諸
君

の
忌
憚
の
な
い
悩
み
と
か
、
生な

ま

の
問
題
に

触
れ
る
こ
と
も
で
き
、
有
意
義
な
経
験
で

し
た
ね
。

―
先
生
の
現
在
の
ご
関
心
に
つ
い
て
お
聞

か
せ
く
だ
さ
い
。

こ
の
頃
、
曽
我
量
深
先
生
の
「
法
蔵
菩

薩
は
阿
頼
耶
識
」
と
い
う
問
題
に
取
り
組

ん
で
い
ま
す
。
考
え
て
み
れ
ば
、
私
は
金

子
大
榮
先
生
の
華
厳
を
出
発
点
と
し
て
卒

論
を
ま
と
め
、
そ
し
て
、
最
後
に
こ
の
曽

我
先
生
の
唯
識
に
到
り
つ
い
た
と
感
じ
て

お
り
ま
す
。
改
め
て
唯
識
・
華
厳
と
親
鸞

聖
人
の
結
び
つ
き
の
よ
う
な
と
こ
ろ
を
、

曽
我
先
生
の
教
え
に
導
か
れ
な
が
ら
、
解

明
し
た
い
と
願
っ
て
い
ま
す
。

―
最
後
に
先
生
の「
大
谷
大
学
へ
の
願
い
」

を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

各
地
の
同
窓
会
に
お
邪
魔
し
て
同
窓
生

の
人
た
ち
と
か
か
わ
る
中
で
、
大
谷
大
学

で
出
会
っ
た
、
あ
る
確
か
な
も
の
に
対
す

る
信
頼
感
の
よ
う
な
も
の
を
感
じ
取
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
そ
れ
を
大
学
の
「
樹
立

の
精
神
」
と
言
う
の
で
し
ょ
う
。
世
の
中

で
は
、
科
学
も
技
術
も
お
金
も
大
事
か
も

し
れ
な
い
。
し
か
し
、
大
事
だ
、
大
事
だ

と
言
っ
て
い
る
そ
の
人
間
の
魂
、
意
識
と

い
う
か
「
こ
こ
ろ
」
そ
の
も
の
こ
そ
が
根

本
で
は
な
い
で
す
か
。
も
っ
と
何
か
根
源

的
な
問
題
と
の
か
か
わ
り
で
果
た
す
べ
き

責
任
を
、
大
谷
大
学
は
願
わ
れ
て
い
る
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
で
す
か
ら
「
人

間
が
大
好
き
で
す
」
と
。
こ
れ
は
い
い
言

葉
で
す
ね
。
そ
う
い
う
大
学
と
し
て
生
き

て
い
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
願
っ
て
い
ま

す
。
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出
遭
い
は
全
く
強
烈
で
し
た
。
不
遜
な
動
機

で
入
学
し
た
私
は
、「
総
合
2
」（
現
在
の
人
間

学
Ⅰ
）
で
先
生
の
鉄
槌
を
食
ら
っ
た
の
で
す
。

「
あ
る
男
が
い
た
。
床
柱
を
背
中
に
坐
り
、
両

脇
？
に
女
性
を
抱
え
、
懐
に
は
た
っ
ぷ
り
の
金
、

目
の
前
に
は
お
酒
と
御
馳
走
が
あ
る
。
し
か
し

こ
の
男
に
は
決
定
的
に
足
り
な
い
も
の
が
一
つ

あ
る
。君
た
ち
一
週
間
よ
く
考
え
て
き
な
さ
い
」

と
言
わ
れ
た
の
で
し
た
。
田
舎
出
の
純
情
青
年

だ
っ
た
私
は
、
あ
ー
で
も
な
い
こ
ー
で
も
な
い

と
一
週
間
真
剣
に
考
え
ま
し
た
が
さ
っ
ぱ
り
分

か
り
ま
せ
ん
。
結
局
、
ク
ラ
ス
の
誰
も
分
か
り

ま
せ
ん
で
し
た
。
す
る
と
先
生
は
「
誰
も
分
か

り
ま
せ
ん
か
。
○
○
で
す
よ
」
と
言
わ
れ
た
の

で
し
た
。
そ
れ
を
聞
い
て
、
謎
は
更
に
深
ま
り
、

頭
は
混
乱
し
、
血
は
逆
流
し
て
、
気
が
付
い
て

み
る
と
そ
れ
以
来
先
生
の
周
り
を
ウ
ロ
ウ
ロ
し

て
い
る
の
で
す
。
数
十
年
た
っ
た
今
で
も
…
。

さ
て
皆
さ
ん
、
そ
の
○
○
と
は
何
だ
と
思
い
ま

す
か
？
こ
の
続
き
は
い
ず
れ
ま
た
。

偉
大
な
謎
の
先
生

大
谷
大
学
教
授
（
仏
教
学
）

織
田
顕
祐

鍵主良敬先生へのコメント

〔
略
　
歴
〕

一
九
三
三
年
　
北
海
道
に
生
ま
れ
る

一
九
五
六
年
　
大
谷
大
学
文
学
部
卒
業

一
九
六
一
年
　
大
谷
大
学
大
学
院
博
士
課
程

仏
教
学
専
攻
単
位
取
得

一
九
六
一
年
　
大
谷
大
学
助
手

一
九
六
六
年
　
大
谷
大
学
専
任
講
師

一
九
七
一
年
　
大
谷
大
学
助
教
授

一
九
七
八
年
　
大
谷
大
学
教
授

一
九
八
四
年
　
大
谷
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
長

一
九
九
九
年
　
大
谷
大
学
退
職

現
在
　
　
　
　
大
谷
大
学
名
誉
教
授

〔
著
　
書
〕

『『
顕
浄
土
真
仏
土
文
類
』
窃
以
』

（
二
〇
〇
八
年
安
居
講
本
）

『
無
上
涅
槃
の
妙
果
』（
一
九
九
九
年
安
居
講
本
）

『
華
厳
教
学
序
説
―
真
如
と
真
理
の
研
究
―
』

『
要
説
大
乗
起
信
論
』

『
華
厳
経
管
見
』

『
人
間
開
華
の
旅
―
『
華
厳
経
』
の
こ
こ
ろ
―
』

『
法
蔵
』（
共
著
）

他
論
文
　
多
数



開
催
日

二
〇
一
〇
年
五
月
十
二
日（
水
）

時
　
間

午
後
一
時
三
〇
分
〜

（
総
会
終
了
後
、
懇
親
会
）

〈
函
館
支
部
長
〉

黒
　
崎
　
昭
　
明

（
前
支
部
長
　
三
浦
祐
伸
）

〈
福
島
県
支
部
長
〉

木
ノ
下
　
秀
　
昭

（
前
支
部
長
　
片
岡
英
信
）

〈
熊
本
支
部
長
〉

菊
　
池
　
顕
　
正

（
前
支
部
長
　
有
馬
鴻
龍
）

〈
大
阪
北
支
部
長
〉

難
　
波
　
明
　
則

（
前
支
部
長
　
井
関
　
浄
）

〈
大
阪
東
支
部
長
〉

長
　
谷
　
東
　
洋

（
前
支
部
長
　
松
谷
昌
英
）

〈
大
阪
南
支
部
長
〉

長
　
谷
　
俊
　
成

（
前
支
部
長
　
北
畠
顕
信
）

〈
岡
山
支
部
長
〉

丹
　
下
　
信
　
行

（
前
支
部
長
　
發
知
正
美
）

〈
福
井
支
部
長
〉

日
下
部
　
　
　
求

（
前
支
部
長
　
原
　
直
樹
）

〈
函
館
支
部
事
務
局
〉

田
　
中
　
彰
　
祐

（
前
事
務
局
　
細
川
貞
寿
）

〈
福
井
支
部
事
務
局
〉

清
　
水
　
　
　
顕

（
前
事
務
局
　
日
下
部
　
求
）

二
〇
〇
九
年
九
月
三
十
日
（
水
）、
講

堂
に
お
い
て
大
谷
大
学
・
同
大
学
院
・
大

谷
大
学
短
期
大
学
部
の
卒
業
証
書
並
び
に

学
位
記
授
与
式
が
挙
行
さ
れ
ま
し
た
。
式

典
終
了
後
、
多
目
的
ホ
ー
ル
に
お
い
て
同

窓
会
と
大
谷
大
学
が
主
催
す
る
「
大
谷
大

学
卒
業
・
修
了
な
ら
び
同
窓
会
新
入
会
員

歓
迎
祝
賀
会
」
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

歓
迎
祝
賀
会
で
は
、
木
村
宣
彰
学
長
、

佐
賀
枝
夏
文
同
窓
会
理
事
長
の
祝
辞
、
挨

拶
に
続
い
て
、
教
育
後
援
会
の
遠
藤
由
香

監
事
の
発
声
で
乾
杯
が
お
こ
な
わ
れ
、
祝

宴
が
始
ま
り
ま
し
た
。
指
導
教
員
も
出
席

さ
れ
、
卒
業
・
修
了
生
は
学
生
生
活
最
後

の
恩
師
、
友
人
と
の
語
ら
い
に
時
が
過
ぎ

る
の
を
惜
し
む
様
子
で
、
和
や
か
な
歓
談

の
一
時
を
過
ご
し
て
終
了
し
ま
し
た
。

F
堂
祐
眞
さ
ん
（
一
九
七
八
年
文
学
部

真
宗
学
科
卒
業
）
が
、
平
成
二
十
年
度
の

文
部
科
学
大
臣
優
秀
教
員
賞
を
受
賞
さ
れ

ま
し
た
。
現
在
、
滋
賀
県
立
河
南
中
学
校

の
国
語
科
教
諭
と
し
て
お
勤
め
で
、
小
中

高
国
語
科
研
究
会
の
中
心
メ
ン
バ
ー
で
ご

活
躍
で
す
。
授
業
実
践
や
研
究
論
文
の
雑

誌
へ
の
発
表
な
ど
、
精
力
的
に
活
動
を
行

な
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
優
れ
た
成
果
が

認
め
ら
れ
、
今
回
の
受
賞
と
な
り
ま
し
た
。

母
校
に
受
賞
報
告
の
挨
拶
に
来
校
さ
れ
、

在
学
時
代
の
恩
師
で
あ
る
木
村
宣
彰
学
長

と
歓
談
。
学
長
か
ら
「
栄
誉
あ
る
賞
の
受

賞
お
め
で
と
う
。
ま
す
ま
す
の
ご
活
躍
と

後
輩
に
あ
た
る
本
学
学
生
へ
の
指
導
も
期

待
し
て
い
ま
す
」
と
、
お
祝
い
と
今
後
の

期
待
の
言

葉
が
述
べ

ら
れ
ま
し

た
。

（
本
紙「
同

窓
通
信
」

二
二
頁
に

関
連
記
事

を
掲
載
）

四
年
毎
に
開
催
さ
れ
る
聴
覚
障
害
者
の

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
「
第
二
十
一
回
夏
季
デ
フ

リ
ン
ピ
ッ
ク
台
北
大
会
二
〇
〇
九
」（
二
〇

〇
九
年
九
月
五
日
〈
土
〉
か
ら
十
五
日
〈
火
〉

開
催
）
に
、
鈴
木
恵
子
さ
ん
（
二
〇
〇
四

年
文
学
部
社
会
学
科
卒
業
）
が
女
子
バ
レ

ー
ボ
ー
ル
日
本
代
表
選
手
と
し
て
出
場
し
、

銅
メ
ダ
ル
獲
得
に
貢
献
さ
れ
ま
し
た
。

鈴
木
さ
ん
は
、「
今
ま
で
に
世
界
大
会

の
決
勝
戦
を
二
回
経
験
し
ま
し
た
が
、
二

回
と
も
最
後
に
負
け
て
終
わ
る
大
会
で
し

た
。
今
回
は
銅
メ
ダ
ル
で
す
が
、
大
会
最

後
の
試
合
に
勝
っ
て
終
わ
れ
た
の
で
、
本

当
に
う
れ
し
か
っ
た
で
す
。
今
後
は
、
二

〇
一
三
年
に
開
催
さ
れ
る
ギ
リ
シ
ャ
・
ア

テ
ネ
大
会
に
向
け
て
身
体
を
ケ
ア
し
な
が

ら
頑
張
っ
て
い
き
た
い
で
す
」
と
抱
負
を

語
っ
て
く
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
二
〇
〇
九
年
十
二
月
三
日
（
木
）

に
は
、
今
大
会

入
賞
者
の
功
績

を
称
え
る
厚
生

労
働
大
臣
賞
を
、

二
〇
一
〇
年
二

月
十
日
（
水
）

に
は
、
京
都
市

ス
ポ
ー
ツ
賞
を

受
賞
さ
れ
ま
し

た
。
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報
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二
〇
一
〇
年
度
同
窓
会
総
会
の
案
内

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
九
年
度
前
期
卒
業
・
修
了
な
ら
び
に

同
窓
会
新
入
会
員
歓
迎
祝
賀
会
を
開
催

受賞のk堂祐眞さんと学長

メダルを手に笑顔の鈴木恵子さんと日本代表監督

卒業・修了式（上）と歓迎祝賀会（下）

0
堂
祐
眞
さ
ん
「
文
部
科
学

大
臣
優
秀
教
員
賞
」
を
受
賞

鈴
木
恵
子
さ
ん
　
第
二
十
一
回
夏
季
デ

フ
リ
ン
ピ
ッ
ク
で
銅
メ
ダ
ル
を
獲
得
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二
〇
〇
九
年
度
か
ら
夏
の
巡
回
講
演
会

が
、
名
称
を
「
大
谷
大
学
・
同
窓
会

全

国
縦
断
夏
季
八
十
講
」
に
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル

し
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
講
演
で
は
「
日
常

と
学
問
を
つ
な
ぐ
」
を
統
一
テ
ー
マ
に
掲

げ
、
市
民
に
よ
り
身
近
な
講
演
会
に
な
る

よ
う
配
慮
し
ま
し
た
。
今
年
は
全
国
六
十

九
会
場
で
、
二
、
七
〇
〇
名
余
り
の
方
々

に
ご
参
加
い
た
だ
き
ま
し
た
。

ま
た
、「
静
岡
県
支
部
」「
福
井
支
部
」

「
神
戸
・
阪
神
二
支
部
合
同
」「
佐
賀
支
部
」

で
は
、
地
域
へ
の
広
報
と
市
民
へ
の
参
加

を
積
極
的
に
呼
び
か
け
る
た
め
、
※
Ｎ
Ｐ

Ｏ
法
人
「
尋じ

ん

源げ
ん

舎し
ゃ

」
と
の
共
催
で
「
仏
教

公
開
セ
ミ
ナ
ー
」
と
し
て
開
催
し
ま
し
た
。

※
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
「
尋
源
舎
」
は
同
窓

会
が
母
体
と
な
っ
て
設
立
し
た
、
仏

教
の
公
開
を
主
な
目
的
と
す
る
特
定

非
営
利
活
動
法
人
で
す
。
同
窓
会
員

を
は
じ
め
、
全
国
各
地
の
皆
さ
ま
の

ご
寄
付
（
一
口：

三
千
円
）
で
運
営

し
て
い
ま
す
。

申
し
込
み
と
問
合
せ
は
、
同
窓
会

本
部
〈
Ｔ
Ｅ
Ｌ
・
〇
七
五
―
四
一
一

―
八
一
二
四
〉
ま
で

■
静
岡
県
支
部

二
〇
〇
九
年
八
月
一
日
（
土
）

池
上
哲
司
　
大
谷
大
学
教
授

「
今
、
こ
こ
に
生
き
る
と
い
う
こ
と
」

静
岡
市
「
グ
ラ
ン
シ
ッ
プ
」

■
福
井
支
部

二
〇
〇
九
年
九
月
十
一
日
（
金
）

谷
口
奈
青
理
　
大
谷
大
学
准
教
授

「
日
常
と
学
問
を
つ
な
ぐ
―
こ
こ
ろ
の

現
場
か
ら
見
え
る
こ
と
―
」

福
井
市
「
真
宗
大
谷
派
福
井
別
院
」

■
神
戸
・
阪
神
二
支
部
合
同

二
〇
〇
九
年
八
月
二
十
九
日
（
土
）

大
内
文
雄
　
大
谷
大
学
教
授

「
日
常
と
学
問
を
つ
な
ぐ
―
中
国
仏
教

史
学
の
視
点
か
ら
―
」

神
戸
市
「
神
戸
市
教
育
会
館
」

■
佐
賀
支
部

二
〇
〇
九
年
八
月
二
十
九
日
（
土
）

木
村
宣
彰
　
大
谷
大
学
長

「
真
実
の
救
済
―
凡
夫
の
救
い
と
は
？
」

唐
津
市
「
唐
津
市
高
齢
者
ふ
れ
あ
い
会

館
〝
り
ふ
れ
〞」

二
〇
〇
九
年
十
月
一
日（
木
）か
ら
十
五

日（
木
）、
早
嵜
得
雄
さ
ん
（
一
九
六
一
年

文
学
部
史
学
科
卒
業
）
が
、
母
校
大
谷
大

学
で
「
法
語
書
展
」
を
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

こ
れ
ま
で
も
、
寺
院
、
教
務
所
、
ギ
ャ

ラ
リ
ー
等
で
作
品
の
展
示
活
動
を
さ
れ
て

き
ま
し
た
が
、
母
校
で
の
書
作
展
の
開
催

を
聞
き
つ
け
た
同
窓
が
全
国
か
ら
多
数
駆

け
つ
け
ま
し
た
。
早
嵜
さ
ん
の
力
作
を
前

に
、
そ
の

書
作
の
素

晴
ら
し
さ

と
労
作
に

対
し
、
賛

嘆
と
労
い

の
こ
と
ば

が
寄
せ
ら

れ
て
い
ま

し
た
。

福
代
亮
樹
さ
ん
（
二
〇
〇
九
年
文
学
部

仏
教
学
科
卒
業
）
が
、
二
〇
〇
九
年
十
月

開
催
の
ジ
ャ
ズ
全
国
大
会
「
第
三
回
神
戸

ネ
ク
ス
ト
ジ
ャ
ズ
コ
ン
ペ
テ
ィ
シ
ョ
ン
」

で
グ
ラ
ン
プ
リ
を
受
賞
さ
れ
ま
し
た
。

福
代
さ
ん
は
中
学
校
の
吹
奏
楽
部
で
サ

ッ
ク
ス
を
始
め
、
高
校
そ
し
て
大
谷
大
学

へ
入
学
後
も
サ
ー
ク
ル
活
動
を
通
し
て
サ

ッ
ク
ス
を
続
け
、
学
園
祭
の
ス
テ
ー
ジ
で

の
出
演
や
、
二
〇
〇
八
年
の
第
二
回
大
会

で
は
準
グ
ラ
ン
プ
リ
に
選
ば
れ
る
な
ど
在

学
中
か
ら
活
躍
さ
れ
て
い
ま
し
た
。今

後
も
、

福
代
さ
ん

の
ま
す
ま

す
の
ご
活

躍
を
期
待

し
ま
す
。

早
嵜
得
雄
さ
ん
母
校
で
「
法
語
書
展
」

ジャズ全国大会でサックス
演奏する福代亮樹さん

作品「安養」と「浄土」

静岡市・グランシップにて福井市・真宗大谷派福井別院にて

唐津市・高齢者ふれあい会館
“りふれ”にて

神戸市・教育会館にて

大
谷
大
学
、
同
窓
会
、
尋
源
舎
の
協
働
・
共
催
に
よ
る
「
全
国

縦
断
夏
季
八
十
講
」
が
好
評
の
う
ち
に
終
了

福
代
亮
樹
さ
ん
ジ
ャ
ズ
全
国

大
会
で
グ
ラ
ン
プ
リ
を
獲
得
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第
Ⅰ
部
の
後
半
で
は
、
第
十
回
ホ
ー
ム

カ
ミ
ン
グ
デ
ー
か
ら
五
年
連
続
し
て
出
席

さ
れ
た
同
窓
生
十
三
名
に
、
記
念
品
と
し

て
大
学
オ
リ
ジ
ナ
ル
グ
ッ
ズ
が
贈
呈
さ
れ

ま
し
た
。

第
Ⅰ
部
終
了
後
、「
京
都
ロ
イ
ヤ
ル
ホ

テ
ル
＆
ス
パ
」
に
会
場
を
移
し
、
第
Ⅱ
部

の
「
懇
親
会
」
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
懇

親
会
で
は
、「
同
窓
生
の
活
躍
紹
介
」
の

催
し
と
し
て
、
本
学
卒
業
生
で
現
在
、
非

常
勤
講
師
の
ダ
シ
ュ

シ
ョ
バ

ラ
ニ
さ
ん

と
在
学
生
有
志
に
よ
る
イ
ン
ド
舞
踊
が
披

露
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
、
ダ
シ
ュ

シ

ョ
バ

ラ
ニ
さ
ん
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
裡
に
終
了
い
た
し
ま
し
た
。

二
〇
〇
九
年
十
一
月
十
四
日
（
土
）
、

同
窓
会
主
催
の「
ホ
ー
ム
カ
ミ
ン
グ
デ
ー
」

が
、
大
学
の
学
園
祭
（
紫
明
祭
）
期
間
中

に
あ
わ
せ
て
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
ホ
ー
ム

カ
ミ
ン
グ
デ
ー
も
今
年
で
十
四
回
目
を
数

え
、
名
誉
教
授
を
は
じ
め
、
退
職
さ
れ
た

先
生
や
在
職
教
員
の
出
席
を
得
て
、
全
国

か
ら
同
窓
生
、
そ
の
家
族
な
ど
約
百
九
十

名
の
参
加
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

第
Ⅰ
部
は
、
テ
ー
マ
「
発
見
！
　
谷
大

同
窓
生
」
と
し
て
、
博
綜
館
第
一
会
議
室

を
メ
イ
ン
会
場
に
、
久
し
ぶ
り
に
再
会
し

た
恩
師
や
旧
友
と
な
ご
や
か
に
懇
談
が
な

さ
れ
ま
し
た
。
懇
談
中
を
利
用
し
て
、
同

窓
生
同
士
の
新
た
な
出
会
い
を
期
待
し
た

参
加
型
イ
ベ
ン
ト
「
あ
の
人
を
探
せ
！
」

が
催
さ
れ
、
参
加
者
に
は
、
全
国
の
同
窓

会
役
員
な
ら
び
に
各
支
部
か
ら
提
供
い
た

だ
い
た
特
産
品
な
ど
が
景
品
と
し
て
贈
ら

れ
、
大
変
好
評
を
博
し
ま
し
た
。

ま
た
、「
学
園
祭
模
擬
店
利
用
券
」
が

参
加
者
に
配
付
さ
れ
、
模
擬
店
の
利
用
を

通
し
て
、
在
学
生
と
の
交
流
も
図
ら
れ
ま

し
た
。
そ
し
て
、
投
票
に
よ
り
、
模
擬
店

優
秀
団
体
に
剣
道
部
が
選
ば
れ
、
翌
日
の

後
夜
祭
で
同
窓
会
よ
り
表
彰
状
と
記
念
品

が
贈
ら
れ
ま
し
た
。

第
十
四
回
大
谷
大
学
同
窓
会
ホ
ー
ム
カ
ミ
ン
グ
デ
ー
を
開
催

挨拶する藤島建樹会長

イベントのサインをする木村宣彰学長

恩師との再会風景

ダシュショバラニさん（中央）と在学生によるインド舞踊

第14回 ホームカミングデー（2009.11.14）

比叡山を背に記念撮影（博綜館屋上にて） 比叡山を背に記念撮影（博綜館屋上にて） 
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三
島
由
紀
夫
の
小
説
『
金
閣
寺
』
に
、

「
本
館
は
古
い
沈ち

ん

鬱う
つ

な
赤
煉
瓦
の
二
階
建

で
あ
る
。
玄
関
の
屋
根
の
頂
き
に
、
青
銅

の
櫓

や
ぐ
ら
が
そ
そ
り
立
っ
て
い
る
が
、
鐘

し
ょ
う

楼ろ
う

に
し
て
は
鐘
が
見
え
ず
、
時
計
台
に
し
て

は
時
計
が
な
い
」
と
描
写
さ
れ
る
尋
源
館

（
旧
本
館
）
の
「
塔
」
。
岡
田
一
也
さ
ん

（
二
〇
〇
九
年

文
学
部
人
文
情
報
学
科
卒
業
）

が
卒
業
論
文
に
尋
源
館
を
取
り
上
げ
、
そ

の
「
塔
」
の
謎
に
迫
り
ま
し
た
。
は
た
し

て
調
査
・
研
究
の
結
果
、「
塔
」
の
意
味

す
る
真
相
は
ど
の
よ
う
に
明
ら
か
に
な
っ

た
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
卒
業
論
文
の
副

査
を
つ
と
め
た
、
本
誌
編
集
委
員
の
釆
P

晃
講
師
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
し
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。

―
尋
源
館
を
取
り
上
げ
た
動
機
を
教
え
て

下
さ
い
。

私
は
近
代
建
築
に
興
味
を
も
っ
て
い
て
、

大
谷
大
学
の
中
で
も
、
大
変
美
し
い
建
物

で
あ
る
尋
源
館
に
心
惹
か
れ
て
い
ま
し
た
。

私
が
入
学
し
た
と
き
か
ら
尋
源
館
の
設
計

者
も
塔
の
由
来
も
よ
く
分
か
ら
な
い
と
聞

い
て
い
ま
し
た
の
で
、
ぜ
ひ
明
ら
か
に
し

て
み
た
い
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
つ
ま
り
、

四
年
間
暖
め
続
け
た
テ
ー
マ
だ
と
い
う
こ

と
に
な
り
ま
す
。

尋
源
館
は
、
正
門
（
当
時
は
尋
源
館
の
南

側
）
か
ら
見
た
と
き
に
威
厳
を
感
じ
さ
せ

る
よ
う
に
配
慮
が
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
ま

た
、『
京
都
日
出
新
聞
』（
現
『
京
都
新
聞
』）

と
い
う
一
般
紙
に
、
建
築
予
定
で
あ
る
本

館
の
設
計
図
が
大
き
く
掲
載
さ
れ
る
ほ
ど

に
、
社
会
か
ら
高
い
関
心
が
寄
せ
ら
れ
て

い
ま
し
た
。
当
時
、
大
谷
大
学
を
こ
の
地

に
迎
え
る
と
い
う
こ
と
は
大
事
件
で
、
尋

源
館
は
そ
の
大
谷
大
学
の
象
徴
で
し
た
。

―
と
こ
ろ
が
、
そ
の
尋
源
館
の
設
計
者
や

「
塔
」
の
意
味
が
謎
の
ま
ま
で
し
た
ね
。

な
か
な
か
大
変
で
し
た
。
本
来
な
ら
ば
、

設
計
者
と
施
工
者
が
設
計
図
に
記
さ
れ
て

い
る
の
で
す
が
、
大
学
に
保
管
さ
れ
て
い

る
設
計
図
に
も
、
棟
札
に
も
誰
が
設
計
者

な
の
か
書
い
て
い
ま
せ
ん
。
尋
源
館
の
こ

と
を
少
し
で
も
明
ら
か
に
し
よ
う
と
多
く

の
人
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し
て
い
る
中
で
、

村
松
法
文
先
生
か
ら
「
奈
良
女
子
大
学
に

も
、
尋
源
館
と
同
じ
よ
う
な
塔
が
あ
る
」

と
教
え
て
頂
き
ま
し
た
。
そ
し
て
実
際
に
、

奈
良
女
子
大
学
記
念
館
（
旧
奈
良
女
子
高
等

師
範
学
校
本
館
〈
重
要
文
化
財
〉）
の
設
計
図

を
見
ま
す
と
、
尋
源
館
の
設
計
図
に
あ
る

の
と
同
じ
松
任
外
次
郎
の
捺
印
が
あ
る
こ

と
を
確
認
し
ま
し
た
。
そ
こ
か
ら
、
こ
の

松
任
氏
を
中
心
と
し
て
尋
源
館
が
設
計
さ

れ
た
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。

奈
良
女
子
大
学
記
念
館
に
も
尋
源
館
の

も
の
と
よ
く
似
た
塔
が
設
置
さ
れ
て
い
る

の
で
す
が
、
奈
良
女
子
大
学
は
こ
の
塔
を

「
頂
塔
（
ラ
ン
タ
ン
）
」
と
紹
介
し
て
い
ま

す
。
そ
こ
か
ら
、
尋
源
館
の
塔
も
ラ
ン
タ

ン
（
角
灯
、
提
灯
）
と
し
て
設
置
さ
れ
た

こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。

―
大
谷
大
学
に
と
っ
て
ど
ん
な
意
味
を
も

つ
の
で
し
ょ
う
？

時
計
塔
や
鐘
楼
と
い
っ
た
実
用
的
な
も

の
で
は
な
く
ラ
ン
タ
ン
で
あ
る
と
い
う
の

は
、
大
谷
大
学
に
と
っ
て
は
重
要
な
意
味

を
も
っ
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
時
計

や
鐘
は
、
時
刻
と
い
う
外
的
な
も
の
に
人

び
と
を
従
わ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
す
が
、

ラ
ン
タ
ン
は
違
っ
た
性
格
の
も
の
で
す
。

ラ
ン
タ
ン
は
、
照
ら
し
は
し
ま
す
が
、
何

か
を
強
制
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
役
に
立
つ
人
材
を
育
て
る
こ
と

が
大
学
に
求
め
ら
れ
て
い
た
中
で
、
役
に

立
つ
か
ど
う
か
よ
り
も
、
真
理
を
自
ら
探

求
し
て
い
く
智
慧
を
も
つ
人
間
を
育
て
た

い
と
い
う
願
い
が
、
具
現
化
さ
れ
て
い
る

の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

―
な
る
ほ
ど
。
現
在
の
尋
源
館
は
、
単
な

る
記
念
館
で
は
な
く
、
実
際
に
授
業
が
行

わ
れ
る
教
室
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
こ
で

授
業
を
受
け
て
い
る
学
生
さ
ん
に
も
そ
う

い
っ
た
思
い
を
受
け
継
い
で
い
っ
て
も
ら

い
た
い
で
す
ね
。

そ
う
で
す
ね
。
現
在
の
尋
源
館
（
登
録

文
化
財
〈
二
〇
〇
〇
年
〉）
は
、
大
規
模
な

改
修
が
施
さ
れ
て
い
て
、
個
人
的
に
は
残

念
に
思
う
部
分
も
あ
り
ま
す
。
で
も
、
現

在
も
実
際
に
教
室
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い

る
こ
と
に
は
、
歴
史
的
建
築
資
料
と
し
て

の
価
値
と
は
違
っ
た
意
味
が
あ
る
の
だ
と

思
い
ま
す
。

（
岡
田
さ
ん
の
論
文
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
無

盡
燈
」（h

ttp
://w

w
w
.m
u
jin
to-otan

i.org
/

）

で
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
）

尋
源
館
（
旧
本
館
）「
塔
」
の
謎

設立当初の尋源館（旧本館）
1981年2月撮影

聞き手・釆 晃講師

頂
ラン

塔
タン

に込められた願いを
語る岡田一也さん
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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
挙
行
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
ま
す
。

式
典
で
は
讃
歌
、
法
要
が
営
ま
れ
、
そ

の
後
、
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
事
務
職
員
二
名
の
方
々
に
表

彰
状
と
記
念
品
が
贈
ら
れ
ま
し
た
。

引
き
続
き
、
元
国
際
基
督
教
大
学
学
長

の
絹
川
正
吉
氏
よ
り
「
学
ぶ
こ
と
の
意
味

を
た
ず
ね
て
」
と
題
し
て
の
記
念
講
演
が

あ
り
ま
し
た
。
講
演
で
は
、
科
学
・
技
術

の
発
展
に
伴
い
生
じ
て
き
た
現
代
的
諸
問

題
の
解
決
に
、『
歎
異
抄
』が
も
つ
可
能
性

を
紹
介
さ
れ
な
が
ら
、
宗
教
系
大
学
に
そ

の
糸
口
が
あ
る
と
指
摘
さ
れ
、
大
谷
大
学

の
果
た
す
役
割
に
大
き
な
期
待
を
述
べ
ら

れ
ま
し
た
。

二
〇
〇
九
年
十
一
月
二
十
七
日
（
金
）、

「
大
学
報
恩
講
並
び
に
歴
代
講
師
謝
徳
法

「
大
学
報
恩
講
並
び
に
歴
代
講
師
謝
徳
法

要
」
を
厳
修

要
」
が
厳
修
さ
れ
、
来
賓
を
は
じ
め
学
内

外
か
ら
多
数
ご
参
集
い
た
だ
き
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
、
木
村
宣

彰
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
の
謝
徳
法
要
で
は
、

『
阿
弥
陀
経
』
の
読
経
中
、
来
賓
、
学
生
、

学
寮
生
、
教
職
員
の
代
表
焼
香
を
頂
き
ま

し
た
。
ま
た
、
六
名
の
学
生
が
出
仕
し
、

全
学
挙
げ
て
の
法
要
と
な
り
ま
し
た
。

法
要
終
了
後
は
、
大
桑
斉
名
誉
教
授
よ

り
「
真
宗
と
他
者
―
依
正
二
報
滅
亡
の
世

に
―
」
と
題
し
て
の
記
念
講
演
が
あ
り
ま

し
た
。
そ
の
後
、
学
内
食
堂
で
小
豆
粥
の

お
斎
を
全
員
で
い
た
だ
き
ま
し
た
。

二
〇
〇
九
年
九
月
七
日
（
月
）、
講
堂

を
会
場
に
、
本
学
の
第
二
代
学
長
・
南
条

文
雄
博
士
の
生
誕
一
六
〇
周
年
、
お
よ
び

日
本
印
度
学
仏
教
学
会
第
六
十
回
学
術
大

南
条
文
雄
博
士
生
誕
一
六
〇
周
年
記
念
講
演
会

木
村
宣
彰
学
長
の
任
期
満
了
（
三
月
三

十
一
日
付
）
に
伴
う
次
期
学
長
候
補
者
の

選
挙
が
、
二
〇
〇
九
年
十
二
月
、「
大
谷

大
学
学
長
候
補
者
選
出
規
程
」
に
基
づ
き

行
わ
れ
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
草
野
顕
之

教
授
（
57
）
が
最
終
候
補
者
に
選
出
さ
れ
、

そ
の
後
、
真
宗
大
谷
学
園
理
事
会
（
二
〇

一
〇
年
一
月
十
四
日
）
に
お
い
て
、
大
谷

大
学
第
二
十
七
代
学
長
に
就
任
す
る
こ
と

が
決
定
さ
れ
ま
し
た
。
任
期
は
二
〇
一
〇

年
四
月
一
日
か
ら
四
年
間
で
、
大
谷
大
学

短
期
大
学
部
学
長
も
兼
任
さ
れ
ま
す
。

草
野
教
授
は
一
九
五
二
年
、
福
岡
県
生

ま
れ
。
一
九
八
一
年
、
大
谷
大
学
大
学
院

博
士
課
程
を
満
期
退
学
さ
れ
、
大
谷
大
学

講
師
、
助
教
授
を
経
て
、
二
〇
〇
〇
年
四

月
か
ら
現
職
教
授
に
就
任
。
専
門
は
日
本

仏
教
史
（
中

世
）
・
真
宗

史
で
、
二
〇

〇
三
年
三
月
、

博
士（
文
学
）

の
学
位
を
取

得
さ
れ
ま
し

た
。

第
二
十
七
代
学
長
に
草
野
顕
之
教
授
を
選
出

二
〇
〇
九
年
九
月
、
本
学
の
矢
野
の
り

子
教
授
が
、
学
位
論
文
「
初
期
言
語
発
達

に
お
け
る
声
と
意
味
―
ジ
ャ
ル
ゴ
ン
と
ひ

と
り
言
―
」

に
よ
り
、
奈

良
女
子
大
学

か
ら
博
士

（
学
術
）
の

学
位
を
取
得

さ
れ
ま
し
た
。

二
〇
〇
九
年
九
月
、
博
士
後
期
課
程
修

了
者
三
名
に
、
博
士
（
文
学
）
の
学
位
が

授
与
さ
れ
ま
し
た
。
学
位
取
得
者
は
、
上

野
牧
生
さ
ん
（
仏
教
学
）、
堀
井
愛
さ
ん

（
社
会
学
）、
菊
池
晃
さ
ん
（
国
際
文
化
）

の
各
氏
で
す
。

二
〇
〇
九
年
十
月
十
三
日
（
火
）、「
開

学
記
念
式
典
並
び
に
初
代
学
長
清
沢
満
之

謝
徳
法
要
」
が
執
り
行
わ
れ
ま
し
た
。
十

「
開
学
記
念
式
典
並
び
に
初
代
学
長
清
沢

満
之
謝
徳
法
要
」
を
厳
修

課
程
博
士
の
学
位
を
授
与

矢
野
の
り
子
教
授
が
、
博
士（
学
術
）の
学

位
を
取
得

草野顕之教授

矢野のり子教授

絹川正吉氏

大桑斉名誉教授
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会
を
記
念
す
る
講
演
会
が
開
催
さ
れ
ま
し

た
。最

初
に
、
本
学
の
安
冨
信
哉
教
授
が

「
近
代
に
お
け
る
浄
土
教
研
究
―
近
代
真

宗
学
の
方
法
論
―
」
と
い
う
題
で
講
演
さ

れ
ま
し
た
。
安
冨
教
授
は
講
演
の
中
で
、

真
宗
学
の
方
法
論
は
、
そ
の
祖
型
を
学
祖

と
し
て
の
親
鸞
に
見
い
だ
す
規
範
的
研
究

で
あ
る
と
確
認
さ
れ
、
そ
の
近
世
宗
学
に

お
け
る
継
承
・
固
定
化
の
問
題
、
近
代
教

学
に
お
け
る
再
生
・
展
開
の
軌
跡
を
浄
土

真
宗
本
願
寺
派
と
真
宗
大
谷
派
の
相
違
を

踏
ま
え
て
解
説
さ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
金

子
大
榮
氏
が
真
宗
学
の
方
法
論
を
「
親
鸞

の
学
の
方
法
に
還
る
」
と
明
確
化
し
た

『
真
宗
学
序
説
』
の
意
義
に
つ
い
て
述
べ

ら
れ
ま
し
た
。

続
い
て
、
北
海
道
大
学
名
誉
教
授
の
藤

田
宏
達
氏
が
「
浄
土
経
典
研
究
の
課
題
―

南
条
文
雄
博
士
が
開
い
た
道
―
」
と
い
う

題
で
講
演
さ
れ
ま
し
た
。
南
条
博
士
が

「
近
代
仏
教
学
」
を
、
近
代
の
文
献
学
・

歴
史
学
の
方
法
論
的
基
礎
に
立
つ
客
観
的

研
究
で
あ
る
、
と
明
確
に
さ
れ
た
意
義
に

つ
い
て
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
浄

土
経
典
研
究
の
現
況
と
課
題
を
詳
し
く
お

話
に
な
り
、
浄
土
経
典
の
研
究
に
お
い
て

は
、
宗
祖
親
鸞
が
『
無
量
寿
経
』
を
異
訳

経
典
と
比
較
対
照
さ
れ
た
学
び
方
に
な
ら

い
、
近
現
代
の
文
献
学
的
研
究
の
成
果
に

鑑
み
た
研
究
が
必
要
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ

ま
し
た
。

国
内
外
か
ら
多
く
の
聴
衆
の
参
加
を
い

た
だ
き
、
盛
会
の
内
に
幕
を
閉
じ
ま
し
た
。

二
〇
〇
九
年
十
月
二
十
二
日
（
木
）
、

響
流
館
メ
デ
ィ
ア
ホ
ー
ル
を
会
場
に
大
谷

学
会
研
究
発
表
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

最
初
に
、
釆
P

晃
講
師
が
「
慧
思
の

大
谷
学
会
研
究
発
表
会
を
開
催

安冨信哉教授

藤田宏達氏

母校の動き（2009年9月～2010年3月） 
2009年
09／07（月）～26日（土）

【博物館秋季企画展】
「南條文雄と近代仏教学」

09／10（木））【4号館・5号館竣工式】
09／24（木）【宗祖御命日勤行・講話】

「いまここにいます」 藤田　昭彦　大谷大学教授
09／26（土）【教育後援会全国父母兄姉懇談会】
09／30（水）【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】
10／13（火）～11／28（土）

【博物館特別展】
「祈りと造形－韓国仏教美術の名品－」

10／13（火）【開学記念式典並びに初代学長清沢満之謝徳法要】
「学ぶことの意味をたずねて」

絹川　正吉　元国際基督教大学学長
10／17（土）・18（日）

【大学院秋季試験】
【大学院社会人入試】（17日のみ）
【第3学年社会人編入学試験】（18日のみ）
【第3学年推薦編入［前期日程］】（18日のみ）

10／21（水）【大谷学会研究発表会】
慧思の末法観 釆w 晃　大谷大学講師
大岡昇平と太宰治－それぞれの『ハムレット』、それぞれのシェイクスピアー

芦津かおり　大谷大学准教授
クメール・ルージュ特別法廷と移行期の正義

阿部　利洋　大谷大学准教授
保育者として卒業した人たちの動向と実態

徳岡　博巳　大谷大学教授

10／28（水）【宗祖御命日勤行・講話】
「帰本願」 藤嶽　明信　大谷大学教授

11／07（土）・8（日）【公募制推薦入試】
11／13（金）～15（日）【2009年度　紫明祭】
11／14（土）【第14回同窓会ホームカミングデー】
11／21（土）・22（日）【指定校制推薦入学制度】
11／27（金）【大学報恩講並びに歴代講師謝徳法要】

「真宗と他者－依正二報滅亡の世に－」
大桑　斉　大谷大学名誉教授

12／05（土）【教育後援会中国地区父母兄姉懇談会】＜広島会場＞
12／06（日）【教育後援会中国地区父母兄姉懇談会】＜松江会場＞
12／09（水）【“人権問題を共に考えよう”全学学習会】

「遺品が語る真実！気付かれない死に様から学ぶ事」
吉田　太一　キーパーズ代表取締役

12／12（土）【第3学年推薦編入［後期日程］】
【大学院外国人留学生入試】

12／13（日）【自己推薦入試】
12／15（火）～2／13（土）

【博物館冬季企画展】京都を学ぶ
「The Collection of 禿庵 TOKUAN－大谷瑩誠と京都の東洋学－」

2010年
01／16（土）・17（日）【大学入試センター試験利用入試】
02／07（日）～10（水）【一般入試［第1期］】
02／26（金）【第3学年一般編入学試験】
02／27（土）・28（日）【大学院春季試験】
03／09（火）【一般入試［第2期］】
03／18（木）【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】

釆 晃講師
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現
場
に
は
プ
ラ
ス
と
マ
イ
ナ
ス
の
要
素
が

混
在
し
て
い
る
た
め
、
大
学
と
現
場
が
連

携
し
卒
業
生
が
抱
え
る
不
安
を
サ
ポ
ー
ト

す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
と
結
ば
れ
ま

し
た
。

研
究
発
表
会
に
は
学
外
参
加
者
も
多
く
、

活
発
な
質
疑
応
答
が
な
さ
れ
ま
し
た
。
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
。

河
内
昭
圓
名
誉
教
授
が
、
中
国
文
学
、

中
国
・
6
南
佛
学
院
に
「
昭
圓
文
庫
」
を
開
設

哲
学
、
中
国
仏
教
、
日
本
仏
教
な
ど
の
ご

自
身
の
蔵
書
二
五
〇
六
冊
を
び
んm
南な

ん

佛
学
院

（
中
国
廈ア

門モ
イ

）
に
寄
贈
さ
れ
、「
昭
圓
文
庫
」

と
し
て
廈
門
紫
竹
林
寺
に
あ
る
m
南
佛
学

院
女
衆
院
部
図
書
館
に
開
設
さ
れ
る
運
び

と
な
り
ま
し
た
。

二
〇
〇
九
年
九
月
六
日
（
日
）、
m
南

佛
学
院
入
学
式
に
お
い
て
、
河
内
先
生
ご

夫
妻
ご
出
席
の
も
と
贈
呈
式
が
執
り
行
わ

れ
、
聖
輝
院
長
よ
り
栄
誉
証
書
が
、
廈
門

市
政
府
陳
建
徳
部
長
よ
り
記
念
品
が
贈
呈

さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
た
び
蔵
書
を
寄
贈
さ

れ
る
こ
と
と
な
っ
た
経
緯
は
、
河
内
先
生

の
指
導
を
受
け
ら
れ
た
林
観
潮
氏
（
二
〇

〇
四
年
三
月
博
士
学
位
取
得
、
現
廈
門
大

学
哲
学
系
副
教
授
）
が
、
m
南
佛
学
院
で

非
常
勤
講
師
と
し
て
中
国
哲
学
史
を
教
え

て
お
ら
れ
る
ご
縁
に
よ
る
も
の
で
す
。

九
月
八
日
（
火
）
に
は
、
同
学
院
講
堂

に
お
い
て
河
内
昭
圓
名
誉
教
授
に
よ
る

「
一
九
七
八
年
の
江
南
仏
教
」
と
題
す
る

講
演
も
行
わ
れ
、
m
南
佛
学
院
の
学
僧
や

廈
門
大
学
の
学
生
約
五
〇
〇
人
が
熱
心
に

聞
き
入
り
ま
し
た
。

二
〇
〇
九
年
七
月
十
八
日
（
土
）、
大

谷
大
学
講
堂
に
お
い
て
朝
日
新
聞
社
広
告

局
と
の
共
催
で
、
教
育
・
心
理
学
科
開
設

記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
子
ど
も
と
築
く
豊

か
な
関
係
〜
未
来
を
創
る
き
ず
な
の
力

教
育
・
心
理
学
科
開
設
記
念
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
を
開
催

末
法
観
」
と
い
う
題
で
発
表
を
さ
れ
ま
し

た
。
中
国
に
お
け
る
末
法
思
想
の
嚆こ

う

矢し

と

さ
れ
て
い
る
慧
思
の
末
法
観
が
ど
の
よ
う

な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
、
末
法
思
想
を
中

国
に
伝
え
た
と
さ
れ
る
那
連
提
耶
舎
の
末

法
観
と
比
較
し
発
表
さ
れ
ま
し
た
。
慧
思

が
ど
の
よ
う
に
し
て
末
法
を
自
覚
す
る
よ

う
に
な
っ
た
の
か
、
そ
の
背
景
を
考
察
さ

れ
な
が
ら
、
慧
思
の
末
法
観
は
未
来
に
向

け
て
現
在
に
強
烈
に
働
き
か
け
て
い
る
点

に
お
い
て
那
連
提
耶
舎
と
異
な
る
こ
と
を

述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

次
に
、
芦
津
か
お
り
准
教
授
が
「
大
岡

昇
平
と
太
宰
治
―
そ
れ
ぞ
れ
の
『
ハ
ム

レ
ッ
ト
』、
そ
れ
ぞ
れ
の
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ

ア
―
」
と
題
し
て
発
表
さ
れ
ま
し
た
。

『
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
の
翻
案
を
手
が
け
た
二

人
の
作
家
に
つ
い
て
、
社
会
的
・
政
治
的

な
側
面
を
前
景
化
し
て
執
筆
し
た
大
岡
に

対
し
、
個
人
の
心
の
愛
憎
を
中
心
に
執
筆

し
た
の
が
太
宰
で
あ
る
、
と
両
者
の
相
違

点
を
あ
げ
ら
れ
ま
し
た
。
ど
ち
ら
も
西
洋

文
学
に
対
抗
心
は
燃
や
し
な
が
ら
も
、

『
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
が
持
つ
力
を
認
め
て
独

自
の
表
現
空
間
を
作
り
出
し
て
い
る
と
解

説
さ
れ
ま
し
た
。

続
い
て
、
阿
部
利
洋
准
教
授
は
「
ク

メ
ー
ル
・
ル
ー
ジ
ュ
特
別
法
廷
と
移
行
期

の
正
義
」
と
題
し
、
一
九
七
〇
年
代
後
半

に
カ
ン
ボ
ジ
ア
を
支
配
し
た
ク
メ
ー
ル
・

ル
ー
ジ
ュ
元
幹
部
ら
を
裁
く
特
別
法
廷
に

つ
い
て
、
そ
の
諸
問
題
を
発
表
さ
れ
ま
し

た
。
法
廷
設
置
へ
い
た
る
背
景
を
説
明
す

る
な
か
で
、
国
内
外
の
政
治
的
な
立
場
の

違
い
に
起
因
す
る
問
題
を
明
ら
か
に
し
つ

つ
、
移
行
期
の
社
会
で
は
法
秩
序
の
実
現

を
め
ざ
す
動
き
が
も
た
ら
す
独
特
の
社
会

的
効
果
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
と
指
摘

さ
れ
ま
し
た
。

最
後
に
、
徳
岡
博
巳
教
授
が
「
保
育
者

と
し
て
卒
業
し
た
人
た
ち
の
動
向
と
実

態
」
と
い
う
題
で
発
表
を
さ
れ
ま
し
た
。

保
育
者
と
し
て
卒
業
し
た
人
を
対
象
に
行

わ
れ
た
「
卒
業
生
調
査
」
の
結
果
を
も
と

に
、
卒
業
後
の
進
路
や
職
場
環
境
、
離
職

理
由
、
仕
事
に
や
り
が
い
を
感
じ
た
こ
と

な
ど
に
つ
い
て
細
か
く
項
目
を
わ
け
て
解

説
さ
れ
ま
し
た
。
徳
岡
教
授
は
、
保
育
の

6南佛学院の了法法師揮毫による「昭圓文庫」

阿部利洋准教授

徳岡博巳教授

芦津かおり准教授
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〜
」
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

当
日
の
基
調
講
演
で
は
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の

「
で
き
る
か
な
」
で
〝
ノ
ッ
ポ
さ
ん
〞
と

し
て
出
演
さ
れ
て
い
た
高
見
の
っ
ぽ
氏
を

講
師
に
お
招
き
し
、「
ノ
ッ
ポ
さ
ん
の
小

さ
い
人
と
の
つ
き
あ
い
方
」
と
い
う
テ
ー

マ
で
、
子
ど
も
が
大
人
を
ど
の
よ
う
に
見

て
い
る
の
か
、
ご
自
身
の
子
ど
も
の
頃
の

体
験
を
も
と
に
お
話
い
た
だ
き
ま
し
た
。

そ
の
後
の
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

で
は
、
朝
日
新
聞
社
の
上
島
誠
司
氏
が

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
と
な
り
、
パ
ネ
リ
ス

ト
の
高
見
の
っ
ぽ
氏
、
京
都
市
教
育
委
員

会
の
河
村
広
子
氏
、
教
育
・
心
理
学
科
の

脇
中

洋
教
授
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
子
ど
も

た
ち
と
の
豊
か
な
関
係
作
り
に
つ
い
て
の

お
考
え
が
示
さ
れ
ま
し
た
。
四
〇
〇
名
に

上
る
会
場
の
参
加
者
と
の
質
疑
応
答
も
活

発
に
な
さ
れ
ま
し
た
。

当
日
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
様
子
は
、
八

月
二
十
二
日
（
土
）
の
朝
日
新
聞
（
朝
刊
）

に
採
録
記
事
と
し
て
掲
載
さ
れ
ま
し
た
。

博
物
館
で
は
、
二
〇
〇
九
年
十
月
十
三

日
（
火
）
か
ら
十
一
月
二
十
八
日
（
土
）、

特
別
展
「
祈
り
と
造
形
―
韓
国
仏
教
美
術

博
物
館
特
別
展
「
祈
り
と
造
形
―
韓
国
仏

教
美
術
の
名
品
―
」
を
開
催

の
名
品
―
」
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

今
回
の
特
別
展
は
、
二
〇
〇
七
年
の
韓

国
・
東
國
大
学
校
博
物
館
と
の
交
流
協
定

締
結
に
基
づ
く
最
初
の
事
業
と
し
て
開
催

さ
れ
た
も
の
で
す
。

展
覧
会
で
は
、
東
國
大
学
校
博
物
館
所

蔵
の
仏
教
美
術
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
中
心
に
、

日
本
国
内
に
残
る
韓
国
伝
来
の
名
品
及
び

本
学
が
所
蔵
す
る
資
料
が
展
示
さ
れ
ま
し

た
。
韓
国
仏
教
の
生
み
出
し
た
仏
教
美
術

の
一
端
を
、「
三
国
時
代
か
ら
統
一
新
羅

時
代
」「
高
麗
時
代
」「
朝
鮮
時
代
」
の
三

つ
の
時
代
に
区
分
し
、
絵
画
、
彫
刻
、
書

跡
な
ど
で
紹
介
。
特
に
東
國
大
学
校
博
物

館
所
蔵
の
資
料
は
、
日
本
で
初
め
て
公
開

さ
れ
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
大
変
興
味
深

い
特
別
展
と
な
り
ま
し
た
。
加
え
て
、
東

國
大
学
校
関
係
者
を
は
じ
め
、
韓
国
か
ら

の
来
館
者
も
多
か
っ
た
の
が
今
回
の
特
色

で
し
た
。

二
〇
〇
九
年
九
月
二
十
三
日
（
水
）
、

落
語
研
究
会
に
所
属
す
る
清
水
洋
一
郎
さ

ん
（
芸
名：

賀か

茂も

乃の

歩ぽ

翻ぽ
ん

壱
え
ー
す

・
史
学
科

第
三
学
年
）
が
、「
第
一
回
全
日
本
大
学

生
落
語
選
手
権
」
の
決
勝
戦
に
出
場
し
、

第
三
位
敢
闘
賞
を
受
賞
し
ま
し
た
。

こ
の
選
手
権
は
、
全
日
本
学
生
落
語
協

会
主
催
で
、
全
国
の
大
学
生
を
対
象
に
学

生
落
語
界
の
さ
ら
な
る
発
展
を
目
指
し
て

清
水
洋
一
郎
さ
ん
　
大
学
生
落
語
選
手
権

で
第
三
位
敢
闘
賞
を
受
賞

開
催
さ
れ
る
も
の
で
す
。

清
水
さ
ん
は
西
日
本
予
選
を
突
破
し
、

準
決
勝
に
出
場
。
準
決
勝
で
は
総
勢
十
二

名
の
学
生
の
落
語
家
た
ち
が
雌
雄
を
決
し
、

清
水
さ
ん
は
フ
ァ
イ
ナ
リ
ス
ト
の
三
名
に

選
ば
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
今
回
は
お
し

く
も
優
勝
を
逃
し
、
第
三
位
敢
闘
賞
の
受

賞
と
な
り
ま
し
た
。

清
水
さ
ん
は
「
次
の
策
伝
大
会
に
雪
辱

を
果
た
し
た
い
」
と
の
決
意
を
語
る
と
と

も
に
、「
落
語
を
と
お
し
て
様
々
な
方
々

か
ら
励
ま
し
の
声
を
か
け
て
い
た
だ
い
た
。

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
」
と
お
礼
を

述
べ
て
い
ま
し
た
。

二
〇
〇
九
年
八
月
六
日
（
木
）
か
ら
九

日
（
日
）
ま
で
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
開
催

さ
れ
た
バ
ト
ン
ト
ワ
リ
ン
グ
の
世
界
大
会

「
第
五
回
Ｗ
Ｂ
Ｔ
Ｆ
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ

ル
カ
ッ
プ
」
で
、
フ
リ
ー
ス
タ
イ
ル
チ
ー

ム
部
門
に
柏
本
安
里
沙
さ
ん
（
社
会
学
科

第
四
学
年
）
が
所
属
す
る
、
チ
ー
ム

R
itsum

eikan
U
niversity

B
aton

T
eam

柏
本
安
里
沙
さ
ん
　
Ｗ
Ｂ
Ｔ
Ｆ
イ
ン
タ
ー

ナ
シ
ョ
ナ
ル
カ
ッ
プ
に
出
場（
三
位
入
賞
）

シンポジウムの様子（大谷大学講堂で）

子どもの頃の体験を語る
高見のっぽ氏

判比量論（重要文化財・大谷大学所蔵）

観覧の様子

喜びの清水洋一郎さん



◎
『
四
十
八
願
概
説

―
法
蔵
菩
薩
の
願
い
に
聞
く
―
』

一
楽
真
　
著
　

文
栄
堂
　
刊

（
二
〇
〇
九
・
六
）
二
六
二
頁

◎
『A

n
Illu
strated

E
co-h
istory

of
th
e

M
ekong

R
iver

B
asin

』

T
om
oya
A
kim
ichi

（
秋
道
智
彌
）

編
著

F
井
康
弘
　
分
担
執
筆

W
hite

L
otus

（B
angkok,T

hailand

）
刊

（
二
〇
〇
九
）
一
七
九
頁

◎
『
本
願
所
寺
院
組
織
の
確
立
と
信
仰
文
化
の

形
成
・
伝
播
に
関
す
る
歴
史
民
俗
学
的
研
究

大
谷
大
学
真
宗
総
合
研
究
所
平
成
二
一
年
度

一
般
研
究
〔
豊
島
班
〕
研
究
成
果
報
告
書
』

豊
島
修
　
編
集

豊
島
修
・
山
本
殖
生
・
祐
川
恵
理
・
鈴
木
善

幸
・
大
谷
め
ぐ
み
・
石
黒
智
教
・
加
藤
基

樹
・
高
野
弥
和
子
・
平
野
寿
則
・
木
場
明

志
・
根
井
浄
・
鈴
木
昭
英
　
分
担
執
筆
　

大
谷
大
学
真
宗
総
合
研
究
所
　
刊

（
二
〇
〇
九
・
三
）
一
五
〇
頁

◎
『
タ
イ
事
典
』

日
本
タ
イ
学
会
　
編

F
井
康
弘
　
分
担
執
筆

め
こ
ん
　
刊

（
二
〇
〇
九
・
九
）
五
五
六
頁

◎
『
京
大
心
理
臨
床
シ
リ
ー
ズ
７
「
発
達
障
害
」

と
心
理
臨
床
』

大
谷
大
学
教
員
の
出
版
物
紹
介

B

が
見
事
三
位
入
賞
を
果
た
し
ま
し
た
。

柏
本
さ
ん
は
、
昨
年
に
続
き
二
回
目
の

出
場
。
昨
年
の
経
験
を
活
か
し
、
上
位
を

狙
っ
て
良
い
演
技
を
し
た
い
と
日
々
練
習

に
励
ん
で
き
た
柏
本
さ
ん
は
、
こ
の
大
会

に
つ
い
て
「
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
カ
ッ

プ
で
は
、
昨
年
に
引
き
続
き
銅
メ
ダ
ル
を

い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
、
メ
ダ
ル
の
色
は

同
じ
で
も
こ
こ
ま
で
培
っ
て
き
た
技
術
と

共
に
汗
を
流
し
た
仲
間
と
の
絆
を
思
う
と
、

去
年
と
は
ま
た
違
っ
た
重
み
を
感
じ
ま
す
。

二
位
と
一
点
差
で
負
け
て
し
ま
い
、
悔
し

い
結
果
と
な
り
ま
し
た
が
、
今
大
会
に
到

る
ま
で
に
、
度
重
な
る
ア
ク
シ
デ
ン
ト
を

乗
り
越
え
、
監
督
、
コ
ー
チ
の
方
々
の
ご

尽
力
の
も
と
練
習
を
し
て
こ
ら
れ
た
こ
と

に
感
謝
し
て
い
ま
す
。
こ
の
素
晴
ら
し
い

経
験
を
社
会
に
出
て
か
ら
も
活
か
し
て
い

き
た
い
と
思
い
ま
す
」
と
語
っ
て
く
れ
ま

し
た
。

二
〇
〇
九
年
九
月
発
行
の
『
ア
サ
ヒ
カ

メ
ラ
』
内
の
コ
ー
ナ
ー
「
フ
ァ
ー
ス
ト
ス

テ
ッ
プ
」
で
、

い
な[づ
か

弘
樹
さ
ん
（
哲
学
科

第
一
学
年
）
の
写
真
が
特
選
に
選
ば
れ
、

「
郷
愁
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
掲
載
さ
れ

ま
し
た
。

[
さ
ん
は
高
校
一
年
生
の
時
に
写
真
部

に
入
っ
た
の
を
き
っ
か
け
に
、
写
真
の
お

も
し
ろ
さ
に
気
づ
き
、
写
真
を
撮
り
始
め

「
写
真
を
撮
る
こ
と
で
生
ま
れ
る
表
現
力
、

写
真
を
観
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
創
造
力
、

そ
う
い
っ
た
も
の
が
好
き
で
写
真
を
続
け

て
い
ま
す
」
と
写
真
を
撮
る
楽
し
さ
を
話

し
て
く
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
[
さ
ん
は
こ
の
た
び
の
入
選
に

つ
い
て
「
初
め
て
応
募
し
た
コ
ン
テ
ス
ト

で
、
い
き
な
り
特
選
に
選
ば
れ
た
の
で
自

分
で
も
び
っ
く
り
し
ま
し
た
。
写
真
に
対

す
る
自
分
の
熱
意
が
ど
こ
ま
で
の
も
の
な

の
か
わ
か
ら
な
く
て
、
迷
っ
て
い
た
時
期

も
あ
っ
た
の
で
今
回
の
入
選
は
本
当
に
嬉

し
い
で
す
」
と
感
想
を
述
べ
て
い
ま
し
た
。

7
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特選に選ばれた「郷愁」

チームメイトと柏本安里沙さん
（後列左から2人目）

退
職

＊
依
願
退
職

﹇
事
務
系
嘱
託
﹈

近
藤
　
聡
子
（
学
生
支
援
部
）

二
〇
〇
九
年
九
月
十
日
付

照
屋
き
く
代
（
教
育
研
究
支
援
部
）

二
〇
〇
九
年
九
月
三
十
日
付

新
規
採
用

﹇
事
務
系
嘱
託
﹈

別
所
め
ぐ
み
（
教
育
研
究
支
援
部
）

二
〇
〇
九
年
十
月
一
日
付

人
　
　
事

鄭
　
早
苗
先
生
ご
逝
去

二
〇
一
〇
年
二
月
四
日
、
大
谷
大
学
教
授

の
鄭
早
苗
先
生
が
ご
急
逝
さ
れ
ま
し
た
。

こ
こ
に
深
甚
の
謝
意
を
表
し
、
慎
ん
で
哀

悼
の
意
を
表
し
ま
す
。

寺
添
証
顕
先
生
ご
逝
去

二
〇
一
〇
年
二
月
四
日
、
大
谷
大
学
任
期
制

助
教
の
寺
添
証
顕
先
生
が
ご
急
逝
さ
れ
ま
し
た
。

こ
こ
に
深
甚
の
謝
意
を
表
し
、
慎
ん
で
哀

悼
の
意
を
表
し
ま
す
。

敬
　
弔
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伊
藤
良
子
・
大
山
泰
宏
・
角
野
善
宏
　
編

谷
口
奈
青
理
　
分
担
執
筆

創
元
社
　
刊

（
二
〇
〇
九
・
三
）
四
六
四
頁

◎
『
き
ょ
う
の
こ
と
ば
４
』

大
谷
大
学
　
刊

（
二
〇
〇
九
・
九
）
一
〇
一
頁

◎
『
中
国
仏
教
思
想
研
究
』

木
村
宣
彰
　
著

法
藏
館
　
刊

（
二
〇
〇
九
・
九
）
五
〇
五
頁

◎
『
新
　
保
育
の
考
え
方
と
実
践
』

瀧
川
光
治
　
編
著

冨
岡
量
秀
　
共
著

久
美
出
版
社
　
刊

（
二
〇
〇
九
・
一
〇
）
二
三
七
頁

◎
『
タ
イ
文
化
圏
の
中
の
ラ
オ
ス
―
物
質
文

化
・
言
語
・
民
族
―
』

新
谷
忠
彦
、
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・
ダ
ニ
エ
ル
ズ
、

園
江
満
　
編

F
井
康
弘
　
分
担
執
筆

東
京
外
国
語
大
学
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
言
語

文
化
研
究
所
　
刊

（
二
〇
〇
九
・
九
）
四
〇
一
頁

―
四
一
一
―
八
四
八
三
）
に
お
問
合
せ
く

だ
さ
い
。

大
谷
大
学
響
流
館
正
面
玄
関
の
絵
画

「
仏
陀
と
そ
の
弟
子
」
の
作
者
で
、
本
誌

表
紙
絵
を
ご
担
当
い
た
だ
い
て
い
る
畠
中

光
享
さ
ん
（
一
九
七
〇
年
文
学
部
卒
業
）

の
展
覧
会
「
イ
ン
ド
の
仏
像
の
流
れ
と
仏

教
美
術
の
伝
播
―
畠
中
光
享
コ
レ
ク
シ
ョ

ン
―
（
仮
）」
が
博
物
館
で
開
催
さ
れ
ま
す
。

畠
中
さ
ん
は
描
線
と
色
彩
に
よ
る
絵
画

の
可
能
性
を
探
り
、
日
本
画
の
新
境
地
を

拓
い
て
き
た
作
家
で
、
国
内
の
み
な
ら
ず

海
外
で
も
い
く
つ
も
の
展
覧
会
に
出
展
し

て
き
ま
し
た
。
二
〇
〇
九
年
度
は
、
エ
ス

夏
季
企
画
展
「
イ
ン
ド
の
仏
像
の
流
れ
と
仏
教
美

術
の
伝
播
―
畠
中
光
享
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
―
（
仮
）」

ト
ニ
ア
国
立
美
術
館
や
ラ
ト
ビ
ア
国
立
博

物
館
に
招
聘
さ
れ
、
長
期
に
わ
た
る
個
展

を
開
催
し
ま
し
た
。
さ
ら
に
二
〇
一
一
年

に
は
、
イ
ン
ド
そ
の
他
で
の
展
覧
会
が
予

定
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
自
身
の
制
作
と
平
行
し
て
、
長
年

に
わ
た
り
イ
ン
ド
美
術
の
研
究
と
収
集
を

続
け
て
き
ま
し
た
。
そ
の
成
果
と
し
て

『
イ
ン
ド
宮
廷
絵
画
』
や
『T

e
x
tile

A
rts
of
India

』
な
ど
が
内
外
で
出
版
さ

れ
て
い
ま
す
。

今
回
は
仏
教
美
術
に
的
を
絞
り
、
イ
ン

ド
で
の
仏
像
誕
生
か
ら
衰
退
ま
で
、
ネ

パ
ー
ル
、
チ
ベ
ッ
ト
、
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
、

中
央
ア
ジ
ア
か
ら
日
本
ま
で
、
仏
像
の
流

れ
と
仏
教
美
術
を
視
覚
的
に
訴
え
、
世
に

問
う
展
覧
会
で
す
。
展
示
品
の
中
に
は
我

国
唯
一
の
十
一
か
ら
十
二
世
紀
イ
ン
ド
、

パ
ー
ラ
朝
期
の
挿
絵
入
り
の
貝
葉
経
や
五

世
紀
の
イ
ン
ド
、
グ
プ
タ
朝
期
の
サ
ー
ル

ナ
ー
ト
仏
も
含
ま
れ
、
夏
季
企
画
展
と
し

て
公
開
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
会
期
は

六
月
八
日
か
ら
八
月
八
日
ま
で
。

◆
春
季
企
画
展
　
大
谷
大
学
の
あ
ゆ
み

「
赤
レ
ン
ガ
の
学

ま
な
び

舎や

」

四
月
一
日（
木
）〜
五
月
二
十
二
日（
土
）

◆
夏
季
企
画
展

「
イ
ン
ド
の
仏
像
の
流
れ
と
仏
教
美
術

の
伝
播
―
畠
中
光
享
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
―

（
仮
）」

六
月
八
日（
火
）〜
八
月
八
日（
日
）

◆
秋
季
企
画
展
「
写う

つ

し
の
文
化
（
仮
）」

※
実
習
生
展
併
催

九
月
七
日（
火
）〜
九
月
二
十
五
日（
土
）

◆
冬
季
企
画
展
「
京
の
寺
内
町
（
仮
）」

十
二
月
十
四
日（
火
）〜

二
〇
一
一
年
二
月
十
九
日（
土
）

◆
特
別
展
「
親
鸞
聖
人
展
（
仮
）」

十
月
十
三
日（
水
）〜

十
一
月
二
十
八
日（
日
）

詳
細
は
大
学
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い

た
だ
く
か
、
博
物
館
（
Ｔ
Ｅ
Ｌ
　
〇
七
五

二
〇
一
〇
年
度
博
物
館
開
館
予
定

●
サ
ッ
カ
ー
部

・
関
西
学
生
サ
ッ
カ
ー
前
期
リ
ー
グ
戦

Ⅲ
部
Ｂ
ブ
ロ
ッ
ク
　
二
位
　
八
勝
一
敗
一
分

・
関
西
学
生
サ
ッ
カ
ー
後
期
リ
ー
グ
戦

Ⅲ
部
Ａ
ブ
ロ
ッ
ク
　
二
位
　
八
勝
二
敗

・
第
八
十
七
回
関
西
学
生
サ
ッ
カ
ー
リ
ー
グ

Ⅱ
―
Ⅲ
部
入
替
戦
　
一
敗

・
関
西
学
生
卓
球
秋
季
リ
ー
グ
戦

Ⅳ
部
　
三
位
　
三
勝
三
敗
　

●
空
手
道
部

・
全
関
西
大
学
空
手
道
選
手
権
大
会

Ⅱ
部
　
二
回
戦
敗
退
　
一
敗
　

●
硬
式
野
球
部

・
京
滋
大
学
野
球
秋
季
リ
ー
グ
戦

Ⅰ
部
　
三
位
　
四
勝
六
敗

【
団
体
成
績
】

●
卓
球
部
（
男
子
）

・
関
西
学
生
卓
球
秋
季
リ
ー
グ
戦

Ⅳ
部
Ｂ
ブ
ロ
ッ
ク
　
二
位
　
四
勝
一
敗
　

●
卓
球
部
（
女
子
）

二
〇
〇
九
年
度

秋
季
課
外
活
動
結
果

酔象調伏の仏陀
８世紀インド・パーラ朝
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●
剣
道
部
（
男
子
）

・
全
日
本
仏
教
系
大
学
剣
道
大
会

予
選
リ
ー
グ
敗
退
　
三
敗

●
剣
道
部
（
女
子
）

・
全
日
本
仏
教
系
大
学
剣
道
大
会

予
選
リ
ー
グ
敗
退
　
二
敗

●
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
部
（
男
子
）

・
関
西
学
生
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
秋
季

リ
ー
グ
戦
　
Ⅴ
部
Ｂ
ラ
ン
ク

六
位
（
Ⅴ
部
Ｂ
残
留
）

三
勝
七
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
秋

季
リ
ー
グ
戦
　
Ⅲ
部
Ｃ
ブ
ロ
ッ
ク

一
次
リ
ー
グ
敗
退
　
五
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
Ｃ
ブ
ロ
ッ
ク
　

四
位
（
Ⅴ
部
Ｄ
降
格
）

一
勝
二
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

Ⅵ
部
Ｃ
ブ
ロ
ッ
ク
　
一
位
　
五
勝

・
Ⅵ
部
校
優
勝
決
定
リ
ー
グ

敗
退
　
Ⅵ
部
残
留
　
一
敗

●
ア
メ
リ
カ
ン
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
部

・
関
西
ア
メ
リ
カ
ン
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
秋
季

リ
ー
グ
戦
　
Ⅲ
部
Ｃ
ブ
ロ
ッ
ク

四
位
　
一
勝
三
敗

【
個
人
成
績
】

●
硬
式
野
球
部

〈
京
滋
大
学
野
球
連
盟
秋
季
リ
ー
グ
戦
〉

【
ベ
ス
ト
ナ
イ
ン
】

・
捕
手

藤
川
　
圭
市

（
文
学
部
仏
教
学
科
　
第
四
学
年
）

・
外
野
手

加
藤
　
健
太

（
文
学
部
哲
学
科
　
第
四
学
年
）

●
陸
上
競
技
部

〈
関
西
学
生
陸
上
競
技
学
年
別
選
手
権

大
会
兼
関
西
学
生
混
成
選
手
権
大
会
〉

【
男
子
競
歩
一
〇
〇
〇
〇
ｍ
】

・
第
四
位

西
村
　
慈
生

（
文
学
部
社
会
学
科
　
第
三
学
年
）

●
男
子
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
部

〈
関
西
学
生
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
秋
季
リ
ー
グ
戦
〉

【
得
点
王
（P

.A
verage

34.5

）】

奥
野
　
一
平

（
文
学
部
社
会
学
科
　
第
四
学
年
）

●
f
拳
道
部

〈
リ
ン
ク
ス
テ
コ
ン
ド
ー
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
〉

【
男
子
一
般
　
中
級
ウ
ェ
ル
タ
ー
以
上
合
同
級
】

・
準
優
勝

吉
田
　
広
輝

（
文
学
部
社
会
学
科
　
第
四
学
年
）

〈
全
日
本
テ
コ
ン
ド
ー
選
手
権
大
会

西
日
本
地
区
大
会
〉

【
男
子
一
般
　
八
〇
キ
ロ
以
下
級
】

・
優
勝

吉
田
　
広
輝

（
文
学
部
社
会
学
科
　
第
四
学
年
）

〈R
eiz
T
aek
w
on
d
o
C
U
P
T
O
U
R
-

N
A
M
E
N
T

〉

【
男
子
一
般
　
初
級
五
八
キ
ロ
以
下
級
】

・
準
優
勝

中
村
　
広
紀

（
文
学
部
仏
教
学
科
　
第
一
学
年
）

以
上

大
谷
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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 

4

絵本を楽しむ 
藤本　芳則（大谷大学短期大学部教授） 
6月24日、7月1日・8日（木曜日） 
18：00～19：30 
100名 
メディアホール 
3,000円（税込） 
6月17日（木）当日消印有効 

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

5

さあ、ビートルズで景気よくいこう！ 
米本　義孝（安田女子大学文学部教授／元大谷大学教授） 
5月21日、6月11日、7月16日（金曜日） 
18：00～19：30 
100名 
メディアホール 
3,000円（税込） 
The Beatles 1962-1966 （赤盤）　東芝EMI 
5月14日（金）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―⑨ 
「和国の教主―聖徳太子―」 〈協賛：NPO法人「尋源舎」〉 
宮O　健司（大谷大学教授／大谷大学博物館学芸員） 
織田　顕祐（大谷大学教授）／井上　尚実（大谷大学講師） 
5月26日、6月2日・9日・23日・30日、7月7日（水曜日） 
18：00～19：30 
100名 
メディアホール 
6,000円（税込） 
5月19日（水）当日消印有効 

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 
申込締切 

1

『本願寺聖人 親鸞 伝絵』序説　宗祖親鸞聖人750回御遠忌記念講座 
沙加戸　弘（大谷大学教授） 
5月20日・27日、6月3日（木曜日） 
18：00～19：30 
100名 
メディアホール 
3,000円（税込） 
5月13日（木）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 

3

仏教美術の楽しみ―童子像のふしぎ― 
齋藤　望（大谷大学教授／大谷大学博物館学芸員） 
6月22日・29日、7月6日（火曜日） 
18：00～19：30 
100名 
メディアホール 
3,000円（税込） 
6月15日（火）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

健やかなこころと身体で、しなやかに生きる 
田中　久美子（大谷大学准教授） 
5月25日、6月1日・8日（火曜日） 
18：00～19：30 
100名 
メディアホール 
3,000円（税込） 
5月18日（火）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2010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 
 

1

親鸞聖人の生涯と御影堂の歴史（大谷大学・龍谷大学連携講座） 
草野　顕之（大谷大学教授） 
佐藤　文子（本願寺史料研究所研究員） 
5月22日、6月26日、7月10日・17日（土曜日） 
フィールドワークは7月10日・17日いずれかから都合の良い日を 
選択してください。 
13：15～14：45（3回目のみ13：15～16：30） 
40名 
1回目：大谷大学本部キャンパス 
2回目：龍谷大学大宮学舎 
3回目：東西本願寺フィールドワーク 
REC会員5,400円　一般　7,800円（税込） 
4月28日（水）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：4月30日（金） 

紫明講座のご案内 

2010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】 
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、大学HP生涯学習講座メールフ
ォームのいずれかにて、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 
URL : http://www.otani.ac.jp/syougai_g/index.html 

＊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
究支援課までお問合せください。 

開放セミナー「大乗仏教のあゆみ」 
講座風景 
（大谷大学響流館メディアホールにて） 
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体育会ソフトテニス部OB会（2009.6.27～28）
一年に一度、現役生とOBが交流を深める唯一の場。今回も例年同様、有意義な時を皆が
過ごせた様に感じました。

央真会（大谷大学貫練学寮2002年度入寮生同期会）第1回同窓会
（2009.8.22～23）
卒業後はじめての同窓会。熱海に大勢が参集。欠席者も仕事なのでやむなくの由。
寮生ならではの結束力が嬉しかった二日間でした。

浄影会（2009.8.8）
今年も無事開催でき、古田先生と楽しい時間を過ごすことができました。また、副会長の
捨て身の笑いで大いに盛り上がりました。

寺川ゼミ大学院修士１期生・２期生同窓会（2009.8.17）
先生の御自坊で開催。師を賜ったことの喜びと念仏の伝統などを感じ、
至福の時間となりました。

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、開催の1ヶ月前ま

で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
2009.06.27（土） 体育会ソフトテニス部OB会
2009.08.08（土） 浄影会
2009.08.17（月） 寺川ゼミ大学院修士１期生･２期生同窓会
2009.08.22（土） 央真会（大谷大学貫練学寮2002年度入寮生同期会）第１回同窓会
2009.08.29（土） 道交会総会・追弔会
2009.09.01（火） 大谷大学育英学寮（昭和30年４月入寮）同期会
2009.09.02（水） 昭和三十四年度岩見先生フランス語教室クラス会
2009.09.05（土） 2000年卒業加来雄之ゼミ同窓会
2009.09.12（土） 吉元ゼミOB会
2009.09.12（土） 大谷大学陸上競技部創部八十五周年記念式典
2009.09.14（月） 昭和31年育英寮　入寮同期会
2009.09.18（金） 安冨ゼミ一期生
2009.09.19（土） 2006年卒業　福田ゼミ同期会
2009.09.27（日） 2009年度大谷大学卓球部後援会総会・懇親会並びに卓球

大会（雲井杯争奪戦）
2009.09.27（日） 大谷大学混声合唱団OB会　総会
2009.10.03（土） 大谷大学国文学会
2009.10.16（金） 昭和43年入寮　洗心学寮同期会
2009.10.17（土） 直心行射会・OB総会・懇親会
2009.10.17（土） 落語研究会懇親同窓会
2009.10.29（木） 大谷大学専門部（昭和21年９月卒業）同期会
2009.11.01（日） 大谷大学バレーボール部OB・OG会
2009.11.08（日） 大和ゼミ大集合　同窓会
2009.11.14（土） スキー競技部OB･OG会　谷雪会　総会
2009.11.14（土） 社会福祉　安井ゼミ１期生会
2009.11.20（金） 大学院木村ゼミ第１期生＋α
2009.12.19（土） 第１期木越ゼミ　同窓会
2009.12.19（土） 大谷大学自動二輪同好会第８回OB会
2009.12.29（火） 鄭ゼミ　平成15年卒業生忘年会
2010.01.02（土） 2009年卒業　松村組新年会
2010.01.07（木） 大谷大学剣道部　講武会
2010.01.12（火） 福島ゼミ（如是会）OB・OG会
2010.01.23（土） 小野ゼミ平成５年卒業生同窓会
2010.01.29（金） 2008年度東舘ゼミ卒業生同窓会
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道交会総会・追弔会（2009.8.29）
道交会が始まって今年で八十周年になります。先輩方が築かれた長い歴史と
柔道部への思いを大切に残して行きたく思います。

大谷大学育英学寮（昭和30年４月入寮）同期会（2009.9.1）
北海道から九州までの諸兄が集いました。懇親会は下京・たん熊本家で開き、
半世紀ぶりに逢う友との交流もあって大いに盛り上がりました。

昭和三十四年度岩見先生フランス語教室クラス会（2009.9.2）
同期会を愛知県西浦温泉で開催しました。クラスの物故者追弔会法要は幸田町廣
福寺様でお勤めいただきました。

2000年卒業加来雄之ゼミ同窓会（2009.9.5）
卒業して10年の節目。久しぶりに大学でゼミを行い、ゼミ生の発表
と先生のご講義を頂きました。その後、懇親会を開き、加来先生の
教授になられたお祝いをしました。大変有意義な一日でした。

吉元ゼミOB会（2009.9.12）
京都市内のインド料理店で、ゼミOB会を開催しました。吉元先生
を囲んで19名の同窓生が集い、和やかな会となりました。
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2006年卒業　福田ゼミ同期会（2009.9.19）
卒業後、初めて同窓会を開催しました。学生時代の気
持ちに戻れた楽しい時間を過ごせました。今後は定期
的に同窓会を開催していきたいと思います！

2009年度大谷大学卓球部後援会総会・懇親会
並びに卓球大会（雲井杯争奪戦）（2009.9.27）
９月27日（日）夕刻より京都御所前「平安会館」
で開催。現役の現況報告、本日の卓球大会の入
賞者表彰式、久し振りに顔を合わせたOB・OG
のスピーチ等盛会裏に終了いたしました。

昭和31年育英寮　入寮同期会（2009.9.14）
金沢、湯涌温泉にて一夜、旧交をあたため思い出話には大いに花が咲いた。次回は二年後。

安冨ゼミ一期生（2009.9.18～19）
秋彼岸前ということもあり少人数でしたが、奥様共々弥彦山や
関連寺院参拝、独特な岩盤浴体験と、濃い時間を過ごした二日
間でした。

大谷大学陸上競技部創部八十五周年記念式典
（2009.9.12）
陸上部85周年です。駅伝への熱い思いをOB
と在校生で交流しました。今すぐにも走り出
しそうな元気な陸上部です。
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昭和43年入寮　洗心学寮同期会（2009.10.16）
卒寮して四十年の歳月がたち、久しぶりの再会。持ちよった地酒を酌み
交わし、旧交をあたためた。次回は三年後。

大谷大学専門部（昭和21年９月卒業）同期会（2009.10.29）
昨年に引き続き京都で開催。戦時中の勤労動員や寮生活他、共通の話題も多く賑やか
な一時を過ごした。

落語研究会懇親同窓会（2009.10.17）
世代を超えた面々が一同に会し再会を懐かしむと共に、現役、OB・OG
の交流により新たな良き繋がりができた事を嬉しく思います。

大谷大学混声合唱団OB会　総会（2009.9.27）
昨年12月に創団40周年の演奏会で記念のOB合同ステージを持ちま
した。総会では50周年に向けて話し合いました。

大谷大学国文学会（2009.10.3）
国文学分野卒業生が大谷大学に集い、卒業生の野村卓美氏の講演を聴講した。その後
懇親会を開き、楽しい時間を過ごした。

直心行射会・OB総会・懇親会（2009.10.17）
学生諸君を取り巻く環境は年々と厳しくなっ
ていますが、この弓道の存在意義を自覚でき
る人である事を願います。
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社会福祉　安井ゼミ１期生会（2009.11.14）
久々の再会。話に夢中になりました。おかげで、新しい企画が立ち上が
りそうです。卒業後も、安井ゼミ生の福祉は、大きく成長しています。

大学院木村ゼミ第１期生＋α（2009.11.20）
木村先生が今年度末で退任されます。同窓の皆さんに集まって頂く機会も設けた
いと思いますので、その時には宜しくお願いいたします。

第１期木越ゼミ　同窓会（2009.12.19）
卒業以来初めての集合です。近況報告や大学の思い出話に花を咲かせま
した。三年後、三〇歳記念の一泊旅行の話が持ち上がりました。

大谷大学自動二輪同好会第８回OB会（2009.12.19）
OB会も８回を重ね、いよいよ結婚する人たちもでてきました。そろそろ赤ちゃん連
れの参加者がでてきそうですね。（伊奈・家本・田中）

スキー競技部OB・OG会　谷雪会　総会
（2009.11.14）
11月14日、リーガロイヤルホテル京都にて谷雪会
総会を開催しました。懇親会では今春急逝された
OGに黙祷を捧げ、現役と共に懇親いたしました。

大谷大学バレーボール部OB・OG会（2009.11.1）
当日は築山先生ご退職記念も兼ねた会でした。これまでお世話になりました先生を囲
み、楽しい雰囲気での会となりました。

大和ゼミ大集合　同窓会（2009.11.8）
先生を囲み楽しく食事をしてたくさんおしゃべりをして笑顔いっぱいの
会でした。大和ゼミの皆様、また次回、ふるってご参加下さい。
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鄭ゼミ　平成15年卒業生忘年会（2009.12.29）
１年ぶりに集まって楽しく過ごせました。次回はゼミメンバー全員が集まれ
ることを願っています。

2009年卒業　松村組新年会（2010.1.2）
大好きな松村先生に癒された新年会。たくさん
笑って解散。次回の開催を楽しみに、今年も一年
頑張りましょう。

福島ゼミ（如是会）OB・OG会（2010.1.12）
南御堂での秋安居に出講された福島先生を慰労し、近隣のOBが集
まりました。先生のお変わりないお姿に一同感激でした。

2008年度東舘ゼミ卒業生同窓会（2010.1.29）
少人数の同窓会でしたが、昨年の今頃を思い出しながら、近況を報告し
合って楽しい時間を過ごしました。杉本理先生にもご出席を頂きました。

小野ゼミ平成５年卒業生同窓会（2010.1.23）
先生の地元金沢での開催でした。ご家族にもご出席いただき、
次回は京都にて開くことを約束して散会しました。

大谷大学剣道部　講武会（2010.1.7）
2010年１月７日に、前師範の安立多計彦先生の追弔会
をお勤めした後、現役学生との合同稽古を行いました。
新年恒例の行事にしたいと考えています。
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縁
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（
一
九
四
七
） 

二
〇
〇
九
・  

七 

・  

二 

庭
田
　
　
出 

短
　
期
（
一
九
七
七
） 

二
〇
〇
九
・  

七 

・  

五 

下
妻
　
正
順 

短
　
期
（
一
九
五
五
） 

二
〇
〇
九
・  

七 

・  

九 

田
中
　
尚
子 

文
学
部
（
一
九
八
四
） 

二
〇
〇
九
・  

七 

・
一
一 

海
北
　
　
昴 

修
　
士
（
一
九
六
五
） 

二
〇
〇
九
・  

七 

・
一
四 

日
野
　
了
詮 

大
専
門
（
一
九
四
八
） 

二
〇
〇
九
・  

七 

・
二
五 

和
田
　
信
正 

短
　
期
（
一
九
六
五
） 

二
〇
〇
九
・  

七 

・
二
八 

迹
見
　
法
隆 

大
学
部
（
一
九
四
一
） 

二
〇
〇
九
・  

七 

・
二
九 

村
上
　
　
淳 

大
専
門
（
一
九
四
九
） 

二
〇
〇
九
・  

七 

・
三
一 

曽
我
　
信
雄 

大
学
部
（
一
九
五
二
） 

二
〇
〇
九
・  

八 

・  

四 

長
州
　
　
充 

大
予
科
（
一
九
四
一
） 

二
〇
〇
九
・  

八 

・
二
九 

木
全
　
徳
忠 

大
学
部
（
一
九
四
〇
） 

二
〇
〇
九
・  

九 

・  

六 

朽
木
　
正
暁 

大
専
門
（
一
九
三
四
） 

二
〇
〇
九
・  

九 

・
一
二 

塚
本
　
正
孝 

博
　
士
（
一
九
六
五
） 

二
〇
〇
九
・  

九 

・
一
七 

藤
井
　
堅
哉 

文
学
部
（
一
九
五
五
） 

二
〇
〇
九
・  

九 

・
一
七 

安
藤
　
源
正 

大
専
門
（
一
九
三
五
） 

二
〇
〇
九
・  

九 

・
二
〇 

冨
岡
　
至
成 

文
学
部
（
一
九
五
九
） 

二
〇
〇
九
・  

九 

・
二
一 

早
嵜
　
観
縁 

大
学
部
（
一
九
三
一
） 

二
〇
〇
九
・  

九 

・
二
一 

根
井
　
成
子 

文
学
部
（
一
九
七
九
） 

二
〇
〇
九
・  

九 

・
二
八 

沼
　
　
賢
亮 

博
　
士
（
一
九
七
三
） 

二
〇
〇
九
・
一
〇
・
一
四 

古
賀
　
文
麿 

大
学
部
（
一
九
四
八
） 

二
〇
〇
九
・
一
〇
・
二
〇 

寺
田
　
正
之 

短
　
期
（
一
九
七
二
） 

二
〇
〇
九
・
一
〇
・
二
九 

木
曽
　
賢
樹 

文
学
部
（
一
九
七
八
） 

二
〇
〇
九
・
一
一
・  

五 

石
川
　
　
渉 

大
学
部
（
一
九
四
六
） 

二
〇
〇
九
・
一
一
・
一
三 

光
井
　
智
雄 

大
専
門
（
一
九
四
六
） 

二
〇
〇
九
・
一
一
・
一
三 

北
　
　
秀
雄 

大
専
門
（
一
九
三
七
） 

二
〇
〇
九
・
一
一
・
一
四 

河
合
　
英
美 

大
学
部
（
一
九
三
六
） 

二
〇
〇
九
・
一
二
・  

二 

鳥
居
　
拓
哉 

短
　
期
（
二
〇
〇
六
） 

二
〇
〇
九
・
一
二
・
二
七 
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表
紙
絵 

　
　 「
マ
ザ
ー
・
テ
レ
サ
―
雨
の
中
を
行
く（
部
分
）」 

 

170
×
91 
cm
 

二
〇
〇
九
年
作 

私
が
初
め
て
イ
ン
ド
に
一
年
余
り
滞
在
し
た
時
の
一
九
七
五
年

は
、
何
年
か
に
一
度
来
る
猛
暑
の
年
で
、
陸
路
で
ネ
パ
ー
ル
か
ら

イ
ン
ド
に
下
る
と
、
持
っ
て
い
た
四
十
二
度
ま
で
の
体
温
計
は
粉
々

に
な
っ
て
い
ま
し
た
。 

イ
ン
ド
国
境
の
町
ラ
ク
ソ
ー
ル
か
ら
、
遅
々
と
し
た
交
通
で
釈

尊
ゆ
か
り
の
地
ヴ
ァ
イ
シ
ャ
リ
を
巡
っ
た
後
、
外
輪
船
で
一
時
間

か
か
っ
て
ガ
ン
ジ
ス
河
を
渡
り
、
パ
ト
ナ
に
着
き
、
ク
ル
ラ
ハ
ル

（
鶏
足
寺
跡
）
な
ど
を
訪
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
、
カ
ル
カ
ッ
タ
へ
の

移
動
の
途
中
、
ヴ
ィ
ク
ラ
マ
シ
ラ
ー
の
発
掘
現
場
に
外
国
人
と
し

て
初
め
て
訪
れ
、
ま
だ
ま
だ
発
掘
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
イ
ン
ド
後
期

仏
教
の
広
大
な
遺
跡
に
、
汗
と
埃
ま
み
れ
で
し
た
が
凍
り
つ
く
よ

う
な
感
銘
を
受
け
ま
し
た
。
そ
の
後
カ
ル
カ
ッ
タ
（
現
コ
ル
コ
タ
）

の
大
都
会
に
入
り
ま
し
た
。
当
時
の
カ
ル
カ
ッ
タ
は
、
東
パ
キ
ス

タ
ン
か
ら
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
に
、
パ
キ
ス
タ
ン
か
ら
分
離
独
立
し

た
政
情
不
安
が
残
り
、
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
か
ら
の
難
民
が
百
万
人

に
も
達
し
て
お
り
、
そ
の
た
め
毎
日
何
十
人
も
の
餓
死
者
を
日
常

的
に
目
に
し
ま
し
た
。 

現
在
で
も
そ
う
で
す
が
、
カ
ル
カ
ッ
タ
は
イ
ギ
リ
ス
統
治
時
代

の
建
物
が
古
び
て
残
っ
て
い
る
大
都
市
で
、
最
も
汚
れ
た
町
か
も

知
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
町
で
マ
ザ
ー
・
テ
レ
サ
は
六
十
八
年
間
貧
し

い
人
々
の
た
め
に
奉
仕
活
動
を
し
ま
し
た
。
マ
ザ
ー
は
一
九
一
〇

年
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
に
生
ま
れ
ま
し
た
が
十
八
才
で
イ
ン
ド
に
渡

り
、
一
九
二
九
年
か
ら
カ
ル
カ
ッ
タ
に
住
み
、
一
九
五
〇
年
に
は

国
籍
を
イ
ン
ド
に
移
し
、
死
を
目
前
に
し
た
孤
独
な
人
の
た
め
に

ニ
ル
マ
ル
・
ヒ
ン
ダ
イ
（
清
い
心
の
家
）
や
孤
児
の
家
や
ハ
ン
セ

ン
病
診
療
所
を
開
設
し
、
最
下
層
の
人
々
に
手
を
握
り
、
や
さ
し

い
言
葉
を
か
け
る
生
涯
を
通
し
ま
し
た
。
一
九
九
七
年
死
亡
し
て

イ
ン
ド
の
国
葬
が
行
わ
れ
ま
す
。
私
は
ニ
ル
マ
ル
・
ヒ
ン
ダ
イ
を

訪
れ
て
一
生
こ
の
仕
事
を
続
け
る
勇
気
は
な
い
と
思
い
ま
し
た
。

マ
ザ
ー
は
来
日
し
た
折
の
日
本
の
感
想
を
「
豊
か
そ
う
に
見
え
る

日
本
で
心
の
飢
え
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
だ
れ
か
ら
も
必
要
と
さ

れ
ず
、
だ
れ
か
ら
も
愛
さ
れ
て
い
な
い
心
の
貧
し
さ
、
物
質
的
な

貧
し
さ
に
比
べ
て
心
の
貧
し
さ
は
深
刻
で
す
。
心
の
貧
し
さ
こ
そ

一
切
れ
の
パ
ン
の
飢
え
よ
り
も
、
も
っ
と
も
っ
と
貧
し
い
こ
と
で

す
。
豊
か
さ
の
中
で
貧
し
さ
を
忘
れ
な
い
で
下
さ
い
」
と
語
っ
て

い
ま
す
。
人
と
し
て
、
宗
教
者
と
し
て
大
切
な
こ
と
と
思
い
ま
す
。 

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 

『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
とも

燈
しび

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。 

2010年3月15日発行 

本
年
三
月
定
年
ま
で
、
私
は
三
十
六
年
、
英

語
教
育
に
携
わ
っ
て
き
た
。
三
十
年
ほ
ど
の
昔
、

大
谷
大
学
に
転
じ
て
き
た
頃
、
文
学
部
に
お
け

る
英
語
の
必
修
単
位
は
十
単
位
だ
っ
た
。
そ
の

後
六
単
位
に
な
り
、
二
〇
〇
五
年
度
か
ら
四
単

位
に
な
っ
た
。
し
か
し
英
語
を
二
十
単
位
で
も

履
修
し
た
け
れ
ば
今
も
履
修
可
能
で
あ
る
。 

授
業
で
は
英
語
の
「
理
解
」
を
教
え
練
習
の

手
ほ
ど
き
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、「
読
む
・

書
く
・
聴
く
・
話
す
」
の
各
技
能
に
「
習
熟
」

す
る
に
は
、
ま
ず
そ
の
基
礎
に
な
る
力
を
つ
け

る
た
め
、
意
欲
の
あ
る
学
習
者
が
賢
い
学
習
セ

ン
ス
を
発
揮
し
て
、
多
大
な
自
己
学
習
を
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
し
た
自
己
学
習
を
大

学
生
・
社
会
人
が
す
る
に
つ
い
て
は
、
音
声
教

材
出
現
以
来
変
ら
な
い
、
以
下
の
要
諦
が
あ
る

と
い
う
の
が
、
私
の
結
論
で
あ
る
。 

高
校
英
文
法
の
マ
ス
タ
ー
は
大
前
提
で
あ
り
、

本
学
英
語
授
業
で
極
め
て
重
視
し
て
い
る
。
話

を
技
能
面
に
し
ぼ
る
と
し
て
、
基
本
的
英
文
を

危
な
げ
な
く
生
み
出
す
力
が
つ
く
ま
で
は
、「
読

解
」
を
和
訳
で
確
か
め
た
い
と
い
う
学
習
者
の

要
求
は
正
し
い
。
同
時
に
（
こ
こ
か
ら
が
要
諦
）、

読
解
英
文
か
ら
選
ん
だ
短
文
を
、
和
文
か
ら
書

い
て
、
あ
る
い
は
口
頭
で
「
再
現
」
す
る
練
習

も
、
読
解
学
習
の
質
を
よ
く
す
る
た
め
に
必
須

で
あ
る
。「
話
す
」
技
能
の
基
礎
力
を
養
う
た
め

に
、
学
習
し
た
「
会
話
文
」
を
和
文
か
ら
口
頭

で
「
再
現
」
す
る
練
習
も
必
須
で
あ
る
。「
聴
く
」

こ
と
の
基
礎
練
習
は
「
文
字
を
見
な
い
で
の
復

唱
」
や
書
き
取
り
に
よ
る
、
教
材
短
文
「
全
」

音
声
の
「
確
認
」
で
あ
る
。 

こ
れ
ら
の
練
習
は
与
え
ら
れ
た
英
文
を
扱
う

に
留
ま
り
、
自
己
学
習
が
で
き
る
。
授
業
な
ら

日
本
人
教
師
が
学
習
者
の
発
音
・
理
解
を
正
し

な
が
ら
指
導
す
る
。
最
大
の
眼
目
は
「
各
人
が
」

「
英
文
を
言
う
・
書
く
行
為
」
で
答
え
る
こ
と
に

あ
る
。「
選
択
肢
に
丸
」「
空
所
に
記
入
」
と
い

う
「
行
為
」
で
答
え
る
学
習
だ
け
に
終
っ
て
は

技
能
に
つ
な
が
ら
な
い
。 

自
由
英
作
文
や
自
由
オ
ー
ラ
ル
・
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
は
、
基
本
的
英
文
を
口
頭
で
滑
ら

か
に
生
み
出
す
力
が
つ
い
て
か
ら
、
ネ
イ
テ
ィ

ヴ
・
ス
ピ
ー
カ
ー
教
師
の
担
当
に
任
せ
る
の
が
、

学
習
者
・
教
師
双
方
に
と
っ
て
満
足
だ
ろ
う
。 

同
窓
会
諸
氏
も
含
み
、
意
欲
あ
る
学
習
者
が

学
習
セ
ン
ス
に
も
恵
ま
れ
、
努
力
し
て
目
標
に

達
す
る
こ
と
を
祈
る
次
第
で
あ
る
。 

大
谷
大
学
教
授
　
英
米
文
化
・
英
語
　 

鈴
　
木
　
繁
　
一 

「
英
語
学
習
の
変
ら
ぬ
要
諦
」 




