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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
臼
井
元
成
先

生
に
、
尋
源
館
に
お
越
し
い
た
だ
き
、
お

話
を
伺
い
ま
し
た
。

︱
ま
ず
先
生
が
大
谷
大
学
で
学
び
始
め
ら

れ
た
頃
の
こ
と
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

私
の
家
庭
の
事
情
か
ら
お
話
し
し
ま
す

と
、
私
が
四
歳
の
時
に
母
が
病
死
し
、
十

歳
の
時
に
父
が
戦
死
し
ま
し
た
。
ま
た
私

が
旧
制
中
学
校
の
生
徒
で
あ
っ
た
時
に
は
、

住
職
を
し
て
い
た
祖
父
が
な
く
な
り
ま
し

た
。
と
て
も
京
都
ま
で
勉
学
に
赴
く
よ
う

な
家
庭
状
況
で
は
な
か
っ
た
の
で
す
が
、

ご
門
徒
の
方
が
「
京
都
ま
で
行
か
な
い
と

だ
め
だ
よ
」
と
勧
め
て
く
だ
さ
っ
て
、
大

谷
大
学
に
学
び
に
行
く
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。
昭
和
二
十
六
（
一
九
五
一
）
年
の
こ

と
で
す
。

最
初
は
京
都
の
お
寺
に
下
宿
さ
せ
て
い

た
だ
い
て
、
法
務
を
手
伝
い
な
が
ら
大
学

で
勉
強
を
は
じ
め
ま
し
た
。
し
か
し
、
お

寺
の
務
め
と
勉
強
と
の
両
立
が
難
し
く
、

文
部
省
（
当
時
）
の
奨
学
金
を
頂
け
る
こ

と
に
な
っ
て
か
ら
は
民
家
に
下
宿
し
、
自

炊
し
な
が
ら
大
学
に
通
っ
た
こ
と
が
思
い

出
さ
れ
ま
す
。

当
時
の
大
学
に
は
体
育
館
が
な
く
、
そ

の
代
わ
り
に
校
舎
を
改
築
し
た
よ
う
な
非

常
に
粗
末
な
「
雨
天
体
操
場
」
と
い
う
の

が
あ
り
、
そ
こ
で
素
う
ど
ん
が
食
べ
ら
れ

ま
し
た
。
一
杯
十
円
で
す
。
戦
後
間
も
な

い
頃
で
す
か
ら
配
給
制
度
が
ま
だ
残
っ
て

い
て
、
外
食
券
を
田
舎
で
も
ら
っ
て
き
て

は
食
堂
で
値
引
き
を
し
て
も
ら
っ
た
り
も

し
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な
大
変
な
時
代
と

状
況
の
中
で
学
生
生
活
を
始
め
ま
し
た
。

︱
先
生
が
真
宗
学
を
専
門
に
学
ん
で
い
か

れ
る
に
あ
た
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
出
会
い

が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

二
回
生
の
時
、「
真
宗
学
」
の
授
業
で

稲
葉
秀
賢
先
生
に
出
会
い
ま
し
た
。
先
生

は
「
出
会
い
」
に
つ
い
て
お
話
し
に
な
り

ま
し
た
。「
姿
か
た
ち
を
見
て
い
る
だ
け

が
真
の
出
会
い
で
は
な
い
。
真
の
出
会
い

と
は
、
ま
こ
と
の
こ
こ
ろ
を
知
る
と
い
う

こ
と
だ
」
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
て
、
そ
れ

は
経
典
で
言
う
な
ら
ば
「
仏
心
と
い
う
は

大
慈
悲
こ
れ
な
り
」（『
観
無
量
寿
経
』
第

九
真し

ん

身し
ん

観
）
と
あ
る
よ
う
な
、
ま
こ
と
の

こ
こ
ろ
と
の
出
会
い
で
あ
る
と
教
わ
り
ま

し
た
。
こ
の
話
が
強
く
心
に
残
り
ま
し
た
。

三
回
生
に
な
っ
て
稲
葉
先
生
の
ゼ
ミ
に

入
る
と
、
ち
ょ
う
ど
『
観
無
量
寿
経
』
の

第
九
真
身
観
か
ら
ゼ
ミ
が
始
ま
り
ま
し
て
、

再
び
そ
の
経
言
に
出
会
っ
て
今
は
亡
き
父

母
と
の
真
の
出
会
い
が
こ
こ
に
あ
ろ
う
な

と
深
く
感
動
し
た
こ
と
を
今
も
思
い
出
し

ま
す
。

そ
し
て
「
仏
心
」
を
学
ぶ
こ
と
が
私
の

テ
ー
マ
に
な
り
ま
し
て
、
先
生
に
相
談
し

た
ら
、
そ
れ
な
ら
善
導
教
学
を
し
っ
か
り

学
び
な
さ
い
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て

善
導
の
「
三
心
釈
」
を
そ
ら
ん
じ
る
ぐ
ら

い
に
そ
の
文
言
を
勉
強
し
な
さ
い
と
言
わ

れ
て
、
正
直
に
ノ
ー
ト
一
冊
に
そ
れ
を
書

き
写
し
て
口
ず
さ
ん
で
問
題
を
考
え
た
と

い
う
こ
と
も
思
い
出
し
ま
す
。
大
学
院
も

ず
っ
と
稲
葉
先
生
に
お
世
話
に
な
り
、
ご

指
導
い
た
だ
き
ま
し
た
。
先
生
は
学
問
的

に
は
非
常
に
厳
し
い
先
生
で
し
た
。
ま
た
、

お
酒
は
飲
ま
れ
な
い
の
に
よ
く
コ
ン
パ
に

来
て
く
だ
さ
い
ま
し
て
、
話
し
相
手
に

な
っ
て
く
だ
さ
る
非
常
に
開
け
た
先
生
で

し
た
。

︱
教
員
に
な
ら
れ
て
か
ら
先
生
は
剣
道
部

の
顧
問
に
な
ら
れ
ま
し
た
ね
。

昭
和
四
十
一
（
一
九
六
六
）
年
に
私
が

専
任
講
師
に
な
る
と
同
時
に
剣
道
部
の
顧

問
を
依
頼
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
ま
で
私
は

中
学
、
高
校
と
ソ
フ
ト
テ
ニ
ス
を
や
っ
て

お
り
ま
し
て
、
剣
道
に
は
全
く
縁
が
あ
り

ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、
結
局
退
職
ま

で
三
十
五
年
間
、
顧
問
を
勤
め
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。

就
任
当
時
は
大
谷
大
学
に
専
用
の
剣
道

場
は
な
く
、
今
の
一
号
館
の
と
こ
ろ
に
芝

生
が
あ
り
ま
し
て
、
そ
こ
で
素
振
り
を
し

た
り
、
あ
る
い
は
屋
上
を
利
用
し
た
り
し

ま
し
た
が
、
授
業
中
や
か
ま
し
い
と
い
う

苦
情
を
受
け
る
こ
と
も
あ
り
、
ほ
ど
ほ
ど

に
注
意
し
な
が
ら
練
習
し
ま
し
た
。
し
か

し
そ
れ
だ
け
で
は
稽
古
が
足
り
ま
せ
ん
の

で
、
上
鴨
警
察
署
な
ど
の
外
部
の
道
場
を

借
り
た
り
し
て
、
部
員
諸
君
は
大
変
苦
労

し
な
が
ら
稽
古
を
し
ま
し
た
。

昭
和
四
十
七
（
一
九
七
二
）
年
に
体
育

館
が
完
成
し
、
そ
の
中
に
立
派
な
道
場
が

で
き
ま
し
た
。
そ
し
て
そ
の
数
年
後
に
は
、

全
国
の
仏
教
系
大
学
の
剣
道
大
会
を
本
学

で
持
て
る
よ
う
な
と
こ
ろ
ま
で
に
な
り
ま

し
た
。

顧
問
の
間
に
、
女
子
剣
道
部
の
メ
ン

バ
ー
が
全
日
本
大
会
に
出
場
で
き
た
こ
と

や
、
そ
れ
に
つ
い
て
名
古
屋
別
院
の
道
場

を
借
り
て
合
宿
し
た
こ
と
な
ど
、
良
い
思

大
谷
大
学
と
私

「
大
悲
心
を
学
ぶ
」

「
大
悲
心
を
学
ぶ
」

臼
井
元
成
先
生
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
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い
出
を
あ
げ
れ
ば
き
り
が
あ
り
ま
せ
ん
。

ま
っ
た
く
の
素
人
の
私
が
顧
問
を
し
て
い

ろ
い
ろ
な
人
と
出
会
い
、
ま
た
そ
の
人
た

ち
か
ら
多
く
の
こ
と
を
学
ん
だ
な
あ
と
、

今
に
し
て
思
え
ば
非
常
に
幸
せ
な
大
学
生

活
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

︱
教
育
面
で
思
い
出
に
残
る
こ
と
が
あ
り

ま
し
た
ら
お
話
し
く
だ
さ
い
。

ゼ
ミ
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
は
昭
和

四
十
七
（
一
九
七
二
）
年
か
ら
だ
と
思
い

ま
す
が
、
私
の
と
こ
ろ
に
は
な
ぜ
か
空
手

道
部
や
剣
道
部
や
陸
上
競
技
部
、
硬
式
野

球
部
な
ど
非
常
に
元
気
な
学
生
が
集
ま
り

ま
し
た
。
お
酒
の
好
き
な
連
中
が
多
く
て
、

よ
く
「
天
寅
」
と
い
う
と
こ
ろ
で
コ
ン
パ

を
し
親
交
を
深
め
ま
し
た
。

ま
た
、
専
任
の
教
員
に
な
っ
て
か
ら

ず
っ
と
短
期
大
学
部
に
お
世
話
に
な
り
ま

し
た
。
十
七
年
間
ぐ
ら
い
だ
っ
た
と
思
い

ま
す
。
仏
教
科
の
主
任
も
何
年
間
か
勤
め

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
の
間
で
一

番
大
き
い
の
は
、
せ
っ
か
く
二
年
間
学
ん

だ
の
だ
か
ら
、
何
か
そ
の
学
び
を
形
と
し

て
表
し
て
巣
立
っ
て
も
ら
い
た
い
と
い
う

こ
と
で
、
三
十
枚
程
度
の
卒
業
研
究
の
作

成
を
義
務
づ
け
た
こ
と
で
す
。
そ
し
て
、

全
員
の
卒
業
研
究
の
要
旨
を
載
せ
た
『
仏

教
研
究
紀
要
』
と
い
う
雑
誌
も
所
属
教
員

の
賛
同
の
も
と
発
刊
し
、
現
在
も
続
い
て

い
る
も
の
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
と
も
う
一
つ
思
い
出
深
い
の
は
、

毎
年
一
回
生
が
入
っ
て
き
た
ら
、
梅
雨
時

に
真
宗
興
正
派
の
興
正
会
館
と
か
粟
生
の

光
明
寺
の
西
山
会
館
と
か
あ
ち
ら
こ
ち
ら

の
会
館
を
借
り
て
一
夜
研
修
会
を
行
い
ま

し
た
。
大
学
に
入
っ
て
ど
ん
な
学
び
を
し

て
い
く
の
か
と
い
う
よ
う
な
班
別
座
談
会

を
し
て
、
和
気
あ
い
あ
い
と
短
期
大
学
ら

し
い
雰
囲
気
で
盛
り
上
が
り
ま
し
た
。
未

だ
に
当
時
の
学
生
さ
ん
が
訪
ね
て
き
て
く

れ
た
り
、
短
期
の
同
窓
会
を
開
い
て
く
れ

た
り
す
る
こ
と
を
思
う
と
、
か
な
り
思
い

出
が
深
い
な
あ
と
思
い
ま
す
。

今
も
そ
う
で
す
が
、
短
期
仏
教
科
は
真

宗
学
と
仏
教
学
の
両
方
の
教
員
が
一
緒
に

な
っ
て
学
生
を
指
導
し
て
、
学
部
よ
り
も

が
ん
ば
る
仏
教
科
と
い
う
よ
う
な
勢
い
が

あ
り
ま
し
て
、
そ
れ
を
形
作
る
こ
と
が
で

き
た
の
で
は
な
い
か
と
自
画
自
賛
し
て
お

り
ま
す
。

︱
最
後
に
大
谷
大
学
と
学
生
に
対
す
る

メ
ッ
セ
ー
ジ
を
お
願
い
し
ま
す
。

そ
う
で
す
ね
。
私
が
学
ん
だ
頃
は
、
お

ん
ぼ
ろ
の
建
物
の
中
、
火
鉢
ひ
と
つ
で
互

い
に
手
を
広
げ
な
が
ら
暖
を
と
っ
て
研
鑽

し
合
っ
た
。
今
の
若
い
人
を
見
て
い
る
と
、

モ
ノ
で
も
何
で
も
あ
っ
て
当
た
り
前
と
い

う
よ
う
な
意
識
が
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

あ
っ
て
当
た
り
前
で
、
人
と
人
と
の
親
し

み
も
な
く
、
み
ん
な
そ
れ
ぞ
れ
殻
の
中
に

閉
じ
こ
も
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な

い
か
な
あ
と
思
い
ま
す
。

も
っ
と
ハ
ン
グ
リ
ー
精
神
を
も
っ
て
、

大
谷
大
学
で
し
か
学
べ
な
い
と
い
う
も
の

を
貪
欲
な
ま
で
に
身
に
つ
け
て
い
っ
て
ほ

し
い
。
そ
れ
が
や
が
て
人
生
の
堆
肥
と
な

り
、
や
が
て
花
開
い
て
実
を
結
ぶ
と
い
う

よ
う
な
方
向
性
を
、
大
学
の
諸
君
が
持
っ

て
い
た
だ
け
た
ら
な
あ
と
願
わ
ず
に
い
ら

れ
ま
せ
ん
。

授
業
か
ら
部
活
動
ま
で�

大
谷
大
学
教
授
（
真
宗
学
）　
一
楽
　
真

臼井元成先生へのコメント

いちらく　まこと
1985年3月大学院博士後期課程
真宗学専攻（満期退学）

〔
略
　
歴
〕

一
九
三
三
年
　
岐
阜
県
に
生
ま
れ
る

一
九
五
五
年
　
大
谷
大
学
文
学
部
卒
業

一
九
六
〇
年
　�

大
谷
大
学
大
学
院
博
士
課
程

真
宗
学
専
攻
単
位
取
得

一
九
六
〇
年
　
大
谷
大
学
助
手

一
九
六
六
年
　�

大
谷
大
学
短
期
大
学
部
専
任

講
師

一
九
六
九
年
　
大
谷
大
学
助
教
授

一
九
七
〇
年
　
学
長
補
佐

一
九
七
二
年
　
学
生
部
長

一
九
七
八
年
　
大
谷
大
学
教
授

一
九
八
六
年
　
大
谷
大
学
学
監
・
文
学
部
長

一
九
九
八
年
　
大
谷
大
学
退
職

現
在
　
　
　
　
大
谷
大
学
名
誉
教
授

〔
著
　
書
〕

『
真
宗
行
信
論
の
研
究
』

『
現
代
の
苦
悩
と
い
の
ち
の
よ
ろ
こ
び
』

昭
和
新
編
　
教
行
信
證
御
自
釋
（
共
編
）

禿
庵
文
庫
本
・
選
擇
本
願
念
佛
集
（
共
編
）

増
補
改
訂
　
日
本
大
蔵
経
第
九
十
一
巻

　
宗
典
部
浄
土
諸
宗
章
疏
三
　
稲
葉
秀
賢
・

臼
井
元
成
校
訂
「
顕
浄
土
真
実
教
行
証
文

類
」（
共
編
）

〔
論
　
文
〕

「
信
巻
」
三
信
釋
の
教
理
的
背
景

「
業
を
浄
め
る
も
の
」

「
光
明
・
名
号
の
因
縁
」

「
祖
聖
親
鸞
の
生
死
」

他
論
文
多
数

臼
井
先
生
と
言
え
ば
、
ゼ
ミ
生
に
限
ら

ず
、
誰
も
が
「
お
世
話
に
な
っ
た
」
と
い

う
思
い
を
懐
く
は
ず
で
あ
る
。
学
生
生
活

を
は
じ
め
、
授
業
の
単
位
、
ク
ラ
ブ
活
動

等
の
あ
ら
ゆ
る
面
で
。
か
く
言
う
私
も
先

生
が
顧
問
を
し
て
く
だ
さ
っ
た
剣
道
部
で

本
当
に
お
世
話
に
な
っ
た
一
人
で
あ
る
。

戦
後
の
日
本
は
剣
道
が
禁
止
さ
れ
て
い
た
時

期
が
し
ば
ら
く
続
き
、
本
学
の
剣
道
部
も
か
な

り
の
空
白
期
間
が
あ
っ
た
。
よ
う
や
く
復
活
の

機
運
が
起
こ
っ
た
時
、
師
範
と
し
て
安
立
多
計

彦
先
生
を
招
聘
す
る
な
ど
、
臼
井
先
生
が
活
動

再
開
の
た
め
に
ご
尽
力
く
だ
さ
っ
た
。
そ
の
剣

道
部
も
復
活
か
ら
四
十
周
年
を
超
え
た
が
、
先

生
は
現
在
も
名
誉
顧
問
と
し
て
講
武
会
（
Ｏ
Ｂ

会
）
に
関
わ
っ
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
。

個
人
的
に
は
、
先
生
の
お
宅
に
た
び
た
び
お

邪
魔
し
て
鍋
を
ご
馳
走
に
な
っ
た
こ
と
が
、
昨

日
の
こ
と
の
よ
う
に
思
い
出
さ
れ
る
。
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二
〇
一
〇
年
五
月
十
二
日
（
水
）
午
後

一
時
三
十
分
よ
り
、
博
綜
館
第
一
会
議
室

に
お
い
て
、
本
年
度
総
会
が
開
催
さ
れ
ま

し
た
。

議
長
に
金
沢
支
部
長
の
木
越
渉
氏
を
選

出
。
各
議
案
に
つ
い
て
活
発
な
審
議
を
い

た
だ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
承
認
を
得
ま
し
た
。

一
、
二
〇
〇
九
年
度
事
業
報
告
お
よ
び
収

支
決
算
報
告
（
左
記
「
収
支
決
算
書
」

参
照
）

二
、
役
員
選
出
（
欠
員
）
の
件

▼
草
野
顕
之
学
長
が
同
窓
会
顧
問
に
推
挙

さ
れ
、
就
任
さ
れ
ま
し
た
。

▼
同
窓
会
発
展
の
た
め
に
多
大
な
る
ご
尽

力
を
賜
り
ま
し
た
井
関
浄
理
事
よ
り
、
辞

意
表
明
が
あ
っ
た
こ
と
が
事
務
局
よ
り
報

告
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
本
年
四
月
の
当

局
交
代
に
伴
い
、
慣
例
に
よ
り
役
職
充
て

職
と
し
て
門
脇
健
教
授
（
学
監
・
文
学
部

長
）
の
常
務
理
事
就
任
。
織
田
顕
祐
教
授

（
大
学
院
文
学
研
究
科
長
）
並
び
に
藤
嶽

明
信
教
授（
真
宗
総
合
学
術
セ
ン
タ
ー
長
）

の
、
当
局
就
任
に
よ
る
常
務
理
事
退
任
が

報
告
さ
れ
、
理
事
の
欠
員
に
つ
い
て
、
ご

審
議
い
た
だ
き
ま
し
た
。

そ
の
結
果
、
常
務
理
事
の
補
充
に
つ
い

て
は
、
宮
﨑
健
司
教
授
並
び
に
古
角
智
子

総
務
部
事
務
部
長
の
就
任
が
承
認
さ
れ
ま

し
た
。

な
お
、
総
会
後
、
総
務
部
事
務
部
長
の

人
事
異
動
に
伴
い
、
六
月
一
日
よ
り
古
角

智
子
常
務
理
事
に
代
わ
り
、
水
谷
賢
雄
総

務
部
事
務
部
長
が
常
務
理
事
に
就
任
さ
れ

ま
し
た
。
　

▼
「
同
窓
会
活
動
企
画
推
進
委
員
会
」
担

当
の
学
内
常
務
理
事
に
つ
き
ま
し
て
、
第

一
部
会
は
一
楽
真
常
務
理
事
に
代
わ
り
宮

﨑
健
司
常
務
理
事
が
、
第
二
部
会
は
、
織

田
顕
祐
大
学
院
文
学
研
究
科
長
に
代
わ
り

一
楽
真
常
務
理
事
が
そ
れ
ぞ
れ
担
当
す
る

旨
、
事
務
局
よ
り
報
告
さ
れ
ま
し
た
。

三
、
同
窓
会
活
動
企
画
推
進
委
員
会
に
関

す
る
件

▼
一
楽
真
常
務
理
事
（
前
第
一
部
会
学
内

担
当
）
か
ら
第
一
部
会
の
部
会
活
動
報
告

が
な
さ
れ
た
後
、「
第
十
五
回
ホ
ー
ム
カ

ミ
ン
グ
デ
ー
開
催
要
項
（
案
）」
が
提
案

さ
れ
、
承
認
さ
れ
ま
し
た
。
続
い
て
、
柴

田
達
也
第
二
部
会
長
、
織
田
顕
祐
大
学
院

文
学
研
究
科
長（
前
第
二
部
会
学
内
担
当
）

か
ら
第
二
部
会
の
活
動
報
告
が
な
さ
れ
ま

し
た
。

四
、
二
〇
一
〇
年
度
事
業
計
画
お
よ
び
収

支
予
算
（
案
）（
上
記
「
収
支
予
算
書
」

参
照
）

五
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
「
尋じ
ん

源げ
ん

舎し
ゃ

」
の
充
実
・

発
展
に
つ
い
て

▼
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
「
尋
源
舎
」（
七
頁
参
照
）

の
織
田
顕
祐
理
事
よ
り
、Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人「
尋

源
舎
」
の
活
動
に
つ
い
て
の
報
告
が
あ
り
、

今
後
、
支
部
単
位
で
の
賛
助
会
費
の
納
入

に
つ
い
て
の
協
力
要
請
が
な
さ
れ
ま
し
た
。

ま
た
、「
夏
季
八
十
講
」
に
お
い
て
、
担

当
さ
れ
る
講
師
か
ら
も
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
「
尋

源
舎
」
へ
の
賛
助
を
参
加
者
に
呼
び
か
け

て
い
く
こ
と
が
報
告
さ
れ
ま
し
た
。

二
〇
一
〇
年
度 

同
窓
会
総
会
開
催
（
報
告
）

2009年度
大谷大学同窓会本部収支決算書

2010年度
大谷大学同窓会本部収支予算書

【収入の部】� （単位　円）
科　　目 予算額

1.前年度繰越金 3,832,256
2.会　　　　費 27,780,000

会費（１） 1,890,000
会費（２） 25,890,000

3.入 　会 　金 4,315,000
4.出版物等売上金 100,000
5.出版事業積立金からの繰入収入 5,039,829
6.雑　 収 　入 3,067,000

合　　計 44,134,085
会費（1）：1990年度以前卒業者の終身会費・通常会費
会費（2）：2010年度卒業者の終身会費

【支出の部】� （単位　円）
科　　目 予算額

1.事　業　費 14,170,000
本部事業費 4,020,000
支部事業助成費 5,500,000
同期会･OB会等開催助成費 700,000
学生会助成費 500,000
新入会員歓迎費 3,450,000

2.刊　行　費 4,980,000
無盡燈刊行費 4,210,000
印刷製本費 770,000

3.事　務　費 5,965,000
本部事務局費 60,000
活 動 費 480,000
通 信 費 5,425,000

4.旅　　　費 8,870,000
5.会　議　費 1,590,000
6.委　託　費 2,500,000
7.雑　　　費 480,000
8.同窓会基金への繰入支出 5,039,829
9.同窓会活性化準備金 300,000

10.予　備　費 239,256

合　　計 44,134,085

【収入の部】� （単位　円）
科　　目 決算額

1.前年度繰越金 4,173,894
2.会　　　　費 29,988,000

会費（１） 1,638,000
会費（２） 28,350,000

3.入 　会 　金 4,725,000
4.出版物等売上金 37,210
5.雑　 収 　入 2,796,478

合　　計 41,720,582
会費（1）：1990年度以前卒業者の終身会費・通常会費
会費（2）：2009年度卒業者の終身会費

【支出の部】� （単位　円）
科　　目 決算額

1.事　業　費 13,814,906
本部事業費 3,797,629
支部事業助成費 5,307,920
同期会･OB会等開催助成費 610,000
学生会助成費 500,000
新入会員歓迎費 3,599,357

2.刊　行　費 5,096,914
無盡燈刊行費 4,242,772
印刷製本費 854,142

3.事　務　費 5,305,584
本部事務局費 14,994
活 動 費 462,000
通 信 費 4,828,590

4.旅　　　費 8,269,320
5.会　議　費 1,391,949
6.委　託　費 2,408,426
7.雑　　　費 374,730
8.同窓会基金への繰入支出 578,156
9.出版事業積立金への繰入支出 10,060

10.同窓会活性化準備金 638,281
11.予　備　費 0
12.次年度繰越金 3,832,256

合　　計 41,720,582

同窓会総会の様子（博綜館第１会議室）
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野
田
晶
子
さ
ん
（
一
九
七
三
年
文
学
部

文
学
科
卒
業
）
が
、
平
成
二
十
一
年
度
の

文
部
科
学
大
臣
優
秀
教
員
表
彰
を
受
賞
さ

れ
ま
し
た
。

野
田
さ
ん
は
、
俳
句
を
国
語
の
授
業
に

取
り
入
れ
て
か
ら
十
六
年
目
に
な
り
ま
す
。

感
性
溢
れ
る
高
校
生
に
と
っ
て
、
心
の
分

か
ち
合
い
が
で
き
る
教
材
は
何
か
と
、
国

語
教
師
と
し
て
二
十
年
求
め
続
け
ら
れ
、

そ
の
結
果
、
つ
い
に
「
不
自
由
の
中
の
自

由
」
と
い
う
五
七
五
の
俳
句
に
漂
着
さ
れ

ま
し
た
。

引
っ
込
み
思
案
だ
っ
た
生
徒
が
俳
句
の

魔
法
に
か
か
っ
て
目
を
輝
か
せ
る
、
そ
ん

な
姿
に
野
田
さ
ん
は
、“
俳
句
は
自
己
表

現
の
最
も
凝
縮
さ
れ
た
形
で
、
心
の
表
現

に
最
適
だ
”
と
直
感
さ
れ
即
実
践
さ
れ
ま

し
た
。
季
語
や
形
式
・
切
れ
字
な
ど
の
制

約
つ
ま
り
、「
形
」
か
ら
入
る
の
も
一
つ

の
方
法
と
認
識
さ
れ
、
の
び
の
び
と
し
た

リ
ズ
ム
に
乗
り
心
を
遊
ば
せ
始
め
、
明
る

く
輝
き
だ
し
た
生
徒
の
姿
に
自
信
が
持
て

た
瞬
間
、
ご
自
身
も
心
が
癒
さ
れ
た
と
話

さ
れ
ま
し
た
。

現
在
、
岐
阜
県
立
神
岡
高
等
学
校
で
国

語
科
教
諭
と
し
て
お
勤
め
で
、
授
業
で
創

作
し
た
俳
句
や
短
歌
を
、
各
種
の
コ
ン

ク
ー
ル
等
に
応
募
し
、
入
賞
者
を
多
数
出

さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
成
果
と
し
て
、
俳

句
甲
子
園

（
愛
媛
県
松

山
市
で
開

催
）
に
連
続

七
回
・
短
歌

甲
子
園
（
岩

手
県
盛
岡
市

で
開
催
）
に
は
三
年
連
続
出
場
を
さ
れ
て

お
り
、
今
年
度
も
出
場
が
決
定
し
て
い
ま

す
。
こ
の
た
び
、
こ
の
よ
う
な
教
育
実
践

に
顕
著
な
成
績
を
あ
げ
た
こ
と
が
認
め
ら

れ
、
今
回
の
受
賞
と
な
り
ま
し
た
。

そ
し
て
、
二
〇
一
〇
年
五
月
二
十
一
日

（
金
）、
母
校
に
受
賞
報
告
の
挨
拶
に
来
校

さ
れ
、
草
野
顕
之
学
長
と
懇
談
さ
れ
ま
し

た
。
野
田
さ
ん
は
「
子
ど
も
は
自
分
を
表

現
し
た
い
と
い
う
気
持
ち
が
あ
り
ま
す
。

だ
か
ら
五
七
五
に
表
し
、
心
を
ス
ッ
キ
リ

さ
せ
る
感
性
を
表
現
す
る
教
育
が
大
事
だ

と
思
い
ま
す
。
大
谷
大
学
で
学
べ
た
か
ら

こ
そ
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
や
受
け
止
め

方
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
ま
た
、
今
の

私
が
あ
る
と
感
謝
し
て
い
ま
す
。」
と
お

話
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

二
〇
一
〇
年
三
月
十
八
日
（
木
）、
同

窓
会
学
生
支
援
表
彰
「
菩
提
樹
賞
」
の
表

彰
式
が
、
卒
業
・
修
了
な
ら
び
に
同
窓
会

新
入
会
員
歓
迎
祝
賀
会
に
お
い
て
執
り
行

わ
れ
、
藤
島
建
樹
同
窓
会
会
長
か
ら

二
〇
〇
九
年
度
表
彰
者
二
名
に
表
彰
状
と

記
念
品
が
贈
ら
れ
ま
し
た
。

こ
の
「
菩
提
樹
賞
」
は
、
同
窓
会
が
学

術
・
文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

活
動
な
ど
の
分
野
で
、
顕
著
な
成
績
や
多

大
な
成
果
を
収
め
、
大
谷
大
学
の
発
展
に

貢
献
し
た
学
生
ま
た
は
課
外
活
動
団
体
を

表
彰
し
、
学
生
生
活
の
充
実
に
資
す
る
こ

と
を
願
っ
て
贈
る
も
の
で
す
。

二
〇
〇
九
年
度
「
菩
提
樹
賞
」
受
賞
者

◎
重
久
麻
実
子
（
文
学
部
社
会
学
科
・

二
〇
一
〇
年
三
月
卒
業
）

入
学
時
か
ら
教
員
免
許
取
得
に
意
欲
的

で
、
小
・
中
学
校
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
や
イ

ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
に
は
第
一
学
年
か
ら
積

極
的
に
参
加
。
ま
た
、
小
学
校
の
特
別
支

援
と
い
う
形
で
、
教
育
現
場
に
身
を
置
い

て
活
動
。
そ
の
結
果
、
京
都
市
教
員
採
用

試
験
「
中
学
校
社
会
」、
文
部
科
学
省
が

実
施
す
る
小
学
校
教
員
資
格
認
定
試
験
の

い
ず
れ
に
も
現
役
で
合
格
。

◎
美
濃
部
裕
道
（
文
学
部
社
会
学
科
・

二
〇
一
〇
年
三
月
卒
業
）

二
〇
〇
六
年
に
開
催
さ
れ
た
「
全
国
障

害
者
ス
ポ
ー

ツ
大
会
　
の

じ
ぎ
く
兵
庫

大
会
」
で
、

ビ
ー
ン
バ
ッ

ク
投
げ
競
技

に
出
場
し
、

大
会
新
記
録

で
優
勝
。
ま
た
、
滋
賀
県
で
初
の
電
動
車

椅
子
サ
ッ
カ
ー
チ
ー
ム
を
結
成
し
、
代
表

と
し
て
活
躍
。
他
に
も
小
・
中
学
校
や
養

護
学
校
で
、
障
害
児
理
解
の
特
別
授
業
の

講
師
を
務
め
る
な
ど
、
多
方
面
で
活
躍
。

〈
青
森
支
部
長
〉�

髙
　
澤
　
暢
　
男

�

（
前
支
部
長
　
竹
園
　
閔
）

〈
三
条
支
部
長
〉�

清
　
水
　
幸
　
栄

�

（
前
支
部
長
　
鈴
木
順
丸
）

〈
播
磨
支
部
長
〉�

赤
　
松
　
弘
　
之

�

（
前
支
部
長
　
木
村
　
毅
）

〈
島
根
支
部
長
〉�

蓮
　
岡
　
隆
　
章

�

（
前
支
部
長
　
多
賀
徹
生
）

〈
鹿
児
島
支
部
長
〉�

森
　
田
　
唯
　
信

�

（
前
支
部
長
　
中
村
高
澄
）

〈
青
森
支
部
事
務
局
〉�

園
　
村
　
義
　
誠

�

（
前
事
務
局
　
石
澤
一
昭
）

野
田
晶
子
さ
ん
「
文
部
科
学
大
臣

優
秀
教
員
表
彰
」
を
受
賞

受賞の野田晶子さん（左）と草野顕之学長

二
〇
〇
九
年
度
同
窓
会
学
生
支
援

表
彰
「
菩
提
樹
賞
」
が
贈
ら
れ
る

美濃部裕道さん（左）と重久麻実子さん（右）

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

敬
　
弔

同
窓
会
発
展
の
た
め
、
ご
尽
力
た
ま

わ
り
ま
し
た
前
同
窓
会
理
事
・
前
大
阪

北
支
部
長
の
井
関
浄
氏
が
二
〇
一
〇
年

六
月
十
七
日
に
、
ま
た
同
窓
会
茨
城
支

部
長
の
関
野
睦
氏
が
二
〇
一
〇
年
七
月

十
日
に
ご
逝
去
さ
れ
ま
し
た
。

こ
こ
に
深
甚
の
謝
意
を
表
し
、
謹
ん

で
お
悔
や
み
申
し
上
げ
ま
す
。
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同
窓
会
ホ
ー
ム
カ
ミ
ン
グ
デ
ー
が
、
今

年
も
学
園
祭
（「
紫
明
祭
」）
開
催
期
間
中

の
土
曜
日
に
開
催
さ
れ
ま
す
。

第
Ⅰ
部
は
、
テ
ー
マ
を
「
集つ
ど

お
う
!!
母

校
で
」
と
題
し
て
、
母
校
・
大
谷
大
学
で

各
種
イ
ベ
ン
ト
を
企
画
し
て
い
ま
す
。

「
恩
師
、
旧
友
と
の
再
会
」
で
は
思
い

出
話
に
花
が
咲
き
、
ま
た
、
新
し
い
同
窓

生
と
の
出
会
い
が
あ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

参
加
型
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
は
、
ク
イ
ズ

ツ
ア
ー
「
学ま
な

舎び
や

散
策
」
を
企
画
し
て
い
ま

す
。
学
内
を
散
策
し
な
が
ら
、
大
谷
大
学

に
つ
い
て
の
ク
イ
ズ
に
答
え
て
い
た
だ
き

ま
す
。
参
加
者
に
は
、例
年
同
窓
会
役
員
・

支
部
か
ら
寄
せ
ら
れ
る
、全
国
各
地
の「
銘

菓
」「
銘
酒
」「
農
作
物
」
な
ど
、
た
く
さ

ん
の
景
品
を
準
備
（
予
定
）
し
て
い
ま
す
。

第
Ⅱ
部
の
懇
親
会
で
は
、「
同
窓
生
の

活
躍
紹
介
」
と
し
て
、
柴
田
真
由
美
さ
ん

（
フ
ル
ー
ト
奏
者
、
一
九
八
五
年
文
学
部

文
学
科
卒
業
）
に
フ
ル
ー
ト
演
奏
を
ご
披

露
い
た
だ
き
ま
す
。
そ
の
後
、
柴
田
さ
ん

を
囲
ん
で
の
懇
親
の
場
を
計
画
し
て
い
ま

す
。同

窓
の
ご
友
人
を
お
誘
い
合
わ
せ
の
う

え
、
母
校
大
谷
大
学
に
ぜ
ひ
お
越
し
く
だ

さ
い
。

【
開
催
の
概
要
】　

［
二
〇
一
〇
年
十
一
月
十
三
日
（
土
）］

［
第
一
部
］
集つ

ど

お
う
!!
母
校
で

�

〈
会
費
無
料
〉

▼
大
谷
大
学�

博
綜
館
第
一
会
議
室
　
他

十
三
時
～
十
六
時

・
屋
上
で
の
集
合
記
念
撮
影

・
恩
師
、
旧
友
と
の
再
会
　

・
学
園
祭
模
擬
店
参
加

・
参
加
型
イ
ベ
ン
ト

　
　
ク
イ
ズ
ツ
ア
ー
「
学ま
な

舎び
や

散
策
」

［
第
二
部
］
懇
親
会
〈
会
費
五
〇
〇
〇
円
〉

▼
京
都
ロ
イ
ヤ
ル
ホ
テ
ル
＆
ス
パ

十
七
時
三
十
分
～
十
九
時
三
十
分

・�

柴
田
真
由
美
さ
ん
（
同
窓
会
員
）
に

よ
る
フ
ル
ー
ト
演
奏
と
懇
親
会

★
「
ホ
ー
ム
カ
ミ
ン
グ
デ
ー
」
第
Ⅰ
部
を
集
合
場
所

と
し
て
ご
利
用
い
た
だ
き
、「
ゼ
ミ
・
ク
ラ
ス
同

期
会
」「
Ｏ
Ｂ
・
Ｏ
Ｇ
会
」
を
計
画
さ
れ
て
は
い

か
が
で
し
ょ
う
か
。
希
望
さ
れ
る
場
合
は
、
同

窓
会
本
部
（
電
話
〇
七
五
︱
四
一
一
︱

八
一
二
四
）
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

★
イ
ベ
ン
ト
等
の
詳
細
に
つ
き
ま
し
て
は
、
同
封
の

「
ホ
ー
ム
カ
ミ
ン
グ
デ
ー
ご
案
内
」
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

今
年
の
夏
の
巡
回
講
演
は
、
七
月
か
ら

九
月
に
か
け
て
、「
大
谷
大
学
・
同
窓
会�

全
国
縦
断
夏
季
八
十
講
」（
左
記
「
ポ
ス

タ
ー
」）
と
し
て
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
夏

季
八
十
講
は
、
全
国
に
八
十
支
部
あ
る
同

窓
会
支
部
と
、
大
谷
大
学
と
が
協
働
し
て

開
催
す
る
も
の
で
、
同
窓
生
・
在
学
生
は

も
と
よ
り
、
広
く
市
民
に
も
公
開
さ
れ
、

地
域
社
会
の
文
化
興
隆
に
大
き
な
役
割
を

果
し
て
い
ま
す
。

ま
た
今
年
度
、「
金
沢
支
部
」「
岡
山
支

部
」「
福
岡
支
部
」
の
各
支
部
で
は
、
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
実
施
さ
れ
ま

し
た
。

第
十
五
回
　
同
窓
会
ホ
ー
ム
カ
ミ
ン
グ
デ
ー
の
ご
案
内

「仏教公開セミナー」の様子　（金沢支部）

二
〇
一
〇
年
度
　
夏
季
巡
回
講
演
　

「 

大
谷
大
学
・
同
窓
会 

全
国
縦
断
夏
季
八
十
講
」

並
び
に
支
部
総
会
が
開
催
さ
れ
る

比叡山を背に、屋上での記念撮影

第Ⅱ部　懇親会
※ 4枚の写真は第14回（昨年）のホームカミング

デーの風景から

第Ⅰ部　学長挨拶

第Ⅰ部　参加型イベント
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Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
「
尋じ
ん

源げ
ん

舎し
ゃ

」
は
、
同
窓
会

が
設
立
母
体
と
な
っ
て
、
二
〇
〇
六
年

十
二
月
に
設
立
し
た
、
仏
教
の
公
開
を
目

的
と
し
た
特
定
非
営
利
活
動
法
人
で
す
。

尋
源
舎
で
は
、
活
動
や
事
業
を
ご
支
援
い

た
だ
け
る
賛
助
会
員
（
年
会
費
　
一
口

三
千
円
）
を
募
集
し
て
お
り
ま
す
。
お
問

い
合
わ
せ
は
、大
谷
大
学
同
窓
会
本
部（
Ｔ

Ｅ
Ｌ
・
〇
七
五―

四
一
一―

八
一
二
四
）

ま
で
。

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
「
尋じ
ん

源げ
ん

舎し
ゃ

」
に
つ
い
て
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こ
の
た
び
、
大
谷
大
学
名
誉
教
授
称
号

授
与
規
程
に
基
づ
き
、
本
学
の
教
育
上
、

ま
た
学
術
上
、
特
に
功
績
の
あ
っ
た
先
生

に
お
く
ら
れ
る
名
誉
教
授
の
称
号
が
小
谷

信
千
代
先
生
（
仏
教
学
）、
鈴
木
繁
一
先

生
（
英
文
学
）、中
桐
伸
吾
先
生
（
体
育
学
）、

木
村
宣
彰
先
生
（
仏
教
学
）
に
お
く
ら
れ

ま
し
た
。
授
与
式
は
小
谷
先
生
、
鈴
木
先

生
、
中
桐
先
生
が
二
〇
一
〇
年
四
月
一
日

（
木
）、
木
村
先
生
が
二
〇
一
〇
年
五
月

二
十
八
日
（
金
）、
学
長
室
に
お
い
て
行

わ
れ
ま
し
た
。

二
〇
一
〇
年
五
月
二
十
七
日
（
木
）、

一
般
参
加
者
を
含
め
大
勢
の
聴
衆
を
迎
え

て
、
大
谷
学
会
「
春
季
公
開
講
演
会
」
が

開
催
さ
れ
ま
し
た
。

最
初
に
大
谷
大
学
の
池
上
哲
司
教
授
が
、

「
倫
理
の
場
所
」
と
い
う
題
で
講
演
さ
れ

ま
し
た
。

ま
ず
、
倫
理
学
と
い
う
も
の
が
ど
こ
に

基
準
を
置
く
か
を
語
り
、
倫
理
の
普
遍
妥

当
性
を
確
立
す
る
こ
と
の
困
難
さ
に
触
れ
、

そ
の
危
う
さ
に
踏
み
と
ど
ま
り
、
個
々
の

具
体
的
な
場
面
に
問
い
か
け
る
こ
と
を
や

め
な
い
こ
と
の
う
ち
に
倫
理
学
の
本
質
が

あ
る
と
、
学
生
時
代
の
話
や
介
護
や
医
療

の
現
場
の
具
体
例
を
示
し
な
が
ら
お
話
さ

れ
ま
し
た
。
倫
理
学
は
「
当
為
を
指
示
す

る
も
の
」
で
な
く
、「
当
為
」
は
人
と
人

と
の
限
界
を
示
す
も
の
と
と
ら
え
ら
れ
る

べ
き
で
は
な
い
か
と
説
か
れ
ま
し
た
。

さ
ら
に
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
罪
の
分
類
や
、

カ
ン
ト
と
清
沢
満
之
の
思
想
を
例
に
、「
倫

理
と
宗
教
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
述
べ
ら

れ
ま
し
た
。
講
演
後
、
聴
衆
か
ら
い
く
つ

も
寄
せ
ら
れ
た
質
問
に
丁
寧
に
答
え
ら
れ

ま
し
た
。

次
に
、
評
論
家
の
柄
谷
行
人
氏
が
、「
世

界
史
の
構
造
に
つ
い
て
」
と
い
う
題
で
講

演
さ
れ
ま
し
た
。

社
会
構
成
体
の
歴
史
を
生
産
様
式
か
ら

見
た
マ
ル
ク
ス
に
対
し
、
柄
谷
氏
は
そ
れ

を
「
互
酬
」「
再
分
配
」「
商
品
交
換
」
と

い
う
複
数
の
交
換
様
式
の
結
合
体
と
と
ら

え
る
見
方
を
提
示
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
ら

の
交
換
様
式
の
ど
れ
が
支
配
的
で
あ
る
か

に
よ
っ
て
「
世
界
シ
ス
テ
ム
（
複
数
の
社

会
構
成
体
が
と
る
関
係
シ
ス
テ
ム
）」
を

分
類
し
た
後
、「
互
酬
」
と
い
う
交
換
様

式
を
高
次
元
で
回
復
し
た
も
の
と
し
て
の

「
交
換
様
式
Ｄ
」
と
い
う
も
の
を
提
示
し
、

そ
れ
が
「
世
界
共
和
国
」
と
い
う
理
想
の

シ
ス
テ
ム
を
形
成
す
る
は
ず
で
あ
る
と
述

べ
ら
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
そ
の
「
交
換
様

式
Ｄ
」
と
い
う
も
の
は
、
実
は
「
普
遍
宗

教
」
の
発
生
を
導
い
た
も
の
だ
と
説
明
さ

れ
ま
し
た
。

「
交
換
様
式
」
と
い
う
ま
っ
た
く
新
た

な
視
点
の
も
と
に
世
界
史
と
宗
教
を
論
ず

る
野
心
的
な
試
み
に
、
知
的
好
奇
心
を
刺

激
さ
れ
た
聴
衆
か
ら
、
講
演
後
も
質
問
が

絶
え
ま
せ
ん
で
し
た
。
途
切
れ
る
こ
と
な

く
出
さ
れ
る
質
問
に
、
柄
谷
氏
は
大
幅
に

時
間
を
超
過
し
て
ま
で
誠
実
に
答
え
ら
れ
、

大
盛
況
の
う
ち
に
講
演
会
は
終
わ
り
ま
し

た
。

小谷信千代名誉教授

名
誉
教
授
の
称
号
お
く
ら
れ
る

鈴木繁一名誉教授

中桐伸吾名誉教授木村宣彰名誉教授

大
谷
学
会
「
春
季
公
開
講
演
会
」
を
開
催

池上哲司教授

柄谷行人氏
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宗
祖
親
鸞
聖
人
の
御ご

誕た
ん

生じ
ょ
う

会え

が
、

二
〇
一
〇
年
五
月
二
十
九
日
（
土
）、
講

堂
に
お
い
て
来
賓
、
教
職
員
、
在
学
生
、

一
般
来
聴
者
約
五
百
人
の
参
加
を
得
て
厳

修
さ
れ
ま
し
た
。
勤
行
に
引
き
続
き
、
学

長
挨
拶
、
記
念
講
演
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

今
年
度
の
記
念
講
演
は
、
財
団
法
人
東

方
研
究
会
理
事
長
・
東
方
学
院
長
の
前
田

專
學
氏
を
講
師
に
迎
え
、「
鈴
木
大
拙
師

英
訳
『
教
行
信
証
』
の
編
集
を
め
ぐ
っ
て
」

と
題
し
て
の
講
演
で
あ
り
ま
し
た
。

前
田
氏
は
、
大
谷
大
学
教
授
で
あ
っ
た

故
鈴
木
大
拙
先
生
が
一
九
五
六
年
に
真
宗

大
谷
派
（
東
本
願
寺
）
の
依
頼
を
受
け
て
、

親
鸞
聖
人
の
主
著
で
あ
る
『
教
行
信
証
』

を
英
訳
す
る
こ
と
に
な
っ
た
経
緯
や
、
鈴

木
大
拙
先
生
が
英
訳
の
お
仕
事
を
さ
れ
た

時
の
苦
労
話
な
ど
を
お
話
い
た
だ
き
ま
し

た
。ま

た
前
田
氏
は
、
真
宗
大
谷
派
の
宗
祖

親
鸞
聖
人
七
百
五
十
回
御
遠
忌
記
念
事
業

の
一
環
と
し
て
行
っ
て
い
る
英
訳
『
教
行

信
証
』
の
再
編
集
の
紹
介
や
そ
の
取
り
組

み
の
意
義
に
つ
い
て
も
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

新
入
生
に
も
わ
か
り
や
す
い
よ
う
に
丁

寧
に
お
話
い
た
だ
き
、
聴
衆
は
氏
の
講
演

に
最
後
ま
で
熱
心
に
耳
を
傾
け
て
い
ま
し

た
。二

〇
一
〇
年
三
月
十
八
日
（
木
）、
博

士
後
期
課
程
修
了
者
三
名
に
大
谷
大
学
か

ら
博
士
（
文
学
）
の
学
位
が
授
与
さ
れ
ま

し
た
。
学
位
取
得
者
は
、
安
藤
義
浩
さ
ん

（
真
宗
学
）、
小
野
賢
明
さ
ん
（
真
宗
学
）、

森
本
修
平
さ
ん
（
仏
教
文
化
）、
の
各
氏

で
す
。

母校の動き（2010年4月〜 2010年8月）
2010年
4/ 1（木）【学年始・宗祖誕生日】
	 【入学式】
4/ 1（木）～ 5/22（土）
	 【博物館　2010年度春季企画展】
	 　大谷大学のあゆみ「赤レンガの学

まな

舎
びや

」
4/ 6（火）【前期授業開始】
4/ 8（木）【釈尊降誕日】
4/10（土）【若葉祭】
4/28（水）【宗祖御命日勤行・講話】
	 　「読む」ということ	 藤本　芳則　大谷大学教授
5/12（水）【同窓会総会】
5/13（木）【歴史学科新歓講演会】
	 　「敦煌文書の話」
	 辻　　正博　京都大学大学院人間・環境学研究科准教授
5/27（木）【大谷学会春季公開講演会】
	 　「倫理の場所」	 池上　哲司　大谷大学教授
	 　「世界史の構造について」
	 柄谷　行人　評論家
5/28（金）【宗祖御命日勤行・講話】
	 　「尼門跡曇華院の袈裟をめぐって」
	 Monica	A.	Bethe　大谷大学教授
5/29（土）【宗祖御誕生会】
	 　「鈴木大拙師英訳『教行信証』の編集をめぐって」
	 前田　專學　財団法人東方研究会理事長
	 東方学院長　　　　　　　
6/8（火）～ 8/8（日）
	 【博物館　2010年度夏季企画展】
	 　日本画家　畠中光享の眼　インド・仏教美術の流伝
6/ 9（水）【2010年度“人権問題を共に考えよう”全学学習会】
	 　「格差社会をどう超えていくか」
	 斎藤　貴男　フリーランスジャーナリスト
6/19（土）	オープンキャンパス
6/24（木）【宗祖御命日勤行・講話】
	 　「自信教人信の人		清沢満之」	水島　見一　大谷大学教授

	 【西洋哲学倫理学春季公開講演会】
	 　「ジェイムズの純粋経験の哲学」
	 伊藤　邦武　京都大学大学院文学研究科教授
6/30（水）【教育後援会評議員会】
	 【文藝学会公開講演会】
	 　	「『平家物語』と『太平記』のことば	―	形容詞「あさ

まし」の語義	―」
	 池田　敬子　大谷大学教授
	 　「文化交渉学と言語接触	―	翻訳とは何か	―」
	 内田　慶市　関西大学教授
7/ 3（土）【博物館　2010年度夏季企画展　記念講演会】
	 　「仏像はなぜつくられたか―インド仏像の展開」
	 畠中　光享　日本画家、大谷大学非常勤講師
7/ 7（水）【異文化との出会い】
	 　アフリカ音楽の夕べ＆オスマン・サンコン氏講演会
	 　「ギニアと日本」	 オスマン・サンコン　タレント
7/12（月）【宗教学会第29回「大拙忌」記念公開講演会】
	 　「精神科治療の経験から見た心と身体の関係」
	 新宮　一成　京都大学大学院人間・環境学研究科教授
7/17（土）	オープンキャンパス
7/18（日）【教育後援会関東地区父母兄姉懇談会（東京会場）】
7/19（月）【教育後援会東北地区父母兄姉懇談会（秋田会場）】
7/16（金）～ 30（金）【安居】
	 　本講『顕浄土真実行文類』
	 本多　弘之　親鸞仏教センター所長
	 　次講『大般涅槃経』	 織田　顕祐　大谷大学教授
7/21（水）～ 23（金）【暁天講座】
21（水）　「無限の新生命―西田幾多郎と親鸞」

	 門脇　　健　大谷大学教授
22（木）　「『涅槃経』の人間観」	 織田　顕祐　大谷大学教授
23（金）　「浄土の音声（おんじょう）」

	 本多　弘之　親鸞仏教センター所長
7/28（水）【宗祖御命日勤行】
8/1（日）～ 9/16（木）　夏期休暇
8/7（土）～ 8/ 8（日）　オープンキャンパス

宗
祖
親
鸞
聖
人
御
誕
生
会
を
厳
修

前田專學氏

課
程
博
士
の
学
位
が
授
与
さ
れ
る

安藤義浩さん（左）と小野賢明さん（右）森本修平さん
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二
〇
一
〇
年
七
月
九
日
（
金
）
か
ら
七

月
十
八
日
（
日
）
ま
で
、
オ
ラ
ン
ダ
に
お

い
て
、国
際
野
球
大
会「
第
二
十
五
回
ハ
ー

レ
ム
ベ
ー
ス
ボ
ー
ル
ウ
イ
ー
ク
」
が
開
催

さ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
今
回
選
抜
メ
ン

バ
ー
に
、
本
学
硬
式
野
球
部
の
平
岡
涼
さ

ん
（
同
部
監
督
／
本
学
事
務
職
員
）、
増

田
竜
也
さ
ん
（
投
手
／
文
学
部
仏
教
学
科

第
四
学
年
）、
細
川
智
斗
世
さ
ん
（
外
野

手
／
文
学
部
人
文
情
報
学
科
第
三
学
年
）

の
三
名
が
選
出
さ
れ
、
選
抜
メ
ン
バ
ー
の

一
員
と
し
て
出
場
し
ま
し
た
。

今
回
の
大
会
に
は
、
全
日
本
大
学
野
球

連
盟
か
ら
京
滋
大
学
野
球
連
盟
（
本
学
硬

式
野
球
部
所
属
）
が
推
薦
を
受
け
、
京
滋

大
学
野
球
連
盟
の
選
抜
チ
ー
ム
が
日
本
代

表
チ
ー
ム
と
し
て
参
加
し
ま
し
た
。

こ
の
大
会
の
参
加
国
は
、
日
本
／
オ
ラ

ン
ダ
／
ア
メ
リ
カ
／
キ
ュ
ー
バ
／
チ
ャ
イ

ニ
ー
ズ
タ
イ
ペ
イ
の
五
カ
国
で
、
結
果
、

日
本
代
表
チ
ー
ム
は
三
位
に
な
り
ま
し
た
。

二
〇
一
〇
年
六
月
六
日
（
日
）、
本
学

の
落
語
研
究
会
が
第
四
回
「
ほ
う
と
く
寄

席
」
に
出
演
し
、
清
水
洋
一
郎
さ
ん
（
文

学
部
史
学
科
第
四
学
年
、
芸
名
：
賀
茂
乃

歩
翻
壱
）
が
「
落
語
が
ま
の
油
」、
宮
部

大
さ
ん
（
文
学
部
人
文
情
報
学
科
第
三
学

年
）・
河
村
将
伍
さ
ん
（
文
学
部
文
学
科

第
三
学
年
）
の
コ
ン
ビ
「
も
ひ
か
ん
」
が

漫
才
を
披
露
し
ま
し
た
。

こ
の
イ
ベ
ン
ト
は
、
昨
年
の
五
月
頃
、

京
都
市
北
区
鳳
徳
学
区
の
地
域
の
方
か
ら

「
京
都
市
内
の
大
学
の
落
語
研
究
会
さ
ん

に
寄
席
を
し
て
も
ら
い
、
笑
い
の
力
で
鳳

徳
地
域
を
活
性
化
し
て
い
き
た
い
」
と
の

お
話
が
き
っ
か
け
で
、
当
時
、
落
語
研
究

会
会
長
で
あ
っ
た
清
水
さ
ん
が
中
心
と
な

り
、
各
大
学
の
落
語
研
究
会
に
呼
び
か
け

て
実
現
し
た
も
の
で
す
。

ま
た
、二
〇
一
〇
年
四
月
十
八
日
（
日
）

に
は
、
京
都
市
上
京
区
の
弘
誓
寺
に
お
い

て
開
催
さ
れ
た
長
門
町
内
会
の
第
四
十
六

回
「
観
桜
会
」
に
も
本
学
落
語
研
究
会
の

前
田
泰
佑
さ
ん
（
文
学
部
文
学
科
第
二
学

年
、
芸
名
：
笑
谷
亭
桐
ヶ
峰
）
と
清
水
さ

ん
が
参
加
す
る
な
ど
、
精
力
的
に
活
動
を

行
っ
て
い
ま
す
。
落
語
研
究
会
の
今
後
の

活
躍
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

硬
式
野
球
部
よ
り
三
名
が
日
本
代
表

に
選
ば
れ
、
国
際
野
球
大
会
に
出
場

落
語
研
究
会
が
近
隣
地
域
の
寄
席
に

参
加

壮行会での
挨拶の様子
（大谷大学講堂で）

増田竜也さん（左）
平岡涼さん（中央）
細川智斗世さん（右）

宮部大さん（左）と河村将伍さん（右）

清水洋一郎さん（演目『堪忍袋』）

清水洋一郎さん

前田泰佑さん（演目『動物園』）

大
谷
大
学
博
物
館
が
所
蔵
し
て
い

る
貴
重
な
資
料
を
デ
ザ
イ
ン
し
た
各

種
グ
ッ
ズ
を
販
売
し
て
い
ま
す
。
各

種
行
事
等
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
地

方
発
送
等
も
承
り
ま
す
（
送
料
別
）。

お
問
い
合
わ
せ
・
お
申
し
込
み
は
同

博
物
館
（
〇
七
五–

四
一
一―

八
四
八
三
）

ま
で
。

◆
「
ト
ー
ト
バ
ッ
グ
」

四
〇
セ
ン
チ
×
三
〇
セ
ン
チ
×
八
セ
ン

チ
（
中
国
古
印
を
デ
ザ
イ
ン
）

�

一
、五
〇
〇
円
（
税
込
）

◆
「
ク
リ
ア
ー
フ
ァ
イ
ル
」

五
枚
一
組
特
製
封
筒

付
き
（
中
国
雲
崗
石

窟
・
天
龍
山
石
窟
の

拓
本
か
ら
デ
ザ
イ
ン
）

�

五
〇
〇
円
（
税
込
）

◆
「
ミ
ニ
便
箋
」赤

・
青
　
各
色
（
貝

葉
資
料
を
包
装
の
シ

ル
ク
よ
り
デ
ザ
イ
ン
）

�

三
五
〇
円
（
税
込
）

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
グ
ッ
ズ
を
販
売
中
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大
谷
大
学
博
物
館
で
は
、
二
〇
一
〇
年

六
月
八
日
（
火
）
か
ら
八
月
八
日
（
日
）

ま
で
、
二
〇
一
〇
年
度
夏
季
企
画
展
と
し

て
「
日
本
画
家
　
畠
中
光
享
の
眼
　
イ
ン

ド
・
仏
教
美
術
の
流
伝
」
を
開
催
い
た
し

ま
し
た
。

畠
中
光
享
さ
ん
は
、
一
九
七
〇
年
に
大

谷
大
学
の
文
学
部
史
学
科
を
卒
業
後
、
京

都
市
立
芸
術
大
学
専
攻
科
で
も
学
ば
れ
日

本
画
家
と
し
て
活
躍
さ
れ
て
い
ま
す
。
畠

中
さ
ん
は
、
仏
伝
や
イ
ン
ド
の
風
俗
に
取

材
し
た
作
品
を
数
多
く
発
表
さ
れ
、

二
〇
〇
四
年
に
は
京
都
府
文
化
賞
功
労
賞

を
受
賞
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
畠
中
さ
ん
は
、
国
内
だ
け
で
な

く
海
外
で
も
展
覧
会
に
出
展
さ
れ
て
い
ま

す
。
二
〇
〇
九
年
度
に
は
、
エ
ス
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
間
の
個
展
を
開
催
さ
れ

ま
し
た
。

今
回
の
夏
季
企
画
展
は
、
畠
中
さ
ん
が
、

イ
ン
ド
を
中
心
に
ネ
パ
ー
ル
や
チ
ベ
ッ
ト
、

タ
イ
な
ど
の
東
南
ア
ジ
ア
の
国
々
、
そ
し

て
日
本
に
ま
で
及
ぶ
範
囲
で
収
集
さ
れ
た

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
中
か
ら
一
〇
〇
点
を
、

芸
術
家
と
し
て
の
眼
で
精
選
い
た
だ
き
、

紹
介
し
た
も
の
で
す
。
今
回
の
夏
季
企
画

展
の
展
示
品
に
は
、
十
一
世
紀
か
ら
十
二

世
紀
頃
の
イ
ン
ド
、
パ
ー
ラ
朝
期
の
挿
絵

入
り
貝
葉
経
や
五
世
紀
の
イ
ン
ド
、
グ
プ

タ
朝
期
の
サ
ル
ナ
ー
ト
仏
、
八
世
紀
の
イ

ン
ド
、
パ
ー
ラ
朝
期
の
酔
象
調
伏
の
仏
陀

像
、
タ
イ
・
ミ
ャ
ン
マ
ー
な
ど
の
東
南
ア

ジ
ア
の
国
々
の
仏
像
な
ど
、
大
変
貴
重
な

収
集
品
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
夏
季
企
画
展
開
催
に
際
し
て
畠
中

さ
ん
は
、「
本
展
は
、
私
個
人
の
収
集
品

で
あ
る
た
め
、
展
示
品
に
は
制
作
さ
れ
た

地
域
や
時
代
に
偏
り
が
あ
る
。
そ
れ
は
限

ら
れ
た
個
人
の
資
力
の
中
で
の
収
集
の
た

め
に
他
な
ら
な
い
が
、
一
個
の
人
間
と
し

て
の
最
大
の
努
力
と
審
美
眼
で
も
っ
て
長

年
に
わ
た
り
収
集
し
て
き
た
結
果
で
し
か

な
い
。
イ
ン
ド
で
は
仏
像
の
形
や
美
意
識

は
変
化
し
、
次
第
に
仏
像
も
多
様
化
す
る
。

そ
し
て
イ
ン
ド
か
ら
諸
外
国
へ
の
伝
播
と
、

造
仏
の
基
本
と
な
る
儀
軌
と
そ
の
変
容
。

仏
像
の
美
と
流
れ
を
通
し
て
仏
教
を
考
え

直
す
ヒ
ン
ト
と
な
る
こ
と
を
願
う
」
と
述

べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

今
回
の
夏
季
企
画
展
に
は
、
会
期
中
、

学
の
内
外
か
ら
三
六
九
三
名
が
来
館
さ
れ
、

成
功
の
う
ち
に
終
わ
り
ま
し
た
。

【
団
体
成
績
】

●
卓
球
部
（
男
子
）

・
関
西
学
生
卓
球
春
季
リ
ー
グ
戦

　
Ⅳ
部
Ｃ
ブ
ロ
ッ
ク
二
位�

四
勝
一
敗

●
卓
球
部
（
女
子
）

・
関
西
学
生
卓
球
春
季
リ
ー
グ
戦

　
Ⅳ
部
四
位�

二
勝
三
敗

●
柔
道
部

・
京
都
学
生
柔
道
大
会

　
Ⅱ
部
一
位�

三
勝

・
関
西
学
生
柔
道
優
勝
大
会

　
Ⅱ
部
三
位�

二
勝
一
敗

●
硬
式
野
球
部

・
京
滋
大
学
野
球
連
盟
春
季
リ
ー
グ
戦

　
Ⅰ
部
三
位
　
六
勝
七
敗

●
サ
ッ
カ
ー
部

・
第
三
十
九
回
関
西
学
生
サ
ッ
カ
ー
選
手

権
大
会

　
三
回
戦
敗
退

・
第
八
十
八
回
関
西
学
生
サ
ッ
カ
ー

　
リ
ー
グ
　
前
期

　
Ⅲ
部
Ｂ
ブ
ロ
ッ
ク
二
位�

八
勝
一
敗

●
ソ
フ
ト
テ
ニ
ス
部

・
関
西
学
生
ソ
フ
ト
テ
ニ
ス
春
季
リ
ー
グ
戦

　
Ⅴ
部
Ｄ
ブ
ロ
ッ
ク
四
位

・
京
都
学
生
ソ
フ
ト
テ
ニ
ス
大
学
対
抗

　
Ａ
ブ
ロ
ッ
ク
三
位

●
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
部

・
京
都
府
知
事
杯
争
奪
京
都
学
生
バ
ド
ミ

ン
ト
ン
リ
ー
グ
戦
大
会

　
Ⅲ
部
Ａ
ブ
ロ
ッ
ク
七
位

・
関
西
学
生
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
春
季
リ
ー
グ
戦

　
Ⅵ
部
Ｃ
ブ
ロ
ッ
ク
四
位

【
個
人
成
績
】

●
陸
上
競
技
部

　〈
第
八
十
七
回
関
西
学
生
陸
上
競
技
対

抗
選
手
権
大
会
〉

・
男
子
一
〇
〇
〇
ｍ
Ｗ
　
五
位

　
西
村
　
慈
生

�

（
文
学
部
社
会
学
科
　
第
四
学
年
）

　〈
第
六
十
五
回
京
都
陸
上
競
技
選
手
権

大
会
〉

・
男
子
一
〇
〇
〇
ｍ
Ｗ
　
三
位

　
西
村
　
慈
生

�

（
文
学
部
社
会
学
科
　
第
四
学
年
）

●
跆
拳
道
部

　〈
第
五
回
仙
台
市
親
善
テ
コ
ン
ド
ー
選

手
権
大
会
〉

・
男
子
一
般
初
級
　
五
十
八
キ
ロ
級
以
下

準
優
勝

　
中
垣
　
広
幸

�

（
文
学
部
人
文
情
報
学
科
　
第
三
学
年
）

二
〇
一
〇
年
度

　
春
季
課
外
活
動
の
結
果

二
〇
一
〇
年
度
　
夏
季
企
画
展

　
日
本
画
家
　
畠
中
光
享
の
眼

　
イ
ン
ド
・
仏
教
美
術
の
流
伝



No.134  September, 2010 12

学
長
就
任

［
大
谷
大
学
長
（
第
二
十
七
代
）

　
兼
大
谷
大
学
短
期
大
学
部
学
長
］

教
授  

草
野  
顕
之

（
任
期
は
二
〇
一
四
年
三
月
三
十
一
日
迄
）

 
二
〇
一
〇
年
四
月
一
日
付

部
局
長
の
交
代

［
学
監
兼
文
学
部
長
］
門
脇
　
健

（
前
学
監
兼
文
学
部
長
　
大
内
　
文
雄
）

［
大
学
院
文
学
研
究
科
長
］
織
田
　
顕
祐

（
前
大
学
院
文
学
研
究
科
長 

小
谷
　
信
千
代
）

［
短
期
大
学
部
長
］
徳
岡
　
博
巳

（
前
短
期
大
学
部
長
　
一
色
　
順
心
）

［
学
生
部
長
］
木
越
　
康
（
再
任
）

［
真
宗
総
合
学
術
セ
ン
タ
ー
長
］
藤
嶽
　
明
信

（
前
真
宗
総
合
学
術
セ
ン
タ
ー
長 

乾  

源
俊
）

［
入
学
セ
ン
タ
ー
長
］
松
川
　
節

（
前
入
学
セ
ン
タ
ー
長
　  

宮
﨑
　
健
司
）

 

二
〇
一
〇
年
四
月
一
日
付
（
各
通
）

館
長
な
ど
の
交
代

［
図
書
館
長
］
村
瀬
　
順
子

（
前
図
書
館
長
　Robert F. Rhodes

）

［
博
物
館
長
］
齋
藤
　
望

（
前
博
物
館
長
　
礪
波
　
護
）

［
人
権
セ
ン
タ
ー
長
］
谷
　
眞
理
（
再
任
）

［
博
物
館
主
事
］
平
野
　
寿
則
（
再
任
）

［
総
合
研
究
室
主
任
］
並
木
　
治

（
前
総
合
研
究
室
主
任
　
宮
下
　
晴
輝
）

 

二
〇
一
〇
年
四
月
一
日
付
（
各
通
）

退
職
・
解
任

鄭
　
　
早
苗 （
教
授
・
文
学
部
）

寺
添
　
証
顕
（
任
期
制
助
教
）

 

二
〇
一
〇
年
二
月
四
日
付
（
各
通
）

＊
定
年
退
職

［
教
育
職
員
］

小
谷
信
千
代
（
教
授
・
文
学
部
）

木
村
　
宣
彰
（
教
授
・
文
学
部
）

鈴
木
　
繁
一
（
教
授
・
短
期
大
学
部
）

中
桐
　
伸
吾
（
教
授
・
文
学
部
）

村
松
　
法
文
（
教
授
・
文
学
部
）

 

二
〇
一
〇
年
三
月
三
十
一
日
付
（
各
通
）

＊
契
約
期
間
満
了
に
よ
る
退
職

［
教
育
職
員
］

古
屋
　
　
哲
（
任
期
制
講
師
・
文
学
部
）

青
木
　
　
玲
（
任
期
制
助
教
）

井
内
　
真
帆
（
任
期
制
助
教
）

古
谷
　
伸
子
（
任
期
制
助
教
）

堂
薗
　
淑
子
（
任
期
制
助
教
）

西
尾
　
浩
二
（
任
期
制
助
教
）

藤
井
　
政
彦
（
任
期
制
助
教
）

宮
本
　
浩
尊
（
任
期
制
助
教
）

［
事
務
系
嘱
託
］

上
垣
み
ち
え
（
教
育
研
究
支
援
部
）

榎
川
み
の
り
（
教
育
研
究
支
援
部
）

酒
井
　
絵
理
（
学
生
支
援
部
）

佐
々
木
晃
子
（
企
画
・
入
試
部
）

佐
藤
　
雅
子
（
教
育
研
究
支
援
部
）

清
野
　
暁
子
（
企
画
・
入
試
部
）

徳
正
　
絢
子
（
学
生
支
援
部
）

［
寮
監
］

香
月
　
　
拓
（
貫
練
学
寮
）

森
　
万
里
子
（
自
灯
学
寮
）

［
実
習
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
］

射
場
美
恵
子

大
和
　
正
克

［
教
職
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
］

長
谷
川
浩
三

 

二
〇
一
〇
年
三
月
三
十
一
日
付
（
各
通
）

＊
依
願
退
職

［
教
育
職
員
］

加
治
　
洋
一
（
教
授
・
短
期
大
学
部
）

藤
谷
　
昌
紀
（
講
師
・
文
学
部
）

［
事
務
職
員
］

平
野
　
紹
寿
（
総
務
部
）

 

二
〇
一
〇
年
三
月
三
十
一
日
付
（
各
通
）

笠
沼
　
徳
照
（
学
生
支
援
部
）

 

二
〇
一
〇
年
五
月
三
十
一
日
付

［
事
務
系
嘱
託
］

長
谷
川
綾
子
（
学
生
支
援
部
）

 

二
〇
一
〇
年
五
月
三
十
一
日
付

竹
中
　
　
葵
（
教
育
研
究
支
援
部
）

 

二
〇
一
〇
年
七
月
三
十
一
日
付

新
規
採
用

［
教
育
職
員
］

池
田
　
敬
子
（
教
授
・
文
学
部
）

松
浦
　
典
弘
（
准
教
授
・
文
学
部
）

石
本
　
哲
子
（
講
師
・
文
学
部
）

小
川
　
健
一
（
任
期
制
講
師
・
文
学
部
）

亀
田
十
未
代
（
任
期
制
講
師
・
短
期
大
学
部
）

川
端
　
泰
幸
（
任
期
制
講
師
・
文
学
部
）

金
　
　
京
子
（
任
期
制
講
師
・
文
学
部
）

西
川
　
知
亨
（
任
期
制
講
師
・
文
学
部
）

青
木
　
三
陽
（
任
期
制
助
教
）

大
角
　
紘
一
（
任
期
制
助
教
）

太
田
　
蕗
子
（
任
期
制
助
教
）

後
藤
　
智
道
（
任
期
制
助
教
）

長
谷
川
琢
哉
（
任
期
制
助
教
）

福
島
　
　
重
（
任
期
制
助
教
）

藤
原
　
　
智
（
任
期
制
助
教
）

右
田
　
裕
規
（
任
期
制
助
教
）

［
事
務
職
員
］

秋
田
　
隼
一
（
学
生
支
援
部
）

岩
田
　
政
代
（
総
務
部
）

上
垣
み
ち
え
（
企
画
・
入
試
部
）

植
島
　
　
潤
（
教
育
研
究
支
援
部
）

岡
　
　
圭
介
（
教
育
研
究
支
援
部
）

［
事
務
系
嘱
託
］

荒
木
さ
と
み
（
企
画
・
入
試
部
）

井
倉
　
あ
い
（
学
生
支
援
部
）

池
畑
　
聡
美
（
学
生
支
援
部
）

北
村
　
悦
子
（
教
育
研
究
支
援
部
）

北
村
　
文
代
（
教
育
研
究
支
援
部
）

田
村
有
美
子
（
教
育
研
究
支
援
部
）

塚
本
　
祥
子
（
学
生
支
援
部
）

永
井
　
詞
子
（
教
育
研
究
支
援
部
）

村
上
　
　
力
（
企
画
・
入
試
部
）

 

二
〇
一
〇
年
四
月
一
日
付
（
各
通
）

［
事
務
系
嘱
託
］

高
橋
　
良
子
（
学
生
支
援
部
）

 

二
〇
一
〇
年
六
月
一
日
付

［
寮
監
］

光
川
　
眞
翔
（
貫
練
学
寮
）

谷
口
　
愛
沙
（
自
灯
学
寮
）

［
実
習
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
］

牧
野
　
一
元

［
教
職
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
］

西
寺
　
　
正

 

二
〇
一
〇
年
四
月
一
日
付
（
各
通
）

昇
格

［
教
授
］

岩
渕
　
信
明
（
文
学
部
）

［
准
教
授
］

井
上
　
尚
実
（
文
学
部
）

大
秦
　
一
浩
（
文
学
部
）

三
木
　
彰
円
（
短
期
大
学
部
）

山
内
　
清
郎
（
文
学
部
）

釆
睪
　
　
晃
（
文
学
部
）

 

二
〇
一
〇
年
四
月
一
日
付
（
各
通
）

＊
二
〇
一
〇
年
度
　
学
科
主
任
一
覧

［
文
学
部
］

真
宗
学
科
　
　
　
　
一
　
楽
　
　
　
真

仏
教
学
科
　
　
　
　
一
　
色
　
順
　
心

哲
学
科
　
　
　
　
　
村
　
山
　
保
　
史

社
会
学
科
　
　
　
　
滝
　
口
　
直
　
子

歴
史
学
科
　
　
　
　
浅
　
見
　
直
一
郎

文
学
科
　
　
　
　
　
加
　
藤
　
丈
　
雄

国
際
文
化
学
科
　
　
李
　
　
　
　
　
青

人
文
情
報
学
科
　
　
池
　
田
　
佳
　
和

教
育
・
心
理
学
科
　
水
　
島
　
見
　
一

［
短
期
大
学
部
］

仏
教
科
　
　
　
　
　
山
　
野
　
俊
　
郎

幼
児
教
育
保
育
科
　
藤
　
本
　
芳
　
則

人
　
　
事
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◎『
魂
の
正
義―

プ
ラ
ト
ン
倫
理
学
の
視
座
』

　
朴
一
功
　
著

　
　
京
都
大
学
学
術
出
版
会
　
刊

 

（
二
〇
一
〇
・
二
）
二
九
二
頁

◎『
真
宗
教
団
の
地
域
と
歴
史
』

　
草
野
顕
之
　
著

　
　
清
文
堂
出
版
株
式
会
社
　
刊

 

（
二
〇
一
〇
・
三
）
二
九
〇
頁

◎『
教
育
の
根
源
的
論
理
の
探
究
』

︱
教
育
学
研
究
序
説
︱

　
川
村
覚
昭
　
著

　
　
晃
洋
書
房
　
刊

 

（
二
〇
一
〇
・
四
）
二
二
三
頁

大
谷
大
学
教
員
の
出
版
物
紹
介

百萬塔および陀羅尼

選択本願念仏集
(重要文化財)

本願寺聖人伝絵（康永本）
 （重要文化財） 東本願寺

図像集

〒603-8143 京都市北区小山上総町 ℡ 075-411-8483 http://www.otani.ac.jp/kyo_kikan/museum/

開館時間　午前10時～午後5時(入館は30分前まで)
　　　　　　　　※ただし、特別展期間中の金曜日に限り、午後7時まで開館

休 館 日　日・月曜日(本学が定める休日は休館します)

大谷大学博物館

大谷大学博物館

展覧会のご案内
　秋季企画展

  「写して伝える̶文字と形̶」

冬季企画展　　　京都を学ぶ

　　　　 「京の寺内町」

　宗祖親鸞聖人七百五十回御遠忌記念

特別展　「親鸞̶その人と生涯̶」

2010年12月14日（火）～2011年2月19日（土）

2010年9月7日（火）～9月25日（土）

2010年10月12日（火）～11月28日（日）

実習生展併催

仏教や文化は、文字や造形により地域
や時代を超えて伝えられました。本企
画展では、北京版西蔵大蔵経や法隆寺
一切経、敦煌仏画模写、図像集などを中
心に「文字」と「形」に着目し、写して伝
える文化について紹介します。

明年2011年に宗祖親鸞聖人七
百五十回御遠忌をお迎えするに
あたり、本館特別展においても
関連展示を3年連続展として開
催します。今年度は、親鸞聖人の
生涯をテーマに、『歎異抄』、「本
願寺聖人伝絵」、法然上人・恵信
尼公などゆかりの人々の資料を
展示します。
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大
谷
大
学
・
大
谷
大
学
短
期
大
学
部
で

は
、
教
育
研
究
環
境
の
一
層
の
充
実
を
図

る
た
め
に
「
教
育
振
興
資
金
局
」
を
設
置

し
、
募
金
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。
こ
の

た
び
は
ご
協
力
い
た
だ
き
誠
に
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
す
。
ご
寄
付
い
た
だ
き
ま
し

た
資
金
は
、
教
育
・
研
究
の
充
実
を
図
る

た
め
の
環
境
整
備
に
充
て
て
ま
い
り
ま
す
。

ま
た
、
大
谷
大
学
は
文
部
科
学
省
か
ら

「
特
定
公
益
増
進
法
人
」
の
認
可
を
受
け

て
い
ま
す
の
で
、
寄
付
金
に
対
し
て
は
税

法
上
の
減
免
税
措
置
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

今
後
も
引
き
続
き
、
募
金
の
お
申
し
込

み
受
け
付
け
を
行
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、

ご
支
援
賜
わ
り
ま
す
よ
う
、
何
卒
よ
ろ
し

く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

二
〇
一
〇
年
二
月
一
日
か
ら
二
〇
一
〇

年
六
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
ご
寄
付
を
い

た
だ
き
ま
し
た
方
々
の
ご
芳
名
は
、
次
の

と
お
り
で
す
。
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

◆
件
　
数�

三
三
件

◆
寄
付
金
総
額�

五
、〇
八
四
、七
四
六
円

［
教
育
振
興
資
金
寄
付
者
（
敬
称
略
）］

安
部
　
浩
一
　
江
﨑
　
眞
一
　
小
野
　
隆
志

柿
木
　
広
昭
　
河
野
　
哲
了
　
佐
伯
　
光
義

田
鶴
浦
昭
典
　
龍
山
　
了
祐
　
坪
井
　
一
義

中
嶋
　
観
雄
　
橋
本
　
一
哉
　
日
野
　
泰
曉

教
育
振
興
資
金（
募
金
）へ
の
御
礼

2010年度後期　大谷大学生涯学習講座のご案内
大谷大学では様々な教養を身につけたい方に、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4月現在のものです）

開放セミナーのご案内

１

テーマ 親鸞聖人の御生涯を辿る―名文『御伝鈔』―
講　師 沙加戸　弘（大谷大学教授）
開講日 10月14日・21日・28日・11月11日・18日・25日（木）
時　間 18:00 ～ 19:30
定　員 100名
会　場 メディアホール
受講料 6,000円（税込）

申込締切 10月7日（木）当日消印有効

2

テーマ 環境と文化―地形・地質学の立場から―
講　師 鈴木寿志（大谷大学講師）

ゲストスピーカー 井本伸廣（京都教育大学名誉教授）／西山昭仁（東京大学地震研究所研究員）
開講日 2011年2月5日・12日・19日・26日・3月5日・12日（土）
時　間 16:00 ～ 17:30
定　員 100名
会　場 メディアホール
受講料 6,000円（税込）

申込締切 2011年1月28日（金）当日消印有効

紫明講座のご案内

１

テーマ こころのさんぽ
講　師 佐賀枝夏文（大谷大学教授）

ゲストスピーカー 成広のり子（イラストレーター）
開講日 12月2日・9日・16日（木）
時　間 14:00 ～ 15:30
定　員 100名
会　場 メディアホール
受講料 3,000円（税込）

申込締切 11月15日（月）当日消印有効

2

テーマ 日本古代の神話
講　師 生田淳司（大谷大学非常勤講師）
開講日 12月8日・15日・22日（水）
時　間 18:00 ～ 19:30
定　員 100名
会　場 メディアホール
受講料 3,000円（税込）

申込締切 12月1日（水）当日消印有効

３

テーマ
『親鸞聖人 四幅御絵伝』を読み解く
―「形式」の意味・「絵相」の意味―

講　師 沙加戸　弘（大谷大学教授）
開講日 2011年2月3日・10日・17日（木）
時　間 18:00 ～ 19:30
定　員 100名
会　場 メディアホール
受講料 3,000円（税込）

申込締切 2011年1月27日（木）当日消印有効

４

テーマ
カフェで哲学②
変容する宗教―現代社会と「見えない宗教」―

講　師 狹間　芳樹（大谷大学非常勤講師）
開講日 2011年2月12日・19日・26日（土）
時　間 14:00 ～ 15:30
定　員 40名（応募者多数の場合は抽選）
会　場 メディアホール/ビッグバレーカフェ
受講料 3,000円（税込）

申込締切 2011年2月4日（金）当日消印有効

【申し込み方法】
講座案内を請求される場合には、ハガキ、メールフォームいずれかにて、①氏名・フリガナ、②郵便番号・住所、③電話番
号を明記してください。また講座を申し込みの場合は、上記①～③に④講座名を記入の上、下記までお申し込みください。
【申し込み／問い合わせ先】
〒603-8143 京都市北区小山上総町　大谷大学教育研究支援課　
TEL.075-411-8161（直通）　FAX.075-411-8162　E-mail:o semi@sec.otani.ac.jp
＊講座名等変更になる可能性があります。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。
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◆「同期会」等を開催されるときは、事前に同窓会本部へご連絡ください！
◇同窓会本部より、幹事様に「開催届」を送付いたします。

大谷大学同窓会本部（大谷大学総務部「校友センター」内）
＜連絡先＞TEL：075-411-8124（直通）

	 	 FAX：075-411-8157（直通）
	 	 E-mail：kouyu@sec.otani.ac.jp
	 	 ※電話・FAX・メール等、ご都合の良い手段でご連絡ください。

◆まずは開催の1ヶ月前までに「同期会開催届」「OB・OG会開催届」をご提出ください。
◇「同期会」としてお届けいただくためには、その団体の全対象者にご案内をされているこ
とが前提となります。
◇クラブの「OB・OG会」は、すべての年度の卒業生が対象となります。
◇「開催届」の提出と上記の内容を満たしている団体には通信費の一部として「開催助成費」
を補助しています。

◆同窓会本部では、こんなお手伝いができます。
１．申請により、連絡用名簿・宛名ラベルを提供することができます。
◇ご連絡いただいた後、同窓会本部から「申請書」を送付いたします。
◇「名簿・宛名ラベル」の作成は、「申請書」が同窓会本部に届いた日より１週間～10日
程度かかります。
　（事務の都合上、それ以上かかる場合もございます。）

２．大学の施設を、同期会の会場として利用できます。
◇利用を希望される場合は、事前に同窓会本部へご相談ください。

３．ホームページ「無盡燈」に開催予定・報告を掲載します。
　　同窓会報『無盡燈』には、写真とともに開催報告を掲載します。

※「同期会」「OB・OG会」についての詳細は、お気軽に同窓会本部までお問い合わせくだ
さい。

｢同期会｣ ｢OB・OG会｣ について

平
野
　
紹
寿
　
深
井
　
昭
弘
　
藤
井
　
　
茂

北
條
　
秀
樹
　
前
田
　
光
雄
　
馬
淵
　
克
一

源
　
　
進
一
　
村
居
　
　
悟
　
山
田
　
武
司

吉
田
美
奈
子
　
匿
名（
一
名
）

㈲
石
間
企
画
事
務
所

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人  

尋
源
舎

大
谷
大
学
短
期
大
学
部  

文
化
学
科
一
同

㈱
フ
ラ
ッ
ト
エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー

陽
願
寺
柏
木
支
院（
出
雲
路
広
称
）

空
蔵
寺（
大
山 

龍
秀
）  

浄
玄
寺（
櫻
井 

之
貫
）

正
覚
寺（
島
添 

信
生
）  

法
専
寺（
二
宮 

俊
隆
）

養
願
寺（
日
野 

康
宣
）

※
ご
寄
付
に
つ
き
ま
し
て
は
随
時
受
け
付
け

て
い
ま
す
。

【
申
し
込
み
／
問
い
合
わ
せ
先
】

京
都
市
北
区
小
山
上
総
町

　
大
谷
大
学
校
友
セ
ン
タ
ー
内

　
　
教
育
振
興
資
金
事
務
局

 

Ｔ
Ｅ
Ｌ
．
〇
七
五
︱
四
一
一
︱
八
一
二
四
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大谷大学茶道部後援会（2010.2.13）
村松先生を囲む会をホテルにて開催しました。四十数名の会員と共に記念品を贈り長年の
ご指導に感謝して懇親会をしました。

自灯学寮第22期　同期会（2010.2.13 ～ 14）
第22期自灯学寮生同期会を、卒寮してから20年目の今年「天寅」で開催し、先生と一緒に、
寮歌と炭坑節を大熱唱致しました！また５年後にやりまーす。

同期会、ゼミ・クラス会、OB・OG会開催一覧

	 開催日	 会　合　名
2010.2.13（土）　大谷大学茶道部後援会
2010.2.13（土）　自灯学寮第22期	同期会
	 ～ 14（日）
2010.2.17（水）　貫練学寮2期生同期会
2010.2.20（土）　央真会（大谷大学貫練学寮2002年度入寮生同期会）

2010年新年会
2010.2.23（火）　昭和43年3月卒業	谷大短期仏教科同期会
	 ～ 24（水）
2010.2.27（土）　幡谷明先生傘寿を祝う会
2010.3.08（月）　加治ゼミ2005 ～ 2007年度	同期会
2010.3.13（土）　男声合唱団OB会（コールリンデンクラブ）総会･懇親会
2010.3.28（日）　写真部516の会（昭和50～ 51年卒業）
	 ～ 29（月）
2010.4.07（水）　S35年卒	多屋ゼミ一同
	 ～ 8（木）
2010.4.11（日）　昭和51年入学	史学科フランス語専攻1−Gクラス同期会
2010.4.17（土）　木村宣彰先生ご退職記念祝賀会
2010.4.24（土）　洗心四八会　木村先生退職祝賀会
	 ～ 25（日）
2010.5.02（日）　2003年卒業	大内ゼミ	クラス会
2010.5.11（火）　第8回大谷大学33（昭和33年入学）同期会	富山県集会
	 ～ 13（木）
2010.5.12（水）　昭和47年度	大谷大学洗心学寮入寮生同期会
2010.5.29（土）　宮﨑ゼミ16期生（2007年度史学科卒業）同窓会
	 ～ 30（日）
2010.6.05（土）　第34回浄眼洞（山田亮賢先生門下生の会）研修会
2010.6.05（土）　鍵主先生の喜寿を祝う会
2010.6.11（金）　大谷大学空手道部創部55周年記念懇親会
2010.6.27（日）　第39回大谷大学体育会ソフトテニス部OB会
2010.7.03（土）　児童文化研究会（1979 ～ 1986年卒業）OB･OG会
2010.7.17（土）　大谷大学写真部（1989 ～ 1997年卒業）OB･OG会
2010.7.24（土）　大谷大学自動二輪同好会第9回OB会
2010.7.31（土）　第35回大谷大学バスケットボール部OB･OG会
2010.7.31（土）　道交会	総会
2010.8.07（土）　浄影会

貫練学寮２期生同期会（2010.2.17）
卒寮後、29年の時を経て初めて開催された同期会。懐かしの京都に集った17名は皆「おっ
さん」でした。

央真会（大谷大学貫練学寮2002年度入寮生同期会）2010年新年会
（2010.2.20）
７年ぶりに貫練学寮に集まりました。寮生時代の思い出話に盛り
上がり楽しかったです。またやろうね！

昭和43年3月卒業　谷大短期仏教科同期会（2010.2.23 ～ 24）
幾多の過酷な弾圧を受けながら、「念仏の信念に生きた人々の歩み」
の研修を通し、我々の聞法姿勢が問われている様に感じた。
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幡谷明先生傘寿を祝う会（2010.2.27）
京都ホテルオークラを会場として、先生のご指導を受けた有志によって開催された。
「恩徳讃の系譜」と題する記念講演の後、祝賀会に移り、85名の出席者が各々先生の
想い出を語り、又旧交を温めた。

加治ゼミ2005 ～ 2007年度　同期会（2010.3.8）
みんなと久々に再会でき大変嬉しく思いました。そして、
素晴らしい仲間に会えたことを本当に幸せだと感じました。

男声合唱団OB会（コールリンデンクラブ）総会･懇親会（2010.3.13）
現役諸君による定演開催を期に集まりました。創立より80年。世代を超
えて、メンタルハーモニーのすばらしさを共に味わいました。

写真部516の会（昭和50～ 51年卒業）（2010.3.28 ～ 29）
セミナーハウスで、在学中に命終した山田幸一郎さんを偲んで同期会
を開催しました。「516の会」と命名し再会を誓いました。

S35年卒　多屋ゼミ一同（2010.4.7 ～ 8）
卒業して五十年が経ちました。多屋頼俊先生、山本唯一先生のご恩
を偲び、感謝の念を深くしてお勤めをしました。感無量でした。
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「生
いのち

命の玄
みなもと

」
食事を大切にする。
食事を大切に考えて作る。
食事する人を大切に思って作る。
それが典座の精神、私たちの仕事です。

〒612-8415	京都市伏見区竹田中島町39-2
TEL	075-643-5700　FAX	075-643-5698
URL：http://www.tenzo.co.jp
※いつもご利用賜りまして誠にありがとうございます。平成７年より
大谷大学学生食堂とBig	Valley	Cafeを運営させて頂いております。

木村宣彰先生ご退職記念祝賀会（2010.4.17）
尋源講堂で「仏教学徒四十八年－仏教は分かるのか？－」と題するご講演を聴き、京都ホテルオークラで祝賀会を開催しました。

洗心四八会　木村先生退職祝賀会（2010.4.24 ～ 25）
五年ぶりに集まりました。寮監、寮生の間は段々とせまくなり、写真からは区別でき
ないようになってきました。いつか追い抜くぞ！？

昭和51年入学　史学科フランス語専攻１−Ｇクラス同期会（2010.4.11）
ゼミ専攻も違う、ただ初めて大谷大で集った同級生と44年ぶりに再会しました。
お互いの顔を見つめて19才の青春の面影を探しました。
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一楽真教授と巡る

「関東御旧跡研修旅行」　旅行代金 ￥59,000
2月21日（月）12：00　東京駅出発→浅草報恩寺→常磐道→西念寺→ホテル
2月22日（火）下妻小島の草庵跡→八千代	弘徳寺→石下	東弘寺→如来寺→ホテル
2月23日（水）二宮	専修寺→稲田の西念寺→16：00		東京駅解散
※尋源舎は大谷大学同窓会が設立母体となって活動しているNPO法人です。
※宗祖親鸞聖人七百五十回御遠忌の年に関東御旧跡を大谷大学の一楽教授と研修に参りたいと
NPO法人尋源舎が企画しました。
※研修旅行のコースにつきましては変更されることがありますのでご了承ください。
※旅行申込み・お問合せ：観光庁長官登録　旅行業第347号（第１種）

アショカツアーズ（株）ビーエス観光
〒530-6105	大阪市北区中之島3-3-23		中之島ダイビル5F
TEL:06-6444-2225　FAX:06-6444-2230　担当：道家義幸

2011年2月21日（月）～23日（水）　東京駅集合・解散

小島の草庵跡

NPO法人尋
じん

源
げん

舎
しゃ

企画

2003年卒業　大内ゼミ　クラス会（2010.5.2）
三十歳を迎える節目の年に、恩師や同期の仲間と再会でき、とても
良い刺激になりました。皆さんありがとうございました。

第８回大谷大学33（昭和33年入学）同期会　富山県集会（2010.5.11 ～ 13）
雨のため立山雪の大谷は駄目だったが、富山めぐりの二泊三日、懐かしい友たちとの語らいは尽きなかった。来年は島根県集会に決定。

昭和47年度　大谷大学洗心学寮入寮生同期会（2010.5.12）
2010年５月12日（水）午後６時から、昭和47年度洗心学寮入寮生同期会を料亭「左阿彌」で
木村先生を囲んで開催しました。

宮﨑ゼミ16期生（2007年度史学科卒業）同窓会
（2010.5.29 ～ 30）
卒業後、毎年恒例の同期会も三回目を迎えました。今年は、
天下の険、箱根に行って参りました。来年はどこに行きましょ
うか？
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第34回浄眼洞（山田亮賢先生門下生の会）研修会（2010.6.5）
今年度は、同人鍵主良敬先生の喜寿を祝う会として、鍵主ゼミ卒業生
の方々と協同で開催しました。とても感慨深い会になりました。

鍵主先生の喜寿を祝う会（2010.6.5）
全国各地より、同人、門下生が集りました。最初に記念写真を撮った為、遅れた方は
枠での登場となりました。決して物故者ではありません。念のため。

大谷大学空手道部創部55周年記念懇親会（2010.6.11）
創部55周年を迎え、京都ホテルオークラにて物故者追弔会、�OB総会、現役学
生を交えた懇親会を開催しました。�

児童文化研究会（1979 ～ 1986年卒業）OB･OG会（2010.7.3）
卒業して30年、多くの仲間の参加を得て懐かしいひとときを過ごすことができ
ました。

第39回大谷大学体育会ソフトテニス部OB会
（2010.6.27）
現役３名、OB�20名でテニスを楽しみ、親睦
を深めました。第41回では、記念パーティを
予定していますので、是非御参加下さい。�
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大谷大学写真部（1989 ～ 1997年卒業）OB･OG会
（2010.7.17）
全国各地から三十数人が集まり楽しく懇親しました。卒業
以来約十数年の時を懐かしみ、次回の再会を約束しました。

大谷大学自動二輪同好会第９回OB会（2010.7.24）
大谷大学を去り早５年。いつまでも若者と言われ続けたOBの人も、ふと
振り返ったら今年30歳です。これからも張り切っていきましょう♪

第35回大谷大学バスケットボール部OB･OG会（2010.7.31）
７月31日（土）に、第35回OB・OG会を開催しました。大会・総会のあとは「天寅」
にて懇親会を行いました。

浄影会（2010.8.7）
美味しい料理とお酒を頂きながら、古田先生の「場のもつ力」
のお話を拝聴しました。古田先生からパワーを頂いて帰宅と
なりました。

道交会　総会（2010.7.31）
廣川彰恩名誉会長のご自坊「髙念寺」にて開催いたしました。大先輩から学生に至るまで、
多くのご縁を感じました。
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（
一
九
五
三
）	

二
〇
〇
九
・
八
・
一
二

佐
々
木
　
博	

大
専
門
（
一
九
四
三
）	

二
〇
〇
九
・
一
〇
・
六

伊
勢
上
泰
史	

大
学
部
（
一
九
五
三
）	

二
〇
〇
九
・
一
〇
・
一
〇

板
倉
　
隆
弘	

文
学
部
（
一
九
六
〇
）	

二
〇
〇
九
・
一
一
・
五

ご
生
前
の
ご
功
労
を
偲
び
、

謹
ん
で
哀
悼
の
意
を
表
し
ま
す
。

（
　
）
内
は
最
終
卒
業
・
修
了
年
〈
敬
称
略
〉

�

※
同
窓
会
本
部
掌
握
分

ご
結
婚

　
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す

幸
せ
な
ご
家
庭
を
築
か
れ
る
こ
と
を

念
じ
申
し
あ
げ
ま
す
。

（
　
）
内
は
最
終
卒
業
・
修
了
年
　〈
敬
称
略
〉

�

※
同
窓
会
本
部
掌
握
分

伊
奈
　
　
潔
（
二
〇
〇
五
修
）	

●	

辻
　
有
希
子

原
田
　
明
浩	

●	

千
谷
　
敦
子
（
二
〇
〇
三
文
）

櫻
井
　
智
行
（
二
〇
〇
九
修
）	

●	

大
久
保
真
実

筑
田
　
一
毅
（
二
〇
〇
六
文
）	

●	

児
島
友
萌
美
（
二
〇
〇
五
短
）

渡
邉
　
弘
宣
（
二
〇
〇
〇
修
）	

●	

上
条
　
央
子

石
原
健
一
朗
（
二
〇
〇
七
文
）	

●	

髙
倉
　
麻
里

堤
　
　
喜
広	

●	

田
川
　
恵
美
（
二
〇
〇
六
文
）

※	

大
谷
大
学
尋
源
講
堂
で
仏
前
結
婚
式
を
お
受
け
し
て
い
ま
す
。
お
問

い
合
わ
せ
は
、
総
務
課
（
℡
〇
七
五
ー
四
一
一
ー
八
一
六
三
）
ま
で
。
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同　　　窓　　　通　　　信
大
谷
大
学
に
入
学
し
て
か
ら
の
四
年
間
、
一

番
な
に
を
学
ん
だ
の
か
思
い
返
し
て
み
る
。
も

ち
ろ
ん
、
そ
れ
ぞ
れ
の
授
業
で
請
う
た
教
え
は

欠
か
せ
な
い
も
の
な
の
だ
が
、
な
ん
と
い
う
か

今
生
き
て
い
く
な
か
で
一
番
た
め
に
な
っ
て
い

る
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
「
人
と
人
と
の
関
わ

り
合
い
の
大
切
さ
」
で
あ
る
。

入
学
し
た
当
初
、
私
は
ま
っ
た
く
人
と
の
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
と
り
方
が
分
か
ら
な

か
っ
た
。
と
い
う
よ
り
、
自
分
の
価
値
観
を
分

か
り
あ
え
る
仲
間
な
ん
て
い
な
い
と
思
い
込
ん

で
い
た
。
サ
ー
ク
ル
に
入
ろ
う
と
色
々
見
学
し

て
み
た
も
の
の
、
結
局
最
初
の
一
歩
を
踏
み
出

せ
ず
大
学
デ
ビ
ュ
ー
を
失
敗
し
て
し
ま
っ
た
の

だ
。そ

の
頃
の
私
は
何
を
し
て
い
た
の
か
と
い
う

と
、中
学
、高
校
時
代
か
ら
続
け
て
き
た
、サ
ッ

ク
ス
と
い
う
楽
器
の
練
習
を
し
て
い
た
。
高
校

生
の
頃
か
ら
サ
ッ
ク
ス
の
先
生
に
つ
い
て
、
音

楽
の
世
界
で
少
し
は
有
名
な
人
に
な
り
た
い
と

夢
を
抱
い
て
い
た
。

大
学
デ
ビ
ュ
ー
を
失
敗
し
た
理
由
の
一
つ
に

こ
れ
が
あ
げ
ら
れ
る

の
だ
が
、
人
と
は
違

う
こ
と
に
取
り
組
ん

で
い
る
自
分
を
凄
い
人
だ
と
思
い
込
ん
で
い
て
、

変
な
プ
ラ
イ
ド
が
行
く
先
を
邪
魔
し
て
い
た
の

だ
。
も
ち
ろ
ん
周
り
か
ら
人
が
寄
っ
て
く
る
は

ず
も
な
い
。
一
回
生
か
ら
二
回
生
の
前
期
ま
で

は
、
ず
っ
と
こ
の
よ
う
な
調
子
だ
っ
た
。

あ
る
日
、
同
じ
学
科
の
友
達
の
姿
を
み
て
、

「
あ
れ
、
な
ん
で
こ
の
人
は
こ
ん
な
に
た
く
さ

ん
の
友
達
が
い
る
ん
や
？
」
校
内
を
歩
け
ば
友

達
、
先
輩
、
後
輩
達
と
笑
顔
で
挨
拶
し
合
い
、

も
の
凄
く
楽
し
そ
う
。
そ
ん
な
友
達
の
姿
を
見

て
大
学
生
ら
し
さ
、
学
生
の
楽
し
み
っ
て
い
っ

た
い
何
だ
？
　
と
考
え
直
す
よ
う
に
な
る
。
苦

心
惨
憺
し
て
出
た
答
え
が
「
人
と
人
と
の
関
わ

り
合
い
の
大
切
さ
」
だ
っ
た
。
そ
れ
か
ら
と
い

う
日
々
、
人
格
が
変
わ
っ
た
か
の
よ
う
に
変
な

プ
ラ
イ
ド
な
ん
て
捨
て
て
、
毎
日
笑
顔
で
積
極

的
に
学
内
の
人
た
ち
と
関
わ
り
合
っ
た
。
す
る

と
た
く
さ
ん
の
友
達
が
で
き
た
。
日
々
の

ち
ょ
っ
と
し
た
こ
と
で
も
話
し
合
え
る
仲
間
が

い
る
こ
と
が
こ
ん
な
に
楽
し
く
幸
せ
な
こ
と
な

の
だ
、
と
い
う
こ
と
を
初
め
て
こ
こ
で
学
ん
だ
。

そ
し
て
、
そ
の
仲
間
と
と
も
に
念
願
だ
っ
た
音

楽
の
サ
ー
ク
ル
を
立
ち
上
げ
る
こ
と
も
で
き
た

の
だ
。
卒
業
後
の
二
〇
〇
九
年
十
月
、
音
楽
の

な
か
で
も
ジ
ャ
ズ
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
で
の
コ
ン

テ
ス
ト
「
神
戸
ネ
ク
ス
ト
ジ
ャ
ズ
コ
ン
ペ
テ
ィ

シ
ョ
ン
」で
優
勝
を
頂
く
こ
と
が
で
き
た
。「
人

間
が
大
好
き
で
す
」
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
掲
げ
て

い
る
大
谷
大
学
だ
か
ら
こ
そ
、
私
は
変
わ
れ
た

の
か
も
し
れ
な
い
。

�

（
サ
キ
ソ
フ
ォ
ン
奏
者
）

＊
ブ
ロ
グ
　http://am

eblo.jp/sax-ryoju-f/

「
人
と
人
と
の
関
わ
り
合
い
の
大
切
さ
」�

福
　
代
　
亮
　
樹

�

（
二
○
○
九
年
文
学
部
・
仏
教
学
科
卒
業
）

水
澤
　
孝
信	

短
　
期
（
一
九
五
七
）	

二
〇
〇
九
・
一
一
・
一
九

西
川
　
義
愃	

大
学
部
（
一
九
五
一
）	

二
〇
〇
九
・
一
二
・
一
一

藤
　
　
享
祐	

文
学
部
（
一
九
六
二
）	

二
〇
〇
九
・
一
二
・
一
一

真
溪
　
利
生	

文
学
部
（
一
九
六
二
）	

二
〇
〇
九
・
一
二
・
一
一

石
川
　
　
渉	

大
学
部
（
一
九
四
六
）	

二
〇
〇
九
・
一
二
・
一
三

安
富
　
正
順	

大
専
門
（
一
九
四
四
）	

二
〇
〇
九
・
一
二
・
一
四

武
田
　
賢
寿	

大
学
部
（
一
九
四
四
）	

二
〇
〇
九
・
一
二
・
二
〇

加
賀
　
心
行	

文
学
部
（
一
九
五
九
）	

二
〇
〇
九
・
一
二
・
二
九

浅
野
　
素
信	

大
学
部
（
一
九
三
五
）	

二
〇
一
〇
・
一
・
三

海
老
海
信
行	

文
学
部
（
一
九
五
九
）	

二
〇
一
〇
・
一
・
一
〇

二
見
　
恵
雄	

大
専
門
（
一
九
四
四
）	

二
〇
一
〇
・
一
・
一
〇

秋
月
　
勝
友	

博
　
士
（
一
九
九
四
）	

二
〇
一
〇
・
一
・
一
〇

水
口
　
千
芳	

短
　
期
（
一
九
六
三
）	

二
〇
一
〇
・
一
・
一
一

酒
井
　
恵
雲	

大
専
門
（
一
九
四
一
）	

二
〇
一
〇
・
一
・
一
四

金
子
　
良
慧	

文
学
部
（
一
九
五
八
）	

二
〇
一
〇
・
一
・
一
八

有
馬
　
鴻
龍	

大
学
部
（
一
九
五
〇
）	

二
〇
一
〇
・
一
・
二
二

佐
々
木
現
順	

大
学
部
（
一
九
三
八
）	

二
〇
一
〇
・
一
・
二
六

佐
々
木
映
正	

文
学
部
（
一
九
五
八
）	

二
〇
一
〇
・
二
・
一

武
宮
　
真
哉	

文
学
部
（
一
九
五
九
）	

二
〇
一
〇
・
二
・
九

百
済
　
泰
尚	

大
学
部
（
一
九
四
八
）	

二
〇
一
〇
・
二
・
一
八

藤
本
　
太
一	

大
学
部
（
一
九
三
八
）	

二
〇
一
〇
・
二
・
二
四

光
内
　
大
真	

大
専
門
（
一
九
四
九
）	

二
〇
一
〇
・
三
・
一

佐
々
木
令
章	

大
学
部
（
一
九
三
七
）	

二
〇
一
〇
・
三
・
二

友
田
　
節
彦	

文
学
部
（
一
九
六
四
）	

二
〇
一
〇
・
三
・
五

上
野
　
徳
慧	

文
学
部
（
一
九
六
八
）	

二
〇
一
〇
・
三
・
七

結
城
　
純
性	

文
学
部
（
一
九
七
八
）	

二
〇
一
〇
・
三
・
一
三

横
川
　
隆
正	

文
学
部
（
一
九
五
九
）	

二
〇
一
〇
・
三
・
一
五

村
田
　
隆
美	

文
学
部
（
一
九
八
六
）	

二
〇
一
〇
・
三
・
二
一

釜
田
　
文
秀	

大
専
門
（
一
九
四
四
）	

二
〇
一
〇
・
四
・
一

安
藤
　
智
信	

博
　
士
（
一
九
六
四
）	

二
〇
一
〇
・
四
・
六

一
色
　
宗
行	

文
学
部
（
一
九
五
五
）	

二
〇
一
〇
・
四
・
三
〇

金
田
　
啓
子	

文
学
部
（
一
九
七
二
）	

二
〇
一
〇
・
五
・
五

井
関
　
　
浄	

文
学
部
（
一
九
六
一
）	

二
〇
一
〇
・
六
・
一
七

出
雲
路
善
嗣	

大
学
部
（
一
九
四
九
）	

二
〇
一
〇
・
六
・
一
八

安
冨
　
良
英	

大
学
部
（
一
九
三
七
）	

二
〇
一
〇
・
六
・
二
二

藤
野
　
　
護	

文
学
部
（
一
九
六
〇
）	

二
〇
一
〇
・
七
・
四

関
野
　
　
睦	

文
学
部
（
一
九
五
九
）	

二
〇
一
〇
・
七
・
一
〇
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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

経
きょう

』に「無盡燈というのは、
譬
たと

えば一つの燈
ともしび

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。

表
紙
絵

「
花
も
て
ゆ
く
」

45.5
×
33.5
㎝
　
二
〇
〇
九
年
作

蓮
は
仏
像
が
生
ま
れ
る
以
前
、
釈
尊
の
誕
生
の
象
徴
と
し
て
イ
ン

ド
で
は
数
多
く
浮
彫
り
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
私
は
ず
っ
と
イ
ン
ド
細

密
画
を
調
査
、
研
究
し
て
き
ま
し
た
が
、
細
密
画
の
描
か
れ
て
い
た

場
所
で
ラ
ジ
ャ
ス
タ
ン
州
の
ブ
ン
デ
ィ
城
下
の
湖
面
を
覆
う
蓮
や
、

ヒ
マ
ラ
ヤ
丘
陵
地
帯
の
辺
鄙
で
荒
廃
し
た
バ
ソ
リ
城
下
の
蓮
池
が
目

に
焼
き
つ
い
て
い
ま
す
。
バ
ソ
リ
で
は
蓮
華
を
写
生
す
る
の
で
と
欲

し
が
っ
て
い
る
の
を
感
じ
た
村
の
青
年
が
池
に
入
り
、
水
蛇
が
泳
い

で
い
る
中
か
ら
一
枝
取
っ
て
く
れ
た
思
い
出
が
あ
り
ま
す
。

私
に
は
夏
の
花
と
い
え
ば
蓮
が
一
番
に
浮
か
ん
で
き
ま
す
。
毎
年

観
蓮
し
て
い
ま
し
て
も
、
ど
れ
一
つ
同
じ
花
は
な
く
、
そ
の
美
し
さ

は
い
つ
も
新
鮮
で
す
。
古
代
蓮
や
白
蓮
に
少
し
ピ
ン
ク
が
入
っ
た
だ

け
の
蓮
華
は
特
に
気
品
が
あ
る
よ
う
に
思
い
、
小
ぶ
り
で
八
重
の
中

国
蓮
の
系
統
は
あ
ま
り
美
し
い
と
感
じ
な
い
の
は
私
だ
け
で
し
ょ
う

か
。
蓮
は
二
日
間
咲
き
三
日
目
に
は
生
気
な
く
、
そ
し
て
散
っ
て
ゆ

き
ま
す
。
立
華
は
仏
前
を
荘
厳
（
し
ょ
う
ご
ん
）
す
る
も
の
と
し
て

生
ま
れ
ま
し
た
。
華
道
「
池
坊
」
も
六
角
堂
頂
法
寺
の
住
職
と
し
て

本
尊
の
観
音
様
を
荘
厳
す
る
花
と
し
て
生
ま
れ
ま
し
た
。
ど
ん
な
に

美
し
い
花
も
ま
も
な
く
散
り
、
枯
れ
て
い
く
と
い
う
仏
教
の
説
く
無

常
を
感
得
す
る
た
め
に
立
華
さ
れ
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
模
造
花

で
荘
厳
す
る
こ
と
は
大
き
な
間
違
い
で
す
。
蓮
は
水
揚
げ
が
悪
く
蕾

を
生
け
て
も
花
器
の
中
で
開
花
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
た

め
タ
イ
な
ど
東
南
ア
ジ
ア
の
仏
教
国
で
は
蓮
の
蕾
の
花
弁
を
人
為
的

に
開
い
て
開
花
し
た
よ
う
に
見
せ
、
寺
院
の
門
前
や
市
場
で
売
ら
れ

て
い
ま
す
。
山
の
よ
う
に
盛
ら
れ
た
そ
の
よ
う
な
蓮
華
を
見
る
と
心

が
と
き
め
き
ま
す
。
イ
ン
ド
で
は
形
の
良
い
、
蓮
や
睡
蓮
を
用
い
、

香
り
の
良
さ
で
ジ
ャ
ス
ミ
ン
の
花
輪
で
供
華
し
ま
す
。

日
本
で
は
仏
教
儀
礼
の
折
に
紙
で
つ
く
っ
た
蓮
で
散
華
を
し
ま
す

が
、
明
治
以
前
に
紙
で
つ
く
ら
れ
た
散
華
は
見
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ

ん
。
い
っ
と
き
の
季
節
し
か
開
花
す
る
こ
と
の
な
い
日
本
で
は
、
常

緑
の
椿
の
葉
が
蓮
の
花
び
ら
の
形
に
似
て
い
て
よ
く
散
華
に
使
わ
れ

て
い
ま
し
た
。
東
大
寺
二
月
堂
の
お
水
取
り
の
際
に
紅
白
の
紙
で
つ

く
っ
た
椿
を
供
え
る
の
も
椿
の
葉
と
の
関
連
が
あ
り
ま
す
。

「
花
も
て
ゆ
く
」
仏
へ
の
捧
華
、
人
へ
の
供
養
そ
の
よ
う
な
気
持

ち
で
描
き
ま
し
た
。

畠
中
光
享
（
一
九
七
〇
年
文
学
部
卒
業
）

日
本
画
家

大
谷
大
学
非
常
勤
講
師

「
変
身
と
表
現
」

シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
に
よ
る
喜
劇
『
真
夏
の
夜
の

夢
』
の
中
、
森
で
劇
を
練
習
す
る
役
者
の
一
人
、

機
屋
の
ボ
ト
ム
の
頭
が
ロ
バ
の
も
の
に
変
わ
る
と

い
う
事
件
が
お
き
る
。
こ
れ
は
妖
精
の
女
王
が
目

覚
め
た
と
き
、
最
初
に
見
る
珍
妙
で
醜
い
ボ
ト
ム

に
恋
す
る
よ
う
、
妖
精
パ
ッ
ク
が
仕
掛
け
た
意
地

悪
な
魔
法
の
い
た
ず
ら
だ
っ
た
。
劇
中
劇
を
練
習

す
る
仲
間
の
前
に
ロ
バ
頭
の
ボ
ト
ム
が
現
わ
れ
る

と
、
仲
間
た
ち
は
恐
れ
を
な
し
て
逃
げ
出
し
、
そ

の
内
の
一
人
は
「
あ
あ
ボ
ト
ム
、
お
前
は
変
わ
り

果
て
て
し
ま
っ
た
。」
と
言
い
、も
う
一
人
は
「
お

前
さ
ん
は
す
っ
か
り
化
け
て
し
ま
っ
た
。」と
言
っ

た
。こ

こ
で
「
化
け
る
」
と
訳
さ
れ
た
元
の
英
単
語

はtranslate

だ
が
、
現
代
英
語
な
ら
、translate

よ
り
は
、
恐
ら
くtransform

の
方
が
よ
り
自
然

に
聞
こ
え
る
だ
ろ
う
。translate

とtransform

両
方
に
含
ま
れ
て
い
る	“trans

”に
は「
越
え
る
」

と
い
う
意
味
が
あ
る
。translate

は「
移
す
」、「
変

え
る
」
と
い
う
意
味
か
ら
「
置
き
換
え
る
」
や
、

現
代
語
で
一
番
使
わ
れ
て
い
る
意
味
の「
訳
す
る
」

に
当
た
り
、transform

は
「
越
え
て
形
を
作
る
」

か
ら
「
変
形
」、「
変
身
」
に
当
た
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
変
身
し
た
ボ
ト
ム
を
あ
ら
わ

す
際
に
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
が
用
い
た“translate

”

と
い
う
言
葉
は
、
不
思
議
に
適
切
な
用
語
と
私
に

は
感
じ
ら
れ
る
。
あ
る
言
語
か
ら
他
の
言
語
に
翻

訳
す
る
と
き
に
、
言
葉
は
変
わ
る
が
意
味
は
残
る
。

そ
れ
と
似
て
、
ボ
ト
ム
は
変
身
し
た
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
相
変
わ
ら
ず
以
前
の
ボ
ト
ム
の
ま
ま
で
あ

り
、
魔
法
が
解
け
て
元
の
姿
に
戻
っ
て
も
自
分
が

自
分
で
あ
る
こ
と
を
疑
わ
ず
、
た
だ
記
憶
を
不
審

に
感
じ
、
夢
の
よ
う
な
事
実
か
事
実
の
よ
う
な
夢

か
判
別
で
き
な
い
だ
け
で
あ
る
。

ボ
ト
ム
は
人
間
の
知
恵
で
は
説
明
で
き
な
い
夢

を
見
た
と
言
い
、「
目
で
は
聞
こ
え
ず
、
耳
で
は

見
え
ず
、
手
が
味
わ
っ
た
こ
と
も
な
く
、
舌
も
考

え
ず
、
心
で
も
口
に
で
き
ぬ
も
の
で
あ
っ
た
ぞ
、

我
が
夢
は
。」
と
、
感
覚
の
関
連
性
を
混
乱
さ
せ

る
ほ
ど
表
現
し
難
い
も
の
だ
っ
た
と
語
る
が
、
直

後
に
そ
の
不
可
能
を
乗
り
越
え
る
方
法
を
思
い
つ

く
。
そ
れ
は
、
そ
の
経
験
を
詩
の
形
に
置
き
換
え

る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

詩
の
技
法
の
一
つ
で
あ
る
隠
喩
法
は『
広
辞
苑
』

に
よ
る
と「
あ
る
物
を
別
の
物
に
た
と
え
る
語
法
」

や「
複
数
の
物
を
内
的
・
外
的
属
性
の
類
似
に
よ
っ

て
同
一
化
す
る
技
法
」
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
全
く

別
で
あ
る
二
つ
の
も
の
の
関
連
性
を
見
つ
け
、
そ

れ
を
使
っ
て
両
者
を
越
え
る
次
元
を
生
み
だ
す
こ

と
が
で
き
る
。
そ
の
意
味
で
、
詩
の
世
界
は
現
実

を
越
え
た
変
形
を
生
か
し
、
感
情
を
こ
と
ば
に
置

き
換
え
、
経
験
を
訳
す
も
の
と
い
え
る
。
ボ
ト
ム

の
変
身
体
験
の
二
面
性
を
表
す
の
に
、
詩
は
最
も

適
切
な
表
現
方
法
と
い
え
よ
う
。
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