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附属図書館長・仏教学部教授

松田 和信アメリカ
　

ア
メ
リ
カ
と
い
っ
て
も
、
サ
イ
モ
ン
と
ガ
ー
フ
ァ
ン

ク
ル
の
歌
の
話
で
あ
る
。
二
人
の
歌
か
ら
一
曲
挙
げ

ろ
と
言
わ
れ
た
ら
、
私
な
ら
「
ア
メ
リ
カ
」
を
選
ぶ
。

一
九
六
八
年
の
ア
ル
バ
ム
「
ブ
ッ
ク
エ
ン
ド
」
に
入
っ

て
い
る
人
の
一
生
を
歌
っ
た
組
曲
の
一
曲
で
あ
る
。
一

体
何
度
聴
い
た
だ
ろ
う
。
歌
詞
も
音
符
も
今
な
お
す

べ
て
頭
の
中
に
残
っ
て
い
る
。
六
〇
年
代
後
半
、
ア

メ
リ
カ
の
若
者
の
喪
失
感
を
歌
っ
た
曲
だ
と
言
わ
れ

て
い
る
。
歌
詞
に
描
か
れ
る
カ
ッ
プ
ル
は
、
フ
ァ
ス

ト
フ
ー
ド
チ
ェ
ー
ン
の
「
ミ
セ
ス
ワ
ー
グ
ナ
ー
」
で

パ
イ
を
買
い
、
サ
ギ
ノ
ー
を
出
て
、
グ
レ
イ
ハ
ウ
ン

ド
バ
ス
に
乗
っ
て
ピ
ッ
ツ
バ
ー
グ
か
ら
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク

に
近
い
ニ
ュ
ー
ジ
ャ
ー
ジ
ー
タ
ー
ン
パ
イ
ク
ま
で
や
っ

て
来
る
。
二
人
で
は
し
ゃ
い
だ
後
、
バ
ス
の
中
で
眠
っ

て
い
る
彼
女
を
横
に
男
は
言
い
よ
う
の
な
い
不
安
感

に
捕
ら
わ
れ
る
。「
み
ん
な
ア
メ
リ
カ
を
探
し
に
や
っ

て
来
た
」
と
い
う
リ
フ
レ
イ
ン
で
、
そ
れ
が
そ
の
時

代
の
若
者
に
共
通
す
る
不
安
感
・
喪
失
感
で
あ
る
こ

と
が
暗
示
さ
れ
る
。
こ
れ
は
ア
メ
リ
カ
を
遠
く
離
れ

た
高
校
生
の
私
に
も
共
有
で
き
る
感
覚
で
あ
っ
た
し
、

還
暦
を
と
っ
く
に
過
ぎ
た
今
で
も
そ
う
変
わ
る
わ
け

で
は
な
い
。
当
時
は
知
ら
な
か
っ
た
が
、
ポ
ピ
ュ
ラ
ー

音
楽
の
常
識
に
反
し
て
、
こ
の
曲
は
歌
詞
が
全
く
韻

を
踏
ん
で
い
な
い
こ
と
で
も
有
名
ら
し
い
。

　

な
ぜ
こ
ん
な
昔
話
を
書
い
た
か
と
言
う
と
、
今
年

の
冬
の
こ
と
で
あ
る
。
た
ま
た
ま
見
た
オ
ー
デ
ィ
オ

誌
の
中
で
、
あ
る
評
論
家
が
、
マ
ス
タ
ー
テ
ー
プ
そ

の
ま
ま
と
い
う
触
れ
込
み
の
、
ア
メ
リ
カ
の
会
社
が

二
〇
年
前
に
作
っ
た
「
ブ
ッ
ク
エ
ン
ド
」
の
限
定
版

C
D
を
取
り
上
げ
て
「
こ
の
音
を
聴
い
た
こ
と
の
な

い
人
は
た
だ
不
運
と
い
う
ほ
か
は
な
い
」
と
書
い
て

い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
C
D
が
出
て
い
る
こ
と
は

知
っ
て
い
た
が
、
果
た
し
て
そ
ん
な
に
違
う
の
か
、

い
さ
さ
か
懐
疑
的
で
あ
っ
た
。
し
か
し
好
き
な
曲
の

入
る
ア
ル
バ
ム
を
そ
こ
ま
で
言
わ
れ
て
は
買
わ
ざ
る

を
得
な
い
。
新
品
は
と
っ
く
の
昔
に
販
売
完
了
で
あ

る
。
探
し
て
、
ロ
ン
ド
ン
の
中
古
店
か
ら
取
り
寄
せ

た
。
四
万
円
で
あ
っ
た
。
び
っ
く
り
し
た
。
L
P
レ

コ
ー
ド
時
代
の
音
は
忘
れ
て
い
る
が
、
手
元
の
C
D

の
い
ず
れ
と
も
雰
囲
気
、奥
行
き
感
が
ま
る
で
違
う
。

一
体
私
は
何
を
聴
い
て
き
た
の
だ
ろ
う
。
昨
年
入
手

し
た
英
コ
ー
ド
社
の
D
A
変
換
器
が
本
領
発
揮
し
て

い
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
に
し
て
も
こ
こ
ま

で
違
う
と
は
。
半
世
紀
を
経
て
、
私
は
や
っ
と
ポ
ー

ル
・
サ
イ
モ
ン
の
意
図
し
た
音
に
触
れ
た
の
か
も
知

れ
な
い
。

　

と
こ
ろ
で
、
サ
イ
モ
ン
は
ア
メ
リ
カ
と
い
う
名
前

の
入
る
曲
を
二
曲
作
っ
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
の
過
去

と
未
来
を
歌
っ
た
「
ア
メ
リ
カ
ン
チ
ュ
ー
ン
」
も
私

の
好
き
な
曲
で
あ
る
。
第
二
の
国
歌
だ
と
言
う
人
も

大
勢
い
る
ら
し
い
。
代
表
曲
の
よ
う
に
言
わ
れ
る「
明

日
に
架
け
る
橋
」
は
メ
ロ
デ
ィ
ー
も
歌
詞
も
私
の
趣

味
で
は
な
い
。
何
か
が
違
う
。

　

最
後
に
こ
れ
は
書
い
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
本

学
図
書
館
は
数
千
点
の
音
楽
・
映
像
資
料
も
所
蔵
し

て
い
る
。
勉
強
の
本
ば
か
り
で
な
く
、
こ
ち
ら
も
是

非
利
用
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
私
も
三
〇
秒
ほ
ど
出

演
し
て
い
る
N
H
K
「
文
明
の
道
」
シ
リ
ー
ズ
の
第

三
集
「
ガ
ン
ダ
ー
ラ
・
仏
教
飛
翔
の
地
」
な
ど
い
か

が
で
あ
ろ
う
か
。
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英
語
の
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
力
を
高
め
る
に
は「
多
読
」

が
最
も
効
果
的
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
図
書

館
１
階
の
語
学
教
材
コ
ー
ナ
ー
に
は
、
Ｔ
Ｏ
Ｅ
Ｉ
Ｃ

や
Ｔ
Ｏ
Ｅ
Ｆ
Ｌ
な
ど
の
テ
ス
ト
対
策
の
学
習
教
材
と

と
も
に
、
気
軽
に
読
め
る
さ
ま
ざ
ま
な
多
読
用
の
洋

書
が
排
架
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
オ
ン
ラ
イ
ン
で
利
用
で
き
る
学
術
情
報

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
は
、
文
学
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
平
易

な
英
語
で
世
界
の
文
学
作
品
を
楽
し
め
る
「
電
子
書

籍
多
読
リ
ー
ダ
ー
」
が
新
た
に
収
録
さ
れ
ま
し
た
。

　

多
読
に
関
す
る
訳
書
が
あ
る
英
米
学
科
の
松
本
真

治
教
授
に
、
英
語
学
習
に
お
け
る
多
読
の
効
果
や
図

書
館
が
整
備
を
進
め
て
い
る
多
読
用
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー

の
利
用
法
に
つ
い
て
話
を
伺
い
ま
し
た
。

「
多
読
」
と
は
ど
の
よ
う
な
学
習
方
法
で

ど
の
よ
う
な
効
果
が
期
待
で
き
る
の
で
し
ょ
う
か
？

　
「
多
読
」
と
は
、
文
字
ど
お
り
本
を
た
く
さ
ん
読

む
学
習
法
で
す
。
興
味
の
あ
る
英
語
の
本
を
自
分
の

ペ
ー
ス
で
楽
し
み
な
が
ら
た
く
さ
ん
読
む
だ
け
。
辞

書
は
引
か
な
く
て
も
い
い
。
わ
か
ら
な
い
と
こ
ろ
は

飛
ば
し
て
も
構
わ
な
い
。
単
語
や
英
文
の
暗
記
方
式

と
は
一
線
を
画
す
る
学
習
法
で
す
。

　

私
が
翻
訳
の
一
部
を
担
当
し
た
『
多
読
で
学
ぶ
英

語

−

楽
し
い
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
へ
の
招
待
』（
松
柏
社
・

２
０
０
６
年
刊
）
は
、
ハ
ワ
イ
大
学
の
先
生
が
書
か

れ
た
多
読
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
実
践
す
る
た
め
の
解
説
書

で
す
が
、「
多
読
」
と
は
も
と
も
と
南
カ
リ
フ
ォ
ル

ニ
ア
大
学
名
誉
教
授
の
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
・
ク
ラ
ッ

シ
ェ
ン
博
士
が
そ
の
重
要
性
を
唱
え
て
注
目
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
学
習
法
で
す
。
ク
ラ
ッ
シ
ェ
ン
博
士

は
、
第
二
言
語
の
習
得
研
究
に
お
い
て
最
も
有
名
な

言
語
学
者
の
一
人
で
、
言
語
習
得
に
関
す
る
５
つ
の

有
名
な
仮
説
と
と
も
に
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
に
お
け
る
多

読
の
重
要
性
を
訴
え
ま
し
た
。そ
の
中
の
一
つ
が「
イ

ン
プ
ッ
ト
仮
説
」
で
、
博
士
は
第
二
言
語
習
得
に
お

い
て
こ
れ
が
最
も
重
要
だ
と
主
張
し
て
い
ま
す
。

　

や
さ
し
い
本
を
た
く
さ
ん
読
む
こ
と
が
多
読
の
基

本
的
な
方
法
で
す
が
、
ク
ラ
ッ
シ
ェ
ン
博
士
が
唱
え

る
多
読
と
は
、
現
在
の
自
分
の
英
語
レ
ベ
ル
よ
り
僅

か
に
高
い
レ
ベ
ル
の
本
を
読
み
な
が
ら
理
解
可
能
な

英
語
を
繰
り
返
し
イ
ン
プ
ッ
ト
し
て
い
く
と
い
う

方
法
で
す
。
博
士
は
現
在
の
言
語
習
得
レ
ベ
ル
を

「
i
」
と
表
現
し
、
そ
れ
よ
り
も
僅
か
に
高
い
レ
ベ

ル
を
「
i
＋
１
」
と
表
現
し
ま
し
た
。
そ
の
「
i
＋

１
」
の
も
の
を
た
く
さ
ん
読
む
こ
と
が
第
二
言
語
習

得
に
お
け
る
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
で
あ
り
、「
多
読
は

言
語
を
伸
ば
す
良
い
方
法
で
は
な
く
、唯
一
の
方
法
」

だ
と
も
訴
え
て
い
ま
す
。

「
i
＋
１
」
の
レ
ベ
ル
の
本
で
あ
る
か
ど
う
か

ど
の
よ
う
に
調
べ
れ
ば
い
い
の
で
し
ょ
う
か
？

　

多
読
用
の
洋
書
に
表
示
さ
れ
て
い
る
レ
ベ
ル
を
参

考
に
す
る
方
法
や
、
多
読
用
の
洋
書
を
発
行
し
て
い

る
出
版
社
で
は
レ
ベ
ル
チ
ェ
ッ
ク
の
サ
イ
ト
を
設
け

て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
の
で
、
そ
れ
で
判
定
す

る
と
い
い
で
し
ょ
う
。
大
雑
把
に
言
え
ば
、
一
般
的

に
は
ペ
ー
パ
ー
バ
ッ
ク
サ
イ
ズ
の
本
の
１
ペ
ー
ジ
に

わ
か
ら
な
い
単
語
が
２
〜
３
語
で
、
辞
書
を
引
か
な

く
て
も
楽
に
読
め
て
、
わ
か
ら
な
い
単
語
も
前
後
の

関
係
か
ら
あ
る
程
度
推
測
で
き
る
よ
う
な
本
が
、
そ

の
人
に
と
っ
て
の
「
i
＋
１
」
の
レ
ベ
ル
と
言
っ
て

い
い
で
し
ょ
う
。
わ
か
ら
な
い
単
語
が
一
つ
も
な
い

よ
う
な
簡
単
な
本
ば
か
り
読
ん
で
い
て
も
多
読
の
効

果
は
上
が
り
ま
せ
ん
。
逆
に
１
ペ
ー
ジ
の
中
に
わ
か

ら
な
い
単
語
が
10
も
20
も
あ
り
、
読
解
に
詰
ま
っ
て

し
ま
う
よ
う
な
本
は
、「
i
＋
１
」
の
レ
ベ
ル
を
超

え
て
い
ま
す
の
で
、
そ
の
時
点
の
多
読
の
対
象
と
し

て
は
適
し
て
い
ま
せ
ん
。

　
多
読
で
読
む
本
は
、
ど
の
よ
う
な
ジ
ャ
ン
ル
の
も
の

が
お
す
す
め
で
す
か
？

　

自
分
が
楽
し
め
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
ど
の
よ
う
な

ジ
ャ
ン
ル
の
本
で
も
構
い
ま
せ
ん
。
分
厚
い
本
で
あ

る
必
要
も
あ
り
ま
せ
ん
。

　

多
読
で
は
、
と
に
か
く
楽
し
ん
で
読
め
る
本
で
あ

る
こ
と
が
重
要
で
す
。
ク
ラ
ッ
シ
ェ
ン
博
士
は
、
言

語
の
「
習
得
」
と
「
学
習
」
は
別
の
も
の
で
あ
る
と

言
っ
て
い
ま
す
。「
中
学
の
と
き
か
ら
ず
っ
と
英
語

を
勉
強
し
て
き
た
け
れ
ど
身
に
つ
か
な
か
っ
た
」
と

い
う
の
は
、
単
語
や
文
法
を
暗
記
し
た
り
、
辞
書
を

引
き
な
が
ら
読
解
す
る
と
い
う
「
学
習
」
を
し
た
だ

け
な
ん
で
す
。
強
い
ら
れ
て
学
習
し
て
も
、
な
か
な

か
英
語
は
身
に
つ
き
ま
せ
ん
。何
で
も
そ
う
で
す
が
、

自
分
か
ら
や
り
た
い
と
思
っ
て
や
っ
た
こ
と
、
楽
し

み
な
が
ら
や
っ
た
こ
と
の
方
が
、
早
く
身
に
つ
き
ま
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多読用ライブラリーを活用して、英語力を高めよう！

と
は
な
か
な
か
で
き
ま
せ
ん
。

　

多
読
は
、
英
語
が
苦
手
と
い
う
人
に
も
簡
単
に
始

め
ら
れ
る
学
習
法
で
す
。
準
備
は
特
に
必
要
あ
り
ま

せ
ん
。
苦
手
意
識
が
あ
る
人
は
、
挿
絵
の
入
っ
た
語

数
の
少
な
い
も
の
か
ら
始
め
れ
ば
い
い
の
で
す
。
子

ど
も
の
こ
ろ
の
読
書
の
第
一
歩
が
挿
絵
の
た
く
さ
ん

入
っ
た
絵
本
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
多
読
用
の
本
も
初

級
レ
ベ
ル
の
も
の
は
挿
絵
が
多
く
、
文
字
も
少
な
め

の
構
成
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

た
く
さ
ん
読
む
こ
と
に
最
初
は
抵
抗
が
あ
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
が
、「
一
冊
ま
る
ま
る
読
み
切
る
楽
し

さ
や
達
成
感
」
を
一
度
味
わ
え
ば
、
多
読
を
継
続
し

て
い
く
こ
と
も
苦
で
は
な
く
な
り
ま
す
。
最
初
か
ら

最
後
ま
で
一
冊
読
み
切
る
と
い
う
成
功
体
験
を
重
ね

て
い
く
こ
と
で
、
も
う
一
冊
読
ん
で
み
よ
う
と
い
う

意
欲
も
さ
ら
に
強
く
な
っ
て
い
く
は
ず
で
す
。

英
語
が
苦
手
な
人
に
も
お
す
す
め
の
学
習
法
で
す
ね
。

　

紫
野
キ
ャ
ン
パ
ス
図
書
館
１
階
の
語
学
教
材
コ
ー

ナ
ー
に
は
、
ス
ト
ー
リ
ー
を
楽
し
み
な
が
ら
た
く
さ

ん
の
英
文
に
ふ
れ
ら
れ
る
洋
書
シ
リ
ー
ズ
や
文
学
全

集
な
ど
が
充
実
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
図
書
館
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
新
た
に
追
加

さ
れ
た
電
子
書
籍
多
読
リ
ー
ダ
ー
で
は
、
平
易
な
英

語
で
64
ペ
ー
ジ
に
要
約
さ
れ
た
世
界
の
文
学
作
品
を

文
章
と
イ
ラ
ス
ト
を
見
な
が
ら
ネ
イ
テ
ィ
ブ
の
音
声

で
聴
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

図
書
館
が
整
備
を
進
め
て
い
る
多
読
用
ラ
イ
ブ
ラ

リ
ー
の
中
心
を
な
す
物
語
や
小
説
な
ど
の
文
学
作
品

の
特
徴
は
、
文
章
の
中
に
会
話
文
が
多
く
含
ま
れ
て

い
る
こ
と
で
す
。
ス
ト
ー
リ
ー
を
楽
し
み
な
が
ら
さ

ま
ざ
ま
な
会
話
文
に
も
ふ
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

言
語
の
習
得
は
、「
模
倣
」
か
ら
始
ま
り
ま
す
。

多
読
を
す
る
と
い
う
こ
と
は
、「
こ
う
い
う
と
き
は

こ
う
い
う
風
に
話
せ
ば
い
い
、
書
け
ば
い
い
」
と
い

う
例
文
を
自
分
の
中
に
た
く
さ
ん
イ
ン
プ
ッ
ト
し
て

い
く
と
い
う
こ
と
で
す
。
ネ
イ
テ
ィ
ブ
が
使
用
す
る

よ
う
な
表
現
力
を
身
に
つ
け
る
に
は
、
英
作
文
で
は

な
く
「
英
借
文
」
を
し
な
さ
い
と
は
よ
く
言
わ
れ
る

こ
と
で
す
。
ネ
イ
テ
ィ
ブ
が
書
い
た
り
話
し
た
り
し

た
手
本
と
な
る
英
文
を
借
り
て
、
自
分
の
中
で
い
ろ

い
ろ
と
組
み
替
え
て
、
自
分
の
言
葉
と
し
て
表
現
す

る
と
い
う
こ
と
が
、
多
読
を
重
ね
て
い
く
う
ち
に
自

然
と
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
多
読
の
教
材
に
は

ネ
イ
テ
ィ
ブ
が
使
う
生
き
た
例
文
が
た
く
さ
ん
出
て

き
ま
す
か
ら
、
読
む
力
だ
け
で
な
く
、
話
す
力
や
書

く
力
も
レ
ベ
ル
ア
ッ
プ
で
き
ま
す
。
言
語
の
習
得
で

は
、
イ
ン
プ
ッ
ト
な
く
し
て
、
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
は
あ

り
ま
せ
ん
。

聞
く
力
や
語
彙
力
の
強
化
も
で
き
る
の
で
し
ょ
う
か
？

　

図
書
館
１
階
に
排
架
さ
れ
て
い
る
洋
書
シ
リ
ー
ズ

に
は
C
D
が
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
い
る
も
の
も
あ
り

ま
す
。
ま
た
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
追
加
さ
れ
た
電

子
書
籍
多
読
リ
ー
ダ
ー
は
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
や

P
C
の
ブ
ラ
ウ
ザ
を
通
し
て
ネ
イ
テ
ィ
ブ
の
音
声

も
聴
け
ま
す
の
で
、
読
む
力
、
話
す
力
、
書
く
力
だ

け
で
な
く
、
聞
く
力
を
高
め
て
い
く
こ
と
も
で
き
ま

す
。
英
語
も
同
じ
で
す
。
楽
し
み
な
が
ら
英
語
に
親

し
む
こ
と
が
、「
習
得
」
の
大
き
な
ポ
イ
ン
ト
で
す
。

　

多
読
で
は
、
英
文
を
て
い
ね
い
に
訳
し
な
が
ら
読

み
進
め
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
辞
書
を
使
っ
て
単

語
の
意
味
を
調
べ
る
よ
う
な
こ
と
も
し
な
く
て
い
い

の
で
す
。
楽
し
ん
で
読
め
る
「
i
＋
１
」
の
レ
ベ
ル

も
の
を
、
大
意
を
理
解
し
な
が
ら
、
と
に
か
く
た
く

さ
ん
読
む
こ
と
で
す
。
興
味
の
赴
く
ま
ま
に
多
読
を

進
め
る
こ
と
で
、
無
意
識
の
う
ち
に
「
i
＋
１
」
の

レ
ベ
ル
が
上
が
り
、
自
然
と
英
語
の
「
習
得
」
へ
と

つ
な
が
っ
て
い
く
の
で
す
。

「
楽
し
み
な
が
ら
」
と
い
う
の
が

多
読
や
英
語
習
得
の
ポ
イ
ン
ト
で
す
ね
。

　

英
語
が
苦
手
な
人
と
い
う
の
は
、
中
学
や
高
校
で

受
け
て
き
た
授
業
が
原
因
で
苦
手
意
識
を
引
き
ず
っ

て
い
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
私
は
英
語
の
教
科
教
育

法
の
授
業
も
担
当
し
て
い
ま
す
が
、「
英
語
の
授
業

は
体
育
の
授
業
に
似
て
い
る
」
と
い
う
話
を
学
生
た

ち
に
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
中
学
・
高
校
の
英
語

は
、
授
業
が
進
む
に
つ
れ
て
ど
ん
ど
ん
難
し
く
な
り

ま
す
。
体
育
の
苦
手
な
子
が
実
技
の
課
題
を
こ
な
せ

な
く
て
い
つ
ま
で
も
体
育
嫌
い
が
克
服
で
き
な
い
こ

と
が
あ
る
よ
う
に
、
英
語
の
場
合
も
授
業
の
ス
ピ
ー

ド
に
対
応
で
き
な
く
て
一
度
つ
ま
づ
い
て
し
ま
う

と
、
英
語
へ
の
苦
手
意
識
だ
け
が
い
つ
ま
で
た
っ
て

も
払
拭
で
き
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
英
語
は
実
技

で
す
。
体
育
と
同
じ
よ
う
に
、
こ
な
せ
る
レ
ベ
ル
の

も
の
で
な
け
れ
ば
、
楽
し
さ
や
面
白
さ
を
感
じ
る
こ

す
。
ま
た
、
多
読
で
は
辞
書
は
引
き
ま
せ
ん
が
、
わ

か
ら
な
い
単
語
を
前
後
の
文
か
ら
推
測
す
る
こ
と
が

容
易
に
な
れ
ば
、
ボ
キ
ャ
ブ
ラ
リ
ー
も
自
然
と
増
え

て
い
き
ま
す
。

　

図
書
館
の
多
読
用
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
は
、
今
後
も
さ

ま
ざ
ま
な
ジ
ャ
ン
ル
の
も
の
を
取
り
揃
え
て
い
く
予

定
で
す
。
サ
イ
エ
ン
ス
や
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
ラ

イ
ブ
ラ
リ
ー
も
増
え
て
き
て
い
ま
す
。

　

た
と
え
ば
通
学
の
行
き
帰
り
の
電
車
の
中
で
毎
日

30
分
ず
つ
多
読
を
繰
り
返
せ
ば
、
そ
れ
だ
け
で
も
相

当
な
読
書
量
に
な
り
、
英
語
の
習
得
へ
と
確
実
に
つ

な
が
っ
て
い
き
ま
す
。
こ
れ
ま
で
４
階
に
あ
っ
た
語

学
教
材
コ
ー
ナ
ー
を
１
階
に
移
動
さ
せ
た
こ
と
で
よ

り
利
用
し
や
す
く
な
り
ま
し
た
し
、
電
子
書
籍
リ
ー

ダ
ー
が
加
わ
っ
た
こ
と
で
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
さ
え

あ
れ
ば
い
つ
で
も
多
読
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
多
読
は
Ｔ
Ｏ
Ｅ
Ｉ
Ｃ
や
Ｔ
Ｏ
Ｅ
Ｆ
Ｌ
の
ス
コ
ア

ア
ッ
プ
に
も
つ
な
が
り
ま
す
。
多
読
用
ラ
イ
ブ
ラ

リ
ー
を
気
軽
に
利
用
し
て
、
楽
し
み
な
が
ら
英
語
の

習
得
に
つ
な
げ
て
い
っ
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

イギリス文学を代表する
作家たちの古典的名作を収録
大いなる遺産／高慢と偏見／フランケンシュタイン／
ジェーン・エア／ロミオとジュリエット／ハムレット／
ガリヴァー旅行記／ガヴェイン卿と緑の騎士　etc.

SF・ミステリー・アメリカ文学など、
さまざまなジャンルの作品を収録
宇宙戦争／ジキル博士とハイド氏／モルグ街の殺人／
緋色の研究／西部戦線異常なし／白鯨／グレート・ギャツビー／
ドリアン・グレイの肖像　etc.

新約聖書の物語、中国・インドの古典文学、
ギリシャ神話、フランス文学など、世界の文学を収録
イスカリオテのユダ／マハーバーラタ／
西遊記／水滸伝／ゴータマ・シッダールタ／イーリアス／
レ・ミゼラブル　etc.

  

  

  

松
まつもと

本 真
し ん じ

治
文学部英米学科教授
文学部長

1966 年 3 月、 大阪府茨木市生まれ。佛教大学文学部英文学科卒業（浄土門主賞受賞）、佛教大学大学院修士課程修了、龍谷大学大学院博士後期課程満期退学。
龍谷大学文学部特定講師、佛教大学文学部専任講師、同助教授・准教授を経て、2011 年に同教授。2012 年 9 月から 2013 年 8 月まで英国レスタ ー大学人文学部
英文学科客員研究員。本学の教授法開発室長、学生支援機構長を歴任し、 2018 年 4 月より文学部長。 学外では、 日本 T. S. エリオット協会委員 (2000 年～ )、 日本
英文学会編集委員（2009 ～ 2010 年）、 大学コンソ ーシアム京都 ・ F D 企画研究委員会委員長（2017 年～）。 専門は英文学、 英語教育、文学教育。 主な著書として、

『モダンにしてアンチモダンー T. S. エリオットの肖像』（共著、 研究社、 2010 年）、『スコットランドを知るための 65 章』（共著、 明石書店、 2015 年）、『大学生のため
の英語の新マナビー第 4 巻 作文 ・ 会話ナビ』（共著、 海鳴社、 2014 年）、『フランシス ・ キング短編傑作集』（共訳、 新水社、 2013 年）、『多読で学ぶ英語ー楽しいリー
ディングへの招待』（共訳、松柏社、 2006 年）等。



67

　

多
く
の
人
は
、
図
書
館
と
い
う
と
、
ひ

た
す
ら
黙
っ
て
本
を
読
む
と
こ
ろ
、
と
い
う

イ
メ
ー
ジ
を
も
っ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う

か
？　

無
論
、
図
書
館
は
静
謐
を
以
て
旨
と

す
る
故
、
か
く
あ
る
べ
き
は
当
然
で
あ
る
。

し
か
し
、
図
書
館
の
使
い
方
は
、
そ
れ
ば
か

り
で
は
な
い
。

し
の
人
の
心
を
、
で
あ
る
。
む
か
し
の
人
が

何
を
経
験
し
、
何
を
感
じ
、
何
を
考
え
、
何

を
想
像
し
た
の
か
。
そ
れ
を
あ
り
の
ま
ま
に

感
じ
取
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
古
い

本
を
ウ
ン
ウ
ン
言
い
な
が
ら
読
ん
で
い
る
の

だ
。

　

と
い
う
の
は
、
そ
れ
以
外
に
方
法
が
な
い

か
ら
だ
。
明
治
の
半
ば
こ
ろ
ま
で
の
人
々
が

何
を
考
え
、
ど
の
よ
う
に
感
じ
て
い
た
の
か

を
知
る
た
め
に
は
、
巫
女
に
霊
を
呼
び
出
し

て
も
ら
っ
て
聞
く
の
で
な
け
れ
ば
、
字
を
読

む
か
絵
を
見
る
か
し
か
方
法
が
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
伝
統
芸
能
な
ど
の
よ

う
に
、
現
在
の
も
の
か
ら
当
時
を
推
定
で
き

る
も
の
も
あ
る
が
、
そ
れ
は
幸
運
な
例
外
に

属
す
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
明
治
の
半
ば
を
過
ぎ
た
こ
ろ

か
ら
、
状
況
は
変
わ
っ
て
く
る
。
明
治
三
三

（
一
九
〇
〇
）
年
、
パ
リ
で
開
催
さ
れ
た
万
国

博
覧
会
に
川
上
音
二
郎
一
座
が
出
演
し
、
オ
ッ

ペ
ケ
ペ
ー
節
を
披
露
し
て
い
る
が
、
そ
の
と

き
の
音
源
が
録
音
さ
れ
て
残
っ
て
い
る
。
こ

れ
が
現
在
確
認
で
き
る
も
っ
と
も
古
い
日
本

人
の
歌
声
ら
し
い
。
こ
の
時
、
音
二
郎
の
妻

貞
奴
の
踊
り
が
大
評
判
と
な
り
、
ピ
カ
ソ
や

ド
ビ
ュ
ッ
シ
ー
の
絶
賛
を
浴
び
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
蓄
音
機
の
普
及
は
目
覚
ま
し

く
、
大
正
三
（
一
九
一
四
）
年
に
松
井
須
磨

子
が
カ
チ
ュ
ー
シ
ャ
の
唄
を
録
音
し
た
と
き

に
は
、
二
万
枚
の
売
り
上
げ
が
あ
っ
た
と
も

　

多
く
の
人
は
、
ブ
ン
ガ
ク
ケ
ン
キ
ュ
ー
と

い
う
と
、
ひ
た
す
ら
ム
ツ
カ
シ
イ
本
や
ら
読

み
づ
ら
い
文
字
と
に
ら
め
っ
こ
を
し
て
、
ウ

ン
ウ
ン
唸
る
難
行
苦
行
、
と
い
う
イ
メ
ー
ジ

を
持
っ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
？　

無

論
、
文
学
研
究
は
、
文
献
学
（
要
す
る
に
、

本
を
読
ん
で
な
ん
じ
ゃ
か
ん
じ
ゃ
と
考
え
る

い
う
。
と
い
う
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
、
そ

れ
く
ら
い
の
蓄
音
機
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と

だ
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
音
源
も
残
っ
て
い
て
、

そ
の
下
手
く
そ
さ
に
は
辟
易
す
る
が
、
演
劇

革
新
を
目
指
し
た
島
村
抱
月
た
ち
の
気
持
ち

や
当
時
の
雰
囲
気
は
伝
わ
っ
て
く
る
。

　

島
村
抱
月
と
松
井
須
磨
子
ら
の
芸
術
座

は
、
抱
月
の
ス
ペ
イ
ン
風
邪
に
よ
る
突
然
の

死
と
、
須
磨
子
の
後
追
い
自
殺
に
よ
っ
て
、

い
っ
た
ん
は
解
散
し
て
し
ま
う
。

　

抱
月
の
演
劇
改
革
運
動
は
、
大
き
く
い
え

ば
、
一
種
の
社
会
改
良
運
動
で
あ
り
、
西
洋

の
新
思
想
を
盛
り
込
ん
だ
演
劇
を
、
日
本
で

上
演
す
る
こ
と
に
よ
り
、
日
本
社
会
を
改
革

す
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
当
時
、
西
洋
で
話

題
で
あ
っ
た
「
新
し
き
女
」
た
ち
を
演
劇
に

よ
っ
て
紹
介
し
、
そ
の
思
想
を
広
め
よ
う
と

し
た
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
と
は
別
の
角
度
か
ら
、演
劇
の
改
良
？

に
貢
献
す
る
動
き
も
あ
っ
た
。
そ
れ
は
浅
草

オ
ペ
ラ
で
あ
る
。

　

帝
国
劇
場
歌
劇
部
は
イ
タ
リ
ア
人
音
楽

家
の
ロ
ー
シ
ー
を
招
い
て
、
日
本
人
に
よ
る

オ
ペ
ラ
の
実
演
を
試
み
た
が
、
興
業
的
に
成

立
せ
ず
、
挫
折
し
て
し
ま
っ
た
。
ロ
ー
シ
ー

は
こ
れ
に
屈
せ
ず
、
私
財
を
は
た
い
て
日
本

人
音
楽
家
を
育
て
よ
う
と
し
た
。
そ
の
代
表

格
が
田
谷
力
三
で
あ
る
。（
知
ら
な
い
人
は
、

ユ
ー
・
チ
ュ
ー
ブ
で
聴
い
て
み
て
く
だ
さ
い
）

　

田
谷
力
三
ら
に
よ
る
浅
草
オ
ペ
ラ
は
、
一

学
問
で
す
ね
）
の
一
種
で
あ
る
故
、
か
か
る

イ
メ
ー
ジ
を
持
つ
の
も
当
然
で
あ
る
。
し
か

し
、
そ
れ
は
文
学
研
究
の
方
法
の
一
つ
で
あ
っ

て
、
文
学
研
究
の
目
的
で
は
な
い
。

　

文
学
研
究
の
目
的
は
、
あ
り
て
い
に
い
え

ば
、
人
の
心
を
そ
の
ま
ま
に
感
じ
取
る
こ
と

で
あ
る
。
そ
れ
も
た
い
て
い
の
場
合
、
む
か

世
を
風
靡
し
、
全
盛
の
と
き
に
は
、
お
客
が

入
り
す
ぎ
て
、
二
階
の
席
か
ら
落
っ
こ
ち
た

こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う
。
浅
草
オ
ペ
ラ
は
、

文
学
者
た
ち
に
も
人
気
で
、
宮
沢
賢
治
は
、

次
の
よ
う
に
詩
の
中
に
う
た
い
こ
ん
で
い
る
。

夜
ぞ
ら
に
ふ
る
ふ
ビ
オ
ロ
ン
と
銅
鑼
、

サ
ミ
セ
ン
に
も
つ
れ
る
笛
や
、

繰
り
か
へ
す
螺
の
ス
ケ
ル
ツ
ォ

あ
は
れ
マ
ド
ロ
ス
田
谷
力
三
は
、
ひ
と
り
セ

ビ
ラ
の
床
屋
を
唱
ひ
、

高
田
正
夫
は
そ
の
一
党
と
、

紙
の
服
着
て
タ
ン
ゴ
を
踊
る

（
函
館
港
春
夜
光
景
、
一
九
二
四
・
五
・一
九
）

　

高
田
正
夫
は
、
正
し
く
は
高
田
雅
夫
。
高

田
は
、
浅
草
オ
ペ
ラ
で
活
躍
し
た
舞
踏
家
で

あ
る
。
こ
の
詩
は
、
賢
治
が
花
巻
農
学
校
の

学
生
と
修
学
旅
行
で
函
館
を
訪
れ
た
時
に

作
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　

五
月
半
ば
の
函
館
と
い
え
ば
、待
ち
に
待
っ

た
春
が
訪
れ
、
さ
ま
ざ
ま
な
花
々
が
い
っ
せ

い
に
咲
き
だ
す
季
節
で
あ
る
。
公
園
に
は
、

花
見
の
客
が
訪
れ
、
あ
ち
こ
ち
で
酒
盛
り
が

は
じ
ま
っ
て
い
る
。
そ
ん
な
春
の
夜
の
何
と

な
く
心
の
浮
き
立
つ
よ
う
な
風
景
を
浅
草
オ

ペ
ラ
の
舞
台
に
重
ね
合
わ
せ
て
い
る
の
だ
。

　

賢
治
は
、
い
わ
ゆ
る
ペ
ラ
ゴ
ロ
で
、
浅
草

オ
ペ
ラ
の
大
フ
ァ
ン
だ
っ
た
。
上
京
の
た
び

機
会
あ
る
ご
と
に
見
に
行
っ
て
い
た
。
そ
の

こ
ん
な
ん
聴
い
て
た
ん
や
、観
て
た
ん
や
　―図
書
館
の
視
聴
覚
資
料
―
　
文
学
部
日
本
文
学
科
教
授　

坂
井 

健
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崎
は
、
無
声
映
画
の
傑
作
『
カ
リ
ガ
リ
博
士
』

を
絶
賛
し
て
い
る
。
無
声
映
画
は
、
蓄
音
機

よ
り
も
は
や
く
商
業
化
さ
れ
、
普
及
し
て
い

た
。
こ
う
し
た
無
声
映
画
も
、
復
刻
さ
れ
て

お
り
、
現
在
で
は
簡
単
に
み
る
こ
と
が
で
き

る
。
谷
崎
が
ど
の
よ
う
な
点
に
感
銘
を
受
け

て
い
た
の
か
を
、
は
っ
き
り
と
追
体
験
す
る

こ
と
が
で
き
る
の
だ
。

　

ト
ー
キ
ー
映
画
の
第
一
作
は
、
昭
和
六
年

の
『
マ
ダ
ム
と
女
房
』
で
あ
っ
た
。
サ
ト
ウ
・

ハ
チ
ロ
ー
作
詞
の
主
題
歌
が
挿
入
さ
れ
る
ほ

か
、
当
時
流
行
の
文
化
住
宅
や
昭
和
初
期
の

田
園
調
布
の
よ
う
す
も
見
て
取
れ
る
。
田
中

絹
代
ふ
ん
す
る
主
人
公
の
女
房
が
割
烹
着
を

着
た
か
い
が
い
し
い
女
房
姿
で
あ
る
の
に
対

し
、
と
な
り
の
マ
ダ
ム
の
モ
ダ
ン
・
ガ
ー
ル

ぶ
り
と
そ
れ
を
取
り
囲
ん
で
ジ
ャ
ズ
に
興
ず

る
若
者
の
モ
ダ
ン
・
ボ
ー
イ
ぶ
り
も
印
象
的

で
、
当
時
の
風
俗
が
あ
り
あ
り
と
伝
わ
っ
て

く
る
。

　

同
じ
年
に
、『
茶
目
子
の
一
日
』
が
発
表
さ

れ
た
。
こ
れ
は
大
正
八
年
に
浅
草
オ
ペ
ラ
の

メ
ン
バ
ー
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
、
オ
ペ
レ
ッ

タ
風
童
謡
を
ア
ニ
メ
化
し
た
も
の
で
、
無
声

映
画
に
レ
コ
ー
ド
を
同
調
さ
せ
た
「
レ
コ
ー

ド
・
ト
ー
キ
ー
」
で
あ
る
。
中
山
晋
平
の
秘

蔵
っ
子
の
童
話
歌
手
、
平
井
英
子
の
歌
声
で
、

朝
、
お
日
さ
ま
が
顔
を
だ
し
、
雀
が
「
唱
歌
」

の
お
稽
古
を
し
て
、
納
豆
売
り
の
お
婆
さ
ん

が
や
っ
て
く
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。
次
に
、

日
本
髪
に
和
服
の
上
か
ら
割
烹
着
を
着
た
お

母
さ
ん
が
茶
目
子
を
起
こ
し
、「
ラ
イ
オ
ン
・

歯
ブ
ラ
シ
」
で
歯
を
磨
き
、
シ
ャ
ボ
ン
で
顔

を
洗
っ
た
茶
目
子
が
、
ご
飯
を
食
べ
て
学
校

へ
行
く
と
い
う
風
に
場
面
は
進
ん
で
い
く
。

茶
目
子
は
、
お
か
っ
ぱ
頭
で
あ
り
、
白
い
セ
ー

ラ
ー
服
に
ス
カ
ー
ト
、
黒
の
ス
ト
ッ

キ
ン
グ
に
ベ
レ
ー
帽
、
ラ
ン
ド
セ
ル

と
い
う
い
で
た
ち
で
学
校
へ
向
か

う
。
学
校
で
は
、
九
九
の
勉
強
を
し

て
い
る
か
ら
、
茶
目
子
は
小
学
二
年

か
三
年
く
ら
い
だ
ろ
う
。
電
車
道
の

雑
踏
を
避
け
た
茶
目
子
は
「
足
袋
屋
」
の
横

丁
を
歩
い
て
学
校
に
行
く
の
だ
が
、
こ
れ
も

当
時
の
風
俗
を
伝
え
る
貴
重
な
資
料
で
あ
る
。

　

茶
目
子
は
、
苦
し
く
な
る
ほ
ど
朝
ご
は

ん
を
お
腹
い
っ
ぱ
い
食
べ
る
幸
せ
な
生
活
を

送
っ
て
い
る
が
、
こ
の
年
、
満
州
事
変
が
勃

発
し
、
日
本
は
長
い
戦
争
の
時
代
へ
と
突
入

し
て
行
く
。

　

こ
の
ア
ニ
メ
の
最
後
で
茶
目
子
は
活
動
を

見
に
行
く
が
、
そ
こ
に
「
故　

人
見
絹
枝
嬢

の
面
影
」
と
い
う
題
字
入
り
で
、
日
本
人
女

性
初
の
メ
ダ
リ
ス
ト
で
、
こ
の
年
急
死
し
た
人

見
絹
枝
の
映
像
が
映
し
出
さ
れ
る
。
女
性
が

人
前
で
太
も
も
を
あ
ら
わ
に
す
る
陸
上
競
技

へ
の
偏
見
と
闘
っ
て
、
過
労
の
あ
ま
り
二
十
四

歳
の
若
さ
で
世
を
去
っ
た
女
性
で
あ
る
。
そ
ん

な
世
相
も
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

昭
和
六
年
と
い
え
ば
、「
酒
は
涙
か
溜
息
か
」

と
き
の
舞
台
風
景
を
思
い
出
し
な
が
ら
、
函

館
の
夜
を
楽
し
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
よ
ほ

ど
好
き
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
チ
ェ
ロ
や
オ
ル

ガ
ン
も
弾
け
る
賢
治
は
、
浅
草
オ
ペ
ラ
風
の

オ
ペ
レ
ッ
タ
を
自
分
で
作
詞
作
曲
し
て
、
学

生
に
演
じ
さ
せ
て
も
い
た
。
賢
治
だ
け
で
は

な
い
。
川
端
康
成
も
谷
崎
潤
一
郎
も
浅
草
オ

ペ
ラ
が
大
好
き
だ
っ
た
。
で
は
、
彼
ら
は
、

実
際
に
ど
ん
な
音
楽
を
聴
い
て
楽
し
ん
で
い

た
の
か
？

　

こ
こ
に
「
浅
草
オ
ペ
ラ　

華
開
く
大
正
浪

漫
」（
山
野
楽
器
、
一
九
九
八
）
と
い
う
Ｃ
Ｄ

が
あ
る
。
明
治
末
年
か
ら
大
正
に
入
る
と
す

で
に
Ｓ
Ｐ
レ
コ
ー
ド
は
商
品
と
し
て
出
回
っ

て
い
た
。
こ
の
Ｃ
Ｄ
は
大
正
か
ら
昭
和
に
か

け
て
録
音
さ
れ
た
Ｓ
Ｐ
を
復
刻
し
た
も
の
で

あ
る
。
多
く
は
ア
コ
ー
ス
テ
ィ
ッ
ク
の
吹
き

込
み
で
、
音
質
は
も
の
す
ご
く
悪
い
。
歌
も

伴
奏
も
現
代
の
水
準
か
ら
み
る
と
、
あ
ま
り

上
手
と
は
言
え
な
い
。
し
か
し
、
そ
こ
に
は

そ
の
時
代
の
音
が
あ
り
、声
が
あ
る
。そ
れ
は
、

ム
ツ
カ
シ
イ
本
よ
り
も
雄
弁
に
当
時
の
人
々

の
感
じ
て
い
た
世
界
を
語
っ
て
く
れ
る
の
だ
。

　

谷
崎
は
、
浅
草
オ
ペ
ラ
だ
け
で
な
く
、
映

画
も
大
好
き
だ
っ
た
。
み
ず
か
ら
映
画
会
社

に
か
か
わ
っ
て
い
た
。
岡
田
茉
莉
子
の
父
の

岡
田
時
彦
を
可
愛
が
り
、
岡
田
時
彦
と
い
う

芸
名
も
、
谷
崎
の
命
名
で
あ
っ
た
し
、
谷
崎

の
妻
の
妹
も
女
優
で
、『
痴
人
の
愛
』
の
ナ
オ

ミ
の
モ
デ
ル
と
い
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
谷

は
言
わ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
、
当
時
の
社
会

の
す
さ
ま
じ
さ
を
ま
ざ
ま
ざ
と
伝
え
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
ど
う
だ
ろ
う
か
。

　

古
賀
政
男
は
軍
国
歌
謡
や
軍
歌
に
悲
痛
な

旋
律
を
付
け
続
け
た
た
め
、
後
に
当
局
か
ら

に
ら
ま
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

こ
れ
は
国
策
の
軍
国
歌
謡
で
あ
る
が
、
映

画
も
同
様
で
あ
っ
た
。
火
野
葦
平
の
小
説
を

映
画
化
し
た『
土
と
兵
隊
』（
昭
和
一
四
年
）は
、

戦
地
の
兵
隊
さ
ん
は
、
こ
ん
な
に
苦
労
を
し

て
い
る
の
だ
か
ら
、
銃
後
も
頑
張
り
な
さ
い

と
い
う
宣
伝
映
画
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
画
面
に
は
、
果
て
し
な
き
原
野

を
た
だ
ひ
た
す
ら
行
軍
し
続
け
る
兵
隊
の
姿

と
、
と
き
お
り
起
る
戦
闘
の
場
面
で
は
、
銃

撃
戦
の
様
子
が
淡
々
と
描
き
出
さ
れ
る
。
政

府
の
意
図
と
は
裏
腹
に
、
絶
望
的
な
行
軍
と

戦
争
の
凄
惨
さ
が
伝
わ
っ
て
く
る
の
だ
。

　

昭
和
一
八
年
、「
み
な
さ
ん
！　

こ
の
映
画

の
意
気
で
！　

明
朗
、
健
全
、
唄
っ
て
張
り

切
り
ま
せ
う
！
」
の
宣
伝
文
句
で
、
ミ
ュ
ー

ジ
カ
ル
映
画『
ハ
ナ
子
さ
ん
』が
封
切
ら
れ
た
。

一
億
総
動
員
の
呼
び
か
け
だ
っ
た
わ
け
だ
が
、

杉
浦
幸
雄
が
『
主
婦
の
友
』
に
連
載
し
た
漫

画
『
銃
後
の
ハ
ナ
子
さ
ん
』
を
映
画
化
し
た

も
の
で
、
大
ヒ
ッ
ト
し
た
。
漫
画
の
ハ
ナ
子

さ
ん
の
モ
デ
ル
は
、
こ
の
映
画
の
監
督
マ
キ

ノ
正
博
夫
人
の
轟
夕
起
子
で
、
こ
の
映
画
の

主
演
女
優
で
も
あ
る
。
歌
と
踊
り
の
中
に
ハ

ナ
子
さ
ん
一
家
の
明
る
い
生
活
ぶ
り
と
、
ト

ン
ト
ン
ト
ン
カ
ラ
リ
ン
の
隣
組
の
人
た
ち
と

の
暮
ら
し
が
楽
し
く
描
き
出
さ
れ
る
ホ
ー
ム
・

ド
ラ
マ
で
あ
っ
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
つ
ぶ
さ
に
見
て
い
く
と
戦
争
の

影
響
が
細
か
く
描
き
こ
ま
れ
て
い
る
。
ハ
ナ
子

さ
ん
の
お
兄
さ
ん
は
、
出
征
中
だ
し
、
弟
は
、

小
学
一
年
生
く
ら
い
な
の
に
、
軍
人
の
帽
子
を

か
ぶ
っ
て
、戦
争
に
行
く
こ
と
に
憧
れ
て
い
る
。

ハ
ナ
子
さ
ん
は
、
恋
人
の
五
郎
君
と
結
ば
れ
、

め
で
た
く
妊
娠
す
る
が
、
や
が
て
そ
の
五
郎

君
に
召
集
令
状
が
や
っ
て
く
る
。

　

映
画
の
中
に
は
、
戦
争
に
対
す
る
批
判
め

い
た
も
の
は
何
も
描
か
れ
な
い
。
た
だ
笑
顔

と
歌
声
だ
け
に
満
ち
た
映
画
で
あ
る
。
け
れ

ど
も
、
戦
争
の
残
酷
さ
を
雄
弁
に
物
語
っ
て

い
る
の
だ
。

　

以
上
、
思
い
つ
く
ま
ま
に
い
く
つ
か
の
例

を
挙
げ
て
来
た
。
芸
術
は
イ
メ
ー
ジ
に
よ
っ

て
真
理
を
伝
え
る
こ
と
で
あ
る
、
と
い
う
の

は
、二
葉
亭
四
迷
の
主
張
で
あ
る
。音
響
資
料
、

映
像
資
料
は
、
と
き
と
し
て
文
字
資
料
よ
り

も
雄
弁
に
真
理
を
伝
え
て
く
れ
る
。

が
大
ヒ
ッ
ト
し
た
年
で
も
あ
る
。
高
橋
掬
太

郎
作
詞
、
古
賀
政
男
作
曲
、
藤
山
一
郎
歌
に

よ
る
こ
の
曲
は
、
酒
、
涙
、
悲
恋
を
歌
っ
て
、

そ
の
後
の
「
演
歌
」
の
方
向
性
を
決
定
づ
け

た
と
言
っ
て
よ
い
。
そ
も
そ
も
演
歌
と
い
う

の
は
、
自
由
民
権
運
動
の
頃
、
演
説
を
す
る

代
わ
り
に
唄
を
歌
っ
た
こ
と
に
始
ま
る
も
の

で
、
政
治
的
主
張
、
社
会
批
判
を
主
眼
と
す

る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
こ
れ
以
降
、
政

治
性
、
社
会
性
を
失
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
は
次
第
に
強
化
さ
れ
て
い
く
言
論
統
制

の
世
の
中
に
、
演
歌
が
適
応
し
て
い
っ
た
結

果
か
も
し
れ
な
か
っ
た
。

　

戦
争
の
激
化
と
と
も
に
、
軍
国
歌
謡
が
作

ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
昭
和
一
二
年
の
「
軍

国
の
母
」
は
そ
の
代
表
で
あ
る
。
島
田
磐
也

作
詞
、
古
賀
政
男
作
曲
、
美
ち
奴
歌
に
よ
る

こ
の
曲
は
、
表
面
的
に
は
、
戦
争
賛
美
の
歌

詞
を
持
っ
て
い
る
が
、
切
々
と
し
た
美
ち
奴

の
歌
と
悲
痛
な
古
賀
政
男
の
メ
ロ
デ
ィ
ー
に

よ
っ
て
、
歌
詞
の
内
容
と
は
裏
腹
に
、
当
時

の
人
々
の
戦
争
に
対
す
る
感
じ
方
を
表
し
て

い
る
よ
う
に
思
え
る
。「
心
置
き
な
く
祖
国
の

た
め
／
名
誉
の
戦
死
頼
む
ぞ
と
／
涙
も
見
せ

ず
励
ま
し
て
／
我
が
子
を
送
る
朝
の
駅
（
略
）

生
き
て
還
る
と
思
う
な
よ
／
白
木
の
柩
が
届

い
た
ら
／
出
か
し
た
我
が
子
あ
っ
ぱ
れ
と
／

お
前
の
母
は
褒
め
て
や
る
」
こ
の
歌
は
、
陸

軍
省
の
肝
い
り
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

こ
の
よ
う
な
心
に
も
な
い
こ
と
を
表
面
的
に

こんなん聴いてたんや、観てたんや―図書館の視聴覚資料―

坂
さ か い

井　健
たけし

文学部日本文学科教授

著書に『没理想論争とその影響』佛教
大学研究叢書 27（思文閣出版、2016
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活躍してきた元プロたちと演奏活動を
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受ける。
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佛
教
大
学
附
属
図
書
館
の
浄
土
教
関
係
資
料
―
先
人
の
負
託
に
応
え
る

土
学
、
仏
教
学
、
仏
教
文
化
の
院
生
が
互
い
に
交
流
で
き
た
。

（
そ
の
後
、
長
ら
く
こ
れ
ら
の
研
究
室
が
別
々
で
あ
っ
た
の
が
、

基
本
的
に
旧
に
復
し
た
の
は
と
て
も
喜
ば
し
い
。）

　

非
常
勤
で
あ
り
な
が
ら
私
は
厚
か
ま
し
く
も
そ
こ
に
出
入

り
し
、
資
料
室
の
資
料
を
当
た
り
前
の
よ
う
に
使
わ
せ
て
も

ら
っ
た
。
特
に
、
北
京
版
チ
ベ
ッ
ト
大
蔵
経
を
、
た
く
さ
ん
コ

ピ
ー
さ
せ
て
頂
い
た
と
記
憶
す
る
。
仏
教
学
や
イ
ン
ド
学
関

係
の
資
料
は
資
料
室
で
だ
い
た
い
揃
う
の
で
、
旧
図
書
館
の

本
体
に
は
、
つ
い
に
行
か
な
い
ま
ま
で
終
っ
た
。

　

有
難
か
っ
た
の
は
、
右
の
よ
う
な
事
情
で
、
専
任
の
先
生

方
や
、
若
手
の
非
常
勤
講
師
、
院
生
、
学
生
の
皆
さ
ん
と
仲

良
く
さ
せ
て
頂
い
た
こ
と
で
あ
る
。
自
分
自
身
が
浄
土
宗
僧

侶
で
あ
る
上
に
、家
族
や
親
族
に
佛
教
大
学
の
関
係
者
が
あ
っ

た
親
近
感
も
大
き
か
っ
た
。
二
〇
一
〇
（
平
成
二
十
二
）
年
、

特
別
任
用
教
授
と
し
て
本
学
仏
教
学
科
に
奉
職
し
た
と
き
、

存
じ
上
げ
な
い
方
が
殆
ど
お
ら
れ
な
か
っ
た
の
は
そ
の
時
以

来
の
ご
厚
誼
の
賜
物
で
あ
る
。

　

一
九
八
九
（
平
成
元
）
年
に
神
戸
女
子
大
（
須
磨
区
）
の

専
任
教
員
と
な
り
、
次
第
に
佛
教
大
学
と
の
縁
が
遠
の
い
た

が
、
二
○
○
四
（
平
成
十
六
）
年
春
、
再
び
そ
の
関
係
が
復

活
し
た
。

（
二
）
佛
教
大
学
大
学
院
授
業
担
当
―
―

　
　『
往
生
要
集
』と
良
忠
述『
往
生
要
集
義
記
』

　

そ
の
年
の
三
月
二
十
九
日
、
大
学
時
代
の
主
任
教
授
で
あ
っ

た
本
学
仏
教
学
科
教
授
梶
山
雄
一
先
生
が
満
七
十
九
歳
で
亡

く
な
っ
た
。
四
月
か
ら
の
大
学
院
の
授
業
計
画
が
確
定
し
て

い
た
と
こ
ろ
へ
突
然
穴
が
空
く
こ
と
に
な
っ
た
の
で
、
す
ぐ
に

代
講
を
立
て
る
必
要
が
で
き
た
。
後
で
知
っ
た
こ
と
で
あ
る

が
、
当
初
、
学
科
で
は
、
す
で
に
縁
の
あ
る
東
京
の
先
生
に
一

年
間
一
コ
マ
を
お
願
い
し
よ
う
と
の
考
え
も
あ
っ
た
そ
う
で
あ

る
。
し
か
し
ご
負
担
を
考
え
、
そ
の
先
生
に
は
半
年
だ
け
お

願
い
し
、
あ
と
の
半
分
を
近
場
の
人
に
、
と
な
っ
た
と
い
う
。

そ
こ
で
か
た
じ
け
な
く
も
選
ん
で
頂
い
た
の
が
、
ち
ょ
う
ど
そ

の
年
の
三
月
末
日
を
も
っ
て
神
戸
女
子
大
を
退
職
し
て
い
た

私
で
あ
っ
た
。

　

私
の
選
ん
だ
教
材
は
、
浄
土
宗
の
第
三
祖
に
位
置
づ
け
ら

れ
る
良
忠（
一
一
九
九
〜
一
二
八
七
）の『
往
生
要
集
義
記
』（『
浄

土
宗
全
書
』
第
十
五
巻
所
収
、全
八
巻
）
と
い
う
文
献
で
あ
る
。

こ
れ
は
、恵
心
僧
都
源
信
の
著
し
た
『
往
生
要
集
』
に
対
す
る
、

現
存
最
古
の
本
格
的
な
注
釈
書
で
あ
る
。
そ
の
こ
ろ
ま
で
に

私
の
関
心
は
、
初
期
仏
教
、
部
派
仏
教
か
ら
、
浄
土
教
へ
と

広
が
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

（
一
）
旧
佛
教
大
学
図
書
館

　

個
人
的
な
こ
と
が
ら
や
、
研
究
対
象
と
し
て
い
る
特
定
の

書
籍
に
つ
い
て
記
す
こ
と
を
お
許
し
頂
き
た
い
。

　

本
学
と
初
め
て
直
接
の
関
係
が
出
来
た
の
は
今
か
ら
四
○

年
近
く
前
、
一
九
八
○
（
昭
和
五
五
）
年
度
、
故
藤
堂
恭
俊

先
生
（
後
、
増
上
寺
御
法
主
と
な
ら
れ
る
）
が
仏
教
学
科
の

主
任
で
あ
ら
れ
た
時
で
あ
る
。
出
身
大
学
の
助
手
を
二
年
務

め
た
あ
と
、
肩
書
も
何
も
な
く
、
論
文
と
も
言
え
な
い
も
の

を
い
く
つ
か
発
表
し
た
だ
け
の
私
に
佛
教
大
学
の
教
壇
に
立

つ
よ
う
導
い
て
下
さ
っ
た
。
パ
ー
リ
語
（
ス
リ
ラ
ン
カ
、
タ
イ

な
ど
の
南
方
仏
教
の
聖
典
語
）
や
、
原
始
仏
典
、
仏
教
基
礎

学
と
し
て
の
『
倶
舎
論
』、
さ
ら
に
は
、
今
で
は
考
え
ら
れ
な

い
が
、
一
般
教
養
の
語
学
も
少
し
担
当
さ
せ
て
頂
い
た
。
仏

教
学
科
に
は
一
学
年
百
人
ほ
ど
学
生
が
い
て
、
た
い
へ
ん
賑
や

か
だ
っ
た
。
パ
ー
リ
語
の
授
業
で
は
若
気
の
至
り
で
、
大
家

の
書
か
れ
た
文
法
書
の
記
述
に
異
論
を
唱
え
、
学
生
に
「
び
っ

く
り
し
ま
し
た
」
と
言
わ
れ
た
り
も
し
た
。

　

当
時
の
佛
教
大
学
図
書
館
は
、
今
の
図
書
館
と
比
較
に
な

ら
な
い
、
こ
ぢ
ん
ま
り
し
た
建
物
で
あ
っ
た
。
四
階
と
五
階
に

仏
教
学
科
の
先
生
方
の
研
究
室
や
資
料
室
が
あ
っ
た
。
学
科

の
助
手
が
院
生
等
の
世
話
を
し
て
お
ら
れ
た
。
当
時
は
、
浄

者
で
も
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、『
往
生
要
集
』
に
は
自
ず
と
そ
の

方
面
の
学
識
が
見
え
隠
れ
す
る
。
こ
の
書
は
浄
土
教
を
学
ぶ

者
だ
け
で
な
く
、
広
く
仏
教
を
学
ぶ
者
に
と
っ
て
も
、
有
用

な
教
材
で
あ
る
。

　

―
―
他
方
、『
往
生
要
集
義
記
』
は
、
基
本
的
に
は
『
往
生

要
集
』
を
、
浄
土
宗
の
立
場
か
ら
読
み
解
こ
う
と
す
る
も
の

で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
一
方
で
は
、
注
釈
者
良
忠
は
、
豊
富
な
資

料
を
駆
使
す
る
大
学
者
で
あ
る
と
同
時
に
、
ど
の
よ
う
な
立

場
に
も
偏
し
な
い
、
つ
ま
り
「
通
仏
教
的
」
な
視
点
を
も
決

し
て
失
わ
な
い
人
で
あ
る
。
事
実
、『
往
生
要
集
』
研
究
の
第

一
人
者
で
あ
る
石
田
瑞
麿(

一
九
一
七~

一
九
九
九
、
西
本
願

寺
系
の
人)

の
訓
読
（
日
本
思
想
大
系
本
、
岩
波
書
店
）
に

お
い
て
も
し
ば
し
ば
良
忠
の
説
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。

　

―
―
よ
っ
て
、こ
の
書
は
、『
往
生
要
集
』
と
同
様
、浄
土
学
、

　

私
な
り
に
考
え
た
の
は
次
の
よ
う
な
こ
と
だ
。

　

―
―
『
往
生
要
集
』
は
、日
本
浄
土
教
思
想
の
土
台
を
作
っ

た
、
極
め
て
重
要
な
文
献
で
あ
る
と
同
時
に
、
文
学
、
芸
術
、

文
化
方
面
に
も
多
大
の
影
響
を
与
え
た
典
籍
で
あ
る
。
ま
た

こ
の
書
は
、
も
と
も
と
天
台
僧
で
あ
っ
た
わ
が
法
然
上
人
が
、

浄
土
の
教
え
に
入
る
き
っ
か
け
を
作
り
、
上
人
自
身
が
い
く

つ
も
の
注
釈
書
（
と
い
っ
て
も
簡
略
に
そ
の
大
意
を
解
釈
し

た
も
の
で
あ
る
が
）
を
残
し
て
お
ら
れ
る
。
さ
ら
に
浄
土
真

宗
の
伝
統
に
お
い
て
も
、「
七
祖
聖
教
」
の
中
に
組
み
込
ま
れ

て
お
り
、
恵
心
僧
都
『
往
生
要
集
』⇒

法
然
『
選
択
本
願
念

仏
集
』⇒

親
鸞
『
教
行
信
証
』
の
順
序
で
自
宗
の
系
譜
が
理

解
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
著
者
の
源
信
が
、
天
台
宗
の
理
論

的
支
柱
で
あ
っ
た
だ
け
で
な
く
、
仏
教
基
礎
学
の
知
識
を
提

供
す
る
倶
舎
論
・
法
相
唯
識
・
因
明
（
仏
教
論
理
学
）
の
学

仏
教
学
、
仏
教
文
化
の
垣
根
を
越
え
て
、
す
べ
て
の
大
学
院

生
に
読
ん
で
も
ら
う
に
相
応
し
い
文
献
だ
。
こ
れ
ま
で
、「
序

文
」と「
地
獄
」に
対
す
る
注
釈
に
つ
い
て
は
、あ
ら
か
た
訓
読
、

現
代
語
訳
注
を
終
え
て
い
る
の
で
、「
地
獄
」に
続
く「
餓
鬼
道
」

に
つ
い
て
読
む
の
が
よ
か
ろ
う
。
―
―

　

こ
う
し
て
密
か
に
気
合
い
を
入
れ
て
臨
ん
だ
授
業
に
正
式

に
登
録
し
た
の
は
、
残
念
な
が
ら
浄
土
学
の
学
生
ひ
と
り
だ

け
（
大
川
内
優
君
、
現
、
畔
柳
優
世
氏
）
で
あ
っ
た
。
私
の

思
い
は
空
振
り
に
終
わ
っ
た
か
に
思
わ
れ
た
。

仏
教
学
部
仏
教
学
科
教
授　

本
庄 

良
文
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（
三
）
受
講
生
に
よ
る
重
要
資
料
の
相
次
ぐ「
発
見
」

　

と
こ
ろ
が
、
そ
の
た
っ
た
ひ
と
り
の
登
録
者
と
そ
の
周
辺

に
は
、
熱
心
な
学
生
が
揃
っ
て
お
り
、
非
公
式
に
授
業
や
資

料
蒐
集
・
読
解
に
関
わ
っ
て
き
た
。
南
宏
信
（
現
仏
教
学
科

専
任
講
師
）、
大
田
明
光
な
ど
の
諸
氏
で
あ
る
。
大
川
内
氏
に

は
ま
た
、
稲
田
廣
演
と
い
う
、
書
誌
学
に
強
い
龍
谷
大
学
出

身
の
知
人
が
い
た
。
か
れ
ら
は
、
本
学
の
図
書
館
は
い
う
に

及
ば
ず
、
東
京
の
尊
経
閣
文
庫
（
加
賀
藩
主
前
田
家
の
文
庫
）

に
ま
で
足
を
伸
ば
し
、異
本
で
あ
る
『
往
生
要
集
鈔
』
を
含
め
、

次
々
と
関
連
す
る
資
料
を
蒐
集
し
て
い
っ
た
。
以
下
は
印
象

に
残
っ
た
こ
と
。

　

そ
の
一
、
大
川
内
君
が
、
本
学
図
書
館
の
、
当
時
ま
だ
カ
ー

ド
で
し
か
検
索
で
き
な
か
っ
た
資
料
の
中
か
ら
、
貴
重
な
中

世
写
本
と
見
ら
れ
る
『
往
生
要
集
鈔
』（
写
真
1
お
よ
び
前
頁

上
段
写
真
参
照
）
を
「
発
見
」
し
た
。

　

そ
の
二
、
あ
る
日
、
大
川
内
君
は
、「
近
着
の
古
書
店
の
目

録
に
、
元
治
版
『
往
生
要
集
義
記
』
が
載
っ
て
い
ま
す
よ
」

と
言
っ
て
く
れ
た
。
元
治
版
は
、
江
戸
末
期
増
上
寺
の
学
僧

た
ち
が
心
血
を
注
い
で
校
訂
、
注
記
し
た
、
見
事
な
版
本
で

あ
り
、『
浄
土
宗
全
書
』
の
底
本
で
も
あ
る
。
本
学
図
書
館
の

蔵
書
検
索
で
ヒ
ッ
ト
し
な
か
っ
た
の
で
、
件
の
古
書
店
に
、「
大

学
に
購
入
し
て
も
ら
う
。
だ
め
な
ら
私
が
引
き
取
る
。」
と
約

束
し
て
手
元
に
送
っ
て
も
ら
っ
た
。
そ
の
後
、
選
書
委
員
の

先
生
か
ら
、
購
入
可
能
と
の
連
絡
を
頂
き
、
無
事
元
治
版
は
、

本
学
図
書
館
に
納
入
さ
れ
た
（
黄
色
表
紙
、
写
真
2
参
照
）。

　

そ
の
三
、
授
業
中
、
大
川
内
君
は
、『
浄
土
宗
全
書
』
本
と

『
往
生
要
集
鈔
』
を
見
比
べ
、
た
び
た
び
「
内
容
が
違
う
」
と

発
言
し
た
。
私
は
、
残
酷
に
も
全
く
取
り
合
わ
な
い
で
い
た

が
、そ
れ
に
は
訳
が
あ
っ
た
。
大
正
大
学
の
大
谷
旭
雄
先
生
が
、

ご
論
文
（「『
往
生
要
集
義
記
』
に
つ
い
て
」）
で
、『
往
生
要

集
義
記
』
と
、『
往
生
要
集
鈔
』
と
の
「
両
者
に
は
文
字
の
脱

落
等
の
相
違
は
あ
る
も
の
の
説
示
自
体
を
分
つ
相
違
は
指
摘

さ
れ
な
い
」
と
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
先
生
の
学
問
の

本
ほんじょう

庄 良
よしふみ

文
仏教学部仏教学科教授
法然仏教学研究センター長

京都大学大学院文学研究科博
士後期課程中途退学。文学修
士。京都大学助手、神戸女子
大学教授、佛教大学特別任用
教授を経て平成 26 年度より教
授。研究分野は、浄土学、仏教学。
著書・論文に『傍訳選択本願
念仏集』（上下二冊、四季社、
2001 年、共著）、『倶舎論註ウ
パーイカーの研究 訳註篇』（上
下二冊、大蔵出版、2014 年）、

「『選択集』第六章における特留
念仏釈と諸行往生の可否―平
雅行説の検討―」（『福原隆善
先生古稀記念論集 佛法僧論集』
山喜房仏書林、2013）など。

佛教大学附属図書館の浄土教関係資料―先人の負託に応える

ス
タ
イ
ル
は
誠
に
堅
実
な
も
の
で
あ
っ
た
の
で
、
私
は
そ
の
結

論
を
、
疑
う
余
地
の
な
い
も
の
と
見
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
や
が
て
そ
の
頑
迷
な
私
が
眼
を
見
開
か
さ
れ

る
時
が
や
っ
て
く
る
。
両
者
の
本
文
は
、
た
し
か
に
基
本
的

に
八
割
方
合
致
す
る
が
、
細
部
に
つ
い
て
は
多
く
の
相
違
の

あ
る
こ
と
が
次
第
に
明
ら
か
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
具

体
的
に
は
以
下
の
通
り
。

　

一
、『
往
生
要
集
鈔
』
に
は
、
尊
経
閣
文
庫
本
（
十
四
世
紀

写
本
）、
寛
永
三
年
版
、
五
年
版
（
い
ず
れ
も
古
活
字
版
）
な

ど
が
あ
り
、『
往
生
要
集
義
記
』
に
は
、
古
活
字
版
（
出
版
年

不
明
、
本
学
図
書
館
所
蔵
）、
寛
永
十
八
年
版
、
元
治
版
等

が
あ
る
が
、『
鈔
』
の
グ
ル
ー
プ
同
士
と
『
義
記
』
の
グ
ル
ー

プ
同
士
は
そ
れ
ぞ
れ
似
通
っ
て
い
る
。

　

二
、『
義
記
』
は
、『
鈔
』
を
、
寛
永
五
年
と
寛
永
十
八
年

の
間
の
い
ず
れ
か
の
時
点
で
、
編
集
し
直
し
た
も
の
と
推
測

さ
れ
る
。

　

三
、『
義
記
』
の
独
自
部
分
の
内
容
か
ら
し
て
、
再
編
集
に

関
与
し
た
人
物
に
は
、
相
当
深
い
学
識
が
あ
っ
た
と
想
像
さ

れ
る
。

　

そ
の
後
、
こ
れ
ら
の
文
献
の
解
明
に
つ
い
て
は
、
南
宏
信

氏
が
精
力
的
に
取
り
組
む
よ
う
に
な
っ
て
現
在
に
至
っ
て
い

る
。
上
の
よ
う
な
事
実
が
、
す
で
に
大
田
次
男
氏
に
よ
っ
て

言
及
さ
れ
て
い
た
こ
と
（『
金
澤
文
庫
研
究
』
通
巻
二
三
三
号
）

を
含
め
、
詳
し
く
は
氏
の
「
良
忠
撰
『
往
生
要
集
』
注
釈
書

の
成
立
過
程
」（『
法
然
上
人
八
〇
〇
年
大
遠
忌
記
念　

法
然

佛
教
と
そ
の
可
能
性
』
佛
教
大
学
総
合
研
究
所
編
法
蔵
館
、

二
○
一
二
年
所
収
）、
本
庄
良
文
「『
往
生
要
集
義
記
』
第
一
―

―
訓
み
下
し
と
現
代
語
譯
（
九
）
―
―
阿
鼻
地
獄
（
そ
の
一
）」

（『
淨
土
宗
學
研
究
』
第
三
十
三
號
、
二
○
○
六
年
所
収
）
に

譲
る
。

（
四
）
先
人
の
負
託
に
応
え
る

　　

受
講
生
た
ち
が
本
学
図
書
館
を
起
点
に
し
て
続
々
と
新
資

料
を
発
掘
し
て
い
く
の
を
見
て
、
ま
た
、
そ
の
い
ち
い
ち
を

実
際
に
手
に
取
る
う
ち
、
私
は
こ
れ
ら
の
書
物
を
本
学
図
書

館
や
、
文
庫
に
伝
え
た
先
人
の
思
い
に
触
れ
た
気
が
し
た
。

勝
手
な
受
け
止
め
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
は
、「
こ
の
貴
重

な
財
産
を
、
あ
な
た
方
に
託
し
ま
す
の
で
、
そ
れ
ら
が
貴
重

で
あ
る
ゆ
え
ん
を
、
皆
さ
ん
の
手
で
再
発
見
し
て
く
だ
さ
い
」

と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

特
に
浄
土
教
、
浄
土
宗
関
係
に
つ
い
て
い
う
と
、
本
学
図

書
館
に
は
、
も
と
寺
院
所
蔵
で
あ
っ
た
図
書
（
特
に
浄
土
学

関
係
）
が
多
く
蔵
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
。

 

・
佛
教
大
学
図
書
館
編
『
佛
教
大
学
図
書
館
蔵
佛
教
関
係
和

　

古
書
目
録
稿
』
一
九
七
九
〜
一
九
八
八

 

・
佛
教
大
学
図
書
館
編
『
佛
教
大
學
圖
書
館
藏
成
願
寺
文
庫

　

書
籍
目
録
稿
』
一
九
七
九
年

 

・
佛
教
大
学
図
書
館
編
『
佛
教
大
學
圖
書
館
蔵
萬
福
寺
文
庫

　

書
籍
目
録
稿
』
一
九
八
〇
年

 

・
佛
教
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
編
『
佛
教
大
学
図
書
館
所
蔵

　

和
漢
書
中
浄
土
宗
学
関
係
書
籍
目
録
稿
』
一
九
八
〇
年

 

・
佛
教
大
学
図
書
館
編
『
佛
教
大
學
圖
書
館
藏
酉
谷
寺
文
庫

　

書
籍
目
録
稿
』
一
九
八
〇
年

 

・
佛
教
大
学
図
書
館
編
『
佛
教
大
学
図
書
館
蔵
天
性
寺
文
庫

　

書
籍
目
録
稿
』
一
九
八
六
年

　

ま
た
、
必
ず
し
も
本
学
図
書
館
所
蔵
書
籍
に
つ
い
て
の
も

の
で
は
な
い
が
、
以
下
の
よ
う
な
目
録
が
、
本
学
の
研
究
所

や
教
員
に
よ
っ
て
編
ま
れ
て
い
る
。

 

・
佛
教
大
學
淨
土
宗
文
獻
セ
ン
タ
ー
編
『
法
然
院
光
明
藏
書

　

籍
目
錄
稿
』
一
九
八
五
年　

 

・
坪
井
俊
映
編
『
浄
土
宗
典
籍
目
録 

近
世
篇
増
補
版
』　　

　

二
〇
一
〇
年　

 

・
佛
教
大
学
総
合
研
究
所
『
浄
土
教
典
籍
目
録
』
二
〇
一
一

　

年

　

個
々
の
資
料
の
貴
重
さ
に
気
付
き
、
寺
の
書
庫
や
文
庫
に

収
め
、
自
ら
学
習
を
重
ね
つ
つ
そ
れ
ら
を
大
切
に
伝
え
た
人
、

本
学
図
書
館
等
に
寄
贈
し
た
人
、
苦
心
し
て
目
録
を
編
纂
し
、

デ
ー
タ
を
整
え
て
下
さ
っ
た
人
。
こ
れ
ら
の
人
々
の
負
託
に

応
え
る
の
は
、
わ
れ
わ
れ
の
責
務
で
あ
る
し
、
幸
運
に
ほ
か

な
ら
な
い
。

（
五
）
佛
教
大
学
法
然
仏
教
学
研
究
セ
ン
タ
ー

　

い
ま
私
は
、
本
学
の
附
置
機
関
で
あ
る
、
法
然
仏
教
学
研

究
セ
ン
タ
ー
長
を
拝
命
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
専
任
教
員

や
若
手
研
究
員
と
と
も
に
、
法
然
上
人
の
遺
文
や
関
連
す
る

文
献
の
解
読
、
校
訂
、
現
代
語
訳
注
な
ど
の
基
礎
的
作
業
を

行
っ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
班
を
設
け
て
、
道

綽
『
安
楽
集
』、法
然
『
和
語
灯
録
』、『
逆
修
説
法
』、明
恵
『
摧

邪
輪
』、
良
忠
『
往
生
要
集
義
記
』『
往
生
要
集
鈔
』、
桑
門
秀

我
『
選
択
本
願
念
佛
集
講
義
』、
伝
書
（
浄
土
宗
教
義
を
伝

（写真 1）

（写真 2）

桑門秀我『選択本願念佛集講義』

承
す
る
書
物
）
類
、
な
ど
の
解
明
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
徐
々

に
成
果
を
蓄
積
し
、
来
年
度
か
ら
研
究
成
果
を
単
行
本
の
形

で
シ
リ
ー
ズ
化
し
て
い
く
計
画
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
も
本
学

図
書
館
の
お
世
話
に
な
り
つ
つ
、
先
人
た
ち
の
「
負
託
」
に

応
え
て
い
き
た
い
。
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著
名
だ
が
不
可
解
な
講
演
録

　

マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
（
一
八
六
四
〜
一
九
二
〇
）
の

『
職
業
と
し
て
の
学
問
』（
一
九
一
九
年
刊
）
は
、
何
十
年
に

も
わ
た
っ
て
、
大
学
生
必
読
の
書
と
し
て
、
つ
ね
に
上
位
に

ラ
ン
キ
ン
グ
さ
れ
て
い
る
著
作
だ
が
、
私
が
学
生
時
代
に

邦
訳
を
読
ん
だ
と
き
、
さ
っ
ぱ
り
わ
か
ら
な
か
っ
た
。
ひ
と

と
お
り
ド
イ
ツ
語
を
習
得
し
て
か
ら
は
、
原
書
と
突
き
あ

わ
せ
て
何
度
も
読
ん
だ
が
、
そ
れ
で
も
わ
か
ら
な
か
っ
た
。

こ
の
著
作
を
読
解
す
る
た
め
の
解
説
文
が
数
多
く
存
在
し
、

そ
れ
ら
を
参
照
し
て
み
た
が
、
役
に
立
た
な
か
っ
た
。

　

と
に
か
く
不
思
議
な
の
は
、
論
旨
が
通
っ
て
い
な
い
こ
と

で
あ
っ
た
。こ
の
著
作
は
講
演
録
に
加
筆
さ
れ
た
も
の
だ
が
、

さ
っ
き
し
ゃ
べ
っ
た
こ
と
と
、
い
ま
し
ゃ
べ
っ
て
い
る
こ
と

と
が
、
ど
う
み
て
も
正
反
対
な
の
で
あ
る
。
読
ん
で
い
て
、

た
び
た
び
、「
言
っ
て
い
る
こ
と
が
さ
っ
き
と
逆
な
ん
だ
け

ど
、
い
っ
た
い
ど
っ
ち
な
の
」
と
ヴ
ェ
ー
バ
ー
に
詰
問
し
た

く
な
る
の
で
あ
る
。

　

そ
の
後
、
ド
イ
ツ
語
文
法
を
掘
り
さ
げ
、
ド
イ
ツ
語
読

解
の
経
験
を
積
む
な
か
で
、
そ
う
し
た
《
撞
着
記
述
》
の

か
な
り
の
部
分
が
、「
訳
者
」（
と
自
称
し
て
い
る
人
々
）
の

曲
解
で
あ
る
こ
と
―
―
つ
ま
り
文
意
が
正
反
対
に
誤
訳
さ

れ
て
い
る
こ
と
―
―
に
気
づ
い
た
。
同
時
に
、
従
来
の
自
称

訳
者
た
ち
が
、
文
法
の
初
歩
を
学
ん
で
い
な
か
っ
た
こ
と
が

判
明
し
た
。
ま
た
、
そ
の
初
歩
的
な
誤
訳
に
気
づ
か
な
い

研
究
者
た
ち
が
多
い
こ
と
に
も
驚
か
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
そ

う
し
た
誤
訳
を
訂
正
し
て
も
な
お
読
解
で
き
な
い
箇
所
が

い
く
つ
も
残
っ
て
お
り
、
こ
の
著
作
の
全
体
像
は
、
依
然
と

し
て
暗
渠
の
な
か
に
沈
ん
だ
ま
ま
で
あ
っ
た
。

ヴ
ェ
ー
バ
ー
周
辺
の
足
跡
調
査

　

私
は
、
大
学
院
在
学
中
に
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
著
作
に
か
ん

す
る
本
格
的
な
研
究
に
取
り
か
か
り
、
と
り
わ
け
、
ヴ
ェ
ー

バ
ー
と
、
彼
の
時
代
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
日
本
社
会
研
究

と
の
結
び
つ
き
を
考
察
対
象
と
し
た
。
そ
の
と
き
、カ
ー
ル
・

ラ
ー
ト
ゲ
ン
（
一
八
五
六
〜
一
九
二
一
）
と
い
う
社
会
経
済

学
者
の
存
在
が
浮
上
し
た
。
ラ
ー
ト
ゲ
ン
は
、
一
八
八
二

年
か
ら
一
八
九
〇
年
ま
で
滞
日
経
験
が
あ
り
、
一
九
〇
〇
年

か
ら
一
九
〇
七
年
ま
で
は
、
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
大
学
に
お
け

る
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
同
僚
で
あ
っ
た
。
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
、
ラ
ー

ト
ゲ
ン
か
ら
、
日
本
社
会
に
か
ん
す
る
重
要
な
情
報
を
得

て
い
る
。
そ
の
後
ラ
ー
ト
ゲ
ン
は
ハ
ン
ブ
ル
ク
に
移
る
が
、

ヴ
ェ
ー
バ
ー
と
の
交
流
は
生
涯
続
い
た
。

　

ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
足
跡
に
つ
い
て
も
ラ
ー
ト
ゲ
ン
の
足
跡
に

つ
い
て
も
、
解
明
さ
れ
て
い
な
い
部
分
が
多
い
。
私
は
、
ま

ず
日
本
国
内
の
文
献
を
調
べ
、
二
〇
〇
一
年
か
ら
は
、
こ
の

二
人
の
足
跡
を
追
う
調
査
を
ド
イ
ツ
に
お
い
て
開
始
し
た
。

こ
の
調
査
は
い
ま
も
続
け
て
お
り
、
こ
の
夏
に
は
、
通
算

二
十
七
回
目
の
ド
イ
ツ
渡
航
調
査
を
予
定
し
て
い
る
。

　

私
が
必
要
と
す
る
の
は
、
十
九
世
紀
後
半
か
ら
二
十
世

紀
初
頭
に
か
け
て
の
ド
イ
ツ
語
文
献
な
の
で
、
日
本
国
内

の
図
書
館
で
は
間
に
合
わ
な
い
ケ
ー
ス
が
多
い
の
だ
が
、
佛

大
図
書
館
に
、
関
連
す
る
重
要
な
稀
覯
本
が
い
く
つ
か
所

蔵
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、ゲ
オ
ル
ク
・
イ
ェ
リ
ネ
ク
編『
ハ

イ
デ
ル
ベ
ル
ク
大
学
学
則
例
規
集
』（
一
九
〇
八
年
刊
）
は
、

こ
の
大
学
の
学
内
問
題
を
考
証
す
る
う
え
で
欠
く
こ
と
の

で
き
な
い
第
一
級
の
資
料
だ
が
、
日
本
国
内
六
館
に
し
か
所

蔵
さ
れ
て
い
な
い
。こ
れ
が
本
学
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
の
で
、

お
お
い
に
助
か
っ
た
（
写
真
①
）。

　

ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
編
集
に
加
わ
っ
て
い
た
学
術
雑
誌
『
ロ
ゴ

ス
』
の
合
冊
版
も
所
蔵
さ
れ
て
お
り
、
当
時
の
研
究
動
向

を
よ
く
伝
え
て
い
る
（
写
真
②
）。

　

Ｊ
・
Ｊ
・
ラ
イ
ン
ら
の
ド
イ
ツ
人
研
究
者
た
ち
に
よ
る
日

本
研
究
文
献
も
た
い
へ
ん
重
宝
な
も
の
で
あ
る
（
写
真
③

④
）。
本
学
図
書
館
は
、私
に
と
っ
て
、長
年
に
わ
た
る
《
知

の
旅
》
の
拠
点
で
あ
り
つ
づ
け
て
い
る
。

『
職
業
と
し
て
の
学
問
』の《
原
風
景
》を
求
め
て

『
職
業
と
し
て
の
学
問
』の《
原
風
景
》を
求
め
て

社
会
学
部
公
共
政
策
学
科
教
授　

野
﨑 

敏
郎

大
学
問
題
と
ヴ
ェ
ー
バ
ー

　

こ
の
調
査
を
す
す
め
る
な
か
で
、
近
代
ド
イ
ツ
の
深
刻

な
大
学
問
題
と
、
そ
の
大
学
問
題
に
た
い
す
る
ヴ
ェ
ー
バ
ー

の
ス
タ
ン
ス
と
所
見
を
つ
ぶ
さ
に
知
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ

し
て
、
こ
の
知
見
を
援
用
し
て
考
証
し
た
結
果
、
か
つ
て
学

生
時
代
に
ま
っ
た
く
読
解
で
き
な
か
っ
た
『
職
業
と
し
て
の

学
問
』
が
、
じ
つ
は
、
ド
イ
ツ
の
大
学
問
題
に
ど
の
よ
う
に

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

取
り
く
む
べ
き
か

4

4

4

4

4

4

4

を
学
生
に
考
え
さ
せ
る
た
め
の
講
演
だ
っ

た
こ
と
が
判
明
し
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
ま
で
意
味
が
わ
か

ら
な
か
っ
た
箇
所
の
真
意
を
す
べ
て
解
明
す
る
こ
と
が
で
き

た
。

　

従
来
、
こ
の
講
演
は
、〈
脇
目
も
振
ら
ず
に
自
分
の
職
業

や
職
分
の
た
め
に
尽
力
せ
よ
〉
と
主
張
さ
れ
て
い
る
か
の
よ

4

4

4

う
に
誤
読
さ
れ
て
き
た

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。
と
こ
ろ
が
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
主
張

は
ま
っ
た
く
逆
で
あ
っ
た

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。
彼
は
、〈
自
分
の
職
業
や
職
分

の
た
め
に
尽
力
し
て
い
る
だ
け
で
は
、
近
代
社
会
と
近
代

大
学
と
に
特
有
の
諸
矛
盾
を
打
破
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

の
で
あ
っ
て
、
人
間
と
し
て
の
務
め
を
果
た
す
闘
争

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

こ
そ
重

要
だ
〉と
力
説
し
て
い
る
。〈
職
業
の
た
め
に
尽
く
せ
ば
い
い
〉

と
い
う
の
は
他
人
の

4

4

4

主
張
で
あ
り
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
、
こ
の

主
張
を
鋭
く
批
判
し
て
い
る

4

4

4

4

4

4

4

4

。
と
こ
ろ
が
、
従
来
の
「
訳
」

に
あ
っ
て
は
、
こ
の
も
っ
と
も
重
要
な
論
旨
が
正
反
対
に
ね

じ
ま
げ
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
で
は
、
い
く
ら
読
解
を
試
み
て

も
わ
か
ら
な
か
っ
た
の
は
当
然
で
あ
る
。

　

私
の
調
査
研
究
の
成
果
は
、『
大
学
人
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
軌

跡
―
―
闘
う
社
会
科
学
者
―
―
』（
晃
洋
書
房
、
二
〇
一
一

年
刊
）
お
よ
び
『
ヴ
ェ
ー
バ
ー
『
職
業
と
し
て
の
学
問
』
の

研
究
（
完
全
版
）』（
晃
洋
書
房
、
二
〇
一
六
年
刊
）
の
二
つ

の
著
作
に
ま
と
め
、
さ
ら
に
追
加
調
査
に
よ
っ
て
判
明
し
た

事
実
を
、
現
在
『
佛
教
大
学
社
会
学
部
論
集
』
に
連
載
中

の
拙
稿
に
盛
り
こ
ん
で
い
る
。

テ
キ
ス
ト
改
竄
の
問
題

　

こ
の
二
つ
の
著
作
を
ま
と
め
る
途
上
で
、
驚
く
べ
き
問
題

状
況
に
直
面
し
た
。

　

第
一
に
、
テ
キ
ス
ト
の
不
当
な
改
竄
で
あ
る
。『
職
業
と

し
て
の
学
問
』
の
初
版
本
は
、
一
九
一
九
年
六
月
下
旬
〜
七

月
初
頃
に
刊
行
さ
れ
て
い
る
（
写
真
⑤
）。
こ
れ
は
ヴ
ェ
ー

写真①
ゲオルク・イェリネク編『ハイデルベルク大学学則
例規集』（1908 年刊）。重要な資料集だが、確認
できたかぎりで、ドイツ 5 館、日本 6 館にしか所
蔵されていない。本学図書館所蔵。

写真⑤
ヴェーバー『職業としての学問』初版本

（1919 年刊）。 表 紙 には、1919/20 年
冬学期に、フライブルク大学学生リリ・
ノイマンが購入したと記されている。
野﨑所蔵。

写真④
『ドイツ東亜博物学・民族学協会論集』。

ドイツ人による東アジア研究の成果が
盛られた重要雑誌である。本学図書館
には、15 巻刊行されたなかの第 1 ～ 6
巻（1873 ～ 97 年刊）が所蔵されている。

写真②
雑誌『ロゴス』合冊版（1910 ～ 23 年刊）。本学図書館
には、全 22 巻のうち、第 1 ～ 11 巻が所蔵されている。

写真③
ヨ ハ ネ ス・ユ ストゥス・ラ イン『 旅 行 調
査と研 究とにもとづく日本 論 』（ 上下巻、
1881/86 年刊）。精度の高い学術的日本研究
の嚆矢として定評がある。本学図書館所蔵。
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バ
ー
自
身
が
校
閲
・
校
正
し
た
唯
一
の
版
で
あ
る
（
彼
は
こ

の
翌
年
に
亡
く
な
る
）。
こ
の
講
演
録
は
、
そ
の
後
、
妻
（
未

亡
人
）
の
マ
リ
ア
ン
ネ
に
よ
っ
て
、『
科
学
論
集
』
と
い
う

論
文
集
（
初
版
一
九
二
二
年
刊
）
に
収
録
さ
れ
た
が
、
そ
こ

に
お
い
て
、
こ
の
テ
キ
ス
ト
が
い
く
ら
か
改
変
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、『
科
学
論
集
』
第
二
版
（
一
九
五
一
年
刊
）
が
ヨ
ハ

ネ
ス
・
ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
に
よ
っ
て
編
集
さ
れ
た
さ
い
に
も
改

変
が
な
さ
れ
た
。
そ
し
て
大
き
な
問
題
は
第
三
版（
一
九
六
八

年
刊
）
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
お
よ
そ
常
識
で
は
考
え
ら
れ

な
い
異
様
な
改
竄
が
敢
行
さ
れ
て
い
る
。

　

ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
が
第
三
版
を
編
集
し
た
と
き
の
作
業

文
書
は
、
現
在
ミ
ュ
ン
ヒ
ェ
ン
の
『
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー

全
集
』編
集
部
に
保
管
さ
れ
て
い
る
。
私
が
こ
こ
に
出
向
き
、

こ
の
文
書
を
直
接
手
に
と
っ
て
調
べ
、
ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
に

よ
る
書
き
込
み
状
況
を
点
検
し
た
と
こ
ろ
、
そ
こ
に
は
、
恣

意
的
な
書
き
替
え
が
な
さ
れ
た
痕
跡
が
生
々
し
く
残
さ
れ

て
い
た
。

　

た
と
え
ば
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が„aber“

（
し
か
し
）
と
書
い

て
い
た
の
を
、
ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
は„also“

（
つ
ま
り
／
し
た

が
っ
て
）
に
書
き
か
え
た
。
ま
た„oder“

（
あ
る
い
は
）
を

„und“

（
お
よ
び
）
に
改
変
し
た
（
拙
著
『
完
全
版
』
個
別

注
解
⑧
11
、
㉜
10
）。
い
ず
れ
も
、
こ
の
書
き
替
え
に
よ
っ
て

意
味
が
通
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
お
り
、
こ
の
ほ
か
に
も

首
を
傾
げ
ざ
る
を
え
な
い
書
き
替
え
が
い
く
つ
も
あ
る
。
な

か
に
二
箇
所
、
正
当
な
改
変
（
初
版
に
お
け
る
誤
記
の
訂
正
）

が
あ
る
が
（
拙
著
個
別
注
解
㉗
６
、
㊳
10
）、
そ
れ
以
外
の

書
き
替
え
は
有
害
無
益
で
あ
る
。
こ
う
し
た
蛮
行
に
は
、
た

だ
も
う
唖
然
と
さ
せ
ら
れ
た
。

　

じ
つ
は
、
マ
リ
ア
ン
ネ
が
編
纂
し
た
『
科
学
論
集
』
初

版
に
お
い
て
、
す
で
に
各
収
録
稿
の
書
き
替
え
が
お
こ
な
わ

れ
て
お
り
、
と
り
わ
け
、
論
文
『
社
会
学
系
科
学
と
経
済

学
系
科
学
の
「
価
値
自
由
」
の
意
味
』（
一
九
一
七
年
）
の

な
か
で
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
「
主
観
的
」
と
書
い
て
い
る
の
を
、

彼
女
は
「
客
観
的
」
と
書
き
か
え
て
し
ま
っ
て
お
り
、
そ
の

た
め
こ
の
箇
所
は
意
味
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
ヴ
ィ
ン
ケ
ル

マ
ン
は
、
マ
リ
ア
ン
ネ
に
よ
る
こ
の
不
当
な
書
き
替
え
を
訂

正
せ
ず
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
そ
こ
に
彼
自
身
に
よ
る
恣
意
的

な
改
竄
を
加
え
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　

日
本
に
お
い
て
、
長
年
に
わ
た
っ
て
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
と
さ

れ
て
き
た
の
は
、
こ
の
常
軌
を
逸
し
た
改
竄
を
経
た
『
科

学
論
集
』
第
三
版
、
お
よ
び
こ
の
改
竄
を
踏
襲
し
て
い
る

第
四
〜
七
版
で
あ
る
（
写
真
⑥
）。
日
本
の
読
者
の
大
半
は
、

ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
に
よ
っ
て
改
竄
さ
れ
た
テ
キ
ス
ト
を
―
―

そ
れ
と
は
知
ら
ず
に
―
―
読
ん
で
き
た
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
私
は
、
普
及
版
ヴ
ェ
ー
バ
ー
論
文
集
（
第
一
〜
六

版
）
も
調
べ
、
こ
こ
で
も
ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
が
書
き
替
え
と

迷
走
を
繰
り
か
え
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
（
写
真
⑦
）。

　
『
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
全
集
（M

ax W
eber 

Gesam
tausgabe

）第
Ⅰ
部
門
第
十
七
巻
』（
一
九
九
二
年
刊
）

に
お
い
て
、
ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
に
よ
る
書
き
替
え
の
大
半
は

排
除
さ
れ
て
い
る
が
、
仔
細
に
点
検
し
た
と
こ
ろ
、
最
新

の
テ
キ
ス
ト
研
究
成
果
で
あ
る
は
ず
の
こ
の
巻
も
ま
た
、
初

版
テ
キ
ス
ト
を
正
確
に
再
現
し
て
い
な
い
こ
と
が
判
明
し
た

（
写
真
⑧
）。

　

　

結
局
、
信
頼
で
き
る
の
は
初
版
本
だ
け
な
の
だ
が
、
こ

れ
は
日
本
国
内
二
館
に
し
か
所
蔵
さ
れ
て
い
な
い
。
私
は
、

こ
の
初
版
本
を
ネ
ッ
ト
シ
ョ
ッ
プ
で
発
見
し
、
イ
ス
ラ
エ
ル

の
古
書
籍
商
か
ら
購
入
し
、
以
後
座
右
に
置
い
て
い
る
。

『
全
集
』
の
誤
編
纂

　

第
二
の
問
題
は
、『
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
全
集
』
の

誤
っ
た
編
纂
で
あ
る
。『
全
集
』
版
の
解
説
で
は
、『
職
業

と
し
て
の
学
問
』
が
、
一
九
一
七
年
十
一
月
七
日
に
一
回
語

ら
れ
た
だ
け
で
、
二
回
目
の
講
演
は
な
か
っ
た
と
決
め
つ
け

ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
私
は
、
周
辺
事
情
か
ら
、
こ
れ
に
疑

問
を
も
ち
、『
全
集
』
編
集
部
に
保
管
さ
れ
て
い
る
関
連
資

料
を
つ
ぶ
さ
に
点
検
し
、
ま
た
そ
れ
以
外
の
資
料
を
も
点

検
し
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
足
取
り
調
査
を
お
こ
な
い
、
彼
が
、

一
九
一
九
年
一
月
二
十
七
日
に
、
二
回
目
の
講
演
を
な
し
て

い
た
こ
と
を
突
き
と
め
た
。
同
時
に
、『
全
集
』
編
集
者
が
、

こ
う
し
た
足
取
り
調
査
を
怠
っ
て
い
た
こ
と
も
判
明
し
た
。

誤
読
が
多
か
っ
た
の
は
な
ぜ
か

　

第
三
の
問
題
は
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
非
常
に
簡
略
な
記
述

で
済
ま
せ
て
い
る
箇
所
に
か
ん
し
て
、
日
本
人
読
者
に
よ

る
文
意
把
握
が
正
反
対
に
な
っ
て
い
る
ケ
ー
ス
が
多
々
み
ら

れ
る
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
六
種
類
の
英
訳
が
す
べ
て

4

4

4

ま

ち
が
っ
て
い
る
箇
所
が
い
く
つ
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
英
米
人

も
誤
読
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
り
、
ま
た
相
当
数

の
ド
イ
ツ
人
も
ま
た
誤
読
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
ケ
ー
ス
も

見
受
け
ら
れ
る
。

　
『
職
業
と
し
て
の
学
問
』
の
テ
キ
ス
ト
中
に
は
、
レ
ジ
ュ

メ
か
メ
モ
書
き
の
よ
う
な
ラ
フ
な
箇
所
が
い
く
つ
も
あ
り
、

文
が
不
完
全
な
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
箇
所
も
あ
る
。
原
著

者
（
講
演
者
）
自
身
に
よ
っ
て
、
故
意
に

4

4

4

そ
う
し
た
体
裁

に
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
こ
の
著
作
が
も
と
も

と
講
演
で
あ
っ
た
と
き
の
臨
場
感
を
醸
し
だ
す
の
に
有
効

な
の
だ
が
、
反
面
、
わ
か
り
に
く
さ
や
誤
読
の
元
に
も
な
っ

て
い
る
。
そ
こ
で
、
ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
は
―
―
彼
と
し
て
は

よ
か
れ
と
思
っ
て
―
―
テ
キ
ス
ト
の
リ
ラ
イ
ト
を
敢
行
し

た
の
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
彼
自
身
が

ひ
ど
い
誤
読
に
陥
っ
て
い
る
こ
と
を
自
己
暴
露
す
る
結
果
に

な
っ
た
の
だ
が
。

著
作
の
《
原
風
景
》
を
求
め
て

　

古
典
的
著
作
の
テ
キ
ス
ト
は
、
定
評
の
あ
る
著
作
集
版

を
読
め
ば
い
い
か
と
い
う
と
、そ
う
で
は
な
い
。初
版
に
遡
っ

て
は
じ
め
て
判
明
す
る
事
実
が
い
く
つ
も
あ
る
。
さ
ま
ざ
ま

な
試
行
錯
誤
の
末
に
刊
行
さ
れ
た
独
創
的
な
著
作
の
初
版

本
に
は
、そ
の
特
殊
な
歴
史
的
経
緯

4

4

4

4

4

4

4

4

―
―
「
産
み
の
苦
し
み
」

―
―
の
た
め
、
論
述
が
錯
綜
し
て
い
る
箇
所
や
、
読
み
に

く
い
箇
所
や
、
文
法
上
の
不
備
や
、
不
十
分
な
い
し
不
完

全
な
記
述
が
残
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
後
世
の
者
が
そ
れ
を

校
訂
し
、「
わ
か
り
や
す
く
」
リ
ラ
イ
ト
し
よ
う
と
す
る
と
、

そ
の
校
訂
者
が
そ
の
著
作
の
理
論
的
地
平
や
歴
史
的
背
景

に
疎
い
場
合
、
論
旨
を
ね
じ
ま
げ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
り

が
ち
で
あ
る
。
校
訂
者
が
原
著
者
の
妻
で
あ
ろ
う
と
、
長

い
蓄
積
を
有
す
る
研
究
者
で
あ
ろ
う
と
、
こ
こ
に
記
し
た
よ

う
に
、
大
き
な
失
敗
・
錯
誤
が
生
じ
て
い
る
。

　

マ
リ
ア
ン
ネ
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
や
ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
の
失
敗

を
他
山
の
石
と
し
て
、
原
典
に
立
ち
か
え
り
、
そ
の
講
演

が
語
ら
れ
た
現
場
に
立
ち
、
そ
の
著
作
が
刊
行
さ
れ
た
時

点
に
立
っ
て
、そ
の
著
作
の《
原
風
景
》を
復
元
す
る
こ
と
は
、

学
問
を
生
業
と
す
る
者
の
責
務
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
労
の

多
い
割
に
報
わ
れ
る
こ
と
の
す
く
な
い
性
質
の
も
の
な
の
だ

が
、
私
は
、
研
究
者
と
し
て
も
人
間
と
し
て
も
、
こ
う
し
た

仕
事
に
や
り
が
い
を
感
じ
て
い
る
。
そ
の
《
原
風
景
》
に
お

い
て
は
、
人
間
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
近
代
社
会
に
た
い
し
て
企
て

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

た
熾
烈
な
闘
争

4

4

4

4

4

4

が
く
っ
き
り
と
浮
か
び
あ
が
っ
て
お
り
、
そ

こ
に
こ
そ
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
真
価
と
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
と
が

存
す
る
か
ら
で
あ
る
。

写真⑥
ヴェーバー『科学論集』各版。右から第 1 ～ 6 版。
本学図書館には第 3・4・6 版が所蔵されている。第 1・2・
5 版は野﨑所蔵。なお、その後刊行された第 7 版は、
第 6 版の写真複製版である。

写真⑦
普及版ヴェーバー論文集の各版。右から第 1
～ 6 版。本学図書館には第 4・5 版が所蔵され
ている。第 1・2・3・6 版は野﨑所蔵。

写真⑧
『マックス・ヴェーバー全集第Ⅰ部門第 17 巻』（1992

年刊）。『職業としての学問』と『職業としての政治』
が収録されている。本学図書館所蔵。

野
の ざ き

﨑 敏
としろう

郎
社会学部公共政策学科教授
総合研究所長

神戸大学大学院文化学研究科（博士課程）単
位取得退学。福岡教育大学講師・助教授を経
て本学着任。『大学人ヴェーバーの軌跡』（晃洋
書房、2011 年刊）、『ヴェーバー『職業としての
学問』の研究（完全版）』（晃洋書房、2016 年刊）、

「ヴェーバーと『専門人』との《距離》」（宇都
宮京子他編『マックス・ヴェーバー研究の現在』
所収、創文社、2016 年刊）、「カール・ラートゲ
ンの少年期と青年期（上下）」（『佛教大学社会
学部論集』第 51・54 号、2010/12 年）、「《闘争
する人格》と大学問題」（『佛教大学社会学部論
集』第 63 号～、2016 年～、連載中）など。

『職業としての学問』の《原風景》を求めて
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丹
波
国
桑
田
郡
灰
屋
村
文
書
の
概
要

　

本
稿
で
紹
介
す
る
の
は
、
佛
教
大
学
附
属
図
書
館
所
蔵

の
「
丹
波
国
桑
田
郡
灰
屋
村
文
書
」
で
あ
る
。
本
史
料
は
、

二
〇
〇
五
年
に
古
書
店
よ
り
購
入
し
た
も
の
で
、
も
と
は
灰

屋
村
の
和
田
家
に
伝
わ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
購
入
後
は
、

本
学
の
渡
邊
忠
司
教
授
（
当
時
）
の
も
と
で
整
理
が
進
め
ら

れ
た
。

　

丹
波
国
桑
田
郡
灰
屋
村
は
、
大
堰
川
上
流
域
に
位
置
す
る

禁
裏
領
山
国
荘
の
荘
域
に
含
ま
れ
る
村
で
あ
る
。
現
在
の
京

都
市
右
京
区
京
北
灰
屋
町
に
あ
た
る
。
江
戸
時
代
は
幕
府
領
、

幕
末
に
は
丹
波
篠
山
藩
領
で
あ
っ
た
。
桑
田
郡
上
黒
田
村
の

南
、
同
郡
芹
生
村
の
北
に
位
置
し
、
黒
田
三
ヶ
村
（
上
黒
田
・

下
黒
田
・
黒
田
宮
）
の
枝
村
と
み
な
さ
れ
て
い
た
。

　

村
高
は
延
宝
六
（
一
六
七
八
）
年
の
検
地
以
降
三
九
・
六

七
六
石
で
、
耕
地
が
少
な
く
林
業
を
生
業
と
し
、
山
役
は

三・
四
二
四
石
で
あ
っ
た
（『
京
都
府
の
地
名
』
平
凡
社
、

一
九
八
一
年
）。
ま
た
明
治
五
（
一
八
七
二
）
年
段
階
で
の
村

の
戸
数
は
一
七
戸
で
あ
っ
た
（
京
都
府
立
総
合
資
料
館
編
『
京

都
府
市
町
村
合
併
史
』
京
都
府
、
一
九
六
八
年
）。

　

文
書
の
宛
名
等
か
ら
推
測
す
る
と
、
本
史
料
の
旧
蔵
者
で

あ
る
和
田
家
は
江
戸
時
代
に
は
主
に
「
源
兵
衛
」
ま
た
は
「
儀

兵
衛
」
を
名
乗
り
、
灰
屋
村
の
庄
屋
を
つ
と
め
て
い
た
時
期

も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
明
治
の
初
め
に
は
、
和
田
源
助
が

灰
屋
村
戸
長
を
つ
と
め
て
い
た
。

　

本
史
料
は
全
二
三
八
点
で
、
そ
の
多
く
は
一
紙
物
で
あ
る
。

史
料
の
作
成
年
代
は
天
文
一
六
（
一
五
四
七
）
年
が
最
も
古
く
、

天
正
五
（
一
五
七
七
）
年
、
慶
長
一
八
（
一
六
一
三
）
年
、
寛

永
二
（
一
六
二
五
）
年
と
い
っ
た
近
世
初
期
の
史
料
も
数
点
含

ま
れ
る
。
ま
た
最
も
新
し
い
も
の
は
明
治
三
八
年
の
領
収
書

で
あ
る
。

　

内
容
を
見
る
と
、
年
貢
免
定
や
皆
済
目
録
が
ま
と
ま
っ
て

残
っ
て
い
る
ほ
か
、
山
林
の
売
券
も
多
い
。
ま
た
灰
屋
村
と

隣
村
と
の
境
目
定
証
文
や
、
数
は
少
な
い
が
、
材
木
流
通
に

関
す
る
史
料
も
数
点
残
っ
て
い
る
。
一
方
で
、
延
宝
年
間
以
降

に
黒
田
三
ヶ
村
と
灰
屋
村
と
の
間
で
起
こ
っ
た
山
論
に
関
す

る
史
料
は
、
後
に
挙
げ
る
史
料
集
に
は
数
多
く
掲
載
さ
れ
て

い
る
が
、
こ
の
「
灰
屋
村
文
書
」
中
に
は
見
当
た
ら
な
い
。

　

山
国
・
黒
田
地
域
（
江
戸
時
代
の
下
・
鳥
居
・
塔
・
辻
・

中
江
・
比
賀
江
・
大
野
・
井
戸
・
小
塩
・
下
黒
田
・
黒
田
宮
・

上
黒
田
村
）
に
伝
わ
っ
た
中
世
か
ら
近
世
に
か
け
て
の
史
料

に
つ
い
て
は
、
野
田
只
夫
編
『
丹
波
國
山
國
荘
史
料
』（
史
籍

刊
行
会
、
一
九
五
八
年
）、
同
編
『
丹
波
國
黒
田
村
史
料
』（
黒

田
自
治
会
村
誌
編
纂
委
員
会
、
一
九
六
六
年
）
に
ま
と
め
ら

れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
史
料
を
も
と
に
、
同
志
社
大
学
人
文

科
学
研
究
所
編
『
林
業
村
落
の
史
的
研
究
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ

書
房
、
一
九
六
七
年
）、
藤
田
叔
民
『
近
世
木
材
流
通
史
の
研

究
』（
新
生
社
、
一
九
七
三
年
）
と
い
っ
た
研
究
成
果
が
出
さ

れ
て
い
る
。
ま
た
、
近
年
で
は
坂
田
聡
氏
を
中
心
と
し
た
調

査
グ
ル
ー
プ
に
よ
り
、
さ
ら
に
山
国
・
黒
田
地
域
の
史
料
調

査
が
進
み
、
そ
の
成
果
と
し
て
坂
田
聡
編
『
禁
裏
領
山
国
荘
』

（
高
志
書
院
、二
〇
〇
九
年
）、坂
田
聡
『
家
と
村
社
会
の
成
立
』

（
高
志
書
院
、
二
〇
一
一
年
）、
坂
田
聡
・
吉
岡
拓
『
民
衆
と
天

皇
』（
高
志
書
院
、
二
〇
一
四
年
）
な
ど
が
出
版
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、灰
屋
村
に
つ
い
て
は
『
丹
波
國
山
國
荘
史
料
』
や
『
丹

波
國
黒
田
村
史
料
』に
関
連
史
料
が
収
録
さ
れ
る
こ
と
は
あ
っ

て
も
、
同
地
に
伝
来
し
た
史
料
が
紹
介
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、

そ
れ
ゆ
え
、
先
に
挙
げ
た
研
究
成
果
で
も
大
き
く
取
り
上
げ

ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　
「
灰
屋
村
文
書
」
は
、
点
数
は
多
く
は
な
い
が
、
こ
れ
ま

で
研
究
対
象
と
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
灰
屋
村
の
貢
納
や

山
林
売
買
、
材
木
取
引
等
の
実
態
を
探
る
こ
と
が
で
き
る
、

興
味
深
い
史
料
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

丹
波
国
桑
田
郡
灰
屋
村
文
書

図
書
館
専
門
職
員　

尾
下 

仁
美

各
文
書
の
内
容

　

こ
こ
で
は
、「
灰
屋
村
文
書
」
の
中
か
ら
、
中
世
末
期
・
近

世
初
期
の
史
料
や
、
灰
屋
村
の
主
な
産
業
で
あ
る
林
業
に
関

わ
る
史
料
を
中
心
に
紹
介
す
る
。

　
［
１
］
―
［
４
］
は
、「
灰
屋
村
文
書
」
の
中
で
も
最
も
早

い
時
期
の
史
料
で
あ
る
。
内
容
は
、［
１
］
―
［
３
］
が
売
券
、

［
４
］
が
山
割
に
関
す
る
史
料
と
な
っ
て
い
る
。

 　
［
５
］
―
［
11
］
は
材
木
流
通
に
関
す
る
史
料
で
あ
る
。
山

国
・
黒
田
地
域
で
は
、
木
材
を
筏
に
組
ん
で
川
に
流
す
「
筏

流
し
」
と
い
う
方
法
に
よ
っ
て
材
木
を
移
出
し
て
い
た
。

　
［
５
］
は
、
灰
屋
村
が
山
国
・
黒
田
地
域
の
「
拾
ヶ
村
」
と

同
様
、
材
木
商
売
に
関
わ
る
こ
と
に
つ
い
て
取
り
決
め
た
証

文
の
控
で
あ
る
。「
拾
ヶ
村
」
と
は
、
下
・
鳥
居
・
塔
・
辻
・

中
江
・
比
賀
江
・
大
野
・
井
戸
・
小
塩
・
下
黒
田
・
黒
田
宮
・

上
黒
田
村
の
一
二
ヶ
村
を
指
す
が
、
下
黒
田
・
黒
田
宮
・
上
黒

田
の
三
ヶ
村
を
一
と
数
え
て
い
る
。

　

本
文
冒
頭
に
あ
る
「
丹
波
国
五
拾
弐
ヶ
村
と
城
州
嵯
峨
・

梅
津
・
桂
材
木
屋
と
先
年
向
論
之
節
」
と
あ
る
の
は
、
享
保

一
九
（
一
七
三
四
）
年
か
ら
寛
保
二
（
一
七
四
二
）
年
に
か
け

て
丹
波
国
五
二
ヶ
村
の
材
木
取
引
に
関
わ
る
人
々
（
丹
波
山

方
）
が
嵯
峨
・
梅
津
・
桂
に
出
店
を
設
置
し
よ
う
と
し
て
同

地
の
材
木
商
人
と
訴
訟
に
な
っ
た
一
件
（
前
掲
『
近
世
材
木

流
通
史
の
研
究
』
三
五
五
―
三
七
二
ペ
ー
ジ
）
を
指
す
と
考

え
ら
れ
る
。［
5
］
の
本
文
に
よ
れ
ば
、
訴
訟
時
に
は
丹
波
国

五
二
ヶ
村
の
材
木
商
人
の
中
に
灰
屋
村
は
加
わ
ら
ず
、
材
木

商
売
も
行
わ
な
か
っ
た
よ
う
だ
が
、こ
の
宝
暦
九
（
一
七
五
九
）

年
に
な
っ
て
「
拾
ヶ
村
」
と
同
様
に
材
木
商
売
を
行
う
こ
と

と
な
っ
た
と
い
う
。

　
［
5
］
と
同
じ
時
期
に
作
成
さ
れ
た
［
6
］
で
は
、「
桂
惣

兵
衛
見
せ
」
の
諸
入
用
を
灰
屋
村
も
負
担
す
る
こ
と
に
つ
い

て
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
「
桂
惣
兵
衛
見
せ
」
と
は
、
丹
波

山
方
が
桂
に
設
置
し
た
出
店
・
丹
波
屋
惣
兵
衛
店
の
こ
と
を

指
す
。

　
［
7
］、［
8
］
は
筏
株
に
関
す
る
史
料
で
あ
る
。
筏
株
（
筏

判
株
）
と
は
木
材
の
移
出
お
よ
び
産
地
で
の
立
木
売
買
を
行

う
こ
と
の
で
き
る
権
利
の
こ
と
で
、［
7
］
は
灰
屋
村
の
儀
兵

衛
が
「
十
ヶ
村
」（
史
料
［
5
］
の
「
拾
ヶ
村
」
に
同
じ
）
の

筏
証
人
仲
間
に
入
る
に
あ
た
っ
て
差
出
し
た
銀
一
枚
の
領
収

書
で
あ
る
。［
8
］
は
山
国
筏
株
仲
間
の
帳
面
に
押
印
し
た
灰

屋
村
儀
兵
衛
の
印
鑑
を
灰
屋
村
全
体
の
印
鑑
と
し
て
取
扱
う

旨
を
記
し
た
証
文
で
あ
る
。
ま
た
筏
株
仲
間
加
入
金
の
銀
一

枚
は
、
儀
兵
衛
個
人
で
出
し
た
も
の
で
は
な
く
、
灰
屋
村
中

か
ら
出
し
合
わ
せ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。

　
［
9
］
は
筏
場
と
な
る
川
原
の
売
渡
証
文
で
あ
る
。
筏
流
し

に
よ
っ
て
木
材
を
移
出
す
る
際
に
は
、
こ
の
よ
う
な
筏
組
み

場
が
必
要
と
な
っ
た
（
前
掲
『
近
世
材
木
流
通
史
の
研
究
』

二
〇
六
ペ
ー
ジ
）。

　
［
10
］
は
筏
鼻
割
銀
（
筏
移
出
数
に
対
す
る
負
担
銀
）
の
領

収
書
で
あ
る
。
筏
流
し
は
旧
暦
の
八
月
一
六
日
か
ら
翌
年
の

四
月
八
日
ま
で
の
時
期
に
行
わ
れ
た
（
前
掲
『
近
世
木
材
流

通
史
の
研
究
』
一
五
八
ペ
ー
ジ
）。
本
史
料
で
は
前
年
冬
分
お

よ
び
当
年
春
分
の
筏
鼻
割
銀
が
灰
屋
村
の
儀
兵
衛
か
ら
差
出

さ
れ
て
い
る
。

　
［
11
］
は
木
場
借
財
金
の
領
収
書
で
あ
る
。
幕
末
期
に
は
、

京
都
市
中
に
薩
州
木
場
、
備
前
木
場
、
長
州
木
場
と
い
っ
た

材
木
取
引
の
場
が
設
け
ら
れ
た
こ
と
が
分
か
っ
て
お
り
、
特

に
薩
州
木
場
は
丹
波
山
方
の
出
資
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
た
こ

と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
が
（
前
掲
『
近
世
材
木
流
通
史

の
研
究
』
三
九
六
ペ
ー
ジ
）、
こ
の
史
料
に
見
ら
れ
る
木
場
が

先
の
三
ヶ
所
の
い
ず
れ
か
を
指
す
の
か
、
ま
た
は
全
く
別
の

も
の
を
指
す
の
か
は
不
明
で
あ
る
。

　

史
料
中
の
喜
平
次
お
よ
び
源
助
は
灰
屋
村
の
筏
株
の
所
有

者
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
源
助
と
い
う
人
物
は
「
灰
屋
村

文
書
」
の
旧
蔵
者
で
あ
る
和
田
家
の
当
主
と
考
え
ら
れ
る
が
、

源
助
の
名
は
「
灰
屋
村
文
書
」
の
中
で
は
明
治
二
年
が
初
出

で
あ
り
、
本
史
料
で
用
い
ら
れ
て
い
る
貨
幣
の
単
位
や
干
支

と
併
せ
て
考
え
る
と
、
本
史
料
は
明
治
四
年
の
も
の
で
あ
る

と
推
測
さ
れ
る
。
な
お
、「
灰
屋
村
文
書
」
中
に
は
［
11
］
の

ほ
か
に
「
木
場
掛
り
金
」
の
明
治
五
年
の
受
取
書
が
二
通
残
っ

て
い
る
（
整
理
番
号
41
、
51
）。

史
料
翻
刻

［
凡
例
］

史
料
翻
刻
に
際
し
て
は
、
次
の
方
針
に
従
っ
た
。

・
旧
字
体
や
変
体
仮
名
は
通
行
字
体
に
改
め
た
。
た
だ
し
、  

　
「
江
」、「
与
」、「
而
」、「
者
」、「
茂
」
や
、「
ゟ
」
は
原
文
の

　
ま
ま
と
し
た
。

・
判
読
で
き
な
い
文
字
は
□
と
し
た
。

・
適
宜
読
点
や
並
列
点
を
補
っ
た
。

・
改
行
箇
所
は
原
文
と
は
一
致
し
な
い
。
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［
１
］ 整
理
番
号

179

　

永
代
売
渡
申
菜
畑
屋
敷
之
事

　
　

合
壱
所
者　

在
所
ハ
塩
野
畑
上
ヨ
リ
ス
ノ
コ
ハ
シ
ツ
メ
也

　
　
　

東
限
田
ノ
ア
せ
ヲ 
西
限
際
目
ヲ

四
至　

南
限
際
目
ヲ　
　

 
北
限
際
目
ヲ

右
件
之
菜
ハ
タ
ケ
屋
シ
キ
ハ
塩
野
丹
波
屋
先
祖
相
伝
知
行
也
、

雖
然
依
有
要
用
現
銭
二
百
文
ニ
限
永
代
ヲ
次
郎
五
郎
方
へ
売

渡
申
候
処
実
正
明
白
也
、
後
々
末
代
ニ
ヲ
イ
テ
違
乱
妨
不
可

有
者
也
、
仍
為
後
日
売
券
状
如
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

売
主
丹
波
屋

　

天
文
十
六
年
丁
未
十
二
月
朔
日　
　
　

太
郎
次
郎
（
略
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

証
人内

田
太
郎
二
郎
（
略
押
）

［
2
］ 整
理
番
号

180

（
端
裏
書
）

「
た
ん
の
下
文
壱
」

　
　
　
　
　
　
　
　

公
事
ハ
名
主
方
料
足
百
文

　
　

永
代
譲
与
田
地
之
事

　
　
　

合
壱
所
者　

在
所
ハ
灰
屋
タ
ン
ノ
下
ニ

　
　
　
　
　
　
　
　

有
是
下
よ
り
な
り

　
　
　

四
至
限　

東
ハ
河
ヲ　
　
　

西
ハ
キ
シ
ヲ

　
　
　
　
　
　
　

南
ハ
サ
イ
メ
ヲ　

北
ハ
サ
イ
メ
ヲ

右
件
田
地
者
灰
屋
二
郎
右
衛
門
買
徳
相
伝
之
下
地
也
、
然
者

た
ん
の
太
郎
二
郎
方
へ
限
永
代
譲
与
処
実
正
明
白
也
、
此
上

者
於
後
日
違
乱
妨
有
間
敷
候
、
仍
為
後
日
譲
与
状
如
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

譲
主
灰
屋

　

天
正
五
丁
丑
年
弐
月
廿
日　
　
　
　

二
郎
右
衛
門
（
略
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

証
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
郎
三
郎

（
略
押
）

　

た
ん
の

　
　

太
郎
二
郎
方
へ　
　

参

［
3
］ 整
理
番
号

181

（
端
裏
書
）

「
太
郎
三
郎
」

　
　

永
代
売
渡
申
田
地
事

　
　
　

合
壱
所
者　

タ
ン
ノ
十
□
二
有

　
　
　

四
々
限
ハ　

東
大
川　

南
サ
メ
カ
キ

　
　
　
　
　
　
　
　
西
キ
シ　

北
ハ
下
コ
イ
ワ

　
　
　

同
年
貢
四
斗
也

右
此
田
地
限
永
代
売
渡
申
事
実
正
明
緒
也
、
依
有
要
用
現
銭

壱
貫
二
百
六
十
七
文
ニ
永
代
売
渡
申
也
、此
上
ハ
於
子
々
孫
々

違
乱
聊
申
間
敷
、
為
後
日
売
渡
状
ト
ク
セ
イ
有
ト
モ
ヤ
リ
申

丹
波
国
桑
田
郡
灰
屋
村
文
書

間
敷
候
、
仍
以
上
如
件

　

六
月
晦
日
き
り　
　
　
　

証
人　

二
郎
五
郎

（
略
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
郎
左
衛
門
（
略
押
）

　

慶
長
十
八
年
三
月
十
一
日　
　
　

太
郎
三
郎

［
4
］ 整
理
番
号

183

（
前
欠
カ
）

ゆ
ね
上
山
と
げ
む
か
い
を
そ
へ
て　
　

七
つ

た
き
ノ
た
に
お
く　
　
　
　
　
　
　

一
つ

す
み
か
た
に
の
ノ
き
ノ
た
に
そ
へ
て　

二
つ

も
ゝ
ノ
き
た
に
た
か
山
ノ
お
く
た
ん
ノ
み
そ
ノ
上
上
と
三
所

喜
兵
へ
分
、
此
内
へ
せ
に
百
文
惣
中
へ
渡
し

ひ
ノ
た
に
お
く
口
お　

三
つ

す
ミ
か
ま
た
か
ら
拾
匁
そ
へ
渡
し

此
山
ノ
わ
り
ニ
付
而
い
ら
ん
申
こ
と
有
間
敷
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

庄
屋
孫
右
衛
門
（
略
押
）

　
　
　
　
　

孫
兵
衛
（
印
）　　

左
兵
衛

（
印
）

　
　
　
　
　

□
人
（
略
押
）　　

六
左
衛
門
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

長
介

（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

長
兵
衛

（
印
）

　

寛
永
二
年
二
月
十
九
日

　
　
　

惣
中

［
5
］ 整
理
番
号

205

　
　
　
　
　
　
　
　

此
通
り
山
国
江
出
し
申
候

一
丹
波
国
五
拾
弐
ヶ
村
と
城
州
嵯
峨
・
梅
津
・
桂
材
木
屋
と

　

先
年
向
論
之
節
、
私
共
村
方
江
も
連
中
ニ
差
入
候
様
ニ
被

　

仰
聞
候
得
共
、
其
砌
ハ
村
方
故
障
之
義
有
之
、
右
之
連
中

　
不
抱
之
候
義
残
念
ニ
存
候
、
仍
之
材
木
商
売
も
不
仕
候
処
、

　

拾
ヶ
村
一
同
之
儀
申
入
候
処
、
早
速
御
得
心
仲
間
入
仕
候

　

段
、
忝
仕
合
ニ
存
候
、
此
後
材
木
ニ
相
抱
り
候
諸
入
用
割

　

賦
等
、
拾
ヶ
村
江
准
シ
相
請
可
申
候
、
此
外
郷
法
之
通
り

　
相
守
可
申
候

一
川
筋
損
シ
候
節
、
川
作
り
人
足
割
合
ニ
指
遣
シ
可
申
候

一
材
木
屋
と
差
支
有
之
候
方
江
者
売
買
一
切
仕
間
敷
候

一
近
辺
山
々
江
入
買
木
之
義
、
郷
中
御
差
構
有
之
候
場
所
江

　
者
立
入
申
間
敷
候

一
郷
中
ゟ
御
構
有
之
商
人
江
者
山
木
売
申
間
敷
候

　

右
之
外
、
拾
ヶ
村
古
法
之
通
諸
入
用
割
賦
、
向
論
一
同
御

　

相
談
之
通
り
、
違
乱
申
間
敷
候
、
何
れ
茂
郷
中
ニ
相
准
シ

　
売
買
可
仕
候
、
為
念
仍
而
如
件

　
　

宝
暦
九
年
卯
十
二
月
日　
　

丹
州
桑
田
郡
灰
屋
村

　
　
　

山
国
黒
田
惣
代　
　
　
　
　
　
　

新
之
丞
判

　
　
　
　
　

茂
兵
衛
殿　
　
　
　
　
　
　

儀
兵
衛
判
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［
6
］ 整
理
番
号

204

（
端
裏
書
）

「
筏
証
文
」

　
　
　

一
札
之
事

一
桂
惣
兵
衛
見
せ
之
義
ニ
付
、
諸
入
用
懸
り
銀
等
其
村
方
是

　

迄
同
心
無
之
処
、
此
度
対
談
之
上
樽
代
請
取
、
依
之
自
今

　

已
後
黒
田
山
国
并
ニ
材
木
支
配
可
被
成
候
、
尤
川
筋
之
義

　

者
、
式
目
之
通
并
ニ
諸
入
用
等
ハ
国
并
ニ
相
守
可
被
申
候
、

　
為
後
証
之
一
札
仍
而
如
件

　
　

宝
暦
九
年　
　
　
　
　
　
　
　
　

黒
田
山
国
拾
ヶ
村

　
　
　

卯
ノ
十
二
月
日　
　
　
　
　
　
　

惣
代
宮
村

（
後
筆
）　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

茂
兵
衛

（
印
）

「
此
証
文
盗
取
候
而
茂
反
古
ニ
御
座
候
」
同
断
下
村　
　
　

「　
□
主
義
兵
衛
」　　
　
　
　

 　
　
　
　
佐
左
衛
門
（
印
）

　
　
　

灰
屋
村

　
　
　
　

惣
代
儀
兵
衛
殿

　
　
　
　
　
　

新
之
丞
殿

（
裏
書
）

「
此
証
文
万
一
盗
取
れ
候
而
も
支
配
致
候
処
証
古
也
」

［
7
］ 整
理
番
号

206

　
　
　
　

覚

一
銀
壱
枚
也

右
者
此
度
十
ヶ
村
筏
商
人
印
鑑
人
数
割
合
之
内
被
指
出
、
慥

ニ
請
取
十
ヶ
村
へ
相
達
し
可
申
候
、
此
後
筏
印
形
差
配
之
儀

郷
中
一
統
ニ
取
計
ひ
可
申
候
、
為
念
如
件

　
（
後
筆
）「
此
証
文
盗
取
候
て
も
反
古
御
座
候
」

　

宝
暦
十
三
未
年
正
月　
　
　
　
　
　

小
畠
政
次
郎
（
印
）

　
　
　

灰
屋
村

　
　
　
　
　

儀
兵
衛
殿

［
8
］ 整
理
番
号

208

　
　
　

筏
枕
名
前
之
事

一
当
村
桴
冠
之
儀
者
、
儀
兵
衛
名
前
亀
山
印
鑑
差
上
申
、
則

　

銀
壱
枚
村
中
ゟ
出
合
せ
山
国
中
間
帳
面
ニ
印
形
印
シ
罷
有

　
候
、然
ル
上
者
儀
兵
衛
名
前
判
形
之
儀
、惣
印
ニ
而
御
座
候
、

　

則
印
形
此
方
ニ
預
り
御
座
候
、
御
入
用
之
節
ハ
何
時
ニ
而

　

茂
相
遣
シ
可
申
候
、
為
後
証
之
印
形
名
前
預
り
手
形
依
而

　
如
件

　
　

安
永
四
年
未
正
月
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

灰
屋
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

儀
兵
衛
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

此
通
証
文
村
へ
出
し
申
候

　
　
　
　
　
　
　
　

御
村
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

参

但
し
筏
枕
御
座
候
間
者
高
割
枕
懸
り
前
年
出
之
申
候
、
以
上

丹
波
国
桑
田
郡
灰
屋
村
文
書

（
抹
消
）

［
9
］ 整
理
番
号

199

　
　

永
々
売
渡
申
川
原
之
事

一
壱
所
者　

字
松
尾
谷
口
山
道
之
上
ミ
ニ
有
之

　

四
方
境
目　

上
ミ
ハ
九
兵
衛
山
境
目
也　

下
ハ
川
限
也

　
　
　
　
　
　

下
モ
ハ
山
道
限
り　

上
ミ
者
畝
限
り
也

右
件
之
川
原
、
此
度
無
拠
御
上
納
ニ
差
詰
り
、
代
銀
金
子
弐

歩
ニ
相
極
メ
、
則
代
銀
当
座
ニ
請
取
永
々
筏
場
ニ
売
渡
申
候

処
実
正
明
白
也
、
但
シ
材
木
売
買
之
節
ニ
者
我
等
所
持
之
田

地
ニ
而
茂
御
勝
手
ニ
御
支
配
可
被
成
候
、
若
万
一
違
乱
妨
申

者
出
来
候
ハ
ヽ
、
左
之
印
形
人
罷
出
、
急
度
埒
明
、
買
主
へ

少
茂
御
難
相
掛
申
間
敷
候
、
為
後
日
川
原
売
証
文
仍
而
如
件

　

但
し
御
年
貢
壱
合
譲
り
渡
、
併
此
川
原
ニ
永
々
植
木
御
無

　

用
也

　

享
和
元
酉
年

　
　
　

十
二
月
日　
　
　
　
　

灰
屋
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

売
主
利
八

（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

請
人
庄
屋
喜
右
衛
門
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　

年
寄
九
兵
衛

（
印
）

　
　
　
　
　
　
　

同
村

　
　
　
　
　
　
　
　

源
兵
衛
殿

［
10
］ 整
理
番
号
60

　
　
　
　
　

覚

一
銀
三
拾
壱
匁
五
分

右
ハ
巳
冬
川
・
午
春
川
筏
鼻
わ
り
慥
ニ
受
取
申
候

　

午
十
二
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
畠
丹
次
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　

灰
や
儀
兵
衛
殿

［
11
］ 整
理
番
号
59

　
　
　
　

覚

一
金
四
拾
八
両
也　
　

喜
平
次
様
ゟ

一
同
三
拾
四
両
也　
　

源
助
様
ゟ

〆
八
拾
弐
両
也

右
者
木
場
借
財
金
割
受
之
内
江
慥
ニ
受
納
如
件

　

未
十
二
月
大
晦
日　
　
　
　
　

宮
村
嘉
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

組
合
中

　

灰
屋
村

　
　

御
役
中



24

佛
教
大
学
附
属
図
書
館
の
事
業
活
動
報
告

　２０
１
7
〜
２
０
１
8
年
度
前
半
期

年度

4
月
　
　
　
学
術
情
報
検
索BIRD

の
利
用
説
明
会
を
開
催（
〜
２
０
１
７
年
12
月
）。

4
〜
3
月
　
企
画
展
示（
図
書
館
１
階
）　
日
本
お
よ
び
海
外
の
絵
本
と
、佛
教
大
学
教
育
後
援
会
の
援
助
金
に
よ
る
語
学

　
　
　
　
　
教
材
を
随
時
更
新
し
な
が
ら
展
示
。

7
月
　
　
　
エ
ル
ゼ
ビ
ア
ジ
ャ
パ
ン
社
に
よ
る「Scopus

」（
２
０
１
７
年
度
新
規
導
入
）講
習
会
を
開
催
。

9
月
　
　
　
京
都
府
立
図
書
館
と
の
相
互
貸
借
の
連
携（
試
行
）を
開
始
。

10
月
　
　
　
図
書
館
報『
常
照
』第
64
号
を
発
行
。

　
　
　
　
　
図
書
館
書
架
収
容
率
お
よ
び
開
館
時
間
検
討
に
か
か
る
利
用
者
数
調
査
を
実
施
し
、図
書
館
委
員
会
に
報
告
。

1
月
　
　
　
佛
教
大
学
教
育
後
援
会
の
援
助
金
に
よ
り
語
学
教
材
４
９
２
冊
を
購
入
。Cam

bridge 

各
種Readers

教
材
、

　
　
　
　
　
英
語
で
読
む
世
界
の
文
学
全
集
セ
ッ
ト
・
伝
記
セ
ッ
ト
・
図
鑑
セ
ッ
ト
な
ど
。

3
月
　
　
　
図
書
館
書
庫（
別
館
）設
置
お
よ
び
紫
野
図
書
館
排
架
整
備
を
実
施
。

中
央
展
示
テ
ー
マ（
２
０
１
７
年
4
月
〜
２
０
１
８
年
3
月
）

4
月
　
　
　
新
収
資
料
展

5
月
　
　
　
京
の
ガ
イ
ド
マ
ッ
プ

6
月
　
　
　
京
都
と
火
災

7
月
　
　
　
幕
末
維
新
期
の
京
都

8
月
　
　
　
四
条
河
原

9
月
　
　
　
重
陽
の
節
句

10
月
　
　
　
月
見

11
〜
12
月
　
二
条
城

1
月
　
　
　
明
治
１
５
０
年

2
月
　
　
　
朝
鮮
本

3
月
　
　
　
新
収
資
料
展（
仏
書
編
）

4
月
　
　
　
学
術
情
報
検
索BIRD

の
利
用
説
明
会
を
開
催（
〜
２
０
１
８
年
12
月
）。

　
　
　
　
　
京
都
府
立
図
書
館
と
の
相
互
貸
借
の
連
携（
本
格
実
施
）を
開
始
。

4
月
〜
　
　
企
画
展
示（
図
書
館
１
階
）　
日
本
お
よ
び
海
外
の
絵
本
と
、佛
教
大
学
教
育
後
援
会
の
援
助
金

　
　
　
　
　
に
よ
る
語
学
教
材
を
随
時
更
新
し
な
が
ら
展
示
。

7
月
　
　
　
エ
ル
ゼ
ビ
ア
ジ
ャ
パ
ン
社
に
よ
る「Scopus

」（
２
０
１
７
年
度
新
規
導
入
）講
習
会
を
開
催
。

　
　
　
　
　
プ
ロ
ク
エ
ス
ト
社
に
よ
る「RefW

orks

」、「ProQ
uest Central

」の
講
習
会
を
開
催
。

8
月
　
　
　
紫
野
図
書
館
4
階
に
絵
本
コ
ー
ナ
ー
を
整
備
。

中
央
展
示
テ
ー
マ（
２
０
１
８
年
4
月
〜
9
月
）

4
月
　
　
　
新
収
資
料
展（
京
都
編
）

5
月
　
　
　
法
然
上
人
絵
伝

6
月
　
　
　
華
頂
御
殿
勘
定
所
文
書

7
月
　
　
　
　
園
祭

8
月
　
　
　
清
代
官
文
書

9
月
　
　
　
城
絵
図

年度

企画展示（図書館１階）
日本および海外の絵本と語学教材を展示

紫野図書館4階に絵本コーナーを整備

後 

記
佛教大学附属図書館報『常照』第65号をお届けしま
す。表紙の風景は、2016年度に竣工した礼拝堂から真
正面に位置する図書館です。並木道から一直線に見え
る成徳常照館。館内から並木道の先にのぞむ礼拝堂。
四季折々、移り変わるその風景はいつも美しい。

佛教大学附属図書館報  『常照』  第65号

発行日　平成30年10月23日
発行者　佛教大学附属図書館長　松田和信
発行所　京都市北区紫野北花ノ坊町96
　　　　佛教大学附属図書館
制　作　株式会社栄美通信

　
佛
教
大
学
附
属
図
書
館
は
、佛
教
大
学

の
前
身
佛
教
専
門
学
校
が
あ
っ
た
京
都
市

左
京
区
鹿
ヶ
谷
の
地
か
ら
、現
在
の
京
都

市
北
区
紫
野
に
移
転
し
た
１
９
３
４（
昭

和
９
）年
11
月
23
日
に
木
造
2
階
建
の
閲

覧
室
と
、鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
3
階
建
の

書
庫
を
竣
工
落
成
し
ま
し
た
。こ
の
図
書

館
建
設
に
あ
た
っ
て
は
、佛
教
専
門
学
校

初
代
校
長
で
あ
る
土
川
善
澂
師（
浄
土
宗

大
本
山
知
恩
寺
68
世
住
職
）に
深
く
帰
依

さ
れ
た
篤
志
家
上
村
常
治
郎
氏
の
ご
遺
族

か
ら
多
額
の
寄
付
を
い
た
だ
き
、完
成
す

る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。そ
の
後
、１
９
６

３（
昭
和
38
）年
9
月
に
開
学
50
周
年
を

記
念
し
て
閲
覧
室
、書
庫
な
ど
が
増
築
さ

れ
、１
９
７
２（
昭
和
47
）年
4
月
に
は
、開

学
60
周
年
記
念
事
業
と
し
て
地
上
5
階

地
下
1
階
建
で
、研
究
室
を
配
置
し
た
複

合
図
書
館
棟
が
完
成
し
ま
し
た
。現
在
の

図
書
館
は
、開
学
80
周
年
の
記
念
事
業
と

し
て
、同
窓
会
、鷹
陵
同
窓
会
な
ど
の
卒
業

生
、在
学
生
な
ら
び
保
護
者
、浄
土
宗
寺

院
を
は
じ
め
と
し
た
、本
学
有
縁
の
方
々

か
ら
の
多
大
な
寄
付
に
よ
っ
て
、１
９
９
５

（
平
成
7
）年
1
月
に
着
工
し
１
９
９
７

（
平
成
9
）年
4
月
に
竣
工
し
た
も
の
で

佛教大学附属図書館の沿革と「成徳常照館」の由来

す
。地
上
5
階
地
下
2
階
建
で
１
０
０
万

冊
を
収
蔵
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
佛
教
大
学
附
属
図
書
館
の
建
物
は
、「
佛

教
專
門
學
校
附
属
圖
書
館
成
徳
常
照
館

之
記
」に
あ
る「
今
コ
コ
ニ
冠
ス
ル
所
ノ
成

徳
常
照
館
ノ
名
　
ハ（
中
略
）繙
書
ノ
士
專

ラ
徳
器
ノ
成
就
ニ
努
メ
テ
智
光
ヲ
常
照
ス

ル
」か
ら「
成
徳
常
照
館
」と
名
づ
け
ら
れ
、

書
物
を
ひ
も
と
く
者
が
努
力
し
て
、立
派

な
人
格
者
と
な
り
、智
慧
の
光
を
い
つ
も
照

ら
す
よ
う
に
と
い
う
願
い
が
込
め
ら
れ
て

い
ま
す
。こ
の
木
額
は
佛
教
専
門
学
校
第

7
代
校
長
江
藤
澂
英
師（
浄
土
宗
大
本
山

善
導
寺
61
世
住
職
）に
よ
っ
て
撰
述
さ
れ

た
も
の
で
、現
在
は
図
書
館
1
階
に
掲
げ

ら
れ
て
い
ま
す
。ま
た
、同
じ
く
1
階
に
設

置
さ
れ
て
い
る
浄
土
宗
総
本
山
知
恩
院
に

あ
る
八
角
形
の
経
蔵「
転
輪
蔵
」（
略
し
て

輪
蔵
）の
縮
小
複
製
は
、１
９
９
８（
平
成

10
）年
5
月
、図
書
館
開
館
1
周
年
を
記

念
し
て
、佛
教
大
学
同
窓
会
、鷹
陵
同
窓

会
、通
信
教
育
部
学
友
会
、教
育
振
興
会

か
ら
寄
附
さ
れ
ま
し
た
。輪
蔵
は
、1
回
転

さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、一
切
経
を
読
誦
し

た
こ
と
と
同
じ
功
徳
を
得
ら
れ
る
と
い
わ

れ
て
い
ま
す
。

「成徳常照館」の由来に関する記述（図書館１階の木額より）


