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こ
ん
な
に

身
近
な

日
本
仏
教

世
界
三
大
宗
教
の
ひ
と
つ
、
仏
教
。
紀
元
前
5
世
紀
に
釈
迦
に
よ
っ
て
説
か
れ
、
日
本
に
は

6
世
紀
に
伝
来
、
今
日
に
至
る
ま
で
わ
れ
わ
れ
の
生
活
や
思
想
の
な
か
に
深
く
浸
透
し
、
私

た
ち
が
気
づ
か
な
い
く
ら
い
自
然
に
溶
け
こ
ん
で
い
ま
す
。

そ
こ
で
、
今
回
、
佛
教
大
学
の
建
学
の
理
念
で
も
あ
る
〝
仏
教
〟
に
つ
い
て
学
生
の
み
な
さ

ん
が
ど
の
よ
う
に
理
解
し
、
受
け
と
め
て
い
る
の
か
を
探
る
べ
く
、
仏
教
学
部
仏
教
学
科
准

教
授
・
伊
藤
真
宏
先
生
と
、
仏
教
学
部
、
文
学
部
、
社
会
福
祉
学
部
の
学
生
の
み
な
さ
ん
に

語
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

伊
藤
先
生 

●  

佛
教
大
学
と
聞
く
だ
け
で

〝
仏
教
〟
と
何
か
し
ら
の
関
わ
り
が
あ
る

大
学
だ
と
わ
か
る
と
思
い
ま
す
が
、〝
仏

教
〟
を
勉
強
し
た
い
か
ら
こ
の
大
学
に

入
っ
た
人
は
い
る
の
か
な
？

仏
教
の
イ
メ
ー
ジ
は

お
葬
式
??
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図
書
館
が
変
わ
り
ま
す
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開
館
カ
レ
ン
ダ
ー

Whisper
「メアリ――聞こえるかい？ 
　　　　　　内側ではきみはだれなのだ？」

ジョン・スタインベック『われらが不満の冬』

主人公が妻に向けて心の中で問いかけています。旧家に生まれ育ったものの、家が没落しイ

タリア移民が経営する食料品店の店員となっている彼。美しい妻との間に二人の子供もおり、

貧しいながらも幸せそうに見えます。しかし、その家族関係は純粋に濃密とは言えないもの

でした。彼は団欒のなかで楽しそうにふるまっていても、心には戦争の影がつきまとい、静

かな孤独が彼を包んでいます。

スタインベックといえば『怒りのぶどう』や『エデンの東』が思い浮かびますが、彼がノー

ベル文学賞を受賞した対象作品は本作でした。

ジョン・スタインベック
1902 年誕生。アメリカの
ドイツ系小説家・劇作家・
エッセイスト。ノーベル
文学賞受賞者。

本のささやき

川
端
さ
ん 

●   

必
須
科
目
に
仏
教
が
あ
る

の
は
知
っ
て
い
ま
し
た
が
、
私
は
社
会
福

祉
学
部
で
福
祉
を
学
び
た
い
と
思
っ
て

大
学
を
選
ん
だ
の
で
、
仏
教
に
つ
い
て
は

あ
ま
り
…
…
。

野
村
さ
ん 

●  

僕
は
文
学
部
な
の
で
す
が
、

入
学
す
る
際
に
は
学
部
の
こ
と
し
か
考

え
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。



人
の
な
か
に
そ
の
エ
ッ
セ
ン
ス
が
受
け
継

が
れ
て
き
て
い
る
の
で
す
。

川
端
さ
ん 

●  

そ
う
い
え
ば
私
は
福
祉
学

科
な
の
で
、
授
業
で
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と

か
福
祉
活
動
と
い
っ
た
考
え
方
も
仏
教

に
は
あ
る
と
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

木
村
さ
ん 

●  

東
日
本
大
震
災
が
起
こ
っ

た
あ
と
、
浄
土
宗
の
青
年
会
の
人
が
早
々

に
現
地
入
り
し
て
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動

し
て
い
た
と
聞
き
ま
し
た
。
炊
き
出
し

は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
亡
く
な
っ
た
方
に

お
経
を
あ
げ
た
り
だ
と
か
、
心
の
ケ
ア

を
し
た
り
だ
と
か
…
…
。

伊
藤
先
生 

●  

仏
教
が
必
要
と
さ
れ
る
と

き
と
い
う
の
は
、
不
意
に
自
分
や
自
分

の
周
り
の
人
の
死
と
向
き
合
わ
な
い
と

い
け
な
く
な
っ
た
と
き
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
ど
う
し
て
も
一
人
で
解
決
で
き
な
い

悩
み
が
生
ま
れ
る
ん
で
す
ね
。
そ
ん
な

と
き
、
心
の
よ
り
ど
こ
ろ
に
な
る
の
が
仏

教
な
の
で
し
ょ
う
ね
。

野
村
さ
ん 

●  

確
か
に
、
震
災
自
体
は
自

川
端
さ
ん 

●  

仏
教
と
い
う
と
、
お
葬
式
や

法
要
と
い
っ
た
す
ご
く
堅
苦
し
い
も
の
だ

と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
だ
か
ら
大
学
で
学
ぶ

の
も
漢
字
い
っ
ぱ
い
の
お
経
や
、
昔
の
偉
い

お
坊
さ
ん
の
こ
と
を
学
ぶ
ん
だ
ろ
う
な
ぁ

…
…
と
勝
手
な
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て
い
ま

し
た
。
で
も
、
実
際
に
授
業
を
受
け
る
と
、

お
釈
迦
さ
ま
や
法
然
上
人
の
一
生
は
学
び

ま
し
た
が
、
思
っ
て
い
た
よ
う
な
堅
苦
し
い

も
の
で
は
な
く
て
び
っ
く
り
し
ま
し
た
。

野
村
さ
ん 

●  

僕
は
、
ま
だ
よ
く
わ
か
っ

て
い
ま
せ
ん
。
仏
教
と
言
わ
れ
て
思
い
つ

く
の
は
、
お
寺
と
か
仏
像
と
か
そ
う
い

う
美
術
的
な
も
の
ば
か
り
で
…
…
。
な

ん
か
自
分
の
生
活
と
は
ま
っ
た
く
違
う

世
界
の
話
の
よ
う
な
気
が
し
て
い
ま
す
。

木
村
さ
ん 

●  

僕
も
は
じ
め
は
葬
式
や
法

要
や
お
盆
の
イ
メ
ー
ジ
し
か
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
。
た
だ
、死
や
人
の
悲
し
み
と
い
っ

た
も
の
に
普
通
と
は
違
っ
た
形
で
触
れ
る

こ
と
に
な
る
ん
だ
な
…
…
と
い
う
の
は
漠

然
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
実
際
に
勉
強
し

て
み
て
気
づ
い
た
の
は
、
ど
う
生
き
る
か

を
説
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
し
た
。

伊
藤
先
生 

●  

キ
リ
ス
ト
教
な
ん
か
だ
と
、

ウ
ェ
デ
ィ
ン
グ
な
ん
て
イ
メ
ー
ジ
で
出
て

く
る
ん
で
す
け
ど
（
笑
）。
ど
う
し
て
も

仏
教
は
お
葬
式
な
ん
か
の
イ
メ
ー
ジ
が

強
い
で
す
よ
ね
。
で
も
、
木
村
君
が
言

う
よ
う
に
仏
教
は
生
や
死
を
見
つ
め
る

こ
と
で
「
人
間
」
さ
ら
に
は
「
生
き
る
」

こ
と
を
真
剣
に
考
え
る
た
め
の
指
針
に

な
る
と
思
い
ま
す
。

伊
藤
先
生 

●  

で
は
、
話
は
変
わ
り
ま
す

が
、
こ
ん
な
ふ
う
に
生
き
た
い
と
か
こ
ん

な
人
間
に
な
り
た
い
と
か
い
う
お
手
本

は
あ
り
ま
す
か
？

木
村
さ
ん 

●  

僕
は
父
で
す
ね
。
父
は
好

奇
心
が
旺
盛
で
何
で
も
自
分
で
こ
な
し
て

伊
藤
先
生 

●  

私
た
ち
日
本
人
は
、
仏
教

が
伝
来
し
て
か
ら
１
５
０
０
年
間
で
仏

教
の
思
想
を
吸
収
し
、
日
本
独
自
の
道

徳
や
思
想
と
し
て
生
活
の
な
か
に
反
映

さ
せ
て
き
ま
し
た
。

木
村
さ
ん 

●  

仏
教
が
生
活
の
一
部
と
い
う

こ
と
で
す
か
？

伊
藤
先
生 

●  

そ
の
通
り
で
す
。
仏
教
に

は
「
諸し

ょ

悪あ
く

莫ま
く

作さ

・
衆し

ゅ

善ぜ
ん

奉ぶ

行ぎ
ょ
う」

と
い
う

言
葉
が
あ
り
ま
す
。
聞
い
て
る
だ
け
で

は
何
の
呪
文
か
と
思
い
ま
す
よ
ね
？

　

「
悪
い
こ
と
を
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
善

い
こ
と
を
し
な
さ
い
」
と
言
っ
て
い
る
の

で
す
。「
利り

他た

行ぎ
ょ
う」

と
い
っ
て
、
他
の
人

の
た
め
に
な
る
こ
と
を
し
な
さ
い
と
か

ね
。
み
な
さ
ん
も
子
ど
も
の
時
か
ら
一
度

は
ご
両
親
に
言
わ
れ
た
言
葉
じ
ゃ
な
い

で
す
か
？

　
つ
ま
り
仏
教
経
典
を
ひ
も

解
か
な
く
て
も
、
す
で
に
私
た
ち
日
本

然
現
象
な
の
で
、
家
族
が
亡
く
な
っ
た

と
し
て
も
怒
り
を
ぶ
つ
け
る
こ
と
も
で

き
な
け
れ
ば
、
病
気
の
よ
う
に
心
の
準

備
が
で
き
る
わ
け
で
も
な
い
で
す
し

ね
。
そ
ん
な
と
き
に
、
お
坊
さ
ん
の
お

話
を
聞
け
た
ら
少
し
は
気
が
楽
に
な
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

伊
藤
先
生 

●  

僧
侶
じ
ゃ
な
く
て
も
、
み

な
さ
ん
は
佛
教
大
学
で
仏
教
に
触
れ

た
人
た
ち
で
す
か
ら
、
他
の
人
が
苦
し

ん
だ
り
困
っ
た
り
し
て
い
る
と
き
に
、

ぜ
ひ
、
手
を
差
し
伸
べ
て
あ
げ
て
く
だ

さ
い
。
今
は
気
づ
か
な
い
か
も
し
れ
ま

せ
ん
が
、
お
釈
迦
様
や
法
然
上
人
の
生

き
方
を
学
ん
だ
こ
と
が
、
心
の
ど
こ
か

に
残
っ
て
い
る
は
ず
で
す
。
何
気
な
く

聞
い
た
法
話
の
な
か
に
、
悩
み
を
解
決

す
る
糸
口
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

仏
教
に
触
れ
た
経
験
に
よ
っ
て
、
あ

な
た
た
ち
が
困
っ
た
と
き
、
そ
の
思
想

を
思
い
起
こ
し
活
か
さ
れ
る
こ
と
を

願
っ
て
い
ま
す
。

し
ま
う
ん
で
す
。
ラ
ー
メ
ン
ス
ー
プ
の
研

究
を
し
た
り
、
バ
イ
ク
や
車
を
カ
ス
タ
マ

イ
ズ
し
た
り
、
パ
ソ
コ
ン
な
ん
か
も
自
分

で
作
っ
た
り
…
…
。
好
奇
心
を
無
く
さ
ず
、

仕
事
だ
け
で
な
く
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
で
も
真

剣
に
打
ち
込
ん
で
い
る
背
中
を
見
て
い
る

と
カ
ッ
コ
い
い
な
と
思
い
ま
す
。

伊
藤
先
生 

●    

息
子
に
そ
う
言
っ
て
も
ら

え
る
お
父
さ
ん
と
は
…
…
。
す
ご
い
お
父

さ
ん
な
ん
で
す
ね
。

野
村
さ
ん 

●  

僕
は
ぱ
っ
と
思
い
つ
き
ま

せ
ん
が
、
あ
え
て
言
え
ば
、
な
で
し
こ

ジ
ャ
パ
ン
の
澤
さ
ん
と
か
中
田
英
寿
さ

ん
か
な
。
諦
め
な
い
姿
勢
や
頂
点
を
目

指
す
姿
は
カ
ッ
コ
イ
イ
と
思
い
ま
す
。

伊
藤
先
生 

●  

人
の
生
き
方
、
生
き
様
、
一

緒
に
過
ご
し
た
時
間
は
、
生
き
て
い
る

と
き
は
勿
論
、
死
ん
で
な
お
誰
か
に
影

響
を
与
え
続
け
る
ん
で
す
。
つ
ま
り
、

い
か
に
生
き
る
か
と
い
う
こ
と
が
、
そ
の

人
の
価
値
や
評
価
に
な
っ
て
い
く
ん
で
す

生
き
方
の
教
科
書

生
活
に
溶
け
込
ん
だ

仏
教
の
思
想

ね
。
だ
か
ら
、
君
た
ち
も
、
自
分
は
誰

に
も
影
響
を
与
え
て
い
な
い
と
思
っ
て
い

た
と
し
て
も
、
良
く
も
悪
く
も
誰
か
に

影
響
を
与
え
て
い
る
ん
で
す
よ
。

野
村
さ
ん 

●  

う
わ
ぁ
、
そ
う
考
え
る
と

怖
い
で
す
ね
。
一
体
ど
ん
な
風
に
生
き
た

ら
い
い
の
か
悩
む
と
い
う
か
、
気
が
抜
け

な
い
と
い
う
か
。

伊
藤
先
生 

●  

い
え
い
え
、
堅
苦
し
く
考

え
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
影
響
力

だ
っ
て
大
き
い
も
の
か
ら
小
さ
い
も
の

ま
で
あ
る
ん
で
す
か
ら
。
自
分
な
り
に

精
一
杯
毎
日
を
生
き
る
こ
と
が
大
切
な

の
で
す
。
た
だ
、
生
き
て
い
る
こ
と
は

悩
み
の
連
続
で
す
か
ら
、
迷
っ
た
時
や

困
っ
た
と
き
に
心
の
支
え
に
な
っ
て
く

れ
る
の
が
仏
教
な
ん
で
す
よ
。
お
経
を

読
ん
だ
り
、
南
無
阿
弥
陀
仏
と
唱
え
た

り
…
…
そ
れ
も
勿
論
、
仏
教
の
修
行
の

一
つ
で
す
が
、
こ
の
大
学
で
聞
く
法
話

の
ひ
と
こ
と
な
ん
か
に
も
解
決
の
糸
口

が
あ
る
と
思
い
ま
す
よ
。

木
村
さ
ん 

●  

祖
父
が
僧
侶
を
し
て
い
て
、

お
寺
を
継
ご
う
と
思
っ
て
い
る
の
で
、
仏

教
学
部
に
入
学
し
、
仏
教
の
勉
強
も
含

め
て
こ
の
大
学
で
勉
強
し
た
い
と
思
い
ま

し
た
。

伊
藤
先
生 

●  

木
村
君
は
家
が
お
寺
な
ん

だ
。
じ
ゃ
あ
、
子
ど
も
の
と
き
か
ら
仏

教
に
触
れ
て
育
っ
た
の
か
な
？

木
村
さ
ん 

●  

い
え
。
父
は
会
社
員
な
の

で
、
そ
ん
な
に
仏
教
が
日
常
的
に
あ
っ

た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
祖
父
の
家

に
行
っ
た
と
き
に
、
お
経
を
聞
い
た
り

檀
家
さ
ん
に
し
て
い
る
法
話
を
聞
い
た

り
す
る
程
度
で
す
。

伊
藤
先
生 

●  

な
る
ほ
ど
。
み
ん
な
仏
教

に
対
す
る
親
し
み
は
あ
ま
り
な
い
み
た

い
で
す
ね
。
で
は
、
み
な
さ
ん
の
率
直
な

意
見
を
聞
き
た
い
の
で
す
が
、
大
学
入

学
前
の
〝
仏
教
〟
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ

と
大
学
に
入
っ
て
か
ら
の
イ
メ
ー
ジ
は
何

か
変
わ
り
ま
し
た
か
？

仏教学部 仏教学科
伊藤真宏先生

文学部 日本文学科
1 回生 野村　仁さん

社会福祉学部　社会福祉学科
4 回生 川端麻友子さん

仏教学部　仏教学科
2 回生 木村亮介さん
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金
し
、
や
が
て
独
立
。
独
立
す
る
と
同

時
に
結
婚
し
、
実
家
に
戻
る
こ
と
な
く

新
た
な
家
族
を
形
成
し
ま
し
た
。

　
イ
ギ
リ
ス
で
早
く
に
福
祉
シ
ス
テ
ム

が
構
築
さ
れ
た
の
は
、
16
世
紀
に
核
家

族
化
社
会
が
あ
っ
た
か
ら
だ
と
い
う
こ

と
が
見
え
て
き
ま
す
。
核
家
族
化
し
た

社
会
で
は
、
小
さ
な
異
変
が
起
き
て
も

生
活
が
困
窮
し
や
す
い
の
で
す
。
過
去

の
庶
民
の
生
活
が
、
現
代
の
生
活
に
ま

で
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
が
見
え
る

例
と
い
え
ま
す
。

―
―
―
人
間
の
生
活
文
化
か
ら
歴
史
を

見
る
こ
と
は
学
生
に
と
っ
て
ど
ん
な
意

味
が
あ
る
で
し
ょ
う
か

ア
ナ
ー
ル
学
派
で
は
、
研
究
対
象

へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
法
も
様
々
で

す
。
興
味
を
も
っ
た
事
象
を
あ
る
時
代

の
あ
る
部
分
を
切
り
取
っ
て
調
べ
て
も

い
い
の
で
す
。

　
教
科
書
に
沿
っ
た
通
史
的
な
学
習
を

す
る
日
本
で
は
、
小
中
高
で
こ
う
い
う

形
で
歴
史
と
関
わ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど

な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
事
件

の
背
景
を
考
え
た
り
、
な
ぜ
そ
の
よ
う

な
行
動
を
起
こ
し
た
か
と
い
う
メ
ン
タ

ル
面
を
考
え
た
り
す
る
よ
り
は
、
事
件

や
年
号
、
関
わ
っ
た
人
物
な
ど
を
暗
記

す
る
学
習
法
が
主
流
で
す
よ
ね
。

　
し
か
し
、
興
味
を
も
っ
た
事
柄
だ
け

で
も
教
科
書
を
離
れ
、
深
く
調
べ
て
い

く
と
、
ビ
ッ
ク
リ
す
る
よ
う
な
事
実
に

ぶ
つ
か
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
定
説
と

い
わ
れ
て
い
る
も
の
を
違
う
角
度
か
ら

見
る
こ
と
で
、
そ
の
事
象
の
裏
側
や
側

面
が
見
え
て
く
る
か
ら
で
す
。
こ
れ
は

人
生
に
お
い
て
も
大
事
な
目
線
と
い
え

ま
す
。
た
と
え
ば
、
自
分
の
キ
ャ
リ
ア

デ
ザ
イ
ン
を
考
え
た
時
、
教
科
書
に
書

か
れ
て
い
る
よ
う
な
四
角
四
面
の
人
生

を
生
き
る
の
で
し
ょ
う
か
？

　
多
分
実

際
は
紆
余
曲
折
が
あ
る
で
し
ょ
う
し
、

自
分
が
好
き
な
こ
と
を
突
き
詰
め
て
生

き
た
い
と
思
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ

ん
な
時
、深
く
入
り
込
ん
で
客
観
的
に
、

複
数
の
観
点
か
ら
考
え
る
訓
練
が
で
き

て
い
れ
ば
、
多
角
的
に
判
断
し
て
自
分

の
進
む
べ
き
道
を
選
ぶ
こ
と
が
で
き
る

で
し
ょ
う
。

　
歴
史
や
文
化
を
学
ぶ
こ
と
は
、
つ
ま

り〝
人
〟
を
学
ぶ
こ
と
で
す
。
興
味
を

持
っ
た
事
象
を
深
く
調
べ
る
こ
と
で
、

幅
広
い
視
野
を
養
う
こ
と
に
つ
な
が

り
、
そ
し
て
気
が
つ
け
ば
全
体
を
見
る

こ
と
の
で
き
る
人
間
に
成
長
し
て
い
け

る
と
私
は
考
え
ま
す
。

―
―
―
西
洋
の
歴
史
や
文
化
に
関
心
を

持
つ
た
め
の
ヒ
ン
ト
は
な
ん
で
し
ょ
う
か

西
洋
の
歴
史
や
文
化
と
い
う
と
、

日
本
人
に
は
遠
い
話
と
思
い
が

ち
で
す
よ
ね
？

　
確
か
に
地
理
的
に
日

本
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
離
れ
て
い
ま
す

し
、
民
族
も
言
語
も
ま
っ
た
く
異
な
り

ま
す
。も
ち
ろ
ん
歩
ん
で
き
た
歴
史
も
、

生
み
出
さ
れ
た
文
化
も
。

　
し
か
し
、
歴
史
が
、〝
人
〟が
生
き
る

こ
と
で
積
み
重
ね
ら
れ
て
行
く
事
象
の

集
積
な
の
だ
と
考
え
る
と
ど
う
で
し
ょ

う
。〝
人
〟と
は
、
王
族
、
貴
族
、
政
治

家
と
い
っ
た
世
の
中
を
動
か
し
歴
史
に

名
を
刻
む
よ
う
な
大
人
物
は
も
ち
ろ

ん
、
農
民
や
移
民
と
い
っ
た
名
も
無
き

人
々
も
含
ん
で
い
ま
す
。
こ
の
世
に
生

を
受
け
た〝
人
〟の
人
生
す
べ
て
が
歴
史

と
考
え
ら
れ
る
の
で
す
。

塚
つか もと

本 栄
え  み  こ

美子 ［歴史学部歴史学科准教授］
 
大阪大学文学部卒業、大阪大学大学院文学研究科
修了、大阪大学大学院博士後期課程単位取得満期
退学。文学修士（大阪大学）。専門はドイツ近世史、
宗教改革史。

　
ま
た
、
衣
食
住
は
も
と
よ
り
、
思
想

や
慣
習
、
記
憶
な
ど
形
の
な
い
も
の
を

含
む〝
人
〟の
生
活
す
べ
て
が
文
化
と
な

り
ま
す
。

　
つ
ま
り〝
人
〟が
毎
日
を
生
き
て
い
く

と
き
に
生
み
出
さ
れ
る
も
の
が
歴
史
で

あ
り
文
化
な
の
で
す
。
歴
史
や
文
化
と

い
う
固
い
言
葉
に
惑
わ
さ
れ
が
ち
で
す

が
、
主
人
公
は〝
人
〟、
し
か
も
普
通
の

一
般
大
衆
だ
と
考
え
る
と
、
み
な
さ
ん

に
も
少
し
は
身
近
に
感
じ
ら
れ
る
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
？

―
―
―〝
人
〟に
主
軸
を
お
い
た
歴
史
学

と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
し
ょ
う
か

古
来
、
人
類
は
さ
ま
ざ
ま
な
方
法

で
過
去
を
ひ
も
解
い
て
き
ま
し

た
が
、
19
世
紀
に
レ
オ
ポ
ル
ト
・
フ
ォ

ン
・
ラ
ン
ケ
が
実
証
主
義
的
な
歴
史
学

（
実
証
史
学
）を
打
ち
立
て
、
法
令
、
議

事
録
、
裁
判
記
録
と
い
っ
た
公
文
書
に

基
づ
い
た
歴
史
研
究
法
を
確
立
。
そ
れ

以
降
、
政
治
史
、
事
件
史
、
戦
争
の
歴

史
な
ど
を
、
公
文
書
を
基
に
事
実
を
浮

き
彫
り
に
す
る
こ
と
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で

の
歴
史
研
究
の
主
流
と
な
っ
て
い
き
ま

し
た
。

　
し
か
し
、
実
証
主
義
的
な
歴
史
学

は
官
憲
資
料
に
偏
り
が
ち
で
あ
る
と

い
う
批
判
も
浮
上
し
ま
す
。
そ
の
な
か

で
、
今
ま
で
史
料
と

し
て
注
目
さ
れ
て
こ
な

か
っ
た

※

教
き
ょ
う

区く

簿ぼ

冊さ
つ

や

私
文
書
、
絵
画
や
伝
承
と
い
っ
た
公
文

書
以
外
の
記
録
、
さ
ら
に
経
済
学
や
文

化
人
類
学
、
社
会
学
な
ど
他
の
学
問
の

研
究
も
取
り
入
れ
た
学
際
的
な
歴
史
研

究
を
主
張
す
る〝
ア
ナ
ー
ル
学
派
〟が
誕

生
し
、〝
人
〟に
焦
点
を
あ
て
た
歴
史
を

研
究
す
る
学
問
と
し
て
台
頭
し
て
い
き

ま
し
た
。
以
降
歴
史
学
の
世
界
で
は
、

庶
民
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
を
研
究
し
た

り
、
服
装
や
家
屋
の
有
り
様
か
ら
当
時

の
人
間
の
好
み
や
社
会
の
実
情
を
読
み

解
い
た
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
視
点
か
ら
興

味
深
い
研
究
が
な
さ
れ
ま
し
た
。

　
た
と
え
ば
一
般
的
に
、
昔
は
大
家
族

で
生
活
し
近
代
に
な
る
つ
れ
核
家
族
化

し
て
い
く
と
考
え
が
ち
で
す
よ
ね
。
し

か
し
、
教
区
簿
冊
を
ひ
も
解
く
と
、
16

世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
の
一
般
家
庭
で
は
す

で
に
核
家
族
化
し
て
い
る
の
が
わ
か
り

ま
す
。
一
つ
の
家
で
生
活
す
る
の
は
た

い
て
い
両
親
と
子
ど
も
の
４
〜
５
人
前

後
。
子
ど
も
は
10
代
半
ば
で
家
を
出
て

よ
そ
の
家
で
住
み
込
み
な
が
ら
働
き
、

そ
こ
で
社
会
的
ル
ー
ル
や
生
き
る
術
と

し
て
の
仕
事
を
身
に
つ
け
ま
す
。
衣
食

は
住
み
込
み
先
が
面
倒
を
見
て
る
の

で
、
わ
ず
か
に
支
払
わ
れ
る
給
料
を
貯

西
洋
の
歴
史
と

      
文
化
を
探
る

解
説 「
特
集
コ
ー
ナ
ー
」

図
書
館
の
１
階
カ
ウ
ン
タ
ー
横
に
設
け
ら
れ
た
「
特
集
コ
ー

ナ
ー
」
で
は
、
毎
月
テ
ー
マ
を
設
定
し
、
そ
の
テ
ー
マ
に
関
連

す
る
図
書
を
展
示
・
貸
出
し
て
い
ま
す
。

11
月
の
テ
ー
マ
は
「
西
洋
の
歴
史
と
文
化
を
探
る
」
で
、
当
館

が
所
蔵
し
て
い
る
西
洋
史
に
関
す
る
図
書
資
料
を
展
示
す
る
予

定
で
す
。
そ
こ
で
今
回
は
、
歴
史
学
部
歴
史
学
科
准
教
授
の
塚

本
栄
美
子
先
生
に
西
洋
の
歴
史
や
文
化
の
魅
力
に
つ
い
て
お
話

を
う
か
が
い
ま
し
た
。

■
注
釈

※�

教
区
民
の
洗
礼
、
婚
姻
、
埋
葬
の
日
付
、
名
前
、
両

親
や
配
偶
者
の
名
を
教
会
が
記
し
た
記
録
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流浪の旅をする親子

その宿命が織りなす人生の変転を

誰が変えることができるだろうか

田
警
察
署
の
協
力
に
も
関
わ
ら
ず
、
何
の
手
掛
か
り
も

得
ら
れ
な
い
ま
ま
、
二
人
は
む
な
し
く
東
京
へ
の
帰
途

に
つ
く
。
そ
の
列
車
の
食
堂
車
で
、
二
人
は
新
進
気
鋭

の
音
楽
家
・
和
賀
英
良（
加
藤
剛
）を
見
か
け
る
。

　
や
が
て
事
件
は
進
展
を
見
な
い
ま
ま
、
捜
査
本
部
は

解
散
。
警
視
庁
で
継
続
捜
査
を
担
当
す
る
こ
と
と
な
り
、

吉
村
は
所
轄
の
西
蒲
田
署
で
、
本
来
の
職
務
に
戻
る
こ

と
と
な
っ
た
。
白
い
ス
ポ
ー
ツ
シ
ャ
ツ
の
行
方
が
頭
か

ら
離
れ
な
い
彼
は
、
あ
る
日
新
聞
記
事
に
目
を
引
か
れ

る
。
そ
れ
は
国
鉄
中
央
線
の
山
梨
県
塩
山
付
近
で
、
乗

客
の
若
い
女
性
が
、
列
車
の
窓
か
ら
白
い
紙
吹
雪
を
散

ら
し
た
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。

　
吉
村
は
そ
の
記
事
を
書
い
た
記
者
か
ら
、
そ
の
女
性

が
銀
座
の
ク
ラ
ブ
に
勤
め
て
い
る
こ
と
を
聞
き
出
す
。

そ
れ
が
紙
で
は
な
く
布
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
問
を

解
決
す
る
た
め
に
、
彼
は
そ
の
女
性
・
高
木
理
恵
子（
島

田
陽
子
）に
会
っ
て
、
中
央
線
に
乗
っ
て
い
な
か
っ
た
か

を
問
い
た
だ
す
。し
か
し
、彼
女
は
乗
っ
て
は
い
な
い
し
、

東
京
を
離
れ
た
こ
と
も
な
い
と
答
え
、
席
を
外
し
て
そ

の
ま
ま
姿
を
眩
ま
す
。
そ
の
ク
ラ
ブ
で
吉
村
は
再
び
和

賀
英
良
の
姿
を
見
か
け
た
の
だ
っ
た
。

　
８
月
９
日
に
な
っ
て
、
事
件
は
急
展
開
し
た
。
警
視

庁
に
岡
山
県
に
住
む
三
木
彰
吉（
松
山
省
二
、
現
松
山

政
路
）が
や
っ
て
き
た
の
だ
。
被
害
者
の
遺
留
品
を
見

た
彼
は
、
そ
れ
が
養
父
・
三
木
謙
一（
緒
形
拳
）の
も
の

で
あ
る
と
確
認
。
今
西
ら
と
と
も
に
大
学
病
院
で
、
養

父
の
変
わ
り
果
て
た
姿
と
対
面
し
茫
然
と
す
る
。

　
三
木
謙
一
は
伊
勢
参
り
に
行
く
と
い
っ
て
出
か
け
た

ま
ま
、
50
日
近
く
も
音
信
普
通
に
な
っ
た
の
で
、
警
察

に
捜
索
願
を
出
し
た
と
い
う
の
だ
。
今
西
は
彰
吉
に

　
こ
の
物
語
は
暑
い
夏
の
盛
り
、
二
人
の
刑
事
が
秋
田

県
羽
後
亀
田
駅（
現
在
の
秋
田
県
由
利
本
荘
市
）で
、
列

車
か
ら
降
り
た
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。
ひ
と
り
は
警
視

庁
捜
査
第
一
課
警
部
補
の
今
西
栄
太
郎（
丹
波
哲
郎
）、

も
う
一
人
は
西
蒲
田
警
察
署
刑
事
課
の
吉
村
弘（
森
田

健
作
）で
あ
る
。

　
事
件
は
昭
和
46
年（
１
９
７
１
）６
月
24
日
の
早
朝
に

発
生
し
た
。
国
鉄
蒲
田
操
車
場
構
内
で
身
元
不
明
の
60

〜
65
歳
の
男
性
の
遺
体
が
発
見
さ
れ
た
の
だ
。
や
が
て
、

大
学
病
院
で
解
剖
の
結
果
、
死
因
は
前
頭
部
頭
蓋
骨
陥

没
で
、
石
状
の
物
で
顔
面
お
よ
び
頭
部
を
殴
打
さ
れ
て

お
り
、
死
後
轢
死
に
見
せ
か
け
た
殺
人
と
断
定
さ
れ
た
。

所
持
品
の
な
か
に
あ
っ
た
バ
ー「
ろ
ん
」の
マ
ッ
チ
を
手

掛
か
り
に
刑
事
た
ち
は
捜
査
を
開
始
す
る
。

　
事
情
聴
取
か
ら
、
被
害
者
は
バ
ー「
ろ
ん
」で
、
も
う

一
人
の
若
い
男
と
話
し
込
ん
で
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

そ
し
て
、
被
害
者
が
東
北
弁
で
あ
っ
た
こ
と
、
会
話
し

て
い
た
な
か
に「
か
め
だ
」と
い
う
言
葉
の
や
り
と
り
が

あ
っ
た
こ
と
も
わ
か
っ
た
。ま
た
若
い
男
が
犯
人
な
ら
ば
、

着
て
い
た
白
い
ス
ポ
ー
ツ
シ
ャ
ツ
に
返
り
血
を
浴
び
て
い

る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
こ
と
か
ら
、
蒲
田
を
中
心

に
聞
き
込
み
捜
査
が
行
わ
れ
た
。
し
か
し
、
捜
査
は
難

航
を
極
め
、
被
害
者
の
身
元
が
判
明
し
な
い
ば
か
り
か
、

加
害
者
に
関
す
る
情
報
す
ら
つ
か
め
な
い
有
様
だ
っ
た
。

　
捜
査
本
部
で
は
警
察
庁
を
通
じ
て
、
東
北
地
方
の
警

察
に
行
方
不
明
者
の
確
認
を
行
っ
た
が
、
得
ら
れ
る
も

の
は
何
も
な
か
っ
た
。
捜
査
会
議
の
席
で
、
今
西
は「
か

め
だ
」を
人
の
名
前
に
限
定
せ
ず
、
地
名
と
考
え
て
は

ど
う
か
と
い
う
意
見
を
述
べ
、
自
ら
吉
村
と
と
も
に
秋

田
県
の
羽
後
亀
田
へ
と
捜
査
に
向
か
う
。
し
か
し
、
亀

『砂の器』監督：野村芳太郎　©1974 松竹株式会社／橋本プロダクション
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『
グ
ズ
の
人
に
は

わ
け
が
あ
る
』

先生が選んだこの一冊

　
な
ん
で
自
分
は
こ
う
な
の
だ
ろ

う
、
自
分
を
変
え
た
い
、
で
も
ど

う
し
た
ら
い
い
の
だ
ろ
う
。
こ
ん

な
悩
み
を
お
持
ち
の
方
、
一
度
は

そ
の
指
南
を
本
に
求
め
た
こ
と
が

あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
ご
紹
介
す
る
一
冊
は
、
自

己
変
革
の
た
め
の
本
で
す
。

ア
メ
リ
カ
の
心
理
学
者
に
よ
る
原

著
の
邦
訳
で
、　原
著
の
タ
イ
ト
ル
は
、

〝It's A
bou

t T
im

e: the six
 styles 

of p
rocrastin

ation
 an

d
 h

ow
 to 

overcom
e them

 

〟
で
す
。

　〝procrastination

〟
と
い
う
の
は
「
先

の
ば
し
」
を
意
味
し
ま
す
。

　「
先
の
ば
し
癖
（
＝
グ
ズ
）」
に
は
６
つ

の
類
型
（
①
完
璧
主
義
者
タ
イ
プ
、
②
夢

想
家
タ
イ
プ
、
③
心
配
性
タ
イ
プ
、
④
反

抗
者
タ
イ
プ
、
⑤
危
機
好
き
タ
イ
プ
、
⑥

抱
え
こ
み
タ
イ
プ
）
に
わ
け
ら
れ
る
心

理
学
的
理
由
が
あ
る
と
し
て
、
そ

の
類
型
別
に
考
え
方
、
話
し
方
、

行
動
を
か
え
る
な
ど
そ
の
癖

か
ら
抜
け
だ
す
方
法
が
示

さ
れ
て
い
ま
す
。

　
簡
単
な
「
自
己
評
価
テ
ス
ト
」
で
自
分

が
ど
の
類
型
か
わ
か
り
ま
す
。
テ
ス
ト
の

結
果
私
は
、「
抱
え
こ
み
タ
イ
プ
」
で
し
た
。

そ
の
特
徴
と
し
て
、
１
．
自
尊
心
が
持
て

ず
必
要
以
上
の
仕
事
を
無
理
に
背
負
い
こ

む
、
２
．「
ノ
ー
」
と
言
っ
た
り
助
け
を
求

め
る
の
が
苦
手
で
あ
る
、
３
．
多
く
の
役

割
と
責
任
を
負
っ
て
し
ま
う
傾
向
が
あ
る

の
で
優
先
順
位
が
わ
か
ら
な
く
な
り
、
特

定
の
課
題
か
ら
気
が
そ
れ
て
し
ま
い
が
ち
、

４
．
自
制
が
き
か
ず
特
に
自
分
の
欲
求
を

先
延
ば
し
に
す
る
、
５
．
リ
ラ
ッ
ク
ス
し

て
い
る
と
き
罪
の
意
識
を
感
じ
て
し
ま
う
、

が
あ
り
ま
す
。「
私
と
同
じ
だ
！
」
と
思
う

人
、
き
っ
と
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
こ
の
本
を
10
年
ほ
ど
前
に
読
ん
だ
時
に

は
、
私
の
グ
ズ
の
理
由
が
わ
か
っ
た
も
の

の
、
克
服
ま
で
に
は
い
た
り
ま
せ
ん
で
し

た
。
久
々
に
読
み
返
し
て
み
て
気
づ
い
た

こ
と
が
あ
り
ま
す
。
私
は
あ
い
か
わ
ら
ず

グ
ズ
で
す
が
、
い
く
ら
か
行
動
や
言
動
が

改
善
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
自
己
評

価
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
す
。

「
あ
い
か
わ
ら
ず
グ
ズ
で
す
が
」
と
い
っ

て
お
き
な
が
ら
何
で
や
ね
ん
、
と
自
分
に

つ
っ
こ
み
を
い
れ
て
し
ま
う
も
の
の
、
こ

の
自
己
評
価
の
変
化
は
、
私
自
身
が
ど
う

な
り
た
い
か
、
そ
の
た
め
に
ど
う
し
た
ら

い
い
の
か
、
読
ん
で
気
づ
く
レ
ベ
ル
か
ら

実
際
に
や
っ
て
み
て
分
か
っ
た
レ
ベ
ル
に

ま
で
、
達
し
た
こ
と
に
よ
る
と
思
い
ま
す
。

ま
だ
完
全
で
は
な
い
け
れ
ど
、
自
分
で
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
こ

と
は
、
実
は
グ
ズ
か
ら
完
全
脱
却
を
果
た

す
以
上
に
、
私
に
と
っ
て
は
大
き
い
の
だ

と
思
い
ま
す
。

所
ところ

めぐみ先生
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社会学科卒業。同志社大学大学院
社会福祉学修士課程修了。英国ノッ
ティンガム大学院修士課程修了、
英国ヨーク大学大学院博士課程満
期退学。専門は社会福祉学、地域
福祉論、社会福祉実践・方法論。
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目  

次

養
父
が「
か
め
だ
」と
い
う
名
前
の
知
り
合
い
が
い
な
い

か
、
東
北
に
行
っ
た
こ
と
は
な
い
か
と
尋
ね
る
が
、
心

当
た
り
は
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
。

　
三
木
謙
一
は
岡
山
県
作
東
町
江
見（
現
在
の
美
作
市
）

の
生
ま
れ
で
、
東
北
弁
で
話
し
た
こ
と
も
な
け
れ
ば
、

東
北
に
住
ん
だ
こ
と
も
な
く
、
学
校
を
出
て
す
ぐ
に
島

根
県
で
巡
査
を
し
、
退
職
後
は
江
見
で
雑
貨
店
を
営
ん

で
い
た
と
い
う
。
他
人
の
面
倒
を
よ
く
見
て
、
人
か
ら

恨
ま
れ
る
こ
と
も
な
い
立
派
な
人
物
だ
っ
た
と
い
う
彰

吉
の
言
葉
か
ら
、
事
件
は
ま
た
振
出
し
に
戻
っ
て
し
ま

う
の
だ
っ
た
。

　
そ
れ
で
も
東
北
弁
と「
か
め
だ
」に
拘
っ
た
今
西
は
、

国
立
国
語
研
究
所
を
訪
れ
、
東
北
地
方
と
音
韻
が
類
似

し
て
い
る
地
方
が
あ
る
こ
と
を
突
き
止
め
る
。
そ
れ
が

出
雲
地
方
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
彼
は
、
早
速
地
図

を
買
い
求
め
、
そ
こ
に「
亀
嵩
」の
地
名
を
発
見
す
る
の

だ
っ
た
。
そ
の
夜
、
今
西
は
久
し
ぶ
り
に
吉
村
と
酒
を

飲
み
な
が
ら
、
島
根
県
警
の
調
査
で
三
木
謙
一
が
亀
嵩

で
20
年
に
わ
た
り
巡
査
を
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
た

と
説
明
す
る
の
だ
っ
た
。

　
そ
し
て
、
今
西
は
島
根
県
へ
と
捜
査
に
出
向
く
。
果

た
し
て
三
木
謙
一
を
殺
害
し
た
犯
人
の
手
掛
か
り
は
つ

か
め
る
の
だ
ろ
う
か
？

　
そ
し
て
、
吉
村
が
追
い
か
け

て
い
た
高
木
理
恵
子
の
行
方
は
…
…
。

　　
原
作
は
戦
後
日
本
の
推
理
小
説
界
を
リ
ー
ド
し
て
き
た

松
本
清
張
の
長
編
小
説
で
、『
読
売
新
聞
』夕
刊
に
連
載
さ
れ
、

１
９
６
１
年
12
月
に
出
版
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
作
品
は
、
翌

１
９
６
２
年
２
月
に
は
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
化
さ
れ
、以
後
２
０
１
１

年
ま
で
５
回
に
わ
た
っ
て
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
化
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
劇
場
映
画
版
は
、
野
村
芳
太
郎
が
監
督
し
た
１
９
７
４

年
の
作
品
で
、
野
村
監
督
の
代
表
作
に
は
、『
八
つ
墓
村
』

（
１
９
７
７
年
）や『
事
件
』（
１
９
７
８
年
）な
ど
が
あ
り
ま

す
。
脚
本
は
寅
さ
ん
シ
リ
ー
ズ
や『
幸
せ
の
黄
色
い
ハ
ン
カ
チ
』

（
１
９
７
７
年
）な
ど
の
監
督
と
し
て
も
有
名
な
山
田
洋
次
と
、

黒
沢
昭
監
督
の『
七
人
の
侍
』の
共
同
執
筆
を
は
じ
め
、『
八
甲

田
山
』（
１
９
７
７
年
）な
ど
数
多
く
の
脚
本
を
手
掛
け
た
橋
本

忍
で
、
彼
は
こ
の
作
品
の
製
作
者
で
も
あ
り
ま
す
。

　
今
西
役
の
丹
波
哲
郎
は『
０
０
７
は
二
度
死
ぬ
』（
１
９
６
７

年
）に
出
演
し
、
国
際
的
俳
優
と
な
り
ま
す
。『
Ｇ
メ
ン
75
』な

ど
の
テ
レ
ビ
映
画
で
も
活
躍
し
、『
二
百
三
高
地
』（
１
９
８
０

年
）で
ブ
ル
ー
リ
ボ
ン
賞
助
演
男
優
賞
を
獲
得
。
和
賀
英
良
役

の
加
藤
剛
は
、テ
レ
ビ
時
代
劇
の『
大
岡
越
前
』で
有
名
で
す
が
、

映
画
で
は『
忍
ぶ
川
』（
１
９
７
２
年
）や『
新
・
喜
び
も
悲
し
み

も
幾
歳
月
』（
１
９
８
６
年
）な
ど
で
好
演
し
て
い
ま
す
。

　
高
木
理
恵
子
を
演
じ
た
島
田
陽
子
は
『
犬
神
家
の
一

族
』（
１
９
７
６
年
）や
ア
メ
リ
カ
の
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ『
将
軍
』

（
１
９
８
０
年
）な
ど
で
幅
広
い
役
を
こ
な
し
て
い
ま
す
。
吉
村

弘
役
の
森
田
健
作
は
１
９
７
１
年
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ『
俺
は
男
だ
』

に
主
演
。
そ
の
後
映
画
や
テ
レ
ビ
で
活
躍
し
、
現
在
は
千
葉

県
知
事
に
就
任
し
て
い
ま
す
。
な
お
、こ
の
作
品
に
は
緒
形
拳
、

渥
美
清
、
佐
分
利
信
、
笠
智
衆
、
内
藤
武
敏
、
加
藤
嘉
、
菅

井
き
ん
、
春
川
ま
す
み
な
ど
ベ
テ
ラ
ン
俳
優
が
脇
を
固
め
て
お

り
、
そ
の
演
技
も
見
所
の
一
つ
と
い
え
ま
す
。

　
今
回
の
余
談
は
、
映
像
を
彩
る
映
画
音
楽
の
素
晴
ら
し

さ
に
つ
い
て
で
す
。
こ
の
映
画
の
テ
ー
マ
曲「
ピ
ア
ノ
と
管
弦

楽
の
た
め
の
組
曲
・
宿
命
」は
、
菅
野
光
亮
が
音
楽
監
督
の

芥
川
也
寸
志
の
協
力
を
得
て
作
曲
し
ま
し
た
。
芥
川
也
寸
志

は
、
芥
川
龍
之
介
の
三
男
で『
交
響
管
弦
楽
の
た
め
の
音
楽
』

（
１
９
５
０
年
）の
作
曲
で
も
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

　このページで紹介した映画『砂の器』と原作は

図書館に所蔵しています。

また、映画は松竹株式会社映像商品部発売のＤＶＤを使用しました。
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最近流行している本や作家、印刷メディアや表現手法。

いろいろありすぎて「知りたいけど、

調べてもよくわからない！！」ってことがあるよね？

私たち「さぶかる」では、そんな好奇心や疑問を解消するべく

日夜活動してま〜す。

買うならブランド品？
それともノーブランド？？

わたしはブランド

好きだけど

みんなはどう？

日本人の考え方って優柔

不断と言われるけど、

臨機応変と思うと現代に

必要な考え方なのかもし

れないわ

大事な時に使うもの

ならブランド品を買う

と思うわ

う〜ん、あまりブランド

には興味ないな。それよ

りも自分好みのものをた

くさん買いたい派だね

『思想としての
無印良品 時代と消費と日本と』
千倉書房、2011/6/15
深澤徳（著）

深澤徳（1957年〜）
東京生まれ。慶應義塾大学経済学部卒業、
広告クリエイターとしてキッコーマン、明
治製菓、マツダなどの CMを制作。1987
年から 10 年に渡って、セゾングループの
文化・CI 戦略プロジェクトに参画。セゾン
文化財団などを経て、現在、パルコ事業戦
略室勤務。

あ
ら
す
じ

　
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
ブ
ラ
ン
ド
（
以
下
、

Ｐ
Ｂ
）
が
目
立
ち
は
じ
め
た
１
９
８
０

年
代
。
今
で
は
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
に
な
っ
た

「
無
印
良
品
」
が
、
も
と
も
と
は
西
友
の

Ｐ
Ｂ
と
し
て
こ
の
頃
に
誕
生
し
た
こ
と

を
皆
さ
ん
は
ご
存
知
で
す
か
？

　
こ
の
本
で
は
、
無
印
良
品
と
い
う
Ｐ

Ｂ
の
理
念
を
ひ
も
解
く
こ
と
に
よ
っ
て
、

私
た
ち
の
暮
ら
し
や
欲
求
、
そ
れ
ら
を

取
り
巻
く
時
代
や
社
会
の
在
り
方
に
ま

で
言
及
し
、
い
ま
だ
不
透
明
な
「
消
費

文
化
」
の
行
く
末
を
見
出
そ
う
と
し
て

い
ま
す
。

消
費
の
移
り
変
わ
り

　
戦
争
の
傷
が
癒
え
た
１
９
６
０
年
代

以
降
、
日
本
は
大
量
消
費
社
会
へ
と
変

貌
し
ま
し
た
。
高
度
成
長
経
済
に
支
え

ら
れ
、
工
場
で
大
量
に
生
産
さ
れ
た
商

品
が
日
本
中
に
溢
れ
、
画
一
化
さ
れ
た

商
品
を
国
民
の
大
半
が
所
有
す
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。
物
の
な
い
時
代
を
過

ご
し
て
き
た
人
々
は
そ
れ
が
豊
か
さ
だ

と
考
え
、
満
足
し
て
い
ま
し
た
。

　
し
か
し
、
大
量
生
産
さ
れ
た
安
価
な

商
品
で
は
飽
き
足
り
な
く
な
っ
た
人
々

が
増
え
、
他
人
と
違
う
も
の
、
価
値
の

高
い
も
の
を
所
有
し
た
い
と
考
え
始
め

ま
す
。
そ
の
頃
日
本
は
バ
ブ
ル
全
盛
期

に
突
入
。
ジ
ャ
パ
ン
マ
ネ
ー
が
世
界
を

席
巻
し
、
世
界
中
で
、
土
地
か
ら
ブ
ラ

ン
ド
品
ま
で
怒
濤
の
ご
と
く
買
い
あ
さ

り
ま
し
た
。
多
く
の
人
が
同
じ
よ
う
に

ブ
ラ
ン
ド
の
ロ
ゴ
が
付
い
た
も
の
を
身

に
つ
け
て
満
足
し
て
い
ま
し
た
。

　
た
だ
、
ど
ん
な
時
代
で
も
大
勢
に
反

対
す
る
人
は
い
ま
す
。
ブ
ラ
ン
ド
へ
の

熱
狂
よ
り
も
、
自
分
が
認
め
た
も
の
や

自
分
ら
し
さ
を
表
現
す
る
も
の
を
購
入

し
た
い
と
い
う
人
々
が
少
数
で
は
あ
り

ま
し
た
が
、
存
在
し
て
い
ま
し
た
。
バ

ブ
ル
が
弾
け
た
後
、
そ
ん
な
人
々
か
ら

社
会
全
体
に
「
個
」
を
尊
重
す
る
考
え

方
が
広
が
り
、「
自
分
ら
し
さ
」
を
追
求

す
る
傾
向
が
強
く
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。

自
分
ら
し
さ
を
重
視

　
た
と
え
ば
み
な
さ
ん
も
ｉ
Ｐ
ｏ
ｄ
な
ど

に
自
分
が
好
き
な
曲
を
集
め
て
リ
ス
ト
を

作
っ
て
楽
し
ん
で
い
る
と
思
い
ま
す
。

　
購
入
し
た
ま
ま
利
用
す
る
の
で
は
な

く
、
自
分
の
心
地
よ
い
よ
う
に
、
個
性

を
引
き
出
す
た
め
に
ア
レ
ン
ジ
を
加
え

る
の
が
、
今
や
一
般
化
し
て
さ
え
い
ま

す
よ
ね
。
そ
う
な
る
と
、
前
時
代
に
流

行
し
た
ブ
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
の
つ
い
た
華

美
な
商
品
よ
り
も
、
シ
ン
プ
ル
で
一
貫

し
た
コ
ン
セ
プ
ト
を
持
っ
て
作
ら
れ
た
、

質
の
良
い
商
品
が
消
費
の
中
心
に
な
っ

て
き
ま
す
。
ブ
ラ
ン
ド
に
と
ら
わ
れ
な

い
で
商
品
を
購
入
し
て
、
自
分
好
み
に

組
み
合
わ
せ
を
ア
レ
ン
ジ
す
る
過
程
を

楽
し
む
か
ら
で
す
。
派
手
な
商
品
ば
か

り
を
寄
せ
集
め
て
自
分
の
好
み
に
ま
と

め
直
す
の
は
至
難
の
技
で
す
し
、「
安
か

ろ
う
悪
か
ろ
う
」
が
コ
ン
セ
プ
ト
の
商

品
を
手
間
暇
か
け
て
編
集
す
る
人
は
い

な
い
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

日
本
人
的
な
思
考

　
欧
米
や
中
国
の
部
屋
を
見
て
み
る

と
、
家
具
や
調
度
を
置
い
て
初
め
て
部

屋
と
し
て
機
能
し
ま
す
よ
ね
。
し
か
し

畳
敷
き
の
日
本
家
屋
で
は
空
間
が
あ
れ

ば
、
座
る
こ
と
も
寝
る
こ
と
も
で
き
ま

す
。
間
取
り
で
す
ら
襖
や
屏
風
を
使
っ

て
変
え
る
こ
と
が
可
能
で
す
。
あ
る
と

き
は
リ
ビ
ン
グ
、
あ
る
と
き
は
寝
室
、

あ
る
と
き
は
客
間
…
…
そ
う
や
っ
て
空

間
を
自
由
に
ア
レ
ン
ジ
し
て
使
っ
て
き

ま
し
た
。「
間
」
と
い
う
空
白
の
中
に

無
限
の
可
能
性
を
見
出
し
て
い
る
と
も

い
え
る
で
し
ょ
う
。
そ
ん
な
日
本
人
だ

か
ら
こ
そ
、
商
品
を
自
分
好
み
に
合
わ

せ
て
「
編
集
す
る
」
こ
と
が
自
然
に
行

え
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
そ
の
こ
と
に
い
ち
早
く
気
づ
い
て
商

品
を
確
立
さ
せ
て
い
っ
た
の
が
「
無

印
良
品
」
な
の
で
し
ょ
う
。「
無
印=

ノ
ー
ブ
ラ
ン
ド
」
を
屋
号
に
掲
げ
な
が

ら
、「
無
印
テ
イ
ス
ト
」を
確
立
さ
せ
て
、

い
ま
や
日
本
だ
け
で
な
く
世
界
に
展
開

し
て
い
ま
す
。
屋
号
か
ら
し
て
一
見
矛

盾
を
は
ら
む
そ
の
両
義
性
は
、
臨
機
応

変
や
融ゆ
う

通づ
う

無む

碍げ

に
通
じ
る
、
日
本
人
が

得
意
と
し
て
き
た
考
え
方
か
も
し
れ
ま

せ
ん
ね
。

ノーブランドの

モノのアレンジ、

楽しいかも〜
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特集コーナー

報　告

12月
日本仏教の祖師たち
　平安時代に伝教大師最澄、

弘法大師空海が登場し、日本

独自の仏教が始まったといわ

れています。しかし、その時

代の仏教は貴族のためのものでした。ようやく鎌倉時代になって、民衆を救済する仏教の

教えが広まります。先駆者である法然上人から、親鸞聖人、道元禅師、日蓮上人へと続い

ていきます。仏教の祖師たちの教えを、いま読みなおしてみませんか。現代語訳からそれ

ぞれの祖師たちの全集を展示貸出します。

11月
西洋の歴史と文化を探る
　わたしたちにとって、ヨーロッパ

の歴史は手の届かない遠い憧れのよ

うなものですが、生活に密着した身

近な歴史から学べば敷居は決して高

くはありません。その代表的なもの

として歴史学の広範囲をカバーする

フランスの雑誌『アナール』関連書

のほか、「ヨーロッパの中世」シリーズ、「ヨーロッパ史入門」シリーズなど、教科書には

紹介されていない側面が描かれた図書を展示貸出します。

10月
明治の文豪たち
　いまや古典文学の全集にも明治編

ができるほど、明治時代は遠くなっ

てしまいました。みなさんが一度は

聞いたことのある作品を生み出した

明治の文豪たち、尾崎紅葉、幸田露

伴、森鷗外、夏目漱石をはじめとし

て、坪内逍遥、二葉亭四迷、島崎藤村、徳富蘆花、国木田独歩、泉鏡花などの全集や著作集を展

示貸出するほか、今回はホームカミングデーの展示企画として、初版本の複製（禁帯出）を展

示します。ぜひ一度手にとってみてください。

BOOKリクエストキャンペーン
報告

　リクエストキャンペーンで学生のみなさんが選ん

だ図書資料を、新着コーナーに展示しました。リクエ

ストをした方の推薦コメントも合わせて掲示し、貸出

を行っています。

　一度手にとってご覧ください。

募　集

平成23年度秋学期　
図書館利用ガイダンス（応用編）受講者募集
　学部 2 回生以上の希望者を対象に、応用編 ( 基礎的な蔵書検索を含む ) を開催します。

　申込みのうえ、ぜひ参加してください。

● 開催期間：平成23年10月4日(火)・12日(水)・20日(木)・28日(金)

 11月4日(金)・10日(木)・16日(水)　全7回
● 開催時間：16時30分〜17時30分
● 開催場所：図書館 2 階　マルチメディア学習室
● 対 象 者：学部 2 回生以上（通信教育課程を除く）
● 内　　容：基本的な蔵書検索、雑誌記事検索、データベース検索の実習
● 申込方法：図書館 1 階総合カウンターで申込手続き（1 回定員 10 名）
※定員に達し次第募集を締め切ります。



新しくなったポータルサイト

1415

データベースを使って、貴重な情報を探そう。　　　

http://bulib.bukkyo-u.ac.jp/docs/portal/

What's database?
今回は新聞のデータベースにチャレンジ。就活に役立つかも！？

データベースを
クリック

再検索をクリック

項目をクリック

期間の入力

日経テレコン21を
クリック

キーワード
『エントリーシート』を入力

新聞をクリック

日経テレコン21を
使い終わったら
必ずログアウト！

画面右上のログアウトを
クリックしてね

日経テレコン 21 の対象
分野は企業・経済・就職
の専門情報だよ！

その

2



開館カレンダー

【開館時間】	 9：00 〜 20：00      ● 9：00 〜 17：00　● 15：00 〜 17：00　● 15：00 〜 20：00

10月 11月 12月

季刊『Lynzo』vol.5 

平成 23 年 10 月 1 日発行
編集・発行　佛教大学図書館
〒 603-8301 京都市北区紫野北花ノ坊町 96
TEL 075-491-2141（代）　FAX 075-491-9042　
http://www.bukkyo-u.ac.jp/lib/index.html

あの暑い夏が過ぎ去ってゆき、高く澄んだ空の色や、
朝夕の涼風に秋を感じる今日この頃です。みなさんに
とって、秋といえば食欲、それともスポーツ、やっぱ
り読書かな。季刊『Lynzo』もおかげさまで、1 周年を
迎えることができました。これからも応援よろしくお
願いします。

後
　
記

図書館が変わります！
整備計画現在進行中

17 16

1（土）

2（日） 休館日

3（月）

4（火）

5（水）

6（木）

7（金）

8（土）

9（日）

10（月）

11（火）

12（水）

13（木）

14（金）

15（土）

● 16（日）

17（月）

18（火）

19（水）

20（木）

21（金）

22（土）

● 23（日）

24（月）

25（火）

26（水）

27（木）

28（金）

29（土）

30（日） 休館日

31（月） 休館日

1（木）

2（金）

3（土）

4（日）

5（月）

6（火）

7（水）

8（木）

9（金）

10（土）

11（日）

12（月）

13（火）

14（水）

15（木）

16（金）

17（土）

18（日）

19（月）

20（火）

21（水） 休館日  

22（木）

23（金）

24（土）

25（日） 休館日  

26（月） 休館日  

27（火） 休館日  

28（水） 休館日  

29（木） 休館日  

30（金） 休館日  

31（土） 休館日  

● 1（火）

2（水）

3（木） 休館日

4（金）

5（土）

6（日）

7（月）

8（火）

9（水）

10（木）

11（金）

12（土）

13（日）

14（月）

15（火）

16（水）

17（木）

18（金）

19（土）

20（日）

● 21（月）

● 22（火）

● 23（水）

● 24（木）

25（金）

26（土）

● 27（日）

28（月）

29（火） 休館日

30（水）

3階
マルチメディア学習室がオープン !!

8 月 5 日から 2 階のグループ閲覧室をマルチメ

ディア学習室としてオープンしました。この学

習室にはマルチメディア端末 10 台プリンタ 2 台

を設置し、8 名が利用できるラーニングスペー

スも用意しました。なお、この端末にはワード、

エクセル機能も搭載し、ウェブサービスを利用

することで、その情報を自宅での学習に役立て

ることも可能になりました。そして、これを機

会に 3・4 階のマルチメディア端末コーナーの端末にもワード、エクセル機能を追加する予

定です。

叢書ウニベルシタスを整備中
2 階入口横に、新たに書架を増設して叢書ウニベル

シタスを全巻整備します。この叢書は西洋の哲学、

歴史学、社会学、芸術などの広い領域をカバーする

もので、本学に設置されている各学部の研究領域

を網羅するものです。3 階に配架している東洋文

庫ともども、図書館の注目コーナーですので、ぜひ

活用してください。

1階
文庫書架の増設
　本誌第 4 号でご紹介しました図書

館 1 階の閲覧・学習スペースが拡張

されたことに伴って、文庫用書架を

増設しました。この書架には岩波文

庫をまとめて移設しました。見やす

く一段と利用が便利になりました。

今後、文庫・新書については各分野

にわたって、図書館未所蔵のものを

順次補充していく予定です。




