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附
属
図
書
館
長
・
仏
教
学
部
教
授
　

松
田 

和
信

獣
や
鳥
た
ち
も
、
森
の
木
々
た
ち
も

　

痩
せ
細
っ
た
〔
シ
ッ
ダ
ー
ル
タ
は
〕
沐
浴
を
終
え
、
ナ
イ
ラ
ン

　

ジ
ャ
ラ
ー
川
の
岸
か
ら
そ
ろ
り
と
出
た
。〔
彼
に
対
す
る
〕
敬

　

愛
の
心
に
よ
っ
て
、
斜
面
の
木
々
は
枝
の
先
を
垂
ら
し
て
手

　

を
貸
し
た
。

　

仏
教
詩
人
ア
シ
ュ
ヴ
ァ
ゴ
ー
シ
ャ（
漢
訳
で
は
馬め
み
ょ
う鳴

と
い
う
）

が
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
で
書
い
た 

一 

節
で
あ
る
。
紀
元
二
世
紀

の
北
イ
ン
ド
で
活
躍
し
た
ア
シ
ュ
ヴ
ァ
ゴ
ー
シ
ャ
は
二
千
ほ
ど
の

美
し
い
詩
に
よ
っ
て
ブ
ッ
ダ
の
生
涯
を
綴
っ
た
。
ブ
ッ
ダ
の
生
涯
は

仏
教
経
典
の
中
に
断
片
的
に
説
か
れ
て
い
る
が
、
誕
生
か
ら
死

ま
で
を 

一 

つ
の
作
品
と
し
て
綴
っ
た
の
は
彼
が
初
め
て
で
あ
っ
た
。

　

二
十
九
歳
の
時
に
家
を
捨
て
、
ブ
ッ
ダ
と
な
る
べ
く
遍
歴
の

修
行
者
と
な
っ
た
シ
ッ
ダ
ー
ル
タ
は
、
瞑
想
に
よ
る
修
行
、
さ
ら

に
ガ
ン
ジ
ス
河
の
支
流
の
ほ
と
り
、
苦
行
の
森
と
い
わ
れ
る
岸
辺

で
、
肉
体
を
痛
め
つ
け
て
神
秘
体
験
を
求
め
る
修
行
に
六
年
を

費
や
し
た
。
し
か
し
、
い
く
ら
や
っ
て
も
何
も
得
ら
れ
な
い
。
死

の
淵
を
彷
徨
っ
た
シ
ッ
ダ
ー
ル
タ
は
苦
行
を
や
め
て
川
に
入
り
、

対
岸
に
上
が
る
。
こ
の
時
、
斜
面
の
木
々
も
彼
に
手
を
貸
し
た

の
で
あ
る
。
土
手
の
上
に
は
数
本
の
木
が
育
っ
て
い
た
。
後
に
菩

提
樹
と
呼
ば
れ
る
ア
シ
ュ
ヴ
ァッ
タ
樹
の
下
に
座
り
、
彼
は
思
い

を
巡
ら
せ
て
ゆ
く
。 

一 

体
、
人
間
存
在
の
苦
し
み
は
ど
こ
か
ら

来
る
の
か
と
。
ア
シュ
ヴ
ァ
ゴ
ー
シ
ャ
は
二
つ
の
詩
で
続
け
る
。

　
「
な
す
べ
き
事
を
な
し
終
わ
ら
な
い
限
り
、
大
地
の
上
で
こ
の

　

姿
勢
を
崩
さ
な
い
」
と
〔
決
意
し
た
〕
彼
は
、
眠
っ
た
蛇
が
と

　

ぐ
ろ
を
巻
く
よ
う
な
、
不
動
に
し
て
最
上
の
結
跏
趺
坐
の
姿

　

勢
を
取
っ
た
。

　

意
を
決
し
た
聖
者
（
シ
ッ
ダ
ー
ル
タ
）
が
座
に
あ
る
間
、神
々

　

は
比
べ
る
も
の
も
な
い
喜
び
に
到
り
、
獣
や
鳥
た
ち
は
鳴
き

　

 

声
を
上
げ
ず
、
森
の
木
々
た
ち
は
風
に
吹
か
れ
て
も
音
を
出

さ
な
か
っ
た
。

　

韻
を
踏
ん
だ
原
文
の
雰
囲
気
ま
で
日
本
語
に
置
き
換
え
る
の

は
難
し
い
が
、
こ
の
世
の
命
あ
る
存
在
の
す
べ
て
、
神
々
は
お
ろ

か
、
獣
や
鳥
た
ち
も
、
さ
ら
に
木
々
た
ち
で
さ
え
、
じ
っ
と
声
を

潜
め
て
シ
ッ
ダ
ー
ル
タ
の
さ
と
り
の
瞬
間
を
待
つ
の
で
あ
る
。
や

が
て
、
彼
の
心
の
中
に
、
瞑
想
や
苦
行
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
す

べ
て
の
疑
問
が
論
理
と
理
性
に
よ
っ
て
、
ひ
い
て
は
人
間
の
言
葉

に
よ
っ
て
解
決
で
き
る
と
す
る
、
イ
ン
ド
の
伝
統
を
木
っ
端
微
塵

に
破
壊
す
る
驚
く
べ
き
反
イ
ン
ド
思
想
が
芽
生
え
て
ゆ
く
。

　

多
く
の
研
究
者
の
例
に
漏
れ
ず
、
研
究
を
始
め
た
頃
は
、
私

も
仏
教
哲
学
の
難
し
い
書
物
ば
か
り
に
目
が
行
っ
て
い
た
。
し
か

し
、
歳
を
取
っ
た
せ
い
だ
と
は
あ

ま
り
言
わ
れ
た
く
な
い
が
、
今
は

こ
の
よ
う
な
作
品
に
強
く
心
引

か
れ
る
。
私
は
特
に
信
仰
を
持

つ
者
で
は
な
い
が
、
古
代
の
仏
教

者
た
ち
が
ブ
ッ
ダ
に
寄
せ
た
想
い

に
共
感
で
き
る
歳
に
や
っ
と
な
り

つ
つ
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
サ

ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
原
文
で
ブ
ッ
ダ

の
生
涯
を
読
む
こ
と
は
今
の
私

に
と
っ
て
最
高
の
喜
び
で
あ
る
。
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こ
れ
ま
で
に
出
合
っ
た
本
の
中
で

最
も
記
憶
に
残
る
一
冊
を
ご
紹
介
く
だ
さ
い
。

　

カ
ラ
ベ
ル
（J.K

arab
el

）
と
ハ
ル
ゼ
ー

（A
.H

.H
alsey

）
が
編
纂
し
た
『
教
育
と
社
会
変

動
』（
上
下
巻：東
京
大
学
出
版
会
・１
９
８
０
年
刊
）

で
す
。
大
学
院
に
入
っ
て
指
導
を
受
け
た
先
生
か

ら
一
番
最
初
に
ご
紹
介
い
た
だ
き
ま
し
た
。
社
会

の
変
動
が
教
育
の
変
化
を
惹
起
す
る
、
と
い
う
観

点
か
ら
編
纂
さ
れ
た
本
で
す
。

　

た
と
え
ば
、
情
報
化
と
い
う
大
き
な
社
会
変
動

は
、
学
校
現
場
に
タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
や
電
子
黒
板

の
導
入
を
も
た
ら
し
ま
し
た
。
情
報
化
の
加
速
は
、

子
ど
も
た
ち
の
間
に
も
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
の
所
有

を
促
進
さ
せ
、
所
有
率
の
高
ま
り
は
子
ど
も
た
ち

の
人
間
関
係
に
も
大
き
な
変
化
を
も
た
ら
し
て
い

ま
す
。
社
会
の
大
き
な
構
造
的
変
化
が
学
校
現
場

変
動
す
る
社
会
と
教
育
と
の
関
連
を
探
る

教
育
学
部
教
育
学
科
教
授　

原 

清
治

を
変
え
、
子
ど
も
た
ち
に
も
多
大
な
影
響
を
与
え

て
い
る
…
…
現
代
の
社
会
に
当
て
は
め
て
言
え
ば
、

そ
う
い
っ
た
内
容
の
本
に
な
り
ま
す
。

　

多
彩
な
側
面
か
ら
教
育
問
題
を
掘
り
下
げ
る
欧

米
の
す
ぐ
れ
た
論
文
が
上
下
２
巻
に
分
け
て
収
録

さ
れ
、
研
究
の
枠
組
み
を
多
面
的
に
提
示
し
て
い

る
こ
と
か
ら
、「
教
育
社
会
学
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
展
開
」

と
い
う
副
題
が
つ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

僕
が
と
り
わ
け
面
白
い
と
思
っ
た
の
は
、「
選

抜
機
関
と
し
て
の
学
校
」
と
い
う
学
説
で
す
。
学

校
は
何
の
た
め
に
あ
る
の
？
と
聞
か
れ
れ
ば
、
多

く
の
人
は
、
子
ど
も
た
ち
を
人
間
的
に
成
長
さ
せ

る
場
、
あ
る
い
は
自
立
や
自
己
実
現
を
支
援
す
る

場
、と
い
っ
た
答
え
方
を
す
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

　

と
こ
ろ
が
、
こ
の
学
説
で
は
、
学
校
に
は
学
力

に
応
じ
て
子
ど
も
た
ち
を
社
会
の
各
階
層
に
配
分

し
て
い
く
機
能
も
あ
る
と
論
及
し
て
い
ま
す
。
学

校
と
い
え
ば
、
子
ど
も
た
ち
を
大
人
に
し
て
い
く

場
所
、
社
会
化
す
る
場
所
、
自
己
実
現
す
る
た
め

の
知
恵
や
技
能
を
授
け
る
場
所
と
い
っ
た
よ
う
に
、

プ
ラ
ス
の
側
面
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
実

際
そ
の
と
お
り
な
ん
で
す
が
、一
方
で
非
常
に
ク
ー

ル
で
残
酷
な
側
面
を
も
っ
て
い
て
、
子
ど
も
た
ち

を
試
験
に
よ
っ
て
序
列
化
し
、
そ
れ
に
し
た
が
っ

て
進
学
先
の
選
定
や
ク
ー
リ
ン
グ
ア
ウ
ト
（
や
る

気
の
冷
却
化
）
を
す
る
機
能
を
備
え
て
い
る
と
い

う
こ
と
を
述
べ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
進
学
先

は
社
会
の
階
層
と
対
に
な
っ
て
い
る
。
学
校
の
ハ

イ
ア
ラ
ー
キ
ー
（
階
層
構
造
）
と
社
会
の
ハ
イ
ア

ラ
ー
キ
ー
は
、
基
本
的
に
横
に
連
動
し
て
い
る
と

い
う
わ
け
で
す
。

　

大
学
院
に
入
っ
た
ば
か
り
の
頃
は
、
指
導
の
ス

キ
ル
を
ど
う
高
め
て
い
く
か
を
研
究
す
る
の
が
教

育
学
と
い
う
認
識
で
し
た
。
学
問
に
対
す
る
視
野

が
ま
だ
ま
だ
狭
か
っ
た
ん
で
す
ね
。
物
事
に
は
多

様
な
面
が
あ
っ
て
、
学
校
に
つ
い
て
も
プ
ラ
ス
の

側
面
ば
か
り
見
て
い
る
と
、
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
側
面

を
見
落
と
す
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
そ
ん
な
こ
と

を
強
烈
に
気
づ
か
せ
て
く
れ
た
一
冊
で
し
た
。
こ

の
本
に
出
合
っ
て
い
な
か
っ
た
ら
、
多
面
的
な
も

の
の
見
方
と
い
う
と
こ
ろ
に
辿
り
着
く
の
に
、
時

間
が
か
か
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

線
を
引
い
た
り
付
箋
を
貼
っ
た
り
し
な
が
ら
何

度
も
繰
り
返
し
読
ん
で
き
た
の
で
、
ぼ
ろ
ぼ
ろ
に

な
っ
て
し
ま
い
、
い
ま
研
究
室
に
あ
る
の
は
３
セ
ッ

ト
目
か
４
セ
ッ
ト
目
。
図
書
館
に
も
収
蔵
さ
れ
て

い
ま
す
。
教
育
学
を
学
ん
で
い
る
人
に
お
薦
め
の

本
で
す
。

現
在
は
ど
の
よ
う
な
研
究
を

さ
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
？

　

学
校
で
起
こ
る
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
と
そ
の
メ
カ

ニ
ズ
ム
を
中
心
に
研
究
し
て
い
ま
す
。
い
く
つ
も

の
研
究
を
並
行
し
て
進
め
て
い
ま
す
が
、
最
近
は

２
０
１
９
年
４
月
か
ら
副
学
長
な
ら
び
に
研
究
推
進
機
構
長
に
な
ら
れ
た

教
育
学
部
の
原
清
治
教
授
に
、
書
と
の
出
合
い
や
現
在
の
研
究
内
容
、

研
究
推
進
に
対
す
る
抱
負
な
ど
に
つ
い
て
話
を
伺
い
ま
し
た
。
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変動する社会と教育との関連を探る

「
い
じ
め
」
の
問
題
、
と
り
わ
け
「
ネ
ッ
ト
い
じ
め
」

の
実
態
や
そ
の
対
策
に
関
す
る
研
究
に
力
を
入
れ

て
い
ま
す
。
こ
の
研
究
で
は
京
都
と
滋
賀
の
高
校

生
6
万
８
千
人
を
対
象
に
大
規
模
な
ア
ン
ケ
ー
ト

調
査
を
実
施
し
、
収
集
し
た
デ
ー
タ
に
基
づ
く
実

証
的
な
研
究
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
「
不
登
校
」の
問
題
も
重
要
な
研
究
テ
ー
マ
で
す
。

年
間
通
算
30
日
以
上
の
欠
席
が
文
部
科
学
省
に
よ

る
不
登
校
の
定
義
で
、
全
国
に
14
万
4
千
人
い
る

と
さ
れ
ま
す
が
、「
プ
チ
不
登
校
」
と
呼
ば
れ
る
不

登
校
予
備
軍
も
含
め
て
研
究
し
て
い
ま
す
。

　

も
う
一
つ
、「
学
力
低
下
」
の
問
題
も
研
究
し
て

い
ま
す
。学
力
の
問
題
は
、僕
の
研
究
の
原
点
で
す
。

子
ど
も
た
ち
の
学
力
が
ど
の
よ
う
な
要
因
で
不
振

原
はら

 清
きよはる

治
教育学部教育学科教授
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に
な
る
の
か
を
研
究
し
て
い
た
と
き
に
、
い
ま
メ

イ
ン
で
行
っ
て
い
る
い
じ
め
の
問
題
に
行
き
着
き
、

並
行
し
て
研
究
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

い
じ
め
も
不
登
校
も
学
力
低
下
も
、
友
人
関
係

や
対
人
関
係
が
大
き
く
影
響
し
て
い
ま
す
。
学
校

病
理
の
問
題
は
、
す
べ
て
一
本
の
線
で
つ
な
が
っ
て

い
る
の
で
す
。
最
近
の
こ
う
し
た
研
究
は
、
学
校

を
臨
床
の
場
と
し
て
教
育
学
的
に
研
究
す
る
こ
と

か
ら
、「
学
校
臨
床
教
育
学
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ

て
い
ま
す
。

い
ま
行
っ
て
い
る
研
究
の

最
終
目
標
は
何
で
し
ょ
う
か
？

　
「
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
安
心
・
安
全
な
学
校
づ

く
り
」
が
、
僕
が
行
っ
て
い
る
す
べ
て
の
研
究
の

最
終
目
標
で
す
。

　

い
じ
め
の
問
題
が
10
年
ほ
ど
前
か
ら
ふ
た
た
び

社
会
問
題
化
し
、
不
登
校
率
も
増
加
を
続
け
て
い

ま
す
。
そ
し
て
、そ
れ
に
呼
応
す
る
か
の
よ
う
に
中
・

高
校
生
を
中
心
に
「
マ
ス
ク
」
の
文
化
が
広
が
っ

て
き
ま
し
た
。

　

不
登
校
予
備
軍
の
調
査
で
学
校
現
場
に
行
っ
て

マ
ス
ク
を
し
て
い
る
子
た
ち
に
マ
ス
ク
を
す
る
理

由
を
聞
く
と
、「
安
心
で
き
る
か
ら
」
と
い
う
答

え
が
多
く
返
っ
て
き
ま
す
。
今
の
子
ど
も
た
ち
は
、

学
校
で
の
リ
ア
ル
な
人
間
関
係
の
ほ
か
に
、
ネ
ッ

ト
上
で
の
人
間
関
係
に
も
気
を
配
っ
て
い
ま
す
。

ち
ょ
っ
と
し
た
出
来
事
が
ま
た
た
く
間
に
S
N
S

で
拡
散
さ
れ
る
時
代
で
す
。
表
情
を
読
み
取
ら
れ

ず
、
他
者
と
の
関
係
性
に
壁
を
作
っ
て
く
れ
る
マ

ス
ク
は
、
自
分
を
守
る
ア
イ
テ
ム
と
し
て
す
ご
く

便
利
な
ん
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
導
入
が
進
ん
で
い

る
ア
ク
テ
ィ
ブ
ラ
ー
ニ
ン
グ
型
の
学
習
で
は
、
意

見
を
言
わ
な
く
て
は
い
け
な
い
。
自
分
を
表
に
出

し
た
く
な
い
子
は
、
意
見
を
交
換
し
あ
う
授
業
が

苦
手
で
す
。
マ
ス
ク
を
し
て
い
る
子
に
外
圧
を
か

け
る
よ
う
な
授
業
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

　

い
じ
め
ら
れ
て
い
る
子
、
あ
る
い
は
「
い
じ
め

ら
れ
感
」
の
あ
る
子
は
、
保
健
室
や
用
務
員
室
が

逃
げ
場
所
に
な
っ
て
い
ま
し
た
が
、最
近
で
は
「
図

書
館
」
に
避
難
す
る
子
が
増
え
て
き
ま
し
た
。
居

場
所
に
適
し
た
一
人
用
の
ブ
ー
ス
や
個
室
が
あ
り
、

誰
に
も
干
渉
さ
れ
る
こ
と
が
な
く
、
い
じ
め
っ
子

や
や
ん
ち
ゃ
系
の
子
も
来
な
い
場
所
だ
か
ら
で
す
。

　

学
校
の
ト
イ
レ
に
こ
も
っ
て
食
事
を
す
る
「
便

所
飯
」
や
、
大
学
の
食
堂
に
一
人
用
に
仕
切
ら
れ

た
「
ぼ
っ
ち
席
」
が
増
え
て
い
る
背
景
に
は
、
友

人
関
係
を
つ
く
る
の
が
苦
手
だ
っ
た
り
、
学
校
に

行
く
の
が
し
ん
ど
い
と
感
じ
て
い
る
子
た
ち
の
居

場
所
と
し
て
機
能
し
て
い
る
側
面
も
あ
り
ま
す
。

　

い
じ
め
の
問
題
で
苦
し
ん
で
い
る
子
が
い
る
。

学
校
に
行
き
た
く
て
も
行
け
な
い
子
が
い
る
。
一

生
懸
命
勉
強
し
て
い
る
の
に
学
力
が
保
障
さ
れ
て

い
か
な
い
子
が
い
る
。
ス
ク
ー
ル
カ
ー
ス
ト
（
ク

ラ
ス
内
の
ス
テ
イ
タ
ス
）
の
下
位
に
い
る
こ
と
を

悩
ん
で
い
る
子
が
い
る
…
…
子
ど
も
た
ち
の
問
題

は
、
挙
げ
れ
ば
き
り
が
あ
り
ま
せ
ん
。

　

学
校
臨
床
教
育
学
は
、
実
践
科
学
で
す
。
学
校

が
安
心
・
安
全
で
楽
し
い
場
所
に
な
れ
な
い
の
は

な
ぜ
な
の
か
、
ど
う
い
う
要
素
を
取
り
除
い
て
い

け
ば
な
れ
る
の
か
を
実
証
的
に
研
究
し
、
少
し
で

も
子
ど
も
た
ち
の
役
に
立
つ
よ
う
な
提
言
・
提
案
・

デ
ー
タ
を
学
校
現
場
に
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
し
て
い

か
な
く
て
は
い
け
な
い
。
そ
ん
な
思
い
が
強
く
あ

り
ま
す
。

副
学
長
に
な
っ
て
研
究
推
進
を
担
わ
れ
ま
し
た
。

抱
負
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

　

副
学
長
と
い
う
立
場
に
な
り
、
研
究
推
進
機
構

長
と
し
て
先
生
方
の
研
究
活
動
の
支
援
を
行
い
、

科
学
研
究
費
助
成
事
業
（
以
下
、
科
研
費
）
を
は

じ
め
と
す
る
研
究
資
金
の
獲
得
や
社
会
へ
の
情
報

発
信
を
推
進
し
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

研
究
に
は
、
中
長
期
的
な
ビ
ジ
ョ
ン
が
必
要

で
す
。
僕
の
場
合
は
、
同
時
並
行
で
何
本
も
研
究

を
行
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
一
本
一
本
を
連
携
さ
せ

な
が
ら
ど
の
よ
う
に
発
展
さ
せ
て
「
子
ど
も
た
ち

に
と
っ
て
安
心
・
安
全
な
学
校
づ
く
り
」
と
い
う

ビ
ジ
ョ
ン
に
到
達
さ
せ
る
か
の
長
期
プ
ラ
ン
を
立

て
て
研
究
を
進
め
て
い
ま
す
。
教
員
に
と
っ
て
一
番

大
事
な
の
は
「
情
熱
」
だ
と
僕
は
思
っ
て
い
ま
す
。

子
ど
も
た
ち
の
役
に
立
つ
研
究
、
日
本
の
教
育
を

変
え
て
い
く
力
に
な
る
研
究
を
、
情
熱
を
も
っ
て

計
画
的
に
進
め
て
い
く
。
そ
れ
が
自
分
自
身
に

課
し
た
オ
ブ
リ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
り
、
科
研
費
を

毎
年
獲
得
で
き
て
い
る
一
番
大
き
な
ポ
イ
ン
ト
だ

と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

佛
教
大
学
が
い
ま
抱
え
て
い
る
課
題
の
一
つ
は
、

教
職
員
相
互
の
情
報
交
換
や
情
報
共
有
で
す
。
科

研
費
の
獲
得
に
関
し
て
も
、
各
教
員
は
ノ
ウ
ハ
ウ

を
も
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
大
学
全
体
と

し
て
共
有
さ
れ
て
い
な
い
感
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、

地
域
連
携
も
研
究
推
進
機
構
の
セ
ク
シ
ョ
ン
の
一

つ
で
す
が
、
職
員
の
人
た
ち
に
つ
い
て
も
、
一
人
ひ

と
り
の
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
や
大
学
愛
を
佛
教
大
学
の

こ
れ
か
ら
の
取
り
組
み
に
よ
り
反
映
さ
せ
て
い
け

る
よ
う
に
、「
原
」
と
い
う
人
間
の
持
ち
味
を
生
か

し
、
僕
自
身
を
「
潤
滑
油
」
と
し
て
機
能
さ
せ
て
、

有
効
な
情
報
を
み
ん
な
で
共
有
し
な
が
ら
、
佛
教

大
学
ら
し
い
共
生
の
精
神
に
満
ち
た
楽
し
い
職
場

に
し
て
い
け
れ
ば
い
い
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。

最
後
に
図
書
館
の
利
用
法
に
つ
い
て

ア
ド
バ
イ
ス
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

佛
教
大
学
の
図
書
館
は
、
セ
ン
ス
の
良
さ
を
感

じ
る
、
と
て
も
使
い
勝
手
の
い
い
図
書
館
だ
と
思

い
ま
す
ね
。
教
員
と
連
携
し
た
質
の
高
い
蔵
書
構

築
が
な
さ
れ
、
常
に
利
用
者
の
立
場
に

立
っ
て
利
便
性
の
向
上
が
図
ら
れ
て
い

ま
す
。
デ
ジ
タ
ル
の
コ
ン
テ
ン
ツ
も
充
実

し
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
活
用
の
検
索
シ
ス
テ

ム
も
よ
く
整
備
さ
れ
て
い
ま
す
。
書
庫

に
は
全
国
の
主
要
な
大
学
の
研
究
紀
要

が
並
び
、
研
究
の
ヒ
ン
ト
に
な
る
情
報

が
山
の
よ
う
に
あ
り
ま
す
。

　

僕
も
若
い
頃
は
書
庫
に
よ
く
行
っ
て

い
ま
し
た
。
ど
こ
の
大
学
の
ど
ん
な
先
生

が
ど
ん
な
研
究
を
し
て
い
る
の
か
を
常

に
チ
ェ
ッ
ク
し
、
研
究
に
対
す
る
発
想
力
を
養
い
、

研
究
者
と
し
て
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
拡
大
に
も
役
立

て
て
き
ま
し
た
。
科
研
費
を
獲
得
し
続
け
て
こ
ら

れ
た
の
も
、
書
庫
の
お
か
げ
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

図
書
館
を
有
効
活
用
し
て
も
ら
え
る
よ
う
に
、

僕
は
毎
年
、
学
部
の
新
入
生
、
大
学
院
生
、
ゼ
ミ

生
な
ど
を
図
書
館
に
連
れ
て
行
っ
て
ガ
イ
ダ
ン
ス

を
行
っ
て
い
ま
す
。
図
書
館
は
、
宝
の
山
で
す
。

時
間
を
贅
沢
に
使
え
る
場
所
で
す
。
ネ
ッ
ト
で
閲

覧
で
き
な
い
本
が
た
く
さ
ん
あ
り
、
論
文
を
い
く

つ
も
同
時
に
並
べ
て
読
み
比
べ
す
る
こ
と
も
で
き

ま
す
。
支
払
っ
た
授
業
料
分
は
、
し
っ
か
り
活
用

し
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
ね
。（
笑
）
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図
書
館
デ
ジ
タ
ル
資
料

『
浄
土
教
報
』
と
演
劇
記
事

　

私
は
上
方
歌
舞
伎
に
つ
い
て
、
興
行
を

キ
ー
ワ
ー
ド
に
、
そ
の
歴
史
的
研
究
を
行
っ

て
い
る
。
こ
こ
し
ば
ら
く
は
、
近
代
歌
舞
伎

と
宗
教
教
団
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
調
査

し
て
お
り
、
そ
の
関
わ
り
か
ら
、
本
学
附

属
図
書
館
の
デ
ジ
タ
ル
資
料
『
浄
土
教
報
』

を
た
び
た
び
検
索
し
て
い
る
。

　

近
年
、
近
代
歌
舞
伎
・
演
劇
研
究
で
は

演
劇
雑
誌
類
の
研
究
が
盛
ん
で
、『
演
芸
画

報
』
や
『
幕
間
』
な
ど
、
専
門
雑
誌
類
の
編

集
方
針
・
傾
向
、
主
宰
者
・
編
集
者
、
掲
載

の
芸
談
・
芸
論
な
ど
が
考
察
さ
れ
、
こ
れ
ま

で
に
な
い
知
見
の
発
見
が
相
次
い
で
い
る
。

　

私
は
こ
の
よ
う
な
研
究
動
向
に
接
し
、
で

は
、
宗
教
教
団
が
発
行
し
て
い
る
雑
誌
類
に

は
、
ど
の
よ
う
な
演
劇
関
係
記
事
が
所
載
さ

れ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
素
朴
な
問
題
関
心

を
も
ち
、
同
資
料
を
検
索
し
は
じ
め
た
の
だ

が
、
意
外
に
も
数
多
く
の
演
劇
記
事
と
出

会
い
、
う
れ
し
さ
を
隠
せ
な
か
っ
た
。

　

た
だ
、
同
誌
は
演
劇
専
門
雑
誌
で
は
な

い
た
め
、
内
容
や
情
報
、
情
報
量
は
断
片

的
で
あ
り
、
体
系
的
に
位
置
づ
け
る
こ
と

は
む
ず
か
し
い
。

　

一
方
で
、
専
門
誌
に
は
記
載
さ
れ
な
い
、

あ
る
い
は
記
さ
れ
に
く
い
内
容
も
あ
っ
て
、

従
来
の
見
解
を
補
え
る
点
も
多
く
、
こ
こ

①
大
正
十
一
年
六
月
二
十
三
日
付
「
増
上
寺

を
背
景
と
し
た
東
京
市
の
野
外
劇
」

②
同
年
七
月
七
日
付
「
芝
公
園
で
増
上
寺

縁
起
の
野
外
劇
」

③
同
年
八
月
十
八
日
付
「
増
上
寺
野
外
劇

と
活
動
写
真
」

　

い
ず
れ
も
、
増
上
寺
を
会
場
と
す
る
野

外
劇
開
催
に
関
す
る
記
事
で
あ
る
。
そ
れ

ぞ
れ
の
内
容
を
確
認
し
て
み
よ
う
。

大
正
十
一
年
七
月
増
上
寺

野
外
劇
と
坪
内
逍
遥

　　

六
月
二
十
三
日
付
記
事
は
東
京
市
主
催

の
野
外
劇
の
第
二
回
目
を
、
増
上
寺
で
開

催
す
る
こ
と
が
決
定
し
た
、と
い
う
も
の
で
、

詳
細
を
伝
え
る
記
事
が
七
月
七
日
に
掲
載

さ
れ
て
い
る
。

　

そ
の
内
容
は
、
東
京
市
社
会
局
が
「
民

衆
娯
楽
の
普
通
向
上
」
の
た
め
、
七
月
十
五

日
・
十
六
日
両
日
、
増
上
寺
で
野
外
劇
を
行

な
う
こ
と
、
同
寺
の
八
百
谷
順
応
氏
が
筋
書

を
書
く
こ
と
、同
月
一
日
、八
百
谷
氏
は
「
増

上
寺
に
成
る
迄
」「
黒
本
尊
の
縁
起
」「
御
竹

大
日
」「
祐
天
上
人
」
の
四
篇
の
筋
書
を
脱

稿
し
、
同
市
社
会
局
は
坪
内
逍
遥
に
脚
本

を
委
嘱
、
現
在
、
執
筆
中
で
あ
る
こ
と
、
脚

本
は
増
上
寺
が
譲
渡
を
う
け
て
出
版
す
る

予
定
で
あ
る
こ
と
、な
ど
で
あ
る（
写
真
③
）。

が
強
み
、
と
考
え
て
い
る
。

　

そ
こ
で
、『
浄
土
教
報
』
掲
載
の
演
劇
記

事
に
つ
い
て
、
と
く
に
、
大
正
期
の
野
外
劇

関
連
の
も
の
を
い
く
つ
か
紹
介
し
、
若
干
の

考
察
を
加
え
て
み
た
い
。

坪
内
逍
遥
と
ペ
ー
ジ
ェン
ト
劇

　

日
本
近
代
演
劇
の
巨
星
と
い
え
ば
、
坪

内
逍
遥
で
あ
る
。
わ
が
国
の
演
劇
近
代
化

に
果
た
し
た
役
割
は
と
て
も
大
き
い
。
そ

の
逍
遥
が
大
正
十
年
代
に
推
進
し
た
の
が

ペ
ー
ジ
ェ
ン
ト
劇
、
す
な
わ
ち
、
野
外
劇
で

あ
っ
た
。

　

八
月
十
八
日
付
記
事
は
、
映
像
撮
影
さ

れ
た
「
黒
本
尊
と
家
康
公
」「
お
竹
大
日
如

来
」
の
二
篇
が
、
同
社
会
局
に
よ
っ
て
市
内

各
所
の
縁
日
で
上
映
さ
れ
好
評
、
と
伝
え

て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
内
容
は
管
見
の
か
ぎ
り
、
坪

内
逍
遥
の
ペ
ー
ジ
ェ
ン
ト
劇
で
は
言
及
さ
れ

て
い
な
い
た
め
、
彼
の
事
蹟
を
補
完
す
る
も

の
と
い
え
よ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、『
浄
土
教
報
』
に
は
も
う
一

件
、「
野
外
劇
」
に
関
す
る
記
事
が
存
在
す

　

わ
が
国
で
ペ
ー
ジ
ェ
ン
ト
が
知
ら
れ
始
め

た
の
は
、
大
正
九
年
（
一
九
二
〇
）
に
開
催

さ
れ
た
世
界
日
曜
学
校
だ
が
、
こ
の
時
期
、

逍
遥
は
文
化
事
業
研
究
会
の
〈
国
民
演
芸
〉

部
門
を
核
に
、
市
民
を
動
員
し
た
演
劇
・

音
楽
・
舞
踊
の
総
合
芸
術
に
邁
進
し
て
い

た
。そ
の
試
作
が『
熱
海
町
の
為
の
ペ
ー
ジ
ェ

ン
ト
』（
写
真
①
）
で
、同
十
年
（
一
九
二
一
）

十
月
二
日
、
戸
山
陸
軍
学
校
校
庭
に
お
い

て
試
演
さ
れ
た
。

　

さ
て
、「
野
外
劇
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド

を
用
い
て
『
浄
土
教
報
』
を
検
索
す
る
と
、

坪
内
逍
遥
関
係
で
は
、
つ
ぎ
の
三
件
が
ヒ
ッ

ト
す
る
（
写
真
②
）。

る
。
逍
遥
の
ペ
ー
ジ
ェ
ン
ト
理
論
を
背
景
と

し
た
、
大
正
歌
舞
伎
の
歴
史
に
燦
然
と
輝

く
二
代
目
市
川
左
團
次
の
知
恩
院
山
門
前

の
野
外
劇
で
あ
る
。

知
恩
院
山
門
前
の
大
野
外
劇
と

二
代
目
市
川
左
團
次

　

大
正
十
一
年
九
月
二
十
二
日
の
『
浄
土
教

報
』
に
、「
知
恩
院
境
内
で
野
外
劇
―
左
團

次
一
派
が
研
究
的
試
演
―
」
と
い
う
見
出
し

の
記
事
が
掲
載
さ
れ
る
（
写
真
④
）。

二代目市川左團次と知恩院山門前野外劇
―図書館の視聴覚資料―

　歴史学部歴史文化学科教授　斉藤 利彦

写真④
『浄土教報』大正 11 年

9 月 22 日 付 記 事「 知
恩院境内で野外劇―左
團次一派が研究的試演
―」。本学図書館所蔵。

写真③
『浄土教報』大正 11 年

年 7 月 7 日 付 記 事「 芝
公園で増上寺縁起の野
外劇」。本学図書館所蔵。

写真①
『逍遥選集』第 9 巻。逍遥の児

童演劇・ページェント理論や、
大村弘毅による「ページェント
上演略記」と題する「熱海町の
為のページェント」上演顛末が
所収されている。本学図書館所
蔵 918.6 / 84 / 9。

写真②
『浄土教報』大正 11 年

6 月 23 日付記事「増上
寺を背景とした東京市
の野外劇」。本学図書館
所蔵。

『浄土教報』大正 11 年
8 月 18 日付記事「増上
寺野外劇と活動写真」。
本学図書館所蔵。
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「
郷
土
史
劇
講
演
会
」
が
開
催
さ
れ
て
い
る
。

聴
衆
千
五
百
名
を
前
に
、
小
山
内
薫
や
松

居
松
葉
、
渡
邊
霞
亭
な
ど
が
、
今
回
の
野

外
劇
の
主
旨
や
意
義
を
講
じ
る
、
と
い
っ
た

手
の
込
み
よ
う
で
あ
っ
た
。

野
外
劇
『
郷
土
史
劇 

織
田
信
長
』

上
演
と
十
万
人
の
観
客

　

当
日
の
演
目
は
『
郷
土
史
劇　

織
田
信

長
』。
知
恩
院
側
が
求
め
た
内
容
で
、
全
五

幕
、
入
場
料
は
無
料
。
演
出
・
総
指
揮
小

山
内
薫
、
脚
本
松
居
松
葉
、
衣
裳
考
証
久

保
田
米
斎
、
信
長
に
左
團
次
、
木
下
藤
吉

郎
が
六
代
目
市
川
寿
美
蔵
、
明
智
光
秀
は

三
代
目
阪
東
寿
三
郎
、
二
代
目
中
村
芝
鶴

の
足
利
義
昭
、
洪
誉
上
人
に
は
左
團
次
一
門

の
二
代
目
市
川
左
升
、
と
い
っ
た
左
團
次
劇

団
の
面
々
。

　

加
え
て
、
左
團
次
と
親
交
の
深
か
っ
た
祇

園
の
女
将
で
井
上
流
の
名
手
松
本
佐
多
の

協
力
に
よ
り
、
祇
園
の
少
女
が
稚
児
姿
で

参
加
、
松
竹
シ
ネ
マ
は
多
数
の
鎧
武
者
の
エ

キ
ス
ト
ラ
を
手
配
す
る
な
ど
、
出
演
者
は

総
勢
二
百
名
に
の
ぼ
り
、
楽
屋
は
方
々
に
五

つ
、電
話
回
線
を
つ
な
い
で
連
絡
し
あ
っ
た
。

　

左
團
次
の
親
友
で
、
本
興
行
の
顧
問
的

存
在
で
あ
る
永
井
荷
風
も
観
劇
の
た
め
、

同
月
二
十
八
日
か
ら
来
京
し
て
い
る
。
荷

風
は
当
日
の
上
演
に
つ
い
て
、「
観
客
数
萬

人
に
及
」
び
、「
演
技
は
雑
沓
の
た
め
中
止

の
已
む
な
き
に
至
ら
む
と
せ
し
が
、
辛
う
じ

て
定
刻
に
終
」
っ
た
、
と
『
断
腸
亭
日
乗
』

同
年
十
月
一
日
条
に
書
き
と
め
て
い
る
（
岩

波
版
『
荷
風
全
集
』
第
十
九
巻
、岩
波
書
店
、

一
九
六
四
年
）。

　

左
團
次
た
ち
は
一
万
五
千
人
く
ら
い
の
観

客
が
集
ま
る
の
で
は
、
と
算
段
し
て
い
た
。

と
こ
ろ
が
、
警
察
の
計
算
で
十
万
人
は
押
し

　

同
年
十
月
一
日
午
後
三
時
か
ら
、
知
恩
院

山
門
前
に
お
い
て
、
二
代
目
左
團
次
に
よ
る

野
外
劇
が
上
演
さ
れ
る
こ
と
、
本
興
行
は

松
竹
主
催
、
後
援
に
京
都
市
社
会
課
、
知

恩
院
は
「
大
に
此
の
挙
を
賛
し
積
極
的
援

助
」
を
す
る
が
、
上
演
内
容
は
「
宗
教
的

な
も
の
」
を
求
め
た
こ
と
、
左
團
次
側
も
さ

ま
ざ
ま
検
討
し
た
結
果
、
知
恩
院
二
十
八

代
洪
誉
上
人
時
代
、
織
田
信
長
と
足
利
義

昭
と
の
争
い
を
中
心
に
「
知
恩
院
と
の
種
々

の
関
係
を
描
き
だ
す
脚
本
」
に
決
し
た
こ

と
、
な
ど
を
伝
え
て
い
る
。

　

二
代
目
市
川
左
團
次
は
九
代
目
市
川
團

十
郎
・
五
代
目
尾
上
菊
五
郎
没
後
、
劇
界

刷
新
の
先
頭
に
立
ち
、「
進
取
」「
革
新
」

を
志
向
し
た
、
近
代
演
劇
史
に
大
き
な
足

跡
を
残
し
た
歌
舞
伎
役
者
で
あ
る
。

　

左
團
次
は
日
頃
、
歌
舞
伎
を
観
る
こ
と

の
で
き
な
い
人
た
ち
に
、
出
来
る
だ
け
安
価

な
お
芝
居
を
み
て
も
ら
い
た
い
、つ
ま
り「
劇

芸
術
の
民
衆
化
」
を
は
か
り
た
い
、
と
い
う

考
え
を
も
ち
、
一
方
、
松
竹
は
興
行
の
「
社

会
奉
仕
」
を
企
図
し
て
い
た
。

　

両
者
の
思
惑
が
合
致
し
、
左
團
次
四
年

ぶ
り
の
南
座
出
演
に
あ
わ
せ
、
松
竹
発
祥

の
地
京
都
で
、
十
月
一
日
、
野
外
劇
上
演
が

決
ま
り
、
会
場
は
一
万
人
以
上
の
観
客
動
員

を
見
込
み
た
い
た
め
、
知
恩
院
山
門
前
が

選
ば
れ
た
。
本
番
に
先
立
つ
九
月
二
十
九

日
、
南
座
に
お
い
て
、
松
竹
を
主
催
と
し
て

査
に
お
い
て
、
人
口
十
万
都
市
は
、
た
と
え

ば
、
札
幌
市
十
万
二
五
八
〇
人
、
新
潟
市

九
万
二
一
三
〇
人
、
福
岡
市
九
万
五
三
八
一

人
で
あ
る
（e-stat

よ
り
）。
こ
れ
ら
の
都

市
の
総
人
口
に
匹
敵
す
る
人
々
が
、
左
團
次

の
〈
革
新
興
行
〉
を
観
劇
し
た
こ
と
に
な
る
。

実
際
に
十
万
人
も
押
し
寄
せ
た
か
は
判
然

と
し
な
い
が
、
こ
の
野
外
劇
が
い
か
に
空
前

絶
後
で
あ
っ
た
か
は
う
か
が
え
よ
う
。

　

左
團
次
自
身
「
こ
の
有
難
い
人
気
」
が

興
行
「
失
敗
の
原
因
」
に
な
っ
た
。
し
か
し

「
私
の
信
長
が
山
門
の
上
に
立
っ
て
、
十
万

の
人
々
を
控
え
、
京
の
町
を
霞
の
果
て
ま
で

も
見
渡
し
て
、
台
詞
を
云
っ
て
い
る
時
は
、

ま
こ
と
に
、
正
直
な
と
こ
ろ
、
私
一
代
忘

れ
え
ぬ
快
さ
の
き
わ
み
」（『
左
團
次
芸
談
』

南
光
社
、
一
九
三
六
年 

写
真
⑥
）
だ
っ
た
、

と
述
懐
し
て
い
る
。
役
者
冥
利
に
尽
き
る
、

と
い
っ
た
と
こ
ろ
だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
野
外
劇
は
大
正
歌
舞
伎
や
二
代
目

左
團
次
、
彼
と
親
交
の
深
か
っ
た
永
井
荷

風
を
語
る
と
き
に
言
及
さ
れ
る
こ
と
が
多
い

が
、
知
恩
院
側
の
要
求
な
ど
は
指
摘
さ
れ

て
い
な
い
。『
浄
土
教
報
』
の
記
事
は
、
日

本
近
代
最
大
の
野
外
劇
の
実
像
を
補
足
す

る
も
の
と
い
え
よ
う
。

可
能
性
と
し
て
の

『
浄
土
教
報
』
と
演
劇
記
事

　
『
浄
土
教
報
』
に
掲
載
さ
れ
た
野
外
劇
関

係
記
事
は
、
予
告
か
事
後
報
告
の
い
ず
れ

か
で
あ
り
、
当
日
の
あ
り
さ
ま
は
伝
え
て
い

な
い
。
し
た
が
っ
て
、
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う

に
、
内
容
は
断
片
的
で
あ
る
こ
と
は
否
め
な

寄
せ
た
と
い
い
、
招
待
客
の
一
部
が
入
場
で

き
な
い
、
舞
台
と
な
っ
て
い
る
石
段
に
観
客

が
あ
が
り
だ
す
、
演
出
の
本
物
の
馬
が
楽

屋
か
ら
脱
走
す
る
な
ど
、
相
当
な
混
乱
が

生
じ
、
途
中
、
約
三
十
分
中
断
、
一
時
は
上

演
切
り
上
げ
も
考
慮
さ
れ
る
ほ
ど
で
あ
っ

た
、
と
い
う
。

　

利
倉
幸
一
『
市
川
左
團
次
覚
書
』
や
堂

本
寒
星
『
南
座
』
の
掲
載
図
版
を
み
る
と
、

確
か
に
、
山
門
前
は
立
錐
の
余
地
も
な
い

光
景
で
あ
っ
て
、驚
く
ほ
か
な
い（
写
真
⑤
）。

　

試
み
に
、
大
正
九
年
第
一
回
国
勢
調

査
で
京
都
市
の
人
口
を
確
認
す
る
と
、

五
十
九
万
一
三
二
三
人
。
単
純
に
考
え
る

と
、
京
都
市
民
の
約
六
分
の
一
が
知
恩
院
山

門
前
に
押
し
寄
せ
た
こ
と
に
な
る
。
同
調

二代目市川左團次と知恩院山門前野外劇 ―図書館の視聴覚資料 ―

斉
さいとう

藤 利
としひこ

彦
歴史学部歴史文化学科教授
学生支援推進室長

佛教大学大学院文学研究科
博士課程単位取得満期退
学。佛教大学アジア宗教文
化情報研究所（現、宗教文
化ミュージアム）ポストド
クター、佛教大学宗教文化
ミュージアム学芸員を経て、
2012 年、歴史学部着任。専
門は日本芸能史。博士（文
学）。主な著書・論文に『近
世上方歌舞伎と堺』（単著・
思文閣出版、2012 年）、『近
世堺と歌舞伎』（単著・大阪
公立大学共同出版会、2008
年）、『京都を学ぶ 丹波編』

（ 共 著、ナ カニ シ ヤ 出 版、
2018 年）、『中近世の被差別
民像 非人・河原者・散所』（共
著・（公財）世界人権問題研
究センター、2018 年）、『職
能民へのまなざし』（共著・

（公財）世界人権問題研究セ
ンター、2015 年）、『京の歳
時記今むかし』（共著・平凡
社、2006 年）、『日本芸能の
環境』（共著・京都造形芸
術大学、2004 年）など。

い
が
、
こ
れ
ま
で
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
、
あ

る
い
は
知
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
も
含
ん
で
お

り
、
そ
の
意
味
で
は
、
学
界
に
貢
献
す
る
も

の
と
い
え
る
。

　

こ
れ
ら
の
記
事
は
、
同
資
料
が
デ
ジ
タ

ル
化
さ
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
発
見
で
き
た
も

の
で
、
膨
大
な
量
の
『
浄
土
教
報
』
を
デ

ジ
タ
ル
化
し
た
本
学
と
附
属
図
書
館
の
学

恩
に
感
謝
し
た
い
。

写真⑥
二代目市川左團次『左團次芸談』（南
光社、1936 年）斉藤所蔵。
なお、『日本人の自伝』第 20 巻（平凡
社　1981 年）は、同書「自伝」のみを
抜き出し「二世市川左団次「左団次自
伝」」と題して所収している。本学図
書館所蔵 281.08 / 5 / 20。

写真⑤
利倉幸一『市川左團次覚
書 』（ 建 設 社　1940 年　
216 頁）。斉藤所蔵。

堂本寒星『南座』（文藝書
院  1929 年　288 頁）。斉
藤所蔵。

　

今
回
、
紙
幅
の
関
係
か
ら
、
六
代
目
尾

上
菊
五
郎
幻
の
宗
祖
劇
、
文
楽
座
炎
上
と

法
然
上
人
人
形
の
首
（
か
し
ら
）、
お
伽
団

に
よ
る
児
童
演
劇
、
十
六
ミ
リ
フ
ィ
ル
ム
映

像
の
上
映
と
伝
道
な
ど
の
記
事
は
紹
介
で

き
な
か
っ
た
。

　

将
来
、
こ
れ
ら
の
課
題
に
つ
い
て
、
本
資

料
を
用
い
て
考
察
し
、
同
資
料
デ
ジ
タ
ル

化
の
学
恩
に
応
え
て
い
き
た
い
。
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私

の

研

究

方

法

真
ん
中
を
通
る
縦
軸
、
F
R
に
両
断
さ
れ
る
よ
う
に
し
て
重

な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
図
に
は
、
一
つ
の
歴
史
的
進
展
が
描
か

れ
て
い
ま
す
。
指
が
示
し
て
い
る
直
線
、
H
G
I
は
、
G
を

放
物
線
上
に
任
意
に
と
り
、
軸
F
R
に
平
行
に
引
い
た
直
線

で
す
。
こ
れ
に
注
目
し
て
お
い
て
く
だ
さ
い
。

　

少
し
歩
き
ま
し
ょ
う
。
五
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
で
、
江
戸
期
漢

学
の
書
棚
に
な
り
ま
す
。
儀
礼
を
論
ず
る
『
禮ら

い
き記

』
の
い
く

つ
か
の
版
か
ら
一
冊
、
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
前
漢
に
成
立
し
、

後
漢
の
学
者
、
鄭

じ
ょ
う
げ
ん玄

が
注
を
つ
け
た
も
の
で
す
。
こ
の
ペ
ー

ジ
は
葬
礼
を
多
く
扱
う
第
二
巻
檀だ
ん
ぐ
う弓

篇
の
一
部
で
す
（
図
2
）。

こ
の
版
の
出
版
は
、
宝
暦
九
年
（
一
七
五
九
年
）
で
、
こ
の
頃
、

三
十
代
の
本
居
宣
長
が
松
坂
で
医
業
を
営
み
な
が
ら
、『
古
事

記
伝
』の
基
礎
と
な
る
言
語
学
を
、『
禮
記
』の
こ
の
場
所
な
ど
、

引
用
し
な
が
ら
構
想
し
て
い
ま
し
た
。

　
「
も
し
、
最
初
に
創
造
さ
れ
た
物
が
人
の
手
だ
と
思
っ
て
み

る
と
、
そ
れ
は
必
ず
右
手
か
左
手
で
あ
る
」。
私
の
仕
事
は
哲

学
で
、
と
く
に
カ
ン
ト
を
よ
く
読
ん
で
き
ま
し
た
。
こ
の
、
天

地
創
造
を
語
る
不
思
議
な
言
葉
は
、
七
ペ
ー
ジ
ほ
ど
の
小
論

文
の
な
か
に
あ
り
ま
す
。
い
つ
も
の
実
務
的
な
カ
ン
ト
と
は

ち
が
う
、
こ
の
謎
に
出
会
っ
た
と
き
か
ら
、
研
究
の
方
向
が

決
ま
り
ま
し
た
。
関
係
す
る
本
が
図
書
館
に
あ
り
ま
す
の
で
、

見
に
行
き
ま
し
ょ
う
。
本
を
見
な
が
ら
、
私
が
ど
の
よ
う
に

研
究
を
し
て
い
る
の
か
、
お
話
し
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

1  

二
冊
の
本
を
手
に
取
る

　

こ
こ
は
紫
野
図
書
館
の
地
下
二
階
C
層
、
洋
書
の
場
所
で

す
。
こ
の
高
い
と
こ
ろ
に
、
史
上
最
大
の
天
文
学
者
の
一
人
、

ケ
プ
ラ
ー
の
全
集
が
あ
り
ま
す
。一
冊
、手
に
取
っ
て
み
ま
し
ょ

う
。
一
六
〇
四
年
の
『
天
文
学
の
視
覚
論
』
で
す
。
妙
な
題

で
す
ね
。
ケ
プ
ラ
ー
は
天
体
観
測
に
と
も
な
う
誤
差
の
処
理

に
は
、
視
覚
の
仕
組
み
を
知
る
こ
と
が
欠
か
せ
な
い
と
考
え

ま
し
た
。
そ
し
て
、
網
膜
に
外
界
が
反
転
し
て
映
る
こ
と
を

幾
何
光
学
的
に
示
す
な
ど
、
近
代
的
視
覚
論
の
先
駆
け
に
も

な
っ
た
の
で
す
。後
の
ペ
ー
ジ
に
は
こ
ん
な
図
が
あ
り
ま
す（
図

1
）。
よ
く
見
る
と
、円
、楕
円
、放
物
線
、そ
し
て
双
曲
線
が
、

思
い
ま
し
た
。

　

こ
の
ま
ま
帰
る
わ
け
に
も
い
か
ず
、
こ
の
図
書
館
で
終
日

過
ご
す
日
々
が
始
ま
り
ま
し
た
。
図
書
館
の
隣
は
大
英
博
物

館
、
そ
し
て
そ
こ
か
ら
ま
っ
す
ぐ
、
広
く
賑
や
か
な
通
り
を

テ
ー
ム
ズ
川
に
向
か
っ
て
下
る
と
、ナ
シ
ョ
ナ
ル
ギ
ャ
ラ
リ
ー
、

こ
れ
は
英
国
最
大
の
美
術
館
で
す
。
二
つ
と
も
た
だ
な
の
で
、

図
書
館
で
飽
き
る
と
、
ミ
イ
ラ
や
絵
を
見
に
出
歩
き
ま
し
た
。

数
知
れ
な
い
絵
画
の
な
か
、
い
つ
も
、
ピ
エ
ロ
・
デ
ッ
ラ
・
フ

ラ
ン
チ
ェ
ス
カ
の
テ
ン
ペ
ラ
画
の
前
に
来
ま
し
た
。
洗
礼
の

キ
リ
ス
ト
が
、
空
を
映
す
浅
く
澄
ん
だ
水
辺
に
立
ち
、
そ
の

上
に
白
い
幹
の
木
が
濃
い
緑
の
葉
を
茂
ら
せ
、
す
べ
て
は
新

し
い
透
視
図
法
の
秩
序
の
な
か
に
あ
り
ま
す
（
図
3
）。
こ

の
十
五
世
紀
の
大
画
家
ピ
エ
ロ
は
『
絵
画
の
透
視
図
法
論
』

（
一
四
六
〇
年
頃
）
と
い
う
手
稿
を
残
し
ま
し
た
。
絵
画
史
初

の
透
視
図
指
南
書
は
、
後
の
世
に
長
い
影
響
を
与
え
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。
こ
れ
が
先
の
ケ
プ
ラ
ー
と
関
係
す
る
の
で
す
。

私
の
研
究
室
に
戻
っ
て
、
こ
れ
を

見
て
み
ま
し
ょ
う
。

3  

理
屈
を
少
々

　
『
絵
画
の
透
視
図
法
論
』
に
は
た

く
さ
ん
の
、
精
緻
で
美
し
い
図
版

が
付
属
し
ま
す
。
ピ
エ
ロ
は
視
覚

の
原
理
に
基
づ
き
な
が
ら
、
画
家

が
さ
ま
ざ
ま
な
対
象
を
表
現
す
る

と
き
に
役
立
つ
基
本
図
を
描
い
て

い
き
ま
す
。
幾
何
学
的
な
透
視
図

法
が
使
わ
れ
、
写
真
を
見
る
よ
う

で
す
。（
図
4
）
こ
の
図
で
は
、
八

　

図
書
館
を
少
し
歩
く
と
、
こ
う
し
て
、
時
代
を
創
っ
た
書

物
と
次
々
に
出
会
い
ま
す
。
そ
し
て
、
私
に
は
、
三
十
に
な
っ

た
ば
か
り
の
頃
、
哲
学
を
学
ん
で
い
た
ロ
ン
ド
ン
大
学
の
図

書
館
で
、
は
じ
め
て
哲
学
系
の
書
架
群
に
足
を
踏
み
入
れ
た

と
き
の
動
揺
が
よ
み
が
え
り
ま
す
。

2  

雑
木
林
と
水
辺
の
木

　

ロ
ン
ド
ン
の
図
書
館
で
は
、
蔵
書
の
多
さ
は
当
然
と
し
て

も
、
本
の
種
類
と
並
び
様
が
目
を
引
き
ま
し
た
。
哲
学
だ
け

で
な
く
、
自
然
科
学
、
科
学
史
と
い
っ
た
異
分
野
の
本
が
お

び
た
だ
し
く
集
ま
っ
て
、
雑
木
林
を
思
わ
せ
ま
す
。
古
代
ギ

リ
シ
ャ
か
ら
、
哲
学
と
自
然
科
学
が
共
に
し
て
き
た
悪
戦
苦

闘
の
歴
史
が
目
に
見
え
る
よ
う
で
す
。
自
分
が
日
本
で
学
ん

で
き
た
哲
学
が
、
鉢
植
え
の
き
れ
い
な
花
を
数
輪
、
切
り
花

に
し
て
並
べ
た
み
た
い
に
見
え
ま
す
。
大
変
な
所
に
来
た
と

角
形
の
断
面
を
持
つ
柱
が
な
な
め
に
横
た
わ
っ
て
い
ま
す
が
、

作
図
の
要
は
、
画
面
全
体
を
占
め
て
い
る
、
A
を
頂
点
と
す

る
三
角
形
A
b
C
で
す
。
こ
の
底
辺
右
端
の
点
C
か
ら
点

A
に
向
か
う
辺
と
、
左
端
の
点
b
か
ら
点
A
に
向
か
う
辺
は
、

実
は
平
行
で
す
。
平
行
線
が
交
わ
る
と
は
変
で
す
が
、プ
ラ
ッ

ト
ホ
ー
ム
か
ら
は
、
鉄
道
の
レ
ー
ル
が
遠
く
で
交
わ
っ
て
見

え
ま
す
ね
。
私
の
い
る
こ
こ
か
ら
は
、
平
行
線
は
次
第
に
す

ぼ
ま
っ
て
、
無
限
の
か
な
た
で
交
わ
る
。
こ
の
交
点
、
消
点

と
い
い
ま
す
、
こ
れ
を
頂
点
と
す
る
視
覚
の
三
角
形
に
う
ま

く
嵌
ま
る
よ
う
、
対
象
が
遠
ざ
か
る
に
つ
れ
て
、
次
第
に
小

さ
く
描
い
て
い
く
こ
と
が
透
視
図
の
基
本
で
す
。

仏
教
学
部
仏
教
学
科
教
授　

田
山 

令
史

図 1　 J.Kepler, Astronomiae Pars Optica, p91, 　　
　　　Gesammelte Werke, Band2, C.H.Beck’sche, 
　　　Verlagsbuchhandlung,München
　　　※判別のため、記号を朱字で表記

図 4　De Prospectiva Pingendi, Tav. XVI, Ed.G.Nicco‐Fasola, Le Lettere, Firenze,1984
　　　※判別のため、記号を朱字で表記

図 2　『禮記』、鄭玄注、巻第二、
　　　宝暦九年版、皇都書林梓行
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図 3　「キリストの洗礼」『ピエロ・デッラ・フランチェスカ』
　　　SCALA ／東京書籍より



q

1213

　
（
図
5
）
は
、
イ
タ
リ
ア
の
数
学
者
、
G.

ベ
ネ
デ
ッ
テ
ィ

に
よ
る
も
の
で
す（
一
五
八
五
年
）。
こ
の
ベ
ネ
デ
ッ
テ
ィ
か
ら
、

透
視
図
法
は
、
近
代
、
現
代
に
つ
な
が
る
、
視
点
を
取
り
込

ん
だ
幾
何
学
に
育
ち
ま
す
。
左
の
平
面
図
は
透
視
図
法
、
こ

こ
に
も
消
点
i
を
頂
点
と
し
て
、
平
行
線
の
交
わ
る
視
覚
の

三
角
形
、
i
q
d
が
見
ら
れ
ま
す
ね
。
右
の
立
体
図
は
、
視

点
o
か
ら
の
視
線
群
に
よ
っ
て
、
二
図
の
記
号
を
対
応
さ
せ

な
が
ら
、
透
視
図
法
の
正
し
さ
を
示
す
も
の
で
す
。

　

こ
の
交
わ
る
平
行
線
が
、
ケ
プ
ラ
ー
と
関
係
し
ま
す
。
ケ

プ
ラ
ー
は
あ
の
図
で
、円
、
楕
円
、
放
物
線
、
そ
し
て
双
曲
線
は
、

形
を
連
続
的
に
変
化
さ
せ
な
が
ら
、
連
な
る
図
形
で
あ
る
こ

と
を
論
じ
ま
す
。
こ
の
と
き
、
中
心
軸
、
F
R
上
に
、
円
の

中
心
、
楕
円
の
二
つ
の
焦
点
が
あ
り
ま
す
が
、
放
物
線
に
は

D
に
加
え
て
、
軸
上
の
無
限
に
遠
い
と
こ
ろ
に
、
焦
点
X
を

考
え
ま
す
。
そ
し
て
一
点
X
は
、
妙
で
す
が
、
軸
F
R
の
F

側
と
R
側
の
双
方
の
先
に
あ
る
と
す
る
の
で
す
。
さ
ら
に
、

す
べ
て
平
行
線
は
、
無
限
遠
で
交
わ
る
と
前
提
し
ま
す
。
こ

れ
で
、
焦
点
X
と
点
G
を
結
ぶ
直
線
は
直
線
H
G
I
と
重
な

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
す
る
と
、
焦
点
の
連
続
し
た
動
き
が
、

四
つ
の
形
を
生
成
し
て
い
く
様
が
見
え
る
の
で
す
。
数
学
は

こ
こ
か
ら
次
第
に
、
日
常
世
界
か
ら
す
る
と
い
く
ら
奇
妙
で

も
、こ
う
し
た
論
理
的
思
考
だ
け
を
頼
り
に
、無
限
の
存
在
を
、

は
っ
き
り
と
表
現
し
始
め
ま
す
。

　

も
し
、
歩
い
て
い
る
道
の
両
側
や
列
車
の
レ
ー
ル
を
見
た

と
き
、
そ
れ
が
遠
く
で
交
わ
る
よ
う
に
見
え
な
け
れ
ば
、
空

間
の
方
位
は
分
か
ら
な
い
で
し
ょ
う
。
透
視
図
法
で
は
、
こ

の
交
わ
る
平
行
線
が
空
間
に
方
位
を
与
え
て
い
ま
す
。
一
方
、

田
たやま

山 令
れいし

史
仏教学部仏教学科教授

慶應義塾大学文学研究科修士課程修了、
ロンドン大学キングスカレッジ Ph.D.（哲学）

関連する著作
「哲学のなかの仏教－法蔵の数論－」

　（『日本佛教学会年報』、2000 年）
「空間と時間－主観性をめぐって」

　（『カント全集』別巻、岩波書店、2006 年）
「連続をめぐる哲学」

　（共編著、ミネルヴァ書房、2004 年）
「空間と時間」

　（『カントを学ぶ人のために』、世界思想社、
　2012 年）など

私

の

研

究

方

法

無
限
の
数
学
的
表
現
と
し
て
の
交
わ
る
平
行
線
も
、
方
位
空

間
を
作
る
こ
と
に
な
り
、
こ
の
方
位
は
も
の
の
形
の
生
成
に

統
一
を
与
え
ま
す
。

　

こ
の
図
は
、
紀
元
前
三
百
年
頃
の
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
『
視
覚

論
』（
図
6
）
で
す
。
E
は
視
点
で
、
B
D
が
対
象
、
E
B
、

E
W
等
は
対
象
へ
の
視
線
。
同
じ
長
さ
の
対
象
は
、
視
点
か

ら
離
れ
る
に
し
た
が
っ
て
、
短
く
見
え
る
こ
と
を
示
し
て
い
ま

す
。
幾
何
学
と
視
覚
論
、
そ
の
結
び
つ
き
に
、
ど
れ
ほ
ど
長

い
歴
史
が
あ
る
か
が
よ
く
分
か
り
ま
す
。
日
本
で
は
ほ
と
ん

ど
知
ら
れ
て
い
な
い
『
視
覚
論
』
は
、
西
洋
社
会
に
深
く
長

い
影
響
を
及
ぼ
し
ま
し
た
。
ピ
エ
ロ
の
透
視
図
法
の
基
礎
は

こ
の
『
視
覚
論
』
で
す
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
右
頁
に
ア
ラ
ビ
ア

語
が
見
て
と
れ
ま
す
。
こ
の
著
作
は
、長
い
間
、様
々
な
形
で
、

ギ
リ
シ
ャ
語
か
ら
ア
ラ
ビ
ア
語
に
翻
訳
さ
れ
、
ア
ラ
ビ
ア
文

化
圏
で
洗
練
さ
れ
ま
し
た
。
ケ
プ
ラ
ー
は
ア
ラ
ビ
ア
科
学
の

視
覚
論
を
継
い
だ
の
で
す
。

4  

カ
ン
ト
の
出
番

　

最
初
に
見
た
カ
ン
ト
の
言
葉
は
「
空
間
に
お
け
る
方
位
の

区
別
の
第
一
根
拠
に
つ
い
て
」（
一
七
六
八
年
）
に
あ
り
ま
す
。

こ
う
し
て
、
カ
ン
ト
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
視
覚
論
か
ら
ル

ネ
サ
ン
ス
絵
画
、
そ
し
て
空
間
を
問
う
数
学
、
こ
の
思
索
の

流
れ
に
い
ま
す
。
カ
ン
ト
は
、
も
っ
と
も
身
近
な
も
の
、
右

手
、左
手
を
問
い
ま
す
。
右
手
か
左
手
か
、ど
ち
ら
か
が
ま
ず
、

天
地
創
造
で
現
れ
た
と
す
る
。
そ
の
「
向
き
」
に
よ
っ
て
だ

け
、ど
ち
ら
か
分
か
る
が
、比
較
す
る
相
手
も
な
い
空
（
か
ら
）

の
宇
宙
で
あ
る
。
が
、
そ
こ
で
も
私
が
い
る
「
こ
こ
」
が
あ
る

こ
と
で
、
右
、
左
の
区
別
が
つ
い
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
す

る
と
、
線
や
面
の
い
ろ
い
ろ
な
向
き
の
組
み
合
せ
、
つ
ま
り
、

も
の
の
形
は
、幾
何
学
で
も
、無
限
の
空
間
に
そ
な
わ
っ
た
「
こ

こ
」
に
と
も
な
っ
て
現
れ
る
の
で
は
な
い
か
、
こ
う
、
カ
ン
ト

は
考
え
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
、
無
か
ら
形
を
生
成

す
る
、
こ
こ
か
ら
の
向
き
の
区
別
を
「
方
位
」
と
呼
び
ま
す
。

カ
ン
ト
は
、
絵
画
や
数
学
が
切
り
開
い
た
方
位
へ
の
問
い
に
、

「
私
」「
我
」
と
い
う
哲
学
の
問
い
を
見
出
し
た
の
で
す
。

　

す
べ
て
空
間
は
、
ま
ず
、
上
下
左
右
奥
行
き
を
表
す
働
き

で
あ
り
、
こ
の
働
き
に
よ
る
方
位
の
区
別
は
、
私
の
い
る
「
こ

こ
」な
し
に
は
、あ
り
得
な
い
と
、カ
ン
ト
は
直
観
し
て
い
ま
す
。

そ
れ
で
、「
空
間
と
は
私
の
外
」（『
純
粋
理
性
批
判
』
空
間
論
）

で
す
。
す
る
と
、
そ
こ
に
方
位
が
あ
る
以
上
、
宇
宙
の
空
間
、

数
学
の
空
間
、
物
理
学
の
空
間
、
生
活
の
空
間
、
歴
史
の
空

間
、
す
べ
て
は
こ
の
私
、
主
観
が
統
一
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

天
地
創
造
の
空
間
も
。
カ
ン
ト
の
哲
学
は
、
こ
の
主
観
性
を
、

人
生
の
あ
ら
ゆ
る
場
面
に
現
れ
る
、
抑
え
が
た
い
「
我
」
と

捉
え
そ
れ
を
、
改
め
て
近
代
的
な
公
共
性
の
も
と
に
制
度
化

す
る
試
み
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

一
視
点
に
よ
る
統
一
の
空
間
、『
キ
リ
ス
ト
の
洗
礼
』
は
、

そ
れ
で
も
画
中
の
天
使
に
こ
ち
ら
を
向
か
せ
、
見
る
人
に
こ

の
洗
礼
の
儀
式
に
加
わ
る
よ
う
、
呼
び
か
け
ま
す
。
一
方
、
カ

ン
ト
は
、
公
共
性
を
論
じ
な
が
ら
、
儀
礼
や
言
語
を
語
る
こ

と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

カ
ン
ト
の
弟
子
、
ヘ
ル
ダ
ー
は
、
近
代
言
語
学
の
基
礎
と

な
っ
た
『
言
語
起
源
論
』（
一
七
七
〇
年
）
で
、
人
は
森
の
中

に
一
人
で
い
よ
う
と
も
、
理
性
で
言
葉
を
作
り
上
げ
る
と
考
え

て
、
他
人
を
外
し
ま
し
た
。
こ
の
後
、
哲
学
が
改
め
て
言
葉

の
社
会
性
を
回
復
す
る
、
長
い
道
の
り
が
始
ま
り
ま
す
。

5  

お
わ
り
に

　

図
書
館
で
見
た
『
禮
記
』
の
一
節
に
は
、
こ
う
あ
り
ま
す
。

「
弁
人
有
其
母
死
而
孺
子
泣
者
（
言
泣
聲
無
節
）。
孔
子
曰
哀

則
哀
（
此
誠
哀
）。
而
難
為
継
也
（
失
禮
中
）
夫
禮
為
可
傳
也
。

為
可
継
也
。
故
哭
踊
有
節
」。
母
親
が
亡
く
な
っ
て
、
子
ど
も

が
泣
い
て
悲
し
む
。
孔
子
は
こ
う
言
う
。
こ
れ
は
悲
し
い
こ
と

だ
が
、こ
の
泣
き
よ
う
で
は
、
継
ぐ
事
は
で
き
な
い
。
礼
と
は
、

他
人
に
伝
わ
り
、
人
の
間
で
継
ぐ
こ
と
が
で
き
ね
ば
な
ら
な

い
。
だ
か
ら
、
葬
礼
の
踊
り
に
は
節ふ
し

や
拍
子
が
あ
る
の
だ
。

　

こ
れ
は
若
い
本
居
宣
長
に
よ
る
歌
論
、『
排あ
し
わ
け
お
ぶ
ね

蘆
小
舟
』
の
原

稿
で
す
（
図
7 

宝
暦
十
年
頃
、
一
七
六
〇
年
）。
左
上
端
に
あ

る
注
に
こ
の
部
分
が
書
き
写
さ
れ
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、
こ

こ
で
傍
線
を
引
い
た
と
こ
ろ
、
孔
子
が
子
供
の
泣
き
声
は
礼

を
欠
い
て
い
る
と
し
て
、
礼
と
は
何
か
を
言
う
と
こ
ろ
、
こ

れ
を
宣
長
は
そ
っ
く
り
省
略
し
て
、「
云
々
」
と
し
ま
す
。
そ

し
て
少
し
後
で
、
こ
の
孔
子
の
言
を
否
定
し
ま
す
。
大
き
な

声
で
「
ヲ
ヲ
イ
ヲ
ヲ
イ
」
と
泣
く
そ
の
声
に
も
、「
文あ
や

」
が
あ

る
、
つ
ま
り
、
こ
の
声
の
「
節
や
拍
子
」
は
、
そ
の
形
式
を

通
し
て
他
人
へ
呼
び
か
け
、
そ
の
共
感
を
求
め
て
い
る
。
だ

か
ら
、
泣
き
声
も
儀
礼
に
適
う
と
言
う
の
で
す
。
次
の
歌
論
、

『
石い
そ
の
か
み
さ
さ
め
ご
と

上
私
淑
言
』（
宝
暦
十
三
年
頃
）の「
も
の
の
あ
は
れ
論
」は
、

言
語
と
歌
の
起
源
を
語
り
ま
す
。「
… 

あ
は
れ
に
た
へ
ず
し
て
。

を
の
ず
か
ら
ほ
こ
ろ
び
出
る
こ
と
ば
は
。
必
長
く
延
て
文あ
や

あ

る
も
の
也
。
こ
れ
が
や
が
て
歌
也
」。
宣
長
は
、
呼
吸
の
リ
ズ

ム
か
ら
く
る
発
声
の
文
に
、
歌
や
言
語
の
起
源
と
、
そ
の
根

源
的
な
儀
礼
性
を
見
て
取
り
ま
す
。

　

息
を
し
て
泣
く
こ
の
体
と
他
人
か
ら
、
言
葉
の
起
こ
り
を

説
く
宣
長
と
、
空
（
か
ら
）
の
宇
宙
の
、
た
だ
一
つ
の
視
点

で
あ
る
私
か
ら
公
共
性
を
構
想
す
る
カ
ン
ト
と
、
異
な
る
伝

統
を
負
う
、
し
か
し
同
世
代
の
こ
の
議
論
は
、
社
会
と
私
が

矛
盾
し
な
が
ら
も
一
体
で
あ
る
よ
う
に
、
固
く
つ
な
が
っ
て
見

え
ま
す
。
研
究
生
活
を
通
じ
て
、
こ
の
よ
う
な
つ
な
が
り
を
、

い
た
る
と
こ
ろ
に
信
じ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

図 5　G.B.Benedetti, De Rationibus Operationum 
　　　Pespectivae, Turin, 1585, British Library, shelf 
　　　mark 531, n. 14, p.122
　　　※判別のため、記号を朱字で表記

図 6　E.Kheirandish, The Arabic Version of Euclid’s Optics, 
　　　vol.1, Sources in the History of Mathematics and Physical Sciences 16, p.16, Springer, 1998
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図 7　排蘆小舟、本居宣長記念館蔵   
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梅
香
山
縁
心
寺

　

本
稿
で
は
、
当
館
所
蔵
の
「
縁
心
寺
日
鑑
」
お
よ
び
「
御

法
事
記
録
」
に
つ
い
て
紹
介
す
る
。
こ
の
二
点
は
、
一
九
八
五

年
に
書
店
よ
り
購
入
し
た
も
の
で
あ
り
、
も
と
は
縁
心
寺
と

い
う
寺
院
で
保
管
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

　

縁
心
寺
は
、
近
江
国
膳ぜ

ぜ所
藩
主
本
多
氏
の
菩
提
寺
で
、
膳

所
城
下
大
津
町
（
現
滋
賀
県
大
津
市
丸
の
内
町
）
に
所
在
す

る
浄
土
宗
寺
院
で
あ
る
。
山
号
は
梅
香
山
で
、
膳
所
藩
儒
者

の
寒
川
辰
清
が
享
保
一
九
（
一
七
三
四
）
年
に
編
纂
し
た
「
近

江
国
輿
地
志
略
」
に
よ
る
と
、
慶
長
七
（
一
六
〇
二
）
年
、

当
時
本
多
氏
が
領
有
し
て
い
た
三
河
国
西
尾
（
現
愛
知
県
西

尾
市
）
に
建
立
さ
れ
、
元
和
三
（
一
六
一
七
）
年
に
本
多
康
俊

が
膳
所
に
移
封
と
な
っ
た
際
に
、
共
に
膳
所
に
移
さ
れ
た
と

い
う（『
大
日
本
地
誌
大
系 

三
九 

近
江
国
輿
地
志
略
』雄
山
閣
、

一
九
七
一
年
）。
安
政
元
（
一
八
五
四
）
年
に
は
失
火
に
よ
り

全
焼
し
て
い
る
（「
大
津
町
」『
角
川
日
本
地
名
大
辞
典 

二
五 

滋
賀
県
』
角
川
書
店
、
一
九
七
九
年
）。

縁
心
寺
日
鑑

　

江
戸
時
代
に
縁
心
寺
で
作
成
さ
れ
た
「
日
鑑
」
は
、
い
わ

ば
寺
務
日
誌
の
よ
う
な
も
の
で
、
収
録
内
容
は
膳
所
藩
主
本

多
氏
の
法
事
に
関
す
る
記
事
、
本
山
知
恩
院
と
の
関
わ
り
を

示
す
記
事
な
ど
が
中
心
で
あ
る
。

　

当
館
で
所
蔵
す
る
「
日
鑑
」
は
全
七
冊
で
、
享
保
一
七
年

か
ら
文
化
七
（
一
八
一
〇
）
年
ま
で
の
記
事
が
み
ら
れ
る
。
厚

さ
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
が
、
七
冊
と
も
縦
二
四
セ
ン
チ
、
横

一
七
セ
ン
チ
程
度
の
大
き
さ
と
な
っ
て
い
る
。

　

各
冊
の
表
紙
に
は
全
て
同
一
の
紙
が
用
い
ら
れ
、「
日
鑑 

一
」、

「
従
享
保
十
七
壬
子
年 

至
延
享
四
丁
卯
年
」
な
ど
と
、
題
と

巻
次
、
収
録
年
代
が
記
さ
れ
て
い
る
。
裏
表
紙
に
は
「
梅
香

山 

縁
心
寺
」
と
あ
る
（
第
七
冊
の
み
表
紙
に
は
「
日
鑑
」
で

は
な
く
「
記
禄
（
マ
マ
）」、

裏
表
紙
に
は
「
縁
心
寺 

弁
誉
代
」
と
あ

る
）。
当
館
で
所
蔵
す
る
「
日
鑑
」
の
巻
次
は
一
、三
、五
、六
、

七
、八
、一
一
で
あ
り
、
二
、四
、九
、一
〇
の
四
冊
が
欠
け
て
い
る
。

な
お
、
当
館
で
所
蔵
す
る
も
の
の
他
に
、
縁
心
寺
に
も
安
政

元
年
か
ら
四
年
の
記
事
の
あ
る
「
隆
徳
院
様
御
中
陰
記
并
日

記
」
が
残
っ
て
い
る
（
大
津
市
歴
史
博
物
館
寄
託
、以
降
「
日

記
」
と
表
記
す
る
）。
こ
の
「
日
記
」
の
表
紙
に
は
巻
次
が
記

さ
れ
て
い
な
い
が
、
小
口
に
「
十
七
」
と
あ
る
。「
日
鑑
」
及

び
「
日
記
」、
さ
ら
に
後
述
す
る
「
御
法
事
記
録
」
の
巻
次
と

各
冊
の
収
録
年
代
は
別
表
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
現
物

縁
心
寺
日
鑑
・
御
法
事
記
録

図
書
館
専
門
職
員　

尾
下 

仁
美

に
付
与
さ
れ
た
巻
次
と
当
館
所
蔵
本
の
冊
次
が
異
な
る
た
め
、

以
降
「
日
鑑 

三
（
巻
次
）」（

第
二
（
冊
次
）冊

）
な
ど
と
表
記
す
る
。

　

各
冊
の
巻
頭
に
は
目
次
が
あ
る
。
こ
の
目
次
は
、「
日
鑑
」

が
記
録
さ
れ
た
当
時
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
寛
政

一
一
（
一
七
九
九
）
年
に
作
成
さ
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

と
い
う
の
も
、「
日
鑑 

一
」（
第
一
冊
）
の
寛
政
一
一
年
の
年
記

の
あ
る
奥
書
に
、
弁
誉
と
い
う
人
物
が
享
保
一
七
年
か
ら
寛

政
一
〇
年
に
至
る
「
九
巻
之
記
録
」
を
整
理
し
、
目
次
を
作

成
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
寛
政
一
一

年
よ
り
後
に
作
成
さ
れ
た
「
日
鑑 

十
一
」（
第
七
冊
）
や
「
日

記
」
に
も
他
の
巻
と
同
様
目
次
が
あ
る
。

　

目
次
を
作
成
し
た
弁
誉
は
、
当
館
所
蔵
の
「
公
儀
御
大
法

書
」
と
い
う
資
料
の
奥
書
「
寛
政
十
午
年
十
月 

本
山
黒
谷
役

者 

弁
誉
霊
愍
所
持
」
の
「
弁
誉
」
と
同
一
人
物
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。

　
「
公
儀
御
大
法
書
」
は
、
一
九
八
五
年
に
「
日
鑑
」
と
共
に

当
館
で
受
け
入
れ
た
資
料
で
、
い
わ
ゆ
る
「
公
事
方
御
定
書
」

の
内
容
を
再
構
成
し
た
法
令
集
の
写
本
で
あ
る
。
こ
の
資
料

も
も
と
は
縁
心
寺
で
保
管
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
内
容

面
で
は
「
日
鑑
」
に
関
わ
る
も
の
で
は
な
い
が
、「
公
儀
御
大

法
書
」
の
表
紙
に
も
「
日
鑑
」
と
同
じ
紙
が
用
い
ら
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
、「
日
鑑
」
と
「
公
儀
御
大
法
書
」
は
、
同
時
期

に
弁
誉
に
よ
り
整
理
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。

　
「
日
鑑
」
の
形
態
上
の
特
徴
と
し
て
も
う
一
点
指
摘
で
き
る

の
が
、
冊
子
の
天
地
が
切
り
取
ら
れ
、
文
字
の
一
部
が
欠
け

て
い
る
巻
が
あ
る
点
で
あ
る
。
こ
の
特
徴
は
、
一
（
第
一
冊
）、

三
（
第
二
冊
）、
七
（
第
五
冊
）
に
み
ら
れ
る
。
こ
れ
は
お
そ

ら
く
、「
日
鑑
」
の
目
次
や
表
紙
を
整
備
し
て
管
理
す
る
に
あ

た
り
、
不
揃
い
で
あ
っ
た
冊
子
の
大
き
さ
を
揃
え
た
と
い
う
こ

と
で
あ
ろ
う
。

「
日
鑑
」
の
収
録
記
事

　
「
日
鑑
」
に
は
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
記
事
が
掲
載
さ
れ

て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
実
際
の
「
日
鑑
」
の
記
事
の
内
容
に

触
れ
る
前
に
、
膳
所
藩
と
縁
心
寺
の
関
係
に
つ
い
て
確
認
し

て
お
こ
う
。

　

旧
膳
所
藩
士
の
平
田
好
が
著
し
た
『
懐
郷
坐
談
』（
平
田
好
、

一
九
〇
八
年
）
は
、
藩
主
本
多
氏
の
家
系
や
膳
所
藩
の
職
制
、

近
江
国
膳
所
藩
領
内
の
古
跡
・
寺
社
、
城
内
の
年
中
行
事
な

ど
を
ま
と
め
た
著
作
だ
が
、
そ
の
城
内
年
中
行
事
の
中
に
は
、

本
多
氏
の
菩
提
寺
で
あ
る
縁
心
寺
が
た
び
た
び
現
れ
る
。
年

中
行
事
の
中
で
縁
心
寺
に
言
及
が
あ
る
場
合
は
、
霊
照
院
と

共
に
名
前
が
挙
が
る
こ
と
が
多
く
、
こ
の
二
寺
は
本
多
氏
に

と
っ
て
特
に
重
要
な
位
置
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
霊
照

院
は
、
膳
所
城
下
の
天
台
宗
寺
院
で
、
徳
川
氏
歴
代
の
位
牌

を
安
置
し
て
い
た
。

　

ま
た
『
伊
奈
城
と
膳
所
城
』（
旧
膳
所
藩
祖
三
百
五
十
年

祭
典
大
記
念
会
、一
九
一
四
年
）に
よ
る
と
、膳
所
城
下
の「
十
ヶ

寺
」
は
「
藩
主
の
優
待
を
受
」
け
て
い
た
と
い
う
。
そ
の
具

体
的
な
内
容
と
し
て
、「
住
職
継
目
の
時
に
は
、
藩
主
よ
り
辞

令
を
賜
は
り
、年
首
に
は
賀
正
と
し
て
登
城
し
、祝
酒
を
賜
ふ
。

藩
主
江
戸
参
勤
に
は
、送
迎
に
参
加
し
、其
他
吉
凶
大
礼
に
は
、

必
登
城
し
て
慶
弔
す
る
の
光
栄
を
有
す
」
と
あ
る
。
縁
心
寺

も
こ
の
「
十
ヶ
寺
」
の
う
ち
の
一
つ
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
縁
心
寺
は
藩
や
本
多
氏
の
行
事
と
関
わ
る
機

会
が
多
く
、「
日
鑑
」
に
も
こ
の
よ
う
な
行
事
に
つ
い
て
の
記

事
が
多
く
見
ら
れ
る
。

　
「
日
鑑 

一
」（
第
一
冊
）に
は「
御
参
府
ニ
付
御
仏
参
一
件
」（
享

保
一
七
年
）
と
い
う
項
が
あ
る
。
こ
れ
は
藩
主
が
参
勤
交
代

の
た
め
江
戸
に
赴
く
前
に
、
縁
心
寺
に
詣
で
た
際
の
記
事
で

あ
る
。
こ
の
記
事
で
は
、
藩
主
は
六
月
三
日
に
江
戸
へ
出
発

す
る
予
定
で
あ
る
こ
と
、
六
月
一
日
に
縁
心
寺
に
参
詣
が
あ
っ

た
こ
と
、
求
肥
を
進
上
し
た
こ
と
、
藩
主
の
出
発
に
際
し
て

は
使
僧
を
遣
わ
し
た
こ
と
、
江
戸
に
て
将
軍
へ
の
御
目
見
が

済
ん
だ
と
い
う
知
ら
せ
を
受
け
、
藩
主
へ
御
機
嫌
伺
の
書
状

を
出
し
た
こ
と
な
ど
が
記
さ
れ
て
い
る
。
菩
提
寺
と
し
て
の

本
多
氏
と
の
関
わ
り
や
、「
十
ヶ
寺
」
と
し
て
の
藩
主
と
の
関

わ
り
の
具
体
例
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
本
山
の
知
恩
院
と
の
関
係
を
示
す
記
事
も
見
ら
れ

る
。「
日
鑑 

五
」（
第
三
冊
）
の
明
和
三
（
一
七
六
六
）
年
二

月
一
五
日
の
記
事
で
は
、
知
恩
院
の
住
職
が
京
都
か
ら
江
戸

に
向
か
い
、
大
津
や
膳
所
を
通
行
す
る
際
、
徳
性
院
（
前
膳

縁心寺日鑑 三（第 2 冊）　 冊子の天地が切られ、文字の一部が欠けている

縁心寺日鑑
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所
藩
主
・
本
多
康
政
）
の
位
牌
前
で
焼
香
す
る
た
め
に
縁
心

寺
に
立
ち
寄
っ
た
事
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　

文
化
八
（
一
八
一
一
）
年
の
圓
光
大
師
（
法
然
上
人
）

六
〇
〇
回
御
忌
に
際
し
て
は
、
前
年
の
九
月
に
法
要
を
行
っ

た
り
、
檀
家
や
末
寺
か
ら
報
謝
金
を
集
め
て
知
恩
院
に
納
め

る
な
ど
し
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、「
日
鑑
」
に
は
塔
頭
や
末
寺
か
ら
の
様
々
な
届
出

を
藩
や
知
恩
院
に
対
し
て
取
り
次
い
だ
際
の
記
事
が
残
っ
て

い
る
。　

　

例
え
ば
、「
日
鑑 

五
」（
第
三
冊
）
の
明
和
二
年
二
月
に
は
、

新
福
寺
（
近
江
国
栗
太
郡
大
萱
新
田
村
）
の
新
住
職
の
身
元

を
保
証
す
る
証
文
を
藩
の
奉
行
所
に
提
出
し
た
と
い
う
記
事

が
あ
る
。

　

ま
た
、「
日
鑑 

三
」（
第
二
冊
）
の
宝
暦
八
（
一
七
五
八
）

年
九
月
に
は
、
長
期
間
無
住
（
住
職
が
い
な
い
状
態
）
で
あ

る
西
方
寺
（
近
江
国
栗
太
郡
里
村
）
の
檀
家
が
知
恩
院
に
住

職
の
任
命
を
願
い
出
る
際
の
添
状
を
、
縁
心
寺
が
準
備
し
た

こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
西
方
寺
の
住
職
に
関
す
る
記

事
は
、
知
恩
院
の
日
々
の
出
来
事
を
記
し
た
「
知
恩
院
日
鑑
」

に
も
残
っ
て
い
る
（『
知
恩
院
史
料
集 

日
鑑
篇
二
十
七
』
総
本

山
知
恩
院
史
料
編
纂
所
、
二
〇
一
二
年
）
が
、「
縁
心
寺
日
鑑
」

に
は
実
際
に
や
り
と
り
さ
れ
た
書
状
の
控
な
ど
も
あ
り
、
内

容
が
充
実
し
て
い
る
。

「
御
法
事
記
録
」
の
概
要

　
「
日
鑑
」
と
共
に
当
館
に
受
け
入
れ
た
「
御
法
事
記
録
」
は
、

そ
の
名
の
と
お
り
縁
心
寺
に
お
い
て
行
わ
れ
た
法
事
に
つ
い

て
の
記
録
で
あ
る
。
安
政
五
か
ら
文
久
元
（
一
八
六
一
）
年
の

膳
所
藩
主
本
多
氏
の
法
事
を
詳
細
に
記
録
す
る
。「
日
鑑
」、

「
公
儀
御
大
法
書
」
と
は
作
成
年
に
隔
た
り
が
あ
り
、
表
紙
に

用
い
ら
れ
て
い
る
紙
も
こ
れ
ら
の
資
料
と
は
異
な
る
。
表
紙

に
は
巻
次
が
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
小
口
に
は
「
御
法
事
記 

十
四
」
と
あ
り
、
同
じ
よ
う
な
記
録
が
一
三
冊
存
在
し
て
い

た
可
能
性
が
あ
る
。
全
八
〇
丁
あ
り
、
そ
の
う
ち
五
一
丁
は
、

安
政
五
年
の
令
徳
院
（
前
藩
主
・
本
多
康
融
）
中
陰
か
ら
百
ヶ

日
ま
で
の
記
録
で
あ

る
。

　

令
徳
院
の
法
事

の
記
録
は
、
法
事
を

行
う
に
あ
た
っ
て
の

準
備
、
藩
や
他
寺

院
と
の
書
状
の
や
り

と
り
、
当
日
の
儀
式

の
次
第
な
ど
、
詳

し
く
記
述
さ
れ
て
い

る
。「
日
鑑
」
に
も

法
事
の
記
録
は
あ

る
が
、
儀
式
の
次
第

ま
で
記
さ
れ
る
こ
と

は
少
な
く
、「
御
法

事
記
録
」
で
の
み
得

ら
れ
る
情
報
も
多

い
と
思
わ
れ
る
。

お
わ
り
に

　　
「
日
鑑
」や「
御
法
事
記
録
」は
あ
く
ま
で
縁
心
寺
内
の
寺
務
・

行
事
の
た
め
に
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
膳
所
藩
の

宗
教
政
策
や
年
中
行
事
の
全
容
が
こ
れ
ら
の
資
料
に
よ
っ
て

判
明
す
る
訳
で
は
な
い
。
し
か
し
民
政
を
担
う
部
署
の
記
録

で
あ
る
「
郡

こ
お
り
か
た方

日
記
」
以
外
に
ま
と
ま
っ
た
資
料
が
ほ
と
ん

ど
残
っ
て
い
な
い
膳
所
藩
に
お
い
て
、
寺
院
を
め
ぐ
る
藩
の

動
き
や
、
本
多
氏
と
菩
提
寺
の
関
係
の
一
端
が
見
え
る
と
い

う
点
で
貴
重
な
資
料
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　

さ
ら
に
、
対
知
恩
院
や
膳
所
藩
領
内
の
寺
院
の
記
事
か
ら

は
、「
知
恩
院
日
鑑
」
と
い
っ
た
大
寺
院
の
資
料
だ
け
で
は
知

り
え
な
か
っ
た
膳
所
藩
領
内
寺
院
の
状
況
が
窺
え
る
。
今
後
、

「
膳
所
藩
郡
方
日
記
」
や
「
知
恩
院
日
鑑
」
な
ど
の
関
連
資
料

と
あ
わ
せ
て
分
析
を
進
め
て
い
く
こ
と
で
、
膳
所
の
地
域
史
、

藩
政
史
、
浄
土
宗
史
な
ど
の
多
く
の
成
果
が
得
ら
れ
る
だ
ろ

う
。史

料
翻
刻

　

こ
こ
に
は
、「
日
鑑 

十
一
」（
第
七
冊
）
の
文
化
七
年
の
記

事
よ
り
、
縁
心
寺
及
び
そ
の
塔
頭
、
末
寺
の
由
緒
に
つ
い
て

ま
と
め
ら
れ
た
記
事
を
翻
刻
し
た
。
記
事
の
末
尾
に
年
号
が

入
っ
て
い
る
記
事
も
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
す
べ
て
文
化
七
年
に

書
写
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　

塔
頭
・
末
寺
に
つ
い
て
の
記
事
は
元
禄
・
享
保
年
間
に
浄

土
宗
寺
院
の
沿
革
を
ま
と
め
た
「
蓮
門
精
舎
旧
詞
」（『
浄
土

宗
全
書
』
続
第
一
八
巻
、
浄
土
宗
開
宗
八
百
年
記
念
慶
讃
準

備
局
、
一
九
七
三
年
）
と
重
複
す
る
記
述
が
多
い
が
、「
日
鑑
」

で
の
み
見
ら
れ
る
情
報
も
あ
る
た
め
、
重
複
部
分
も
含
め
て

こ
こ
に
掲
載
し
た
。
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
。

第
弐
番

一 

江
州
志
賀
郡
膳
所
梅
香
山
専
光
院
元
禄
九
年
丙
子
七
月
廿
五
日
院
号      

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

相
済
、尤
御
使
者
水
元
団
右
エ
門
、

　

縁
心
寺
浄
土
宗
知
恩
院
嫡
末
寺

一 

慶
長
七
壬
寅
年
於
三
州
西
尾
本
多
縫
助
康
俊
侯
梅
香

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
院
殿
御
建

　

立
、
開
山
源
蓮
社
洪
誉
上
人
岌
信
隆
恕
和
尚
、
姓
氏
生
国

剃
髪
等
之
師
不
知
、
学
問
檀
林
鎌
倉
光
明
寺
、
附
法
之
師

不
知
、
当
寺
住
職
十
三
ヶ
年
慶
長
十
九
甲
寅
年
四
月
廿
八

日
寂
、
此
時
号
新
寺

一 

本
尊 

立
像
長
三
尺

　
　
　
　
　
春
日
作

一 

方
丈
仏
立
像
長
一
尺
八
寸

一 

寛
永
十
三
丙
子
年
、
勢
州
亀
山
江
有
御
国
替
、
寺
領
七
拾

石
拾
人
扶
持
被
下
置

一 

慶
安
四
辛
卯
年
膳
所
江
御
国
替
之
後
、
浄
有
様
寺
領
御
加

増
百
五
拾
石
拾
人
扶
持
被
下
置
、
本
誉
上
人
代

一 

境
内 

東
西
廿
八
間

　
　
　
　
南
北
五
十
弐
間　

平
地
従
往
古
除
地

一 

本
堂 

九
間

　
　
　

拾
間

一 

庫
裏 

四
間

　
　
　

六
間

一 

本
堂
ゟ
庫
裏
江
之
廊
下 

五
間

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
弐
間
半

一 

方
丈 

三
間

　
　
　

十
間

一 

居
間 

三
間

　
　
　

五
間

一 

書
院 

三
間

　
　
　

五
間

一 

鐘
撞
堂
九
尺
四
方
古
釣
鐘

　

下
総
守
俊
次
様
御
寄
進

第
三
番

一 

塔
頭
正
慶
院
於
参
州
西
尾
慶
長
八
年
中
縁
崇
（
マ
マ
）

様
御
建
立

一 

本
尊 　
　
　

開
基 

住
誉
玄
龍　

弐
人
扶
持

　

下
総
守
俊
次
様
御
代
ゟ
被
下
置

一 

宝
永
六
丑
年
十
一
月
晦
日
益
伝
類
焼
ニ
付
寺
御
建
被
下
置

一 

享
保
六
子
三
月
寺
御
建
被
下
置

一 

末
寺
江
州
志
賀
郡
膳
所
別
保
村
今
井
山
念
仏
院
兼
平
寺

　

今
井
四
郎
兼
平
廟
所
有　
　
　
　

、
依
之
本
多
下
総
守
俊
次

様
寛
文
七
丁
未
年
御
建
立
、
弐
人
扶
持
御
寄
附
、
開
山
生

蓮
社
宝
誉
上
人
光
珪
太
益
和
尚
、
姓
藤
原
氏
奥
野
、
生
国

武
州
江
戸
、
剃
髪
之
師
霊
巌
寺
会
下
本
誉
太
巌
和
尚
、
学

問
檀
林
霊
巌
寺
、
附
法
之
師
大
誉
上
人

一 

兼
平
石
塔　
　
　
　
　
　
　

除
地
森
河
ニ
有

一 

薗
山
小
谷
口　

一 

末
寺
勢
州
鈴
鹿
郡
住
山
徳
本
山
太
巌
寺

　

開
基
行
基
菩
薩
、
及
一
千
年
古
跡
往
昔
伽
藍
而
六
十
余
坊

之
寺
院
在
之
、
住
山
一
村
三
百
七
十
八
石
余
寺
領
之
由
申

伝
也
、
慶
安
三
庚
寅
年
住
山
一
在
所
改
成
浄
土
宗
、
依
之

本
誉
上
人
亀
山
縁
心
寺
住
職
之
内
再
興
而
成
開
山
、
中
興

開
山
徳
蓮
社
太
巌
本
誉
上
人
愚
闇
和
尚
、
姓
藤
原
氏
多
田
、

生
国
上
総
富
津
、
剃
髪
之
師
木
佐
良
津
選
択
寺
讃
誉
大
道

和
尚
、
学
問
檀
林
生
実
大
巌
寺
附
法
之
師
雄
誉
上
人

一 

末
寺
江
州
栗
太
郡
勢
多
庄
新
浜
村
高
声
寺

　

於
三
州
西
尾
慶
長
年
中
本
多
縫
殿
助
殿
康
俊
公
御
家
来
那

和
九
郎
右
衛
門
建
立
、
開
山
金
蓮
社
台
誉
林
山
和
尚
、
姓

氏
生
国
剃
髪
并
学
問
檀
林
附
法
之
師
不
知
、
寛
永
十
五
戊

寅
年
十
二
月
二
日
九
十
三
歳
寂

一 

院
号
山
号
往
古
ゟ
無
之
ニ
付
、
享
和
二
戌
年
正
月
遍
照
山 

　

念
仏
院
等
響
誉
上
人
代
許
容
、
委
ハ
如
記
録

一 

末
寺
江
州
栗
太
郡
田
上
今
村
高
岸
寺

　

承
応
二
癸
巳
年
中
建
立
開
山
心
蓮
社
三
誉
船
超
和
尚
、
姓

氏
生
国
剃
髪
等
之
師
学
問
檀
林
不
知
、
住
職
六
年
寛
文
元

辛
丑
年
八
月
二
日
田
上
於
枝
村
安
楽
寺
寂

　

右
本
末
等
之
建
立
由
緒
之
儀
ハ
、
元
禄
九
丙
子
年
六
月

十
五
日
之
書
上
ケ
之
中
ゟ
写
ス

一 

末
寺
江
州
栗
本
郡
大
萱
新
田
村
新
福
寺
之
由
緒
者
、
享
保

十
七
壬
子
年
記
録
第
十
五
番
委
記
有
之
ニ
付
此
ニ
不
記

第
四
番

一 

当
院
一
代
書
記
被
置
候
写
左
之
通

　

権
現
様
御
位
牌
者
昔
美
濃
之
御
城
主
之
御
先
祖
正
眼
院
殿

御
位
牌
堂
建
立
被
成
安
置
当
寺
被
成
候
、
依
之
其
堂
権
現

と
申
候
、
其
堂
の
瓦
之
紋
九
曜
也
、
次
ニ
大
猷
院
（
様
脱
力
）・

台
徳

院
様
御
位
牌
、
同
く
此
堂
安
置
被
成
候
、
然
ニ
厳
有
院
様

御
遠
行
之
節
、
御
位
牌
霊
照
院
江
御
立
被
□
□
、
此
時
分

権
現
様
御
位
牌
霊
照
院
江
御
遷
座
被
成
候
、
此
節
同
時
ニ

大
猷
院
様
御
位
牌
も
霊
照
院
江
御
遷
座
被
成
候
様
ニ
覚
申

候
、
此
節
貞
愚
代
是
迄
ハ
御
仏
殿
ヲ
権
現
堂
と
称
へ
□（
虫
損
）□

霊
照
院
へ
御
遷
座
已
後
御
位
牌
堂
を
御
仏
殿
と
申
候
、

　

右
之
通
書
記
有
之
ニ
付
写
置
者
也

俊
次
公

御
建
立

長
四
尺 

地
一
間
半
四
方

座
像
長

七
寸

竪
四
十
間

横
十
七
間

所蔵資料紹介 縁心寺日鑑・御法事記録

左から、「縁心寺日鑑」、「公儀御大法書」、「御法事記録」



　和暦
享保17
享保18
享保19
享保20
元文1
元文2
元文3
元文4
元文5
寛保1
寛保2
寛保3
延享1
延享2
延享3
延享4
寛延1
寛延2
寛延3
宝暦1
宝暦2
宝暦3
宝暦4
宝暦5
宝暦6
宝暦7
宝暦8
宝暦9
宝暦10
宝暦11
宝暦12
宝暦13
明和1
明和2
明和3
明和4
明和5
明和6
明和7
明和8
安永1
安永2
安永3
安永4
安永5
安永6
安永7
安永8
安永9
天明1
天明2

西暦
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782

記事数
16
8
6
2
―
―
1
―
2
―
―
3
―
3
―
6
―
―
―
―
―
―
―
―
―
15
22
―
―
―
―
―
―
22
15
24
32
49
13
2
―
10
4
1
2
―
1
2
1
3
1

日鑑1（第1冊）

欠

日鑑3（第2冊）

欠

日鑑5（第3冊）

日鑑6（第4冊）

日鑑7（第5冊）

日鑑8（第6冊）

　和暦
天明3
天明4
天明5
天明6
天明7
天明8
寛政1
寛政2
寛政3
寛政4
寛政5
寛政6
寛政7
寛政8
寛政9
寛政10
寛政11
寛政12
享和1
享和2
享和3
文化1
文化2
文化3
文化4
文化5
文化6
文化7

安政1
安政2
安政3
安政4
安政5
安政6
万延1
文久1

西暦
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810

1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861

記事数
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
11
5
12
14
18

1
1
10
11
3
3
2
3

欠

日鑑11（第7冊）

日記（17）
（縁心寺所蔵）

御法事記録（14）

【別表】　縁心寺日鑑一覧  

1819

十
弐
番

　
　
　
　

惣
本
山
知
恩
院
嫡
末
寺

　
　
　
　
　

江
州
志
賀
郡
膳
所

　
　
　
　
　
　
　
　

梅
香
山
縁
心
寺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

遍
誉
印

　
　
　

塔
頭
壱
軒

　
　
　

末
寺
五
ヶ
寺

　
　
　

触
下
弐
ヶ
寺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

領
主
除
地

一 

境
内　

千
五
百
五
拾
壱
坪　
　

城
主
本
多
主
膳
正

一 

入
末　

慶
長
七
寅
年

　
　
　
　

知
恩
孫
末
寺
五
ヶ
寺

　
　
　
　
　

江
州
志
賀
郡
膳
所

　
　
　
　
　
　
　
　

今
井
山
兼
平
寺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

判
誉
印

　
　
　

塔
頭
無
御
座
候

　
　
　

末
寺
無
御
座
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

領
主
除
地

一 

境
内　

弐
百
弐
十
五
坪　
　
　

城
主
本
多
主
膳
正

一 

入
末　

寛
文
七
未
年

　
　
　
　
　

勢
州
鈴
鹿
郡
住
山
村

　
　
　
　
　
　
　
　

徳
本
山
太
巌
寺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

舌
誉
印

　
　
　

塔
頭
無
御
座
候

　
　
　

末
寺
無
御
座
候

一 

境
内　

九
百
坪
年
貢
地　
　
　

石
川
主
殿
正

一 

入
末　

慶
安
弐
丑
年

　
　
　
　
　

江
州
栗
太
郡
新
浜
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

高
声
寺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

似
誉
印

　
　
　

塔
頭
無
御
座
候

　
　
　

末
寺
無
御
座
候

一 

境
内　

弐
百
四
十
四
坪　
　
　

本
多
主
膳
正

一 

入
末　

万
治
三
子
年

　
　
　
　
　

江
州
栗
太
郡
今
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

高
岸
寺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

光
誉

　
　
　

塔
頭
無
御
座
候

　
　
　

末
寺
無
御
座
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

年
貢
地

一 

境
内　

六
拾
坪　
　
　
　
　
　

本
多
主
膳
正

一 

入
末　

承
応
三
午
年

　
　
　
　
　

江
州
栗
本
郡
新
田
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

新
福
寺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

察
誉

　
　
　

塔
頭
無
御
座
候

　
　
　

末
寺
無
御
座
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

年
貢
地

一 

境
内　

百
五
拾
弐
坪　
　
　
　

城
主
本
多
主
膳
正

一 

入
末　

元
禄
元
辰
年

　
　
　
　

知
恩
院
嫡
末
寺

　
　
　
　
　

江
州
栗
太
郡
里
村

　
　
　
　
　
　
　
　

福
寿
山
西
方
寺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

唯
誉

　
　
　

塔
頭
無
御
座
候

　
　
　

末
寺
無
御
座
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

領
主
除
地

一 

境
内　

九
百
八
十
七
坪　
　
　

本
多
主
膳
正

一 

入
末　

不
知

　
　
　
　
　

江
州
栗
太
郡
納
所
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

浄
善
寺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

無
住

　
　
　

塔
頭
無
御
座
候

　
　
　

末
寺
無
御
座
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

年
貢
地

一 

境
内　

三
拾
坪　
　
　
　
　
　

城
主
本
多
主
膳
正

一 

入
末　

不
知

　

右
之
通
触
下
末
寺
等
迄
遂
吟
味
候
処
、
相
違
無
御
座
候

　
　
　

延
享
三
寅
年
三
月　
　

知
恩
院
嫡
末
寺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

縁
心
寺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

編
誉

　

惣
本
山

　
　

御
役
者
中

　

末
筆
な
が
ら
、
史
料
閲
覧
に
際
し
て
御
配
慮
い
た
だ
き
ま

し
た
大
津
市
歴
史
博
物
館
の
高
橋
大
樹
様
に
感
謝
申
し
上
げ

ま
す
。

所蔵資料紹介 縁心寺日鑑・御法事記録
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１
．
は
じ
め
に

　

佛
教
大
学
図
書
館
で
は
、
２
０
１
９
年
8
月
に
デ
ジ
タ

ル
ア
ー
カ
イ
ブ
で
あ
る
「
佛
教
大
学
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ

レ
ク
シ
ョ
ン
」
を
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
し
、
最
新
の
デ
ジ
タ
ル
技

術
や
オ
ー
プ
ン
ア
ク
セ
ス
の
考
え
方
を
反
映
し
た
サ
イ
ト

と
し
て
リ
リ
ー
ス
し
た
。
本
稿
で
は
、
佛
教
大
学
図
書
館

に
お
け
る
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
の
歴
史
を
振
り
返
り
つ

つ
、
今
回
の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
の
コ
ン
セ
プ
ト
に
つ
い
て
、
述

べ
て
い
き
た
い
と
思
う
。

２
．
黎
明
期

　

佛
教
大
学
図
書
館
で
、
貴
重
書
を
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
上
で

公
開
し
よ
う
と
い
う
試
み
は
、「
電
子
展
示
」
と
い
う
名
称

で
、
江
戸
期
の
彩
色
木
版
画
で
あ
る
『
都
名
所
百
景
』
の

画
像
を
閲
覧
で
き
る
よ
う
に
し
た
こ
と
に
さ
か
の
ぼ
る
。
残

念
な
が
ら
正
確
な
開
始
時
期
は
わ
か
ら
な
い
が
、
遅
く
と

も
２
０
０
３
年
8
月
に
は
、
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
上
で
誰
も
が
ア

ク
セ
ス
で
き
る
状
態
で
「
展
示
」
さ
れ
て
い
た
記
録
が
残
っ

て
い
る
。
と
は
い
え
、「
電
子
展
示
」
に
お
い
て
は
、
書
誌

情
報
は
付
与
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
低
精
細
な
画
像
で
あ
っ

た
こ
と
も
あ
り
、
学
術
的
な
用
途
で
利
用
で
き
る
水
準
の

デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
と
は
言
い
が
た
い
存
在
で
あ
っ
た
。

　

そ
れ
ゆ
え
佛
教
大
学
図
書
館
で
、
最
初
の
「
本
格
的
」

な
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
が
公
開
さ
れ
た
の
は
、「
佛
教
大

学
図
書
館
電
子
資
料
庫
」
と
い
う
名
称
で
、『
浄
土
教
報
』

の
ウ
ェ
ブ
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
リ
リ
ー
ス
し
た
、
２
０
０
７
年

で
あ
る
と
考
え
る
の
が
適
切
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
こ

の
ウ
ェ
ブ
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
は
、
そ
れ
ま
で
の
「
電
子
展
示
」

と
は
異
な
る
コ
ン
セ
プ
ト
を
有
す
る
コ
ン
テ
ン
ツ
と
な
っ
て

お
り
、
研
究
を
目
的
と
し
て
の
利
用
に
十
分
に
耐
え
う
る

設
計
と
な
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、
１
８
８
９
年

の
創
刊
か
ら
、
１
９
４
４
年
の
終
刊
に
至
る
ま
で
の
全
て
の

記
事
タ
イ
ト
ル
を
テ
キ
ス
ト
化
し
た
こ
と
で
、
目
的
の
記

事
を
ワ
ン
ク
リ
ッ
ク
で
検
索
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
ほ
か
、

ブ
ラ
ウ
ザ
の
標
準
的
な
機
能
だ
け
で
拡
大
、
縮
小
が
自
由

に
行
え
る
精
細
な
画
像
が
用
意
さ
れ
た
こ
と
は
、
研
究
者

の
利
便
性
を
著
し
く
高
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。『
浄
土
教
報
』

は
、
あ
く
ま
で
も
学
内
向
け
と
し
て
公
開
し
た
コ
ン
テ
ン

ツ
で
あ
っ
た
が
、
他
大
学
の
学
生
や
、
学
外
の
機
関
に
属

す
る
研
究
者
が
、
本
学
を
訪
問
し
て
ま
で
利
用
す
る
と
い
っ

た
事
例
が
相
次
ぐ
よ
う
に
な
っ
た
の
も
、
こ
う
い
っ
た
コ
ン

セ
プ
ト
が
評
価
さ
れ
た
こ
と
に
由
来
す
る
だ
ろ
う
。

　

そ
の
後
、
こ
の
『
浄
土
教
報
』
を
核
と
し
た
「
佛
教
大

学
図
書
館
電
子
資
料
庫
」
は
、『
12
月
（
つ
き
）
あ
そ
ひ
』、『
大

江
山
奇
譚
』、『
羅
生
門
』
と
い
う
、
佛
教
大
学
図
書
館
の

貴
重
書
3
点
（
5
軸
）
を
学
外
向
け
に
公
開
す
る
な
ど
し

た
こ
と
で
、
さ
ら
に
知
名
度
を
高
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。
し

か
し
、
公
開
か
ら
約
3
～
4
年
を
経
る
に
つ
れ
、
サ
イ
ト

設
計
が
当
時
主
流
と
な
り
つ
つ
あ
っ
た
ウ
ェ
ブ
技
術
を
反
映

し
て
い
な
い
な
ど
の
問
題
点
が
徐
々
に
指
摘
さ
れ
る
よ
う

に
な
り
、
抜
本
的
な
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
が
必
要
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

こ
う
し
て
全
面
的
な
再
設
計
・
構
築
作
業
の
末
、

２
０
１
２
年
６
月
に
誕
生
し
た
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
が

「
佛
教
大
学
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」
で
あ
っ
た
。

「
佛
教
大
学
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」の

図
書
館
専
門
員
　

飯
野 

勝
則

３
．
初
代
の
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

　

２
０
１
２
年
6
月
に
「
佛
教
大
学
図
書
館
電
子
資
料
庫
」

を
置
き
換
え
る
形
で
，
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
さ
れ
た
「
佛
教
大
学

図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」
は
、
公
開
か
ら
僅
か
数

日
で
多
く
の
ウ
ェ
ブ
メ
デ
ィ
ア
に
記
事
と
し
て
取
り
上
げ
ら

れ
、
一
大
学
の
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
と
し
て
は
異
例
の
反

響
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
切
っ
掛
け
は
、
佛

教
大
学
図
書
館
が
所
蔵
す
る
『
洛
中
洛
外
図
屏
風
』
の
高

精
細
画
像
を
ブ
ラ
ウ
ザ
の
標
準
的
な
機
能
だ
け
で
、
自
由

に
拡
大
・
縮
小
が
で
き
る
環
境
と
共
に
、
学
外
に
向
け
て
公

開
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
。過
去
の
京
都
の
様
子
を
描
い
た『
洛

中
洛
外
図
屏
風
』
は
、
京
都
の
歴
史
に
興
味
を
持
つ
人
々
に

訴
求
力
の
あ
る
コ
ン
テ
ン
ツ
で
あ
る
が
、
一
大
学
の
デ
ジ
タ

ル
ア
ー
カ
イ
ブ
で
、
自
由
度
の
高
い
形
式
で
公
開
さ
れ
た
こ

と
は
な
く
、
そ
の
こ
と
が
ウ
ェ
ブ
メ
デ
ィ
ア
の
注
意
を
引
い

た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
ウ
ェ
ブ
メ
デ
ィ
ア
に
お
け
る

記
事
の
リ
リ
ー
ス
後
、
ツ
イ
ッ
タ
ー
を
初
め
と
す
る
S
N
S

に
お
い
て
も
、
多
く
の
言
及
が
な
さ
れ
、
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
へ

の
ア
ク
セ
ス
は
急
増
し
た
。
リ
リ
ー
ス
直
後
の
広
報
効
果
と

し
て
は
申
し
分
の
な
い
状
況
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

　

と
は
い
え
、
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
と
し
て
公
開
さ
れ
た

コ
ン
テ
ン
ツ
は
『
洛
中
洛
外
図
屏
風
』
の
み
に
と
ど
ま
る
も

の
で
は
な
か
っ
た
。『
12
月
あ
そ
ひ
』、『
大
江
山
奇
譚
』、『
羅

生
門
』
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、『
法
然
上
人
形
状
絵
図
』
な

ど
浄
土
宗
に
か
か
わ
る
貴
重
書
を
も
豊
富
に
含
ん
だ
、
計

１
６
０
点
、
画
像
数
７
、２
０
０
枚
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
が
、

学
外
か
ら
ア
ク
セ
ス
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
学
内
限

定
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
『
浄
土
教
報
』
の
存
在
も
従
前
ど
お
り

で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
時
間
の
経
過
と
共
に
、『
洛
中
洛
外
図

屏
風
』
以
外
の
コ
ン
テ
ン
ツ
画
像
に
つ
い
て
、
マ
ス
コ
ミ
か
ら

の
利
用
申
請
が
増
加
し
て
き
た
こ
と
は
、
図
書
館
に
と
っ
て
、

さ
ほ
ど
意
外
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。

　

一
方
で
、「
佛
教
大
学
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」
が
も

た
ら
し
た
影
響
の
中
に
は
、
図
書
館
を
驚
か
せ
る
よ
う
な

事
象
も
含
ま
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
こ
の
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ

イ
ブ
を
構
築
し
た
佛
教
大
学
図
書
館
に
お
け
る
人
的
体
制

と
利
用
技
術
が
、
思
っ
た
以
上
に
世
間
の
耳
目
を
集
め
た

こ
と
で
あ
る
。

　

例
え
ば
、
２
０
１
２
年
7
月
に
は
、
国
立
国
会
図
書
館

か
ら
上
記
の
内
容
を
テ
ー
マ
と
し
て
、
記
事
の
執
筆
を
依

頼
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、「
カ
レ
ン
ト
ア
ウ
ェ
ア
ネ
ス
─E

」

に
掲
載
さ
れ
た
『
佛
教
大
学
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ

ン
の
設
計
と
デ
ザ
イ
ン
』
と
題
さ
れ
た
記
事
が
そ
れ
で
あ

る
。
本
記
事
に
お
い
て
は
、「
佛
教
大
学
図
書
館
デ
ジ
タ
ル

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」
の
設
計
・
構
築
が
全
て
図
書
館
内
部
で
行

わ
れ
て
お
り
、
外
部
の
業
者
は
か
か
わ
っ
て
い
な
い
こ
と
や
、

構
築
に
当
た
っ
て
利
用
し
た
技
術
は
、
そ
の
全
て
が
オ
ー
プ

ン
ソ
ー
ス
と
し
て
無
償
で
提
供
さ
れ
て
い
る
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア

等
に
由
来
す
る
こ
と
な
ど
に
つ
い
て
言
及
し
た
の
だ
が
、
大

学
や
図
書
館
の
み
な
ら
ず
、
幅
広
い
層
か
ら
反
響
が
あ
り
、

い
わ
ゆ
る
ウ
ェ
ブ
業
界
か
ら
の
耳
目
を
集
め
る
こ
と
に
つ
な

が
っ
た
。
そ
の
結
果
、
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
の
デ
ザ
イ
ン
専
門
誌

で
あ
る「W

eb Designing

」の
２
０
１
２
年
9
月
号
で
は
、

特
集
の
一
部
と
し
て
「
佛
教
大
学
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ

ク
シ
ョ
ン
」
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
一
般
の
ウ
ェ
ブ
系
雑
誌
に

図
書
館
の
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
が
掲
載
さ
れ
る
と
い
う
、

異
例
の
状
況
と
な
っ
た
。
こ
れ
も
ひ
と
え
に
、「
佛
教
大
学

図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」
が
、
当
時
最
先
端
の
技

術
を
ふ
ん
だ
ん
に
用
い
た
、
質
の
高
い
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ

初代のサイトから自由に拡大・縮小できる高精細画像を公開

こ

こ
で

ら

ま

か

と

れ

れ
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ブ
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
だ
と
、
自
負
し
て
い
る
。

　

だ
が
、
こ
れ
ら
の
ウ
ェ
ブ
技
術
や
設
計
技
法
は
、
日
進

月
歩
の
世
界
で
も
あ
る
。
図
書
館
が
情
報
世
界
の
一
部
に

身
を
お
く
存
在
で
あ
る
以
上
、
急
速
な
陳
腐
化
か
ら
免
れ

る
も
の
で
は
な
い
。
こ
こ
数
年
、「
佛
教
大
学
デ
ジ
タ
ル
コ

レ
ク
シ
ョ
ン
」
に
お
い
て
は
、
ユ
ー
ザ
ー
ビ
リ
テ
ィ
等
で
さ

ま
ざ
ま
な
問
題
点
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
と

く
に
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
の
急
速
な
普
及
な
ど
、
モ
バ
イ
ル

環
境
が
著
し
く
変
化
し
て
い
る
こ
と
に
、
十
分
な
対
応
が

で
き
て
い
な
い
こ
と
は
、
大
き
な
懸
念
材
料
と
な
っ
て
い

た
。
ま
た
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
の
世
界
で
、
海
外
を
中

心
に
主
流
に
な
り
つ
つ
あ
るIIIF

（
ト
リ
プ
ル
ア
イ
エ
フ
：

International Im
age Interoperability Fram

ew
ork

）

と
呼
ば
れ
る
規
格
に
対
応
で
き
て
い
な
い
こ
と
な
ど
も
、
課

題
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
は
、
図
書
館
に
お
け

る
情
報
を
扱
う
上
で
の
「
検
索
か
ら
発
見
へ
」、
す
な
わ
ち

「
サ
ー
チ
か
ら
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
へ
」
と
い
う
、「
重
点
」
の
変

化
に
対
応
し
た
設
計
も
必
須
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。

4
．
第
2
代
の
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

　

２
０
１
９
年
8
月
、
こ
う
し
た
考
え
方
を
受
け
て
、「
佛

教
大
学
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」
は
、
第
2
代
へ

と
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
さ
れ
た
。

　

今
回
の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
に
お
い
て
は
、
黎
明
期
か
ら
受
け

継
が
れ
て
き
た
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
と
し
て
の
考
え
方

を
引
き
継
い
だ
上
で
、
初
代
に
お
い
て
課
題
と
さ
れ
て
き
た

要
素
を
盛
り
込
ん
だ
、
最
新
の
知
見
や
技
術
を
反
映
し
た

デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
と
な
る
よ
う
に
心
が
け
た
。
コ
ン
セ

プ
ト
と
し
て
重
視
し
た
も
の
の
ひ
と
つ
に
、「
こ
ん
な
コ
ン

テ
ン
ツ
が
あ
っ
た
ん
だ
！
」
と
い
う
驚
き
を
利
用
者
に
与
え

る
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
佛
教
大
学
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
、

さ
ま
ざ
ま
な
貴
重
書
の
画
像
を
誰
も
触
れ
る
こ
と
が
で
き

る
デ
ジ
タ
ル
画
像
と
し
て
公
開
す
る
こ
と
は
、
今
ま
で
も

行
っ
て
き
た
と
こ
ろ
だ
が
、そ
の
デ
ジ
タ
ル
画
像
を
用
い
て
、

利
用
者
に
新
た
な
発
見
を
も
た
ら
そ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。

そ
の
た
め
に
必
要
な
コ
ン
セ
プ
ト
の
「
柱
」
と
し
て
は
、
左

記
の
よ
う
な
3
点
を
設
定
で
き
る
。

　
　
（
１
）
直
感
的
・
視
覚
的
な
見
せ
方

　
　
（
２
）
魅
力
の
掘
り
起
こ
し

　
　
（
３
）
利
用
者
を
広
げ
る　

（
１
）
直
感
的
・
視
覚
的
な
見
せ
方

　

一
言
で
述
べ
れ
ば
、
専
門
的
な
知
識
が
な
く
て
も
、
デ

ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
の
画
像
を
理
解
し
た
り
、
操
作
で
き

る
よ
う
に
、
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
の
ユ
ー
ザ
ー
イ
ン
タ
ー

フ
ェ
ー
ス
（
画
面
）
を
設
計
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
例

え
ば
、
佛
教
大
学
図
書
館
に
お
い
て
は
、BIR

D

と
呼
ば
れ

る
図
書
館
の
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
に
お
い
て
、「
お
気
軽
検
索
」

と
い
う
検
索
シ
ス
テ
ム
が
提
供
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
シ
ス
テ

ム
に
お
い
て
は
、
初
学
者
で
あ
っ
て
も
自
ら
が
必
要
と
す
る

資
料
を
適
切
に
見
つ
け
出
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、「
フ
ァ

セ
ッ
ト
ナ
ビ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
」
と
呼
ば
れ
る
絞
り
込
み
の
仕
組

み
な
ど
が
設
定
さ
れ
て
い
た
り
、
図
書
の
書
影
が
提
供
さ

れ
て
い
た
り
す
る
が
、
こ
う
い
っ
た
視
覚
的
に
気
を
使
っ
た

ユ
ー
ザ
ー
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ス
を
実
現
す
る
こ
と
が
、
デ
ジ
タ

ル
ア
ー
カ
イ
ブ
に
お
い
て
も
必
要
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

図
1
は
、
第
2
代
に
お
け
る
作
品
一
覧
の
画
面
で
あ
る
。

サ
ム
ネ
イ
ル
を
表
示
し
た
ほ
か
「
主
題
」
や
「
時
代
区
分
」

な
ど
で
絞
り
込
み
を
行
え
る
フ
ァ
セ
ッ
ト
ナ
ビ
ゲ
ー
シ
ョ
ン

を
用
意
す
る
こ
と
で
、
作
品
が
探
し
や
す
く
な
っ
て
い
る
こ

と
が
分
か
る
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
図
2
の
よ
う
に
、
ア
イ

テ
ム
（
巻
号
）
レ
ベ
ル
に
お
い
て
も
、
サ
ム
ネ
イ
ル
を
表
示

す
る
こ
と
で
、
自
分
が
求
め
る
資
料
を
直
感
的
に
探
し
や

す
い
環
境
が
構
築
で
き
て
い
る
。
ま
た
コ
ン
テ
ン
ツ
画
像
そ

の
も
の
に
つ
い
て
も
、初
代
で
は
不
可
能
で
あ
っ
た
「
回
転
」

や
「
明
る
さ
」
な
ど
の
画
像
調
整
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た

点
も
、
評
価
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。

（
２
）
魅
力
の
掘
り
起
こ
し

　

第
2
代
に
お
い
て
は
、
貴
重
書
の
デ
ジ
タ
ル
画
像
を
使

い
、
貴
重
書
そ
の
も
の
の
持
つ
魅
力
を
再
発
見
す
る
よ
う

な
機
能
を
リ
リ
ー
ス
し
て
い
る
。
そ
の
ひ
と
つ
が
「
マ
ッ
ピ

ン
グ
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
貴
重
書
の
各
作
品
中
に
現
れ
る

名
所
を
切
り
取
り
、
現
在
の
地
図
の
上
に
場
所
を
示
す
形

で
配
置
し
た
も
の
で
、
こ
れ
に
よ
り
、
現
在
の
姿
と
過
去
の

姿
に
つ
い
て
、
図
3
の
よ
う
に
位
置
情
報
を
踏
ま
え
た
上
で

比
較
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
街
頭
か
ら

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
で
ア
ク
セ
ス
す
る
こ
と
で
、
名
所
の
変
遷

が
、
時
間
軸
を
踏
ま
え
つ
つ
可
視
化
で
き
な
ど
、
そ
の
楽
し

み
は
尽
き
な
い
。
貴
重
書
に
対
す
る
新
た
な
魅
力
を
発
見

す
る
き
っ
か
け
を
も
た
ら
す
事
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と

考
え
て
い
る
。

　

ま
た
初
代
の
公
開
以
来
、「
佛
教
大
学
図
書
館
デ
ジ
タ
ル

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」
に
収
録
さ
れ
て
い
る
貴
重
書
は
、
博
物
館

や
美
術
館
に
お
け
る
貸
出
展
示
（
出
陳
）
や
、
テ
レ
ビ
番

組
で
の
利
用
な
ど
、
学
外
で
の
利
用
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て

き
た
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ら
の
履
歴
を
公
開
す
る
こ
と
で
、
注

目
さ
れ
、
対
象
と
な
っ
た
貴
重
書
の
魅
力
を
再
発
見
で
き

る
よ
う
な
ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジ
を
構
築
し
て
い
る
。

（
３
）
利
用
者
を
広
げ
る

　

こ
れ
ま
で
、
貴
重
書
に
関
心
の
な
か
っ
た
利
用
者
も
楽
し

め
る
よ
う
に
、
第
2
代
に
お
い
て
は
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
を
用

い
た
新
た
な
試
み
を
提
供
し
て
い
る
。
そ
れ
は
画
像
を
ス

マ
ー
ト
フ
ォ
ン
で
自
由
に
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
る
よ
う
に
し

た
上
で
、
壁
紙
に
設
定
で
き
る
方
法
を
提
案
す
る
と
い
う

も
の
で
あ
る
。
図
4
に
そ
の
イ
メ
ー
ジ
を
示
す
が
、
こ
れ
ま

で
貴
重
書
に
あ
ま
り
関
心
の
な
か
っ
た
利
用
者
も
、
自
身

の
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
と
関
連
付
け
る
こ
と
で
、
興
味
を
持
っ

て
も
ら
う
こ
と
を
狙
っ
て
い
る
。

　

ま
た
ギ
ャ
ラ
リ
ー
の
よ
う
に
作
品
を
鑑
賞
す
る
場
と
し

て
、「
書
体
」
を
一
覧
で
き
る
ペ
ー
ジ
を
設
け
た
ほ
か
、
さ

ま
ざ
ま
な
作
品
の
画
像
を
「
ラ
ン
ダ
ム
」
に
表
示
し
、
セ

レ
ン
デ
ィ
ピ
テ
ィ
と
い
わ
れ
る
偶
然
の
出
会
い
を
促
す
仕
組

み
な
ど
も
リ
リ
ー
ス
し
て
い
る
。

５
．
お
わ
り
に

　

こ
れ
ら
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
の
背
景
に
あ
る
の
は
、
ウ
ェ
ブ
に

お
け
る
オ
ー
プ
ン
デ
ー
タ
化
の
流
れ
で
あ
る
。
さ
ま
ざ
ま

な
情
報
を
利
用
者
が
自
由
に
利
用
で
き
る
形
で
公
開
し
、

新
た
な
活
用
や
知
見
、
ひ
い
て
は
文
化
を
生
み
出
し
て
い

こ
う
と
い
う
オ
ー
プ
ン
デ
ー
タ
の
考
え
方
は
、
ラ
ン
ガ
ナ

タ
ン
の
「
図
書
館
学
の
五
法
則
」
と
親
和
性
が
高
い
存
在

で
も
あ
る
。
第
2
代
の
「
佛
教
大
学
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ

レ
ク
シ
ョ
ン
」
が
、
そ
う
い
っ
た
図
書
館
の
役
割
を
再
発
見

さ
せ
る
存
在
と
な
る
こ
と
を
願
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。

図 3

図 4
図 1

図 2

「佛教大学図書館デジタルコレクション」のこれまでとこれから
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佛
教
大
学
附
属
図
書
館
の
事
業
活
動
報
告

　２０
１
8
〜
２
０
１
9
年
度
前
半
期

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
〜
3
月
　
企
画
展
示（
図
書
館
１
階
）　
新
規
購
入
し
た
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
）利
用
説
明
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
。

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

10
月
　
　
　
図
書
館
報『
常
照
』第
65
号
を
発
行
。

1
月
　
　
　
佛
教
大
学
教
育
後
援
会
の
援
助
金
に
よ
り「
日
本
の
こ
と
を
海
外
で
紹
介
で
き
る
本
」を
テ
ー
マ
と
し
て
３
５
８
冊
を
購
入
。

1
〜
3
月
　「
本
学
教
職
員
に
よ
る
学
生
に
お
薦
め
し
た
い
本
」展
示（
紫
野
図
書
館
・
二
条
図
書
室
）

3
月
　
　
　
二
条
キ
ャ
ン
パ
ス
図
書
室
の
情
報
端
末
機
器
等
の
更
改
を
実
施
。

　
　
　
　
　
一
般
軽
読
雑
誌（
25
タ
イ
ト
ル
）を
1
階
新
聞
コ
ー
ナ
ー
周
辺
に
移
設
。

中
央
展
示
テ
ー
マ（
２
０
１
８
年
4
月
〜
２
０
１
９
年
3
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
　
　
　
祇
園
祭

8
月
　
　
　
清
代
官
文
書

9
月
　
　
　
城
絵
図

10
月
　
　
　
丹
波
国
桑
田
郡
灰
屋
村
文
書

11
月
　
　
　
奈
良
絵
本

12
月
　
　
　
摂
津
国
東
成
郡
天
王
寺
村
文
書

1
月
　
　
　
江
戸
切
絵
図

2
月
　
　
　
梅

3
月
　
　
　
新
収
資
料
展（
前
川
五
郎
左
衛
門
家
文
書
）

4
月
　
　
　
学
術
情
報
検
索BIRD

の
利
用
説
明
会
を
開
催（
〜
２
０
１
９
年
12
月
）。

4
月
〜
　
　
企
画
展
示（
図
書
館
１
階
）　
新
規
購
入
し
た
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「
日
本
の
こ
と
を
海
外
で
紹
介
で
き
る
本
」を

　
　
　
　
　
随
時
更
新
し
な
が
ら
展
示
。

8
月
　
　
　「
佛
教
大
学
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」を
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
。

中
央
展
示
テ
ー
マ（
２
０
１
９
年
4
月
〜
9
月
）

4
月
　
　
　
桜

5
月
　
　
　
江
戸
時
代
の
即
位
と
改
元

6
月
　
　
　
名
所
図
会

7
月
　
　
　
名
所
図
会

8
月
　
　
　
名
所
図
会

9
月
　
　
　
月
見

年度

一般軽読雑誌（25タイトル）を1階新聞コーナー周辺に移設

年度

「本学教職員による学生にお薦めしたい本」展示

後 

記
佛教大学附属図書館報『常照』第66号をお届けします。
情報化という社会の大きな構造的変化が学校現場を
変えているように、図書館もどんどん進展します。この
たび、ウェブにおけるオープンデータ化の流れをうけ
て、デジタルコレクションのリニューアルを行ないまし
た。あらたな発見を楽しみながら、図書館をご活用く
ださい。

佛教大学附属図書館報  『常照』  第66号
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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
。

2006（平成18）年12月  図書館夜景


