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佛
教
大
学
の
第
13
代
学
長
に
就
任
し
ま
し
た
、
伊
藤
真

宏
で
す
。
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

　

私
は
、
教
員
と
し
て
仏
教
学
部
に
所
属
し
て
お
り
ま
す

が
、
18
歳
で
佛
教
大
学
に
入
学
し
て
か
ら
現
在
ま
で
約
40

年
、
図
書
館
に
お
世
話
に
な
ら
な
い
と
き
は
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
。
私
が
学
生
時
代
に
過
ご
し
た
図
書
館
は
、
今
は

も
う
あ
り
ま
せ
ん
が
、
開
学
60
周
年
記
念
事
業
と
し
て
建

設
さ
れ
、
地
上
５
階
地
下
１
階
建
て
で
研
究
室
も
同
居
す

る
複
合
図
書
館
棟
で
し
た
。

　

そ
の
図
書
館
に
は
、
仏
教
学
科
の
先
生
方
の
研
究
室
、

仏
教
学
科
資
料
室
、
大
学
院
の
授
業
や
研
究
発
表
な
ど
が

行
な
わ
れ
る
演
習
室
、
大
学
院
生
の
研
究
室
な
ど
が
す
べ

て
入
っ
て
お
り
、
特
に
大
学
院
の
時
代
は
、
そ
こ
で
す
べ
て

が
事
足
り
る
よ
う
な
、
佛
教
大
学
大
学
院
の
「
ワ
ン
ス
ト
ッ

プ
サ
ー
ビ
ス
」
を
享
受
で
き
る
場
で
あ
り
ま
し
た
。「
大
学

に
来
る
」
と
い
う
よ
り
も
「
図
書
館
に
来
る
」
と
い
っ
た
方

が
ふ
さ
わ
し
く
、
仏
教
学
科
資
料
室
に
居
な
け
れ
ば
図
書

館
に
居
る
と
い
う
具
合
で
し
た
。
図
書
館
入
り
口
脇
の
階

ご
挨
拶

佛
教
大
学
長　

伊
藤 

真
宏

佛教大学附属図書館の沿革と「成徳常照館」の由来

佛教大学附属図書館の事業活動報告（2020 ～ 2021 年度前半期）

新収資料紹介　
春日版『大方等大集月蔵経』巻六
仏教学部仏教学科講師　南 宏信

書物は智慧の光にして、思想の命を永遠へとつなぐ　　
教育学部教育学科教授　相馬 伸一

図書館を想う
保健医療技術学部看護学科教授　藪下 八重

佛教大学附属図書館 新型コロナウイルス感染症に関する対応

電脳の世界に開かれた玄関
歴史学部歴史学科教授　貝 英幸

ご挨拶
佛教大学長　伊藤 真宏

生誕 150 年 シーボーム・ラウントリー
附属図書館長・社会学部教授　藤井 透

20

24

25

16

12

8

4

1

3

682021 目次



23

　

２
０
２
０
年
は
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
生
誕
２
５
０

年
の
年
だ
っ
た
。
世
界
中
の
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
や
演
奏

家
が
多
く
の
演
奏
会
を
予
定
し
て
い
た
が
、
コ
ロ
ナ

禍
に
よ
り
中
止
や
入
場
制
限
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。

社
会
科
学
の
世
界
で
は
、
学
者
の
生
誕
や
没
後
の
周

年
記
念
事
業
が
絶
え
て
久
し
い
。
周
年
記
念
事
業
を

企
画
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
人
物
が
い
な
い
と
い
う
こ
と

な
の
だ
ろ
う
か
。

　

イ
ギ
リ
ス
の
社
会
調
査
家
で
社
会
改
革
者
で
あ

る
シ
ー
ボ
ー
ム
・
ラ
ウ
ン
ト
リ
ー
が
生
ま
れ
た
の

は
、
ち
ょ
う
ど
１
５
０
年
前
の
１
８
７
１
年
で
あ
っ

た
。
か
れ
の
主
著
で
あ
るPoverty,A study of 

tow
n life

（
長
沼
弘
毅
訳
『
貧
乏
研
究
』
千
城
、

１
９
７
５
年
）
は
、
１
９
０
１
年
に
公
刊
さ
れ
、
そ

の
後
の
社
会
調
査
や
福
祉
国
家
の
形
成
に
大
き
な
影

響
を
与
え
た
が
、
か
れ
の
生
誕
１
５
０
年
を
記
念

す
る
事
業
は
、
寡
聞
に
し
て
聞
か
な
い
。
し
か
し
、

Poverty

刊
行
１
０
０
年
に
あ
た
る
２
０
０
０
年
前

後
に
は
、
イ
ギ
リ
ス
でPoverty

初
版
の
復
刻
版
の

刊
行
（
２
０
０
０
年
）
や
３
巻
本
か
ら
な
る
専
門
家

に
よ
る
記
念
出
版
（
２
０
０
０
年
）
が
相
次
ぐ
な
ど
、

活
況
を
呈
し
た
。

　

Poverty

は
ラ
ウ
ン
ト
リ
ー
の
生
ま
れ
故
郷
で
、
一

族
が
経
営
す
る
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
会
社
の
所
在
地
で
も

あ
る
ヨ
ー
ク
を
対
象
に
し
た
社
会
調
査
の
産
物
で
あ

段
を
上
が
っ
た
す
ぐ
の
閲
覧
室
の
テ
ー
ブ
ル
に
、
日
本
が

世
界
に
誇
る
漢
和
辞
典
の
最
高
峰
、『
諸
橋
大
漢
和
辞
典
』

が
置
い
て
あ
り
、
そ
こ
に
陣
取
っ
て
長
時
間
、
そ
れ
ら
の
辞

典
を
広
げ
た
ま
ま
様
々
な
資
料
を
調
べ
、
テ
ー
ブ
ル
を
独

り
占
め
に
し
て
勉
強
し
た
も
の
で
す
。
さ
す
が
は
佛
教
大

学
で
、
仏
教
関
係
の
専
門
書
籍
や
論
文
も
豊
富
に
所
蔵
さ

れ
、「
図
書
館
は
大
学
の
顔
」
と
い
わ
れ
る
の
が
、
そ
の
通

り
で
あ
る
と
実
感
で
き
ま
し
た
。

　

現
在
の
図
書
館
は
開
学
80
周
年
記
念
事
業
と
し
て

１
９
９
７
（
平
成
９
）
年
に
完
成
し
た
、
地
上
５
階
地
下

２
階
建
て
の
、
１
０
０
万
冊
収
蔵
で
き
る
立
派
な
図
書
館

で
あ
り
、
大
学
図
書
館
と
し
て
の
威
容
を
誇
り
ま
す
。
す

べ
て
の
フ
ロ
ア
の
天
井
が
高
く
、
静
寂
が
保
た
れ
、
光
を
上

手
に
取
り
込
む
設
計
で
と
て
も
明
る
く
、
ど
こ
に
い
て
も
、

読
書
は
も
ち
ろ
ん
、
調
べ
物
や
新
聞
を
広
げ
た
り
、
リ
ポ
ー

ト
な
ど
を
執
筆
し
た
り
、
自
分
だ
け
の
時
間
を
楽
し
む
こ

と
が
で
き
ま
す
。
特
に
紫
野
の
高
台
か
ら
臨
む
北
山
か
ら

比
叡
山
、
東
山
を
一
望
で
き
る
景
観
は
、
京
都
の
ど
こ
の

図
書
館
よ
り
も
景
色
が
よ
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ

れ
は
例
え
ば
読
む
こ
と
に
疲
れ
て
も
目
を
癒
し
て
く
れ
る

も
の
で
あ
り
、
本
学
図
書
館
の
利
便
性
の
一
端
を
担
っ
て
い

る
と
い
え
ま
す
。

　

当
然
で
す
が
、
仏
教
書
や
関
係
の
論
文
雑
誌
が
豊
富
で
、

７
学
部
14
学
科
そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
書
も
そ
ろ
っ
て
い
て
、

必
要
に
し
て
十
分
な
書
籍
や
雑
誌
が
開
架
さ
れ
て
お
り
、

る
。
か
れ
が
調
査
を
始
め
た
の
は
、
空
前
絶
後
と
も

い
え
る
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ブ
ー
ス
の
「
ロ
ン
ド
ン
調
査
」

の
刊
行
に
大
き
な
刺
激
を
受
け
た
こ
と
だ
っ
た
こ
と

は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
す
べ
て
ブ
ー
ス
の
私
費
で
行

わ
れ
た
「
ロ
ン
ド
ン
調
査
」
は
１
８
８
９
年
に
第
１

巻
が
刊
行
さ
れ
、
１
９
０
３
年
に
全
17
巻
が
刊
行
さ

れ
完
結
し
た
。
大
都
市
ロ
ン
ド
ン
で
行
わ
れ
た
ブ
ー

ス
の
社
会
調
査
の
方
法
と
類
似
し
た
方
法
で
地
方
都

市
ヨ
ー
ク
を
調
査
し
て
み
た
ら
、
ど
う
い
う
結
果
に

な
る
の
か
。
こ
れ
が
ラ
ウ
ン
ト
リ
ー
の
調
査
の
動
機

だ
っ
た
と
こ
れ
ま
で
言
わ
れ
て
き
た
。

　

し
か
し
、Poverty

１
０
０
年
記
念
の
研
究
成
果

の
ひ
と
つ
で
あ
るA.Gillie

の
研
究
に
よ
れ
ば
、
み
ぎ

の
常
識
は
誤
り
で
、Poverty

は
、
ラ
ウ
ン
ト
リ
ー

の
父
で
あ
る
ジ
ョ
ゼ
フ
・
ラ
ウ
ン
ト
リ
ー
がA.

シ
ャ
ー

ウ
ェ
ル
と
と
も
に
公
刊
し
た
１
８
９
９
年
のThe 

Tem
perance Problem

 and Social Reform

の

続
編
で
あ
っ
た
。
た
し
か
に
、両
書
と
も
構
成
が
似
て
、

当
時
の
最
新
の
食
品
研
究
を
も
参
照
し
た
研
究
だ
っ

た
。
な
に
よ
り
も
、ブ
ー
ス
は
あ
の
有
名
な「
貧
困
線
」

をline of poverty

と
し
か
表
現
し
な
か
っ
た
の
に
、

ラ
ウ
ン
ト
リ
ー
親
子
はpoverty line

と
表
記
す
る

な
ど
、
新
見
解
は
魅
力
的
な
観
点
を
示
し
て
い
る
。

社
会
科
学
の
世
界
で
も
、
周
年
記
念
事
業
が
新
し
い

研
究
の
道
を
切
り
開
く
契
機
に
な
る
の
で
あ
る
。

学
生
は
自
分
の
目
的
に
応
じ
た
図
書
館
の
利
用
が
可
能
で

す
。
大
学
の
教
育
と
研
究
に
資
す
る
多
様
な
資
料
が
所
蔵

さ
れ
て
い
て
、
学
生
の
み
な
ら
ず
、
教
職
員
や
地
域
の
方
々

に
も
利
用
さ
れ
、
大
学
の
機
能
の
一
つ
で
あ
る
社
会
貢
献
の

役
割
も
果
た
し
て
い
ま
す
。

　

今
は
デ
ジ
タ
ル
全
盛
の
時
代
で
す
。
世
の
図
書
館
も
そ

れ
に
対
応
し
て
、
雑
誌
論
文
はPD

F

化
さ
れ
、
古
典
籍
も

デ
ジ
タ
ル
画
像
が
公
開
さ
れ
、
わ
ざ
わ
ざ
図
書
館
や
所
蔵

元
に
行
か
な
く
と
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
研
究
資
料
を
デ
ス
ク

上
のPC

端
末
や
手
元
の
ス
マ
ホ
で
確
認
で
き
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
信
頼
の
お
け
る
大
き
な
辞
典
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
上
で
見
ら
れ
、
調
べ
ら
れ
な
い
も
の
が
な
い
と
い
っ
て
も

過
言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
辞
書
を
広
げ
っ
ぱ
な
し
で
テ
ー
ブ

ル
を
占
拠
し
て
い
た
私
の
院
生
時
代
は
、
ま
さ
に
隔
世
の

感
と
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
で
も
紙
の
辞
典
を
広
げ
る
こ
と

に
意
義
が
あ
る
、
と
思
っ
て
い
る
私
は
、
す
で
に
遺
物
の
仲

間
入
り
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

図
書
館
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
知
的
遺
産
の
宝
庫
で
す
。

研
究
に
資
す
る
必
要
な
書
籍
や
雑
誌
論
文
な
ど
は
も
ち
ろ

ん
、
実
際
に
世
の
中
に
は
す
で
に
流
通
し
て
い
な
い
文
化
遺

産
的
な
書
籍
も
存
在
し
ま
す
。
こ
の
「
宝
の
山
」
で
、
自

分
だ
け
が
そ
の
値
打
ち
を
知
る
貴
重
な
書
籍
に
出
会
う
醍

醐
味
は
、
デ
ジ
タ
ル
に
対
応
す
る
最
新
鋭
の
図
書
館
に
な
っ

て
も
変
わ
ら
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

附
属
図
書
館
長
・
社
会
学
部
教
授
　

藤
井 

透

生
誕
１
５
０
年 

シ
ー
ボ
ー
ム
・
ラ
ウ
ン
ト
リ
ー



画像 1

は
じ
め
に

　

学
会
や
研
究
会
な
ど
に
参
加
す
る
と
、
学
外
の
知
り

合
い
か
ら
「
佛
大
の
図
書
館
い
い
で
す
ね
」
と
言
わ
れ

る
こ
と
が
多
い
。
最
初
は
蔵
書
数
の
こ
と
か
、
そ
れ
と

も
仏
書
を
中
心
と
し
た
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
こ
と
か
と
思

い
、
ど
ち
ら
も
あ
ま
り
詳
し
く
知
ら
な
い
私
は
生
返
事

を
返
し
て
い
た
が
、
違
っ
て
い
る
こ
と
に
最
近
気
が
つ

い
た
。

　

近
年
、
図
書
館
は
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
や
電
子
書
籍
な
ど
、

様
々
な
電
子
情
報
が
加
わ
る
こ
と
に
よ
り
学
術
研
究
の

世
界
に
果
た
す
役
割
が
変
わ
り
つ
つ
あ
る
。
こ
れ
に
応

じ
て
、
図
書
館
の
利
用
の
仕
方
も
変
わ
り
つ
つ
あ
る
が
、

「
佛
大
の
図
書
館
い
い
で
す
ね
」と
言
わ
れ
て
い
る
の
は
、

ど
う
や
ら
こ
ち
ら
の
方
の
こ
と
の
よ
う
で
あ
る
。

　

考
え
て
み
れ
ば
、
か
く
ゆ
う
私
自
身
も
図
書
館
に
直

接
赴
き
書
籍
や
雑
誌
を
閲
覧
す
る
だ
け
で
な
く
、
研
究

室
や
自
宅
か
ら
、
館
が
提
供
す
る
電
子
情
報
に
ア
ク
セ

ス
す
る
こ
と
が
多
く
な
っ
て
い
る
。
こ
と
に
昨
年
来
の

コ
ロ
ナ
禍
の
も
と
で
授
業
は
遠
隔
化
を
余
儀
な
く
さ
れ

た
が
、
そ
う
し
た
な
か
に
あ
っ
て
図
書
館
を
含
むw

eb

上
の
電
子
情
報
に
は
大
い
に
助
け
ら
れ
た
。
今
回
偶
々

『
常
照
』
へ
の
執
筆
を
依
頼
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
そ
う
し

た
図
書
館
が
提
供
す
る
電
子
情
報
を
め
ぐ
る
い
く
つ
か

の
問
題
に
つ
い
て
、
自
ら
の
経
験
を
織
り
交
ぜ
な
が
ら

述
べ
て
み
た
い
。

「BIRD

」
の
可
能
性

　

ま
ず
最
初
に
あ
げ
て
お
き
た
い
の
が
、
図
書
館
ポ
ー

タ
ル
サ
イ
ト
「BIRD

」
で
あ
る
。
わ
ざ
わ
ざ
断
る
ま

で
も
な
く
、「BIRD

」
と
い
う
名
称
自
体
は
、Bukkyo 

university library's Inform
ation &

 Research 

Databases 

の
頭
文
字
か
ら
取
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　

図
書
館
の
ト
ッ
プ
ペ
ー
ジ
は
多
く
の
大
学
で
似
た
様

な
作
り
に
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
多
く
は
ま
た
大
学

に
因
ん
だ
名
称
が
付
さ
れ
て
い
る
。BIRD

と
い
う
名

称
は
、
大
空
を
自
由
に
飛
び
回
る
鳥
の
姿
を
学
術
世
界

を
飛
び
回
る
鳥
に
な
ぞ
ら
え
た
（
と
勝
手
に
想
像
し
て

い
る
）
も
の
で
、
よ
く
考
え
ら
れ
て
い
る
と
感
心
す
る

と
こ
ろ
で
あ
る
が
、BIRD

で
特
筆
す
べ
き
は
、
検
索
の

結
果
示
さ
れ
る
情
報
の
種
類
や
そ
の
集
約
の
仕
方
、
使

用
感
な
ど
、
相
当
に
工
夫
さ
れ
て
い
る
点
に
あ
る
。

　

BIRD

に
限
ら
ず
、
様
々
な
情
報
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
う

な
が
す
総
合
的
な
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
「
ポ
ー
タ
ル
サ
イ

ト
」
と
呼
ぶ
が
、
こ
の
ポ
ー
タ
ル
と
い
う
語
は
元
は
建

築
用
語
で
、
宮
殿
な
ど
の
表
玄
関
を
表
す
語
で
も
あ
る
。

つ
ま
りBIRD 

は
、
学
術
世
界
の
入
り
口
で
あ
る
図
書

館
が
ウ
ェ
ブ
上
に
開
い
た
も
う
一
つ
の
玄
関
と
い
う
こ

と
に
な
る
。

　

さ
て
、BIRD

の
玄
関
を
入
っ
て
み
よ
う
。
ト
ッ
プ

ペ
ー
ジ
を
開
く
と
、
ま
ず
最
初
に
目
に
飛
び
込
ん
で
く

る
の
は
「
検
索
窓
」
で
あ
る
。
先
に
、
多
く
の
大
学
図

書
館
の
ト
ッ
プ
ペ
ー
ジ
は
似
た
様
な
作
り
だ
と
述
べ
た

が
、
実
は
そ
れ
ら
の
多
く
で
は
、
こ
こ
は
蔵
書
の
検
索

窓
（O

PAC

）
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。
と
こ
ろ
がBIRD

に
あ
る
の
は
「
学
術
情
報
」
の
検
索
窓
で
、
蔵
書
の
検

索
窓
で
は
な
い
。
蔵
書
の
検
索
は
、
検
索
窓
の
す
ぐ
下

に
並
ん
だ
「
お
気
軽
検
索
」、「
蔵
書
検
索
」、「
ジ
ャ
パ

ン
ナ
レ
ッ
ジ
」
の
三
つ
の
バ
ナ
ー
の
一
つ
で
し
か
な
い
。

つ
ま
りBIRD

に
お
い
て
は
、
蔵
書
の
検
索
は
あ
く
ま

で
も
検
索
事
項
の
一
つ
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

　

こ
の
背
景
に
は
、
通
信
教
育
課
程
を
併
設
し
て
い
る

と
い
う
本
学
の
特
別
な
事
情
が
考
え
ら
れ
る
。
通
信
教

育
課
程
に
お
け
る
学
習
の
サ
ポ
ー
ト
と
い
う
面
か
ら
い

え
ば
、
通
信
教
育
の
学
び
は
実
際
の
図
書
館
を
利
用
し

な
い
形
で
の
学
び
へ
と
行
き
つ
か
ざ
る
を
え
な
い
。
こ

れ
は
何
も
図
書
や
書
籍
を
利
用
し
な
い
と
い
う
意
味
で

は
な
く
、
遠
く
離
れ
た
場
所
か
らBIRD

に
ア
ク
セ
ス

し
、
引
き
出
し
た
学
術
情
報
を
も
と
に
自
ら
の
居
住
地

に
あ
る
図
書
館
で
実
物
の
書
籍
や
論
文
を
閲
覧
、
複
写

す
る
よ
う
な
学
び
の
形
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た

め
、
図
書
館
は
こ
う
し
た
利
用
を
あ
ら
か
じ
め
想
定
し
、

そ
れ
に
応
じ
た
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
提
供
し
て
い
る
と
い

う
こ
と
で
も
あ
る
。
こ
の
場
合
、
図
書
館
の
良
し
悪
し

は
、
実
際
の
書
籍
を
ど
れ
だ
け
所
蔵
し
て
い
る
か
で
は

な
く
、BIRD

を
介
し
た
学
術
情
報
の
入
手
が
ど
れ
だ

け
容
易
で
あ
る
か
に
重
点
が
置
か
れ
る
こ
と
に
な
る
だ

ろ
う
。

　

し
か
も
、
図
書
の
検
索
は
、
書
名
や
著
者
名
、
キ
ー

ワ
ー
ド
な
ど
単
純
な
検
索
だ
け
で
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ

が
図
書
館
で
検
索
す
る
際
に
、
必
要
に
応
じ
て
レ
フ
ァ

レ
ン
ス
エ
リ
ア
で
辞
書
・
事
典
な
ど
を
使
っ
て
簡
単
な

調
べ
も
の
を
す
る
と
い
っ
た
所
作
、
情
報
収
集
の
際
に

普
通
に
、
し
か
も
ほ
ぼ
意
識
せ
ず
に
し
て
い
る
こ
と
に

も
考
え
を
及
ぼ
す
必
要
が
あ
る
。

　

こ
の
情
報
を
集
め
る
と
い
う
点
に
焦
点
を
あ
て
作
業

の
中
身
を
考
え
て
み
る
と
、
蔵
書
を
検
索
し
そ
の
あ
り

か
を
示
す
と
い
う
こ
れ
ま
でO

PAC

が
担
っ
て
き
た
仕

事
は
、
あ
ま
り
役
に
立
た
な
い
。BIRD

の
検
索
が
蔵

書
中
心
の
検
索
で
は
な
く
、
検
索
事
項
に
関
連
す
る
事

項
を
「
お
気
軽
検
索
」
と
し
て
示
し
、
さ
ら
に
は
あ
る

程
度
の
調
べ
も
の
も
で
き
る
よ
う
に「
ジ
ャ
パ
ン
ナ
レ
ッ

ジ
」
に
も
ア
ク
セ
ス
で
き
る
よ
う
工
夫
さ
れ
て
い
る
の

は
、
情
報
を
収
集
す
る
と
い
う
点
に
フ
ォ
ー
カ
ス
し
た

結
果
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

　

ち
な
み
に
本
学
同
様
に
通
信
教
育
課
程
を
設
置
し

て
い
る
他
の
大
学
を
見
て
み
て
も
、
図
書
館
を
介
し
た

情
報
検
索
と
い
う
観
点
で
、
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
を
工
夫

し
て
い
る
大
学
は
ほ
か
に
見
当
た
ら
な
い
。
図
書
館
に

よ
る
遠
隔
で
の
学
び
の
サ
ポ
ー
ト
の
一
つ
の
形
と
し
て
、

も
う
少
し
ア
ピ
ー
ル
し
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。

シ
ー
ム
レ
ス
な
利
用
環
境
の
構
築

　

さ
て
、BIRD

の
検
索
が
蔵
書
中
心
で
は
な
い
理
由

は
ほ
か
に
も
考
え
ら
れ
る
。
先
述
し
た
理
由
が
表
向
き

の
理
由
だ
と
す
れ
ば
、
裏
の
理
由
と
で
も
い
え
ば
よ
い

だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
こ
ち
ら
こ
そ
が
表
向
き
の
理
由

だ
ろ
う
か
。

　

そ
れ
は
近
年
の
情
報
検
索
に
お
け
る
シ
ー
ム
レ
ス
化

の
進
展
と
大
い
に
関
係
し
て
い
る
。「
ジ
ャ
パ
ン
ナ
レ
ッ

ジ
」
で
、
任
意
の
事
項
を
検
索
す
る
こ
と
に
よ
り
実
感

で
き
る
の
で
、こ
こ
で
は
試
し
に
本
学
が
位
置
す
る
「
紫

野
」
と
い
う
言
葉
を
検
索
し
て
み
よ
う
。（
画
像
1
）

　

右
は
検
索
の
結
果
で
、
そ
こ
に
は
検
索
語
句
で
あ
る

「
紫
野
」の
事
項
が
一
覧
で
示
さ
れ
て
い
る
。
一
覧
は『
日

本
大
百
科
全
書
』
や
『
世
界
大
百
科
事
典
』
な
ど
の
事

典
（
こ
と
て
ん
）
類
に
始
ま
り
、『
デ
ジ
タ
ル
大
辞
泉
』

や
『
日
本
国
語
大
辞
典
』、『
角
川
古
語
大
辞
典
』
な
ど

の
辞
典
（
こ
と
ば
て
ん
）、
歴
史
的
な
地
名
と
い
う
性

格
か
ら『
国
史
大
辞
典
』や『
日
本
歴
史
地
名
大
系
』、『
角

川
日
本
地
名
大
辞
典
』
と
い
っ
た
歴
史･

地
名
事
典
な

ど
広
範
囲
に
及
ぶ
。
さ
ら
に
左
側
に
表
示
さ
れ
た
「
検

索
コ
ン
テ
ン
ツ
」へ
と
目
を
移
せ
ば
、『
古
事
類
苑
』や『
群

書
類
従
』
な
ど
、
研
究
者
が
使
う
よ
う
な
史
料
集
に
ま

で
検
索
の
範
囲
が
及
ん
で
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

歴
史
学
部
歴
史
学
科
教
授
　

貝 
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こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
結
果
と
し
て
表
示
さ
れ
た

情
報
が
、
本
来
は
別
々
の
事
典
・
辞
書
類
の
情
報
で
あ

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。（
画
像
2
）

　

こ
れ
ま
で
で
あ
れ
ば
、「
紫
野
」
と
い
う
語
を
、
そ

れ
ぞ
れ
別
の
事
典
や
辞
書
で
調
べ
、
事
項
の
説
明
を
メ

モ
す
る
の
が
せ
い
ぜ
い
で
あ
っ
た
。
し
か
も
そ
の
際
は
、

辞
書
で
言
葉
の
意
味
を
調
べ
、
次
に
事
典
で
事
項
の
説

明
を
確
認
し
、
地
名
事
典
を
…
と
い
う
形
で
、
何
を
使
っ

て
ど
の
よ
う
な
情
報
を
得
る
か
を
は
っ
き
り
と
意
識
し

て
お
く
必
要
が
あ
っ
た
。
ど
の
よ
う
な
情
報
が
得
た
い

か
ら
ど
の
事
典
・
辞
典
を
調
べ
る
と
い
う
よ
う
に
、
検

索
の
目
的
を
明
確
に
し
た
検
索
が
必
要
で
、
そ
れ
は
多

分
に
経
験
が
も
の
を
言
う
部
分
で
も
あ
っ
た
。

　

何
を
調
べ
れ
ば
よ
い
の
か
皆

目
見
当
が
つ
か
な
い
言
葉
を
、

事
典
・
辞
書
コ
ー
ナ
ー
に
陣
取

り
、
片
っ
端
か
ら
検
索
し
た
経

験
が
あ
る
が
、
ジ
ャ
パ
ン
ナ
レ
ッ

ジ
で
は
、
こ
の
一
連
の
プ
ロ
セ
ス

が
瞬
時
に
完
了
し
て
し
ま
う
の

で
あ
る
。

　

本
来
は
「
継
ぎ
目
が
な
い
」

こ
と
を
意
味
す
る
「
シ
ー
ム
レ

ス
」
と
い
う
語
は
、ICT

の
分
野

で
は
複
数
の
サ
ー
ビ
ス
に
お
け

る
自
然
な
情
報
利
用
の
こ
と
を

指
す
が
、
ジ
ャ
パ
ン
ナ
レ
ッ
ジ
で

は
こ
う
し
た
シ
ー
ム
レ
ス
な
情

報
検
索
が
実
現
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
ジ
ャ
パ
ン
ナ
レ
ッ
ジ
は
本
学
が
独
自
に
提

供
す
る
情
報
サ
ー
ビ
ス
で
は
な
い
が
、BIRD

で
は
ジ
ャ

パ
ン
ナ
レ
ッ
ジ
を
、
先
に
み
た
蔵
書
の
検
索
な
ど
と

「
シ
ー
ム
レ
ス
な
形
」
で
組
み
合
わ
せ
総
合
的
な
情
報
検

索
手
段
と
し
て
提
供
し
て
い
る
。BIRD

を
利
用
し
て
い

る
限
り
は
、
今
自
分
が
何
の
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
て
い

る
の
か
を
あ
ま
り
意
識
す
る
こ
と
は
な
い
。
近
年
の
情

報
検
索
の
ト
レ
ン
ド
が
先
取
り
さ
れ
、
図
書
館
が
提
供

す
る
一
般
的
（
当
た
り
前
）
な
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
実
現

さ
れ
て
い
る
点
は
、
特
筆
に
値
す
る
の
で
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
改
善
の
余
地
は
残
さ
れ
て
い
る
。
執
筆
の

ど
さ
く
さ
に
ま
ぎ
れ
て
工
夫
し
て
ほ
し
い
点
を
リ
ク
エ

ス
ト
し
て
お
こ
う
。
日
本
史
学
の
研
究
と
い
う
立
場
か

ら
は
「
古
典
籍
総
合
目
録
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」、「
ア
ジ
ア

歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」、「
国
立
歴
史
民

俗
博
物
館
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
に
つ
い
て
も
容
易
に
ア
ク

セ
ス
で
き
る
位
置
に
配
置
し
て
ほ
し
い
。
特
に
国
文
学

研
究
資
料
館
が
提
供
す
る
「
古
典
籍
総
合
目
録
デ
ー
タ

ベ
ー
ス
」
は
、『
国
書
総
目
録
』
の
継
承
・
発
展
版
デ
ー

タ
ベ
ー
ス
で
あ
り
、
学
生
に
史
料
を
検
索
す
る
際
に
は

必
ず
参
照
す
る
よ
う
指
示
す
る
サ
イ
ト
の
一
つ
で
、
歴

史
学
の
み
な
ら
ず
、
国
文
学
や
仏
教
学
に
お
い
て
も
利

用
の
頻
度
は
高
い
。同
サ
イ
ト
の
サ
ー
ビ
ス
自
体
も
シ
ー

ム
レ
ス
な
形
で
徐
々
に
充
実
が
図
ら
れ
て
い
る
。

　

残
念
な
が
らBIRD

で
は
、
同
サ
イ
ト
の
リ
ン
ク
は

階
層
深
く
に
配
置
さ
れ
、
ア
ク
セ
ス
の
バ
ナ
ー
に
た
ど

り
着
く
ま
で
が
容
易
で
は
な
い
。
個
人
的
に
は
ト
ッ
プ

ペ
ー
ジ
に
設
け
ら
れ
た
「
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
」
に
表
示
さ

れ
て
も
よ
い
ほ
ど
の
サ
ー
ビ
ス
だ
と
思
っ
て
い
る
。
一
考

さ
れ
た
い
。

　

話
を
戻
そ
う
。
こ
う
し
た
シ
ー
ム
レ
ス
な
情
報
検
索

は
、
辞
書
類
の
検
索
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
先
に
試
し
た

検
索
の
対
象
を
「
見
出
し
」
か
ら
「
全
文
」
に
切
り
替

え
て
や
れ
ば
、『
群
書
類
従
』
に
含
ま
れ
る
「
紫
野
」
と

い
う
言
葉
は
実
に
一
五
四
件
も
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
、

さ
ら
に
は
そ
こ
か
ら
史
料
の
原
文
へ
と
数
ク
リ
ッ
ク
で

遷
移
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
ち
な
み
に
検
索
結
果

か
ら
、私
の
研
究
す
る
室
町
時
代
に
か
か
わ
る
記
録
「
応

仁
記
」
を
選
択
し
て
み
る
と
、
右
の
よ
う
な
史
料
の
原

文
が
示
さ
れ
る
。（
画
像
3
）

　

一
つ
の
言
葉
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
た
検
索
は
、
も
は
や

簡
単
な
調
べ
も
の
の
域
を
超
え
、
史
料
の
検
索
結
果
と

し
て
表
示
さ
れ
て
い
る
。事
典
・
辞
典
類
の
検
索
に
加
え
、

史
料
集
の
全
文
検
索
ま
で
も
が
シ
ー
ム
レ
ス
な
形
で
提

供
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
検
索
す
る
と
い
う
作
業
」
の
意
味

　

こ
う
し
た
シ
ー
ム
レ
ス
な
検
索
の
実
現
は
、
先
述
し

た
図
書
館
で
複
数
辞
書
を
渡
り
歩
く
よ
う
な
検
索
を
経

験
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
学
び
の
対
極
に
位
置

し
て
い
る
。

　

わ
れ
わ
れ
が
学
生
時
代
に
経
験
し
た
、
図
書
館
で
検

索
す
る
と
い
う
一
連
の
「
作
業
」、
す
な
わ
ち
検
索
の
過

程
で
、
調
べ
、
考
え
、
再
度
調
べ
る
と
い
う
プ
ロ
セ
ス

を
繰
り
返
し
な
が
ら
得
た
経
験
は
無
駄
だ
っ
た
の
か
と

い
う
錯
覚
に
陥
っ
て
し
ま
う
。
便
利
に
な
っ
た
今
、
そ

れ
ら
は
過
去
の
不
便
だ
っ
た
頃
の
こ
と
と
し
て
ど
こ
か

へ
追
い
や
ら
れ
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。

　

実
は
図
書
館
で
の
検
索
に
関
し
て
、
わ
れ
わ
れ
が

学
び
と
し
て
認
識
し
て
い
る
問
題
は
、
検
索
し
必
要
な

情
報
を
得
る
た
め
の
手
立
て
を
知
る
と
い
う
学
び
と
は

別
の
学
び
で
あ
る
。
す
べ
て
の
学
生
が
等
し
く
経
験
す

べ
き
こ
と
で
も
な
く
、
ま
た
そ
の
過
程
を
経
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
わ
け
で
も
な
い
。
多
く
の
人
が
手
に
し
た
ス

マ
ー
ト
フ
ォ
ン
で
、
わ
か
ら
な
い
こ
と
はGoogle

な
り
、

Yahoo

な
り
で
検
索
し
て
み
る
の
が
当
た
り
前
に
な
っ

た
時
代
に
、
学
術
的
な
情
報
検
索
も
新
た
な
段
階
へ
と

進
ん
で
い
る
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
状
況
に
応
じ
た
学

び
（
教
え
方
）
を
模
索
す
る
段
階
が
き
た
と
認
識
す
べ

き
だ
ろ
う
。

　

こ
れ
ま
で
で
あ
れ
ば
、
史
料
の
読
解
が
十
分
に
で
き

な
い
初
年
次
の
学
生
に
は
、
簡
単
に
記
述
さ
れ
た
事
典
・

辞
書
類
の
検
索
を
薦
め
、
史
料
を
学
び
始
め
る
二
年
生

以
降
に
な
っ
て
は
じ
め
て
史
料
原
文
を
含
ん
だ
検
索
を

指
導
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。
教
え
る
際
に
、
簡

単
な
も
の
と
専
門
的
な
も
の
を
教
え
る
側
が
あ
ら
か
じ

め
選
別
し
た
材
料
を
提
供
し
て
い
た
わ
け
で
、
こ
れ
ま

で
で
あ
れ
ば
そ
れ
が
可
能
で
あ
っ
た
。

　

し
か
し
「
シ
ー
ム
レ
ス
な
環
境
」
の
下
で
は
、
ご
く

簡
単
な
記
事
か
ら
史
料
原
文
ま
で
が
ま
と
め
て
表
示
さ

れ
る
。
初
歩
的
な
こ
と
も
専
門
的
な
こ
と
も
同
じ
よ
う

に
表
示
さ
れ
る
と
い
う
状
況
の
も
と
で
は
、
情
報
の
性

格
の
違
い
を
ど
う
明
確
に
し
、
今
の
自
分
に
必
要
な
情

報
が
何
な
の
か
を
、
自
ら
の
力
で
峻
別
す
る
力
を
養
う

方
向
に
向
か
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
教
え
る
側
と
し
て
、

あ
ま
り
意
識
し
た
こ
と
が
な
い
問
題
で
あ
る
。
シ
ー
ム

レ
ス
な
情
報
検
索
の
実
現
と
と
も
に
、
今
後
の
教
育
の

あ
り
方
を
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
時
期
に
差
し
掛
か
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。

研
究
の
未
来

　

数
年
前
ま
で
担
当
し
て
い
た
「
歴
史
学
と
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
」
と
い
う
授
業
で
は
、「
歴
史
学
、
特
に
日

本
史
の
分
野
は
デ
ジ
タ
ル
化
が
最
も
遅
れ
て
い
る
学

問
分
野
」
と
説
明
し
て
い
た
が
、
気
が
つ
け
ば
ス
マ
ホ

で
古
文
書
の
読
み
方
を
学
ぶ
ア
プ
リ
が
登
場
し
、
古

文
書
な
ど
「
く
ず
し
字
」
を
一
瞬
に
し
て
翻
刻
す
る
ア

プ
リ
の
開
発
も
佳
境
に
さ
し
か
か
っ
て
い
る
。
ま
た
研

究
に
用
い
る
画
像
デ
ー
タ
は
、
高
精
細
の
画
像
形
式

がIIIF (

ト
リ
プ
ル
ア
イ
エ
フ
：International Im

age 

Interoperability Fram
ew

ork)

と
し
て
標
準
化
さ
れ

つ
つ
あ
る
。
な
に
よ
り
も
そ
こ
で
提
供
さ
れ
る
デ
ー
タ

は
「
オ
ー
プ
ン
ア
ク
セ
ス
」
化
の
議
論
が
始
ま
っ
て
い

る
。
も
は
や
日
本
史
学
と
い
う
枠
だ
け
で
な
く
人
文
科

学
全
般
を
ま
き
こ
む
よ
う
な
情
報
処
理
「
革
命
」
の
真
っ

た
だ
中
で
、
い
か
に
し
て
研
究
・
教
育
を
進
め
る
か
を

考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
期
に
さ
し
か
か
っ
て
い
る
。

教
育
の
専
門
家
、
研
究
の
専
門
家
に
情
報
の
専
門
家
を

加
え
、
進
む
べ
き
道
を
模
索
す
る
時
が
来
て
い
る
の
だ

ろ
う
。

　

図
書
館
へ
出
向
き
特
別
な
史
料
を
閲
覧
す
る
と
い

う
、
自
ら
の
学
生
時
代
の
経
験
に
少
し
ば
か
り
の
ノ
ス

タ
ル
ジ
ー
を
感
じ
な
が
ら
、
誇
る
べ
き
玄
関
を
供
え
た

図
書
館
に
集
う
日
は
意
外
に
近
い
か
も
し
れ
な
い
。

画像 2

画像 3
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貝
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は
じ
め
に

　

ゼ
ミ
ナ
ー
ル
の
面
談
で
研
究
室
に
学
生
が
来
る
と
、

「
こ
こ
に
あ
る
本
を
全
部
読
ん
だ
ん
で
す
か
」
と
き
か

れ
る
。
そ
ん
な
わ
け
は
な
い
。
「
研
究
に
必
要
だ
し
、

買
っ
て
お
か
な
い
と
手
に
入
り
に
く
く
な
る
か
ら
ね
」

な
ど
と
答
え
る
。
常
日
頃
、
学
生
た
ち
に
本
を
読
む
よ

う
に
言
っ
て
い
る
が
、
私
自
身
は
気
に
入
っ
た
本
を

繰
り
返
し
読
む
質
で
、
い
つ
ま
で
も
あ
ま
り
ジ
ャ
ン

ル
が
広
が
ら
な
い
。
以
前
は
、
必
要
な
本
だ
と
思
う
と

あ
ま
り
考
え
も
せ
ず
に
買
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
未
読

の
本
が
増
え
る
一
方
だ
と
、
無
言
の
圧
を
感
じ
て
落
ち

込
む
。
そ
ん
な
わ
け
で
、
少
し
以
前
か
ら
購
入
前
に
は

か
な
り
熟
慮
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
ん
な
私
に
と
っ

て
、
図
書
館
は
ま
す
ま
す
不
可
欠
の
存
在
だ
。

コ
メ
ニ
ウ
ス
と
書
物

　

私
の
専
門
分
野
は
教
育
哲
学
や
教
育
思
想
史
だ
が
、

と
く
に
一
七
世
紀
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
そ
の
な
か
で
も
チ
ェ

コ
の
思
想
家
コ
メ
ニ
ウ
ス
（
一
五
九
二
～
一
六
七
〇
）

に
つ
い
て
調
べ
て
い
る
。
彼
は
、
一
六
五
八
年
に
最

初
の
絵
入
り
教
科
書
『
世
界
図
絵
』
を
創
案
し
、
教

育
方
法
に
革
新
を
も
た
ら
し
た
。
ち
な
み
に
、
そ
の

わ
ず
か
八
年
後
、
京
都
・
二
条
の
儒
者
の
中
村
惕て

き
さ
い齋

（
一
六
二
九
～
一
七
〇
二
）
は
、
コ
メ
ニ
ウ
ス
と
き
わ

め
て
似
た
発
想
の
絵
入
り
本
『
訓き
ん
も
う蒙

図ず

い彙
』
を
出
し
て

い
る
。

　

コ
メ
ニ
ウ
ス
が
生
き
た
の
は
、
宗
教
対
立
、
政
治
の

混
乱
、
経
済
の
変
動
、
科
学
的
新
発
見
、
さ
ら
に
は
寒

冷
化
に
ま
で
見
舞
わ
れ
、
あ
ら
ゆ
る
こ
と
が
疑
わ
し
く

思
わ
れ
た
時
代
だ
っ
た
。
彼
は
、
最
後
の
宗
教
戦
争
と

い
わ
れ
る
三
十
年
戦
争
に
巻
き
込
ま
れ
、
現
在
の
チ
ェ

コ
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
、
オ
ラ
ン
ダ
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
、
イ
ギ

リ
ス
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
を
点
々
と
す

る
亡
命
の
人
生
を
送
っ
た
。
各
地
の
学
者
、
政
治
家
、

聖
職
者
と
交
流
し
、
世
界
に
調
和
を
実
現
す
る
こ
と
を

め
ざ
す
パ
ン
ソ
フ
ィ
ア
（
汎
知
学
）
と
い
う
知
の
体
系

を
構
想
し
、
そ
の
現
実
化
の
手
段
と
し
て
と
く
に
教
育

を
重
視
し
た
。

　

コ
メ
ニ
ウ
ス
の
著
作
は
一
四
〇
以
上
に
の
ぼ
り
、
や

り
と
り
し
た
書
簡
も
五
六
〇
ほ
ど
現
存
し
て
い
る
。
死

後
、
彼
が
生
ま
れ
た
チ
ェ
コ
地
域
で
は
ほ
ぼ
忘
れ
去
ら

れ
て
い
た
が
、
民
族
主
義
が
芽
生
え
た
一
九
世
紀
、
彼

は
チ
ェ
コ
史
上
の
重
要
人
物
と
し
て
注
目
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。
第
一
次
世
界
大
戦
後
、
チ
ェ
コ
が
ス
ロ

ヴ
ァ
キ
ア
と
と
も
に
独
立
す
る
と
、
紙
幣
の
肖
像
に
も

現
れ
る
よ
う
に
な
り
、
現
在
で
も
、
チ
ェ
コ
の
二
〇
〇

コ
ル
ナ
紙
幣
に
描
か
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
近
代
国
家
形
成
の
な
か
で
注
目
さ
れ
た
お

か
げ
で
、
コ
メ
ニ
ウ
ス
は
、
そ
の
教
育
者
と
し
て
の
側

面
ば
か
り
が
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
一
九
三
五

年
、
死
後
、
長
く
忘
れ
去
ら
れ
て
い
た
パ
ン
ソ
フ
ィ
ア

に
関
す
る
膨
大
な
草
稿
が
、
ド
イ
ツ
の
ハ
レ
に
あ
る
孤

児
院
の
文
書
館
で
発
見
さ
れ
た
。
し
か
し
、
第
二
次

世
界
大
戦
の
た
め
に
研
究
は
停
滞
。
戦
後
の
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
対
立
も
研
究
交
流
を
妨
げ
た
。
し
か
し
、
冷
戦
終

結
か
ら
三
〇
年
、
コ
メ
ニ
ウ
ス
は
、
学
問
・
政
治
・
宗

教
の
改
善
を
め
ざ
し
た
総
合
的
な
思
想
家
と
見
な
さ
れ

る
よ
う
に
な
り
つ
つ
あ
る
。

　

そ
ん
な
コ
メ
ニ
ウ
ス
は
、
書
物
に
相
当
な
こ
だ
わ
り

が
あ
っ
た
。
満
足
の
い
く
挿
絵
を
描
く
画
家
が
見
つ
か

ら
な
い
と
い
っ
て
、
『
世
界
図
絵
』
の
出
版
を
延
期
し

た
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
る
ほ
ど
だ
。
彼
は
、
書
物
は
智
慧

の
光
で
あ
り
、
か
な
り
の
時
間
持
続
し
て
、
あ
ち
こ
ち

に
運
ば
れ
る
と
言
っ
て
い
る
。
そ
の
言
葉
の
通
り
、
彼

の
著
作
は
彼
が
訪
れ
な
か
っ
た
国
々
で
も
翻
訳
さ
れ
、

広
く
流
布
し
た
。

　

た
だ
、
コ
メ
ニ
ウ
ス
の
著
作
は
、
と
に
か
く
語
学
の

壁
が
高
く
、
何
と
か
読
め
る
よ
う
に
な
る
ま
で
に
相
当

の
修
行
期
間
が
要
る
。
今
で
も
苦
労
は
絶
え
な
い
。
し

か
し
、
彼
を
研
究
対
象
に
選
ん
だ
お
か
げ
で
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
各
地
を
訪
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
絶
え
ざ
る
変

転
の
人
生
を
送
っ
た
彼
に
は
す
ま
な
い
が
…
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
図
書
館
探
訪

　

印
刷
術
が
普
及
す
る
ま
で
書
物
は
筆
写
に
よ
っ
て
お

り
、
洋
の
東
西
を
問
わ
ず
、
聖
職
者
育
成
の
機
関
で
あ

る
僧
院
は
知
の
宝
庫
で
あ
っ
た
。
一
五
世
紀
、
ス
イ
ス

の
ザ
ン
ク
ト
・
ガ
レ
ン
修
道
院
か
ら
、
古
代
ロ
ー
マ
の

弁
論
家
ク
ィ
ン
テ
ィ
リ
ア
ヌ
ス
の
写
本
が
見
つ
か
り
、

ル
ネ
サ
ン
ス
の
展
開
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
の
は
有

名
だ
。
チ
ェ
コ
の
国
立
図
書
館
は
も
と
は
イ
エ
ズ
ス
会

の
施
設
で
あ
り
、
伝
統
あ
る
書
庫
を
公
開
し
て
い
る

が
、
そ
の
荘
厳
な
た
た
ず
ま
い
に
は
思
わ
ず
魅
せ
ら
れ

て
し
ま
う
。

　

書
庫
と
い
え
ば
、
王
侯
貴
族
の
そ
れ
も
素
晴
ら
し

い
。
し
か
し
、
公
開
性
は
低
か
っ
た
。
そ
の
点
で
は
大

学
図
書
館
の
意
義
は
大
き
い
。
も
う
二
〇
年
以
上
前
に

な
る
が
、
イ
ギ
リ
ス
に
滞
在
し
て
博
士
論
文
を
書
い

て
い
た
時
、
な
か
な
か
本
腰
が
入
ら
ず
、
帰
国
が
近
く

な
っ
て
か
ら
必
要
な
文
献
が
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学

に
あ
る
の
を
知
っ
た
。
ボ
ド
リ
ア
ン
図
書
館
と
呼
ば
れ

る
、
大
学
図
書
館
の
元
祖
と
も
い
う
べ
き
と
こ
ろ
で
あ

る
。
手
続
き
が
不
十
分
で
断
ら
れ
て
も
仕
方
が
な
か
っ

た
が
、
と
に
か
く
行
っ
て
み
る
と
、
年
配
の
女
性
司
書

が
美
し
い
英
語
で
対
応
し
て
く
れ
、
帰
国
後
、
マ
イ
ク

ロ
フ
ィ
ル
ム
が
届
い
て
助
け
ら
れ
た
。

　

そ
れ
以
来
、
私
の
心
理
的
な
敷
居
は
下
が
り
、
ロ
ン

ド
ン
の
大
英
図
書
館
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
の
バ
イ
エ
ル
ン
図

書
館
、
プ
ラ
ハ
の
チ
ェ
コ
国
立
図
書
館
、
サ
ン
ク
ト
ペ

テ
ル
ブ
ル
ク
の
ロ
シ
ア
東
洋
学
研
究
所
な
ど
を
訪
れ

た
。
滞
在
期
間
が
限
ら
れ
る
の
で
、
ま
ず
、
事
前
に
文

献
検
索
を
し
て
、
担
当
者
に
連
絡
す
る
。
い
つ
ま
で
も

返
事
が
な
く
、
焦
ら
せ
ら
れ
る
こ
と
も
た
び
た
び
だ
。

ル
ー
ル
が
あ
ま
り
に
厳
格
で
辟
易
す
る
よ
う
な
と
こ
ろ

が
あ
る
か
と
思
え
ば
、
ロ
ー
マ
の
よ
う
に
休
館
日
な
の

に
入
れ
て
く
れ
た
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
。

　

大
国
の
大
図
書
館
ば
か
り
が
注
目
さ
れ
が
ち
だ
が
、

小
国
の
図
書
館
や
地
方
図
書
館
を
下
に
見
る
な
ど
失
礼

と
い
う
も
の
。
思
い
出
深
い
の
は
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の

ノ
ル
チ
ェ
ピ
ン
グ
市
立
図
書
館
だ
。
コ
メ
ニ
ウ
ス
が
訪

れ
た
こ
と
が
あ
る
街
と
い
う
こ
と
で
立
ち
寄
っ
た
の
だ

が
、
宿
の
オ
ー
ナ
ー
に
事
情
を
話
す
と
各
所
に
電
話
し

て
く
れ
、
図
書
館
に
行
く
よ
う
に
勧
め
ら
れ
た
。
彼
女

が
ニ
ヤ
ッ
と
微
笑
ん
だ
の
が
な
ぜ
か
わ
か
ら
な
か
っ

教
育
学
部
教
育
学
科
教
授
　

相
馬 

伸
一

書
物
は
智
慧
の
光
に
し
て
、

思
想
の
命
を
永
遠
へ
と
つ
な
ぐ

コメニウスの『世界図絵』
1777 年版。

中村惕齋の『増補頭書訓蒙図彙』
寛政 10 年（1798 年）版。

コメニウス関係の著書。 左から
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『オンライン教育熟議オン・コメニウス』（晃洋書房、2020年）
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た
。
行
っ
て
み
る
と
、
コ
メ
ニ
ウ
ス
の
手
書

き
の
草
稿
を
は
じ
め
貴
重
図
書
を
所
蔵
し
て

い
て
、
心
底
驚
い
た
。
一
九
世
紀
、
資
産
家

が
手
放
し
た
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
買
い
付
け
、

大
切
に
管
理
し
て
き
た
の
だ
と
い
う
。
し
か

し
、
さ
す
が
に
来
た
日
に
す
ぐ
に
閲
覧
と
い

う
の
は
無
理
で
、
二
年
後
に
再
訪
し
た
。
大

図
書
館
で
は
手
書
き
の
草
稿
を
さ
わ
ら
せ
て

く
れ
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
ま
ず
な
い
。
た

だ
感
動
し
た
。

　

こ
の
あ
と
、
大
き
な
フ
ェ
リ
ー
で
バ
ル

ト
海
を
渡
っ
て
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
に
向
か
っ

た
が
、
途
中
、
エ
ス
ト
ニ
ア
に
寄
港
し
た
の

で
、
軽
い
気
持
ち
で
国
立
図
書
館
に
立
ち
寄
る
と
、
興

味
深
い
文
献
が
あ
っ
た
。
出
航
ま
で
の
短
い
時
間
に
書

庫
か
ら
出
し
て
く
れ
、
司
書
の
女
性
が
見
事
な
手
さ
ば

き
で
古
い
機
械
を
操
っ
て
コ
ピ
ー
ま
で
し
て
く
れ
た
。

そ
の
後
に
訪
れ
た
リ
ト
ア
ニ
ア
の
ヴ
ィ
リ
ニ
ュ
ス
大
学

図
書
館
に
も
、
コ
メ
ニ
ウ
ス
の
文
献
が
た
く
さ
ん
あ
っ

た
が
、
あ
い
に
く
時
間
が
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
こ
こ

に
も
親
切
な
司
書
が
お
ら
れ
、
必
要
な
部
分
を
ス
キ
ャ

ン
し
た
画
像
フ
ァ
イ
ル
を
そ
の
日
の
う
ち
に
送
信
し
て

く
れ
た
。

　

図
書
館
の
デ
ジ
タ
ル
化
は
グ
ロ
ー
バ
ル
な
レ
ベ
ル
で

進
ん
で
い
る
。
訪
れ
る
の
が
す
べ
て
と
い
う
こ
と
で
も

な
い
だ
ろ
う
。
バ
イ
エ
ル
ン
の
図
書
館
は
、
古
い
蔵
書

を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
閲
覧
で
き
る
よ
う
に
し
て
お

り
、
テ
キ
ス
ト
の
デ
ー
タ
化
も
リ
ク
エ
ス
ト
で
き
る
。

デ
ー
タ
変
換
は
完
璧
と
は
い
か
な
い
が
、
あ
る
用
語
を

検
索
し
、
力
を
入
れ
て
読
む
べ
き
箇
所
を
特
定
で
き
た

り
す
る
。
そ
う
し
た
文
献
の
利
用
頻
度
は
高
く
な
い
。

し
か
し
、
効
率
性
だ
け
を
優
先
さ
せ
て
、
安
易
に
廃
棄

な
ど
さ
れ
れ
ば
、
そ
の
著
者
の
存
在
も
苦
心
の
考
察
も

永
遠
に
消
え
去
っ
て
し
ま
う
。
知
を
守
る
図
書
館
の
存

在
は
、
文
字
通
り
有
り
難
い
。

書
物
あ
り
て
知
は
芽
吹
く

　

昨
年
は
コ
メ
ニ
ウ
ス
の
没
後
三
五
〇
年
に
あ
た
り
、

そ
の
前
年
の
秋
、
東
京
の
チ
ェ
コ
セ
ン
タ
ー
か
ら
記
念

行
事
の
企
画
を
依
頼
さ
れ
た
。
ち
ょ
う
ど
、
コ
メ
ニ
ウ

ス
が
歴
史
の
中
で
ど
の
よ
う
に
受
け
と
め
ら
れ
て
き
た

か
を
テ
ー
マ
に
『
コ
メ
ニ
ウ
ス
の
旅
』
（
九
州
大
学
出

版
会
、
二
〇
一
八
年
）
を
上
梓
し
、
佛
教
大
学
学
術
賞

（
社
会
科
学
部
門
）
を
い
た
だ
い
て
気
力
だ
け
は
全
開

で
、
コ
メ
ニ
ウ
ス
と
日
本
人
の
つ
な
が
り
を
深
堀
り
し

よ
う
と
思
い
立
っ
た
。

　

日
本
と
い
う
と
画
一
的
で
中
央
集
権
的
と
い
う
ス
テ

レ
オ
タ
イ
プ
が
あ
る
。
し
か
し
、
細
か
に
見
て
い
け

ば
、
明
治
以
降
の
教
育
の
近
代
化
に
も
地
方
色
が
あ

る
。
そ
れ
を
う
か
が
わ
せ
る
資
料
と
し
て
、
地
方
教

育
会
の
雑
誌
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
コ
メ
ニ
ウ
ス
を
は
じ

め
と
し
た
西
洋
の
教
育
思
想
が
各
地
で
ど
の
よ
う
に
紹

介
さ
れ
て
き
た
か
を
調
べ
る
こ
と
に
し
た
。
い
く
つ
か

の
雑
誌
の
目
録
と
復
刻
は
佛
教
大
学
図
書
館
に
所
蔵
さ

れ
て
お
り
、
ま
ず
そ
れ
ら
を
調
べ
た
。
そ
れ
が
一
段
落

し
て
か
ら
は
、
各
都
道
府
県
の
図
書
館
や
大
学
図
書
館

の
訪
問
調
査
を
始
め
た
。
詳
し
く
書
く
の
は
憚
ら
れ
る

が
、
雑
誌
の
目
次
を
見
事
に
整
理
し
て
い
る
県
も
あ
れ

ば
、
か
な
り
欠
本
の
多
い
県
も
あ
る
。
参
考
調
査
係
の

皆
さ
ん
に
は
、
訪
問
や
複
写
の
申
し
込
み
で
大
変
お
世

話
に
な
っ
て
い
る
。

　

昨
年
春
か
ら
は
、
コ
ロ
ナ
禍
で
入
館
謝
絶
と
い
う
大

学
図
書
館
が
多
く
、
調
査
は
順
調
で
は
な
い
。
し
か

し
、
私
は
、「
書
物
は
智
慧
の
光
」と
い
う
コ
メ
ニ
ウ
ス
の

洞
察
に
改
め
て
感
じ
入
っ
て
い
る
。
思
想
の
受
容
と
い

う
と
、
と
も
す
れ
ば
一
部
の
知
識
人
の
間
の
こ
と
と
思

わ
れ
が
ち
だ
。
し
か
し
、
知
識
は
一
部
の
知
識
人
の
占

有
物
で
は
な
い
。
事
実
、
コ
メ
ニ
ウ
ス
に
関
心
を
持
っ

た
の
は
、
帝
国
大
学
や
高
等
師
範
学
校
の
教
授
た
ち
だ

け
で
は
な
か
っ
た
。
い
く
つ
か
例
を
あ
げ
て
お
こ
う
。

　

滋
賀
・
水
口
藩
の
藩
士
の
家
に
生
ま
れ
た
山
縣
悌
三

郎
（
一
八
五
九
～
一
九
四
〇
）
は
、
少
年
向
け
雑
誌
の

嚆
矢
と
さ
れ
る
『
少
年
園
』
の
刊
行
で
知
ら
れ
る
が
、

彼
は
『
教
師
之
友
』
な
ど
の
教
育
雑
誌
を
創
刊
し
、

コ
メ
ニ
ウ
ス
を
は
じ
め
西
洋
の
教
育
家
を
い
ち
早
く

紹
介
し
た
。
明
治
を
代
表
す
る
哲
学
者
の
井
上
円
了

（
一
八
五
八
～
一
九
一
九
）
に
学
ん
だ
新
町
徳
兵
衛

（
の
ち
に
徳
之
、
一
八
七
六
～
一
九
四
五
）
は
、
明
治

三
〇
年
代
の
宮
崎
県
の
教
育
雑
誌
で
コ
メ
ニ
ウ
ス
の

『
大
教
授
学
』
に
つ
い
て
連
載
し
た
。
彼
は
京
都
府
立

第
一
高
等
女
学
校
（
現
京
都
府
立
鴨
沂
高
等
学
校
）
の

教
諭
を
長
く
務
め
、
台
湾
総
督
府
中
学
校
教
諭
を
経
て

関
西
大
学
教
授
と
な
っ
た
。
鎌
塚
扶
（
一
八
九
六
～

一
九
八
五
）
は
戦
後
に
広
島
大
学
教
授
も
務
め
た
が
、

広
島
大
学
附
属
中
高
等
学
校
の
初
代
校
長
や
北
海
道
教

育
長
を
歴
任
し
た
実
践
派
の
人
物
で
、
戦
前
は
朝
鮮
総

督
府
の
教
育
行
政
に
携
わ
っ
て
い
た
。
そ
の
時
期
に
故

郷
の
北
海
道
の
教
育
雑
誌
に
コ
メ
ニ
ウ
ス
の
『
大
教
授

学
』
の
翻
訳
を
一
六
回
に
も
わ
た
っ
て
寄
稿
し
た
。
戦

後
、
山
形
県
教
育
委
員
長
を
務
め
、
の
ち
に
政
界
に
進

出
し
て
県
議
会
議
長
に
な
っ
た
完
戸
一
郎
（
一
九
〇
九

～
一
九
八
二
）
は
、
高
等
小
学
校
教
諭
だ
っ
た
昭
和

一
〇
年
に
コ
メ
ニ
ウ
ス
に
つ
い
て
の
専
門
的
な
論
文
を

山
形
県
の
教
育
雑
誌
に
連
載
し
た
。

　

こ
う
し
た
人
々
の
思
索
に
は
、
現
在
か
ら
み
れ
ば
多

少
の
間
違
い
が
あ
り
、
主
観
的
な
解
釈
も
少
な
く
な

い
。
し
か
し
、
彼
ら
が
過
去
の
思
想
を
主
体
的
に
受
け

と
め
ユ
ニ
ー
ク
な
か
た
ち
で
再
演
し
た
と
い
う
事
実

を
、
軽
く
見
て
よ
い
わ
け
が
な
い
。
思
想
は
書
か
れ
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
有
限
な
人
間
の
寿
命
を
超
え
て
生
き

始
め
る
。
多
く
の
場
合
、
そ
れ
ら
は
書
庫
に
眠
っ
て
い

る
。
し
か
し
、
何
か
の
き
っ
か
け
で
手
に
取
ら
れ
る
。

開
か
れ
た
書
物
は
読
者
に
光
を
贈
り
、
そ
の
光
は
時
に

読
者
の
魂
を
向
き
変
え
る
。

　

コ
メ
ニ
ウ
ス
は
、
理
論
に
も
こ
だ
わ
っ
た
が
、
そ
れ

は
実
践
さ
れ
、
さ
ら
に
応
用
さ
れ
て
こ
そ
意
味
を
持
つ

と
繰
り
返
し
て
論
じ
た
。
そ
し
て
、
実
際
に
、
学
問
と

政
治
と
宗
教
が
対
立
す
る
泥
臭
い
現
実
に
身
を
投
じ

た
。
コ
メ
ニ
ウ
ス
の
生
き
様
が
こ
こ
に
あ
げ
た
人
々
の

生
き
様
に
作
用
し
た
の
か
、
こ
れ
ら
の
人
々
の
社
会
的

志
向
性
が
コ
メ
ニ
ウ
ス
と
共
鳴
し
た
の
か
、
そ
こ
は
議

論
の
あ
る
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
人
々

の
生
き
様
が
書
物
の
も
つ
偉
大
な
力
を
物
語
っ
て
い
る

の
は
間
違
い
な
い
。

相
そ う ま

馬 伸
しんいち

一
教育学部教育学科教授
1963 年、札幌生まれ。筑波大学大学院博士課程教育学
研究科単位取得退学。博士（教育学、筑波大学）。広島
修道大学専任講師・助教授・教授を経て現職。英国ウォ
リック大学、チェコ科学アカデミー哲学研究所客員研
究員を歴任。現在、教育哲学会理事、教育思想史学会
理事・編集委員長。
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は
じ
め
に

　

本
誌
末
尾
に
は
毎
回
「
佛
教
大
学
附
属
図
書
館
の
沿
革
と
「
成
徳

常
照
館
」
の
由
来
」
を
掲
載
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
本
図
書
館
は

一
九
三
四
（
昭
和
九
）
年
に
竣
工
落
成
し
て
か
ら
約
九
十
年
を
経
よ
う
と

し
て
お
り
、
現
在
の
図
書
館
は
、
一
九
九
七
（
平
成
九
）
年
に
竣
工
し
た
。

筆
者
は
翌
年
一
九
九
八
（
平
成
一
〇
）
年
に
仏
教
学
科
に
入
学
し
、
か
れ

こ
れ
二
十
年
以
上
に
渡
っ
て
本
図
書
館
の
恩
恵
を
受
け
て
い
る
。

　

特
に
思
い
出
す
の
は
大
学
院
在
籍
時
に
本
庄
良
文
教
授
の
講
義
で
『
往

生
要
集
義
記
』
を
扱
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
本
学
蔵
鎌
倉
期
写
本
『
往
生

要
集
鈔
』
四
巻
や
古
活
字
版
（
無
刊
記
）『
往
生
要
集
記
』
全
八
巻
な
ど

を
横
に
並
べ
て
一
字
一
句
の
異
同
を
意
識
し
な
が
ら
の
講
読
は
、
文
献
学

研
究
の
醍
醐
味
を
味
わ
っ
た
ひ
と
時
で
あ
っ
た
。（
詳
細
は
本
誌
第
65
号
、

二
〇
一
八
年
参
照
）。
そ
の
後
知
り
得
た
諸
本
を
蒐
集
す
る
中
で
、
新
出

の
東
向
観
音
寺
蔵
本
や
檀
王
法
林
寺
蔵
本
を
ご
住
職
ら
の
許
可
を
頂
戴

し
、
調
査
・
撮
影
・
研
究
す
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
は
本
当
に
僥
倖
で
あ
っ

た
。
現
在
は
十
一
種
の
諸
本
を
確
認
し
て
お
り
、
そ
の
全
体
像
を
提
示
す

る
べ
く
尽
力
し
て
い
る
。

　

さ
て
今
回
は
新
収
資
料
の
春
日
版
『
大
方
等
大
集
月
蔵
経
』
巻
六
（
以

下
「
本
経
」
と
い
う
）
の
紹
介
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
。

書
誌
概
要

　

ま
ず
本
経
の
書
誌
概
要
を
以
下
に
示
す
。

　

縦
二
七
・
〇
糎
、
横
九
・
二
糎
。
折
本
。
楮
紙
。
少
朱
書
入
。
虫
損
。
少

シ
ミ
。
半
折
一
七
字
五
行
。
外
題「
大
方
等
大
集
月
蔵
経
巻
第
六（
擦
れ
）」、

内
題
「
大
方
等
大
集
月
蔵
経
巻
第
六
」、
尾
題
「
大
方
等
大
集
月
蔵
経
巻

第
六
」、訳
者
「
高
齊
天
竺
三
蔵
那
連
提
耶
舎
」。
内
題
下
に
千
字
文
「
陶
」

あ
り
。
帖
末
音
釈
あ
り
。
全
二
十
三
紙
、
紙
継
ぎ
の
上
に
摺
写
し
て
い
る
。

『
大
方
等
大
集
月
蔵
経
』

　

北
斉
・
天
統
二
（
五
六
六
）
年
、
那
連
提
耶
舎
訳
。
本
経
は
、
多
く
の

経
典
を
集
め
て
編
集
さ
れ
た
『
大
方
等
大
集
経
』
六
〇
巻
の
う
ち
、
第

四
六
巻
か
ら
五
六
巻
に
収
録
さ
れ
る
「
月
蔵
分
」
に
該
当
し
、
本
経
に
説

く
末
法
思
想
は
中
国
浄
土
教
に
影
響
を
与
え
た
。

　

そ
の
一
人
で
あ
る
道
綽
（
五
六
二
―
六
四
五
）
の
『
安
楽
集
』
で
は
本

経
に
説
く
末
法
思
想
を
踏
襲
し
て
お
り
、さ
ら
に
日
本
の
法
然
（
一
一
三
三

―
一
二
一
二
）
は
そ
れ
を
受
け
て
『
選
択
集
』
に
『
安
楽
集
』
の
以
下
の

文
を
引
用
す
る
。

　
　

そ
の
聖
道
の
一
種
は
、
今
の
時
証
し
難
し
。
一
つ
に
は
大
聖
を
去
る

春
日
版
『
大
方
等
大
集
月
蔵
経
』
巻
六

仏
教
学
部
仏
教
学
科
講
師
　

南 

宏
信

こ
と
遥
遠
な
る
に
由
る
。
二
つ
に
は
理
は
深
く
解
は
微
な
る
に
由
る
。

こ
の
故
に
『
大
集
月
蔵
経
』
に
云
く
、「
我
が
末
法
の
時
の
中
に
、

憶
億
の
衆
生
、
行
を
起
し
道
を
修
せ
ん
に
、
い
ま
だ
一
人
も
得
る
も

の
有
ら
じ
」。
当
今
は
末
法
、
現
に
こ
れ
五
濁
悪
世
な
り
。
た
だ
浄

土
の
一
門
の
み
有
っ
て
通
入
す
べ
き
路
な
り
（
原
漢
文
）

　

こ
の
よ
う
に
本
経
は
浄
土
宗
に
お
い
て
末
法（
時
）と
衆
生
の
能
力（
機
）

が
相
応
す
べ
き
こ
と
を
説
く
文
脈
で
引
用
さ
れ
る
こ
と
で
知
ら
れ
る
。

五
部
大
乗
経

　

一
方
で
本
経
は
『
華
厳
経
』『
大
品
経
』『
法
華
経
』『
涅
槃
経
』
と
一

括
り
に
し
、「
五
部
大
乗
経
」
と
呼
称
す
る
。
天
台
の
五
時
説
（
華
厳
時
・

阿
含
時
・
方
等
時
・
般
若
時
・
法
華
涅
槃
時
）
の
阿
含
時
以
外
に
対
応
す

る
代
表
的
な
経
典
を
抽
出
し
て
い
る
こ
と
に
基
づ
い
て
い
る
。
さ
ら
に
近

年
の
研
究
で
は
智
顗
（
五
三
八
―
五
九
七
）
の
『
四
教
義
』『
法
華
玄
義
』

な
ど
、
四
教
（
蔵
通
別
円
）
の
う
ち
円
教
に
お
い
て
菩
薩
の
五
十
二
位
を

論
じ
る
箇
所
が
そ
の
起
源
で
あ
る
こ
と
を
山
口
氏
が
指
摘
し
て
い
る
。（
山

口
弘
江
「
五
部
大
乗
経
の
起
源
に
関
す
る
一
考
察
」（『
駒
澤
大
学
仏
教
文

学
研
究
』
二
一
、二
〇
一
八
年
））

春
日
版

　

日
本
に
お
い
て
「
五
部
大
乗
経
」
を
珍
重
す
る
伝
統
は
平
安
時
代
よ
り

始
ま
っ
て
お
り
、
そ
の
後
、
室
町
時
代
に
か
け
て
一
切
経
の
略
本
の
よ
う

に
み
な
さ
れ
盛
ん
に
書
写
・
開
版
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。（
大
山
仁
快
「
五

部
大
乗
経
研
究
余
録
」（『
日
本
歴
史
』
四
六
六
、一
九
八
七
年
））

　

そ
の
一
つ
に
春
日
版
「
五
部
大
乗
経
」
が
あ
る
。
春
日
版
と
は
日
本
の

印
刷
文
化
を
代
表
す
る
こ
と
で
よ
く
知
ら
れ
、
奈
良
の
興
福
寺
が
平
安
時

代
後
期
に
刊
行
し
た
仏
教
経
典
の
印
刷
本
の
総
称
で
あ
る
。
山
本
氏
は
興

福
寺
に
現
存
す
る
版
木
を
調
査
し
、
文
治
五
（
一
一
八
九
）
年
か
ら
江
戸

時
代
の
元
禄
十
（
一
六
九
七
）
年
に
渉
る
現
存
二
七
七
八
枚
中
か
ら
五
十

種
の
経
典
例
を
報
告
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
鎌
倉
時
代
末
か
ら
南
北
朝
時

代
に
か
け
て
雕
造
さ
れ
た
春
日
版
「
五
部
大
乗
経
」
は
明
ら
か
に
宋
版
を

模
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
以
下
の
よ
う
に
い
う
。

　
　
　

本
文
は
折
本
の
半
折
六
行
の
姿
を
取
り
入
れ
て
、
そ
の
書
体
は
宋

版
の
字
体
を
模
し
た
活
字
体
に
近
く
、か
つ
本
文
の
行
間
に
版
心（
略

経
名
・
巻
次
な
ど
）
を
刻
記
し
て
い
る
。「
五
部
大
乗
経
」
は
平
安

時
代
か
ら
南
北
朝
時
代
に
か
け
て
「
一
切
経
の
権
与
」
と
称
さ
れ
て

一
切
経
に
準
ず
る
経
典
と
し
て
重
視
さ
れ
た
か
ら
、
宋
版
一
切
経
に

代
わ
る
経
典
と
し
て
こ
と
さ
ら
に
宋
版
の
形
式
を
模
し
た
可
能
性
は

あ
る
。（
山
本
信
吉
『
古
典
籍
が
語
る
―
書
物
の
文
化
史
―
』
八
木

書
店
、
二
〇
〇
四
年
）

　

そ
れ
で
は
春
日
版
「
五
部
大
乗
経
」
が
模
し
た
宋
版
と
は
な
に
か
。

新
収
資
料
紹
介
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宋
版
（
思
渓
版
）

　
『
新
編
大
蔵
経 

成
立
と
変
遷
』（
京
都
仏
教
各
宗
学
校
連
合
会
編
法
藏

館
、
二
〇
二
〇
年
）
に
依
る
に
一
口
の
宋
版
と
い
っ
て
も
様
々
な
版
が
雕

造
さ
れ
て
い
る
。
①
開
宝
蔵
、
②
金
版
大
蔵
経
（
広
勝
寺
本
、
サ
キ
ャ
北

寺
本
、弘
法
蔵
）、③
契
丹
大
蔵
経
（
房
山
石
経
）、④
福
州
版
（
東
漸
寺
版
、

開
元
寺
版
）、
⑤
浙
西
版
（
思
渓
蔵
）。

　

佐
々
木
氏
は
春
日
版
「
五
部
大
乗
経
」
の
底
本
に
関
す
る
先
行
研
究

を
整
理
し
、
春
日
版
「
五
部
大
乗
経
」
に
宋
版
の
影
響
を
強
く
受
け
た
経

が
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
、「
五
部
大
乗
経
」
が
「
す
べ
て
が
宋
版

に
基
づ
く
の
か
、
宋
版
一
切
経
に
依
る
場
合
ど
の
宋
版
を
基
と
し
た
の
か

は
、
い
ま
だ
明
確
で
は
な
い
」
と
問
題
提
起
す
る
。
考
察
の
結
果
、
春
日

版
『
大
方
等
大
集
経
』
は
思
渓
版
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
。

（
佐
々
木
勇「
春
日
版『
五
部
大
乗
経
』の
底
本
と
さ
れ
た
宋
版
一
切
経（
一
）

―
刻
記
の
比
較
に
よ
る
検
討
―
」（『
広
島
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
科

紀
要
』
第
二
部
第
六
四
号
、
二
〇
一
五
年
））

　

筆
者
は
以
前
に
佐
々
木
氏
の
樹
下
神
社
蔵
「
五
部
大
乗
経
」
の
調
査
・

撮
影
に
同
行
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
こ
で
岩
屋
寺
蔵
思
渓
版
と
貞
治
五

年
（
一
三
六
六
）
に
摺
写
さ
れ
た
樹
下
神
社
蔵
春
日
版
と
本
経
を
比
較
し
、

以
下
に
形
式
的
な
特
徴
を
見
て
い
く
。

思
渓
版
・
春
日
版
と
の
比
較

①
冒
頭
箇
所

　

三
本
と
も
字
配
り
・
字
体
な
ど
同
様
で
あ
る
が
、
思
渓
版
に
は
天
地
界

が
あ
る
が
春
日
版
と
本
経
に
は
な
い
こ
と
か
ら
本
経
は
春
日
版
で
あ
ろ
う

か
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
訳
者
那
連
提
耶
舎
の
国
名
を
記
す
「
高
齊
」
に

つ
い
て
、
思
渓
版
と
春
日
版
に
は
「
高
齊
」
と
あ
る
が
本
経
は
単
に
「
齊
」

と
あ
る
の
み
で
あ
る
。
ま
た
千
字
文
に
つ
い
て
、
思
渓
版
が
「
陶
」
と
刻

工
名
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
春
日
版
に
は
梵
字
が
記
さ
れ
て
お
り
、
本
経

は
思
渓
版
と
同
じ
千
字
文
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
春
日
版
そ
の
も
の

で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。

②
紙
継
に
つ
い
て

　

紙
継
に
お
い
て
、
思
渓
版
は
一
紙
の
左
辺
に
略
経
名
・
巻
次
・
刻
工
名

な
ど
を
記
し
た
上
に
糊
付
け
を
し
て
料
紙
を
継
い
で
い
く
の
で
、
料
紙
が

剥
離
し
な
い
限
り
外
か
ら
は
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
し
、
そ
も
そ
も

春
日
版
と
は
版
心
の
場
所
が
ず
れ
て
い
る
。
ま
た
本
経
は
春
日
版
と
同
じ

行
間
に
記
さ
れ
て
い
る
が
、
字
配
り
が
違
う
。

③
巻
末
に
つ
い
て

　

帖
末
音
釈
の
形
式
も
三
本
と
も
同
様
で
あ
る
が
、
本
経
の
み
千
字
文
の

「
陶
」
が
な
い
。

　

以
上
の
比
較
か
ら
本
経
は
、
思
渓
版
を
底
本
と
し
た
春
日
版
で
あ
る
と

思
わ
れ
る
が
、
樹
下
神
社
本
と
も
版
式
に
違
う
所
も
あ
り
、
樹
下
神
社
本

と
も
違
う
版
で
あ
る
。
よ
っ
て
樹
下
神
社
本
よ
り
は
時
代
が
下
る
覆
刻
版

で
あ
る
と
推
定
で
き
よ
う
。

お
わ
り
に

　

仏
滅
直
後
の
第
一
結
集
か
ら
始
ま
る
仏
語
の
伝
承
は
、
口
伝
で
ま
と
め

ら
れ
た
。
そ
の
後
文
字
に
よ
っ
て
記
述
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
中
国
に
お

い
て
版
本
大
蔵
経
が
刊
行
さ
れ
、
近
代
で
は
金
属
活
字
が
刊
行
さ
れ
て
い

く
。
本
経
も
長
年
に
わ
た
る
大
蔵
経
の
伝
承
過
程
中
の
一
経
と
な
ろ
う
。

　

大
学
院
在
籍
時
、
指
導
教
授
で
あ
っ
た
岸
一
英
教
授
が
以
下
の
こ
と
を

お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
こ
と
を
思
い
出
す
。
ガ
リ
版
刷
り
の
時
代
か
ら
コ
ピ
ー

機
の
時
代
に
移
っ
た
こ
と
で
文
献
複
写
が
廉
価
・
容
易
に
な
っ
た
。
そ
の

こ
と
で
諸
本
対
照
表
の
作
成
が
可
能
と
な
っ
て
、
文
献
比
較
が
圧
倒
的
に

進
展
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
今
は
デ
ジ
タ
ル
の
時
代
に
な

り
、
各
大
学
や
文
庫
な
ど
が
デ
ジ
タ
ル
画
像
を
公
開
し
続
け
て
い
る
。
そ

の
恩
恵
に
よ
り
自
室
に
い
な
が
ら
に
し
て
海
外
の
貴
重
資
料
を
利
用
・
閲

覧
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。
本
図
書
館
も
ま
た
同
様
に
様
々
な
資
料

を
デ
ジ
タ
ル
で
公
開
し
て
い
る
。

　

も
ち
ろ
ん
著
作
権
の
問
題
や
デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
の
保
存
年
数
の
問
題
な

ど
、
手
放
し
で
享
受
で
き
る
こ
と
ば
か
り
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
出
版
文

化
の
媒
体
が
様
々
に
変
遷
す
る
中
で
、
研
究
の
ア
プ
ロ
ー
チ
も
ま
た
様
々

に
変
様
し
て
い
く
が
、
実
物
を
調
査
・
研
究
す
る
重
要
さ
も
ま
た
今
回
の

資
料
を
紹
介
す
る
な
か
で
改
め
て
実
感
し
た
次
第
で
あ
る
。

思渓版（岩屋寺蔵）

本経
（佛大蔵）

春日版
（樹下神社蔵）

思渓版
（岩屋寺蔵）

本経（佛大蔵） 春日版（樹下神社蔵）

本経（佛大蔵） 春日版（樹下神社蔵） 思渓版（岩屋寺蔵）

【
付
記
】
本
原
稿
を
執
筆
す

る
に
際
し
て
、
貴
重
資
料
の

掲
載
に
あ
た
り
格
別
の
御
高

配
を
賜
り
ま
し
た
、
尾
張
高

野
山
岩
屋
寺
様
、
北
小
松
樹

下
神
社
様
に
甚
深
の
感
謝
を

申
し
上
げ
ま
す
。



　

図
書
館
を
活
用
す
る
と
い
う
テ
ー
マ
で
、
あ
ら

た
め
て
「
図
書
館
」
を
考
え
る
機
会
を
い
た
だ
い

た
。
読
書
量
も
著
作
も
乏
し
く
、
研
究
も
中
座
し

て
い
る
自
身
に
と
っ
て
赤
面
す
る
事
態
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
佛
教
大
学
に
奉
職
し
ま
だ
４
年
目
と
い

う
浅
さ
も
追
い
打
ち
を
か
け
る
。
図
書
館
機
能
が

充
実
し
、
研
究
室
に
居
な
が
ら
文
献
検
索
・
文
献

入
手
が
可
能
な
時
代
と
大
学
の
恩
恵
を
受
け
て
、

図
書
館
に
足
を
運
ぶ
機
会
が
少
な
く
な
っ
て
い
る

こ
と
も
自
覚
し
、
私
を
困
ら
せ
た
。
し
か
し
な
が

ら
、
こ
の
個
人
的
危
機
を
チ
ャ
ン
ス
と
捉
え
、
本

と
の
出
会
い
を
振
り
返
り
な
が
ら
初
心
に
返
る
機

会
と
し
た
い
。

　

私
に
と
っ
て
の
初
め
て
の
図
書
室
は
、
幼
稚
園

の
サ
ン
＝
サ
ー
ン
ス
の
「
白
鳥
」
が
流
れ
る
フ
ロ

ア
に
あ
っ
た
絵
本
棚
で
あ
り
、
小
学
校
の
図
書

室
で
あ
る
。
夏
休
み
の
課
題
図
書
で
の
読
書
感
想

文
は
苦
手
で
あ
っ
た
が
、
ア
ル
セ
ー
ヌ
・
ル
パ
ン

全
集
を
楽
し
み
に
足
を
運
ん
だ
図
書
室
は
大
好
き

で
、
そ
の
空
間
や
規
則
正
し
く
並
ん
だ
本
た
ち
、

そ
し
て
軋
む
木
の
床
や
本
の
匂
い
が
心
地
よ
か
っ

た
こ
と
を
思
い
出
す
。
窓
の
外
の
景
色
も
懐
か
し

い
。
中
学
・
高
校
時
代
は
部
活
動
に
明
け
暮
れ
、

図
書
室
は
外
か
ら
眺
め
る
こ
と
の
方
が
多
か
っ
た

よ
う
に
思
う
。
受
験
前
に
静
け
さ
を
求
め
て
通
っ

た
記
憶
は
あ
る
が
、
読
書
の
た
め
の
本
を
じ
っ
く

り
手
に
す
る
こ
と
な
く
過
ぎ
た
気
が
す
る
。
も
ち

ろ
ん
、
図
書
館
が
そ
の
教
育
機
関
の
「
顔
」
と
い

う
認
識
も
な
か
っ
た
頃
で
あ
る
。

　

１
９
７
０
年
代
後
半
、
京
都
市
立
看
護
短
期
大

学
で
看
護
の
道
に
進
ん
で
か
ら
は
、
講
義
で
興
味

を
も
っ
た
文
献
を
図
書
館
で
手
に
す
る
よ
う
に

な
っ
た
。
邦
訳
さ
れ
た
看
護
論
も
看
護
雑
誌
も
ま

だ
数
え
る
ほ
ど
で
、『
看
護
覚
え
書
─
看
護
で
あ

る
こ
と
・
看
護
で
な
い
こ
と
』（
フ
ロ
レ
ン
ス
・
ナ

イ
チ
ン
ゲ
ー
ル
著
、
湯
槇
ま
す
他
訳
、
第
三
版
、

現
代
社
、
１
９
７
５
年
）
注
１
や
『
看
護
の
基
本

と
な
る
も
の
』（
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
・
ヘ
ン
ダ
ー
ソ
ン

著
、
湯
槇
ま
す　

小
玉
香
津
子
共
訳
、
日
本
看
護

協
会
出
版
会
、
１
９
７
３
年
）
注
２
は
テ
キ
ス
ト

と
し
て
購
入
し
た
。
図
書
館
で
何
度
か
閲
覧
・
借

用
し
、
手
元
に
置
き
た
い
、「
こ
れ
だ
！
」
と
い

う
箇
所
に
ラ
イ
ン
を
引
き
た
い
と
思
っ
た
書
籍
を

後
日
購
入
す
る
か
た
ち
で
、
図
書
館
を
利
用
し
た
。

ま
だ
コ
ピ
ー
機
の
性
能
も
良
く
な
か
っ
た
か
ら
か

も
し
れ
な
い
。
図
書
館
で
幾
度
も
借
用
し
、
そ
の

後
に
自
身
の
蔵
書
と
し
た
も
の
に
、『
臨
床
看
護

の
本
質
―
患
者
援
助
の
技
術
』（
ア
ー
ネ
ス
テ
ィ
ン
・

ウ
ィ
ー
デ
ン
バ
ッ
ク
著
、
外
口
玉
子　

池
田
明
子

訳
、現
代
社
、１
９
６
９
年
）注
３

が
あ
る
。『Clinical 

N
ursing

―a helping art

』
が
原
題
の
こ
の
書
は

「
目
的
と
哲
学
」
の
章
で
、
哲
学
は
「
そ
の
看
護

婦
＊
の
存
在
に
と
っ
て
不
可
欠
で
、
そ
の
人
な
り

の
看
護
の
仕
方
の
な
か
に
表
わ
さ
れ
る
も
の
」
で

あ
り
、
臨
床
看
護
の
目
的
は
「
あ
る
個
人
の
そ
の

時
そ
の
場
でN

eed for H
elp

と
し
て
体
験
し
て

い
る
ニ
ー
ド
を
満
た
す
こ
と
」
と
あ
る
。
こ
れ
ら

は
、
看
護
の
道
へ
と
私
の
背
中
を
押
し
、
臨
床
で

の
あ
り
方
を
支
え
て
く
れ
た
。
他
に
も
、
背
表
紙

に
「
人
生
の
究
極
的
意
味
」
と
記
さ
れ
た
シ
モ
ー

ヌ
・
ド
・
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
の
『
老
い
』（
朝
吹

三
吉
訳
、
人
文
書
院
、
１
９
７
２
年
）
上
下
巻
注
４

が
あ
る
。
葉
脈
を
デ
ザ
イ
ン
し
た
意
味
深
く
美
し

い
装
丁
と
「
老
い
と
い
う
人
生
の
最
後
の
時
期
に

我
々
は
い
か
な
る
者
と
な
る
の
か
？
」
と
い
う
問

い
に
魅
か
れ
、
20
歳
代
に
手
に
し
た
。
そ
の
後
の

卒
論
の
テ
ー
マ
に
も
な
っ
た
大
切
な
蔵
書
だ
が
、

自
身
が
老
い
の
域
に
入
っ
た
今
、
あ
ら
た
め
て
重

厚
さ
を
感
じ
る
。
こ
れ
ら
は
古
い
書
だ
が
、
本
学

図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。

　

当
時
、
母
校
の
図
書
館
は
隣
接
す
る
病
院
の
医

師
も
訪
れ
、
狭
い
な
が
ら
も
医
学
書
や
看
護
文
献

が
充
実
し
て
い
た
。
何
よ
り
も
司
書
の
方
が
素
敵

で
あ
っ
た
。
現
在
の
情
報
検
索
シ
ス
テ
ム
の
如
く

豊
か
な
情
報
を
備
え
、
か
つ
微
笑
み
を
絶
や
さ
な

い
穏
や
か
な
そ
の
方
は
私
の
憧
れ
で
あ
っ
た
。
こ

の
方
と
の
ご
縁
は
卒
業
後
も
続
い
た
。
地
元
の
大

学
病
院
に
移
り
、
野
戦
病
院
の
よ
う
な
手
術
室
で

「
私
た
ち
ど
れ
だ
け
看
護
し
て
る
？
」
と
い
う
日
々

の
疑
問
か
ら
研
究
手
法
を
求
め
た
際
も
、
当
時
の

看
護
系
雑
誌
で
紹
介
さ
れ
た
「
ワ
ー
ク
サ
ン
プ
リ

ン
グ
法
」
の
文
献
情
報
を
提
供
し
て
い
た
だ
い
た
。

臨
床
の
忙
し
さ
に
埋
も
れ
か
け
た
と
き
の
心
強
い

道
し
る
べ
で
あ
っ
た
。
情
報
化
の
現
在
、
コ
ロ
ナ

禍
が
加
わ
り
、
授
業
も
人
と
の
交
流
も
オ
ン
ラ
イ

ン
中
心
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
恩
恵
も
確
か
だ
が
、

図
書
館
で
の
出
会
い
を
ふ
り
返
る
と
、face to 

face

の
場
が
懐
か
し
い
。

　

そ
の
後
、
臨
床
か
ら
看
護
基
礎
教
育
の
場
へ
の

異
動
を
き
っ
か
け
に
、
大
学
院
で
学
ぶ
こ
と
を
選

択
し
た
。
こ
れ
か
ら
は
慢
性
看
護
の
時
代
と
考
え
、

慢
性
看
護
学
を
専
攻
し
た
こ
と
で
、
炎
症
性
腸
疾

患
（inflam

m
atory bow

el disease;IBD
)

の
患

者
さ
ん
た
ち
に
出
会
う
こ
と
が
で
き
た
。IBD

は

潰
瘍
性
大
腸
炎
と
ク
ロ
ー
ン
病
を
総
称
し
、
主
に

若
年
発
症
の
指
定
難
病
（
当
時
は
特
定
疾
患
）
で

あ
る
。
２
０
０
０
年
当
時
、
日
本
のIBD

患
者
数

は
約
７
９
、０
０
０
人
で
（
最
近
の
統
計
で
は
全

国
で
約
29
万
人
と
推
定
さ
れ
て
い
る
）、
認
知
度

は
低
く
、
専
門
医
も
少
な
い
た
め
に
診
断
ま
で
に

５
年
を
要
し
た
方
も
い
た
。
そ
こ
で
、IBD

患
者

さ
ん
の
生
活
の
実
態
と
内
的
体
験
を
明
ら
か
に
し

看
護
援
助
に
繋
げ
た
い
と
考
え
、
グ
ラ
ウ
ン
デ
ッ

ド
・
セ
オ
リ
ー
・
ア
プ
ロ
ー
チ
を
参
考
に
11
人
の

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
か
ら
生
活
体
験
の
明
確
化
を
試
み

た
。
国
内
のIBD

に
関
す
る
看
護
の
先
行
研
究
は

ま
だ
数
件
で
、PubM

ed

を
活
用
し
た
。
今
な
ら

も
っ
と
早
く
広
く
文
献
検
索
が
可
能
で
あ
っ
た
だ

ろ
う
と
思
う
。

　

こ
の
研
究
で
は
、「
内
的
体
験
」
と
い
う
用
語

の
定
義
に
苦
労
し
た
。
辿
り
着
い
た
の
が
、
立

花
隆
の
『
宇
宙
か
ら
の
帰
還
』（
中
央
公
論
社
、

１
９
８
３
年
）
に
あ
る
「
そ
の
体
験
の
中
で
、
自

分
が
何
を
感
じ
と
り
、
何
を
考
え
た
か
」
と
い
う

よ
う
な
内
的
意
味
の
解
釈
を
含
む
表
現
で
あ
っ

保
健
医
療
技
術
学
部
看
護
学
科
教
授
　

藪
下 

八
重

＊2001年の保助看法の一部改正で、性別で異なっていた看護職
の名称が「保健師」「助産師」「看護師」に統一された。

『看護覚え書―看護であること・
看護でないこと』（翻訳と原本）

1617

本学所蔵図書
注 1）『看護覚え書―看護であること・看護でないこと』（フロレンス・ナイチンゲール著、湯槇ます他訳、現代社、2011 年）
注 2）『看護の基本となるもの』（ヴァージニア・ヘンダーソン著、湯槇ます　小玉香津子訳、日本看護協会出版会、2016 年）
注 3）『臨床看護の本質―患者援助の技術』（アーネスティン・ウィーデンバック著、外口玉子　池田明子訳、現代社、1984 年）
注 4）『老い』上下巻（シモーヌ・ド・ボーヴォワール著、朝吹三吉訳、人文書院、2013 年）

図
書
館
を
想
う



し
た
以
前
の
研
究
に
お
い
て
「
悪
化
を
避
け
る
」

の
下
位
概
念
と
し
て
抽
出
さ
れ
た
「
無
理
は
し
な

い
」に
着
目
し
た
。IBD

患
者
の「
無
理
は
し
な
い
」

と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
、
ど
の
よ
う
に
培
わ
れ

そ
の
人
の
も
の
と
な
っ
て
き
た
の
か
、
そ
の
構
造

が
明
ら
か
に
な
れ
ば
患
者
理
解
や
療
養
支
援
に
貢

献
で
き
る
と
考
え
、
尊
敬
す
る
師
の
下
で
研
究
に

取
り
組
ん
だ
。
そ
の
質
的
記
述
的
研
究
デ
ザ
イ
ン

と
し
て
、
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
相
互
作
用
論
を
理
論
的

前
提
と
し
た
グ
ラ
ウ
ン
デ
ッ
ド
・
セ
オ
リ
ー
・
ア

プ
ロ
ー
チ
を
用
い
て
い
る
。
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
相
互

作
用
論
を
理
論
的
前
提
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
人

は
他
者
と
だ
け
で
な
く
自
己
と
も
か
か
わ
り
、
自

分
自
身
と
の
相
互
作
用
（
自
己
の
内
部
に
お
い
て

の
思
考
活
動
）
を
展
開
す
る
と
い
う
視
点
を
も
つ

こ
と
が
で
き
る
。
デ
ー
タ
収
集
に
お
い
て
は
対
象

者
のIBD

患
者
の
考
え
や
行
動
を
相
互
作
用
の
中

で
理
解
し
よ
う
と
し
、
デ
ー
タ
分
析
に
お
い
て
は

デ
ー
タ
と
の
相
互
作
用
の
中
で
考
え
や
行
動
を
解

釈
す
る
。
こ
の
研
究
に
必
要
と
し
た
質
的
研
究
や

方
法
論
、
理
論
に
関
す
る
文
献
も
、
ま
ず
図
書
館

で
手
に
と
り
閲
覧
し
、
僭
越
な
が
ら
選
別
し
て
購

入
す
る
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
を
経
て
、
私
の
研
究
室

の
書
棚
に
静
か
に
並
ん
で
い
る
。

　

少
し
話
は
逸
れ
る
が
、
現
在
、
図
書
室
の
絵
本

コ
ー
ナ
ー
に
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
さ
れ
て
い
る
ヨ
シ
タ

ケ
シ
ン
ス
ケ
作
『
り
ん
ご
か
も
し
れ
な
い
』（
ブ

ロ
ン
ズ
新
社
、
２
０
１
３
年
）
は
、
哲
学
的
で
質

的
研
究
に
お
け
る
も
の
の
見
方
、
現
象
の
と
ら
え

方
と
し
て
示
唆
に
富
む
。
テ
ー
ブ
ル
の
上
に
１
つ

の
リ
ン
ゴ
が
置
か
れ
て
い
る
と
い
う
現
象
を
め
ぐ

り
、
さ
ま
ざ
ま
な
思
い
や
想
像
が
繰
り
広
げ
ら
れ

て
い
る
。
今
、
手
元
に
お
き
た
い
と
思
っ
て
い
る

１
冊
で
あ
る
。

　

さ
て
、
最
後
に
な
っ
た
が
、
今
回
あ
ら
た
め
て

眺
め
た
身
近
な
二
条
キ
ャ
ン
パ
ス
の
図
書
室
を
紹

介
し
た
い
。
佛
教
大
学
二
条
キ
ャ
ン
パ
ス
は
、
本

学
開
学
１
０
０
周
年
を
迎
え
る
前
年
の
２
０
１
１

年
に
地
域
に
開
か
れ
た
大
学
の
新
し
い
キ
ャ
ン
パ

ス
と
し
て
開
校
し
た
。
２
０
０
６
年
に
紫
野
で
設

置
さ
れ
た
保
健
医
療
技
術
学
部
（
理
学
療
法
学
科
、

作
業
療
法
学
科
）
と
と
も
に
、図
書
室
も
紫
野
キ
ャ

ン
パ
ス
か
ら
一
部
移
設
さ
れ
、
５
万
冊
を
収
容
す

る
（
看
護
学
科
は
２
０
１
２
年
に
開
設
）。
そ
の
新

し
い
図
書
室
に
は
、
学
術
書
や
専
門
書
だ
け
で
な

く
、
１
７
０
冊
を
超
え
る
闘
病
記
や
多
く
の
絵
本

が
優
し
く
並
べ
ら
れ
て
い
る
。
入
り
口
ゲ
ー
ト
近

く
の
闘
病
記
は
「
期
待
し
て
い
る
よ
」
と
叱
咤
激

励
し
、
奥
に
続
く
フ
ロ
ア
の
絵
本
は
「
大
丈
夫
だ

よ
」
と
そ
っ
と
癒
し
て
く
れ
る
。
オ
ン
ラ
イ
ン
上

で
の
図
書
館
利
用
（
本
学
で
はBIRD

：Bukkyo 

university library’s Inform
ation &

 Research 

D
atabases

）
が
可
能
に
な
り
、
昨
今
の
コ
ロ
ナ

禍
で
は
さ
ら
に
そ
の
機
能
が
有
用
で
あ
る
が
、
本

の
装
丁
を
通
し
て
感
じ
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
、
私
に

と
っ
て
貴
重
で
あ
る
。
小
学
生
の
頃
か
ら
感
じ
て

い
る
図
書
室
の
も
つ
雰
囲
気
は
、
司
書
の
方
々
の

穏
や
か
さ
と
と
も
に
佛
教
大
学
に
お
い
て
も
存
在

す
る
。

　

図
書
館
、
そ
こ
に
は
、
多
く
の
先
人
た
ち
が
時

間
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
か
け
て
探
求
し
発
見
し
た
成

果
や
経
験
知
を
記
し
た
数
々
の
著
作
が
あ
る
。
患

者
さ
ん
や
ご
家
族
、
時
に
は
医
療
者
が
、
命
を
刻

み
綴
っ
た
闘
病
記
や
体
験
記
の
数
々
、
純
真
な
子

ど
も
の
こ
こ
ろ
を
呼
び
戻
し
生
命
を
吹
き
込
ん
で

く
れ
る
絵
本
た
ち
も
集
っ
て
い
る
。
思
い
が
け
ず
、

目
か
ら
鱗
の
プ
レ
ゼ
ン
ト
に
も
め
ぐ
り
会
う
。
図

書
館
は
、
研
究
や
教
育
に
向
か
う
学
び
の
基
地
で

あ
り
、
そ
の
空
間
が
醸
し
出
す
雰
囲
気
と
と
も
に
、

私
を
初
心
に
返
ら
せ
て
く
れ
る
場
と
な
っ
て
い
る
。

図書館を想う

た
。
慣
れ
親
し
ん
で
き
た
地
球
環
境
か
ら
初
め
て

外
に
出
て
地
球
を
見
る
と
い
う
特
異
な
体
験
、
宇

宙
飛
行
士
の
多
く
が
語
ら
な
か
っ
た
内
的
衝
撃

が
、
状
況
は
異
な
る
が
難
病
と
診
断
さ
れ
た
若
い

患
者
の
体
験
に
通
じ
る
も
の
が
あ
る
よ
う
な
気
が

し
た
。
当
時
、
こ
の
書
を
複
数
の
書
店
に
探
し
求

め
た
こ
と
を
思
い
出
す
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
書
も

単
行
本
で
本
学
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
こ
の
研
究
を
め
ぐ
っ
て
は
、IBD

患
者

さ
ん
に
対
象
と
な
っ
て
い
た
だ
く
一
方
で
、
信
頼

す
る
医
師
と
共
に
、
＂ざ
っ
く
ば
ら
ん＂
に
参
加
で

き
る
患
者
会
を
設
立
し
、
10
人
程
の
患
者
さ
ん
と

活
動
を
開
始
し
た
。
現
在
も
世
話
人
と
し
て
か

か
わ
っ
て
い
る
が
、
こ
の
患
者
会
を
支
援
し
て
い

く
際
に
手
引
き
と
し
た
の
が
、『
セ
ル
フ
ヘ
ル
プ

グ
ル
ー
プ
ー
わ
か
ち
あ
い
・
ひ
と
り
だ
ち
・
と
き

は
な
ち
』（
岡
知
史
著
、
星
和
書
店
、
１
９
９
９

年
）、『
セ
ル
フ
ヘ
ル
プ
・
グ
ル
ー
プ
の
理
論
と

展
開
ー
わ
が
国
の
実
践
を
ふ
ま
え
て
』（
久
保
紘

章
、
石
川
到
覚
編
、
中
央
法
規
出
版
、
１
９
９
８

年
）
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
後
の
『
セ
ル
フ
ヘ
ル

プ
・
グ
ル
ー
プ
ー
当
事
者
へ
の
ま
な
ざ
し
』（
久

保
紘
章
著
、
相
川
書
房
、
２
０
０
４
年
）、『
セ

ル
フ
・
ヘ
ル
プ
・
グ
ル
ー
プ
の
理
論
と
実
際
ー

人
間
と
し
て
の
自
立
と
連
帯
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
』

（Gartner,Alan;Riessm
an,Frank

原
著
、
久
保

紘
章
監
訳
、
１
９
８
５
年
））
も
有
用
で
あ
っ
た
。

リ
ー
ス
マ
ン
の
ヘ
ル
プ
・
セ
ラ
ピ
ー
理
論
＂人
は
援

助
す
る
こ
と
で
最
も
援
助（
利
益
）を
受
け
る＂
は
、

患
者
さ
ん
た
ち
も
相
補
的
・
側
面
的
支
援
で
か
か

わ
る
私
た
ち
医
療
者
も
実
感
し
て
い
る
。
こ
れ
ら

の
文
献
は
す
べ
て
本
学
の
紫
野
図
書
館
に
所
蔵
さ

れ
て
お
り
、
一
昨
年
の
看
護
学
関
係
の
テ
キ
ス
ト

一
部
執
筆
の
際
、
懐
か
し
く
手
に
す
る
こ
と
が
で

き
た
。
前
述
の
看
護
文
献
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
の

古
き
良
き
文
献
が
看
護
学
科
開
設
わ
ず
か
10
年
の

佛
教
大
学
に
整
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
誇
り
を
感

じ
る
。

　

大
学
院
修
士
課
程
（
博
士
前
期
課
程
）
を
修
了

後
は
、
教
育
の
場
で
は
な
く
再
び
臨
床
に
戻
り
、

２
０
０
５
年
に
認
定
を
受
け
た
専
門
看
護
師
と
し

て
の
活
動
に
専
心
し
た
。
患
者
さ
ん
の
療
養
支
援

と
し
て
、
駆
け
込
み
や
す
く
、
ち
ょ
っ
と
し
た
こ

と
も
聞
き
や
す
い
、
そ
ん
な
看
護
相
談
室
を
専
門

看
護
師
の
仲
間
と
立
ち
上
げ
た
。
さ
ら
に
病
院
長

の
理
解
を
得
て
、
患
者
・
家
族
の
情
報
ニ
ー
ズ
に

応
え
た
い
と
、
活
用
さ
れ
ず
眠
っ
て
い
た
大
学
病

院
内
の
書
籍
を
集
め
て
総
合
案
内
の
フ
ロ
ア
に
図

書
コ
ー
ナ
ー
を
設
置
し
た
。
医
療
関
係
書
や
闘
病

記
、
小
説
、
詩
集
、
絵
本
、
歴
史
書
、
旅
や
趣
味

な
ど
７
０
０
冊
足
ら
ず
の
本
が
並
ん
だ
。
大
学
の

図
書
館
と
は
ま
た
違
っ
た
形
だ
が
、
本
が
あ
る
風

景
は
ふ
っ
と
落
ち
着
く
空
間
に
な
る
。
病
院
長
も

ご
自
身
の
著
作
を
寄
贈
さ
れ
た
。

　

そ
の
後
、
最
後
の
場
と
し
て
看
護
基
礎
教
育
に

戻
り
、
博
士
後
期
課
程
に
も
進
む
こ
と
に
な
っ
た
。

研
究
で
は
、IBD

患
者
の
生
活
体
験
を
明
ら
か
に

1819

藪
やぶした

下 八
や え

重
保健医療技術学部看護学科教授

大阪府立看護大学大学院修士課程修了、兵庫県立大学
大学院看護学研究科博士後期課程満期退学。
20 年余りの臨床経験ののち、近大姫路大学看護学部
講師、大阪府立大学大学院看護学研究科准教授を経て
2018 年に本学着任、現職。専門分野は慢性看護学（元
慢性疾患看護専門看護師）。

『看護の基本となるもの』（翻訳と原本）

『老い』上下巻



佛教大学附属図書館　新型コロナ　  ウイルス感染症に関する対応

2020

2021

2021

▼日付	 ▼実施内容
2020年	 ・新型コロナウイルス感染症拡大防止のためのお願い
3月18日	 　発熱・咳等体調不良者の利用制限
	 　一般の方の利用制限
	 　図書館・室内での感染症対策についての注意喚起
	 　（こまめな手洗い、手指消毒、マスク着用、咳エチケット、他の利用者と距離をとって着席）
	 　ブックポスト（夜間返却口）の終日開放
	 　〈紫野〉多目的学習室、グループ学習室の利用を停止
4月2日	 ・WEBサイト「佛教大学教員著作紹介サイト・先生の書いた本」を公開
	 ・ProQuestのデータベース、期間限定無料公開サービスのお知らせ（～6/30）
4月3日	 ・オンラインで利用できる電子コンテンツの案内
4月8日	 ・Maruzen	eBook	Libraryの試読サービスの実施（～10/13）
4月9日	 ・キャンパス内入構禁止に伴う臨時休館（～5/10、延長～6/7）
	 　貸出期間の延長（返却期限日が3/18から5/11までのものについては、5/16まで期限延長）
	 　図書の郵送等による返却について案内
4月10日	 ・Maruzen	eBook	Library、同時アクセス数の拡大（～7/31）
4月17日	 ・図書館ポータルサイト「BIRD」の利用マニュアル（2020年度WEB版）公開
	 ・Maruzen	eBook	Libraryにて、岩波新書・岩波文庫の電子ブック400冊アクセス可能（～2021/3/31）
4月21日	 ・春学期（遠隔授業）の図書館利用についてのお知らせ
	 　貸出期間の延長（当初の返却期限日が3/18から8/3までのものについて、8/7まで期限延長）
4月22日	 ・送本貸出の利用対象者拡大（～7/31、延長～9/23）
	 ・文献複写依頼物の郵送サービス利用対象者拡大（～7/31、延長～9/23）
4月23日	 ・ProQuestのデータベースの使い方がわかるWEBセミナーのお知らせ
5月11日	 ・キャンパス内入構禁止に伴う臨時休館延長（～6/7）
5月14日	 ・医中誌	-	新型コロナウイルス感染症の関連情報の公開のお知らせ
5月20日	 ・Maruzen	eBook	Library、合計147社の電子ブックの同時アクセス数50に拡大（～7/31）
6月4日	 ・図書館新システムAlma運用開始
	 ・図書館新システムにおける、図書館ポータルサイト「BIRD」内の「LIBon」利用ガイドを公開
6月8日	 ・キャンパス入構禁止期間中の事前申請制による図書館利用開始（～7/12）
	 　対　　象：本学の学部生・院生・研究員・研究生・研修生・科目等履修生
	 　　　　　　本学教職員は申請不要。卒業生、その他利用者等は利用不可
	 　方　　法：2日前まで（土日祝除く）に利用申請
	 　開館時間：10:00-12:00、13:00-15:00（12:00-13:00	清掃スタッフによる清掃・消毒作業）
	 　利　　用：一人１日１回１時間まで（１日４回入れ替え制）
	 　　　　　　１日の入館者数は、紫野キャンパス図書館50人、二条キャンパス図書室10人まで
	 　サービスは、貸出・返却手続き、複写（コピー）のみ。閲覧室は使用不可
	 　OPAC端末の利用台数を制限〈紫野〉１階・２台、〈二条〉１台
	 　〈紫野〉地階書庫資料出納用簡易カウンターの設置
	 　　　　　地階書庫は立ち入り不可（出納制）
	 　　　　　研究個室、多目的学習室、グループ学習室は使用不可
	 　　　　　新聞コーナー立ち入り不可
	 　【図書館・室内での感染症対策】以降継続
	 　　1）カウンターに飛沫防止用ビニールシートを設置
	 　　2）利用者用端末の台数を制限し、利用可能端末にキーボードカバーを装着
	 　　3）事務用端末にキーボードカバーを装着
	 　　4）フロアマーカーを設置（入口からカウンターまで）
	 　　5）フェイスシールドを配備
	 　　6）換気のため、扉・窓を開放
	 　　7）アルコール消毒液を配置
	 　　8）注意喚起の徹底（入構前の健康状態の確認、手洗い・手指消毒・マスク着用・咳エチケット、社会的距離の確保）
	 　　9）入退館ゲートによる利用者管理
	 ・TKCローライブラリーのリモートアクセス利用開始（～8/31、延長～2021/3/31）
6月23日	 ・図書館新システムの導入に伴い、「お気軽検索」と「蔵書検索（OPAC）」のデザインを統合

6月24日	 ・図書館ポータルサイト「BIRD」の利用マニュアル（新システム対応ver.）を公開
7月13日	 ・キャンパス入構規制の段階的緩和に伴い、事前申請制による図書館利用条件を緩和（～7/31）
	 　対　　象：本学の学部生・院生・研究員・研究生・研修生・科目等履修生
	 　　　　　　本学教職員は申請不要。卒業生、その他利用者等は利用不可
	 　方　　法：2日前まで（土日祝除く）に利用申請
	 　開館時間：10:00-12:00、13:00-15:00（12:00-13:00	清掃スタッフによる清掃・消毒作業）
	 　利　　用：一人１日１回２時間まで（１日２回入れ替え制）
	 　　　　　　１日の入館者数は、紫野キャンパス図書館100人、二条キャンパス図書室20人まで
	 　レファレンスサービスの再開
	 　サービスは、貸出・返却手続き、複写（コピー）、レファレンスサービスのみ。閲覧室は使用不可
	 　OPAC端末は利用台数を制限〈紫野〉１階・２台、〈二条〉１台
	 　〈紫野〉地階書庫は立ち入り不可（出納制）
	 　　　　　研究個室、多目的学習室、グループ学習室は使用不可
	 　　　　　新聞コーナーは立ち入り不可
8月3日	 ・対面授業の実施および事務局窓口業務再開に伴い、事前申請を不要とし図書館短縮開館（～8/31）
	 　対　　象：本学の学部生・院生・研究員・研究生・研修生・科目等履修生と本学教職員
	 　　　　　　卒業生、その他利用者等は利用不可
	 　開館時間：9:00-18:00
	 　閲覧座席数を制限して間隔を広く保った配席とし、閲覧席の利用を再開
	 　館・室内の滞在時間は極力短くして、３時間以内
	 　視聴覚資料、および貸出用ＰＣの利用は不可
	 　OPAC端末の利用制限緩和〈紫野〉１階・２台、他の各階・１台、〈二条〉２台
	 　〈紫野〉地階書庫の利用を再開。人数制限（同時入庫10人まで）のうえ、滞在時間１時間以内
	 　　　　　研究個室の利用を再開。１室の利用を１日あたり１人に限定
	 　　　　　新聞コーナー再開
	 　　　　　アルコール消毒液を増配置
	 ・送本貸出利用対象者拡大期間の延長（～9/23）
	 ・文献複写依頼物の郵送サービス利用対象者拡大期間の延長（～9/23）
8月4日	 ・KinoDenの試読サービスの実施（～10/31）
9月1日	 ・短縮開館（サービスについては、8/3以降と同じ）
	 　開館時間：9:00-17:00（授業のない日曜・祝日は休館）
9月21日	 ・秋学期開始
	 ・短縮開館（サービスについては、8/3以降と同じ）
	 　対　　象：本学の学部生・院生・研究員・研究生・研修生・科目等履修生と本学教職員
	 　　　　　　卒業生、その他利用者等は利用不可
	 　開館日程・時間：授業のある平日・土曜・祝日　　　　　　　　　：9:00-18:00
	 　　　　　　　　　授業のない平日・土曜、オリエンテーション期間：9:00-17:00
	 　　　　　　　　　・スクーリングのオンライン開講に伴い、授業のない日曜・祝日は休館
	 　〈紫野〉多目的学習室、グループ学習室は、授業でのみ使用許可
	 　OPAC端末の利用制限緩和〈紫野〉１階・４台、他の各階・１台、〈二条〉２台
10月2日	 ・EBSCOhostでAcademic	Search	Ultimateを期間限定で利用開始（～12/29）
10月15日	 ・図書館について学べるWEBサイト「まナビゲーション」のリニューアル版を公開
10月28日	 ・ホームカミングデーの図書館紹介動画をyoutubeにて公開
11月2日	 ・Maruzen	eBook	Libraryの試読サービス実施（～2021/3/31）
11月11日	 ・〈紫野〉研究個室の利用を拡大。１室の利用を１日あたり２人まで（利用後、利用者による消毒）
12月1日	 ・卒業論文・修士論文等提出日対応の開館時間
	 　〈紫野〉9:00-20:00（12/1～12/18、日曜除く）
12月24日	 ・Maruzen	eBook	Libraryに人気の電子ブックをアクセス追加
2021年	 ・図書館ポータルサイト「BIRD」の利用マニュアルの最新版（動画およびPDF）を公開
3月24日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　			
8月23日	 ・送本貸出の利用対象者拡大
	 ・文献複写依頼物の郵送サービス利用対象者拡大

★ 青字はオンライン対応



開館日数
（単位：日）

開館時間
（単位：時間）

月入館者数
（単位：人）

１日平均入館者数
（単位：人）

月別カウンター貸出件数
（単位：件）

月別カウンター貸出冊数
（単位：冊）

月別送本
貸出件数

（単位：件）

月別送本
貸出冊数

（単位：冊）2020年度 紫野 二条 紫野 二条 紫野 二条 紫野 二条 紫野 二条 紫野 二条
４月 7 7 56 56 784* 68* ― ― 315* 25* 752* 59* 90 288 
５月 0 0 0 0 176* 18* ― ― 82* 5* 129 ＊ 8* 251 462 
６月 16 16 80 80 585 61 37 4 250 23 970 103 64 188 
７月 21 21 105 105 837 70 40 3 307 26 1,091 76 83 251 
８月 27 26 242 208 1,929 189 71 7 506 57 1,724 136 26 87 
９月 20 19 167 159 4,357 279 218 15 873 83 2,269 187 26 66 
10 月 25 25 225 225 10,931 988 437 40 1,854 259 4,230 542 53 160 
11 月 23 23 204 204 9,475 1,083 412 47 1,644 218 3,767 440 31 74 
12 月 20 20 211 179 10,506 1,414 525 71 1,578 172 3,693 352 22 69 
１月 19 19 170 170 7,819 1,862 412 98 1,299 141 2,946 351 33 99 
２月 19 27 160 240 2,442 524 129 19 538 85 1,681 235 24 73 
３月 24 24 192 192 1,995 186 83 8 423 50 1,220 126 19 42 

2020年度図書館利用統計

＊4月・5月は、臨時休館中の学内関係者および教職員の来館、貸出を含む（平均入館者数は算出できず）

館内の感染症対策

飛沫防止ビニールシート

フロアマーカー

研究個室

閲覧室

手指消毒用アルコール液

館内PC

2223

Maruzen eBook Library アクセス数（月別）

2020年度送本貸出件数・冊数（週別）

※送本貸出利用対象者拡大期間：4月22日～9月23日

■2019年　■2020年

━━	件数　━━	冊数
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佛教大学附属図書館報『常照』第 68 号をお届けしま
す。2021 年度から伊藤真宏学長、藤井透附属図書館
長のもとで、整備を進めてまいります。新型コロナウイ
ルス感染症に関する図書館のこれまでの対応を一覧に
まとめました。現在も、安心してご利用いただけるよう
に感染拡大防止に伴う対策を継続し取り組んでいます。
図書館の機能をさまざまにご活用ください。

後 

記

佛教大学附属図書館の沿革と「成徳常照館」の由来

　

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
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
。

佛
教
大
学
附
属
図
書
館
の
事
業
活
動
報
告
　

2
0
2
0
～
2
0
2
1
年
度
前
半
期

2020年度

4
月	

特
設
サ
イ
ト「
佛
教
大
学
教
員
著
作
紹
介
サ
イ
ト
・
先
生
の
書
い
た
本
」を
開
設
。

	
企
画
展
示（
図
書
館
１
階
）　
「
佛
教
大
学
教
員
著
作
紹
介
サ
イ
ト
・
先
生
の
書
い
た
本
」と
、佛
教
大
学

教
育
後
援
会
の
援
助
金
に
よ
る「SD

G
s

に
関
連
し
た
図
書
」を
随
時
更
新
し
な
が
ら
展
示
。

4
月
9
日	

キ
ャ
ン
パ
ス
内
へ
の
入
構
禁
止
に
伴
う
図
書
館
臨
時
休
館（
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大
防
止
の

た
め
）。

	

春
学
期
遠
隔
授
業（
キ
ャ
ン
パ
ス
入
構
禁
止
）に
伴
い
、貸
出
期
間
延
長
。図
書
の
郵
送
返
却
受
付
案
内
。

	

図
書
館
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト「BIRD

」利
用
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
公
開
。

4
月
22
日	

「
春
学
期
図
書
館
利
用
に
つ
い
て
」を
掲
出
し
、送
本
貸
出
・
文
献
複
写
郵
送
等
を
開
始
。

6
月	

図
書
館
新
シ
ス
テ
ムAlm

a
の
運
用
開
始
。

	

図
書
館
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト「BIRD
」お
気
軽
検
索
と
蔵
書
検
索（O

PAC

）の
デ
ザ
イ
ン
を
統
合
。

	

図
書
館
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト「BIRD

」の
利
用
マ
ニ
ュ
ア
ル（
新
シ
ス
テ
ム
対
応ver.

）を
公
開
。

6
月
8
日	

キ
ャ
ン
パ
ス
入
構
禁
止
期
間
中
の
図
書
館
制
限
開
館（
事
前
申
請
制
入
館
対
応
）開
始
。

	

「
対
面
授
業
開
始
に
お
け
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
防
止
の
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン〔
学
生
向
け
〕」に
則
し
て
、感
染
防
止
策
を
講
じ
た
う
え
で
の
再
開
。

7
月
13
日	

キ
ャ
ン
パ
ス
入
構
規
制
の
段
階
的
緩
和
に
伴
う
図
書
館
制
限
開
館（
事
前
申
請

制
入
館
対
応
）。

8
月
3
日	

対
面
授
業
の
実
施
お
よ
び
事
務
局
窓
口
業
務
の
再
開
に
伴
う
図
書
館
開
館
。

9
月
21
日	

秋
学
期
対
面
授
業
実
施
に
伴
う
図
書
館
の
開
館
。

10
月
15
日	

図
書
館
に
つ
い
て
学
べ
る
サ
イ
ト「
ま
ナ
ビ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
」を
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
。

3
月
24
日	

図
書
館
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト「BIRD

」ガ
イ
ダ
ン
ス
動
画
を
作
成
し
、公
開
開
始
。

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

4
～
7
月	

江
戸
時
代
の
活
字
本

9
～
11
月	

絵
巻
に
み
る
ヒ
ー
ロ
ー
た
ち
の
活
躍
─
頼
光
と
四
天
王（
前
期
・
後
期
）

12
～
1
月	

詣（
も
う
）で
る
。─「
密
」を
避
け
て
書
物
の
中
へ（
前
期
・
後
期
）

2
～
3
月	

春
を
詠
む（
前
期
・
後
期
）

QRコードによってデジタルコレクション
画像が確認できる

中央展示（2021年8月）

4
月	

昨
年
度
に
引
き
続
き
、新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
防
止
の
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
に
則
し
て
、感
染
防
止
策
を
講
じ
た
う
え
で
の
短
縮
開
館
を
継
続
。

	

企
画
展
示（
図
書
館
１
階
）　
「
佛
教
大
学
教
員
著
作
紹
介
サ
イ
ト
・
先
生

の
書
い
た
本
」と
、佛
教
大
学
教
育
後
援
会
の
援
助
金
に
よ
る「
人
類
と
感

染
症
」（
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
関
連
）を
随
時
更
新
し
な
が
ら
展
示
。

	

対
面
ガ
イ
ダ
ン
ス
に
代
わ
る
も
の
と
し
て
、図
書
館
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト

「BIRD

」利
用
方
法
を
、動
画
版
お
よ
びPD

F

版
に
よ
っ
て
案
内
。ま
た
、

図
書
館
に
つ
い
て
Q
&
A
形
式
で
学
べ
るW

EB

サ
イ
ト
を
紹
介
。

中
央
展
示
テ
ー
マ（
2
0
2
1
年
4
月
～
9
月
）

4
～
5
月	

京
み
ぎ
・
ひ
だ
り（
前
期
・
後
期
）

6
～
7
月	
江
戸
時
代
の
祇
園
祭（
前
期
・
後
期
）　

8
月	
送
り
火
～
五
山
と
消
え
た「
い
」

2021年度


