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は
な
は
だ
私
事
で
は
あ
る
が
、
本
年
は

か
つ
て
知
遇
を
得
た
エ
デ
ィ
ン
バ
ラ
大
学

の
歴
史
学
者
で
あ
っ
た
ジ
ョ
ン
・
ブ
ラ
ウ

ン
博
士
（John Brow

n,1937

～2012

）

の
13
回
忌
の
年
に
当
た
る
の
で
思
い
出
を

書
い
て
み
た
い
。
ブ
ラ
ウ
ン
博
士
は
単
著
、

The British W
elfare State,1995. 

1
冊

を
残
し
た
が
邦
訳
は
さ
れ
て
お
ら
ず
、
生

涯
を
通
し
て
決
し
て
多
産
な
研
究
者
で
は

な
か
っ
た
。
よ
っ
て
、
日
本
で
は
あ
ま
り

知
ら
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
わ
た
し
が

長
年
、
研
究
テ
ー
マ
と
し
て
き
た
一
世
紀

前
の
世
紀
転
換
期
イ
ギ
リ
ス
社
会
政
策
思

想
研
究
の
世
界
で
は
、
博
士
は
き
わ
め
て

重
要
な
研
究
を
残
さ
れ
た
。「
ロ
ン
ド
ン
調

査
」
で
有
名
な
C.
ブ
ー
ス
は
、
同
調
査
の

中
で
設
定
し
た
Ｂ
階
級
（
主
に
臨
時
労
働

者
）
を
全
体
の
労
働
市
場
か
ら
取
り
除
き

レ
ー
バ
ー
コ
ロ
ニ
ー
に
収
容
す
る
こ
と
で

貧
困
問
題
を
解
決
す
べ
き
だ
と
す
る
構
想

を
持
っ
て
い
た
。
こ
の
事
実
を
、
50
年
以

上
も
前
の
論
文
で
は
じ
め
て
明
ら
か
に
し

た
の
が
博
士
だ
っ
た（Charles Booth and 

Labour Colony 1889-1905, Econom
ic 

H
istory Review

,Aug.1968.

）。
そ
し
て

こ
の
論
文
は
、
最
新
の
当
該
テ
ー
マ
に
か

か
わ
る
文
献
の
な
か
で
も
引
用
さ
れ
て
い

る
（L.Goldm

an ,Victorians&
N

um
bers

,2022,p.269

）。 

　

わ
た
し
は
博
士
の
独
創
的
な
研
究
に
惹

か
れ
て
、
博
士
の
学
位
論
文
、‘Ideas 

Concerning Social Policy and their 

In
flu

en
ce o

n
 L

eg
islatio

n
 in 

Britain,1902-1911’

（Ph.,D.,London, 

1964

）
の
引
用
許
可
を
い
た
だ
く
た
め

に
、
１
９
８
７
年
に
博
士
に
エ
ア
・
メ
ー

ル
を
送
っ
た
。
す
ぐ
に
、
そ
れ
へ
の
快
諾

と
親
切
な
返
事
を
い
た
だ
い
た
。
１
９
９

１
年
に
、
エ
デ
ィ
ン
バ
ラ
に
博
士
を
訪
ね
、

昼
食
を
ご
一
緒
し
た
の
が
最
初
で
最
後
の

出
会
い
と
な
っ
た
。
２
０
０
５
年
度
に
本

学
か
ら
1
年
間
の
長
期
研
修
の
機
会
を
与

え
ら
れ
た
の
で
、
ふ
た
た
び
博
士
を
訪
ね

る
べ
く
渡
英
前
に
連
絡
を
取
り
、
ス
コ
ッ

ト
ラ
ン
ド
の
研
究
者
に
も
紹
介
し
て
い
た

だ
く
運
び
と
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
同

年
に
ロ
ン
ド
ン
か
ら
具
体
的
な
日
程
を
決

め
る
相
談
を
し
た
と
こ
ろ
、
奥
様
の
体
調

が
よ
く
な
い
と
い
う
返
事
を
い
た
だ
き
、

博
士
を
訪
ね
る
こ
と
を
断
念
し
た
。

た
だ
一
回
お
会
い
し
た
機
会
に
、
今
、

思
い
出
し
て
も
冷
や
汗
も
の
の
大
変
、
失

礼
な
質
問
を
し
た
。「
な
ぜ
、
学
位
論
文
を

も
と
に
し
て
本
を
書
か
な
い
の
で
す
か
」

と
わ
た
し
が
質
問
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
質
問
に
対
し
て
博
士
は
、「
研
究
対

象
と
し
て
い
る
時
期
か
ら
先
の
時
期
ま
で

研
究
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
当
該
時
期
の

附属図書館長・社会学部教授　藤井 透

思い出
ジョン・ブラウン博士の

真
の
重
要
性
が
わ
か
り
ま
す
。
よ
っ
て
、

今
は
少
し
先
の
時
期
を
研
究
し
て
い
る
の

で
ま
だ
本
が
出
せ
ま
せ
ん
」
と
い
う
趣
旨

の
大
変
、
几
帳
面
な
回
答
だ
っ
た
。
博
士

は
き
わ
め
て
温
厚
で
気
さ
く
な
人
柄
の
研

究
者
で
あ
っ
た
。
博
士
の
教
え
子
の
ひ
と

り
に
、
ゴ
ー
ド
ン
・
ブ
ラ
ウ
ン
英
国
労
働

党
元
党
首
・
首
相
が
い
た
こ
と
も
付
言
し

て
お
こ
う
。
研
究
者
と
し
て
も
教
育
者
と

し
て
も
尊
敬
で
き
る
博
士
だ
っ
た
。
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の
目
的
は
、
ま
さ
に
全
点
の
書
誌
調
査
を
踏
ま
え
た
目
録
を
作
成
す
る
こ
と
に

あ
る
。
そ
の
な
か
で
得
ら
れ
た
知
見
を
も
と
に
論
述
す
る
。

真
福
寺
の
歴
史
と
目
録

真
福
寺
の
蔵
書
形
成
の
歴
史
と
目
録
と
の
関
係
は
切
っ
て
も
切
り
離
せ
な

い
。
真
福
寺
を
創
建
し
た
能
信
は
真
言
密
教
小
野
流
の
法
流
を
三
人
の
師
か
ら

伝
授
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
法
流
は
、
そ
れ
ぞ
れ
慈
恩
寺
流
・
安
養
寺
流
・
武
蔵

流
と
よ
ば
れ
、
真
福
寺
で
は
＂
大
須
三
流
＂
と
総
称
し
て
い
る
。
注
目
す
べ
き

は
、
法
流
の
伝
受
に
際
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
法
流
の
師
が
所
持
し
て
い
た
大
量

の
聖
教
を
、
能
信
と
そ
の
同
法
や
門
弟
た
ち
が
書
写
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

法
流
の
伝
受
と
聖
教
書
写
が
連
動
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
同
じ
こ

と
は
二
世
信
瑜
へ
の
代
替
わ
り
の
際
に
も
認
め
ら
れ
る
。
能
信
が
学
ん
だ
＂
大

須
三
流
＂
の
法
流
と
聖
教
は
、
能
信
の
側
近
で
あ
っ
た
宥
恵
と
い
う
僧
を
介
し

て
、
真
福
寺
二
世
の
信
瑜
に
伝
え
ら
れ
る
。
そ
の
際
に
、
宥
恵
に
よ
っ
て
『
聖

教
目
録
真
福
寺
』
と
題
し
た
目
録
が
作
成
さ
れ
た
。
こ
の
目
録
は
、
真
福
寺
の
後

継
者
に
伝
え
ら
れ
た
聖
教
の
リ
ス
ト
と
考
え
ら
れ
る
。

信
瑜
は
真
福
寺
二
世
と
な
っ
た
後
、
当
代
随
一
の
学
問
水
準
を
誇
る
東
大
寺

東
南
院
の
聖
珍
法
親
王
に
仕
え
信
任
を
得
て
、
聖
珍
か
ら
密
教
法
流
を
承
け

た
。
そ
れ
と
同
時
に
東
南
院
が
有
す
る
貴
重
な
聖
教
典
籍
を
多
く
書
写
し
大
須

の
地
に
伝
え
て
い
る
。
さ
ら
に
、
真
福
寺
三
世
の
任
瑜
は
貴
種
で
あ
っ
た
こ
と

か
ら
、
真
福
寺
へ
の
入
寺
に
際
し
て
、
東
大
寺
の
貴
重
書
の
写
本
あ
る
い
は
原

本
が
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
集
め
ら
れ
た
蔵
書
が
、

学
問
所
と
し
て
の
真
福
寺
の
活
動
の
基
盤
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

室
町
時
代
に
入
っ
て
も
蔵
書
を
充
実
さ
せ
て
い
く
が
、
そ
れ
ら
を
管
理
す
る

必
要
性
に
も
迫
ら
れ
、
目
録
が
作
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、
真
福
寺
は

た
び
た
び
水
害
に
遭
っ
て
い
る
。
真
福
寺
の
立
地
は
、
木
曽
川
と
長
良
川
が
交

わ
る
交
通
の
要
所
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
故
に
水
害
の
危
険
性
も
高
い
地
域
で
あ
っ

た
。
室
町
時
代
後
期
に
水
害
に
遭
っ
た
蔵
書
の
リ
ス
ト
で
あ
る
『
大
須
聖
教
目

録
不
足
分
』
が
作
成
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
か
ら
は
、
被
害
の
大
き
さ
を
う
か

―
大
須
文
庫
の
も
の
を
例
と
し
て

　

図
書
館
に
「
目
録
」
と
名
の
つ
く
書
物
は
た
く
さ
ん
あ
る
。
仮
に
「
佛
教
大

学
蔵
書
検
索
（O

PAC

）」
で
「
目
録
」
と
検
索
を
か
け
る
と
、
二
万
七
千
点
以

上
が
ヒ
ッ
ト
す
る
。
膨
大
な
量
の
目
録
が
出
版
さ
れ
て
い
て
、
図
書
館
も
多
く

所
蔵
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
も
そ
も
目
録
と
は
な
に
か
。『
日
本
国
語
大
辞
典
』
第
二
版
を
引
く
と
、
一

つ
目
の
意
味
と
し
て
「
書
物
や
文
書
な
ど
の
題
目
・
項
目
な
ど
を
集
め
て
記
し

た
も
の
」
と
あ
る
。
そ
れ
以
外
に
も
、
物
の
あ
る
場
所
を
明
ら
か
に
す
る
た
め

に
作
ら
れ
た
り
、
物
を
授
受
す
る
際
に
作
成
さ
れ
た
り
す
る
も
の
が
あ
る
、
と

さ
れ
る
。
目
録
と
言
っ
て
も
様
々
な
種
類
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
日

本
中
世
の
仏
教
文
学
や
寺
院
蔵
書
の
研
究
を
し
て
い
る
私
が
利
用
す
る
こ
と
が

多
い
の
は
、
書
物
や
文
書
の
目
録
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
目
録
は
、
い
つ
頃
か
ら
作
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
中
国

で
は
早
く
か
ら
目
録
学
が
成
立
し
、
経
典
の
目
録
で
あ
る
経
録
も
作
ら
れ
て
い

る
。
日
本
で
も
、
そ
の
経
録
が
伝
来
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、『
弘
法
大
師
請
来

目
録
』
の
よ
う
に
入
唐
僧
が
伝
来
し
た
書
物
の
目
録
が
編
ま
れ
た
り
、
平
安
時

代
前
期
に
藤
原
佐
世
が
勅
命
に
よ
り
『
日
本
国
見
在
書
目
録
』
を
編
纂
し
た
り

し
て
い
る
。
そ
し
て
、
中
世
の
寺
院
に
お
い
て
も
目
録
を
作
成
し
、
そ
れ
を
書

写
し
て
各
種
揃
え
て
い
た
。
そ
れ
ら
の
果
た
し
た
役
割
は
な
に
か
。
そ
の
問
題

に
全
面
的
に
答
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
名
古
屋
市
に
あ
る
大
須
観
音
宝
生

院
の
蔵
書
で
あ
る
大
須
文
庫
の
も
の
を
例
に
少
し
く
考
え
た
い
。

大
須
観
音
は
真
福
寺
と
い
う
寺
名
を
も
つ
真
言
宗
寺
院
で
あ
る
。
鎌
倉
時
代

末
期
に
尾
張
国
中
島
郡
（
現
在
の
岐
阜
県
羽
島
市
）
に
創
建
さ
れ
た
、
地
域
を

代
表
す
る
学
問
寺
院
で
あ
っ
た
。
学
問
を
す
る
た
め
に
は
、
今
も
昔
も
書
物
は

必
要
不
可
欠
で
あ
る
。
真
福
寺
も
真
言
密
教
聖
教
（
仏
教
関
連
の
書
籍
）
を
中

心
と
し
て
、
幅
広
い
仏
教
書
、
さ
ら
に
は
漢
籍
や
神
道
書
な
ど
も
所
蔵
し
て
い

た
。
現
在
も
、
国
宝
に
指
定
さ
れ
て
い
る
『
古
事
記
』
な
ど
一
万
五
千
点
を
超

え
る
聖
教
や
典
籍
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
い
ま
だ
そ
の
全
体
像
は
明

ら
か
で
は
な
い
た
め
、
現
在
、
名
古
屋
大
学
を
中
心
と
し
た
グ
ル
ー
プ
に
よ
り

調
査
研
究
が
進
め
ら
れ
て
お
り
、
私
も
継
続
し
て
参
加
し
て
い
る
。
そ
の
調
査

日
本
中
世
寺
院
の
目
録
と
そ
の
役
割

仏
教
学
部
仏
教
学
科
准
教
授
　
三
好 

俊
徳



45

言
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
な
性
質
を
備
え
る
も
の
で
あ
る
た

め
、
目
録
は
誰
も
が
手
に
取
る
こ
と
が
で
る
よ

う
な
＂
開
か
れ
た
＂
書
物
で
は
な
か
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
密
教
法
流
の
伝
授
に

伴
い
、
そ
の
法
流
の
修
学
す
べ
き
書
物
の
目
録

や
師
が
所
属
す
る
寺
院
の
蔵
書
の
目
録
が
書

写
・
伝
受
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ

は
修
学
の
結
果
と
し
て
、
よ
う
や
く
目
録
の
閲

覧
が
認
め
ら
れ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

す
な
わ
ち
、
修
学
の
段
階
に
あ
わ
せ
て
ど
の
よ

う
な
書
物
を
読
む
べ
き
か
と
い
う
情
報
は
秘
匿

性
が
高
く
、
目
録
は
そ
の
よ
う
な
情
報
を
体
系

的
に
集
成
し
て
い
る
書
物
で
も
あ
る
と
言
う
こ

と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

そ
の
よ
う
な
他
寺
の
蔵
書
や
修
学
に
関
わ
る
目
録
も
大
須
文
庫
に
は
所
蔵
さ

れ
て
い
る
。
い
く
つ
か
挙
げ
る
と
、
永
暦
元
年
（
一
一
六
〇
）
写
の
源
信
の
弟

子
で
あ
る
寛
印
が
撰
述
し
た
『
阿
弥
陀
仏
経
論
並
章
疏
目
録
』、
文
和
五
年
（
一

三
五
六
）
写
の
真
福
寺
初
代
能
信
が
学
ん
だ
慈
恩
寺
流
と
関
わ
る
大
福
田
寺
の

目
録
で
あ
る
『
真
言
書
目
録
桑
名
大
福
寺
』、
貞
治
三
年
（
一
三
六
四
）
写
の
南
北
朝

時
代
の
東
大
寺
東
南
院
お
よ
び
そ
の
院
主
の
蔵
書
目
録
で
あ
る
『
御
前
聖
教
目

録
・
東
南
院
経
蔵
聖
教
目
録
』
な
ど
で
あ
る
。

こ
れ
ら
は
、
真
福
寺
の
蔵
書
形
成
に
際
し
て
も
参
照
さ
れ
た
可
能
性
は
あ
る
。

そ
し
て
、
集
積
さ
れ
た
聖
教
典
籍
が
、
真
福
寺
の
蔵
書
目
録
に
よ
っ
て
管
理
さ

れ
た
の
で
あ
る
。

目
録
編
纂
と
蔵
書
の
管
理

大
須
文
庫
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
目
録
を
、
そ
の
役
割
に
応
じ
て
二
種
類
に
分

け
た
が
、
目
録
の
作
成
が
蔵
書
を
未
来
に
遺
す
こ
と
に
決
定
的
に
関
わ
る
こ
と

が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
水
害
も
原
因
の
一
つ
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
慶
長
十
年
（
一
六
〇
五
）

に
は
、
徳
川
家
康
の
命
で
真
福
寺
は
名
古
屋
城
下
に
移
転
し
た
。
こ
れ
が
現
在

の
大
須
観
音
の
建
つ
場
所
で
あ
る
。
こ
の
時
に
、
真
福
寺
の
蔵
書
も
、
同
地
に

移
さ
れ
て
い
る
。
以
降
、
尾
張
藩
寺
社
奉
行
の
管
轄
下
に
入
り
、
新
た
に
目
録

を
作
成
し
、
蔵
書
の
管
理
が
行
わ
れ
て
い
る
。
近
代
に
入
る
と
、
太
平
洋
戦
争

中
に
罹
災
し
本
堂
が
焼
失
す
る
な
ど
の
危
機
を
迎
え
る
が
、
戦
後
に
本
堂
は
再

建
し
、
蔵
書
も
現
在
ま
で
遺
さ
れ
て
い
る
。

目
録
か
ら
み
え
る
知
の
体
系

こ
の
よ
う
な
真
福
寺
の
蔵
書
の
形
成
過
程
を
体
現
す
る
書
物
が
目
録
で
あ

る
。
真
福
寺
で
は
、
何
度
か
蔵
書
の
目
録
を
作
成
し
て
い
る
。
ま
ず
は
先
述
の

『
聖
教
目
録
真
福
寺
』
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
真
福
寺
初
代
の
能
信
が
収
集
し
た
聖
教

を
次
代
に
伝
え
る
た
め
に
南
北
朝
期
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
以
降
、

蔵
書
を
管
理
す
る
目
的
で
い
く
つ
か
の
目
録
が
編
ま
れ
て
い
る
。
現
存
し
て
い

る
も
の
だ
け
で
も
、
室
町
時
代
末
期
成
立
の
『
大
須
経
蔵
目
録
』、
慶
長
十
七
年

（
一
六
一
二
）
成
立
の
『
大
須
真
福
寺
宝
生
院
経
蔵
聖
教
目
録
』、
享
保
十
五
年

（
一
七
三
〇
）
成
立
の
『
大
須
真
福
寺
経
蔵
目
録
』、
文
政
四
年
（
一
八
二
一
）

成
立
の
『
宝
生
院
図
書
目
録
』、
そ
し
て
、
昭
和
十
年
（
一
九
三
五
）
に
東
京
帝

国
大
学
教
授
の
黒
板
勝
美
の
調
査
整
理
に
よ
り
成
っ
た
『
大
須
文
庫
目
録
（
通

称
：
黒
板
目
録
）』
が
あ
る
。
こ
れ
以
外
に
も
、
現
在
ま
で
残
ら
な
か
っ
た
目
録

も
あ
っ
た
こ
と
は
十
分
に
想
定
さ
れ
、
定
期
的
に
目
録
を
作
成
し
、
蔵
書
を
管

理
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

こ
れ
ら
の
目
録
を
辿
っ
て
い
く
と
、
蔵
書
の
増
減
が
わ
か
る
。
た
だ
し
、
目

録
を
作
成
す
る
際
に
は
、
た
だ
漫
然
と
書
籍
を
リ
ス
ト
化
し
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
。
多
く
の
目
録
は
、
作
成
の
目
的
に
あ
わ
せ
て
収
録
書
目
の
取
捨
選
択
を

行
い
、
さ
ら
に
内
容
等
に
あ
わ
せ
て
分
類
し
た
結
果
と
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
目
録
は
編
者
の
意
図
や
学
識
を
踏
ま
え
て
作
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
の
意
味
で
は
、
一
定
の
枠
組
み
の
も
と
で
の
知
の
体
系
が
示
さ
れ
て
い
る
と

が
あ
る
。
最
後
に
こ
の
点
を
『
大
須
文
庫
目
録
』
を
例
に
み
て
い
き
た
い
。

『
大
須
文
庫
目
録
』
の
作
成
は
、
昭
和
四
年
（
一
九
二
九
）
に
開
始
さ
れ
た
。

当
時
の
住
職
で
あ
っ
た
大
槻
快
尊
が
依
頼
を
し
て
、
東
京
帝
国
大
学
の
黒
板
勝

美
が
大
須
文
庫
の
調
査
に
携
わ
る
こ
と
で
始
ま
っ
た
。
黒
板
は
学
生
た
ち
と
と

も
に
、
蔵
書
管
理
の
た
め
に
一
点
毎
に
番
号
を
付
与
し
、
防
虫
の
た
め
に
柿
渋

を
塗
布
し
た
紙
袋
に
収
め
た
。
そ
の
う
え
で
目
録
整
備
を
行
い
、
昭
和
十
年
に

全
点
を
網
羅
し
た
目
録
が
完
成
す
る
。
ま
た
、
そ
の
目
録
を
も
と
に
検
索
カ
ー

ド
を
作
成
し
、
出
納
の
利
便
化
も
図
っ
て
い
る
。

そ
の
後
、
昭
和
二
十
年
の
名
古
屋
へ
の
空
襲
に
よ
っ
て
、
本
堂
を
は
じ
め
と

す
る
大
須
観
音
の
大
部
分
は
焼
失
し
た
が
、
大
須
文
庫
の
蔵
書
は
罹
災
を
免
れ

た
。
そ
の
理
由
は
、
目
録
作
成
作
業
に
よ
っ
て
そ
の
価
値
を
改
め
て
認
識
し
た

黒
板
は
、
各
所
に
協
力
を
仰
ぎ
な
が
ら
新
し
い
収
蔵
庫
の
建
設
を
進
め
、
昭
和

十
二
年
に
完
成
し
た
そ
の
施
設
に
、
蔵
書
を
収
め
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ

は
、
当
時
の
最
新
技
術
を
駆
使
し
た
耐
火
設
備
を
備
え
、
湿
度
対
策
も
十
全
に

行
わ
れ
て
い
た
。
こ
の
施
設
の
お
か
げ
で
、
大
須
文
庫
の
蔵
書
は
現
在
ま
で
遺

さ
れ
た
の
で
あ
る
。
目
録
作
成
を
き
っ
か
け
に
戦
禍
を
免
れ
た
と
い
う
こ
と
が

で
き
る
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
大
須
文
庫
の
蔵
書
は
、
何
事
も
な
く
現
在
ま
で
遺
っ
た
の
で
は

な
い
。
蔵
書
が
流
出
し
た
こ
と
も
あ
る
し
、
水
害
や
戦
災
に
よ
っ
て
消
失
の
危

機
に
さ
ら
さ
れ
た
こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
度
に
、
目
録
の
作
成
を
と
お

し
て
保
存
の
基
盤

が
整
え
ら
れ
て
き

た
の
で
あ
る
。
先

人
た
ち
の
集
書
活

動
と
厳
重
な
管
理

の
証
が
、
現
在
ま
で

遺
さ
れ
た
複
数
の

目
録
で
あ
る
と
言

え
よ
う
。

三
み

好
よし

 俊
とし

徳
のり

　仏教学部仏教学科准教授
1980年、福井県生まれ。名古屋大学大学院文学研究科博士課程後
期課程単位取得退学。博士（文学）。専門は、日本中世の仏教文
学、思想史。
主な論文に「仏教史叙述のなかの宗論ー応和の宗論に関連するテ
クストをめぐって」（『日本宗教文化史研究』、2008年）、「真福寺
と尾張地域の寺院―大須文庫所蔵無住関連聖教の伝来について」

（中世禅籍叢刊別巻『中世禅への新視角』臨川書店、2019年）、「院
政期の仏教史叙述における仏典利用」（『仏教学部論集』、2023年）

本中世寺院の目録とその役割 ―大須文庫のものを例として

『東南院御前聖教目録』
（『真福寺古目録集二』真福寺善本叢刊第二期1、

臨川書店、2005年）

『大須観音　今開かれる、奇跡の文庫』
（大須観音宝生院、2012年）

　

蔵
書
目
録
は
書
籍
の
リ
ス
ト
で
あ
る
。
し
か
し
、
単
な
る
リ
ス
ト
と
し
て

と
ら
え
る
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
ろ
う
。
そ
の
な
か
に
は
、
書
物
の
分
類
を

と
お
し
た
知
の
体
系
が
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
書
籍
が
集
め
ら
れ
、
蔵
書

が
管
理
さ
れ
、
保
存
さ
れ
て
き
た
歴
史
が
詰
め
込
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

今
回
は
一
寺
院
の
事
例
の
み
で
論
述
を
し
て
き
た
が
、
図
書
館
に
所
蔵
さ

れ
て
い
る
す
べ
て
の
目
録
に
、
作
成
さ
れ
た
経
緯
が
あ
り
、
そ
こ
に
は
今
回

示
し
た
よ
う
な
背
景
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
に
思
い
を
馳
せ
て
頁
を
開

い
た
と
き
、
そ
の
リ
ス
ト
は
新
た
な
像
を
結
ぶ
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

主
要
参
考
文
献

真
福
寺
善
本
叢
刊
『
真
福
寺
古
目
録
集
』
（
臨
川
書
店
、
一
九
九
九
年
）

真
福
寺
善
本
叢
刊
〈
第
二
期
〉
『
真
福
寺
古
目
録
集
二
』
（
臨
川
書
店
、
二
〇
〇
五
年
）

『
大
須
観
音
　
い
ま
開
か
れ
る
、
奇
跡
の
文
庫
』
（
大
須
観
音
宝
生
院
、
二
〇
一
二
年
）

三
好
「
真
福
寺
に
伝
来
す
る
宗
教
テ
ク
ス
ト
の
ア
ー
カ
イ
ヴ
化
」

（
『H

ERITEX

』
3
号
、
二
〇
二
〇
年
）
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書
館
司
書
が
い
た
の
で
、
研
究
書
の
こ
と
な
ど
で
、

よ
く
相
談
に
の
っ
て
も
ら
っ
て
い
た
。
図
書
館
は
町

レ
ベ
ル
な
の
で
蔵
書
数
は
少
な
い
が
、
県
立
図
書
館

と
連
携
し
て
い
て
申
請
す
れ
ば
、
ほ
と
ん
ど
の
本
を

取
り
寄
せ
る
こ
と
が
で
き
、
県
立
図
書
館
と
提
携
し

て
い
た
他
県
の
図
書
館
か
ら
の
取
り
寄
せ
も
可
能
で

あ
っ
た
。

　

た
だ
難
点
な
の
は
時
間
が
か
か
る
こ
と
で
、
急
い

で
い
る
場
合
は
書
籍
を
ネ
ッ
ト
で
購
入
し
た
り
、
マ

ニ
ア
ッ
ク
な
研
究
書
や
論
文
集
、
発
掘
調
査
の
報
告

書
な
ど
は
関
西
の
大
学
や
関
係
機
関
に
赴
い
て
手
に

入
れ
た
。
学
芸
員
時
代
は
書
籍
・
論
文
な
ど
の
収
集

に
時
間
や
費
用
が
か
か
り
、
苦
労
し
た
の
を
覚
え
て

い
る
。
こ
の
よ
う
な
研
究
環
境
に
あ
っ
た
の
で
、
い

ま
は
本
学
の
研
究
室
か
ら
三
分
ほ
ど
歩
け
ば
、
百
万

冊
超
の
本
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
、
本
学
の
図
書
館

の
あ
り
が
た
さ
を
日
々
感
じ
て
い
る
。

紫
野
図
書
館
に
初
め
て 

訪
れ
た
と
き
の
印
象

　

紫
野
図
書
館
に
最
初
に
訪
れ
た
の
は
、
い
つ
だ
っ

た
か
を
振
り
返
る
と
、
縁
あ
っ
て
非
常
勤
講
師
と
し

学
芸
員
時
代
の
図
書
館
利
用

　

私
が
本
学
に
着
任
し
た
の
は
二
〇
二
一
年
四
月
の

こ
と
で
、
そ
れ
以
前
は
福
井
県
の
越
前
町
織
田
文
化

歴
史
館
と
い
う
博
物
館
で
、
考
古
学
を
専
門
と
す
る

学
芸
員
を
二
〇
年
や
っ
て
い
た
。
越
前
町
は
平
成
の

合
併
で
四
つ
の
町
村
が
一
緒
に
な
っ
て
誕
生
し
た
町

で
、
人
口
二
万
人
ほ
ど
の
小
規
模
な
自
治
体
で
あ
っ

た
。
小
さ
な
町
の
学
芸
員
と
い
う
の
は
、
多
く
の
業

務
を
ひ
と
り
で
こ
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
と

え
ば
遺
跡
の
発
掘
調
査
を
お
こ
な
い
、
住
民
か
ら
の

要
望
に
答
え
な
が
ら
専
門
外
の
文
化
財
の
調
査
を
実

施
し
、
博
物
館
の
入
館
者
数
の
増
加
を
考
え
な
が
ら

日
常
の
業
務
・
雑
務
を
こ
な
し
、
館
の
ピ
ー
ア
ー
ル

と
観
光
に
つ
な
が
る
企
画
展
示
、
講
演
会
の
イ
ベ
ン

ト
な
ど
を
お
こ
な
っ
て
い
た
。
こ
れ
が
雑
芸
員
と
揶

揄
さ
れ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

小
さ
な
町
で
あ
る
た
め
、
文
化
財
の
調
査
・
研
究

に
か
か
る
予
算
は
、
ふ
ん
だ
ん
と
は
言
い
が
た
く
、

学
芸
員
に
と
っ
て
、
け
っ
し
て
い
い
と
は
い
え
な
い

研
究
環
境
に
あ
っ
た
。
し
か
し
幸
い
、
私
の
い
た
博

物
館
は
図
書
館
と
の
複
合
施
設
で
あ
っ
た
の
で
、
本

と
触
れ
合
う
機
会
は
多
く
、
職
場
の
事
務
所
に
は
図

て
講
義
を
受
け
持
つ
こ
と
に
な
っ
た
二
〇
一
四
年
で

あ
っ
た
。
担
当
し
た
の
は
、
通
信
教
育
課
程
に
か
か

る
博
物
館
学
芸
員
の
資
格
課
程
の
講
義
で
、
一
月
中

旬
に
丸
一
日
お
こ
な
わ
れ
る
集
中
の
ス
ク
ー
リ
ン
グ

で
あ
っ
た
。
講
義
は
博
物
館
実
習
講
義
で
、
私
は
六

コ
マ
あ
る
講
義
の
う
ち
三
コ
マ
を
担
当
し
た
。
講
義

の
内
容
は
自
身
の
経
験
・
体
験
な
ど
を
通
じ
て
、
学

芸
員
の
実
務
な
ど
に
つ
い
て
話
す
と
い
う
も
の
で

あ
っ
た
。

　

そ
の
ス
ク
ー
リ
ン
グ
は
真
冬
に
開
講
さ
れ
る
の
で
、

福
井
か
ら
行
く
場
合
、
荒
天
な
ど
で
簡
単
に
電
車
が

遅
れ
た
り
、
あ
る
い
は
止
ま
っ
た
り
す
る
こ
と
が
予

想
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
、
い
つ
も
前
日
入
り
し
て
次

の
日
の
講
義
に
そ
な
え
る
こ
と
に
し
て
い
た
。
そ
の

と
き
立
ち
寄
っ
た
の
が
紫
野
図
書
館
で
あ
っ
た
。
は

じ
め
て
地
下
の
書
庫
を
見
た
と
き
書
籍
の
多
さ
に
驚

き
、
特
に
東
ア
ジ
ア
関
係
書
籍
が
充
実
し
て
い
る
と

い
う
印
象
を
も
っ
た
。
こ
の
こ
と
が
き
っ
か
け
で
図

書
館
に
通
い
、
自
身
で
発
掘
し
た
古
墳
の
出
土
遺
物

に
つ
い
て
調
べ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

越
前
の
古
墳
か
ら
出
土
し
た 

謎
の
焼
物

　

二
〇
〇
九
年
の
春
、
私
は
町
内
の
山
の
な
か
で
、

番
城
谷
山
５
号
墳
と
い
う
大
規
模
な
古
墳
を
発
見
し

た
。
標
高
一
五
八
メ
ー
ト
ル
と
い
う
高
い
山
の
上
に

造
ら
れ
た
県
内
で
は
珍
し
い
古
墳
で
あ
っ
た
。
古
墳

の
実
態
を
調
べ
る
た
め
、
二
〇
一
〇
年
か
ら
発
掘
調

査
を
五
年
間
実
施
し
た
が
、
そ
の
過
程
で
古
墳
の
裾

部
か
ら
見
た
こ
と
の
な
い
硬
質
の
焼
物
を
発
見
し

た
。
出
土
し
た
当
初
は
バ
ラ
バ
ラ
の
状
態
で
あ
っ
た

が
、
発
掘
の
あ
と
欠
片
を
立
体
パ
ズ
ル
の
よ
う
に
組

み
合
わ
せ
て
い
く
と
、
し
だ
い
に
全
体
の
形
状
が
明

ら
か
に
な
っ
た
。
完
成
し
た
焼
物
は
水
を
貯
め
た
り

す
る
甕
（
か
め
）
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
、
高
さ
八
〇

セ
ン
チ
ほ
ど
の
大
き
さ
で
あ
っ
た
。
見
た
目
は
五
世

紀
に
日
本
の
窯
で
焼
か
れ
た
須
恵
器
に
似
て
い
て
い

た
が
、
全
体
的
に
赤
っ
ぽ
く
て
日
本
の
も
の
と
は
、

ど
こ
か
雰
囲
気
が
違
っ
て
い
た
。
特
に
、
肩
部
に
あ

た
る
部
分
に
小
さ
な
突
起
が
二
つ
あ
っ
て
、
日
本
の

須
恵
器
に
は
、
あ
ま
り
見
た
こ
と
が
な
か
っ
た
作
り

で
あ
っ
た
。

　

ち
な
み
に
、
雪
国
で
の
発
掘
調
査
と
い
う
の
は
、

夏
か
ら
秋
に
か
け
て
実
施
す
る
こ
と
が
多
く
、
雪
が

降
る
関
係
で
冬
に
な
る
と
発
掘
で
出
土
し
た
遺
物
を

整
理
す
る
の
が
通
例
で
あ
っ
た
。
古
墳
は
出
土
し
た

土
器
な
ど
か
ら
五
世
紀
に
築
造
さ
れ
こ
と
は
分
か
っ

て
い
た
が
、
私
は
考
古
学
で
も
別
の
時
代
を
専
門
と

し
て
お
り
、
五
世
紀
の
こ
と
は
不
勉
強
で
あ
っ
た
。

見
た
こ
と
の
な
い
形
状
と
質
感
の
甕
で
あ
っ
た
の
で
、

ど
こ
の
も
の
で
あ
る
か
が
分
か
ら
ず
、
そ
れ
を
出
土

し
た
古
墳
に
対
す
る
評
価
に
つ
い
て
頭
を
悩
ま
せ
て

い
た
。
そ
の
時
代
の
焼
物
を
専
門
と
す
る
研
究
者
に

聞
く
と
、
ど
う
も
肩
部
に
小
さ
な
突
起
を
も
つ
硬
質

の
甕
は
陶
質
土
器
と
い
う
も
の
で
、
日
本
で
は
な
く

韓
国
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
り
始
め
た
。

紫
野
図
書
館
で
類
似
し
た
遺
物
を 

発
見
す
る

　

考
古
学
は
体
力
と
粘
り
強
さ
が
求
め
ら
れ
る
学
問

で
あ
る
。
そ
れ
こ
そ
遺
跡
の
発
掘
調
査
に
始
ま
り
、

遺
跡
で
出
土
し
た
遺
物
を
整
理
し
た
う
え
で
発
掘
調

査
の
報
告
書
を
刊
行
し
、
そ
れ
ら
の
事
実
関
係
を
も

と
に
時
代
性
あ
る
い
は
地
域
性
、
列
島
規
模
の
な
か

で
歴
史
的
に
位
置
づ
け
る
と
い
う
三
段
階
の
過
程
を

経
て
、
研
究
を
お
こ
な
っ
て
い
く
。
私
が
発
掘
し
た

古
墳
に
つ
い
て
も
同
様
で
、
調
査
の
あ
と
は
必
ず
報

告
書
を
刊
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
報
告
書

番城谷山５号墳の遠景　福井県越前町　
写真提供：越前町織田文化歴史館

韓国の発掘調査報告書を閲覧している様子　
歴史学部資料室

図
書
館
に
寄
せ
て

歴
史
学
部
歴
史
文
化
学
科
教
授
　
堀 

大
介
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図書館に寄せて

堀
ほり

 大
だい

介
すけ

　歴史学部歴史文化学科教授

1973年、福井県生まれ。同志社大学大学院文学研究科博士課程後期退
学。博士（文化史学）。越前町織田文化歴史館館長補佐を経て現職。第
34回濱田青陵賞受賞。主な著書に『地域政権の考古学的研究』（雄山
閣、2009年）、『泰澄和尚と古代越知山・白山信仰』（雄山閣、2018年）、

『古代敦賀の神々と国家』（雄山閣、2019年）、主な共著書に『神社の古
代史』（KADOKAWA）、『古代豪族』（洋泉社）など。

の
刊
行
を
ひ
か
え
、
先
ほ
ど
の
甕
の
出
自
、
古
墳
に

対
す
る
評
価
が
定
ま
ら
ず
、
ち
ょ
う
ど
冬
の
ス
ク
ー

リ
ン
グ
の
頃
、
何
か
取
っ
掛
か
り
は
な
い
も
の
か
と

焦
っ
て
い
た
。
そ
の
と
き
紫
野
図
書
館
の
地
下
書
庫

や
歴
史
学
部
資
料
室
に
は
東
ア
ジ
ア
関
係
の
書
籍
が

充
実
し
て
い
た
こ
と
を
思
い
出
し
、
図
書
館
に
こ
も
っ

て
韓
国
の
発
掘
調
査
報
告
書
な
ど
を
片
っ
端
か
ら
調

べ
て
み
よ
う
と
思
っ
た
。

　

調
べ
方
は
非
常
に
原
始
的
で
あ
る
。
関
係
す
る
都

合
の
い
い
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
は
な
い
の
で
、
発
掘
報
告

書
を
一
頁
ず
つ
め
く
り
、
図
面
や
写
真
を
見
な
が
ら

同
じ
よ
う
な
形
の
甕
を
探
す
し
か
な
か
っ
た
。
根
気

の
い
る
作
業
で
あ
る
が
、
結
局
こ
の
や
り
方
が
一
番

手
っ
取
り
早
か
っ
た
。
同
じ
よ
う
な
甕
が
出
て
く
る

と
チ
ェ
ッ
ク
し
て
コ
ピ
ー
を
取
り
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

を
作
成
し
て
図
面
や
写
真
を
照
合
し
、
甕
の
類
似
す

る
部
分
に
つ
い
て
考
え
を
深
め
て
い
っ
た
。

　

結
果
と
し
て
、
韓
国
に
は
似
た
形
の
甕
が
数
多
く

あ
り
、
四
世
紀
末
か
ら
五
世
紀
に
か
け
て
朝
鮮
半
島

南
部
で
作
ら
れ
た
陶
質
土
器
と
い
う
硬
質
の
焼
物

で
、
日
本
海
を
越
え
て
福
井
に
も
た
ら
さ
れ
た
こ
と

が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
こ
れ
ら
の
解
明
に
至
っ
た
の

は
、
東
ア
ジ
ア
関
係
の
書
籍
が
充
実
す
る
本
学
の
図

書
館
の
お
か
げ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

鏡
の
文
字
を
様
々
な
辞
書
で
調
べ
る

　

福
井
に
い
た
と
き
か
ら
の
研
究
で
、
や
り
残
し
た

テ
ー
マ
に
継
体
天
皇
が
あ
り
、
い
ま
は
、
そ
の
続
き

を
取
り
組
ん
で
い
る
。『
日
本
書
紀
』
に
よ
る
と
、
継

体
は
第
二
六
代
の
天
皇
（
当
時
は
倭
国
王
）
と
あ
り
、

越
前
か
ら
迎
え
ら
れ
て
五
〇
七
年
に
王
位
に
就
い
た

人
物
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
地
方
豪
族
な
の
か
王

族
な
の
か
、
本
当
に
越
前
か
ら
迎
え
ら
れ
た
か
に
つ

い
て
は
諸
説
あ
り
、
い
ま
だ
に
定
説
は
な
い
。
ひ
と

つ
有
名
な
説
と
し
て
、
継
体
は
即
位
前
に
す
で
に
大

和
に
政
治
拠
点
を
も
っ
て
い
て
、
次
の
倭
国
王
の
有

力
候
補
で
あ
っ
た
と
い
う
説
で
あ
る
。

　

こ
れ
は
『
日
本
書
紀
』
の
記
述
と
は
異
な
る
理
解

で
あ
り
、
和
歌
山
県
橋
本
市
の
隅
田
八
幡
神
社
が
所

蔵
す
る
国
宝
の
鏡
に
あ
る
銘
文
が
根
拠
と
な
っ
て
い

る
。
鏡
の
銘
文
は
四
八
つ
の
文
字
か
ら
な
り
、「
癸
未

年
」
と
い
う
年
と
、「
日
十
」
と
い
う
大
王
、「
男
弟

王
」、「
斯
麻
」
な
ど
の
人
物
が
登
場
し
、「
意
柴
沙
加

（
オ
シ
サ
カ
）
宮
」
と
い
う
大
和
の
地
名
を
も
つ
宮
が

出
て
く
る
。
他
に
銘
文
に
あ
る
「
開
中
（
カ
ワ
チ
）」

は
大
阪
の
河
内
の
こ
と
で
、
畿
内
が
舞
台
と
な
っ
て

い
る
と
い
う
。

　

通
説
的
な
理
解
で
は
「
癸
未
年
」
は
五
〇
三
年
の

こ
と
で
、「
男
弟
王
」
を
オ
ホ
ド
・
オ
オ
ト
な
ど
と
読

み
、『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
に
あ
る
継
体
の
名
前

で
あ
る
男
大
迹
王
（
オ
ホ
ド
オ
ウ
）
に
つ
な
が
る
こ

と
か
ら
、
即
位
前
の
継
体
が
大
和
に
い
た
と
い
う
も

の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
説
に
関
し
て
は
以
前
か

ら
疑
問
を
も
っ
て
お
り
、
昨
年
か
ら
銘
文
の
文
字
の

検
討
を
お
こ
な
っ
て
き
た
。
そ
の
さ
い
に
役
に
立
っ

た
の
は
本
学
の
図
書
館
に
そ
ろ
っ
て
い
る
多
数
の
文

字
に
関
す
る
辞
書
類
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ま
で
誤
字
な

ど
と
解
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
鏡
の
文
字
に
つ
い
て
、

中
国
・
朝
鮮
の
古
代
文
字
に
関
す
る
辞
書
を
片
っ
端

か
ら
ひ
き
、
鏡
の
銘
字
と
似
た
文
字
は
な
い
か
を
調

べ
た
。

　

す
る
と
、
鏡
の
文
字
は
誤
字
で
は
な
く
、
異
体
字

あ
る
い
は
そ
の
一
種
と
理
解
で
き
、
結
果
と
し
て
「
日

十
」
は
「
曰
十
」
と
読
ん
で
「
ヲ
ケ
」
と
い
う
大
王

名
、「
男
弟
王
」
は
「
予
弟
王
」
と
読
ん
で
「
私
の
弟

王
」、「
開
中
」
は
「
歸
（
帰
）
中
」
と
読
ん
で
「
紀

伊
」
す
な
わ
ち
和
歌
山
の
こ
と
を
指
す
こ
と
な
ど
が

分
か
っ
て
き
た
。
つ
ま
り
、
継
体
と
は
関
係
な
い
鏡

の
銘
文
で
あ
り
、
む
し
ろ
鏡
が
出
土
し
伝
世
し
て
き

た
和
歌
山
県
と
関
係
が
あ
る
可
能
性
が
高
く
な
っ
た
。

　

銘
文
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
は
大
正
時
代
以
来
、
多

く
の
研
究
者
の
な
か
で
議
論
と
な
り
、
関
係
す
る
論

文
も
八
〇
近
く
発
表
さ
れ
て
き
て
い
る
。
一
向
に
論

争
は
お
さ
ま
る
気
配
は
な
か
っ
た
が
、
ま
た
し
て
も

本
学
の
図
書
館
に
助
け
ら
れ
、
一
一
〇
年
の
長
き
に

わ
た
る
謎
が
解
け
始
め
て
き
て
い
る
。

　

書
籍
は
書
棚
の
な
か
で
常
に
物
言
わ
ぬ
、
無
言
の

た
た
ず
ま
い
を
見
せ
て
い
る
が
、
ひ
た
す
ら
書
籍
と

向
き
合
っ
て
い
る
と
、
こ
ち
ら
か
ら
の
問
い
か
け
に

対
し
て
、
静
か
に
口
を
開
い
て
く
れ
る
と
き
が
あ
る
。

こ
れ
か
ら
も
図
書
館
に
赴
き
、
と
き
お
り
成
立
す
る

対
話
を
楽
し
み
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

古代文字の辞書類　歴史学部資料室

韓国の発掘調査報告書（星州星山洞古墳群）と陶質土器の図面　
歴史学部資料室

隅田八幡神社人物画像鏡　富岡謙蔵「支那古鏡図説」
『古鏡の研究』丸善、1920の第13図より転載
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は
じ
め
に

　

佛
教
大
学
に
着
任
し
て
３
年
。
大
学
附
属
図
書
館

に
足
を
運
ぶ
た
び
に
、
新
た
な
書
物
と
の
出
会
い
が

あ
る
。
先
日
、
何
げ
な
く
書
庫
の
横
を
通
り
過
ぎ
た

と
き
、
ふ
き
の
と
う
文
庫
の
布
絵
本
を
発
見
し
、

「
え
！
こ
ん
な
貴
重
な
本
が
」
と
声
が
出
る
ほ
ど
驚
い

た
。
布
絵
本
は
、
ど
う
ぶ
つ
、
く
だ
も
の
、
の
り
も

の
な
ど
、
乳
幼
児
の
興
味
に
応
じ
た
多
彩
な
モ
チ
ー

フ
が
特
徴
で
、
布
が
も
つ
柔
ら
か
さ
や
手
作
り
の
あ

た
た
か
さ
が
あ
る
。
ま
た
、
布
絵
本
は
、
乳
児
が
口

に
入
れ
る
こ
と
を
考
慮
し
、
安
全
面
に
も
配
慮
さ
れ

た
縫
製
に
よ
り
、
０
歳
か
ら
、
み
て
、
き
い
て
、
ふ

れ
て
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
。
大
学
附
属
図
書
館
所

蔵
の
布
絵
本
と
の
出
会
い
は
、
保
育
士
養
成
課
程
の

必
修
科
目
で
も
あ
る
「
乳
児
保
育
」
を
担
当
す
る
教

員
と
し
て
、
授
業
内
容
を
再
考
す
る
き
っ
か
け
と
な
っ

た
。
50
年
の
歴
史
と
伝
統
の
あ
る
教
育
学
部
を
有
す

る
大
学
附
属
図
書
館
に
は
、
教
員
養
成
に
有
用
で
魅

力
的
な
教
育
資
源
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
改
め

て
感
じ
た
。
大
学
附
属
図
書
館
と
い
う
豊
か
な
環
境

を
教
育
資
源
と
し
て
活
用
で
き
る
力
も
大
学
教
員
と

し
て
必
要
と
考
え
る
。

現
代
の
子
育
て
家
庭
と
保
育
者
の
役
割

　

近
年
の
都
市
化
、
核
家
族
化
な
ど
の
影
響
に
よ
り
、

子
育
て
家
庭
を
取
り
巻
く
社
会
は
厳
し
く
、
家
庭
の

た
課
題
を
感
じ
る
保
育
者
の
声
が
あ
る
。

　

子
育
て
家
庭
内
の
努
力
だ
け
で
は
安
定
し
て
子
育

て
す
る
こ
と
が
難
し
い
現
代
、
保
育
施
設
は
子
育
て

家
庭
が
支
援
を
必
要
と
す
る
と
き
に
、
必
要
な
支
援

を
得
る
子
育
て
公
助
の
役
割
が
あ
る
。
保
育
施
設

は
、
乳
幼
児
の
健
全
な
成
長
・
発
達
を
支
え
る
場
で

あ
る
と
共
に
、
保
護
者
の
不
安
や
悩
み
に
寄
り
添
い
、

保
護
者
の
養
育
す
る
姿
勢
や
力
が
発
揮
さ
れ
る
よ

う
、
支
援
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
特
に
、
保
育

者
は
、
保
護
者
の
養
育
力
の
向
上
を
目
指
し
て
、
子

ど
も
が
育
つ
喜
び
や
子
育
て
の
楽
し
さ
を
保
護
者
と

共
有
す
る
こ
と
を
大
切
に
し
な
が
ら
、
子
育
て
家
庭

に
お
い
て
安
定
し
た
親
子
関
係
が
築
か
れ
る
よ
う
、

支
援
を
行
っ
て
い
る
。

マ
ザ
リ
ー
ズ
と
は
何
か

マ
ザ
リ
ー
ズ
は
、ID

S

（Infant-D
irected speech

）

と
い
わ
れ
、
ま
だ
言
葉
を
獲
得
し
て
い
な
い
新
生
児

か
ら
2
歳
頃
ま
で
の
乳
幼
児
に
向
け
た
語
り
か
け
の

こ
と
で
あ
る
。
女
性
だ
け
で
な
く
男
性
も
共
通
し
て
、

乳
幼
児
へ
の
語
り
か
け
に
は
自
然
と
マ
ザ
リ
ー
ズ
が

取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
大
人
が
乳

幼
児
に
語
り
か
け
る
際
、
自
然
と
発
せ
ら
れ
る
言
葉

で
、
声
の
調
子
が
や
や
高
く
、
ゆ
っ
く
り
と
し
た
や

わ
ら
か
な
話
し
方
の
こ
と
で
あ
る
。
マ
ザ
リ
ー
ズ
は
、

日
本
語
に
限
ら
ず
、
フ
ラ
ン
ス
語
、
イ
タ
リ
ア
語
、

ド
イ
ツ
語
、
英
語
と
い
っ
た
言
語
圏
で
も
出
現
し
、

乳
幼
児
へ
の
語
り
か
け
に
共
通
の
特
徴
を
持
っ
て
い

る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
マ
ザ
リ
ー
ズ
の
特
徴

と
し
て
は
、
①
普
段
よ
り
声
の
調
子
が
高
く
な
る
、

②
ゆ
っ
く
り
と
し
た
語
り
の
速
度
、
③
声
の
抑
揚
を

誇
張
す
る
、
④
語
尾
が
あ
が
る
、
な
ど
が
あ
げ
ら
れ

る
。
こ
う
し
た
特
徴
を
も
つ
マ
ザ
リ
ー
ズ
を
取
り
入

れ
た
語
り
か
け
は
、
身
近
な
大
人
と
の
愛
着
形
成
に

繋
が
る
情
緒
的
な
結
び
つ
き
を
つ
く
り
、
親
子
関
係

の
基
盤
と
な
る
。

マ
ザ
リ
ー
ズ
に
関
す
る
先
行
研
究
で
は
、
乳
幼
児

の
発
達
に
与
え
る
マ
ザ
リ
ー
ズ
の
効
果
に
つ
い
て
明

ら
か
に
し
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
①
乳
幼
児
の
注

意
を
ひ
き
つ
け
る
効
果
、
②
乳
幼
児
の
感
情
を
変
化

さ
せ
る
効
果
、
③
社
会
的
相
互
作
用
を
促
進
す
る
効

果
、
④
言
語
の
獲
得
を
促
進
す
る
効
果
、
な
ど
が
あ

げ
ら
れ
る
。
乳
幼
児
は
、
マ
ザ
リ
ー
ズ
を
用
い
た
話

し
方
を
好
む
傾
向
が
あ
り
、
声
の
特
徴
を
模
倣
し
や

す
い
関
係
性
の
基
盤
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
マ
ザ

リ
ー
ズ
の
高
い
声
や
誇
張
さ
れ
た
抑
揚
は
、
乳
幼
児

の
注
意
を
ひ
き
つ
け
て
維
持
す
る
効
果
が
あ
る
こ
と

が
明
ら
か
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
マ
ザ
リ
ー
ズ
を

用
い
た
語
り
は
、
ぐ
ず
っ
た
乳
幼
児
の
心
を
安
定
さ

せ
、
ま
だ
言
葉
を
理
解
で
き
な
い
乳
幼
児
で
あ
っ
て

も
音
声
か
ら
感
情
を
読
み
取
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て

い
る
。
子
育
て
に
不
安
や
難
し
さ
を
感
じ
、
子
ど
も

へ
の
関
わ
り
方
に
課
題
を
も
つ
保
護
者
に
と
っ
て
、

マ
ザ
リ
ー
ズ
を
用
い
た
語
り
か
け
は
、
親
子
の
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
支
え
る
と
と
も
に
子
育
て
の
不
安

感
軽
減
の
一
助
と
な
る
と
考
え
る
。

― 図書館所蔵の布絵本とマザリーズで繋ぐ親子の絆 ―

教育学部幼児教育学科教授　柏 まり

０歳から、みて、きいて、ふれて、楽しむ

絵 本 の世界
内山伊知郎（監修）児玉珠美、上野萌子（編著）

『0.1.2歳児の子育てと保育に活かすマザリーズ
の理論と実践』（北大路書房、2015年）

マザリーズを生起させる
乳幼児を対象とした絵本

子どもが大好き『大型絵本』、保育現場で行う読み聞かせは迫力満点です。

養
育
力
の
低
下
が
懸
念
さ
れ
て
い
る
。
保
育
相
談
の

場
で
は
、「
ス
マ
ホ
育
児
が
心
配
」「
子
ど
も
が
落
ち

着
い
て
く
れ
な
い
」「
子
ど
も
と
の
関
わ
り
方
が
わ
か

ら
な
い
」
な
ど
、
子
育
て
に
難
し
さ
や
不
安
を
感
じ

る
保
護
者
の
姿
が
あ
る
。
ま
た
、
保
育
施
設
で
み
る

保
護
者
の
乳
幼
児
へ
の
関
り
に
は
、「
子
ど
も
へ
の
言

葉
が
け
が
少
な
い
」「
子
ど
も
の
顔
や
目
を
み
て
語
り

か
け
を
し
て
い
な
い
」「
否
定
や
指
示
的
な
言
葉
が
目

立
ち
、
や
わ
ら
か
い
語
り
か
け
が
少
な
い
」
と
い
っ



1213

養
成
課
程
に
在
籍
す
る
学
生
に
も
み
ら
れ
る
。
具
体

的
に
は
、
乳
児
の
泣
き
に
対
す
る
反
応
が
著
し
く
ネ

ガ
テ
ィ
ブ
だ
っ
た
り
、
乳
児
へ
の
声
か
け
が
単
調
で

抑
揚
が
な
か
っ
た
り
、
乳
幼
児
の
姿
か
ら
思
い
や
感

情
を
読
み
取
る
こ
と
が
難
し
く
苦
手
と
感
じ
る
学
生

の
姿
が
あ
る
。
ベ
ビ
ー
モ
デ
ル
を
用
い
た
抱
っ
こ
や

お
む
つ
交
換
の
演
習
に
お
い
て
も
、
自
然
発
生
的
に

声
を
発
し
、
応
答
的
に
か
か
わ
る
学
生
の
姿
は
少
な

く
、
ベ
ビ
ー
モ
デ
ル
に
声
か
け
を
す
る
よ
う
に
促
し

て
も
、
恥
ず
か
し
が
り
言
葉
が
で
て
こ
な
い
様
子
も

見
受
け
ら
れ
る
。

子
育
て
の
経
験
が
な
く
、
乳
幼
児
の
反
応
を
予
測

す
る
こ
と
が
難
し
い
学
生
が
乳
幼
児
へ
の
声
か
け
を

学
ぶ
際
に
は
、
布
絵
本
を
媒
介
と
し
て
マ
ザ
リ
ー
ズ

を
取
り
入
れ
た
演
習
が
有
用
と
考
え
る
。
布
絵
本
の

色
彩
や
デ
ザ
イ
ン
の
美
し
さ
、
布
の
柔
ら
か
さ
や
手

作
り
の
あ
た
た
か
さ
は
、
学
生
の
心
を
動
か
す
教
材

に
な
る
。
文
字
の
な
い
布
絵
本
か
ら
想
起
さ
れ
る
言

布
絵
本
と
マ
ザ
リ
ー
ズ
で
繋
ぐ
親
子
の
絆

布
絵
本
は
、「
り
ん
ご
」「
く
る
ま
」「
ち
ょ
う
ち
ょ
」

な
ど
、
乳
幼
児
の
好
き
な
モ
チ
ー
フ
が
、
一
枚
の
布

に
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
て
お
り
、
文
字
が
書
か
れ
て
い
な

い
も
の
が
多
い
。
そ
の
た
め
、「
り
ん
ご
が
、
こ
ろ
こ

ろ
」「
く
る
ま
が
、
ぶ
ー
ぶ
ー
」「
ち
ょ
う
ち
ょ
う
が
、

ひ
ら
ひ
ら
」
な
ど
、
親
子
で
自
由
に
ス
ト
ー
リ
ー
を

展
開
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、「
り
ん
ご
を
、

ち
ょ
う
だ
い
、
は
い
ど
う
ぞ
」「
り
ん
ご
を
、
ぱ
く

り
」
な
ど
、
遊
び
の
要
素
を
取
り
入
れ
る
こ
と
で
応

答
的
な
親
子
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
可
能
と
な

る
。
０
歳
か
ら
、
み
て
、
き
い
て
、
ふ
れ
て
楽
し
む

こ
と
が
で
き
る
布
絵
本
の
読
み
聞
か
せ
に
お
い
て
、

マ
ザ
リ
ー
ズ
を
取
り
入
れ
る
こ
と
で
、
保
護
者
の
声

に
反
応
を
示
し
た
り
、
モ
チ
ー
フ
に
興
味
を
も
ち
、

自
ら
手
を
伸
ば
そ
う
と
し
た
り
、
保
護
者
の
関
心
を

引
こ
う
と
声
を
発
し
た
り
、
手
を
ぱ
ち
ぱ
ち
と
合
わ

せ
た
り
体
を
ゆ
す
っ
た
り
す
る
よ
う
に
な
る
。
特
に
、

文
字
の
な
い
布
絵
本
は
、
年
齢
に
合
わ
せ
て
、
一
言

文
か
ら
二
語
文
へ
と
言
葉
を
足
し
た
り
、「
こ
ろ
、
こ

ろ
、
こ
ろ
」「
ひ
ら
、
ひ
ら
、
ひ
ら
」
と
い
っ
た
擬
態

語
や
「
じ
ゃ
ー
、
じ
ゃ
ー
、
じ
ゃ
ー
」「
ぱ
か
、
ぱ

か
、
ぱ
か
」
の
擬
音
語
、「
わ
ん
わ
ん
」「
ち
ゅ
ん
ち
ゅ

ん
」
な
ど
の
動
物
の
鳴
き
声
を
発
し
た
り
す
る
際
は
、

特
に
マ
ザ
リ
ー
ズ
の
特
徴
を
意
識
し
て
読
み
聞
か
せ

を
行
う
こ
と
で
、
語
彙
の
理
解
や
言
葉
の
獲
得
を
促

進
さ
せ
る
効
果
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
乳
幼
児
期

児
に
接
す
る
際
に
発
す
る
マ
ザ
リ
ー
ズ
を
聞
き
、
マ

ザ
リ
ー
ズ
を
用
い
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
触
れ

る
経
験
が
、
マ
ザ
リ
ー
ズ
の
習
得
に
繋
が
る
と
考
え

ら
れ
る
。

　

現
代
の
子
育
て
家
庭
に
お
い
て
、
乳
幼
児
と
の
ふ

さ
わ
し
い
か
か
わ
り
方
が
わ
か
ら
な
い
と
、
子
育
て

に
不
安
を
感
じ
て
い
る
親
の
姿
が
あ
る
。
地
域
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
希
薄
と
な
り
、
少
子
化
や
核
家
族
家

庭
の
一
般
化
な
ど
の
影
響
に
よ
り
、
乳
幼
児
と
触
れ

合
っ
た
経
験
が
ほ
と
ん
ど
な
い
ま
ま
、
親
に
な
っ
た

こ
と
に
育
児
不
安
の
一
因
が
あ
る
。
こ
う
し
た
、
乳

幼
児
へ
の
関
わ
り
に
不
安
を
感
じ
る
姿
は
、
保
育
者

葉
を
ゆ
っ
く
り
と
優
し
く
抑
揚
を
つ
け
て
発
し
て
み

る
。
乳
幼
児
に
「
こ
れ
何
か
な
？
」「
わ
か
る
？
」
と

い
っ
た
問
い
か
け
る
言
葉
を
発
す
る
と
き
に
は
、
少

し
語
尾
を
あ
げ
て
語
り
か
け
る
。
保
育
者
と
し
て
の

専
門
性
の
基
礎
を
育
む
う
え
で
、
マ
ザ
リ
ー
ズ
に
つ

い
て
学
び
、
マ
ザ
リ
ー
ズ
の
特
徴
や
効
果
を
理
解
す

る
こ
と
は
、
乳
幼
児
と
触
れ
合
っ
た
経
験
の
少
な
い

現
代
の
学
生
に
と
っ
て
重
要
と
考
え
る
。

お
わ
り
に

マ
ザ
リ
ー
ズ
は
、
一
方
的
な
語
り
か
け
の
技
術
で

は
な
く
乳
幼
児
と
の
応
答
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
の
方
法
で
あ
る
。
マ
ザ
リ
ー
ズ
を
実
践
す
る
た
め

に
は
、
対
象
と
な
る
乳
幼
児
の
表
情
や
し
ぐ
さ
、
目

線
や
手
足
の
動
き
を
敏
感
に
感
じ
取
り
、
感
情
や
欲

求
に
タ
イ
ミ
ン
グ
よ
く
応
答
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で

あ
る
。
マ
ザ
リ
ー
ズ
を
用
い
た
親
子
の
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
を
通
し
て
、
身
近
な
大
人
が
自
分
の
発

し
た
ア
ク
シ
ョ
ン
や
気
持
ち
の
変
化
に
気
づ
き
、
柔

ら
か
い
語
り
か
け
と
共
に
欲
求
が
満
た
さ
れ
る
こ
と

で
、
愛
着
関
係
が
形
成
さ
れ
る
。
附
属
図
書
館
に

は
、
マ
ザ
リ
ー
ズ
を
生
起
さ
せ
る
乳
幼
児
を
対
象
と

し
た
絵
本
が
豊
か
に
あ
る
。
オ
ノ
マ
ト
ペ
を
用
い
た

「
じ
ゃ
あ
じ
ゃ
あ
、
び
り
び
り
」「
も
こ
も
こ
も
こ
」

や
「
ま
る
ま
る
の
ほ
ん
」
等
、
絵
本
を
媒
介
と
し
て

安
定
し
た
親
子
関
係
の
絆
が
結
ば
れ
る
こ
と
の
意
義

を
再
確
認
し
、
新
た
な
発
見
を
求
め
て
今
日
も
図
書

館
を
訪
れ
て
み
よ
う
。

柏
かしわ

 まり　教育学部幼児教育学科教授　
兵庫教育大学大学院学校教育研究科修士課程修了、修士（学校教育学）。岡山県
立大学大学院保健福祉学研究科博士課程修了、博士 ( 保健福祉学 )。幼稚園および
保育所での勤務経験を経て保育者養成の道へ。就実大学教育学部准教授、岡山県
立大学保健福祉学部教授を経て現職。専門分野は、幼児教育・保育。主な著書

『新・保育と人間関係―理論と実践をつなぐために』（嵯峨野書院2023年）、『シ
リーズ保育実践につなぐ　保育内容総論』（みらい2021年）。主な論文「育児ソ
ーシャル・サポートにおける保育施設の可能性－幼稚園児を持つ親の意識を手が
かりとして－日本保育学会『保育学研究』第56巻、第2号 pp.99-110( 日本保育学
会2018年 )、「幼児期における宗教的情操感育成のための海外研究」日本仏教教
育学会編『日本仏教教育学研究』第25号 pp.25-30( 日本仏教教育学会2017年 )。

０歳から、みて、きいて、ふれて、楽しむ絵本の世界 ― 図書館所蔵の布絵本とマザリーズで繋ぐ親子の絆 ―

は
、
身
近
な
大
人
と
の
愛
着
を
拠
り
所
と
し
て
、
大

人
の
姿
を
模
倣
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
人
間
社
会
で

生
き
る
た
め
に
必
要
と
な
る
礎
を
獲
得
し
て
い
く
時

期
で
あ
る
。
マ
ザ
リ
ー
ズ
が
も
つ
特
徴
は
、
乳
幼
児

の
心
の
安
定
を
図
る
と
と
も
に
大
人
へ
の
関
心
を
ひ

き
つ
け
、
模
倣
し
や
す
い
親
子
関
係
づ
く
り
に
有
用

と
考
え
る
。

布
絵
本
と
マ
ザ
リ
ー
ズ
で
育
て
る

保
育
者
の
専
門
性

マ
ザ
リ
ー
ズ
は
、
ま
だ
言
葉
の
獲
得
が
十
分
で
は

な
い
乳
幼
児
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
基
本
と

し
て
、
乳
幼
児
へ
の
語
り
か
け
に
お
い
て
重
要
な
専

門
技
術
と
い
え
る
。
本
来
マ
ザ
リ
ー
ズ
は
、
日
々
乳

幼
児
と
関
わ
り
、
授
乳
、
お
む
つ
交
換
や
あ
や
す
な

ど
の
養
育
行
動
を
通
し
て
、
乳
幼
児
と
の
ふ
さ
わ
し

い
か
か
わ
り
方
と
し
て
自
然
に
習
得
さ
れ
る
と
考
え

ら
れ
て
き
た
。
ま
た
、
幼
い
こ
ろ
か
ら
大
人
が
乳
幼ふきのとう文庫の布絵本「さかな」「むし」他

ふきのとう文庫の布絵本「まる」
信号や車のタイヤなど「まる」をモチーフとした絵本。
指先を使って動かすことができます。

ふきのとう文庫の布絵本「だれのうち？」
さまざまな家のモチーフから、いぬ、とり、コアラなど、
家に住んでいる動物が隠れています。親子で会話をし
ながら楽しむことができます。
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「
近
代
仏
教
」
と
は
何
か
？

本
学
図
書
館
の
蔵
書
数
は
、
現
在
、
一
一
三
万
六
六

八
冊
を
数
え
る
（
二
〇
二
四
年
五
月
一
日
時
点
）。「
近

代
仏
教
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
で
本
学
図
書
館
ポ
ー
タ

ル
サ
イ
トBIRD

を
検
索
す
る
と
、
五
八
八
冊
の
蔵
書

が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。「
仏
教
」
で
検
索
す
る
と
、
一

万
九
七
二
五
冊
な
の
で
、「
仏
教
」
関
係
の
書
籍
の
中
で

の
割
合
は
約
三
％
と
少
な
い
（
同
年
八
月
一
二
日
時

点
）。
本
学
の
蔵
書
全
体
か
ら
す
れ
ば
、
さ
ら
に
わ
ず
か

な
割
合
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
、「
近
代
仏
教
（M

odern Buddhism

）」

と
は
何
か
。

そ
れ
は
、
一
九
世
紀
以
降
、
日
本
を
含
む
、
ア
ジ
ア
、

欧
米
の
世
界
中
に
現
わ
れ
た
仏
教
の
近
代
的
形
態
を
意

味
す
る
。
日
本
の
近
代
仏
教
史
（
近
代
日
本
仏
教
史
）

は
、
一
八
六
八
年
の
明
治
維
新
を
起
点
と
し
、
一
九
四

五
年
の
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
戦
争
の
敗
戦
ま
で
と
区
切
る

考
え
方
も
あ
れ
ば
、
現
在
ま
で
続
く
と
い
う
考
え
方
も

あ
る
。
こ
の
小
文
で
は
、
後
者
の
立
場
を
採
る
。
い
ず

れ
の
説
に
し
て
も
、
二
五
〇
〇
年
以
上
の
仏
教
の
歴
史

を
考
え
る
と
、
圧
倒
的
に
短
い
歴
史
で
あ
る
。

そ
の
研
究
は
戦
後
に
本
格
的
に
ス
タ
ー
ト
す
る
が
、

専
門
家
は
ほ
と
ん
ど
お
ら
ず
、
そ
の
成
果
は
微
々
た
る

も
の
だ
っ
た
。
し
か
し
、
二
一
世
紀
に
入
り
、
日
本
国

内
で
近
代
仏
教
の
研
究
が
急
速
に
盛
り
上
が
り
を
見
せ

た
。
史
学
会
の
機
関
誌
『
史
学
雑
誌
』
一
二
四
編
五
号

に
掲
載
さ
れ
た
「
二
〇
一
四
年
の
歴
史
学
界
」
の
「
日

本
（
近
現
代
）」
欄
で
は
「
今
世
紀
に
入
っ
て
盛
ん
な
近

代
仏
教
研
究
」
と
評
さ
れ
て
い
る
。
今
で
は
毎
年
、
何

冊
も
の
近
代
仏
教
研
究
の
成
果
が
着
実
に
刊
行
さ
れ
続

け
て
い
る
。

私
は
、
大
学
院
入
学
以
来
、
三
十
年
以
上
に
わ
た
っ

て
、
こ
の
近
代
仏
教
研
究
に
従
事
し
て
き
た
の
で
、
近

代
仏
教
と
い
う
新
し
い
学
問
領
域
の
興
隆
を
感
無
量
に

感
じ
る
。
で
は
、
近
代
仏
教
（
近
代
日
本
仏
教
史
）
に

つ
い
て
知
り
た
い
と
思
っ
た
ら
、
ど
の
文
献
を
手
に
取
っ

た
ら
よ
い
だ
ろ
う
か
。
以
下
、
本
学
図
書
館
に
所
蔵
さ

れ
て
い
る
近
代
仏
教
関
係
の
書
籍
の
う
ち
、
入
門
書
を

は
じ
め
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
、
戦
争
・
平

和
と
い
う
現
代
社
会
に
密
接
に
関
わ
る
テ
ー
マ
に
つ
い

て
の
文
献
を
紹
介
し
よ
う
。

近
代
仏
教
の
入
門
書

　
ま
ず
、
こ
の
学
問
領
域
の
入
門
書
と
し
て
お
薦
め
し

た
い
の
は
、
以
下
の
三
冊
で
あ
る
。

❶
大
谷
栄
一
・
吉
永
進
一
・
近
藤
俊
太
郎
編
『
増
補
改

訂
　
近
代
仏
教
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
』（
法
藏
館
、
二
〇
二

三
年
、
初
版
二
〇
一
六
年
）

❷
碧
海
寿
広
『
入
門
　
近
代
仏
教
思
想
』（
ち
く
ま
新

書
、
二
〇
一
六
年
）

❸
吉
田
久
一
『
近
現
代
仏
教
の
歴
史
』（
ち
く
ま
学
芸
文

庫
、
二
〇
一
七
年
、
原
著
一
九
九
八
年
）

　
三
七
名
の
近
代
仏
教
研
究
者
（
他
専
攻
の
研
究
者
を

含
む
）
の
総
力
を
結
集
し
て
作
り
上
げ
た
近
代
仏
教
の

入
門
書
が
、
❶
で
あ
る
。
近
代
仏
教
の
定
義
と
歴
史
か

ら
始
ま
り
、「
グ
ロ
ー
バ
ル
化
」「
メ
デ
ィ
ア
」「
社
会
問

佛教大学附属図書館で学ぶ

題
」
な
ど
の
テ
ー
マ
別
の
解
説
、「
浩
々
洞
」「
新
仏
教

運
動
」「
女
性
仏
教
者
」
な
ど
の
近
代
仏
教
者
の
人
物
相

関
図
、
初
心
者
の
た
め
の
ブ
ッ
ク
ガ
イ
ド
な
ど
、
近
代

仏
教
の
魅
力
を
多
方
面
か
ら
紹
介
し
て
い
る
。

　
❷
は
井
上
円
了
、
清
沢
満
之
、
近
角
常
観
、
暁
烏
敏
、

倉
田
百
三
な
ど
の
仏
教
者
・
知
識
人
を
取
り
上
げ
、
そ

の
仏
教
思
想
が
近
現
代
人
に
与
え
た
影
響
を
明
晰
な
筆

致
で
分
析
し
た
好
著
。
❸
は
近
代
仏
教
研
究
の
開
拓
者

が
書
い
た
近
代
日
本
仏
教
史
の
通
史
で
あ
り
、
そ
の
歴

史
の
見
取
り
図
が
コ
ン
パ
ク
ト
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

近
代
仏
教
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー

　
な
ぜ
、
日
本
の
僧
侶
は
結
婚
し
て
い
る
の
か
、
不
思

議
に
思
っ
た
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
仏
教
で
は
戒
律

で
飲
酒
や
肉
食
、
結
婚
が
禁
止
さ
れ
て
お
り
、
他
国
・

他
地
域
の
僧
侶
・
僧
尼
た
ち
は
そ
れ
を
守
っ
て
い
る
。

日
本
で
僧
侶
の
肉
食
や
妻
帯
が
公
式
に
認
め
ら
れ
た
の

は
、
じ
つ
は
明
治
時
代
で
あ
る
。
明
治
五
年
（
一
八
七

二
）
四
月
に
明
治
新
政
府
か
ら
発
令
さ
れ
た
肉
食
妻
帯

蓄
髪
勝
手
令
に
よ
っ
て
認
可
さ
れ
た
。
た
だ
し
、
浄
土

真
宗
で
は
親
鸞
が
結
婚
し
て
お
り
、
妻
帯
が
認
め
ら
れ

て
い
た
た
め
、
近
代
以
降
の
僧
侶
の
妻
帯
を
「
日
本
仏

教
全
体
の
真
宗
化
」
と
呼
ぶ
研
究
者
も
い
る
。

そ
の
結
果
、（
真
宗
以
外
で
も
）
寺
院
で
生
活
す
る
住

職
の
配
偶
者
等
の
家
族
を
意
味
す
る
寺
族
が
形
成
さ

れ
、
日
本
仏
教
界
で
ジ
ェ
ン
ダ
ー
を
め
ぐ
る
問
題
が
浮

上
す
る
。

　
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
三
冊
が
詳
し
い
。

❹
川
橋
範
子
『
妻
帯
仏
教
の
民
族
誌
』（
人
文
書
院
、
二

〇
一
二
年
）

❺
鈴
木
正
崇
『
女
人
禁
制
の
人
類
学
』（
法
藏
館
、
二
〇

二
一
年
）

❻
那
須
英
勝
・
本
多
彩
・
碧
海
寿
広
編
『
現
代
日
本
の

仏
教
と
女
性
』（
法
藏
館
、
二
〇
一
九
年
）

現
代
の
日
本
仏
教
界
に
見
ら
れ
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
不
平

等
の
修
正
を
め
ざ
す
仏
教
教
団
の
女
性
た
ち
の
改
革
運

動
を
描
い
た
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
・
エ
ス
ノ
グ
ラ
フ
ィ
が
❹

で
あ
る
。
著
者
は
研
究
者
と
当
事
者
（
僧
侶
の
妻
）
の

間
の
立
場
か
ら
本
書
を
著
し
、
現
在
で
も
出
家
主
義
を

標
榜
す
る
伝
統
教
団
が
結
婚
生
活
の
現
実
を
教
義
上
の

戒
律
遵
守
で
覆
い
隠
す
姿
勢
を
「
虚
偽
の
出
家
主
義
」

と
名
づ
け
、
批
判
す
る
。

❺
は
女
人
禁
制
の
問
題
を
、
相
撲
、
穢
れ
、
山
岳
信

仰
と
い
う
多
角
的
な
観
点
か
ら
論
じ
た
一
冊
。
江
戸
時

代
ま
で
は
多
く
の
山
々
が
信
仰
の
対
象
で
女
性
の
立
ち

入
り
を
禁
じ
る
女
人
結
界
が
設
け
ら
れ
て
い
た
。
し
か

し
、
明
治
五
年
三
月
に
明
治
政
府
が
そ
の
解
禁
を
発
令

し
た
も
の
の
、
現
在
で
も
一
部
の
霊
山
で
は
女
人
禁
制

が
残
っ
て
い
る
。
女
人
禁
制
は
現
代
的
な
課
題
で
あ
る

こ
と
が
本
書
か
ら
わ
か
る
。

❻
は
「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
」
と
「
国
際
性
」
を
キ
ー
ワ
ー

ド
に
、
日
本
仏
教
界
の
抱
え
る
女
性
差
別
的
な
問
題
を

摘
出
し
た
成
果
。
総
論
「
越
境
す
る
「
仏
教
と
ジ
ェ
ン

ダ
ー
」
研
究
」（
川
橋
範
子
）
に
始
ま
り
、「
研
究
篇
」

と
「
実
践
篇
」
に
分
け
ら
れ
た
諸
論
考
が
収
録
さ
れ
て

い
る
。
後
者
に
は
イ
ギ
リ
ス
か
ら
来
日
し
、
僧
侶
と
し

て
活
動
す
る
イ
ギ
リ
ス
人
女
性
の
体
験
談
が
収
め
ら
れ

近代仏教
社会学部現代社会学科教授　大谷 栄一

『増補改訂　
近代仏教スタディーズ』

❶『入門　近代仏教思想』❷『近現代仏教の歴史』❸『妻帯仏教の民族誌』❹『女人禁制の人類学』❺『現代日本の仏教と女性』❻



1617

大
おお

谷
たに

 栄
えい

一
いち

　社会学部現代社会学科教授　
1968年、東京生まれ。東洋大学大学院社会学研究科社会学専攻博士後期課程修
了。博士（社会学）。（公財）国際宗教研究所研究員、南山宗教文化研究所研究員
を経て、現職。
主な著書に、『近代日本の日蓮主義運動』（法藏館、2001年、日本宗教学会賞・
中村元賞）、『近代仏教という視座』（ぺりかん社、2012年）、『日蓮主義とはなん
だったのか』（講談社、2019年、望月学術賞）、『ともに生きる仏教──お寺の社
会活動最前線』（編著、ちくま新書、2019年）他多数

て
い
る
。
本
書
末
尾
に
は
、
三
人
の
日
本
人
女
性
僧
侶
へ
の
イ

ン
タ
ビ
ュ
ー
を
分
析
し
た
カ
ナ
ダ
人
男
性
研
究
者
の
論
考
も
収

録
さ
れ
て
い
る
。

グ
ロ
ー
バ
ル
化
す
る
近
代
仏
教

　
現
在
、
世
界
中
で
日
本
の
禅
がZEN

と
し
て
完
全
に
定
着
し

て
い
る
。
た
と
え
ば
、
ア
ッ
プ
ル
（Apple

）
社
の
創
業
者
の
一

人
、
ス
テ
ィ
ー
ブ
・
ジ
ョ
ブ
ズ
は
禅
の
熱
心
な
信
奉
者
だ
っ
た

こ
と
は
有
名
で
あ
る
。
近
代
仏
教
の
大
き
な
特
徴
の
一
つ
が
、

グ
ロ
ー
バ
ル
な
展
開
と
交
流
に
あ
る
。
日
本
の
仏
教
徒
は
明
治

初
期
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
ア
ジ
ア
に
渡
航
し
、
欧
米
仏
教
徒
が

来
日
し
た
。
前
近
代
ま
で
と
異
な
り
、
日
本
の
仏
教
徒
や
仏
教

教
団
が
国
境
を
越
え
、
海
外
で
精
力
的
に
活
動
を
行
っ
た
の
で

あ
る
。

　
世
界
中
の
近
代
仏
教
研
究
で
、
こ
の
テ
ー
マ
は
調
査
・
研
究

が
進
ん
で
い
る
が
、
こ
こ
で
は
以
下
の
三
冊
を
紹
介
し
た
い
。

❼
末
木
文
美
士
・
林
淳
・
吉
永
進
一
・
大
谷
栄
一
編
『
ブ
ッ
ダ

の
変
貌
』（
法
藏
館
、
二
〇
一
四
年
）

❽
吉
永
進
一
『
神
智
学
と
仏
教
』（
法
藏
館
、
二
〇
二
一
年
）

❾
嵩
満
也
・
吉
永
進
一
・
碧
海
寿
広
編
『
日
本
仏
教
と
西
洋
世

界
』（
法
藏
館
、
二
〇
二
〇
年
）

　
近
代
仏
教
研
究
の
主
要
な
論
点
に
焦
点
を
当
て
編
ま
れ
た
論

文
集
が
❼
で
あ
る
。「
近
代
仏
教
の
語
り
方
」「
近
代
仏
教
の
ト

ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
」「
ア
ジ
ア
に
お
け
る
近
代

仏
教
の
展
開
」「
伝
統
と
近
代
」
の
四
部
か
ら
構
成
さ
れ
、
計
一

五
本
の
論
考
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
本
書
全
体
を
通
じ
て
、
近

代
仏
教
が
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
に
形
成
さ
れ
、
ハ
イ
ブ
リ
ッ

ド
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
近
代
の
日

本
仏
教
も
ま
た
、
欧
米
や
ア
ジ
ア
と
の
複
雑
な
関
係
の
下
に
構

築
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
❽
は
本
学
図
書
館
に
未
所
蔵
だ
が
、
あ
え
て
紹
介
し
た
い
。

と
い
う
の
も
、
近
代
仏
教
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
を
考
え
る
う
え
で

は
必
読
の
書
籍
だ
か
ら
で
あ
る
。
近
代
世
界
で
仏
教
が
世
界
中

に
普
及
す
る
媒
介
役
を
担
っ
た
の
が
、
神
智
学
と
い
う
近
代
オ

カ
ル
テ
ィ
ズ
ム
思
想
と
、
一
八
五
七
年
に
ア
メ
リ
カ
の
ニ
ュ
ー

ヨ
ー
ク
で
結
成
さ
れ
た
神
智
学
協
会
で
あ
る
。
近
代
日
本
仏
教

史
に
お
け
る
神
智
学
の
重
要
な
役
割
を
初
め
て
明
ら
か
に
し
た

の
が
、
本
書
で
あ
る
。

　
日
本
仏
教
の
近
代
化
を
語
る
う
え
で
主
要
な
モ
チ
ー
フ
の
ひ

と
つ
で
あ
る
西
洋
化
の
問
題
を
取
り
上
げ
、
近
代
日
本
仏
教
史

に
お
け
る
西
洋
化
の
実
態
化
を
解
き
明
か
し
た
の
が
、
❾
で
あ

る
。「
伝
統
と
国
際
化
」「
留
学
と
翻
訳
」「
科
学
と
の
対
話
」

「
普
遍
性
と
固
有
性
」
の
四
部
構
成
か
ら
な
り
、
計
一
二
名
の
仏

教
者
や
知
識
人
等
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

近
代
仏
教
と
戦
争
・
平
和

　
近
代
日
本
仏
教
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
は
、
帝
国
日
本
の
帝
国
主

義
政
策
・
植
民
地
主
義
政
策
、
そ
し
て
戦
争
と
結
び
つ
い
て
い

た
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
こ
の
テ
ー
マ
に
関
す
る
研
究

も
進
ん
で
い
る
。
以
下
の
四
冊
が
参
考
に
な
る
。

❿
小
川
原
正
道
『
近
代
日
本
の
戦
争
と
宗
教
』（
講
談
社
選
書
メ

チ
エ
、
二
〇
一
〇
年
）

⓫
同
『
日
本
の
戦
争
と
宗
教1899-1945

』（
講
談
社
選
書
メ
チ

エ
、
二
〇
一
四
年
）

⓬
市
川
白
弦
『
仏
教
者
の
戦
争
責
任
』（
春
秋
社
、
一
九
七
〇

年
）

⓭
大
谷
栄
一
編
『
戦
後
日
本
の
宗
教
者
平
和
運
動
』（
ナ
カ
ニ
シ

ヤ
出
版
、
二
〇
二
一
年
）

　
近
代
日
本
の
仏
教
教
団
は
、
日
清
戦
争
か
ら
日
露
戦
争
、
満

洲
事
変
、
日
中
戦
争
、
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
戦
争
に
至
る
ま
で
、

一
貫
し
て
戦
争
協
力
を
行
っ
た
。
反
戦
・
非
戦
論
を
訴
え
た
仏

教
徒
は
き
わ
め
て
少
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
仏
教
に
と
ど
ま
ら
ず
、

神
社
界
、
キ
リ
ス
ト
教
団
、
新
宗
教
教
団
に
も
共
通
し
て
い
た
。

そ
う
し
た
近
代
日
本
の
宗
教
教
団
と
戦
争
と
の
関
わ
り
を
通
覧

し
た
の
が
、
❿
と
⓫
で
あ
る
。
前
者
で
は
戊
辰
戦
争
か
ら
日
露

戦
争
ま
で
、
後
者
で
は
第
一
次
世
界
大
戦
か
ら
ア
ジ
ア
・
太
平

洋
戦
争
ま
で
が
扱
わ
れ
て
い
る
。
戦
争
を
遂
行
す
る
国
家
に
対

し
て
、
諸
宗
教
が
い
か
な
る
協
力
や
反
対
と
い
っ
た
姿
勢
を
示

し
た
の
か
、
そ
の
実
態
が
わ
か
り
や
す
く
概
観
さ
れ
て
い
る
好

著
で
あ
る
。

　
戦
後
の
日
本
仏
教
界
は
、
戦
前
の
戦
争
協
力
へ
の
懺
悔
か
ら

再
出
発
す
る
。
仏
教
各
宗
派
が
そ
の
戦
争
責
任
を
正
式
に
表
明

す
る
の
は
一
九
八
〇
年
代
後
半
以
降
だ
が
、
そ
れ
に
先
立
ち
、

日
本
仏
教
界
の
戦
争
責
任
を
批
判
し
た
の
が
、
⓬
で
あ
る
（
二

〇
二
四
年
八
月
に
法
蔵
館
文
庫
か
ら
復
刊
）。「
戦
争
の
罪
責
は

も
と
も
と
平
和
の
罪
責
で
あ
る
。（
中
略
）
そ
れ
は
平
和
の
な
か

で
の
平
和
に
対
す
る
罪
責
で
あ
る
」。
著
者
は
そ
う
問
い
か
け

る
。
平
和
な
時
代
に
平
和
と
自
由
に
対
し
て
無
知
で
あ
っ
た
こ

と
、
戦
前
の
教
育
を
狂
信
し
た
こ
と
に
戦
争
の
罪
責
の
原
因
を

求
め
る
。
そ
の
問
い
か
け
は
重
い
。

　
⓭
は
、
戦
後
日
本
の
宗
教
界
（
仏
教
、
キ
リ
ス
ト
教
、
新
宗

教
）
の
平
和
運
動
の
軌
跡
を
分
析
し
た
論
文
集
。
平
和
の
問
題

を
日
本
だ
け
で
は
な
く
、
ア
ジ
ア
と
の
関
係
に
も
着
目
し
た
ト

ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
視
座
か
ら
も
考
察
し
て

い
る
。
過
去
の
戦
争
と
ど
の
よ
う
に
向
き
合
い
、
未
来
の
平
和

を
ど
の
よ
う
に
構
築
し
て
い
く
の
か
。
と
り
わ
け
、
現
在
、
そ

れ
が
問
わ
れ
て
い
る
。

お
わ
り
に

　
以
上
、
本
学
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
近
代
仏
教
関
係
の

書
籍
の
う
ち
、
入
門
書
と
限
ら
れ
た
テ
ー
マ
の
文
献
を
紹
介
し

た
。
近
代
仏
教
研
究
が
扱
う
テ
ー
マ
は
幅
広
く
、
ほ
か
に
も
「
大

学
」「
メ
デ
ィ
ア
」「
儀
礼
」「
女
子
教
育
」「
鉄
道
」
な
ど
、
現

在
の
仏
教
に
も
直
接
的
に
関
連
す
る
テ
ー
マ
が
多
い
。
こ
の
小

文
が
、
近
代
仏
教
の
魅
力
と
奥
深
さ
を
知
る
た
め
の
き
っ
か
け

に
な
れ
ば
、
と
思
う
。

『ブッダの変貌』❼『神智学と仏教』❽『日本仏教と西洋世界』❾『日本の戦争と宗教
1899-1945』

⓫『仏教者の戦争責任』⓬『戦後日本の宗教者平和運動』⓭ 『近代日本の戦争と宗教』❿

佛教大学附属図書館で学ぶ近代仏教
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現
在
、
本
と
い
う
概
念
は
デ
ジ
タ
ル
化
の
方
向
へ
と
変
わ
り

つ
つ
あ
り
ま
す
。
図
書
館
も
ま
た
そ
の
流
れ
の
な
か
に
あ
る
と

同
時
に
、
紙
の
本
も
大
量
に
所
蔵
し
て
い
ま
す
。
コ
ン
テ
ン
ツ

は
も
ち
ろ
ん
重
要
で
す
が
、
モ
ノ
と
し
て
の
本
に
お
い
て
は
装

丁
、
素
材
、
印
刷
、
造
本
等
々
の
情
報
も
ま
た
一
冊
の
本
を
構

成
す
る
大
事
な
要
素
の
ひ
と
つ
で
す
。
古
典
籍
な
ど
で
は
装
訂

や
使
用
さ
れ
て
い
る
紙
に
よ
っ
て
制
作
年
代
な
ど
が
推
定
さ
れ

た
り
も
し
ま
す
。

そ
し
て
モ
ノ
と
し
て
の
本
は
、
経
年
や
使
用
な
ど
で
当
然
、

傷
ん
で
い
き
ま
す
。
資
料
の
利
用
を
目
的
と
す
る
図
書
館
で
は

な
お
さ
ら
本
の
劣
化
、
損
傷
に
つ
い
て
は
課
題
と
な
っ
て
い
る

と
こ
ろ
で
す
。
海
外
で
は
修
復
室
が
設
け
ら
れ
て
い
る
図
書
館

が
多
く
、
傷
ん
だ
本
は
館
内
で
修
理
さ
れ
ま
す
。
一
方
、
日
本

で
は
専
門
の
設
備
や
人
員
を
擁
し
て
い
る
と
こ
ろ
は
ご
く
わ
ず

か
。
カ
ウ
ン
タ
ー
ス
タ
ッ
フ
が
業
務
の
合
間
に
簡
単
な
修
理
を

行
っ
た
り
、
外
部
の
専
門
業
者
に
依
頼
す
る
場
合
が
ほ
と
ん
ど

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

佛
教
大
学
附
属
図
書
館
で
は
修
理
を
専
門
に
担
当
す
る
自
称

「
本
の
お
医
者
さ
ん
」
が
修
復
室
な
ら
ぬ
事
務
室
の
片
隅
で
傷
ん

だ
本
を
治
し
て
い
ま
す
。
ほ
ぼ
毎
日
の
よ
う
に
運
ば
れ
て
く
る
急

患
（
本
）
に
対
応
し
、
文
庫
本
か
ら
革
装
本
、
和
古
書
な
ど
さ
ま

ざ
ま
な
本
を
利
用
に
耐
え
う
る
よ
う
に
修
理
し
ま
す
。
数
時
間
で

治
る
軽
傷
か
ら
、
全
治
何
か
月
も
か
か
る
重
傷
ま
で
、
和
洋
新
旧

を
問
わ
ず
、
年
間
約
二
百
冊
ほ
ど
を
手
掛
け
て
い
ま
す
。

た
だ
や
み
く
も
に
壊
れ
た
ら
治
す
と
い
う
の
が
修
理
の
考
え
方

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
本
に
修
理
が
必
要
か
ど
う
か
は
図
書
館

そ
れ
ぞ
れ
の
資
料
保
存
、
修
理
方
針
な
ど
に
よ
っ
て
も
異
な
り
ま

す
し
、
利
用
頻
度
や
目
的
な
ど
に
よ
っ
て
も
違
っ
て
き
ま
す
。

担
当
専
門
員
か
ら
修
理
の
依
頼
が
あ
れ
ば
、
修
理
方
法
や
素

材
、
仕
様
等
に
つ
い
て
提
案
し
、
方
針
を
決
定
し
ま
す
。
修
理

を
せ
ず
に
中
性
紙
の
保
存
箱
に
入
れ
る
だ
け
と
い
う
選
択
も
あ

り
ま
す
。
解
体
の
途
中
で
わ
か
る
こ
と
も
あ
り
、
現
物
を
見
な

が
ら
担
当
者
と
そ
の
場
で
都
度
相
談
、
確
認
を
し
な
が
ら
作
業

を
進
め
ら
れ
る
の
は
館
内
修
理
の
大
き
な
メ
リ
ッ
ト
で
す
。

和
古
書
の
利
用
が
多
い
当
館
で
は
、
貴
重
書
や
準
貴
重
書
以

外
で
の
貸
出
し
や
閲
覧
希
望
が
あ
っ
た
場
合
、
本
紙
の
和
紙
が

く
っ
つ
い
て
開
か
な
い
、
文
字
部
分
が
虫
喰
い
で
ボ
ロ
ボ
ロ
に

な
っ
て
い
る
等
々
の
症
状
が
あ
れ
ば
、
安
全
に
利
用
し
て
い
た

だ
け
る
よ
う
事
前
に
修
理
し
て
か
ら
提
供
し
て
い
ま
す
。
他
に
、

デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
化
す
る
資
料
を
撮
影
可
能
な
状
態
に
す
る
、

展
示
に
使
う
箇
所
の
剥
が
れ
を
補
修
す
る
な
ど
、
急
ぎ
の
場
合

に
も
対
応
で
き
る
の
が
館
内
修
理
の
強
み
で
も
あ
り
ま
す
。

治
療
方
針
と
し
て
は
、
基
本
的
に
水
な
ど
で
は
が
し
て
後
々

再
び
修
理
で
き
る
よ
う
に
可
逆
性
（
元
の
状
態
に
戻
せ
る
こ
と
）

の
あ
る
素
材
や
材
料
を
使
い
、
で
き
る
か
ぎ
り
本
に
と
っ
て
安

全
で
無
理
の
な
い
修
理
を
心
が
け
て
い
ま
す
。

ま
た
、
修
理
の
記
録
（
カ
ル
テ
）
を
残
し
て
お
く
こ
と
も
大

切
で
す
。
当
館
で
は
資
料
に
関
連
付
け
て
ク
ラ
ウ
ド
型
図
書
館

シ
ス
テ
ム
「Alm

a

」
に
非
公
開
な
が
ら
状
態
や
修
理
方
法
、
使

用
材
料
な
ど
の
記
録
を
修
理
前
後
の
画
像
と
共
に
デ
ー
タ
で
保

存
を
し
て
い
ま
す
。

多
く
の
蔵
書
が
劣
化
し
、
壊
れ
ゆ
く
状
況
の
な
か
で
、
図
書

館
は
紙
資
料
と
し
て
の
機
能
を
損
な
わ
ず
、
利
用
で
き
る
状
態

を
維
持
す
る
こ
と
が
重
要
で
す
。
紙
の
本
の
特
性
、
デ
ジ
タ
ル

の
利
便
性
と
汎
用
性
、
お
互
い
が
共
存
し
、
補
い
合
い
、
可
能

性
を
ひ
ろ
げ
て
い
け
る
よ
う
、
図
書
館
の
「
本
の
お
医
者
さ
ん
」

と
し
て
日
々
手
を
動
か
し
続
け
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

本
の
お
医
者
さ
ん
が
い
る
図
書
館

傷んだ和古書を解体し一丁ずつ裏打ちを施す

常時、5～10冊ほど
同時進行で修理している

一頭の山羊革から
補修の革を切り出す

図
書
館
修
理
担
当 

　

安
木 

志
保



本紙を裏から丁寧に刷毛でのばす裏打紙に生麩糊を均一に塗る

本紙の上に裏打紙を刷毛で撫でながらのせていく仮張の板に貼り付けて乾燥させる

2021

本のお医者さんがいる図書館

修理前

修理前

修理後

修理後

　
虫
喰
い
で
穴
が
開
き
、
ボ
ロ
ボ
ロ
に
な
っ
た
和
古

書
は
本
を
解
体
し
、
一
丁
ず
つ
裏
か
ら
全
体
に
薄
い

和
紙
を
貼
っ
て
補
強
す
る
「
裏
打
ち
」、
虫
損
の
形
に

和
紙
を
裂
い
て
裏
か
ら
欠
損
部
分
を
補
修
す
る
「
繕
つ
く
ろ

い
」
と
い
う
二
つ
の
方
法
で
修
理
し
て
い
る
。
糊
は

自
家
製
の
生
し
ょ
う

麩ふ

糊の
り

を
用
い
、
和
紙
は
繊
維
が
長
く
薄

く
て
も
丈
夫
な
楮
紙
を
使
用
。
本
紙
の
厚
み
や
色
に

合
わ
せ
て
最
適
な
も
の
を
選
ぶ
。
本
紙
の
修
理
が
終

わ
っ
た
ら
元
の
和
装
本
の
状
態
に
綴
じ
な
お
す
。

　
洋
装
本
は
圧
倒
的
に
背
と
表
紙
の
接
続
部
分
、
つ
ま
り
開
閉

で
負
担
の
か
か
る
箇
所
が
破
断
し
て
い
る
ケ
ー
ス
が
多
い
。
革

装
本
な
ら
新
し
い
革
を
、
ク
ロ
ス
装
な
ら
新
し
い
ク
ロ
ス
を
表

紙
の
下
に
貼
り
込
ん
で
補
強
し
、
元
の
背
を
貼
り
戻
す
。
和
紙

で
補
強
す
る
場
合
も
あ
る
。
中
身
の
見
返
し
や
本
紙
の
破
れ
な

ど
も
和
紙
と
で
ん
ぷ
ん
糊
で
修
理
す
る
。
強
い
接
着
が
必
要
な

箇
所
に
は
獣
類
の
骨
や
皮
を
煮
込
ん
だ
膠に
か
わと
い
う
接
着
剤
を
使

用
。
膠
は
お
湯
な
ど
熱
で
剥
が
れ
る
特
性
が
あ
る
。

和古書の修理洋装本の修理

表紙の革を医療用メスで起こす

いちょうゴテでの溝付け

補修革の段差をなくすため革漉き包丁で漉く

クロスで補修した表紙の背に膠を塗る

裏打ち作業  ―革装本の修理 ―

クロス装本の修理 ― 繕いによる修理  ―
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糸
の
古
色
染
め 

―

　
和
古
書
を
綴
じ
る
絹
糸
は
、
違
和
感
な
く
馴
染
む
よ
う
草
木
染
で
古

色
に
染
め
る
。
矢や

車し
ゃ

附ぶ

子し

と
い
う
昔
は
お
歯
黒
染
め
に
も
使
わ
れ
た
木

の
実
を
水
か
ら
煮
出
し
、
生
成
り
の
絹
糸
を
入
れ
る
と
徐
々
に
古
色
に

染
ま
っ
て
い
く
。
媒
染
を
変
え
る
と
微
妙
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
変
化
が
で

る
。
数
色
染
め
て
お
き
、
本
に
合
わ
せ
て
使
う
。
洋
装
本
の
綿
糸
や
麻

糸
も
こ
の
方
法
で
染
め
る
。

佛
教
大
学
附
属
図
書
館
の
事
業
活
動
報
告　（
2
0
2
3
～
2
0
2
4
年
度
前
半
期
）

４
月 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
防
止
策
を
講
じ
た
う
え
で
図
書
館
・
図
書
室
を
開
館

 

対
面
で
の
利
用
説
明
会
・
ガ
イ
ダ
ン
ス
を
再
開

 

郵
送
に
よ
る
貸
し
出
し
サ
ー
ビ
ス
・
文
献
複
写
依
頼
物
の
拡
大（
２
０
２
０
年
４
月
２
２
日
よ
り
継
続
中
）

 

※
通
信
教
育
課
程
学
生
対
象
サ
ー
ビ
ス
を
通
学
課
程
学
生
に
も
実
施

 

「
電
子
ブ
ッ
ク
展　

そ
う
だ
！
電
子
ブ
ッ
ク
使
お
っ
！
」（
佛
教
大
学
教
育
後
援
会
支
援
金
）に
関
連
し
た
図
書
を
展
示
。

５
月
～
６
月 

「
性
・
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を
通
し
て
考
え
る
人
権
」

 

　

人
権
教
育
セ
ン
タ
ー（
紫
野
キ
ャ
ン
パ
ス
図
書
館
１
階
展
示
コ
ー
ナ
ー
・
二
条
図
書
室
）

8
月 

ブ
ッ
ク
チ
ェ
ッ
ク
リ
プ
レ
イ
ス（
紫
野
キ
ャ
ン
パ
ス
図
書
館
）

９
月
～
10
月 

「
私
が
紹
介
し
た
い
認
知
症
に
関
す
る
図
書［
ブ
ッ
ク
レ
ビ
ュ
ー
］」

 

　

社
会
福
祉
学
部（
紫
野
キ
ャ
ン
パ
ス
図
書
館
１
階
展
示
コ
ー
ナ
ー
）

10
月 

図
書
館
報『
常
照
』第
70
号
を
発
行

11
月 

佛
教
大
学O

pen Research W
eeks 

２
０
２
３「
洛
中
洛
外
図
屏
風
」複
製
品
、「
都
名
所
百
景
」パ
ネ
ル
展
示（
紫
野
キ
ャ
ン
パ
ス
１
号
館
１
階
）

１
月
～
２
月 

「
民
族
差
別
に
関
す
る
図
書
・
資
料
／
性
と
身
体
に
関
す
る
図
書
／
ア
サ
―
テ
ィ
ブ
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
関
す
る
図
書
」

 

　

人
権
教
育
セ
ン
タ
ー（
紫
野
キ
ャ
ン
パ
ス
図
書
館
１
階
展
示
コ
ー
ナ
ー
・
二
条
図
書
室
）

３
月 

浄
土
宗
文
献
室
閉
室

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

４
月
～
５
月 

学
び
の
は
じ
ま
り（
前
期
・
後
期
）

６
月
～
７
月 

み
や
こ
の
夏
景
色（
前
期
・
後
期
）　

８
月 

踊
る（
前
期
・
後
期
）

９
月 

観
月

10
月
～
11
月 

頼
光
と
四
天
王（
前
期
・
後
期
）

12
月
～
１
月 

名
所
絵
の
世
界
～
江
戸
・
東
京
編
～　

２
月
～
３
月 

名
所
絵
の
世
界
～
名
所
図
会
編
～

2023年度

語学学習・就職活動・学習方法・
教員採用試験過去問シリーズ
教育後援会支援金　2024年4月

2023年12月～2024年1月
「名所絵の世界～江戸・東京編～」

2024年2月～3月
「名所絵の世界～名所図会編～」

　
和
古
書
の
修
理
に
使
用
す
る
生
麩
糊
は
自
家
製
で
炊
い
て
い
る
。
生

麩
糊
と
は
小
麦
粉
か
ら
グ
ル
テ
ン
を
取
り
除
い
た
小
麦
で
ん
ぷ
ん
糊
の

こ
と
で
、
日
本
で
は
古
来
よ
り
接
着
剤
と
し
て
使
わ
れ
て
き
た
。
現
在

も
広
く
修
復
に
使
用
さ
れ
て
い
る
。
粉
を
一
晩
水
に
浸
し
た
も
の
を
炊

い
て
糊
に
す
る
。
炊
く
間
は
絶
え
ず
混
ぜ
続
け
、
粘
り
と
透
明
感
が
出

た
ら
完
成
。
保
存
料
不
使
用
の
た
め
、日
持
ち
は
冷
蔵
庫
で
五
日
ほ
ど
。

糊
炊
き 

―
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４
月 

語
学
学
習
・
就
職
活
動
・
学
習
方
法
等
の
電
子
書
籍
／
教
員
採
用
試
験
過
去
問
シ
リ
ー
ズ（
佛
教
大
学
教
育
後
援
会
支
援
金
）に
関
連
し
た
図
書
を
展
示

９
月
～
10
月 

「
わ
た
し
が
紹
介
し
た
い
認
知
症
の
人
の
本
」［
ブ
ッ
ク
レ
ビ
ュ
ー
］」社
会
福
祉
学
部（
紫
野
キ
ャ
ン
パ
ス
図
書
館
１
階
展
示
コ
ー
ナ
ー
）

９
月
～
12
月 

「
２
０
２
３
年
度
～
２
０
２
４
年
度
の
人
権
セ
ミ
ナ
ー
・
研
修
会
関
連
図
書
・
資
料
の
展
示
」

 

　

人
権
教
育
セ
ン
タ
ー（
紫
野
キ
ャ
ン
パ
ス
図
書
館
１
階
展
示
コ
ー
ナ
ー
・
二
条
図
書
室
）

10
月 

図
書
館
報『
常
照
』第
71
号
を
発
行

中
央
展
示
テ
ー
マ（
２
０
２
４
年
４
月
～
10
月
）

４
月
～
５
月 

桜
ま
つ
り（
前
期
・
後
期
）

６
月
～
７
月 

祇
園
祭（
前
期
・
後
期
）　

８
月
～
９
月 

納
涼　

水
の
あ
る
風
景（
前
期
・
後
期
）

10
月
～
12
月 

絵
伝（
前
期
・
後
期
）

佛教大学附属図書館報『常照』 第71号
発行日　令和6年10月23日
発行者　佛教大学附属図書館長　藤井透
発行所　京都市北区紫野北花ノ坊町96
　　　　佛教大学附属図書館
制　作　株式会社栄美通信

佛教大学附属図書館報『常照』第71号をお届けします。
本学では佛教専門学校附属図書館からも含め、113万
冊もの図書を所蔵しています。資料のデジタル化が進
みゆく中、時代時代に残された紙資料「モノ」を今、
未来の活用へと繋ぐ想いで修理しています。図書館で
かけがえのない書物に、言葉に、多様な知との出会い
がありますように。

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
付
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
。

2024年度

2024年6月～7月
「祇園祭」

2024年10月～12月
「絵伝」

2024年8月～9月
「納涼」

2024年4月～5月
「桜まつり」

中央展示（2024年6月～7月）
「祇園祭」


