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（
以
下
、
敬
称
略
）

今
回
の
取
材
楽
し
み
に
し
て
お
り
ま
し
た
。

本
日
は
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
！

さ
っ
そ
く
で
す
が
、
ま
ず
毘
沙
門
天
と
は
ど
の
よ

う
な
神
様
な
の
か
教
え
て
く
だ
さ
い
。

佐
藤

毘
沙
門
天
は
、
も
と
も
と
四
天
王
の
一
尊

と
し
て
イ
ン
ド
で
成
立
し
ま
し
た
。
四
天
王
と
い

う
の
は
、
四
方
を
護
る
神
様
で
す
。
そ
の
中
で
北

の
方
を
護
る
の
が
多
聞
天
な
の
で
す
が
、
独
立
し

て
信
仰
さ
れ
る
と
毘
沙
門
天
に
な
り
ま
す
。
東
の

方
に
伝
わ
っ
て
く
る
に
つ
れ
て
、
毘
沙
門
天
だ
け

が
特
別
に
信
仰
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。

　

で
は
、
毘
沙
門
天
は
ど
の
よ
う
な
性
格
を
持
っ

た
神
様
な
の
か
と
い
う
と
、
お
釈
迦
様
を
4
人
で

護
る
ガ
ー
ド
マ
ン
と
し
て
成
立
し
た
こ
と
か
ら
、

武
神
・
戦
い
の
神
様
と
い
う
性
格
を
持
っ
て
い

ま
す
。
ま
た
国
の
戦
乱
の
時
に
拝
む
と
勝
利
に

導
い
て
く
れ
る
こ
と
か
ら
、
護
国
の
神
様
と
し
て

信
仰
も
広
ま
り
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
日
本
で
は
七

福
神
の
中
に
取
り
入
れ
ら
れ
、
福
の
神
と
い
う
性

格
も
出
て
く
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
戦
い
の
神
、

福
の
神
と
い
っ
た
全
然
違
う
2
つ
の
性
格
を
持
っ

た
神
様
な
ん
で
す
よ
。

内
田
　
多
聞
天
が
独
立
し
て
毘
沙
門
天
に
な
る
と

い
う
こ
と
で
し
た
が
、
他
の
四
天
王
は
独
立
し
て

信
仰
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で
す
か
。

佐
藤

な
い
ん
で
す
。
そ
れ
が
面
白
い
と
こ
ろ
な

ん
で
す
よ
。
毘
沙
門
天
だ
け
が
、
四
天
王
の
中
で

ソ
ロ
活
動
す
る
神
様
で
す
。
十
二
神
将
や
二
十
八

部
衆
な
ど
、
グ
ル
ー
プ
活
動
し
て
い
る
神
様
は
多

い
の
で
す
が
、
そ
の
中
で
い
き
な
り
ソ
ロ
活
動
で

き
る
神
様
と
い
う
の
は
中
々
い
ま
せ
ん
。

内
田
　
多
聞
天
だ
け
が
ソ
ロ
活
動
す
る
理
由
は
分

か
っ
て
い
る
の
で
す
か
。

佐
藤

こ
れ
は
『
毘
沙
門
天
像
の
成
立
と
展
開
』

で
も
触
れ
た
私
の
説
な
の
で
す
が
、
多
聞
天
が
仏

塔
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
理
由
な
の
で
は
な
い
か

と
考
え
て
い
ま
す
。
多
聞
天
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て

が
仏
塔
を
持
っ
て
お
り
、
仏
塔
の
中
に
は
お
釈
迦

様
の
遺
骨
が
入
っ
て
い
ま
す
。
多
聞
天
は
大
事
な

遺
骨
を
護
る
神
様
だ
っ
た
の
で
、
格
が
上
だ
と
い

う
認
識
に
な
り
、
そ
れ
が
ソ
ロ
活
動
の
決
め
手
に

な
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

先
生
が
毘
沙
門
天
の
研
究
を
さ
れ
よ
う
と

思
っ
た
き
っ
か
け
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

佐
藤

毘
沙
門
天
を
研
究
す
る
と
決
め
た
の
は
、

修
士
1
年
生
の
時
で
し
た
。
朝
日
新
聞
社
の
事
業

で
敦
煌
石
窟
に
3
か
月
派
遣
さ
れ
る
プ
ロ
グ
ラ
ム

が
あ
り
、
そ
れ
に
参
加
し
た
こ
と
が
き
っ
か
け
で

す
。
行
く
前
に
偉
い
先
生
方
と
面
接
を
し
て
、
何

を
し
た
い
か
相
談
す
る
の
で
す
が
、
そ
の
時
点
で

は
阿
弥
陀
如
来
を
研
究
す
る
つ
も
り
で
し
た
。
と

い
う
の
も
、
私
は
学
部
の
卒
業
論
文
で
、
京
都
の

浄
瑠
璃
寺
に
あ
る
九
体
阿
弥
陀
如
来
像
を
研
究
し

て
い
た
ん
で
す
。
し
か
し
、
阿
弥
陀
如
来
だ
け
を

や
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
も
な
く
、
浄
瑠
璃
寺

の
毘
沙
門
天
像
が
結
構
面
白
く
て
、
卒
業
論
文
の

中
で
も
ペ
ー
ジ
を
割
い
て
い
ま
し
た
。
そ
の
よ
う

な
こ
と
も
あ
り
、
面
接
の
時
に
毘
沙
門
天
を
も
う

少
し
や
っ
て
み
た
ら
と
言
わ
れ
た
ん
で
す
。
ど
ち

ら
を
研
究
す
る
か
悩
み
つ
つ
、
敦
煌
に
向
か
い
ま

し
た
。
敦
煌
で
の
調
査
は
、
4
0
0
く
ら
い
あ
る

石
窟
の
中
か
ら
い
く
つ
か
申
請
し
て
、
許
可
が
出

た
と
こ
ろ
だ
け
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
シ
ス

テ
ム
で
し
た
。
限
ら
れ
た
日
程
で
全
部
を
見
る
こ

と
が
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
阿
弥
陀
如
来

が
あ
る
石
窟
を
見
る
か
、
毘
沙
門
天
を
や
っ
て
み

る
か
決
め
な
け
れ
ば
い
け
な
か
っ
た
ん
で
す
よ
。

悩
ん
で
い
る
時
、
中
国
で
も
阿
弥
陀
如
来
の
研
究

は
結
構
進
ん
で
い
る
こ
と
に
気
づ
き
ま
し
た
。
そ

し
て
ふ
と
、「
今
か
ら
す
べ
て
の
石
窟
を
見
る
こ

と
が
で
き
る
訳
で
も
な
い
の
に
、
日
本
人
の
私
が

入
っ
て
行
っ
て
新
し
い
こ
と
が
で
き
る
の
か
な
」

と
自
信
が
な
く
な
り
ま
し
た
。
で
は
毘
沙
門
天
は

ど
う
か
と
い
う
と
、
敦
煌
に
は
1
0
0
体
く
ら
い

あ
る
の
に
、
ま
だ
あ
ま
り
研
究
は
進
ん
で
い
な
か
っ

た
ん
で
す
。
そ
こ
に
自
分
で
も
何
か
で
き
る
か
も

し
れ
な
い
と
い
う
余
地
を
見
出
し
て
、
申
請
の
前

の
晩
に
、
毘
沙
門
天
研
究
を
や
る
こ
と
を
決
意
し

ま
し
た
。

内
田
　
ギ
リ
ギ
リ
だ
っ
た
ん
で
す
ね
…
！

佐
藤

そ
う
な
ん
で
す
。
意
外
と
何
と
か
な
り
ま

し
た
（
笑
）

　

と
は
い
え
、
と
り
あ
え
ず
敦
煌
で
毘
沙
門
天
を

研
究
し
よ
う
と
思
っ
た
だ
け
で
、
ず
っ
と
や
ろ
う

と
思
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
ん
で
す
。
今
ま
で

続
く
と
は
思
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

内
田
　
阿
弥
陀
如
来
か
ら
方
向
転
換
し
て
、
毘
沙

門
天
を
選
ん
だ
と
の
こ
と
で
し
た
が
、
毘
沙
門
天

に
し
か
な
い
魅
力
な
ど
は
あ
り
ま
す
か
。

佐
藤

毘
沙
門
天
は
、
変
わ
っ
た
鎧
を
着
て
い
た

り
、
不
思
議
な
も
の
の
上
に
立
っ
て
い
た
り
し
て
、

面
白
い
形
を
し
て
い
る
ん
で
す
よ
。
ア
ジ
ア
各
地
に

作
例
も
多
く
、
実
際
に
見
に
行
き
た
い
と
思
い
ま

し
た
。
1
つ
の
石
窟
に
、
毘
沙
門
天
が
５
体
あ
ら
わ

さ
れ
て
い
る
時
も
あ
っ
た
り
し
て
面
白
い
で
す
よ
。

毘
沙
門
天
に
つ
い
て
、
少
し
ず
つ
理
解
が
深

ま
っ
て
き
た
と
こ
ろ
で
、
次
は
毘
沙
門
天
像
の
見

ど
こ
ろ
に
つ
い
て
お
聞
き
し
た
い
で
す
。
今
後
毘

沙
門
天
に
出
会
っ
た
時
、
よ
り
毘
沙
門
天
を
好
き

に
な
れ
る
よ
う
な
着
眼
点
が
あ
れ
ば
教
え
て
ほ

し
い
で
す
。

佐
藤

私
の
専
門
は
彫
刻
な
の
で
、
彫
刻
の
見
方

を
意
識
し
て
お
話
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
ず
、
毘

沙
門
天
に
限
ら
ず
、
仏
像
の
正
面
だ
け
で
は
な
く

背
面
や
側
面
を
見
て
ほ
し
い
で
す
。
側
面
は
、
時

代
に
よ
る
ボ
リ
ュ
ー
ム
の
違
い
が
よ
く
表
れ
ま
す
。

　

次
は
毘
沙
門
天
の
話
を
し
ま
し
ょ
う
。
先
ほ
ど

も
触
れ
ま
し
た
が
、
毘
沙
門
天
は
仏
塔
を
持
っ
て

い
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
仏
塔
を
見
た
く
な
る
の

で
す
が
、
実
は
後
補
の
も
の
が
多
い
ん
で
す
よ
。

で
は
、
も
と
も
と
の
形
が
残
っ
て
い
る
の
は
ど
こ

か
と
い
う
と
、
お
顔
で
す
ね
。
お
顔
に
注
目
し
て

い
た
だ
く
と
、
面
白
い
と
思
い
ま
す
。
怒
っ
て
い

る
お
顔
が
多
く
て
、
見
応
え
が
あ
り
ま
す
。
鎧
も

面
白
く
て
、
両
胸
の
装
飾
が
阿
吽
に
な
っ
て
い
た

り
、
お
腹
に
獅
子
が
つ
い
て
い
た
り
す
る
も
の
も

あ
り
ま
す
。
あ
と
は
、
足
元
に
も
着
目
し
て
み
て

く
だ
さ
い
。
大
抵
、
邪
鬼
な
ど
を
踏
み
つ
け
て
い
る

は
ず
で
す
。
毘
沙
門
天
は
邪
鬼
だ
け
で
は
な
く
、

地
天
女
と
い
う
女
神
に
支
え
ら
れ
て
い
る
場
合
も

あ
り
ま
す
。

内
田
　
邪
鬼
を
踏
ん
で
い
る
時
と
地
天
女
に
支
え

ら
れ
て
い
る
時
が
あ
る
と
の
事
で
し
た
が
、
何
か

性
格
の
違
い
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

佐
藤

地
天
女
に
支
え
ら
れ
て
い
る
毘
沙
門
天

は
、
中
央
ア
ジ
ア
の
ホ
ー
タ
ン
で
生
ま
れ
た
と
考

え
ら
れ
て
お
り
、
ホ
ー
タ
ン
の
王
は
毘
沙
門
天
の

子
孫
だ
と
い
う
神
話
が
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
毘

沙
門
天
は
国
の
祖
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
わ
け

で
す
。
一
方
邪
鬼
を
踏
ん
で
い
る
毘
沙
門
天
は
、

戦
い
の
神
や
、
悪
い
も
の
を
こ
ら
し
め
る
神
と
し

　
本
学
の
佐
藤
有
希
子
准
教
授
が
、
著
書
『
毘
沙
門
天
像
の
成
立
と
展
開
』
で
第
34
回

國
華
奨
励
賞
を
受
賞
さ
れ
ま
し
た
。
威
厳
の
あ
る
姿
は
博
物
館
な
ど
で
も
ひ
と
き
わ
目
を

引
き
、
昨
今
で
は
ア
ニ
メ
や
ゲ
ー
ム
で
も
名
前
を
耳
に
す
る
毘
沙
門
天
。
そ
の
起
源
は
、

四
天
王
の
一
尊
で
あ
る
多
聞
天
が
、
独
立
し
て
信
仰
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
に
あ
り

ま
す
。
今
回
は
佐
藤
先
生
に
お
話
を
伺
い
、
古
来
よ
り
多
く
の
人
を
引
き
付
け
て
止
ま
な

い
「
魅
惑
の
ソ
リ
ス
ト
毘
沙
門
天
」
の
魅
力
に
迫
っ
て
い
き
ま
す
。

魅惑のソリスト毘沙門天

佐藤 有希子 先生 プロフィール
奈良女子大学研究院人文科学系准教授、博士（文学）。
専門は日本・東洋仏教美術史（彫刻史）。中国・朝鮮半
島・日本の仏教美術について図像、様式、思想背景等
に注目して研究をしています。七福神のメンバーとし
ても知られる毘沙門天がどこで成立し、どのように信
仰され、またどのような美術作品が生み出されたのか、
という問題について最近まで研究してきました。今後
は、11-12世紀の法隆寺において制作された美術作品
（聖霊院聖徳太子像など）について研究をしていきます。
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が
成
立
し
て
変
化
し
た
過
程
の
肝
に
な
る
の
が
、

パ
キ
ス
タ
ン
や
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
な
の
で
、
今
後
の

研
究
の
余
地
は
こ
こ
に
あ
る
と
思
い
ま
す
。
日
本

の
作
品
も
ご
く
一
部
し
か
論
じ
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。

内
田
　
本
を
書
き
上
げ
た
今
、
未
来
の
毘
沙
門
天

研
究
者
に
期
待
す
る
こ
と
が
あ
れ
ば
教
え
て
く

だ
さ
い
。

佐
藤

余
地
は
ま
だ
残
っ
て
い
る
の
で
、
埋
め
て

い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
ア
ジ
ア
各
地
に
、

毘
沙
門
天
像
は
点
在
し
て
い
ま
す
。
ど
ん
ど
ん
海

外
に
い
っ
て
、
実
物
に
触
れ
て
く
だ
さ
い
。

内
田
　
余
地
が
あ
る
と
は
い
え
、
先
生
の
ご
研
究
は

ひ
と
ま
ず
区
切
り
が
つ
い
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
今
後
の
研
究
の
展
望
は
あ
り
ま
す
か
。

佐
藤

今
後
は
奈
良
の
仏
像
に
つ
い
て
研
究
し
た

い
と
思
い
、
11
世
紀
ご
ろ
の
法
隆
寺
の
研
究
を
始

め
ま
し
た
。
も
と
も
と
法
隆
寺
は
、
飛
鳥
・
奈
良

時
代
の
こ
と
は
よ
く
研
究
さ
れ
て
お
り
、
蓄
積
さ

れ
て
き
た
研
究
史
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
平
安

時
代
に
は
都
が
移
動
し
て
し
ま
う
の
で
、
平
安
時

代
以
降
の
研
究
は
、
意
外
と
進
ん
で
い
な
い
部
分

も
あ
る
ん
で
す
。
面
白
い
作
品
が
た
く
さ
ん
あ
っ

て
、
例
え
ば
聖
徳
太
子
の
頭
の
上
に
、
毘
沙
門
天

が
急
に
あ
ら
わ
さ
れ
だ
す
も
の
が
あ
り
ま
す
。
昔

か
ら
気
に
な
っ
て
い
た
の
で
、
こ
れ
に
発
端
す
る

様
々
な
こ
と
を
考
え
始
め
て
い
ま
す
。

内
田
　
頭
の
上
に
毘
沙
門
天
で
す
か
。
聖
徳
太
子

の
冠
に
毘
沙
門
天
が
あ
ら
わ
さ
れ
る
の
に
は
、
理

由
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

佐
藤

確
実
に
冠
の
上
に
戴
く
よ
う
に
な
る
の
は

て
の
性
格
が
強
い
で
す
。「
国
の
祖
と
し
て
の
毘

沙
門
天
」
と
「
戦
い
の
神
と
し
て
の
毘
沙
門
天
」

は
、
性
格
が
違
う
の
か
も
し
れ
な
い
で
す
ね
。

内
田
　
な
る
ほ
ど
。
着
目
点
が
分
か
っ
て
き
た
の

で
、
次
に
毘
沙
門
天
を
見
つ
け
た
時
、
今
ま
で
よ

り
楽
し
め
そ
う
で
す
。
さ
っ
そ
く
毘
沙
門
天
を
見

に
行
き
た
く
な
っ
て
き
た
の
で
す
が
、
奈
良
近
辺

で
見
る
こ
と
が
で
き
る
毘
沙
門
天
の
中
で
、
お
す

す
め
は
あ
り
ま
す
か
。

佐
藤

京
都
・
東
寺
の
毘
沙
門
天
像
は
ど
う
で
し
ょ

う
か
。
常
に
公
開
し
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ

ん
が
、
地
天
女
に
支
え
ら
れ
て
い
る
毘
沙
門
天
像

を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
よ
。
遣
唐
使
と
一
緒
に

中
国
へ
行
っ
た
お
坊
さ
ん
が
持
っ
て
帰
っ
て
来
た

も
の
で
、
そ
の
後
の
日
本
の
仏
像
に
及
ぼ
し
た
影

響
力
が
大
き
い
像
で
す
。

　

法
隆
寺
の
金
堂
に
も
、
11
世
紀
頃
の
毘
沙
門
天

像
が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
有
名
な
ご
本
尊
・
釈

迦
三
尊
像
の
隣
に
い
る
の
で
、
見
逃
し
が
ち
だ
と

思
い
ま
す
が
、
法
隆
寺
に
行
っ
た
時
に
探
し
て
み

て
く
だ
さ
い
。
奥
様
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
吉
祥
天

と
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

あ
と
は
、
信
貴
山
朝
護
孫
子
寺
の
毘
沙
門
天
さ

ま
で
し
ょ
う
か
。
信
貴
山
は
、
毘
沙
門
天
信
仰
の

聖
地
の
よ
う
な
場
所
で
、
金
銅
で
で
き
た
平
安
時

代
の
小
さ
な
毘
沙
門
天
像
を
見
る
こ
と
が
出
来
ま

す
。
現
地
で
は
確
認
す
る
こ
と
が
難
し
い
か
も
し

れ
ま
せ
ん
が
、
鳳
凰
が
う
っ
す
ら
と
背
面
に
彫
っ

て
あ
る
こ
と
も
特
徴
的
で
す
。

難
し
い
質
問
で
恐
縮
な
の
で
す
が
、
毘
沙
門

天
を
研
究
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
何
を
社
会
に
還

元
で
き
る
で
し
ょ
う
か
。
仏
像
研
究
を
す
る
意

義
に
つ
い
て
、
第
一
線
で
活
躍
さ
れ
て
い
る
先
生

の
ご
意
見
を
お
聞
き
し
た
い
で
す
。

佐
藤

そ
う
で
す
ね
、
ま
ず
こ
の
大
き
い
問
題
を

特集：魅惑のソリスト毘沙門天 
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考
え
る
に
あ
た
っ
て
、
文
系
学
問
と
い
う
広
い
範

囲
で
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
文
系
学
問
の

予
算
が
削
ら
れ
る
な
か
、
理
系
学
問
は
大
き
な
予

算
を
取
る
よ
う
に
な
り
、
新
し
い
技
術
の
進
歩
も

目
覚
ま
し
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
ど
れ

だ
け
新
し
い
技
術
が
生
ま
れ
て
も
、
ど
の
よ
う
に

我
々
の
人
生
や
生
活
に
役
立
て
、
利
用
し
て
よ
い

の
か
と
い
う
こ
と
は
、
理
系
学
問
の
枠
組
み
で
は
検

証
で
き
な
い
ん
で
す
よ
。
そ
れ
を
考
え
る
に
は
、
哲

学
や
歴
史
、
倫
理
、
文
化
の
よ
う
な
文
系
の
我
々

が
考
え
て
き
た
問
い
の
立
て
方
を
し
な
い
と
い
け

ま
せ
ん
。
ま
ず
、
こ
の
点
に
お
い
て
文
系
は
役
に

立
っ
て
い
る
と
言
い
た
い
で
す
。

　

で
は
も
う
少
し
絞
っ
て
、
美
術
史
と
い
う
範
囲
で

考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。
美
術
史
は
こ
れ
か
ら
も
っ

と
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。

な
ぜ
か
と
い
う
と
、
色
ん
な
技
術
が
生
ま
れ
て
、

人
間
の
生
活
が
豊
か
に
な
り
、
労
働
か
ら
解
放
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
と
、
人
々
は
文
化
と
か

芸
術
に
行
き
つ
く
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る

か
ら
で
す
。
ま
た
、
イ
ン
ス
タ
グ
ラ
ム
な
ど
が
流

行
っ
て
い
る
今
、
人
々
の
美
的
感
覚
が
洗
練
さ
れ

て
い
る
印
象
が
あ
り
ま
す
。
商
品
の
パ
ッ
ケ
ー
ジ

な
ど
も
ど
ん
ど
ん
お
し
ゃ
れ
に
な
っ
て
い
る
。
そ

れ
は
消
費
者
が
デ
ザ
イ
ン
や
美
術
に
関
し
て
、
敏

感
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

そ
う
な
る
と
、
美
術
と
い
う
も
の
を
歴
史
的
に
考

え
て
き
た
美
術
史
と
い
う
も
の
が
、
社
会
に
対
し

て
寄
与
す
る
シ
ー
ン
が
こ
れ
か
ら
増
え
て
く
る
だ

ろ
う
な
と
思
う
ん
で
す
。

　

最
後
に
仏
像
研
究
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
し
ょ

う
。
ま
ず
仏
像
研
究
が
、
直
接
的
に
経
済
に
寄
与

す
る
シ
ー
ン
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
い
と
思
っ
て
い

ま
す
。
し
か
し
、
我
々
の
生
活
が
便
利
に
な
っ
て

い
っ
た
先
に
、
歴
史
的
に
信
仰
さ
れ
、
大
事
に
さ

れ
て
き
た
「
美
し
い
も
の
」「
尊
い
も
の
」
を
求

め
る
気
持
ち
は
間
違
い
な
く
高
ま
る
は
ず

で
す
。
目
に
見
え
る
経
済
活
動
に
ど
れ
く

ら
い
影
響
を
与
え
る
か
は
分
か
り
ま
せ
ん

が
、
人
々
の
精
神
に
は
間
違
い
な
く
影
響

を
与
え
て
い
ま
す
。
あ
る
仏
像
を
見
て
救

わ
れ
た
、
感
動
し
た
と
い
う
よ
う
な
「
心

の
拠
り
所
」
と
な
る
経
験
や
精
神
作
用
を

与
え
る
き
っ
か
け
に
な
る
こ
と
が
で
き
る

の
が
、
仏
像
研
究
で
す
。

先
生
は
現
在
、
子
育
て
中
だ
と
お
聞

き
し
ま
し
た
。
こ
れ
ほ
ど
の
分
厚
い
本

を
書
く
と
い
う
の
は
大
変
な
仕
事
だ
っ
た

と
思
う
の
で
す
が
、
子
育
て
と
研
究
を

両
立
す
る
上
で
、
気
を
付
け
て
い
る
こ

と
や
、
工
夫
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
は

あ
り
ま
す
か
。

佐
藤

色
ん
な
も
の
を
犠
牲
に
し
て
し

ま
っ
て
い
ま
す
よ
。
犠
牲
に
し
つ
つ
も
目

指
し
て
い
る
の
は
、
完
璧
を
目
指
さ
な
い

こ
と
で
す
。
本
学
の
学
生
さ
ん
は
特
に
、
完
璧
主

義
の
方
が
多
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。
彼
女
た
ち
に

言
い
た
い
。
完
璧
主
義
は
や
め
て
く
だ
さ
い
！
頼

れ
る
も
の
に
頼
っ
て
く
だ
さ
い
。

　

実
際
私
は
、
古
代
文
化
学
コ
ー
ス
の
先
生
方
に

は
、
と
て
も
お
世
話
に
な
っ
て
い
ま
す
。
職
場
に

恵
ま
れ
た
と
い
う
の
は
大
き
い
で
す
ね
。
夫
に
も

だ
い
ぶ
助
け
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。
も
と
も
と
家

族
で
東
京
に
住
ん
で
い
た
の
で
す
が
、
3
人
目
の

子
供
を
妊
娠
中
に
私
は
本
学
で
就
職
が
決
ま
っ
た

ん
で
す
。
単
身
赴
任
な
ど
を
ど
う
す
る
か
悩
ん
で

い
た
時
、
夫
が
「
み
ん
な
で
奈
良
に
行
こ
う
」
っ

て
言
っ
て
く
れ
た
ん
で
す
よ
。
当
時zoom

な
ど

は
一
般
的
で
は
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
彼
自
身
が

東
京
と
奈
良
を
行
き
来
し
な
が
ら
仕
事
を
で
き
る

よ
う
に
環
境
を
整
え
て
く
れ
ま
し
た
。

『
毘
沙
門
天
像
の
成
立
と
展
開
』
は
非
常
に

分
厚
い
本
で
し
た
が
、
こ
れ
ほ
ど
研
究
し
て
も

な
お
、
毘
沙
門
天
に
は
研
究
の
余
地
が
残
っ
て
い

る
の
で
す
か
。

佐
藤

結
論
か
ら
言
う
と
、
ま
だ
ま
だ
研
究
の
余

地
は
あ
り
ま
す
。
こ
の
本
を
出
す
の
に
出
版
助
成

金
を
申
請
し
た
の
で
す
が
、
申
請
結
果
が
出
た
の

が
6
月
で
、
そ
の
次
の
3
月
ま
で
に
出
版
を
完
了

し
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
た
め
、
今

回
の
本
は
急
い
で
書
か
な
け
れ
ば
い
け
な
か
っ
た

部
分
も
多
く
、
ま
だ
不
十
分
な
ん
で
す
。
論
じ
ら

れ
て
い
な
い
仏
像
が
多
く
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、

ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
や
パ
キ
ス
タ
ン
の
仏
像
に
は

あ
ま
り
触
れ
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
政
治
や
治
安

の
問
題
で
そ
の
あ
た
り
に
行
く
こ
と
が
難
し
か
っ

た
と
い
う
の
が
理
由
で
す
。
し
か
し
、
毘
沙
門
天 佐藤先生の著書（第34回國華奨励賞受賞／2022年）

聖徳太子勝鬘経講讃図（重要文化財）の赤外線写真／法隆寺所蔵・奈良国立博物館撮影

鎌
倉
時
代
な
の
で
す
が
、
始
ま
り
は
平
安
時
代
後

期
頃
な
の
で
は
な
い
か
と
い
う
説
が
あ
り
、
そ
の

時
の
法
隆
寺
で
何
が
起
こ
っ
た
の
か
を
研
究
し
て

い
る
途
中
で
す
。
聖
徳
太
子
が
「
勝
鬘
経
（
し
ょ

う
ま
ん
ぎ
ょ
う
）」
と
い
う
お
経
を
解
説
し
て
い
る
図

が
あ
る
の
で
す
が
、
そ
の
シ
ー
ン
の
時
だ
け
、
冠

の
上
に
毘
沙
門
天
が
あ
ら
わ
さ
れ
る
ん
で
す
。
12

世
紀
前
半
の
聖
徳
太
子
の
彫
刻
に
も
、
冠
の
上
に

毘
沙
門
天
が
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
も
の
が
あ
り
ま

す
。
こ
の
像
に
も
と
も
と
載
っ
て
い
た
の
か
、
後

か
ら
つ
け
た
の
か
。
後
か
ら
つ
け
た
の
だ
と
し
た

ら
、
な
ぜ
つ
け
た
の
か
。
伝
説
で
は
聖
徳
太
子
が

物
部
守
屋
と
合
戦
を
し
た
時
に
、
木
で
四
天
王
像

を
彫
っ
て
、
頭
の
上
に
置
い
た
と
い
う
も
の
が
あ

る
の
で
す
が
、
こ
の
伝
説
と
の
因
果
関
係
は
ま
だ

分
か
り
ま
せ
ん
。

内
田
　
今
後
の
研
究
が
楽
し
み
で
す
ね
。

最
後
に
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
お
願
い
し
ま
す
。

佐
藤

み
な
さ
ん
、
ぜ
ひ
海
外
に
行
っ
て
く
だ
さ

い
！
美
術
史
は
フ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
軽
さ
が
求
め
ら

れ
る
分
野
で
す
。
展
覧
会
や
博
物
館
で
見
る
こ
と

が
で
き
る
仏
像
で
も
、
研
究
は
可
能
で
す
よ
。
必
ず

し
も
特
別
な
許
可
を
も
ら
っ
て
、
じ
っ
く
り
調
べ

な
い
と
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

自
分
が
見
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
部
分
は
先
行

研
究
な
ど
で
補
う
と
し
て
、
そ
う
い
う
の
も
活
か

し
な
が
ら
、
自
分
で
そ
の
場
所
に
行
っ
て
実
物
を

見
る
こ
と
が
大
切
で
す
。
実
際
に
見
る
と
記
憶
の

定
着
の
仕
方
も
違
い
ま
す
し
、
新
し
い
ア
イ
デ
ア

が
浮
か
ぶ
こ
と
も
あ
る
は
ず
で
す
。

　

本
学
は
勤
勉
な
学
生
が
多
く
、
先
生
は
と
て
も

楽
な
の
で
す
が
、
頑
張
り
す
ぎ
な
く
て
大
丈
夫
で

す
。
ち
ょ
っ
と
肩
の
力
を
抜
い
て
、
自
分
を
追
い

込
み
す
ぎ
な
い
よ
う
に
人
生
を
楽
し
ん
で
ほ
し
い

と
思
い
ま
す
。

物を見たい」という衝動は、新しい世界を見に行きたいと思う欲求であると思います。このような「行動力の源泉足り得
る底知れない魅力」こそ仏像の持つ力であり、それと向き合う仏像研究は人々の心に豊かさをもたらす学問です。
即物的な社会の中で、形あるものの価値ばかり取り上げられがちですが、目に見えない価値を大切にできる自分でありた即物的な社会の中で、形あるものの価値ばかり取り上げられがちですが、目に見えない価値を大切にできる自分でありた
る底知れない魅力」こそ仏像の持つ力であり、それと向き合う仏像研究は人々の心に豊かさをもたらす学問です。
即物的な社会の中で、形あるものの価値ばかり取り上げられがちですが、目に見えない価値を大切にできる自分でありた
いと思うとともに、そのような社会であってほしいと願い、皆さんにこの記事を贈ります。
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な
ど
で
お
手
伝
い
を
し
て
い
ま
す
。
き
っ
か
け
は
、

遊
佐
先
生
に
佐
保
地
区
自
治
連
合
会
元
副
会
長
さ
ん

か
ら
蛍
を
復
活
さ
せ
た
い
と
い
う
要
望
が
あ
っ
た
こ

と
で
す
。
昔
は
佐
保
川
に
蛍
が
飛
び
交
っ
て
い
た
そ

う
で
、
南
都
八
景
と
い
う
名
所
の
一
つ
で
す
。
ま
ず

は
S
棟
の
裏
に
あ
る
池
で
蛍
の
餌
生
物
と
蛍
を
飼
育

し
て
み
よ
う
と
い
う
こ
と
で
、
池
の
水
質
改
善
の
た

め
に
学
生
た
ち
と
手
作
業
で
水
路
を
掘
っ
て
、
太
陽

光
パ
ネ
ル
で
水
を
通
し
て
水
循
環
さ
せ
て
川
を
作
り

ま
し
た
。
今
年
は
岩
谷
直
治
記
念
財
団
か
ら
研
究
助

成
金
を
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
た
の
で
、
そ
の
お
金

で
水
路
を
整
備
し
、
順
に
水
を
流
し
た
り
、
下
か
ら

エ
ア
レ
ー
シ
ョ
ン
（
曝
気
）
を
し
て
空
気
を
送
っ
て
水

質
浄
化
を
し
た
り
し
よ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。
最
終

的
に
は
こ
の
池
を
み
ん
な
の
憩
い
の
場
に
し
よ
う
と

考
え
て
い
ま
す
。

Q
現
在
で
も
理
系
学
部
で
は
女
子
学
生
が
少
な
い

と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
女
子
大
で
理
学
部
に
進
学
す

る
こ
と
の
メ
リ
ッ
ト
は
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
か
？

　

メ
リ
ッ
ト
は
た
く
さ
ん
あ
る
と
思
い
ま
す
。
ま
ず

一
つ
は
日
本
に
お
い
て
女
性
が
理
学
を
学
ぶ
こ
と
も

し
く
は
、
自
立
し
て
研
究
し
た
り
社
会
に
出
た
り
と

い
う
時
に
、
男
性
優
位
社
会
の
中
で
自
由
に
発
言
す

る
こ
と
を
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
で
す
よ
ね
。
妨

げ
と
い
う
の
も
色
々
あ
っ
て
、
自
分
く
ら
い
の
年
代

だ
と
幼
い
頃
か
ら
「
男
性
を
立
て
な
さ
い
」
と
か
、

「
女
性
が
前
に
出
て
は
き
は
き
喋
る
ん
じ
ゃ
な
い
」

み
た
い
な
教
育
を
受
け
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
が
色
ん

な
と
こ
ろ
で
自
分
の
気
持
ち
を
押
さ
え
つ
け
る
時
が

あ
り
ま
す
ね
。
そ
れ
な
の
に
今
は
女
性
が
バ
リ
バ
リ

働
き
な
さ
い
と
言
わ
れ
て
、
も
の
す
ご
く
ジ
レ
ン
マ

を
感
じ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
私
自
身
は
女
子
高
の

出
身
で
す
ご
く
気
楽
で
し
た
し
、
そ
う
い
う
時
に
理

学
っ
て
お
も
し
ろ
い
と
思
い
ま
し
た
。
進
学
先
の
大

2
・
３
回
生
を
対
象
に
環
境
リ
ス
ク
論
と
い

う
授
業
を
行
っ
て
い
ま
す
。
色
々
な
人
間
活
動

に
よ
っ
て
発
生
す
る
ヒ
ト
健
康
リ
ス
ク
や
、
生

態
系
へ
の
悪
影
響
の
こ
と
を
「
リ
ス
ク
」
と
言

い
ま
す
。
そ
う
し
た
リ
ス
ク
が
な
ぜ
起
こ
る
の

か
、
リ
ス
ク
を
ど
う
や
っ
て
計
算
す
る
の
か
、

リ
ス
ク
を
軽
減
す
る
た
め
に
ど
う
す
れ
ば
い
い

の
か
と
い
う
こ
と
を
、
で
き
る
限
り
デ
ィ
ス

カ
ッ
シ
ョ
ン
を
交
え
な
が
ら
考
え
て
い
ま
す
。

環
境
や
政
治
に
関
す
る
話
題
は
、
本
当
は
も
っ

と
私
た
ち
の
身
近
な
も
の
に
な
っ
て
い
な
い
と

い
け
な
い
で
す
が
、
あ
ま
り
話
さ
な
い
で
す
よ

ね
。
話
す
と
意
識
高
い
系
み
た
い
に
思
わ
れ
た

り
、
そ
う
い
う
こ
と
を
忘
れ
て
暮
ら
し
た
い
と

か
思
っ
た
り
。
本
当
は
そ
う
し
た
こ
と
と
い
う

の
は
、
私
達
が
も
っ
と
真
剣
に
、
身
近
に
感
じ

て
自
分
の
考
え
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と

い
け
な
い
こ
と
で
、
そ
う
じ
ゃ
な
い
と
一
握
り

の
人
た
ち
が
私
た
ち
に
と
っ
て
大
切
な
こ
と
を

ど
ん
ど
ん
ダ
メ
に
し
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
。

そ
う
し
た
こ
と
を
学
生
の
皆
さ
ん
と
一
緒
に
考

え
た
い
と
思
い
な
が
ら
授
業
を
し
て
い
ま
す
。

自
分
の
考
え
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う

の
は
、
ど
ん
な
場
面
で
も
重
要
だ
と
思
っ
て
い

る
の
で
、
そ
う
し
た
力
を
身
に
つ
け
て
欲
し
い

と
思
っ
て
い
ま
す
。

Q
先
生
が
参
加
さ
れ
て
い
る
「『
佐
保
川
の

蛍
』
復
活
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
が
面
白
い
と
思

い
ま
し
た
。
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
つ
い
て
、

面
白
い
点
や
苦
労
し
て
い
る
点
な
ど
あ
れ
ば

教
え
て
く
だ
さ
い
。

　

こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
遊
佐
陽
一
先
生
（
奈

良
女
子
大
学
生
物
環
境
学
部
生
物
環
境
コ
ー
ス
教
授
）

が
中
心
に
進
め
ら
れ
て
お
り
、
私
は
水
質
管
理

Q
先
生
の
研
究
内
容
や
そ
の
魅
力
に
つ
い
て
教
え

て
く
だ
さ
い
。

　

私
は
生
物
が
地
球
を
作
り
環
境
に
適
応
し
て
生
物

が
お
互
い
に
影
響
し
合
う
共
発
展
・
共
進
化
に
興
味

が
あ
り
、
研
究
し
て
い
ま
す
。
生
物
が
地
球
を
ど
の

よ
う
に
変
え
て
い
く
の
か
、
そ
し
て
地
球
が
生
物
の

増
殖
に
ど
の
よ
う
に
関
わ
る
の
か
に
つ
い
て
知
る
た

め
に
は
、
生
物
学
だ
け
で
な
く
、
化
学
や
物
理
な
ど

全
部
の
理
学
の
知
識
が
必
要
で
す
。
こ
の
よ
う
な
研

究
を
分
野
横
断
型
の
研
究
と
い
い
ま
す
が
、
一
人
で

様
々
な
サ
イ
エ
ン
ス
の
世
界
を
渡
り
歩
い
て
、
俯
瞰

し
て
繋
い
で
、
少
し
ず
つ
生
命
と
世
界
を
理
解
し
て

い
く
パ
ズ
ル
を
組
み
立
て
て
い
く
こ
と
が
楽
し
く
て

研
究
し
て
い
ま
す
。

　

私
の
研
究
で
は
特
に
微
生
物
を
対
象
と
し
て
い
ま

す
。
い
つ
も
授
業
で
言
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
微
生

物
は
地
球
の
主
人
公
で
す
。
主
人
公
っ
て
感
じ
が
し

な
い
で
す
よ
ね
？
な
ぜ
主
人
公
か
と
い
う
理
由
は
3

つ
あ
り
ま
す
。
ま
ず
、
微
生
物
は
た
く
さ
ん
い
る
か

ら
で
す
。
地
球
上
に
存
在
す
る
生
物
量
は
、
炭
素
量

で550G
t

、
動
物
は2G

t

を
占
め
る
の
に
対
し
、
原

核
生
物
（
原
核
細
胞
と
い
う
原
始
的
な
細
胞
を
持
つ
微
生
物
）

だ
け
で77G

t

と
推
定
さ
れ
て
い
ま
す
※（B

ar-O
n et 

al. 2018

）。
私
た
ち
は
表
層
の
世
界
し
か
見
え
て
い

な
い
の
で
動
物
が
多
い
と
感
じ
ま
す
が
、
微
生
物
は

と
て
も
多
い
で
す
。
し
か
も
微
生
物
し
か
生
き
ら
れ

な
い
場
所
が
あ
り
、
光
が
届
か
な
い
よ
う
な
場
所
な

ど
で
は
微
生
物
は
ス
ロ
ー
ラ
イ
フ
を
送
っ
て
い
ま
す
。

2
つ
目
の
理
由
と
し
て
、
微
生
物
は
す
ご
く
昔
か

ら
地
球
上
に
い
ま
す
。
一
番
初
め
に
誕
生
し
た
タ
イ

プ
の
生
物
と
い
う
の
が
、
単
細
胞
の
微
生
物
で
す
。

生
物
的
な
機
能
を
持
つ
ま
で
に
は
色
々
あ
る
の
で
す

が
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
的
な
観
点
か
ら
す
る
と
、
最
初
の

生
物
は
化
学
反
応
か
ら
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
獲
得
し
て
い

た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
私
た
ち
も
好
気
呼
吸
で

酸
素
と
有
機
物
の
化
学
反
応
か
ら
エ
ネ
ル
ギ
ー

を
獲
得
し
て
い
ま
す
が
、
初
期
の
地
球
に
は
酸

素
発
生
型
光
合
成
生
物
は
お
ら
ず
、
酸
素
濃
度

は
非
常
に
低
か
っ
た
の
で
、
初
期
生
命
は
違
う

タ
イ
プ
の
化
学
反
応
で
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
取
っ
て

い
ま
し
た
。

※ B
ar-O

n, Y
.M
., P
hillips, R

. &
 M
ilo, R

. 

（2018

）. The biom
ass distribution on 

Earth. P
roceedings of the N

ational 
Academ

y of Sciences, 115, 6506‒6511.

3
つ
目
の
理
由
と
し
て
、
地
球
上
に
は
色
々

な
元
素
が
あ
り
ま
す
が
、
多
様
な
元
素
の
循
環

に
関
わ
っ
て
い
る
の
が
微
生
物
で
す
。
例
え
ば

地
球
上
の
表
層
環
境
に
お
け
る
窒
素
ガ
ス
は
大

気
の
8
割
く
ら
い
で
す
。
た
だ
し
窒
素
は
た
く

さ
ん
あ
る
も
の
の
、
私
達
は
そ
の
窒
素
ガ
ス
を

吸
っ
て
体
に
蓄
え
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
窒

素
を
一
旦
ア
ン
モ
ニ
ア
態
窒
素
と
い
う
も
の
に

変
換
す
る
こ
と
が
で
き
る
窒
素
固
定
微
生
物
と

い
う
も
の
が
い
ま
す
が
、
そ
の
窒
素
固
定
微
生

物
が
窒
素
を
ア
ン
モ
ニ
ア
に
還
元
し
て
、
そ
の

ア
ン
モ
ニ
ア
か
ら
ま
た
他
の
形
態
に
な
っ
て
と

い
う
形
で
窒
素
を
利
用
し
て
い
ま
す
。
一
度
体

に
蓄
え
ら
れ
た
有
機
態
窒
素
を
ま
た
分
解
し
、

ア
ン
モ
ニ
ア
態
に
す
る
過
程
で
も
微
生
物
が
関

わ
っ
て
い
ま
す
。
ア
ン
モ
ニ
ア
態
窒
素
が
酸
化

さ
れ
て
硝
酸
イ
オ
ン
や
窒
素
ガ
ス
に
な
る
過
程

に
も
全
部
微
生
物
が
関
わ
っ
て
い
る
の
で
す
。

こ
の
よ
う
な
過
程
か
ら
考
え
る
と
微
生
物
は
地

球
の
主
役
だ
と
思
い
ま
す
。

Q
理
学
部
の
講
義
内
容
に
つ
い
て
教
え
て

く
だ
さ
い
。
ま
た
講
義
を
通
し
て
学
生
に
学

ん
で
欲
し
い
ポ
イ
ン
ト
が
あ
れ
ば
教
え
て
く

だ
さ
い
。

学
は
共
学
で
し
た
が
、
友
達
は
み
ん
な
フ
ラ
ッ
ト
な

関
係
で
人
に
恵
ま
れ
て
楽
し
く
や
っ
て
い
ま
し
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
ふ
と
仕
事
や
職
場
、
公
的
な
役
職

と
か
に
な
る
と
、「
あ
あ
し
ん
ど
い
な
」
っ
て
感
じ
る

時
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
上
の
方
に
男
性
が
多
か
っ

た
り
、
団
体
に
女
性
の
比
率
が
少
な
か
っ
た
り
す
る

こ
と
で
生
じ
る
窮
屈
さ
が
あ
る
か
ら
で
す
。
そ
う
い

う
窮
屈
さ
を
感
じ
ず
に
の
び
の
び
と
サ
イ
エ
ン
ス
で

き
る
場
所
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
す
ご
く
良
い
こ

と
と
思
い
ま
す
し
、
そ
の
た
め
に
は
奈
良
女
の
職
員

の
女
性
の
比
率
を
上
げ
て
欲
し
い
で
す
よ
ね
。
特
に

上
位
職
の
方
で
女
性
が
た
く
さ
ん
い
て
く
れ
る
と
い

い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

男
女
平
等
に
し
な
い
と
い
け
な
い
の
に
な
ぜ
女
子

大
が
存
在
す
る
の
か
っ
て
こ
と
を
よ
く
言
わ
れ
ま
す

が
、
男
女
平
等
で
は
な
い
か
ら
こ
そ
女
子
大
が
大
事

だ
と
私
は
思
い
ま
す
。「
あ
れ
は
し
ち
ゃ
い
け
な
い
、

こ
れ
は
し
ち
ゃ
い
け
な
い
」
み
た
い
な
こ
と
を
感
じ

な
く
て
済
む
の
は
す
ご
く
開
放
感
が
あ
り
ま
す
。
も

し
そ
う
い
う
窮
屈
な
思
い
を
し
て
き
た
子
た
ち
が
い

る
の
な
ら
、
そ
う
い
う
子
た
ち
に
と
っ
て
女
子
大
と

い
う
の
は
す
ご
く
良
い
選
択
肢
だ
と
思
い
ま
す
。

Q
理
学
部
生
物
環
境
学
科
環
境
科
学
コ
ー
ス
を
目

指
す
学
生
に
向
け
て
、メ
ッ
セ
ー
ジ
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

う
ち
の
環
境
科
学
コ
ー
ス
の
売
り
は
計
算
機
を
利

用
す
る
こ
と
で
す
。
必
修
科
目
の
中
に
プ
ロ
グ
ラ
ミ

ン
グ
が
組
み
込
ま
れ
て
い
ま
す
。
計
算
科
学
を
主
軸

に
す
る
こ
と
で
何
が
で
き
る
か
。
環
境
を
科
学
的
に

理
解
す
る
た
め
に
は
環
境
を
数
値
化
し
た
り
、
数
値

に
基
づ
い
て
評
価
を
し
た
り
す
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。
そ
の
た
め
に
は
デ
ー
タ
か
ら
統
計
量
を
計
算
し

た
り
、
可
視
化
し
た
り
す
る
こ
と
で
現
象
理
解
に
役

立
ち
ま
す
。
そ
し
て
、
仮
説
を
立
て
、
数
式
化
し
、

検
証
す
る
こ
と
で
将
来
予
測
が
で
き
る
よ
う
に
な
り

ま
す
。
そ
う
し
た
と
こ
ろ
に
私
達
は
力
を
入
れ

て
、
環
境
を
き
ち
ん
と
サ
イ
エ
ン
ス
と
し
て
理

解
す
る
こ
と
が
で
き
る
人
材
を
育
て
た
い
と
強

く
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
こ
が
一
つ
の
魅
力
だ
と

思
い
ま
す
し
、
今
後
必
要
な
こ
と
だ
と
思
う
の

で
、
興
味
の
あ
る
方
に
は
ぜ
ひ
来
て
い
た
だ
け

た
ら
と
思
い
ま
す
。

環境科学コース

Introduction to Master's Studies
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化学生物環境学科 
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せと まゆみ
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学生記者の声 
「他者とのやりとり」や「言葉を使ったコミュニケーション」
は高度なものであり、普段何気なく行っているコミュニケー
ションが当たり前でないことを改めて感じました。対人
援助職を目指す学生や社会に出ていく学生に向けた「頑
張ってほしいけど頑張りすぎないでほしい」「仕事を自分
ひとりで抱え込む必要はない」という狗巻先生の言葉が
届いてほしいと思います。

國立 桃愛（こくりゅう ももあ）
生活環境学部心身健康学科 スポーツ健康科学コース 4回生
出身校：愛知県立一宮西高等学校（愛知県）

で
、
周
囲
か
ら
の
支
援
は
必
要
で
す
。
支
援
で
は
子

ど
も
が
発
達
し
や
す
い
環
境
を
ど
う
作
る
の
か
と
い

う
こ
と
が
大
事
だ
と
思
い
ま
す
。
支
援
者
が
し
た
い

支
援
を
す
る
の
で
は
な
く
、
子
ど
も
に
と
っ
て
必
要

な
支
援
っ
て
何
な
の
か
を
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
な
と
考
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
初
め
て

出
会
っ
た
と
き
は
、
障
害
が
あ
る
か
ら
優
し
く
接
し

な
い
と
い
け
な
い
と
か
、
サ
ポ
ー
ト
し
な
け
れ
ば
い

け
な
い
と
い
う
こ
と
を
感
じ
て
い
た
の
で
す
が
、
そ

れ
は
自
分
本
位
な
考
え
だ
っ
た
な
と
強
く
感
じ
て
い

ま
す
。
こ
の
考
え
方
は
障
害
の
あ
る
子
ど
も
た
ち
に

改
め
て
教
え
て
も
ら
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
、
人
間
関
係
っ
て
難
し
い
な
と
思
い
ま
し

た
。
障
害
の
あ
る
子
ど
も
た
ち
を
対
象
と
し
た
研
究

を
行
う
中
で
、
言
葉
を
使
っ
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
を
と
る
こ
と
は
「
当
た
り
前
」
で
は
な
い
と
気
が

つ
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
普
段
何
気
な
く
自
分
が

や
っ
て
い
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
い
か
に
高
度

な
の
も
の
で
あ
る
の
か
を
考
え
ず
に
、
そ
れ
を
「
当

た
り
前
」
と
と
ら
え
て
し
ま
う
こ
と
が
怖
い
な
と
思

い
ま
す
。

Q
人
と
関
わ
る
う
え
で
大
切
に
し
て
い
る
こ
と
を

教
え
て
く
だ
さ
い
。

　

究
極
の
と
こ
ろ
「
他
人
が
考
え
て
い
る
こ
と
や
他

人
が
思
っ
て
い
る
こ
と
」
を
１
０
０
％
わ
か
る
こ
と

は
あ
り
得
な
い
し
、
逆
に
自
分
の
気
持
ち
を
他
者
に

す
べ
て
説
明
す
る
こ
と
は
難
し
い
も
の
で
す
。
な
の

で
、
い
か
に
自
分
本
位
な
考
え
方
で
は
な
く
、
想
像

し
て
、
可
能
な
限
り
相
手
の
立
場
に
立
ち
な
が
ら
、

自
分
の
も
っ
て
い
る
常
識
を
そ
の
ま
ま
相
手
に
も
あ

て
は
め
な
い
よ
う
に
気
を
付
け
て
い
ま
す
。
相
手
が

何
を
考
え
て
そ
の
よ
う
に
行
動
し
て
い
る
の
か
と
い

う
こ
と
を
い
か
に
豊
か
に
想
像
し
解
釈
し
て
い
く
の

か
と
い
う
こ
と
が
大
事
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
特

の
資
格
を
取
っ
て
現
場
で
働
き
た
い
と
い
う

学
生
も
多
い
の
で
、
知
能
検
査
や
発
達
検
査

の
実
施
方
法
や
検
査
結
果
を
ど
う
解
釈
す
る

の
か
と
い
う
基
礎
的
な
部
分
を
、
指
導
し
て

い
ま
す
。

（
※
こ
れ
か
ら
取
り
組
も
う
と
す
る
支
援
、
ま
た
は
今
取

り
組
ん
で
い
る
支
援
に
つ
い
て
、
ス
ー
パ
ー
バ
イ
ザ
ー
に

ア
ド
バ
イ
ス
・
指
導
を
し
て
も
ら
う
こ
と
。
ス
ー
パ
ー
バ

イ
ザ
ー
は
学
識
経
験
者
の
た
め
、
発
達
支
援
を
専
門
に
研

究
を
さ
れ
て
い
る
教
授
・
准
教
授
・
講
師
、
発
達
支
援
セ

ン
タ
ー
な
ど
の
セ
ン
タ
ー
長
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。）

Q
発
達
障
害
や
自
閉
症
を
持
つ
子
ど
も
に

つ
い
て
研
究
を
さ
れ
て
い
く
中
で
，
自
分
自

身
の
考
え
方
で
変
化
し
た
こ
と
を
教
え
て
く

だ
さ
い
。

　
「
人
間
の
発
達
を
ど
う
と
ら
え
る
か
」
と
い

う
考
え
が
一
番
大
き
く
変
わ
っ
た
か
な
と
思

い
ま
す
。
も
と
も
と
乳
幼
児
期
の
子
ど
も
の

発
達
に
興
味
を
も
っ
て
い
て
、
最
初
は
「
で

き
る
こ
と
が
増
え
る
」
こ
と
が
発
達
で
あ
り

「
子
ど
も
を
ど
の
よ
う
に
指
導
、
育
て
て
い
く

か
」
が
大
事
で
あ
る
と
捉
え
て
い
ま
し
た
。

研
究
を
進
め
る
な
か
で
多
く
の
子
ど
も
た
ち
と

出
会
い
「
発
達
の
主
体
は
子
ど
も
自
身
で
あ

り
、
大
人
が
発
達
さ
せ
る
も
の
で
は
な
い
」
と

思
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
子
ど
も
た
ち
と

接
し
て
い
く
中
で
、
ど
ん
な
に
重
い
障
害
が

あ
っ
て
も
そ
の
人
は
そ
の
人
と
し
て
生
き
て

い
る
わ
け
で
、
他
人
が
発
達
さ
せ
る
と
か
導

い
て
あ
げ
る
の
は
非
常
に
傲
慢
な
考
え
方
な

ん
だ
と
い
う
こ
と
に
気
が
つ
き
ま
し
た
。
た

だ
、「
発
達
の
主
体
が
子
ど
も
自
身
で
あ
る
」

と
は
い
え
、
障
害
が
あ
る
た
め
に
発
達
が
ス

ム
ー
ズ
に
進
み
に
く
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
の

Q
狗
巻
先
生
ご
自
身
の
研
究
内
容
に
つ
い
て
教
え

て
く
だ
さ
い
。（
過
去
〜
現
在
）

　

研
究
を
始
め
た
こ
ろ
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
、
自

閉
ス
ペ
ク
ト
ラ
ム
症
の
子
ど
も
を
対
象
に
発
達
心
理

学
の
研
究
を
し
て
い
ま
す
。
自
閉
ス
ペ
ク
ト
ラ
ム
症

は
対
人
関
係
に
お
い
て
そ
の
特
性
が
顕
在
化
す
る
の

で
、
他
者
と
の
や
り
と
り
が
ど
の
よ
う
に
発
達
的
に

変
化
し
て
い
く
の
か
と
い
う
こ
と
を
主
に
研
究
し
て

い
ま
す
。

　

障
害
の
あ
る
子
ど
も
も
発
達
と
と
も
に
変
化
し
て

い
く
も
の
で
す
。
研
究
を
始
め
た
こ
ろ
は
保
育
場
面

で
の
観
察
が
中
心
だ
っ
た
の
で
、
保
育
者
と
自
閉
ス

ペ
ク
ト
ラ
ム
症
の
子
ど
も
が
ど
の
よ
う
に
愛
着
関
係

を
形
成
し
て
い
く
の
か
と
い
う
研
究
や
、
自
閉
ス
ペ

ク
ト
ラ
ム
症
の
子
ど
も
た
ち
と
ど
う
し
た
ら
や
り
と

り
が
ス
ム
ー
ズ
に
進
む
の
か
、
保
育
者
と
の
関
係
性

を
築
い
て
い
く
の
か
、
と
い
っ
た
い
わ
ゆ
る
相
互
交

渉
（
イ
ン
タ
ラ
ク
シ
ョ
ン
）
の
研
究
を
し
て
い
ま
し
た
。

最
近
は
自
閉
ス
ペ
ク
ト
ラ
ム
症
の
診
断
基
準
の
1
つ

で
あ
る
反
復
的
行
動
、
い
わ
ゆ
る
「
こ
だ
わ
り
」
と

呼
ば
れ
る
行
動
が
相
互
交
渉
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を

与
え
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
研
究
し
て

い
ま
す
。

Q
そ
の
よ
う
な
研
究
を
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

き
っ
か
け
は
何
で
す
か
。

　

き
っ
か
け
は
大
学
生
の
こ
ろ
に
や
っ
て
い
た
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
の
活
動
で
す
。
も
と
も
と
は
乳
幼
児
期
の

子
ど
も
の
発
達
に
興
味
が
あ
っ
た
の
で
す
が
、
障
害

の
あ
る
子
ど
も
を
キ
ャ
ン
プ
に
連
れ
て
い
く
と
い
う

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
き
っ
か
け
で
障
害
の
あ
る
子
ど
も

の
発
達
に
興
味
を
も
ち
ま
し
た
。

Q
担
当
授
業
や
ゼ
ミ
で
は
，
ど
の
よ
う
な
授
業
や

指
導
を
さ
れ
て
い
ま
す
か
。

　

授
業
は
文
学
部
の
科
目
が
中
心
で
す
。
座

学
は
「
発
達
心
理
学
」
の
授
業
を
担
当
し
て

い
ま
す
。
よ
り
専
門
的
な
も
の
だ
と
「
障
害

者
・
障
害
児
心
理
学
」
な
ど
の
科
目
や
、
学

部
と
大
学
院
で
の
実
習
関
係
の
授
業
を
担
当

し
て
い
ま
す
。
座
学
で
は
「
人
間
が
生
涯
に

わ
た
っ
て
ど
の
よ
う
に
発
達
し
て
い
く
の
か
」

と
い
う
こ
と
や
、
知
的
障
害
・
身
体
障
害
・

発
達
障
害
な
ど
を
の
あ
る
人
た
ち
の
特
性
や

発
達
的
な
変
化
か
ら
「
障
害
っ
て
い
っ
た
い

何
な
の
か
」
に
つ
い
て
扱
っ
て
い
ま
す
。
実

習
の
科
目
は
、
学
部
生
で
は
見
学
実
習
が
中

心
で
す
。
教
育
機
関
や
福
祉
機
関
、
医
療
機

関
な
ど
の
施
設
に
連
れ
て
い
く
こ
と
や
、
オ

ン
ラ
イ
ン
で
施
設
の
職
員
様
か
ら
話
を
聞
か

せ
て
も
ら
っ
た
り
し
て
い
ま
す
。
大
学
院
生

で
は
よ
り
臨
床
的
な
実
習
を
行
い
ま
す
。
障

害
の
あ
る
お
子
様
に
大
学
に
来
て
も
ら
い
、

プ
レ
イ
セ
ラ
ピ
ー
の
実
習
を
行
な
う
と
と
も

に
、
実
習
の
中
で
大
学
院
生
が
学
ん
で
い
る

こ
と
に
対
し
て
ス
ー
パ
ー
バ
イ
ズ
※
を
し
て
い

ま
す
。

　

ゼ
ミ
は
「
発
達
心
理
学
」
系
の
ゼ
ミ
に
な

る
の
で
、
子
ど
も
の
発
達
に
興
味
を
も
っ
て

い
る
学
生
が
ゼ
ミ
に
所
属
し
て
い
ま
す
。
学

部
で
は
障
害
の
あ
る
子
ど
も
た
ち
を
対
象
と
し

た
発
達
の
研
究
を
す
る
学
生
も
い
ま
す
し
、

障
害
が
な
い
幼
児
期
、
学
童
期
、
な
か
に
は

中
高
生
の
発
達
の
研
究
を
す
る
学
生
も
い
ま

す
。
大
学
院
で
は
、
障
害
の
有
無
に
よ
ら
ず

乳
幼
児
期
の
子
ど
も
の
研
究
を
し
て
い
る
学

生
が
多
く
、
心
理
学
的
な
実
験
や
実
験
計
画

の
立
て
方
、
観
察
の
仕
方
、
観
察
し
た
こ
と

を
ど
う
分
析
し
て
い
く
の
か
と
い
う
こ
と
を

指
導
し
て
い
ま
す
。
加
え
て
、
公
認
心
理
師

文学部
人間科学科
心理学コース
准教授

狗巻 修司
いぬまき しゅうじ

に
、
子
ど
も
と
接
す
る
と
き
は
「
相
手
の
こ
と
を
可

能
な
限
り
理
解
し
よ
う
と
努
め
る
こ
と
」
を
大
切
に

し
て
い
ま
す
。

Q
こ
れ
か
ら
社
会
に
出
て
い
く
学
生
に
向
け
て

メ
ッ
セ
ー
ジ
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

一
つ
は
「
自
分
ひ
と
り
で
抱
え
込
む
必
要
は
な

い
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
仕
事
は
一
人
で
す
る
も
の

で
は
な
い
の
で
、
何
で
も
か
ん
で
も
す
べ
て
一
人
で

す
る
必
要
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
対
人
援
助
職
を
目

指
す
学
生
に
は
よ
く
言
っ
て
い
る
の
で
す
が
、「
専

門
性
が
高
い
」
と
は
「
ち
ゃ
ん
と
自
分
自
身
の
守
備

範
囲
を
理
解
し
て
い
る
こ
と
」
だ
と
思
い
ま
す
。
専

門
家
だ
か
ら
と
い
っ
て
全
て
で
き
る
わ
け
で
は
な
い

で
す
し
、
自
分
自
身
の
専
門
性
で
で
き
る
守
備
範
囲

を
理
解
し
て
お
く
こ
と
が
大
事
だ
と
思
い
ま
す
。

自
分
が
で
き
る
範
囲
を
超
え
て
で
き
な
い
こ
と
は
誰

か
に
委
ね
た
り
一
緒
に
や
っ
て
も
ら
っ
た
り
す
る
こ

と
、
つ
ま
り
ヘ
ル
プ
を
上
手
く
出
す
こ
と
が
大
事
だ

と
思
い
ま
す
。
他
者
と
上
手
に
や
っ
て
い
く
上
で
、

相
手
を
信
頼
し
て
ヘ
ル
プ
を
上
手
く
出
す
こ
と
も
大

事
な
ス
キ
ル
で
す
。
他
者
に
助
け
を
求
め
る
こ
と
は

あ
ま
り
よ
く
な
い
よ
う
に
思
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
自
分
の
守
備
範
囲
を
理
解
し
て
、
守
備
範

囲
以
外
の
も
の
は
誰
か
に
お
願
い
を
し
な
が
ら
少
し

ず
つ
経
験
を
積
ん
で
い
き
、
自
分
の
守
備
範
囲
を
広

げ
て
い
け
ば
い
い
と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
、
学
生
の
皆
さ
ん
に
は
た
く
さ
ん
遊
ん
で
ほ

し
い
で
す
。
勉
学
も
も
ち
ろ
ん
大
事
で
す
が
、
青
年

期
に
し
か
経
験
で
き
な
い
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま

す
。
社
会
人
に
な
っ
て
か
ら
同
じ
こ
と
を
し
て
も
学

生
の
時
と
は
感
じ
方
や
得
ら
れ
る
も
の
が
異
な
り
ま

す
。
そ
の
た
め
、
た
く
さ
ん
遊
ん
で
ほ
し
い
と
思
い

ま
す
。
ま
た
、
学
生
時
代
に
は
「
悔
い
も
残
し
て
ほ

し
い
」
と
個
人
的
に
は
思
い
ま
す
。「
あ
の
時
あ
あ

い
う
こ
と
も
で
き
た
ら
よ
か
っ
た
な
」
と
い

う
思
い
は
一
見
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
考
え
の
よ
う

に
思
え
る
か
も
し
れ
な
い
で
す
が
、
悔
い
が

残
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
そ
の
時
代
を
振
り
返

る
も
の
で
す
し
、
振
り
返
っ
て
み
て
そ
の
時

か
ら
変
化
し
た
自
分
を
感
じ
る
こ
と
や
、
そ

の
当
時
自
分
が
大
切
に
し
て
い
た
こ
と
を
思

い
出
す
こ
と
に
つ
な
が
る
か
ら
で
す
。

　

コ
ロ
ナ
な
ど
で
学
生
ら
し
い
経
験
が
し
に

く
い
状
況
で
す
が
、
学
生
に
し
か
で
き
な
い

経
験
を
積
め
る
よ
う
、
濃
縮
し
た
学
生
生
活

を
送
っ
て
ほ
し
い
な
と
思
い
ま
す
。
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学生記者の声 
取材を通して、私自身初めて知ることばかりでとても勉強になりました。また、
記事の内容について自分も新しい知識を学びつつ、それを読者の方にわかり
やすく、正確に伝わるように文章を書くことの難しさを感じました。記事の中で
は2種類しか取り上げることができませんでしたが、その他の祭りについても
武藤先生から興味深いお話を伺うことができました。残りの大学生活の間に出
来るだけ多くの祭りを実際に見に行きたいと思っています。今回はこのような
貴重な経験をさせていただけたことに感謝しています。ありがとうございました。

松岡 灯子（まつおか とうこ）
文学部人文社会学科2回生　出身校：山口県立萩高等学校（山口県）

武
蔵
で
も
小
原
と
同
様
に
準
備
が
進
め
ら
れ
、

8
月
14
日
の
夕
方
に
、
旧
小
学
校
の
校
庭
で
踊
ら

れ
ま
す
。
昔
は
寺
院
の
本
堂
で
踊
ら
れ
た
と
い
う

歴
史
も
小
原
と
同
じ
で
す
。
し
か
し
、
こ
の
地
区

で
は
房
飾
り
を
付
け
た
バ
チ
で
太
鼓
を
打
ち
な
が

ら
踊
る
男
性
、
タ
ス
キ
を
か
け
て
扇
を
手
に
し
た

女
性
、
笹
竹
に
切
子
灯
籠
を
吊
り
下
げ
た
灯
籠
持

ち
が
列
を
作
っ
て
横
に
並
び
ま
す
。
歌
は
男
女
の

掛
け
合
い
で
歌
わ
れ
ま
す
。
最
後
は
内
側
に
太
鼓

持
ち
、
太
鼓
打
ち
、
扇
を
持
っ
た
女
性
と
い
う
三

列
の
輪
踊
り
に
な
る
な
ど
複
雑
な
形
式
を
持
っ
て

い
る
点
も
特
徴
的
で
す
。
ま
た
、
歌
詞
に
「
な
む

あ
み
だ
ぶ
つ
さ
あ
お
ど
ら
い
で
」
と
い
う
一
文
が

あ
り
、
念
仏
踊
り
の
系
譜
を
引
く
と
も
い
わ
れ
て

い
ま
す
。

西
川
の
大
踊
は
盆
の
15
日
に
中
学
校
の
校
庭
で

踊
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
も
と
は
河
原
で
、
さ
ら
に
以

前
は
寺
の
堂
内
で
踊
ら
れ
て
い
た
と
言
わ
れ
て
い

ま
す
。
踊
り
の
場
に
人
々
を
集
め
る
最
初
の
踊
り

で
あ
る
「
よ
り
こ
」、
男
性
が
胸
に
太
鼓
を
さ
げ
な

が
ら
紅
白
の
房
の
つ
い
た
撥
を
振
り
上
げ
て
踊
る

「
い
り
は
（
入
端
）」、
よ
り
こ
の
後
方
に
切
子
灯
籠

の
飾
り
が
付
い
た
笹
竹
を
持
っ
た
一
団
が
加
わ
っ

た
「
か
け
入
り
」
と
い
う
３
つ
の
演
目
が
演
じ
ら
れ

ま
す
。
よ
り
こ
で
は
、
男
性
は
白
い
房
を
付
け
た

バ
チ
を
持
つ
太
鼓
打
ち
と
太
鼓
を
両
手
に
持
つ
太

鼓
持
ち
に
分
か
れ
、
横
隊
と
な
り
、
そ
の
後
ろ
に

女
性
が
両
手
に
扇
を
持
ち
ま
す
。
い
り
は
で
は
、

男
性
は
胸
に
太
鼓
を
吊
り
下
げ
、
赤
・
白
の
長
い

房
の
付
い
た
バ
チ
を
振
り
な
が
ら
太
鼓
を
打
ち
つ

つ
踊
り
ま
す
。
か
け
入
り
で
は
よ
り
こ
の
形
態
に

切
子
灯
籠
を
吊
り
下
げ
た
灯
籠
持
ち
を
加
え
た
も

の
で
す
。
ま
た
、
か
け
入
り
の
最
後
に
は
「
大
も

ち
」
と
い
う
祝
い
歌
も
挿
入
さ
れ
て
い
ま
す
。
大

き
な
特
徴
と
し
て
、
ヤ
グ
ラ
が
設
け
ら
れ
る
一
般

非
常
に
多
く
あ
る
こ
と
を
皆
さ
ん
は
ご
存
知
で
す

か
？
そ
こ
で
、
今
回
は
そ
の
中
で
も
特
に
注
目
し

て
ほ
し
い
十
津
川
の
大
踊
と
題
目
立
に
つ
い
て
、

文
学
部
人
文
社
会
学
科
社
会
学
コ
ー
ス
教
授
の
武

藤
康
弘
先
生
に
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

十
津
川
の
大
踊

十
津
川
村
で
は
一
般
的
な
盆
踊
り
だ
け
で
な
く
、

盆
踊
り
の
最
後
に
踊
ら
れ
る
「
大
踊
」
が
小
原
・
武

蔵
・
西
川
の
各
地
域
に
伝
承
さ
れ
て
い
ま
す
。「
大

踊
」
と
は
古
式
の
盆
踊
り
で
、
中
心
に
な
る
踊
り
を

意
味
し
ま
す
。
中
世
か
ら
近
世
初
期
に
か
け
て
流

行
し
た
風
流
踊
の
典
型
例
が
山
村
に
伝
承
さ
れ
た

も
の
だ
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
美
し
く
、
貴
重
な
踊

り
で
あ
る
と
し
て
国
の
重
要
無
形
文
化
財
に
指
定

さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
そ
の
国
の
歴
史
や
文
化
に

密
接
に
関
係
す
る
芸
能
や
工
芸
技
術
な
ど
の
無
形

文
化
を
保
護
す
る
た
め
に
ユ
ネ
ス
コ
が
登
録
し
て
い

る
世
界
無
形
文
化
遺
産
に
も
登
録
さ
れ
て
い
ま
す
。

小
原
で
は
、
８
月
１
日
か
ら
練
習
を
始
め
、
七
日

盆
で
一
旦
区
切
り
を
つ
け
た
後
、
13
日
の
大
盆
に

小
学
校
の
校
庭
で
踊
ら
れ
て
い
ま
す
。
以
前
は
寺

院
の
本
堂
で
踊
っ
て
い
た
と
言
わ
れ
て
お
り
、
前

列
に
太
鼓
を
持
っ
た
男
性
が
、
後
列
に
女
性
が
扇

を
手
に
し
て
正
方
形
に
並
び
ま
す
。
踊
り
の
途
中
に

は
房
で
飾
っ
た
切
子
灯
籠
を
笹
竹
に
つ
け
た
も
の
を

持
つ
人
も
加
わ
り
ま
す
。
太
鼓
打
ち
は
、
白
・
赤
・

緑
に
染
め
分
け
た
長
い
房
の
付
い
た
バ
チ
で
太
鼓
を

打
ち
な
が
ら
、
女
性
は
扇
を
振
り
な
が
ら
踊
り
、
次

に
太
鼓
を
持
つ
太
鼓
持
ち
の
列
と
、
バ
チ
を
持
っ

た
太
鼓
打
ち
の
列
に
分
か
れ
て
踊
り
ま
す
。
な
か

に
は
、
農
作
業
の
服
装
に
笠
で
顔
を
隠
す
な
ど
の

仮
装
を
し
て
踊
り
に
加
わ
る
人
も
い
る
そ
う
で
す
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
流
行
に
よ
る
規
制
が
緩

和
さ
れ
、
令
和
5
年
の
夏
か
ら
祭
り
行
事
が
本
格

的
に
戻
っ
て
き
た
地
域
は
多
か
っ
た
こ
と
で
し
ょ

う
。
奈
良
で
も
燈
花
会
や
天
平
た
な
ば
た
祭
り
な

ど
は
全
国
的
に
も
有
名
で
、
多
く
の
人
が
参
加
し

て
い
ま
す
。

そ
の
他
に
も
、
奈
良
に
は
古
く
か
ら
伝
わ
り
、
こ

れ
か
ら
も
伝
承
し
て
い
く
べ
き
伝
統
的
な
祭
り
が

的
な
輪
踊
り
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
す
べ
て
の
踊
り

が
直
線
的
に
広
が
っ
て
い
く
点
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

題
目
立

　

奈
良
市
上
深
川
町
の
氏
神
で
あ
る
八
柱
神
社
で

10
月
12
日
に
行
わ
れ
る
秋
祭
り
の
宵
宮
に
奉
納
さ

れ
る
語
り
物
芸
の
こ
と
で
す
。
題
目
立
は
、
武
家

物
語
な
ど
の
語
り
物
が
舞
台
芸
能
化
し
て
い
く
過

程
の
初
期
段
階
の
姿
を
と
ど
め
る
類
例
が
少
な
い

も
の
で
あ
り
、
そ
の
貴
重
性
と
中
世
の
芸
能
を
観

察
で
き
る
と
い
う
２
つ
の
理
由
か
ら
国
の
重
要
無

形
民
俗
文
化
財
、
ユ
ネ
ス
コ
の
世
界
無
形
文
化
遺

産
に
登
録
さ
れ
て
い
ま
す
。
題
目
立
が
い
つ
頃
始

ま
っ
た
も
の
な
の
か
は
定
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

上
深
川
に
は
享
保
18
年
（
1
7
3
3
）
に
、
寛
永
元
年

（
1
6
2
4
）
ご
ろ
の
詞
章
を
書
写
し
直
し
た
詞
章
本

が
残
さ
れ
て
お
り
、
近
世
初
期
に
は
題
目
立
が
行
わ

れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

題
目
立
は
芸
能
と
い
っ
て
も
、
演
者
は
立
っ
た
ま

ま
自
分
の
台
詞
を
読
み
上
げ
る
だ
け
で
ほ
と
ん
ど

動
く
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
演
目
に
は
「
厳
島
」、

「
大
仏
供
養
」、「
石
橋
山
」
の
三
曲
が
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、
こ
の
三
曲
の
な
か
で
現
在
奉
納
さ
れ
て

い
る
の
は
「
厳
島
」
と
「
大
仏
供
養
」
で
、「
石
橋

山
」
は
長
時
間
に
及
ぶ
演
目
で
あ
る
と
い
う
理
由

か
ら
明
治
時
代
以
降
奉
納
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。「
大

仏
供
養
」
は
9
人
で
演
じ
ら
れ
、
東
大
寺
の
転
害

門
が
舞
台
で
す
。
平
景
清
が
鎌
倉
幕
府
初
代
将
軍

で
あ
る
源
頼
朝
の
暗
殺
を
企
て
る
も
の
の
、
失
敗

す
る
と
い
う
内
容
で
、
3
つ
の
演
目
の
な
か
で
も

奈
良
と
ゆ
か
り
が
深
い
演
目
で
す
。「
厳
島
」
は
8

人
で
演
じ
ら
れ
、
ゾ
オ
ク
（
造
宮
）
と
よ
ば
れ
る
八

柱
神
社
の
社
殿
の
建
て
替
え
や
修
理
が
行
わ
れ
る

と
、
そ
の
年
か
ら
3
年
は
奉
納
さ
れ
ま
す
。

題
目
立
に
出
演
す
る
の
は
数
え
17
才
の
男
性
が

中
心
で
す
。
上
深
川
町
で
は
17
才
に
な
る
と
伝
統

的
な
祭
祀
組
織
で
あ
る
宮
座
に
加
入
す
る
慣
わ
し

が
あ
り
、
座
入
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
人
前
の

地
域
の
成
員
と
し
て
認
め
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
題

目
立
は
座
入
り
す
る
年
齢
に
達
し
た
青
年
に
よ
る

氏
神
へ
の
奉
納
芸
能
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
通
過
儀

礼
の
意
味
を
も
つ
行
事
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

青
年
た
ち
は
舞
台
に
並
び
、
登
場
人
物
を
一
人

一
役
で
語
り
ま
す
。
台
詞
の
順
番
と
役
名
が
呼
ば

れ
る
と
名
を
述
べ
て
か
ら
語
り
を
始
め
ま
す
。
最

後
に
は
演
者
の
一
人
が
扇
を
掲
げ
て
足
踏
み
強
く

舞
う
「
フ
シ
ョ
舞
」
が
披
露
さ
れ
ま
す
。

祭
り
の
未
来

　

今
回
紹
介
し
た
祭
り
は
ど
ち
ら
も
古
く
か
ら
伝

わ
る
文
化
の
か
た
ち
を
現
在
に
ま
で
色
濃
く
残
し

て
お
り
、
貴
重
性
・
重
要
性
が
非
常
に
高
い
も
の

で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
無
形
文
化
遺
産
に
登
録
さ

れ
て
い
ま
す
。
一
方
、
課
題
も
あ
り
ま
す
。
少
子

高
齢
化
に
よ
る
人
口
減
少
に
伴
っ
て
継
承
が
難
し

く
な
っ
て
い
る
の
で
す
。

西
川
大
踊
り
保
存
会
で
は
地
区
の
人
々
と
学
校

が
一
丸
と
な
っ
て
大
踊
の
伝
承
に
取
り
組
ん
で
い

ま
す
。
し
か
し
、
各
地
区
の
中
学
校
が
統
廃
合
さ

れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
踊
り
の
地
域
差
を
残
す
こ
と

が
難
し
く
な
り
、
ど
の
よ
う
に
地
域
ご
と
の
踊
り

の
微
差
を
残
す
か
と
い
っ
た
新
た
な
課
題
も
生
ま

れ
て
い
ま
す
。

十
津
川
村
で
は
毎
年
8
月
の
盆
に
「
ふ
れ
あ
い
物

語
」
と
い
う
、
村
全
体
の
盆
踊
り
大
会
が
開
催
さ
れ

て
い
ま
す
。
老
若
男
女
が
浴
衣
な
ど
を
着
て
、
美
し

い
房
を
付
け
た
バ
チ
で
太
鼓
を
打
ち
、
ま
た
切
子
灯

籠
を
下
げ
た
笹
竹
を
持
っ
た
り
し
て
盛
大
に
学
校
の

校
庭
な
ど
で
踊
り
ま
す
。
大
踊
伝
承
で
は
3
地
区

の
踊
り
が
元
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
大
踊
で
は
最
後

に
3
地
区
の
う
ち
1
地
区
の
踊
り
が
披
露
さ
れ
ま

す
。
大
踊
を
他
地
域
と
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
人

口
減
少
に
よ
る
伝
承
の
難
し
さ
を
解
決
す
る
と
い
う

こ
と
、
細
か
な
地
域
の
微
差
を
残
し
て
い
く
こ
と
、

こ
の
２
つ
の
折
り
合
い
を
ど
の
よ
う
に
つ
け
て
い
く

か
が
大
踊
伝
承
の
今
後
の
課
題
と
な
り
そ
う
で
す
。

題
目
立
に
お
い
て
は
、
地
域
に
子
供
や
若
者
が
お

ら
ず
、
存
続
が
厳
し
い
状
況
で
す
。
十
津
川
で
は

地
域
の
特
色
を
越
え
つ
つ
も
、
全
体
と
し
て
保
存

伝
承
し
て
い
き
た
い
と
い
う
方
向
性
で
し
た
が
、

題
目
立
は
地
域
の
氏
神
に
奉
納
す
る
も
の
で
あ
る

た
め
、
上
深
川
町
の
人
々
や
地
域
だ
け
で
守
っ
て

い
き
た
い
と
い
う
思
い
を
持
っ
て
い
ま
す
。
そ
の

た
め
、
本
来
は
17
歳
程
度
の
若
者
を
中
心
に
披
露

さ
れ
る
も
の
で
す
が
、
人
手
不
足
に
よ
り
60
歳
程

度
の
人
も
参
加
し
て
い
ま
す
。

地
域
に
よ
っ
て
祭
り
に
対
す
る
思
い
や
伝
統
継

承
へ
の
考
え
方
は
多
様
で
す
。
長
い
歴
史
を
持
つ

祭
り
が
多
い
奈
良
で
生
活
す
る
私
た
ち
。
イ
ベ

ン
ト
と
し
て
の
祭
り
に
参
加
す
る
だ
け
で
は
な

く
、
そ
の
祭
り
の
文
化
を
学
び
、
正
し
く
理
解
し
、

次
の
世
代
に
伝
統
を
繋
げ
る
努
力
を
し
て
い
き
た

い
で
す
。

学生記者企画「祭りで楽しむナラ」

「
祭
り
で
楽
し
む
ナ
ラ
」
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立

題
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立
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立
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立
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立
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立
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祭
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来

祭
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来
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来
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来
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来

祭
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来
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来
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来
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来

祭
り
の
未
来

祭
り
の
未
来

祭
り
の
未
来

祭
り
の
未
来

祭
り
の
未
来

祭
り
の
未
来

祭
り
の
未
来

祭
り
の
未
来

祭
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来

祭
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来

祭
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祭
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十
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の
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踊
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踊
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踊
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津
川
の
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踊
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津
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の
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踊
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踊
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の
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踊
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踊
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踊
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踊
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踊
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踊
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の
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踊
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の
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踊
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踊
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踊
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の
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踊
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踊
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踊
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踊
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踊

十
津
川
の
大
踊
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踊
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▲▲ 題目立（大仏供養）

　　　　　　　 ▲　　　　　　　 ▲  小原の大踊（男性は太鼓を持ち、女性は扇を持っている）／撮影：Atsushi TANAKA

11 10



学生記者企画「ならじょ図鑑」

学生記者の声 
今回取材をするにあたって、構内の様々な
ところを訪れたのですが、普段あまり気に
留めることのないような場所が実は歴史ある
場所だった、ということが何度もあり、驚き
の連続でした。取材を通して、今まで知ら
なかった奈良女の姿を知ることができ、改
めて奈良女子大学が非常に歴史ある大学で
あるということを実感しました。記念館をは
じめ、奈良女には昔の状態のまま残されて
いる建物が多くあります。先人たちが残した
ものを大切にしているところも、奈良女の魅
力のひとつであると感じました。

戸塚瑞季（とづか みずき）
文学部人文社会学科2回生
出身校：静岡県立浜松北高等学校（静岡県）

 奉安殿
　昭和9（1934）年、
創立25周年を記念し、
佐保会から寄贈された
ものです。奉安殿とは、戦前、天皇皇后両陛下の写真と
教育勅語を納めていた建物で、全国で作られました。戦後、
GHQから全国の奉安殿を全面撤去する指示がでたものの、
大学の生物学教員が遺伝の研究用にショウジョウバエの飼
育室として使うよう交渉し許可を得たため、破壊を免れ、
今でも建物が残されています。

奈良女といえば記念館が有名ですが、そのほかにも歴史あるスポットがあることをご存じですか？
今回はみなさんに奈良女の見どころをさらに知ってもらいたいと、「ならじょ図鑑」を作成しました。
ぜひこの図鑑とともに、魅力いっぱいの「ならじょ」を散策してみてください！

 記念館 ☆重要文化財

明治42（1909）年に竣工した、学校創設以来の建物です。
1階には校長室、応接室などの部屋があり、2階は講堂として
使用されていました。現在、1階は奈良女の歴史や、剝製コレ
クションを展示する場として使用され
ています。
2階の講堂には、学校創立当時に
購入されたヤマハ製のピアノ（通称
「百年ピアノ」）や、大正15（1926）
年に購入されたスタインウェイ製の
ピアノも展示されています。
普段は入ることができませんが、
毎年春と秋に一般公開されており、
その期間は自由に立ち入ることがで
きます。２つのピアノにも自由に触る
ことができるため、ピアノを弾きに立
ち寄る方もいらっしゃいます。

 守衛室 ☆重要文化財

　記念館と同じ年に竣工した
建物で、こちらも学校創設以
来の建物です。十字型平面の
鉄板葺の建物で、屋根の棟飾
りや窓廻りは、記念館と類似
した意匠でまとめられています。

　学校から足を延ばして……　

旧鍋屋交番 
きたまち案内所
明治41（1908）年に設置された「鍋屋巡査派出所」を起源と

する建物です。地元の人からは「鍋屋交番所」と呼ばれ、親しま
れてきましたが、平成16（2004）年には奈良警察所鍋屋連絡所と
しての機能を終え、閉鎖されました。しかし、平成21（2009）年
にこの建物の保存・活用に興味を持つ市民らが集まり、「鍋屋連絡
所の保存・活用と“奈良きたまち”のまちづくりを考える会」が結成
され、閉鎖されていたこの建物は、修繕を経て「旧鍋屋交番　き
たまち案内所」として復活しました。現在では、観光案内所として
ボランティアの方々によって運営されています。

 佐保会館　
奈良女子大学の同窓会であ

る佐保会が所有する同窓会館
です。大正13（1924）年に、
当時の皇太子殿下(後の昭和天皇)の御成婚記念事業として企
画され、昭和3（1928）年に竣工されました。平成17（2005）
年には、昭和初期の木造建築として重要であるとして、国の登
録有形文化財に登録されました。1階には応接室や和室が、2階
には大ホールがあり、2階には卒業生の著書が並べられています。
また、実は佐保会館にも100年以上前に購入されたピアノと
オルガンが残されており、歴史ある音色を聞くことができます。

皇室ゆかりの木
昭和16（1941）年、当時の

貞明皇太后陛下に八重桜を献
上したところ賜ったカリンの木で
す。大切な樹木であるため、高
さ1メートルほどの鉄柵で厳重に
守られ、現在でも実をつけるほ
ど元気に育っています。

百年ピアノについては
コチラのQRコードから
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⑯

⑬

⑮

⑰

⑱

Nara Women's University Campus Map

奈良女といえば記念館が有名ですが、そのほかにも歴史あるスポットがあることをご存じですか？奈良女といえば記念館が有名ですが、そのほかにも歴史あるスポットがあることをご存じですか？
今回はみなさんに奈良女の見どころをさらに知ってもらいたいと、「ならじょ図鑑」を作成しました。
奈良女といえば記念館が有名ですが、そのほかにも歴史あるスポットがあることをご存じですか？奈良女といえば記念館が有名ですが、そのほかにも歴史あるスポットがあることをご存じですか？
今回はみなさんに奈良女の見どころをさらに知ってもらいたいと、「ならじょ図鑑」を作成しました。

① 講堂
② 運動場 
③ 文学系N棟 
④ 文学系S棟 
⑤ SHI Café Dear deer!
⑥ 大学会館
⑦ 保健管理センター 
⑧ 附属図書館
⑨ 大体育館・小体育館

⑩ 大学院F棟
⑪ 生環系E棟
⑫ 大学院E棟
⑬ 生環系A棟
⑭ 生環系D棟
⑮ 理学系A棟
⑯ 理学系C棟
⑰ 理学系B棟
⑱ 理学系G棟
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佐保会 各支部リレー便り 全国47都道府県で活動

「なでしこ基金」へのご協力ありがとうございます

富山県支部 支部長 神川 康子
（1975年 家政学部住居学科 卒業、1977年 家政学研究科住環境学専攻 修了、1997年 奈良女子大学で
論文博士（学術）取得）

　大学退職（富山大学理事・副学長）を機にこれまでの支部会を支えてくださった同窓生の皆様にご恩を返
すつもりで、2022年8月の総会より支部長を仰せつかった新米です。富山支部の会員は現在、1945年

卒業生から今春2023年卒業生まで78年の開きがある366名となっております。地方支部としては比較的会員数が多い方か
と思います。活動は2020年だけはコロナ禍で中止しましたが、毎年8月に総会を開催し、最初に各界の専門家等による講演
会を開催し、その後に事業・会計報告などの協議や集合写真撮影、昼食・懇談会などを行い、毎年参加したい目標となるよう
な総会を実施してきました。2021年からは会食や集合写真撮影を中止しており全員写真は掲載できないのですが、2023年
8月の総会にも新卒22歳から88歳の大先輩まで例年以上の29名が集いました。参加者全員の近況報告でも「毎年の参加と講
演会を楽しみにしている」「長生きの目標になっている」「子育てや仕事の節目で参加できるようになった」などの声をいただ
いたり、会が終わった後にも「人生や生き方の教訓を得た」「まだまだ学びたい」など、生き生きして帰られる印象です。
今年は、1988年卒業の同窓生、中村順子氏より「三つの大学で学んだこと～家庭科教育、ギフティッド教育、英語多読～」

というテーマで、57年間の人生で学ばれたことをお話しいただきました。元々学ぶ意欲の強い佐保会員の心を揺さぶり、参
加者全員が新たな学びの意欲をもった時間となりました。富山支部会の会員の中には、話題提供してくださる人材が多くあり、
今後の総会でも新しい領域の学びが積み重ねていけると確信しています。会員の職業は小・中・高・大学の教員が多いのです
が、県や市町村の公務員、金融関係、ITや住宅関係等の企業に勤務し、働き続けている方々も多くいます。また、子育てや
介護などに目途が付き、軽くなったフットワークで、新たに学び始めたり、様々な資格を取得したり、社会貢献をされている
方々もいらっしゃいます。
たぶんどこの支部も同様かと思うのですが、支部会のお

世話をする役員の高齢化が気になっていますので、20代、
30代の会員の皆様にも一度参加していただけると、今度は
友達を誘って参加しようと思ってもらえると、バトンを渡
せる世代が繋がっていくのではないかと期待しているとこ
ろです。今年8月の総会に、私が富山大附属小学校で卒業証
書を渡した児童が佐保会新入会員として出席してくれたこ
とが嬉しかったです。

　皆様方によるなでしこ基金へのご理解のもと、2023年4月1日から9月30日ま
での間に15,878,918円「古本（リサイクル）募金を含む」のご寄附を賜りまし
た。心から、温かいご支援・ご協力に感謝申し上げます。
　「なでしこ基金」では、生前に遺言をして遺贈する旨を明らかにするため、
「遺贈寄附」を実施し、3銀行（南都銀行、三井住友銀行、三菱UFJ信託銀行）と協定
を結んでいます。
　「なでしこ基金」へのご寄附に際しましては、本学ホームページより、クレ
ジットカード決済もご利用いただけます。また、皆様からご提供いただきました
書籍・DVD等の買取金額を本学がご寄附として受領する仕組みである「古本
（リサイクル）募金」も引き続き受け付けております。
今後も、学生に質の高い修学・研究環境を提供すべく努力してまいりますので、

引き続き、ご支援を賜りますよう、よろしくお願いいたします。

▲2023年8月5日の総会での近況報告と講演会の様子

▪バックナンバーはHPをご覧ください。▲http://www.nara-wu.ac.jp/nwu/intro/today/index.html
“ならじょＴｏｄａｙ”へのご意見・ご感想を是非お聞かせください。より良い誌面作成のため皆様の叱咤激励をお待ちしています。（編集部）

編集・発行/奈良女子大学広報企画室　藤原素子, 石井邦和, 前田真砂美, 吉岡英生, 吉田伸治, 芝﨑学　編集責任者/室長 藤原素子
連絡先/奈良女子大学総務課
〒630-8506  奈良市北魚屋東町　Tel  0742(20)3220　Fax  0742(20)3205　E-mail somu02@jimu.nara-wu.ac.jp

なでしこ基金
ホームページは

 こちら ▲
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特集 魅惑のソリスト毘沙門天

重要文化財　
兜跋毘沙門天立像（とばつびしゃもんてんりゅうぞう）
（画像提供 奈良国立博物館）
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