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真
宗
大
谷
派
で
は
、
１
９
９
１
年
に

卑ひ

属ぞ
く

系
統
（
自
分
よ
り
下
の
世
代
の
親

族
）
に
男
性
教
師
が
い
な
い
こ
と
を
条
件

に
、
女
性
の
住
職
就
任
を
初
め
て
認
め
ま

し
た
。
１
９
９
６
年
に
は
条
件
が
撤
廃
さ

れ
、
住
職
継
承
に
男
女
差
は
解
消
さ
れ
ま

し
た
。
現
在
、
全
国
で
１
８
６
人
、
大
阪

教
区
内
で
は
19
人
の
女
性
が
住
職
に
就
任

し
、
活
躍
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
多

く
の
男
性
住
職
の
中
の
女
性
と
い
う
こ
と

に
は
変
わ
り
あ
り
ま
せ
ん
。
ご
存
知
の
通

り
教
区
会
・
組
会
を
見
渡
し
て
も
男
性
が

大
勢
で
す
。

大
阪
教
区
「
男
女
の
平
等
参
画
を
考
え

る
実
行
委
員
会
」
で
女
性
住
職
の
声
を
聞

く
場
を
設
け
よ
う
と
企
画
し
た
の
が
「
女

性
住
職
の
集
い
」
で
す
。
通
年
テ
ー
マ
を

「
ち
ょ
っ
と
聞
い
て
ぇ 
ち
ょ
っ
と
教
え

て
ぇ
」
と
し
、
日
頃
の
法
務
の
疑
問
か
ら

お
寺
の
運
営
に
至
る
ま
で
、
寺
院
生
活
の

話
を
中
心
に
参
加
者
同
士
で
語
り
あ
う
場

と
し
ま
し
た
。
参
加
の
呼
び
か
け
は
、
女

性
の
住
職
・
代
務
者
、
将
来
住
職
就
任
を

考
え
て
い
る
か
た

に
声
を
掛
け
て
い

ま
す
。

毎
年
、
講
師
と

内
容
・
テ
ー
マ
を

実
行
員
会
で
参
加

者
の
意
見
を
取
り
入
れ
な
が
ら
検
討
し
て

い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
に
税
理
士
を
招
い
て

「
宗
教
法
人
税
務
」、
絵
本
を
題
材
に
「
絵

本
か
ら
味
わ
う
僧
伽
」
な
ど
色
々
な
角
度

か
ら
講
師
を
招
い
て
い
ま
す
。
ま
た
、
本

山
か
ら
解
放
運
動
推
進
本
部
「
女
性
室
」

ス
タ
ッ
フ
の
中
川
和
子
さ
ん
（
三
重
教
区

常
願
寺
住
職
）
に
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
と
し
て

参
加
し
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。

今
年
度
は
、
真
宗
大
谷
派
参
務
・
解
放

運
動
推
進
本
部
長
の
草
野
龍
子
さ
ん
を
招

い
て
「
教
団
の
中
の
女
性
」
を
テ
ー
マ

に
、
ご
自
身
の
歩
み
を
通
し
た
話
を
し
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。
女
性
室
ス
タ
ッ
フ
の

中
川
さ
ん
か
ら
は
、
女
性
室
制
作
「
女
と

男
の
あ
い
あ
う
カ
ル
タ
」（
ジ
ェ
ン
ダ
ー

カ
ル
タ
）
の
紹
介
が
あ
り
、
実
際
に
み
な

さ
ん
と
カ
ル
タ
取
り
を
行
い
ま
し
た
。
研

修
会
終
了
後
に
は
講
師
・
参
加
者
・
実
行

委
員
の
交
流
の
場
と
し
て
懇
親
会
を
催

し
、
ざ
っ
く
ば
ら
ん
に
楽
し
く
過
ご
し
ま

し
た
。

参
加
者
か
ら
は
、「
集
い
」
は
開
き
続

け
て
ほ
し
い
、
場
が
開
か
れ
て
い
る
こ
と

が
日
頃
の
法
務
の
力
に
な
る
と
の
声
を
い

た
だ
い
て
い
ま
す
。
実
行
委
員
会
と
し
て

も
、
委
員
一
人
ひ
と
り
が
「
場
を
開
く
」

こ
と
の
大
切
さ
を
「
集
い
」
を
通
し
て
感

じ
て
い
ま
す
。

（
第
21
組
西
願
寺
・
藤
原　

勲
さ
ん
）

教
区
事
業
の
ご
報
告

女
性
住
職
の
集
い

社
会
・
人
権
部

さ
る
５
月
11
日
（
土
）
に
難
波
別
院
本

堂
を
会
場
に
、
教
区
教
化
委
員
会
・
研
修

講
座
部
主
催
の
第
45
回
大
阪
教
区
同
朋
大

会
が
開
催
さ
れ
、
約
１
３
０
０
名
が
参
加

さ
れ
ま
し
た
。

教
区
基
本
テ
ー
マ
「
集
お
う　

い
の
ち

の
サ
ン
ガ
」を
大
会
全
体
の
テ
ー
マ
と
し
、

「
あ
な
た
の
居
場
所
は
ど
こ
で
す
か
？
」

を
サ
ブ
テ
ー
マ
と
し
て
、
ご
門
徒
の
意
見

第
45
回
大
阪
教
区
同
朋
大
会

研
修
・
講
座
部

発
表
の
あ
と
、
真
城
義
麿
さ
ん
（
四
国
教

区
善
照
寺
住
職
）
の
ご
法
話
を
い
た
だ
き

ま
し
た
。

ま
ず
意
見
発
表
で
は
、
大
阪
教
区
第
12

組
唯
稱
寺
門
徒
の
橋
本
隆
夫
さ
ん
に
発
表

い
た
だ
き
ま
し
た
。
橋
本
さ
ん
は
東
西
両

本
願
寺
か
ら
寺
号
を
認
め
ら
れ
た
東
西
両

派
立た
ち

合あ
い

寺
院
と
し
て
の
唯
稱
寺
の
歴
史
を

紹
介
さ
れ
、
ま
た
自
ら
が
出
遇
わ
れ
た
前
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門
徒
会
長
、
前
住
職
、
現
住
職
の
三
人
の

方
々
の
お
話
を
交
え
な
が
ら
、
彼
ら
と
の

出
遇
い
に
よ
っ
て
自
ら
の
居
場
所
を
い
た

だ
け
た
こ
と
、
ま
た
「
寺
族
」
と
門
徒
が

協
力
し
て
寺
院
を
支
え
て
い
く
大
切
さ
を

語
ら
れ
ま
し
た
。
発
表
後
、
参
加
者
か
ら

は
「
寺
院
と
門
徒
の
関
係
性
が
薄
れ
て
い

く
な
か
、
関
係
が
強
固
な
唯
稱
寺
が
羨
ま

し
い
」「
お
寺
の
た
め
に
一
所
懸
命
尽
く

さ
れ
る
姿
に
頭
が
下
が
る
」
な
ど
の
声
が

多
く
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。

続
い
て
真
城
義
麿
さ
ん
を
ご
講
師
と

し
て
、「
あ
な
た
の
居
場
所
は
ど
こ
で
す

か
」
を
テ
ー
マ
に
ご
法
話
を
い
た
だ
き
ま

し
た
。
法
話
で
は
居
場
所
を
求
め
な
が
ら

「
個
」
へ
と
閉
じ
こ
も
ろ
う
と
す
る
、
つ

な
が
り
を
求
め
な
が
ら
も
煩
わ
し
さ
を
感

じ
る
な
ど
、
現
代
社
会
の
傾
向
を
例
に
あ

げ
な
が
ら
、「
居
場
所
」
と
は
そ
れ
ぞ
れ

の
場
所
で
他
者
と
関
わ
り
を
持
ち
、
認
め

あ
い
な
が
ら
安
心
し
て
共
に
生
き
ら
れ
る

場
所
で
あ
る
と
、
お
話
さ
れ
ま
し
た
。

同
朋
大
会
全
体
を
通
し
て
、
参
加
者
か

ら
は
「
目
の
前
の
小
さ
な
居
場
所
を
大
切

に
し
よ
う
と
思
っ
た
」「
自
分
の
居
場
所

を
考
え
る
と
き
に
『
共
に
』
と
い
う
視
点

が
抜
け
落
ち
て
い
た
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ

た
」
な
ど
、
多
く
の
意
見
が
ア
ン
ケ
ー
ト

等
で
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。
い
た
だ
い
た
ご

意
見
を
参
考
に
、
次
回
以
降
の
同
朋
大
会

が
さ
ら
に
「
寺
族
」、
門
徒
が
共
に
学
び

考
え
る
場
に
な
る
よ
う
に
し
て
い
き
た
い

と
思
い
ま
す
。　
　
　
　
　
　
（
教
務
所
）

組
門
徒
会
研
修
大
会

研
修
・
講
座
部

さ
る
６
月
18
日
（
火
）、
各
組
門
徒
会

員
約
２
５
０
名
が
参
加
し
て
組
門
徒
会
員

研
修
大
会
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

そ
れ
ぞ
れ
午
前
と
午
後
の
２
班
に
別

れ
、
真
宗
本
廟
と
天
台
宗
青し
ょ
う
れ
ん
い
ん

蓮
院
を
参
拝

い
た
し
ま
し
た
。

青
蓮
院
は
、
宗
祖
親
鸞
聖
人
が
９
歳
で

得
度
を
受
け
ら
れ
た
場
所
で
、
境
内
に
は

聖
人
の
お
髪
が
納
め
ら
れ
て
い
る
植う
え
が
み
ど
う

髪
堂

が
あ
り
ま
す
。

本
山
で
は
両
堂
を
参
拝
し
、
大お
お
し
ん
で
ん

寝
殿
及

び
白し
ろ

書し
ょ

院い
ん

に
て
昼
食
を
い
た
だ
き
ま
し

た
。
昼
食
後
は
、
阿
弥
陀
堂
で
参
加
者
全

員
で
お
勤
め
を
し
、そ
の
後
、視
聴
覚
ホ
ー

ル
へ
移
動
し
木
全
和
博
参
務
に
よ
る
法
話

を
聴
聞
し
ま
し
た
。

ま
た
、
本
山
職
員
の
案
内
に
よ
る
御
影

堂
門
や
能
舞
台
を
中
心
と
し
た
諸
殿
拝
観

が
行
わ
れ
、
普
段
下
か
ら
見
上
げ
る
御
影

堂
門
に
も
登
り
、
安
置
さ
れ
て
い
る
釈
迦

如
来
、
弥
勒
菩
薩
、
阿
難
尊
者
の
三
尊
像

を
拝
観
い
た
し
ま
し
た
。

参
加
者
か
ら
は
、「
本
山
の
歴
史
を
詳

し
く
知
る
こ
と
が
で
き
て
、
大
変
充
実
し

た
研
修
と
な
っ
た
」
と
い
う
声
を
聞
く
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。　
　
　
　
（
教
務
所
）
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出
向
く
教
化
の
ご
紹
介

さ
る
３
月
26
日
（
火
）、
大
阪
教
区
教

化
委
員
会
「
儀
式
法
要
部
」
に
て
「
得
度

受
式
後
講
習
会
」を
開
催
い
た
し
ま
し
た
。

同
講
習
会
は
、
得
度
を
受
式
し
た
子
ど
も

た
ち
が
僧
侶
と
し
て
歩
む
こ
と
の
大
切
さ

を
確
認
す
る
た
め
の
会
と
し
て
、
得
度
受

式
後
か
ら
満
15
歳
ま
で
を
対
象
に
、
毎
年

３
～
４
月
に
講
習
を
行
っ
て
い
ま
す
。

今
回
、
舞
台
と
な
っ
た
の
は
、
大
阪
教

区
内
に
あ
る
八
尾
別
院
大
信
寺
。
当
日
は

本
堂
の
お
給
仕
体
験
や
、諸
殿
見
学
、バ
ー

ベ
キ
ュ
ー
な
ど
盛
り
だ
く
さ
ん
の
内
容
と

な
り
ま
し
た
。
特
に
盛も
っ

糟そ
う

を
使
っ
て
の
お

仏ぶ

供く

作
り
は
、
11
合
も
の
お
米
で
作
る
大

仏
供
に
子
ど
も
た
ち
も
大
喜
び
。「
ま
だ

ま
だ
入
る
ぞ
」「
こ
ん
な
に
食
べ
ら
れ
な

い
」
と
、
和
気
あ
い
あ
い
と
語
り
な
が
ら

作
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
後
は
別
院
の
大

き
な
仏
具
で
実
際
に
お
給
仕
を
体
験
し
、

自
坊
の
仏
具
と
比
較
し
て
関
心
を
持
っ
た

り
、
初
め
て
見
る
仏
具
の
使
い
方
を
聞
く

な
ど
、
お
荘
厳
を
通
じ
て
学
び
を
深
め
て

い
ま
し
た
。
ま
た
、
皆
で
作
っ
た
お
仏
供

は
、
最
後
に
バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
で
「
焼
き
お

に
ぎ
り
」
に
し
て
美
味
し
く
い
た
だ
き

ま
し
た
。
参
加
し
た
子
ど
も
た
ち
か
ら

は
、「
大
き
い
仏
具
は
迫
力
が
あ
っ
て
す

ご
か
っ
た
け
ど
、お
給
仕
は
難
し
か
っ
た
」

「
難
波
別
院
以
外
の
別
院
が
あ
っ
た
の
を

は
じ
め
て
知
っ
た
」「
バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
が

盛
り
上
が
っ
た
」
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
声
が

聞
こ
え
て
き
ま
し
た
。

「
得
度
後
講
習
」
と
聞
く
と
講
義
や
座
談

な
ど
、
子
ど
も
ち
た
ち
に
は
ち
ょ
っ
と
難

し
い
内
容
で
は
な
い
か
？
と
感
じ
ま
す

が
、過
去
に
は
「
本
山
内
陣
参
拝
」
や
「
難

波
別
院
宿
泊
研
修
」
な
ど
普
段
は
経
験
で

き
な
い
貴
重
な
企
画
を
は
じ
め
、
今
回
の

よ
う
に
バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
を
楽
し
ん
だ
年
も

あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
毎
年
ス
タ
ッ
フ

が
講
習
会
を
企
画
す
る
際
に
、「
僧
侶
と

し
て
歩
む
こ
と
の
大
切
さ
」
を
念
頭
に
お

き
な
が
ら
、
さ
ま
ざ
ま
な
体
験
で
仏
法
に

触
れ
て
ほ
し
い
、
ま
た
僧
伽
と
し
て
同
じ

道
を
歩
む
友
人
と
仲
良
く
な
っ
て
ほ
し
い

と
い
う
願
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
で

す
。
そ
し
て
私
た
ち
ス
タ
ッ
フ
も
子
ど
も

た
ち
に
教
え
つ
つ
、
教
え
ら
れ
つ
つ
繋
が

り
を
深
め
て
い
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

何
年
後
、
何
十
年
後
ど
こ
か
で
会
っ
た

と
き
に
、「
あ
！　

あ
の
と
き
一
緒
に
本

山
い
っ
た
な
！
」
と
か
「
八
尾
別
院
の
大

仏
供
一
緒
に
作
っ
た
な
！
」
と
言
い
合
え

る
仲
間
に
な
れ
た
ら
、
本
当
に
嬉
し
い
こ

と
で
す
。
今
後
も
、
教
区
内
の
別
院
を
訪

ね
て
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
を
生
か
し
た
講
習

を
行
う
な
ど
、
様
々
な
企
画
に
挑
戦
し
て

い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

（
第
４
組
阿
弥
陀
寺
・
吉
川　

遊
さ
ん
）

 

得
度
受
式
後
講
習
会
＠
八
尾
別
院　

　

儀
式
法
要
部

 

聖
典
講
座
＠
天
満
別
院

　
　

研
修
・
講
座
部

今
年
２
月
か
ら
５
月
ま
で
の
全
４
回
、

大
阪
教
区
教
化
委
員
会
「
研
修
・
講
座
部
」

主
催
に
よ
る
聖
典
講
座
が
開
講
さ
れ
ま
し

た
。
今
年
度
は
『
釈
尊
を
説
い
た
経
―
大

乗
仏
教
入
門
―
』
を
テ
ー
マ
に
、
大
谷
大

学
の
織
田
顕
祐
先
生
に
お
話
い
た
だ
き
ま

し
た
。

聖
典
講
座
開
催
を
知
ら
せ
る
事
前
の

案
内
に
は
「
お
経
っ
て
む
ず
か
し
そ
う

…
…
、
何
が
書
い
て
あ
る
の
か
わ
か
ら
な

い
…
…
」
と
い
っ
た
人
に
も
親
し
ん
で
い

た
だ
け
る
よ
う
に
と
書
い
て
あ
っ
た
の

で
、分
か
り
や
す
い
講
座
な
の
だ
と
思
い
、

楽
し
み
に
し
て
い
ま
し
た
。

先
生
の
講
座
で
は
、
ま
ず
「
仏
教
は
釈

尊
（
お
釈
迦
様
）
か
ら
始
ま
っ
た
の
か
？
」

と
い
う
視
点
か
ら
「
釈
尊
が
説
い
た
経
」

と
「
釈
尊
を
説
い
た
経
」
の
違
い
に
つ
い

て
話
さ
れ
ま
し
た
。「
お
経
に
釈
尊
が
説

か
れ
て
い
る
」
と
い
う
の
は
、
い
っ
た
い

ど
う
い
う
意
味
な
の
か
と
惹
き
つ
け
ら
れ

ま
し
た
。
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先
生
は
「
弥
陀
の
本
願
ま
こ
と
に
お
わ

し
ま
さ
ば
、
釈
尊
の
説
教
、
虚
言
な
る
べ

か
ら
ず
。仏
説
ま
こ
と
に
お
わ
し
ま
さ
ば
、

善
導
の
御
釈
、虚
言
し
た
ま
う
べ
か
ら
ず
」

（
歎
異
抄
第
二
章
）
と
い
う
言
葉
と
「
久

遠
実
成
阿
弥
陀
仏　

五
濁
の
凡
愚
を
あ
わ

れ
み
て　

釈
迦
牟
尼
仏
と
し
め
し
て
ぞ　

伽
耶
城
に
は
応
現
す
る
」（
浄
土
和
讃
）

と
い
う
親
鸞
聖
人
の
二
つ
の
言
葉
を
出
さ

れ
ま
し
た
。

私
に
は
先
生
が
、
釈
尊
以
前
よ
り
仏
教

は
存
在
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
伝
え
た

か
っ
た
よ
う
に
感
じ
ま
し
た
。
ま
た
二
尊

教
の
教
説
の
と
お
り
、
教
主
で
あ
る
釈
尊

が
応
現
し
て
く
だ
さ
っ
た
こ
と
で
、
今
の

仏
教
が
あ
る
の
だ
と
改
め
て
認
識
さ
せ
ら

れ
ま
し
た
。

全
体
の
講
座
を
通
し
て
、
先
生
は
写
真

を
ス
ク
リ
ー
ン
に
映
し
て
く
だ
さ
っ
た

り
、
ま
た
講
座
の
終
わ
り
に
は
必
ず
質
疑

応
答
の
時
間
を
設
け
て
く
だ
さ
り
、
私
の

よ
う
に
人
前
で
質
問
す
る
こ
と
が
恥
ず
か

し
か
っ
た
り
す
る
場
合
に
も
、
事
前
に
配

布
し
て
い
る
質
問
用
紙
に
記
入
し
、
次
回

の
講
座
の
際
に
答
え
て
く
だ
さ
る
と
い
う

配
慮
も
あ
り
、
嬉
し
か
っ
た
で
す
。

私
は
学
生
時
代
に
真
宗
を
学
び
、
初
期

仏
教
は
仏
教
学
だ
か
ら
か
、
聞
き
な
れ
な

い
用
語
も
多
く
、
正
直
難
し
く
感
じ
ま
し

た
が
、
受
講
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
知
り
得

た
こ
と
も
多
く
、有
意
義
な
時
間
で
し
た
。

（
天
満
別
院
列
座
・
掘
河
実
誓
さ
ん
）

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
結
果
は
受
講
者
全

員
合
格
で
し
た
。

登
高
座
は
一
人
だ
け
で
で
き
る
も
の
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
今
回
、
伝
授
師
・
教
授

師
を
は
じ
め
准
堂
衆
の
皆
さ
ん
の
サ
ポ
ー

ト
を
受
け
講
習
を
終
え
る
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。一
人
ひ
と
り
が
き
っ
ち
り
と
儀
式
・

作
法
が
で
き
て
こ
そ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割

を
果
た
す
こ
と
が
で
き
、
全
員
で
儀
式
が

勤
ま
っ
て
い
く
の
だ
と
い
う
こ
と
を
実
感

し
ま
し
た
。
今
回
の
講
習
を
機
に
研
鑽
を

深
め
て
い
き
た
い
も
の
で
す
。

（
第
10
組
光
善
寺
・
太
田
善
顕
さ
ん
）

2
月
15
日
（
金
）
か
ら
21
日
（
木
）
の

5
日
間
、
大
阪
教
区
教
化
委
員
会
「
儀
式

法
要
部
」
主
催
の
登
高
座
作
法
講
習
会
に

参
加
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
経
導
師

お
よ
び
式
導
師
と
し
て
必
要
な
読
法
・
作

法
の
習
得
を
目
的
と
し
た
講
習
会
で
す
。

こ
れ
ま
で
登
高
座
の
経
験
は
な
く
、
報
恩

講
の
参
詣
や
出
仕
で
ち
ら
っ
と
見
る
程
度

だ
っ
た
の
で
、
何
か
ら
何
ま
で
初
め
て
の

経
験
で
し
た
。

1
日
目
は
読
法
の
講
義
、
2
日
目
か
ら

4
日
目
ま
で
は
作
法
の
講
義
と
班
別
の
講

習
で
、
5
日
目
は
考
査
と
い
う
流
れ
で
し

た
。
ま
ず
、
読
法
の
三
礼
文
と
唄
文
の
暗

唱
に
は
苦
労
し
ま
し
た
。期
間
中
は
風
呂
・

ト
イ
レ
・
車
の
中
と
常
に
ブ
ツ
ブ
ツ
言
っ

て
な
ん
と
か
覚
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。
次
に
、
作
法
の
講
習
で
は
何
度
も
登

壇
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
間
違
え
て
は
確
認

す
る
と
い
う
こ
と
を
繰
り
返
し
、
ま
さ
に

身
体
で
覚
え
て
い
き
ま
し
た
。
そ
う
し
て

あ
っ
と
い
う
間
に
最
終
日
の
考
査
を
迎
え

ま
し
た
。
練
習
で
登
壇
す
る
だ
け
で
も
緊

張
す
る
の
に
、
考
査
と
な
る
と
頭
が
真
っ

白
に
な
り
ま
し
た
。
他
の
受
講
者
が
緊
張

し
て
作
法
し
て
お
ら
れ
る
の
を
見
て
ま
す

ま
す
不
安
に
な
り
、
い
よ
い
よ
私
の
番
。

少
し
ミ
ス
は
し
た
も
の
の
何
と
か
終
え
る

 

登
高
座
作
法
講
習
会
＠
天
満
別
院　

　

儀
式
法
要
部
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稲
垣
俊
一
さ
ん
に
聞
く

し
か
し
、
さ
ら
に
同
朋
会
運
動
の
推
進
の

た
め
の
拠
点
、本
部
に
な
っ
て
ほ
し
い
と
。

そ
れ
で
「
何
し
ま
ん
ね
ん
」
っ
て
言

う
た
ら
、
三
浦
さ
ん
、「
新
聞
で
も
読
ん

で
て
く
れ
な
は
れ
」
っ
て
言
う
て
は
っ

た
け
ど
ね
（
笑
）。
し
か
し
何
も
し
な
い

わ
け
に
い
か
ん
し
、
10
年
間
の
同
朋
会
運

動
の
点
検
総
括
し
た
ん
で
す
。『
南
御
堂

新
聞
』
に
10
回
に
わ
た
っ
て
執
筆
し
ま
し

た
。同

朋
会
運
動
と
は
、
点
検
総
括
な
ん
で

す
。
こ
れ
を
し
な
か
っ
た
ら
運
動
で
は
な

い
ん
で
す
。
た
だ
の
教
化
事
業
に
な
っ
て

し
ま
う
。
運
動
と
い
う
言
葉
も
初
め
て

使
っ
た
ぐ
ら
い
で
し
ょ
う
。
真
宗
に
運
動

が
あ
る
の
か
と
、
今
で
も
批
判
は
あ
り
ま

す
。
で
も
、
こ
の
運
動
と
い
う
こ
と
が
大

事
な
ん
で
す
。

安
田
理
深
先
生
の
お
言
葉
に
「
真
実
に

触
れ
る
と
き
人
間
に
運
動
が
お
こ
る
。
法

に
触
れ
る
と
き
機
に
自
覚
的
回
転
が
起
こ

る
」。
そ
う
そ
う
。
自
覚
的
回
転
。
ま
あ
、

安
田
先
生
は
難
し
い
け
ど
、
我
々
を
え
ぐ

る
よ
う
な
言
葉
で
教
え
て
く
だ
さ
っ
て
い

ま
す
。

主
任
を
拝
命
し
て
こ
う
書
き
ま
し
た
。

「
自
ら
問
い
直
す
ほ
か
に
な
い
こ
と
を
知

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
自
問
し
て
い
く

動
き
、
す
な
わ
ち
そ
う
い
う
信
仰
と
い
う

作
業
だ
け
が
人
間
の
生
命
を
回
復
し
て
い

く
最
後
の
手
が
か
り
に
な
る
に
違
い
な

い
」。こ

こ
に
「
作
業
」
と
書
い
て
い
る
よ
う

に
、
教
化
セ
ン
タ
ー
は
作
業
所
な
ん
で

す
。
点
検
総
括
の
作
業
を
す
る
。
い
ろ
ん

な
人
に
来
て
も
ら
っ
て
も
や
る
し
、
組
へ

向
か
っ
て
も
行
く
。
セ
ン
タ
ー
は
作
業
所

だ
と
考
え
て
い
ま
し
た
。
今
は
そ
ん
な
こ

と
考
え
な
い
で
し
ょ
。
教
学
の
研
究
と
人

材
養
成
と
か
で
し
ょ
う
。

公
の
立
場
で
、
自
分
た
ち
で
作
業
す
る

と
い
う
こ
と
が
、
信
心
獲
得
な
ん
で
す
。

個
人
で
す
が
、
場
が
与
え
ら
れ
て
い
く
。

み
ん
な
の
と
こ
ろ
へ
顔
を
出
し
て
自
分
の

意
見
を
述
べ
る
。
自
問
自
答
す
る
。
そ
う

い
う
作
業
所
へ
の
変
革
を
考
え
ま
し
た
。

公
開
の
広
場
に
立
つ
信

ま
た
安
田
先
生
は
「
信
心
獲
得
と
い
う

は
、
人
間
を
開
く
も
の
で
あ
る
」
と
お
っ

し
ゃ
っ
て
い
ま
す
。
今
ま
で
は
自
分
に
こ

も
っ
て
お
っ
た
け
ど
も
、
公
開
の
広
場
に

立
つ
こ
と
で
あ
る
。
個
人
と
い
う
と
こ
ろ

に
お
ら
ん
わ
け
で
す
。
公
の
場
所
に
、
い

わ
ば
社
会
に
お
る
人
で
す
。

一
人
の
中
の
、
あ
る
い
は
一
ヶ
寺
の
中

前さ
き

を
訪

と
ぶ
ら

う
・
第
一
回

　
大
阪
教
区
教
化
委
員
会
の
新
し
い
体
制

が
始
ま
っ
て
、
3
年
目
を
迎
え
よ
う
と
し

て
い
ま
す
。
そ
ん
な
中
、
一
度
こ
の
時
点

で
私
た
ち
が
行
っ
て
き
た
教
化
活
動
を
原

点
か
ら
振
り
返
っ
て
み
る
の
も
大
事
な
こ

と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
願
い
を
持
っ
て
教
化
に
か
か
わ
っ
て
こ

ら
れ
た
諸
先
輩
方
を
お
訪
ね
し
、
そ
の
思

い
を
お
聞
き
す
る
新
企
画
「
前
を
訪
う
」。

第
一
回
は
第
17
組
德
因
寺
前
住
職
、
稲
垣

俊
一
さ
ん
で
す
。

同
朋
会
運
動
は
点
検
総
括

昭
和
52
年
に
教
化
セ
ン
タ
ー
の
主
任
に

な
り
ま
し
た
。
教
務
所
長
が
竹
中
素
仁
さ

ん
か
ら
三
浦
了
さ
ん
に
な
る
と
き
に
、
ど

う
し
て
も
や
っ
て
も
ら
い
た
い
と
。
な
ぜ

か
と
い
う
と
、
今
ま
で
の
セ
ン
タ
ー
は
シ

ン
ク
タ
ン
ク
だ
っ
た
。
よ
い
も
の
を
作
っ

て
い
る
し
、よ
い
先
生
も
来
ら
れ
て
い
る
。
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の
と
い
う
よ
う
な
、
そ
ん
な
こ
と
は
信
心

獲
得
と
言
わ
ん
の
や
と
。
公
の
広
場
に
ま

か
り
出
る
と
い
う
こ
と
が
信
心
。
そ
う
い

う
信
心
を
深
め
て
い
く
こ
と
が
教
化
だ

と
、
そ
う
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
の
で
す
。

こ
れ
を
聞
い
た
と
き
は
感
動
し
て
寝
ら
れ

な
い
く
ら
い
で
し
た
ね
。

公
開
の
広
場
に
立
つ
信
心
と
い
う
こ
と

を
、
私
た
ち
は
は
っ
き
り
し
て
い
た
か
。

な
ん
で
本
山
あ
ん
ね
ん
、
教
区
あ
ん
ね

ん
っ
て
ね
、
広
場
の
ひ
と
つ
で
す
よ
。
組

も
そ
う
で
す
し
、
寺
も
そ
う
。
自
分
を
広

場
に
開
い
て
い
く
こ
と
、
こ
ん
な
幸
せ
な

こ
と
は
な
い
わ
け
で
す
。
こ
う
し
た
す
ば

ら
し
い
教
化
を
言
っ
た
の
が
、
純
粋
な
る

信
仰
運
動
と
い
う
同
朋
会
運
動
や
っ
た
ん

で
す
。

そ
や
か
ら
新
し
い
こ
と
を
や
ろ
う
と

か
、
そ
ん
な
こ
と
や
な
い
ん
で
す
。
人
間

は
ど
う
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
回
復
す

る
。
信
の
回
復
は
人
間
回
復
や
と
思
う
ん

で
す
。新

し
い
空
間
を
開
く

清
沢
先
生
の
有
名
な
言
葉
に
「
大
谷
派

な
る
宗
門
は
い
ず
こ
に
あ
り
や
。
大
谷
派

な
る
宗
門
は
、
大
谷
派
な
る
宗
教
的
精
神

の
存
す
る
所
に
在
り
」と
あ
る
で
し
ょ
う
。

あ
る
い
は「
自
己
の
信
念
の
確
立
の
上
に
、

其
信
仰
を
他
に
伝
え
る
、
即
ち
自
信
教
人

信
の
誠
を
尽
す
べ
き
人
物
を
養
成
す
る
」。

そ
う
い
う
有
名
な
言
葉
が
あ
り
ま
す
で

し
ょ
う
。

西
谷
啓
治
先
生
は『
清
沢
先
生
と
哲
学
』

で
、
清
沢
先
生
の
教
学
を
「
三
国
に
渉
る

仏
教
の
長
い
歴
史
の
上
か
ら
み
て
も
、
一

つ
の
画
期
的
な
出
来
事
で
あ
っ
た
」
と
評

価
さ
れ
ま
す
。
清
沢
先
生
の
教
学
や
浩
々

洞
を
画
期
的
な
こ
と
だ
っ
た
と
い
わ
れ
て

い
ま
す
。
な
ぜ
画
期
的
か
と
い
う
と
、「
画

期
的
と
い
う
こ
と
は
滅
び
に
向
か
っ
て
行

き
詰
ま
り
つ
つ
あ
る
も
の
が
、
未
来
に
い

き
る
可
能
性
を
見
出
し
得
る
よ
う
な
、
ま

た
過
去
に
於
け
る
全
歴
史
を
再
び
伝
統
と

し
て
蘇
ら
せ
得
る
よ
う
な
、
新
し
い
空
間

を
開
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
と
言
わ
れ

て
い
ま
す
。

今
ね
、
仏
教
が
滅
び
て
い
く
と
。
滅
び

に
向
か
っ
て
行
き
詰
ま
り
つ
つ
あ
る
も
の

が
、
未
来
に
生
き
る
可
能
性
を
見
出
し
得

る
よ
う
な
、
過
去
の
全
歴
史
を
再
び
伝
統

と
し
て
蘇
ら
せ
る
新
し
い
空
間
を
開
い

た
。
そ
の
新
し
い
空
間
が
大
谷
派
と
い
う

宗
門
な
ん
で
す
。
そ
れ
を
な
ん
と
表
現
す

る
か
。さ
っ
き
は
広
場
と
言
い
ま
し
た
が
、

新
し
い
空
間
と
言
っ
て
も
い
い
。
こ
の
清

沢
先
生
の
精
神
に
よ
っ
て
、
大
谷
派
、
教

区
、
そ
し
て
組
を
新
し
い
空
間
と
し
て
蘇

ら
せ
て
い
く
。
新
し
い
空
間
と
し
て
開
い

て
い
く
。

寺
が
大
き
い
と
か
小
さ
い
と
か
、
新
し

い
と
か
古
い
と
か
、
門
徒
が
多
い
と
か
少

な
い
と
か
…
…
。
一
万
の
寺
、
三
万
の
僧

侶
が
あ
っ
て
も
、
百
万
の
門
徒
が
あ
っ
て

も
、
大
谷
派
な
る
宗
門
と
言
え
る
の
か
。

大
谷
派
な
る
宗
門
は
、
大
谷
派
な
る
宗
教

的
精
神
の
と
こ
ろ
に
存
す
る
と
言
わ
れ
る

の
で
す
。

真
宗
教
化
の

グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン

新
教
化
体
制
を
見
る
中
で
、
想
像
で
す

が
、
連
携
と
い
う
こ
と
が
難
し
い
と
思
い

ま
す
。
そ
こ
で
議
論
す
る
広
場
、
こ
れ
を

具
体
的
に
す
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。
私
は

常
々
、
真
宗
教
化
の
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン

を
作
成
す
る
委
員
会
が
必
要
だ
と
い
う
提

案
を
し
て
い
ま
す
。
や
っ
ぱ
り
あ
ち
こ
ち

に
任
し
て
お
く
ん
じ
ゃ
な
く
て
、
教
区
全

体
が
連
携
し
て
、
一
つ
に
大
き
く
包
ん
で

い
く
、
そ
う
い
う
教
化
委
員
会
で
な
く
て

は
い
か
ん
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
と
、
現
代
と
い
う
こ
と
を
視
野
に

い
れ
て
欲
し
い
と
思
い
ま
す
。
や
っ
ぱ
り

地
球
汚
染
な
ど
世
界
的
な
課
題
が
問
わ
れ

る
現
代
に
あ
っ
て
は
、
人
類
の
生
存
に
つ

い
て
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
し
て
い
く
よ
う

な
視
点
が
欲
し
い
。

同
朋
会
運
動
に
は
現
代
の
課
題
に
応
え

て
い
く
と
い
う
意
味
が
、
あ
っ
た
に
違
い

あ
り
ま
せ
ん
。
現
代
の
課
題
に
挑
戦
す
る

と
い
う
意
気
込
み
が
欲
し
い
。
同
朋
会
運

動
発
足
当
初
、
そ
の
へ
ん
に
も
の
す
ご
く

熱
を
入
れ
た
ん
で
す
。
で
も
ま
だ
燃
え
上

が
っ
て
い
な
い
。
も
う
ち
ょ
っ
と
体
温
上

げ
て
も
ら
い
た
い
で
す
。

な
ぜ
な
ら
ば
共
通
の
課
題
が
見
い
だ
せ

て
い
な
い
か
ら
で
す
。
大
阪
い
う
た
ら
コ

レ
や
、
大
谷
派
と
ゆ
う
た
ら
コ
レ
や
と
い

う
課
題
で
す
。
そ
し
て
そ
の
課
題
を
克
服

し
て
い
く
よ
う
な
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
、

グ
ラ
ン
ド
テ
ー
マ
が
必
要
だ
と
思
っ
て
い

ま
す
。

（
文
責
・
し
ゃ
ら
り
ん
編
集
部
）

全
文
は
教
区
サ
イ
ト
「
銀
杏
通
信
」
で
ご
覧
に
な
れ
ま
す
。

http://w
w

w
.icho.gr.jp/shararin/inagaki
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昨
年
２
月
、
近
畿
連
区
坊
守
研
修
会
の

座
談
の
中
で
、「
せ
っ
か
く
の
お
寺
の
後

継
者
に
伴
侶
が
居
な
い
」、
そ
ん
な
話
題

が
持
ち
上
が
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
ご
門

徒
さ
ん
宅
で
も
同
じ
よ
う
な
悩
み
を
か
か

え
て
お
ら
れ
る
こ
と
は
、
ど
の
地
域
で

も
明
ら
か
な
こ
と
で
し
た
。「
お
寺
の
未

来
を
憂
い
て
い
る
ば
か
り
で
は
始
ま
ら
な

い
！　

私
た
ち
で
出
会
い
の
場
を
提
供
出

来
た
ら
！
」
そ
ん
な
熱
い
思
い
で
発
足
し

た
の
が
、「
て
ら
こ
ん
🐤
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」

で
す
。（
以
下「
て
ら
こ
ん
Ｎ
Ｗ
」と
表
記
）

自
発
的
に
集
ま
っ
た
10
数
名
の
坊
守
と

女
性
住
職
。
そ
れ
は
、山
陽
、長
浜
、京
都
、

四
国
、
大
阪
と
各
教
区
に
有
志
が
も
れ
な

く
揃
う
、
と
い
う
嬉
し
い
偶
然
か
ら
ス

タ
ー
ト
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
普
段
か
ら

多
忙
な
坊
守
た
ち
が
、
互
い
の
距
離
を
超

え
て
連
絡
を
取
り
合
う
の
は
、
数
年
前
な

ら
不
可
能
だ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
こ

の
不
可
能
を
可
能
に
し
た
の
が
、
ス
マ
ー

ト
フ
ォ
ン
の
ア
プ
リ
「
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
」
で
し

た
。
私
た
ち
は
、
自
坊
の
仕
事
の
合
間
を

利
用
し
て
、
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
で
す
べ
て
の
相
談

と
決
定
を
し
ま
し
た
。
1
日
の
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ

の
や
り
取
り
が
１
５
０
通
近
く
に
な
る
こ

と
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
し
て
発
足
か
ら
わ

ず
か
3
か
月
後
の
5
月
に
、
京
都
・
東
本

願
寺
前
の
東
光
寺
さ
ん
で
、
お
寺
が
男
女

の
出
会
い
の
場
、
第
１
回
の
「
て
ら
こ
ん

Ｎ
Ｗ
」
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

寺
族
の
若
者
を
中
心
に
参
加
者
お
よ
そ

20
名
。
そ
の
後
毎
月
開
催
さ
れ
、
大
阪
・

天
満
別
院
さ
ん
、
山
陽
・
大
圓
寺
さ
ん
、

京
都
・
東
光
寺
さ
ん
を
会
場
に
、
い
ず
れ

も
40
人
を
超
え
る
盛
況
ぶ
り
で
し
た
。
日

程
と
し
て
は
、
ま
ず
お
寺
で
２
時
間
の
自

己
紹
介
と
お
話
し
タ
イ
ム
を
も
う
け
、
そ

の
後
、
レ
ス
ト
ラ
ン
な
ど
に
移
り
懇
親
会

で
す
。
自
然
と
盛
り
上
が
る
若
い
男
女
の

熱
気
に
、
世
話
役
の
私
た
ち
で
さ
え
、
高

揚
感
が
引
き
出
さ
れ
る
よ
う
な
不
思
議
な

感
覚
に
陥
り
ま
す
。
て
ら
こ
ん
に
参
加
し

た
こ
と
で
「
自
分
の
中
の
何
か
が
変
わ
っ

た
！
」と
い
う
人
は
多
か
っ
た
よ
う
で
す
。

そ
れ
ほ
ど
人
と
人
と
の
出
会
い
は
エ
ネ
ル

ギ
ー
を
生
み
出
す
も
の
な
の
で
す
ね
。

現
在
、
て
ら
こ
ん
Ｎ
Ｗ
は
8
回
を
終
え
、

参
加
者
は
、
の
べ
２
９
０
人
を
超
え
て
い

ま
す
。
定
員
を
超
え
た
た
め
参
加
を
お
断

り
し
た
回
も
あ
れ
ば
、
お
寺
に
迎
え
た
い

方
・
入
っ
て
も
よ
い
方
の
人
数
バ
ラ
ン
ス

が
合
わ
ず
に
中
止
に
し
た
回
も
あ
り
ま

す
。「
今
ま
で
行
っ
た
他
の
婚
活
パ
ー
テ
ィ

よ
り
、
て
ら
こ
ん
Ｎ
Ｗ
が
一
番
楽
し
か
っ

た
！
」「
坊
守
さ
ん
た
ち
、
と
て
も
親
身
に

や
っ
て
く
れ
て
い
る
」
な
ど
の
嬉
し
い
意

見
も
多
く
聞
け
ま
し
た
。
と
は
言
え
、毎
回
、

参
加
者
を
募
る
の
に
苦
労
を
し
て
い
る
こ

と
も
事
実
で
す
。
昨
年
11
月
か
ら
は
、
近

畿
連
区
の
全
教
区
に
お
い
て
、
チ
ラ
シ
の

全
寺
院
発
送
を
協
力
し
て
い
た
だ
け
ま
し

た
。
チ
ラ
シ
制
作
費
が
か
さ
む
た
め
、
山

陽
教
区
か
ら
カ
ン
パ
金
、
そ
の
後
、
四
国

教
区
か
ら
助
成
金
も
頂
戴
し
ま
し
た
。
し

か
し
、
チ
ラ
シ
を
送
る
だ
け
で
は
だ
め
だ

と
い
う
こ
と
も
学
び
ま
し
た
。
今
は
色
々

な
場
で
Ｐ
Ｒ
活
動
も
し
て
い
ま
す
。

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
今
年
3
月
に

1
組
の
カ
ッ
プ
ル
が
結
婚
成
立
さ
れ
ま
し

た
。
他
に
も
数
組
の
方
々
が
結
婚
前
提
の

順
調
な
交
際
を
続
け
て
お
ら
れ
ま
す
。
私

た
ち
も
自
分
の
こ
と
の
よ
う
に
嬉
し
く
感

じ
て
い
ま
す
。
引
き
続
き
、
お
寺
の
未
来

が
明
る
く
な
る
よ
う
、
て
ら
こ
ん
Ｎ
Ｗ
世

話
役
一
同
が
ん
ば
っ
て
い
こ
う
と
思
い
ま

す
。

（
て
ら
こ
ん
Ｎ
Ｗ
世
話
役
・

上
本
賀
代
子
さ
ん
）

て
ら
こ
ん
🐤
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

連
区
の
有
志
坊
守
で
お
寺
を
男
女
の
出
会
い
の
場
に

お
寺
の
未
来
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BOOKSしゃらりん堂　　　　　　 編集委員のおすすめ本

教
区
教
化
委
員
会
が
新

体
制
に
変
わ
っ
て
早
い

も
の
で
も
う
二
年
◆
実

際
に
事
業
を
ま
わ
し
て

み
る
と
、
さ
ま
ざ
ま
な

問
題
点
も
見
え
て
き
た
よ
う
で
す
◆
新
企
画

「
前
を
訪
う
」
で
稲
垣
俊
一
先
生
が
お
っ
し
ゃ

る
よ
う
に
、
や
は
り
自
ら
を
常
に
点
検
し
、

総
括
す
る
こ
と
が
肝
要
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
◆
当
誌
も
教
化
委
員
会
の
動
き
を
詳
ら
か

に
み
な
さ
ま
に
お
伝
え
し
て
い
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
、
改
め
て
思
っ
た
次
第
で
す
◆

そ
の
た
め
に
も
次
年
度
よ
り
発
行
を
年
度
末

の
一
回
に
し
、
ペ
ー
ジ
数
を
大
幅
に
増
や
し

て
、
詳
細
に
教
区
の
活
動
を
広
報
し
て
い
き

た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
新
生
『
し
ゃ
ら

り
ん
』
を
ど
う
ぞ
お
楽
し
み
に
！
　（
澤
田
）

編
集

後
記
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紹介者：久世見証

宗教学者の岸本英夫氏が、アメリカで客員教授
在職中にガンを宣告されてから 10 年間に発表さ
れた 10 編の著述集。「色々の宗教を外側にたっ
て研究することを専門としている学究」であった
氏が、宗教学者として、現代人をして、死といか
に対峙すべきかを問い続けた格闘の記録です。

ガンというような思いもかけない病気のため
に、「生命飢餓状態」に置かれた氏は、死とは何
かを真摯に考え続ける。死後の理想世界はないの
だと心に決めた氏にとって、死後の世界は真黒の
暗闇であった。そして、死を自身の中で再定義し、
そこから出発していく。
　現代人が、その理性をもって死に直面したとき、
どのように振る舞い得るか。実際に死に直面した
人が、その身をもって示した一冊です。氏が亡く
なられた 1964（昭和 39）年刊行ながら、遜色な
く現在の私たちに問いかけます。

紹介者：石谷弥恩

同じ人間なのにここまで自分と違うのか、と
思ったことはありませんか。血の繋がった兄弟や
親でさえ意見が一致せず、喧嘩や事件になってし
まうこともあります。

この作品は完璧主義で鋭利なまでに野球一筋の
主人公巧

たくみ

を中心に、兄とは正反対で体が弱く、おっ
とり優しい弟の青

せい

波
は

、そして巧がバッテリーを組
む友達思いの豪

ごう

、さらには少年たちを取り巻く大
人の心情をベースに描かれた小説です。「自分の
思い通りにならない」思春期特有のもどかしい気
持ちや葛藤、それぞれの問題と向き合い成長して
いく姿に相手を理解する難しさと思いやりの心と
は何かを考えさせられます。バッテリーとは投手
と捕手のペアのことをいいます。他人との関りを
極力避け、個人主義の強くなった世の中で、バッ
テリーのように素直に人と真向かいになることを
忘れている今、もう一度読み返したい作品です。

『死を見つめる心』
著・岸本英夫
講談社文庫

『バッテリー』
あさのあつこ・著

角川文庫

他の委員のおすすめ本は順次「銀杏通信」に掲載します！　


