
無
窮
の
志
願

——

「坂
東
本
」
修
復
・
復
刻
事
業
を
通
し
て!三 

木 

彰 

円

宗
祖
七
百
五
十
回
御
遠
忌
記
念
事
業
と
し
て
、
真

宗

大

谷

派

で

は

「坂
東
本
」

の
修
復
及
び
復
刻
事
業
を
企
画
し
、
そ
の
取
り
組
み
が 

進
め
ら
れ
て
き
て
い
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
修
復
作
業
は
一
ー
〇
〇
三
年
七
月
に
開
始
さ
れ
た
。

こ
の
修
復
は
、

「坂
東
本
」

の
諸
所
に
生 

じ
た
損
傷
箇
所
に
つ
い
て
補
修
を
加
え
、
さ
ら
に
今
後
損
傷
が
生
じ
る
こ
と
を
防
ぐ
た
め
の
処
置
を
施
す
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ 

り
、

二
〇
〇
四
年
三
月
末
に
そ
の
作
業
を
完
了
し
た
が
、

こ
の
修
復
の
過
程
で
、
現

時

点

で

の

「坂
東
本
」

に
つ
い
て
詳
細
に
記
録
す
る 

た
め
に
撮
影
が
行
わ
れ
、

こ

れ

を

も

と

に

し

て

「
坂
東
本
」

の
復
刻
事
業
が
着
手
さ
れ
た
。

「
坂
東
本
」

の
復
刻
事
業
に
つ
い
て
は
、
去 

る

二

〇

〇

五

年

七

月

に

真

宗

大

谷

派

か

ら

『顕

浄

土

真

実

教

行

証

文

類(

坂
東
本)

影
印
本
』

が
刊
行
さ
れ
、

さ

ら

に

は

「坂
東
本
」
原 

本
の
副
本
と
し
て
の
役
割
を
は
た
す
べ
く
、

二
〇
〇
六
年
三
月
末
の
完
成
を
目
指
し
て

「完
全
複
製
本
」

の
作
成
が
現
在
進
め
ら
れ
て
い 

る
。

『坂

東

本

・
顕
浄
土
真
実
教
行
証
文
類
』
と
は
い
か
な
る
書
物
で
あ
る
の
か
、
ま

た

「坂
東
本
」
修

復

・
復
刻
事
業
に
着
手
し
た
経
緯 

と
そ
の
願
い
に
つ
い
て
は
、

『顕

浄

土

真

実

教

行

証

文

類(

坂
東
本)

影
印
本
』

の
解
説
と
し
て
真
宗
大
谷
派
宗
宝
宗
史
蹟
保
存
会
に
よ
り
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ま

と

め

ら

れ

た

『顕

浄

土

真

実

教

行

証

文

類(

坂
東
本)

影
印
本
解
説
』

に
記
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、

こ
こ
に
繰
り
返
す
こ
と
は 

し
な
い
。
た
だ
、

「坂
東
本
」
修
復
及
び
復
刻
に
あ
る
願
い
に
つ
い
て
一
言
す
る
な
ら
ば
、
何

よ

り

も

親

鸞

自

筆

の

『顕
浄
土
真
実
教
行 

証
文
類
』

た

る

「坂
東
本
」

の

確

か

な

伝

持

・
伝
達
を
通
し
て
、
親

鸞

の

生

涯

を

一

貫

す

る

「
顕
浄
土
真
実
教
行
証
」
、
す
な
わ
ち
浄
土 

真
宗
の
顕
彰
と
公
開
と
い
う
営
み
を
、
我
々
が
自
ら
に
確
か
め
っ
つ
後
代
に
伝
達
し
て
い
く
と
い
う
一
点
に
あ
る
と
言
え
よ
う
。 

一

連

の

「坂
東
本
」
修

復

・
復
刻
事
業
に
参
加
し
、

「坂
東
本
」
を
身
近
に
実
見
す
る
と
い
う
、
ま
こ
と
に
得
難
い
機
会
を
与
え
ら
れ 

た
な
か
で
触
れ
て
き
た
、

そ
の
一
つ
一
つ
の
場
面
か
ら
、
非
常
に
大
き
く
か
つ
重
い
問
い
か
け
を
突
き
つ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
の
が
、
 

私
の
現
今
の
正
直
な
実
感
で
あ
る
。
そ
の
問
い
か
け
を
通
し
て
、
改
め
て
今
、
私
自
身
に
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
真
宗
学
と
は
何
か
、
 

ま
た
真
宗
学
と
い
、つ
学
問
に
身
を
置
く
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
ヽ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

言
う
ま
で
も
な
く
こ
の
問
題
は
、
真
宗
学
に
身
を
置
く
者
に
と
っ
て
、

そ
の
歩
み
の
基
点
に
確
認
さ
れ
る
べ
き
き
わ
め
て
原
初
の
問
題 

で
あ
り
、
同
時
に
、
真
宗
学
に
関
わ
る
あ
ら
ゆ
る
場
面
に
お
い
て
も
、

い
つ
で
も
問
い
か
け
ら
れ
続
け
て
い
る
問
題
で
あ
ろ
う
。
本
稿
で 

は
、
改
め
て
そ
の
よ
う
な
質
の
問
い
を
今
さ
ら
な
が
ら
に
突
き
つ
け
ら
れ
て
い
る
自
ら
の
事
実
に
即
し
つ
つ
、

「坂
東
本
」

の
修
復
と
復 

刻
に
関
わ
っ
て
き
た
経
緯
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
真
宗
学
に
関
わ
る
問
題
の
確
認
を
自
ら
に
行
っ
て
み
た
い
。
な
お
、

「坂
東
本
」
修

復

・
 

復
刻
事
業
に
関
わ
っ
て
そ
の
経
緯
や
事
実
状
況
、
私
が
実
感
し
た
事
柄
に
つ
い
て
は
、

こ
れ
ま
で
に
も
い
く
つ
か
の
短
い
文
章
に
記
し
た 

ほ
か
、

口
頭
に
よ
る
報
告
の
機
会
も
幾
度
か
い
た
だ
い
て
お
り
、

そ
れ
ら
と
内
容
が
重
複
す
る
と
こ
ろ
も
あ
ろ
う
か
と
思
う
。
ま
た
、
 

『親
鸞
教
学
』

と
い
う
学
会
誌
に
、

「
坂
東
本
」

に
関
わ
っ
て
の
主
観
的
な
感
慨
に
も
と
づ
く
事
柄
を
十
分
に
展
開
で
き
な
い
ま
ま
書
き 

連
ね
る
こ
と
の
当
否
が
危
惧
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、

こ
の
点
に
つ
い
て
は
あ
ら
か
じ
め
ご
了
承
賜
り
た
い
。

二

先
述
の
よ
う
に
、

二

〇

〇

五

年

七

月

に

真

宗
大
谷
派

か
ら

刊
行
さ
れ

た
『顕

浄

土

真

実

教

行

証

文

類(

坂
東
本)

影
印
本
』

は
、

こ
れ
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ま
で
多
方
面
か
ら
の
要
望
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
実
現
を
み
な
か
っ
た
カ
ラ
ー
印
刷
に
よ
っ
て
刊
行
さ
れ
た
初
め
て
の
原
寸
大
影
印 

本
で
あ
る
。

「坂
東
本
」

の
原
寸
大
影
印
本
は
、

こ
の
カ
ラ
ー
影
印
本
の
刊
行
に
先
立
っ
て
、

こ
れ
ま
で
二
度
に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
の 

第
一
回
目
は
一
九
ニ
ー 

一
年(

大
正
十
一)

九
月
の
こ
と
で
あ
り
、
立
教
開
宗
七
百
年
を
記
念
し
て

の
こ
と
で

あ
っ
た(

「大
正
版
影
印
本
」)

。 

そ
れ
に
続
く
第
二
回
目
は
、

一

九

五

六

年(

昭
和
三
十
一)

の
こ
と
で
あ
り
、

こ
の
時
は
宗
祖
七
百
回
御
遠
忌
を
記
念
し
て
の
刊
行
で
あ 

り
、
刊
行
作
業
の
全
面
を
赤
松
俊
秀
が
監
修
し
て
の
も
の
で
あ
っ
た(

「昭
和
版
影
印
本
」)

。

一

九

二

ニ

年

の

「
大
正
版
影
印
本
」

は
、

「坂
東
本
」

の
全
容
が
初
め
て
内
外
に
公
開
さ
れ
た
と
い
う
大
き
な
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ 

っ
た
が
、

こ
の
時
、

「
坂
東
本
」

の
公
開
が
強
く
要
望
さ
れ
た
背
景
に
は
、
明
治
か
ら
大
正
に
か
け
て
の
、

い

わ

ゆ

る

「親
鸞
抹
殺
論
」 

を
め
ぐ
っ
て
、
そ
れ
に
反
論
す
る
立
場
か
ら
な
さ
れ
た
親
鸞
の
筆
跡
研
究
の
進
展
と
い
う
こ
と
が
あ
る
こ
と
も
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ー 

そ
の
後
、

一

九

五

六

年

の

「
昭
和
版
影
印
本
」

の
刊
行
は
、

一

九

五

二

年(

昭
和
二
十
七)

の

「坂
東
本
」

の
国
宝
指
定
、

さ
ら
に
は 

そ

れ

を

承

け

て

一

九

五

四

年(

昭
和
二
十
九)

三

月

か
ら

赤
松
俊
秀
を

中
心
に
禿
氏
祐
祥
も

参
加
し
て

行
わ

れ

た
「坂
東
本
」

の
全
面
解 

装
修
理
を
契
機
と
し
て
の
も
の
で
あ
る
。

「坂
東
本
」

の
状
況
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
佐
々
木
月
樵
や
山
田
文
昭
ら
に
よ
っ
て
、
そ
の
形 

態
や
料
紙
の
特
徴
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
が
、

一
九
五
四
年
の
修
理
の
際
、
新
た
に
、
当
初
の
冊
子
の
形
態
や
料
紙
の
綴
じ
方
に
特
異
な
点 

が
あ
る
こ
と
、

「化
身
土
文
類
末
」

に

引

用

さ

れ

る

『大
集
経
』

の
部
分
に
つ
い
て
、
当
初
は
巻
子
本
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
、

そ
の
具
体 

的
な
状
況
が
確
認
さ
れ
、
公
に
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

「
昭
和
版
影
印
本
」
は
、

こ

れ

を

承

け

て

「坂
東
本
」

が
冊
子
と
し
て
有
す
る
形
態 

の
特
徴
ま
で
も
再
現
す
る
形
で
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
点
で
、
親

鸞

が

手

許

に

「坂
東
本
」
を
置
い
て
い
た
当
時
の
形
態
を
知 

る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
大
き
な
意
義
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
〇

こ

れ

ら

「大
正
版
影
印
本
」

「
昭
和
版
影
印
本
」

の
刊
行
は
、

「坂
東
本
」
と
い
う
一
部
の
著
作
が
も
つ
形
態
に
つ
い
て
の
研
究
、
す
な 

わ
ち
文
献
書
誌
研
究
と
い
う
側
面
で
、
大
き
な
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
り
、

こ

れ
ら
に
よ
っ
て

親
鸞
の
筆
跡
研
究
と
「坂
東
本
」

の
成
立
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過
程
に
対
す
る
考
察
は
大
き
く
進
展
し
た
。

一
方
で
そ
の
分
野
の
研
究
の
進
展
に
と
も
な
っ
て
、
さ
ら
な
る
課
題
に
直
面
し
た
と
も
言
え 

よ
う
。
そ
れ
は
、

こ
れ
ら
の
影
印
本
の
い
ず
れ
も
が
、

モ
ノ
ク
ロ
撮
影
に
よ
る
影
印
本
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

「坂
東
本
」

に
多
く
の
朱
書
部
分
が
存
在
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
先
に
述
べ
た
佐
々
木
月
樵
、
山
田
文
昭
ら
に
よ
っ
て
周
知
の
こ
と 

と
な
っ
て
い
た
。

「
昭
和
版
影
印
本
」

の
刊
行
に
あ
た
っ
て
、
赤

松

俊

秀

は

「坂
東
本
」

の
撮
影
に
あ
た
っ
て
朱
書
部
分
と
墨
書
部
分
の

④

差
異
が
印
刷
に
現
れ
る
よ
う
注
意
を
払
っ
て
は
い
る
も
の
の
、

モ
ノ
ク
ロ
に
よ
る
撮
影
・
印
刷
と
い
う
技
術
上
の
制
約
に
よ
り
、
朱
書
部 

分
の
判
読
は
困
難
な
ま
ま
で
あ
っ
た
。

「坂
東
本
」
朱
書
部
分
に
か
か
わ
る
問
題
に
つ
い
て
、

一
つ
の
展
開
を
み
た
の
は
、

一

九
七
三
年(

昭
和
四
十
ハ)

『親
鸞
聖
人
真
蹟
集 

成
』
第

一

・
ニ

巻

に

所

収

さ

れ

た

「
坂
東
本
」

の
縮
刷
影
印
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。

こ

の
中
で

大
谷
大
学
に
所
蔵
さ
れ
る
丹
山
順
芸(

一
 

七
八
五
〜
一
ハ
四
七)

に

よ

る

「坂
東
本
」

の

臨

写

本(

真
宗
大
学
寮
旧
蔵
本)

に
基
づ
い
て
、

二

色

刷

の

方

法

で

「坂
東
本
」

の
朱
書
部
分 

が
復
元
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

「
坂
東
本
」

に
お
け
る
朱
書
部
分
の
復
元
を
可
能
な
ら
し
め
た
と
い
う
点
で
、
改
め
て
丹
山
順
芸
の
行
っ
た 

「坂
東
本
」
臨
写
と
い
う
営
為
が
持
つ
重
要
な
意
義
と
、

『親
鸞
聖
人
真
蹟
集
成
』
所

収

本

が

「坂
東
本
」
研
究
に
は
た
し
た
画
期
的
な 

意
味
が
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
、
そ
こ

か

ら

新

た

な

課

題

が

「坂
東
本
」
研
究
の
う
え
に
浮
か
び
上
が
る
こ 

と
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
も
同
時
に
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
繰
り
返
す
な
ら
ば
、

『親
鸞
聖
人
真
蹟
集
成
』
所
収
本
は 

あ

く

ま

で

も

「朱
書
の
復
元
」

で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、

『親
鸞
聖
人
真
蹟
集
成
』
解
説
に
多
屋
頼
俊
が
、
 

現
在
で
は
、
原
色
版
で
原
本
の
通
り
に
複
製
す
る
こ
と
は
、
極
め
て
困
難
、
と
い
う
よ
り
も
不
可
能
な
の
で
あ
る
。
第
一
に
、
厳
密 

に
原
色
版
で
撮
影
す
る
た
め
に
は
、
国
宝
の
原
本
の
綴
目
を
解
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
は
許
さ
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
第 

二
に
、
朱
は
年
代
を
経
る
と
、
色
が
褪
せ
る
も
の
で
あ
る
が
、
原
本
は
、
大
正
の
関
東
大
震
災
に
遇
う
た
こ
と
に
も
よ
る
の
か
、
朱 

の
色
が
褪
せ
て
、
極
め
て
淡
く
な
っ
て
い
る
部
分
が
あ
り
、
全
く
見
え
な
く
な
っ
て
い
る
部
分
も
あ
る
の
で
あ
る
。

(

「坂
東
本
の
朱
筆
」
・
『親
鸞
聖
人
真
蹟
集
成
』
第
二
巻
六
九
六
頁)
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と
記
す
よ
う
に
、

「坂
東
本
」

が
置
か
れ
た
状
況
と
技
術
上
の
制
約
の
な
か
で
と
ら
れ
た
最
善
の
方
途
で
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な 

い
。

い
わ
ば
二
つ
の
テ
キ
ス
ト
を
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
「朱
書
の
復
元
」
と
い
う
画
期
的
な
こ
と
が
実
現
さ
れ
た
こ
と
を
通
し
て
、
 

「坂
東
本
」

の
朱
書
部
分
に
対
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
の
注
目
が
集
ま
る
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
だ
が
、
か

え

っ

て

そ

こ

に

「
坂
東 

本
」
原
本
の
朱
書
部
分
、
あ
る
い
は
そ
の
全
容
が
現
在
い
か
な
る
状
況
に
あ
る
の
か
と
い
う
新
た
な
関
心
が
引
き
起
こ
さ
れ
て
い
っ
た
と 

い
う
こ
と
も
、
大
切
な
事
実
と
し
て
我
々
は
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

三

こ
の
よ
う
な
経
緯
を
踏
ま
え
る
と
き
、

「坂
東
本
」
全
冊
の
綴
じ
を
い
っ
た
ん
解
い
て
行
わ
れ
た
今
回
の
修
復
作
業
は
、

一
九
ニ
ー 

一
年 

の

「大
正
版
影
印
本
」
刊
行
以
来
、

「
坂
東
本
」
研
究
の
歩
み
の
中
で
残
さ
れ
て
き
た
大
き
な
課
題
に
応
え
う
る
絶
好
の
機
会
で
あ
っ
た 

と
言
え
る
の
で
あ
り
、
な
お
か
つ
高
精
細
の
カ
ラ
ー
撮
影
を
も
実
現
し
得
た
と
い
う
点
で
も
ヽ
非
常
に
大
き
な
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
っ 

た
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二

〇

〇
五
年
七
月
に
刊
行
さ
れ

た
カ
ラ
ー

印
刷
に
よ
る
『顕

浄

土

真

実

教

行

証

文

類(

坂
東
本)

影
印 

本
』

は
、

こ
の
機
会
が
な
け
れ
ば
実
現
し
得
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
繰
り
返
す
ま
で
も
な
い
が
、
改
め
て
こ
の
影
印
本
を
眼
前
に 

す
る
と
き
、

「坂
東
本
」

が
い
か
な
る
書
物
で
あ
る
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
今

一

度

「
坂
東
本
」
を
私
た
ち
が
把
握
し
て
い
く
上
で 

の
視
点
の
確
認
が
求
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

影

印

本

を

通

し

て

「
坂
東
本
」

の
朱
筆
部
分
を
見
る
な
ら
ば
、

そ
の
朱
書
の
書
き
込
ま
れ
方
に
も
多
様
な
も
の
が
あ
る
こ
と
は
一
目
瞭 

然
で
あ
る
。
今
そ
れ
に
つ
い
て
大
き
く
言
う
な
ら
ば
、
朱
筆
単
独
に
よ
っ
て
書
き
込
ま
れ
た
箇
所
、
墨
書
部
分
を
朱
で
書
き
改
め
る
箇
所
、
 

墨
書
に
よ
る
書
き
改
め
を
さ
ら
に
朱
で
な
ぞ
る
箇
所
等
、
そ
の
形
式
の
面
で
い
く
つ
か
の
パ
タ
—

ン
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。 

さ
ら
に
は
、
従

来

の

「
坂
東
本
」
研
究
で
課
題
と
さ
れ
て
き
た
朱
書
部
分
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
墨
書
部
分
に
つ
い
て
も
、

「坂
東
本
」 

の
諸
所
に
濃
淡
の
異
な
る
墨
が
用
い
ら
れ
て
本
文
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
見
て
取
れ
る
。
ま
た
、

こ
れ
ま
で
刊
行
さ
れ
て
き
た
諸
影
印
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本
に
よ
っ
て
注
目
さ
れ
て
は
い
た
も
の
の
判
然
と
し
な
か
っ
た
、
当
初
の
本
文
と
そ
れ
に
対
す
る
抹
消
、
あ
る
い
は
そ
の
部
分
の
書
き
改 

め
の
状
況
に
つ
い
て
も
そ
の
経
過
を
判
読
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
た

と

え

ば

そ

れ

は

『行
文
類
』

の

「
正
信
念
仏
偈
」

の
諸
所
に
確
認 

で
き
る
こ
と
で
あ
り
、

こ

と

に

「坂
東
本
」
本
文
で
も
こ
れ
ま
で
し
ば
し
ば
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
「
獲
信
見
敬
大
慶
人
」 

の
一
句
に
つ
い
て
見
る
な
ら
ば
、
現

行

の

「
獲
信
見
敬
大
慶
人
」

に
至
る
ま
で
に
親
鸞
が
為
し
た
書
き
改
め
の
過
程
を
も
判
読
で
き
る
の 

で
あ
る
。

こ

れ

ら

朱

書

・
墨
書
の
状
況
は
、
修

復

作

業

の

間

に

行

わ

れ

た

「
坂
東
本
」

の
全
体
調
査
の
際
、
常
に
注
意
を
払
い
な
が
ら
確
認
を
加 

え
て
い
た
こ
と
で
あ
り
、
高
精
細
の
カ
ラ
ー
撮
影
及
び
印
刷
を
用
い
る
こ
と
で
、

そ
の
状
況
の
子
細
が
公
開
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
十
分 

想
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

そ
れ
ら
の
点
に
と
ど
ま
ら
ず
、
今
回
用
い
ら
れ
た
技
術
は
、
そ
れ
に
関
わ
っ
た
者
の
想
像 

を
越
え
る
か
た
ち
で
、

「坂
東
本
」

の
状
況
に
つ
い
て
我
々
に
示
し
て
く
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
つ
い
て
一
例
を
挙
げ
れ
ば
、

「坂
東 

本
」
各
冊
に
用
い
ら
れ
て
い
る
料
紙
の
状
況
の
詳
細
、

さ
ら
に
は
紙
の
繊
維
の
状
況
も
含
め
て
紙
そ
の
も
の
の
質
感
ま
で
も
見
て
取
れ
る 

も
の
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

「坂
東
本
」

に
用
い
ら
れ
て
い
る
紙
は
、
お
お
よ
そ
楮
紙
、
宿
紙
、

「
雁
皮
紙
」

で
あ
る
が
、
影
印 

本
を
子
細
に
見
る
な
ら
ば
、
同
系
の
紙
に
も
い
く
つ
か
の
種
類
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
だ
け
で
な
く
、
料
紙
を
漉
い
た
際
の
簣
の
目
の
痕 

跡
に
つ
い
て
も
、
多
く
の
丁
に
確
認
で
き
る
の
だ
が
、

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
作
業
の
当
初
に
は
全
く
思
い
も
よ
ら
ぬ
こ
と
で
あ
っ
た
。 

カ
ラ
ー
に
よ
る
今
回
の
影
印
本
を
見
る
と
き
、
改
め
て
思
う
の
は
、
従
来
の
モ
ノ
ク
ロ
印
刷
に
よ
る
影
印
本
で
見
る
際
の
、

「坂
東
本
」 

の
料
紙
と
そ
こ
に
記
さ
れ
た
文
字
か
ら
受
け
る
印
象
と
、
料
紙
そ
の
も
の
が
も
つ
色
ま
で
含
め
て
、

そ
こ
に
記
さ
れ
た
文
字
を
見
た
時
に 

受
け
る
印
象
の
異
な
り
で
あ
る
。

カ
ラ
ー
と
モ
ノ
ク
ロ
と
い
う
違
い
は
あ
れ
、
も
ち
ろ
ん
そ
こ
に
記
さ
れ
た
文
字
に
異
な
り
が
あ
る
わ
け 

で
は
な
い
。

し
か
し
、

「
坂
東
本
」
原
本
に
そ
な
わ
る
色
ま
で
含
め
る
形
で
そ
こ
に
記
さ
れ
る
文
字
の
一
つ
一
つ
を
見
る
と
き
、

そ
の
印 

象
が
従
来
と
全
く
異
な
る
と
い
う
思
い
を
禁
じ
得
な
い
の
で
あ
る
。

今
回
影
印
本
を
刊
行
す
る
に
当
た
っ
て
、
そ
れ
に
関
わ
っ
た
者
全
て
の
者
が
共
有
し
た
基
本
方
針
の
一
つ
は
、
何

よ

り

も

「坂
東
本
」
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原
本
の
状
況
を
手
を
加
え
な
い
形
で
可
能
な
限
り
そ
の
ま
ま
に
影
印
本
に
再
現
す
る
と
い
う
点
に
あ
っ
た
。
そ
の
基
本
方
針
に
基
づ
い
て
、
 

影
印
本
の
作
製
に
あ
た
っ
て
は
、

「坂
東
本
」
原
本
と
影
印
本
の
色
調
の
入
念
な
確
認
が
繰
り
返
し
行
わ
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
結
果
、
 

影
印
本
を
通
し
て
、

「
坂
東
本
」
原
本
を
直
接
目
に
す
る
こ
と
と
同
様
の
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
と
言
っ
て
も
決
し
て
過
言
で
は
な
い
の 

で
あ
る
。

一
言
加
え
る
な
ら
ば
、
今
回
の
影
印
本
は
、

一
九
五
四
年
に
行
わ
れ
た
「坂
東
本
」

の
全
面
解
装
修
理
を
経
て
後
の
状
態
、
さ
ら
に
は 

今
回
の
修
復
を
経
た
時
点
、
す

な

わ

ち

現

在

の

「坂
東
本
」
原
本
の
各
冊
各
丁
の
状
況
を
そ
の
ま
ま
の
形
で
再
現
し
た
も
の
で
も
あ
る
。 

「
昭
和
版
影
印
本
」

は

先

述

し

た

よ

う

に

「
坂
東
本
」

が
当
初
持
っ
て
い
た
形
態
を
復
元
し
た
と
い
う
点
に
そ
の
最
大
の
特
徴
を
持
つ
も 

の
で
あ
る
。

一
九
五
四
年
の
全
面
解
装
修
理
の
中
で
確
認
さ
れ
た
「
坂
東
本
」

に
存
在
す
る
状
況
は
、
赤

松

俊

秀

の

「
教
行
信
証
の
成
立 

と
改
訂
に
つ
い
て
」

に
詳
し
く
報
告
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

そ
れ
を
通
し
て
は
判
然
と
し
な
い
箇
所
も
い
く
つ
か
あ
っ
た
の
も
事
実
で 

あ
る
。
今

回

の

修

復

・
復
刻
事
業
の
過
程
で
、

「
坂
東
本
」
原
本
の
一
々
の
状
況
を
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
既
に
一
九
五
四
年
の
全
面
解
装 

修

理

後

に

報

告

さ

れ

て

い

る

状

況

以

外

に

新

た

に

判

明

し

た

「
坂
東
本
」
原
本
の
状
況
も
い
く
つ
か
あ
る
こ
と
、
ま

た

「
昭
和
版
影
印 

本
」
と

現

在

の

「坂
東
本
」
原
本
の
状
況
と
の
間
に
は
、

い
く
つ
か
の
点
で
相
違
す
る
箇
所
が
存
在
す
る
こ
と
も
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で 

あ
る
。
そ

れ

ら

の

「
昭
和
版
影
印
本
」
と

「坂
東
本
」
原
本
と
の
間
に
生
じ
た
い
く
つ
か
の
相
違
点
に
つ
い
て
は
、

「
昭
和
版
影
印
本
」 

の
製
作
方
針
が
一
つ
の
要
因
と
な
っ
て
い
る
も
の
と
も
考
え
る
が
、
そ
れ
ら
の
事
実
が
判
明
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
今
回
の
影
印
本
は
可 

能

な

限

り

「坂
東
本
」

に
忠
実
に
と
い
う
基
本
方
針
が
徹
底
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

今
回
の
影
印
本
作
製
の
基
本
方
針
に
込
め
ら
れ
て
い
る
も
の
は
、
言
う
な
ら
ば
、

「坂
東
本
」

に
つ
い
て
で
き
る
だ
け
多
く
の
人
が
そ 

の
事
実
状
況
を
共
有
し
、
事

実

を

共

有

し

た

と

こ

ろ

か

ら

「坂
東
本
」

に
つ
い
て
多
様
な
視
点
、
ま
た
多
様
な
立
場
か
ら
の
研
究
・
検
討 

を
加
え
て
い
く
こ
と
を
通
し
て
、

「坂
東
本
」

そ
の
も
の
を
明
ら
か
に
し
、
親
鸞
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
と
い
う
願
い
で
あ
る
と
言 

え
よ
う
。

こ
の
願
い
は
さ
ら
に
影
印
本
刊
行
後
、
現
在
も
引
き
続
き
取
り
組
ま
れ
て
い
る'

「坂
東
本
」

の
副
本
と
し
て
の
意
義
を
持
つ

27



「完
全
複
製
本
」

の
作
製
方
針
に
、

よ
り
具
体
化
す
る
形
で
展
開
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

赤
松
俊
秀
は
、

「
昭
和
版
影
印
本
」
解
説
に
お
い
て
、

「大
正
版
影
印
本
」

の
刊
行
に
つ
い
て
、
 

こ

の

出

版

は

「本
書
」

「真
蹟
本
」(

筆
者
注
・
「坂
東
本
」)

を
研
究
す
る
上
に
は
、
真
に
劃
期
的
な
で
き
ご
と
で
あ
っ
た
と
云
っ
て
よ 

い
。
そ
れ
ま
で
は
、

「真
蹟
本
」

の
形
状
を
知
る
こ
と
は
、
限
ら
れ
た
若
干
の
学
者
の
特
権
と
云
っ
て
も
よ
か
っ
た
の
に
対
し
て
、
 

こ
の
出
版
を
転
機
と
し
て
、

「真
蹟
本
」
を
研
究
し
よ
う
と
す
る
す
べ
て
の
学
者
に
対
し
て
、
云
わ
ば
解
放
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

(

「教
行
信
証
の
成
立
と
改
訂
に
つ
い
て
」
・
「昭
和
版
影
印
本
解
説
」

一
頁) 

と
述
べ
、

さ
ら
に
、

従
来
は
特
別
な
も
の
に
の
み
与
え
ら
れ
て
い
た
坂
東
本
の
文
献
学
的
研
究
の
機
会
を
広
く 

一
般
に
開
放
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

(

『親
鸞
聖
人
真
蹟
集
成
』
赤
松
解
説
・
第
二
巻
六
八
三
頁) 

と
述
べ
て
い
る
。
今
回
刊
行
さ
れ
た
影
印
本
は
、

「大
正
版
影
印
本
」

の
刊
行
以
来
、

そ

こ

に

一

貫

し

て

流

れ

る

「
坂
東
本
」
公
開
の
課 

題
に
、
真
に
応
え
う
る
決
定
版
と
も
言
え
る
も
の
で
あ
る
し
、

こ
の
影
印
本
を
通
し
て
、

「坂
東
本
」

の
状
況
に
つ
い
て
の
堅
実
な
精
査 

と
確
認
が
初
め
て
可
能
と
な
る
と
い
っ
て
よ
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
、

こ
こ
に
も
う
一
点
確
認
し
て
お
き
た
い
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
今
回
刊
行
さ
れ
た
影
印
本
が
決
定
版
と
も
言
い
得
る
も
の 

で
あ
る
と
言
う
こ
と
は
、
決
し
て
こ
れ
ま
で
刊
行
さ
れ
て
き
た
諸
影
印
本
の
持
つ
位
置
を
損
な
う
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

「坂
東
本
」
公
開
の
願
い
は
、

「坂
東
本
」

の
歴
史
を
そ
の
ま
ま
一
貫
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
が
具
体
的
な
形
を
と
っ
た
事
実
を 

象
徴
す
る
事
柄
の
一
つ
が
、
丹

山

順

芸

に

よ

る

「坂
東
本
」

の
臨
写
で
あ
り
、

さ

ら

に

は

「大
正
版
影
印
本
」

「
昭
和
版
影
印
本
」
を
初 

め
と
す
る
諸
影
印
本
の
刊
行
の
事
実
で
あ
る
と
言
え
る
。

こ
の
事
実
の
内
に
私
た
ち
が
見
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
時
代
や
技
術 

等

さ

ま
ざ

ま
な

制
約
と

限
界
の
な

か
で

「
坂
東
本
」
公

開

に

力

を

尽

く

し
て

い

っ

た

「
人
」

の
存
在
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
視
点
を
持
つ 

と
き
、
私
た
ち
は
従
来
の
諸
影
印
本
を
通
し
て

そ
れ
ら
の
「
人
」
と
対
話
し
議
論
す
る
こ
と
も
可
能
と
な
る
の
で
あ
り
、
む
し
ろ
今
回
の
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影
印
本
を
通
し
て
、
従
来
の
諸
影
印
本
は
、
我
々
に
と
っ
て
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
テ
キ
ス
ト
と
し
て
新
た
な
意
味
を
持
っ
て
浮
か
び 

上
が
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

四

こ
こ
ま
で
影
印
本
の
刊
行
と
い
う
こ
と
を
通
し
て
述
べ
て
き
た
が
、
改
め
て
こ
こ
で
冒
頭
に
述
べ
た
真
宗
学
と
い
う
こ
と
に
関
わ
っ
て 

思
う
と
こ
ろ
を
述
べ
て
み
た
い
。

明
治
以
降
、
現
在
に
至
る
ま
で
の
親
鸞
研
究
、
真
宗
研
究
に
お
い
て
、
何
よ
り
も
大
き
な
意
味
を
持
つ
事
柄
と
し
て
注
目
さ
れ
る
の
が
、
 

ー

九

二

ニ

年(

大
正
一
ニ)

の

「大
正
版
影
印
本
」

の

刊

行

に

よ

る

「坂
東
本
」

の
全
容
の
公
開
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
今
、
何
よ
り
も 

大
き
な
意
味
を
持
つ
、
と
言
う
の
は
、

こ
こ
ま
で
繰
り
返
し
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
今

回

の

「坂
東
本
」

の

修

復

・
復
刻
と
い
う
事
業
も
、
 

「大
正
版
影
印
本
」

の
刊
行
に
そ
の
端
緒
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
年
、

一
九
二
ニ
年
十
月
、
金

子

大

榮

に

よ

っ

て

「真
宗
学
序
説
」

の
講
演
が
な
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
は
真
宗
学
と
は
何
か
と 

い
う
問
題
に
直
接
関
わ
る
こ
と
で
あ
る
が
、

「真
宗
学
序
説
」
と
い
う
題
が
掲
げ
ら
れ
て
い
く
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
状
況
に
つ
い
て
、
金
子 

大
榮
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

一
体
、
真
宗
と
い
う
宗
旨
は
念
佛
を
称
え
て
お
浄
土
へ
参
る'

た
だ
そ
れ
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
の
宗
旨
に
、
果
し
て
学
問
な
ど 

す
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
か
。

こ
う
い
う
疑
問
を
文
政
に
関
係
あ
る
、
或
る
人
が
起
し
た
そ
う
で
あ
る
。
そ
れ
と
同
じ
事
柄
が
内 

輪
の
ほ
う
に
も
起
っ
て
き
て
、

一
体
、
真
宗
学
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
果
し
て
成
立
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
な
る
ほ
ど
、
今
日
ま
で
も 

学
問
を
し
て
お
っ
た
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
今
日
ま
で
の
学
問
の
意
義
と
、
今
度
、
単
科
大
学
と
し
て
、
真
宗
学
と
い
う
よ
う
な 

こ
と
に
し
て
、

や
り
出
す
と
き
の
意
味
と
は
、
か
な
り
違
う
よ
う
で
あ
る
が
、
真
宗
学
と
い
う
も
の
は
果
し
て
成
立
す
る
で
あ
ろ
う 

か
、

こ
う
い
う
問
題
が
内
部
に
も
出
た
の
で
あ
る
。
か
く
内
外
二
方
面
か
ら
、
真
宗
学
と
い
う
も
の
は
果
し
て
あ
り
得
る
で
あ
ろ
う
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か
、
と
い
う
問
題
が
出
た 

(

『真
宗
学
序
説
』

ー
ー
頁) 

こ

の

「真
宗
学
と
い
う
も
の
は
果
た
し
て
あ
り
得
る
で
あ
ろ
う
か
」
と

い

う

「内
外
二
方
面
」

か
ら
の
問
い
か
け
の
内
容
は
、
さ
ら
に
、
 

第
一
、
宗
教
と
い
う
も
の
は
、
た
だ
ひ
と
つ
の
信
で
あ
る
。
そ
、っ
し
て
、
そ
の
信
と
い
う
こ
と
は
、
直
接
に
感
ず
る
こ
と
で
あ
る
。 

佛
の
救
い
と
い
う
も
の
を
、

い
わ
ば̂

一
^
^

す
る
の
で
あ
る
。

す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の̂

一
^
^

の
世
界
に
は
、
何
も
学
問
と
い 

、つ
よ
う
な
も
の
は
用
事
が
な
い
で
は
な
い
か
。

こ
う
い
う
こ
と
が
、
ま
づ
第
一
に
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
或
い
は
ま
た
、
直
ハ
宗
と
い 

う
も
の
の
特
長
は
、
た
だ
念
佛
と
い
う
き
わ
め
て
簡
単
な
行
の
う
え
に
あ
る
。
直
接
に
わ
れ
わ
れ
が
そ
の
行
、
南
無
阿
弥
陀
佛
を
称 

え
て
、
さ
、っ
し
て
、

そ
こ
に
な
に
か
体
験
す
る
。
そ
れ
よ
り
外
に
、
何
も
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
外
の
い
ろ
い
ろ
な
学
問
沙
汰
と
い 

う
よ
う
な
も
の
は
、
却
っ
て
真
宗
と
し
て
は
、
邪
魔
に
な
る
の
で
あ
っ
て
、

そ
う
い
う
意
味
に
於
い
て
、
学
問
と
い
う
も
の
は
無
用 

で
あ
る
。 

(

『同
』

一
ハ
頁) 

と
い
う
言
葉
で
確
か
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
う
え
で
金
子
大
榮
は
、
真
宗
学
に
つ
い
て
、

親
鸞
聖
人
そ
の
人
も
、
真
宗
を
学
べ
る
人
で
あ
っ
て
、
真
宗
学
と
い
う
こ
と
は
、
親
鸞
聖
人
の
学
問
を
わ
れ
わ
れ
が
う
け
つ
ぐ
、
す 

な
わ
ち
、
親
鸞
聖
人
が
ど
う
い
う
ふ
う
に
、
真
宗
を
学
ば
れ
た
か
と
い
う
こ
と
を
、
明
ら
か
に
し
て
行
く
こ
と 

(

『同
』
三
〇
頁) 

と
述
べ
、

さ

ら

に

「親
鸞
聖
人
の
学
び
方
を
学
ぶ
の
が
真
宗
学
で
あ
る
」
と
繰
り
返
し
確
認
し
た
上
で
、
そ

れ

に

よ

っ

て

「真
宗
学
と
い

⑧

う
も
の
が
、
始
め
て
公
開
せ
ら
れ
る
」
と
言
い
切
っ
て
い
る
。

改
め
て
こ
の
確
認
を
見
る
時
、

そ
こ
に
注
意
さ
れ
る
の
は
、

「
内
外
二
方
面
」

か
ら
の
問
難
と
も
言
う
べ
き
問
い
か
け
の
具
体
的
な
状 

況
の
い
か
ん
で
は
な
く
、

「真
宗
と
は
何
か
」
と
い
う
事
柄
に
向
け
ら
れ
た
そ
の
問
い
の
質
で
あ
り
、

そ
れ
に
対
し
て
い
く
と
こ
ろ
に
真 

宗

の

「学
」

が
必
然
す
る
と
い
う
金
子
大
榮
の
確
認
で
あ
る
。

そ
の
意
味
で
、

こ

の

「内
外
二
方
面
」

か
ら
の
問
難
に
は
、

「
よ
き
ひ
と

⑨

の
お
ほ
せ
を
か
ふ
り
て
信
ず
る
ほ
か
に
、
別
の
子
細
な
き
な
り
」
と
言
い
切
り
つ
つ
、
な

お

「
愚
禿
釈
親
鸞
」
と
い
う
名
乗
り
を
闡
明
に 

し

て

「
顕
浄
土
真
実
教
行
証
」
と
い
う
教
学
課
題
を
自
ら
担
っ
て
い
く
親
鸞
の
、
そ
の
内
面
に
突
き
つ
け
ら
れ
た
状
況
と
同
質
の
問
題
が
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言
い
表
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
同

時

に

こ

の

「内
外
二
方
面
」

か
ら
の
問
難
は
、
現
在
に
お
い
て
も
私
た
ち
に
さ
ま
ざ
ま
な
表 

現
と
様
相
を
も
っ
て
突
き
つ
け
ら
れ
て
い
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。

「
真
宗
学
序
説
」
が
後
に
出
版
さ
れ
る
際
に
、
金
子
大
榮
は
そ
の
序
に
、

私
は
敢
て
こ
れ
を
定
説
と
せ
ん
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
普
ね
く
志
を
同
う
す
る
人
々
と
共
に
、
新
た
な
る
態
度
を
以
て
真
宗
を
学 

ば
ん
と
す
る
機
縁
と
な
れ
か
し
と
い
、つ
念
願
よ
り
、
小
著
と
し
て
発
表
す
る
こ
と
と
し
た
。 

(

『同
』
三
頁) 

と
述
べ
て
い
る
。

こ

こ

に

「
志
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
は
、
法
然
、
そ
し
て
親
鸞
以
来
、

一
貫
し
て
浄
土
真
宗
に
身 

を

置

く

者

に

「
内
外
一
ー
方
面
」
か
ら
突
き
つ
け
ら
れ
て
い
る
問
難
を
踏
ま
え
る
と
こ
ろ
に
見
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
真
宗
学
の
徒
で
あ 

る
限
り
、

「普
ね
く
」
自
ら
の
う
ち
に
課
題
的
な
事
柄
と
し
て
見
出
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
思 

う
時
、

こ

と

さ

ら

な

が

ら

に

私

は

今

回

の

「坂
東
本
」
影
印
本
の
刊
行
を
、

「新
た
な
る
態
度
を
以
て
真
宗
を
学
ば
ん
と
す
る
機
縁
」
と 

し
て
自
ら
に
確
認
し
、
そ

こ

か

ら

「親
鸞
の
学
び
方
を
学
ぶ
」
と
い
う
道
に
自
ら
の
歩
み
の
基
点
を
も
う
一
度
見
定
め
る
こ
と
が
何
よ
り 

も
必
要
と
さ
れ
る
と
思
う
の
で
あ
る
。

先
に
も
引
い
た
よ
う
に
、
赤

松

俊

秀

は

「大
正
版
影
印
本
」

の
刊
行
が
、

「
「
真
蹟
本
」
を
研
究
し
よ
う
と
す
る
す
べ
て
の
学
者
に
対
し 

て
、
云
わ
ば
解
放
さ
れ
た
」
、

「
坂
東
本
の
文
献
学
的
研
究
の
機
会
を
広
く
一
般
に
開
放
す
る
こ
と
に
な
っ
た
」
と
述
べ
る
。

し
か
し
こ
の 

「解
放
」
あ

る

い

は

「
開
放
」

は
、

や
は
り
文
献
書
誌
的
研
究
の
側
面
に
限
定
さ
れ
て
い
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
が
あ
る
の
も
事 

実
で
あ
ろ
う
。

「
昭
和
版
影
印
本
」

の
解
説
と
し
て

赤
松
俊
秀
が
発
表
し
た
「
教
行
信
証
の
成
立
と
改
訂
に
つ
い
て
」

に
は
、

「
坂
東
本
」 

の
文
献
書
誌
の
状
況
に
立
脚
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
親
鸞
の
思
想
の
領
域
に
及
ぶ
問
題
の
提
起
が
な
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
そ
の
提
起
が
真 

宗
学
に
お
い
て
、
十
分
に
受
け
止
め
ら
れ
て
き
た
の
か
。

こ
の
よ
う
な
問
い
を
立
て
る
と
き
、
そ
こ
に
率
直
な
反
省
を
持
た
ざ
る
を
得
な 

い
状
況
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、

一
々
の
事
柄
に
つ
い
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
論
考
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
総
体
と
し
て
真
宗
学 

に

お

い

て

「
坂
東
本
」

そ
の
も
の
が
提
起
し
て
く
る
問
題
に
向
き
合
っ
て
き
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
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「坂
東
本
」
が
親
鸞
の
著
作
に
お
い
て
い
か
な
る
位
置
に
あ
る
も
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
見
解
は
一
様
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
の
見
解 

の
ほ
と
ん
ど
は
、
主
に
文
献
書
誌
研
究
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
そ
の
見
解
の
一
々
に
つ
い
て
は
こ
こ
で
は
立
ち
入
ら
な
い
が
、

「坂 

東
本
」

に

「親
鸞
の
学
び
方
を
学
ぶ
」
と
い
う
課
題
を
通
し
て
考
え
る
な
ら
ば
、
抽
象
的
な
表
現
に
な
る
が
、

「坂
東
本
」

は

『教
行
信 

証
』
諸
本
の
一
つ
と
し
て
あ
る
と
言
う
の
で
は
な
く
、

「
坂
東
本
」
を

こ

そ

『顕
浄
土
真
実
教
行
証
文
類
』

と
し
て
見
出
す
、
と
い
う
と 

こ
ろ
に
真
宗
学
の
立
場
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

親
鸞
の
思
想
を
了
解
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
親
鸞
像
を
あ
ら
か
じ
め
把
持
し
た
上
で
、
親
鸞
の
著
作
を
了
解
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
が 

な
さ
れ
る
。

そ
の
意
味
で
、

「坂
東
本
」

の

上

に

「親
鸞
の
学
び
方
を
学
ぶ
」
と
い
う
時
に
も
、

い
か
な
る
親
鸞
像
を
見
出
す
か
と
い
う 

こ
と
が
問
題
と
な
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
親
鸞
像
の
確
立
と
い
う
点
で
、
現
在
に
ま
で
大
き
な
意
味
を
持
つ
の
が
、

一
九
二
ー

年(

大
正 

ー
〇
年)

十

月

の

『恵
信
尼
消
息
』

の
発
見
で
あ
る
。

『恵
信
尼
消
息
』

は
、
現
在
に
至
る
ま
で
の
親
鸞
研
究
の
基
軸
に
据
え
ら
れ
て
い 

る
親
鸞
像
を
示
す
も
の
と
し
て
大
き
な
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。

こ

の

『消
息
』
を
通
し
て
、
 

や
ま
を
い
で
ゝ
、
六
か
く
だ
う
に
百
日
こ
も
ら
せ
給
て
、
ご
せ
を
い
の
ら
せ
給
け
る
に
、
九
十
五
日
の
あ
か
月
、

し
ゃ
う
と
く
た
い 

し
の
も
ん
を
む
す
び
て
、
じ
げ
ん
に
あ
づ
か
ら
せ
給
て
候
け
れ
ば
、

や
が
て
そ
の
あ
か
月
い
で
さ
せ
給
て
、
ご
せ
の
た
す
か
ら
ん
ず 

る
え
ん
に
あ
い
ま
い
ら
せ
ん
と
た
づ
ね
ま
い
ら
せ
て
、
ほ
う
ね
ん
上
人
に
あ
い
ま
い
ら
せ
て
、
又
六
か
く
だ
う
に
百
日
こ
も
ら
せ
給 

て
候
け
る
や
う
に
、
又
百
か
日
、

ふ
る
に
も
て
る
に
も
い
か
な
る
だ
い
事
に
も
ま
い
り
て
あ
り
し
に
、
た
・
ゝ
ご
せ
の
事
は
よ
き
人
に 

も
あ
し
き
に
も
、
お
な
じ
ゃ
う
に
し
ゃ
う
じ
い
づ
べ
き
み
ち
を
ば
、
た
だ
ー
す
ぢ
に
お
ほ
せ
ら
れ
候
し
を
、
う
け
給
は
り
さ
だ
め
て 

候
し
か
ば
、
し
ゃ
う
に
ん
の
わ
た
ら
せ
給
は
ん
と
こ
ろ
に
は
、
人
は
い
か
に
も
申
せ
ゝ
た
と
ひ
あ
く
だ
う
に
わ
た
ら
せ
給
べ
し
と
申 

と
も
、
せ
ゝ
し
ゃ
う
じ
ゃ
う
に
も
ま
よ
ひ
け
れ
ば
こ
そ
あ
り
け
め
と
ま
で
思
ま
い
ら
す
る
み
な
れ
ば
と
、

や
う̂

^

に
人
の
申
候
し 

時
も
お
ほ
せ
候
し
な
り
。 

(

『定
本
親
鸞
聖
人
全
集
』
第
三
巻
書
簡
篇
一
ハ
七
頁) 

と
い
う
、
法
然
と
親
鸞
と
の
値
遇
の
具
体
性
が
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
あ
り
、
そ

こ

に

は

「
百
か
日
、

ふ
る
に
も
て
る
に
も
い
か
な
る
だ
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い
事
に
も
ま
い
り
て
あ
り
し
に
」
と
い
う
事
実
の
他
、

「
げ
に̂

-

し
く
三
ぶ
き
ゃ
う
を
せ
ん
ぶ
よ
み
て
、
す
ざ
う
り
ゃ
く
の
た
め
に
と 

て

よ

み
は

じ

め
て

あ

り

し

を(

中
略)

み
や
う
が
う
の
ほ
か
に
は
な
に
ご
と
の
ふ
そ
く
に
て
、

か
な
ら
ず
き
ゃ
う
を
よ
ま
ん
と
す
る
や
、
 

と
思
か
へ
し
て
よ
ま
ざ
り
し
」

こ
と
、
さ

ら

に

「
人
の
し
う
し
ん
じ
り
き
の
し
ん
は
、
よ
く̂

^

し
り
よ
あ
る
べ
し
と
お
も
ひ
な
し
」
た 

と
い
う
、
そ
れ
ま
で
は
全
く
知
り
得
な
か
っ
た
親
鸞
の
姿
が
記
さ
れ
て
い
る
。

こ

の

『恵
信
尼
消
息
』

に
表
さ
れ
て
い
る
親
鸞
の
姿
は
、
そ
れ

ま
で

の
親
鸞
像
の
基
軸
と
な
っ
て

い
た
『御
伝
鈔
』

に
表
さ
れ
て
い
る 

親
鸞
の
姿
と
は
全
く
の
対
極
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
よ
っ
て
親
鸞
の
行
実
に
つ
い
て
の
史
的
側
面
か
ら
の
研
究
が 

大
き
く
進
展
し
た
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
打
ち
出
さ
れ
た
親
鸞
像
が
根
底
に
据
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
、
現
在
の
親
鸞
の
思
想
研
究
の
実
際
が 

あ
る
。
そ
こ
で
今
一
度
注
目
し
て
み
た
い
の
が
、

『真
宗
学
序
説
』

の
次
の
言
葉
で
あ
る
。

親
鸞
聖
人
と
い
う
人
は
、
御
伝
記
が
だ
ん
だ
ん
わ
か
っ
て
来
て
、
よ

う

や

く

『教
行
信
証
』

の
味
わ
い
が
わ
か
る
の
で
あ
る
か
、
或 

い
は
、
そ
う

い
う

伝
記
は

一
切
わ

か
ら

ぬ
で

も

『教
行
信
証
』
と
い
う
も
の
を
読
ん
で
い
っ
て
、
そ
こ
に
、
親
鸞
聖
人
と
い
う
方
の 

面
目
が
現
わ
れ
て

い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
、
と
い
う
こ
と
を
自
分
は
い
つ
も
問
題
と
し
て

い
る
の
で

あ
る
。(

中
略)

『教
行
信 

証
』

そ
の
も
の
を
見
て
い
け
ば
、
親
鸞
聖
人
と
い
う
人
間
が
あ
る
。
そ
こ
に
、

ハ
ッ
キ
リ
と
親
鸞
聖
人
と
い
う
人
間
が
、
そ
の
文
字 

の
、つ
え
に
生
き
て
い
る
。 

(

『真
宗
学
序
説
』
三
五
頁) 

こ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
事
柄
の
う
ち
に
、

「
坂
東
本
」
を

親

鸞

の

著

『顕
浄
土
真
実
教
行
証
文
類
』
と
し
て
見
出
し
、

「
坂
東
本
」

に

「親 

鸞
の
学
び
方
を
学
ぶ
」

こ
と
の
一
つ
の
方
向
性
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
と
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。

「坂
東
本
」

そ
れ
自
体
に
親
鸞
像
を
見
出 

し
、

そ

れ

を

通

し

て

「親
鸞
の
学
び
方
を
学
ぶ
」
、
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
史
的
研
究
に
立
脚
す
る
親
鸞
像
を
捨
離
す
る
こ
と
を
言
お
う
と
す 

る
も
の
で
は
な
い
。

「坂
東
本
」

に
親
鸞
像
そ
の
も
の
を
見
出
す
と
い
う
こ
と
は
、
あ
く
ま
で
も
、
真
宗
学
と
は
何
か
、
と
い
う
問
い
か 

ら
必
然
す
る
こ
と
で
あ
る
。

「
坂
東
本
」

そ
れ
自
体
に
見
出
し
た
親
鸞
像
を
基
点
と
し
つ
つ
、

さ
ら
に
そ
れ
を
様
々
な
角
度
か
ら
の
親
鸞 

像
と
照
応
し
て
い
く
と
い
う
と
こ
ろ
に
、

「
親
鸞
の
学
び
方
を
学
ぶ
」
と

い

う

真

宗

学

の

「新
た
な
る
態
度
」
を
確
立
し
て
い
く
。
そ
の
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こ
と
が
私
た
ち
に
求
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
の
で
あ
る
。

最
後
に
付
言
す
れ
ば
、

「坂
東
本
」

の

修

復

・
復
刻
の
作
業
に
関
わ
る
中
で
、

そ
こ
に
実
感
さ
せ
ら
れ
た
の
は
、
何
よ
り
も
親
鸞
そ
の 

人
の
存
在
で
あ
る
。
さ
ら
に
そ
こ
に
同
時
に
思
わ
れ
た
の
は
、

「坂
東
本
」

の

伝

持

・
伝
達
に
関
わ

っ
た
で

あ
ろ
う

無
数
の
同
行
・
同
朋 

の
存
在
で
あ
る
。

「坂
東
本
」

が
著
さ
れ
て
以
来
、
性
信
を
は
じ
め
と
す
る
門
弟
た
ち
、

さ
ら
に
は
報
恩
寺
、

そ
し
て
現
在
へ
至
る
伝
持 

の
歴
史
に
は
、
浄
土
真
宗
を
顕
彰
し
公
開
し
よ
う
と
す
る
親
鸞
の
志
願
へ
の
呼
応
の
事
実
が
一
貫
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、

『顕
浄
土 

真
実
教
行
証
文
類
』

と
は
、
親
鸞
に
よ
っ
て
著
さ
れ
た
著
作
で
は
あ
る
が
、
決
し
て
親
鸞
の
個
的
な
思
想
の
書
な
の
で
は
な
く
、
御
同 

朋

・
御
同
行
と
い
う
関
わ
り
に
お
い
て
成
り
立
っ
た
公
の
書
で
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
ゆ
え
、

「
坂
東
本
」

に
親
鸞
を 

見
出
す
と
い
う
こ
と
は
、

そ
こ
に
ま
た
同
朋
・
同
行
と
い
、つ
存
在
を
見
出
し
て
い
く
こ
と
を
私
た
ち
に
要
請
し
て
く
る
の
で
は
な
か
ろ
う 

「御

同

朋

・
御
同
行
」
と
は
い
か
な
る
存
在
か
。

こ
の
問
い
か
ら
も
う
一
つ
想
起
さ
れ
る
の
は
、

一
九
二
ニ
年
三
月
、
全
国
水
平
社
創 

立
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
に
親
鸞
の
存
在
が
深
く
関
わ
る
こ
と
は
、
周
知
の
通
り
で
あ
る
が
、

「
人
間
を
尊
敬
す
る
事
に
よ
っ
て
自
ら
解
放 

せ
ん
」
と
い
う
言
葉
に
端
的
に
表
現
さ
れ
る
こ
の
運
動
の
根
底
に
は
、

「親
鸞
の
弟
子
な
る
宗
教
家?

に
よ
っ
て
誤
ら
れ
た
る
運
命
の
凝 

視
、
あ
る
ひ
は
諦
観
は
、
吾
々
親
鸞
の
同
行
に
よ
っ
て
正
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
言
い
、

「
こ
の
御
開
山
が
私
共
の
御
同
行
で
す
、
私 

共
は
こ
の
御
開
山
の
御
同
朋
で
す
」
と
言
い
切
る
事
実
が
あ
る
。
そ
こ
に
あ
る
の
は
、
形
骸
化
し
そ
の
い
の
ち

を

見
失
っ
て

い
く
「
浄
土 

真
宗
」

に
対
し
て
、

「親
鸞
の
弟
子
な
る
宗
教
家?

」
と
い
う
一
句
の
も
と
に
そ
の
事
実
を
厳
し
く
問
い
、
批
判
し
、
同
時
に
一
方
に
自 

ら

は

親

鸞

の

「御

同

行

・
御
同
朋
」
と
し
て
あ
り
続
け
よ
う
と
す
る
精
神
で
あ
る
。
そ
の
あ
り
よ
う
に
親
鸞
と
同
朋
・
同
行
と
の
間
に
お 

い

て

な

さ

れ

た

「
顕
浄
土
真
実
教
行
証
」
、
す
な
わ
ち
浄
土
真
宗
の
顕
彰
と
公
開
と
い
う
営
み
の
一
端
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思 

わ
れ
る
し
、
そ

れ

こ

そ

が

「
坂
東
本
」
を
伝
持
し
て
き
た
も
の
と
し
て
、
私
た
ち
が
見
出
す
べ
き
事
柄
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し 

て
そ
の
精
神
は
真
宗
学
の
根
幹
に
確
認
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
も
あ
る
の
だ
ろ
う
。
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こ
こ
ま
で
四
つ
の
事
柄
を
挙
げ
な
が
ら
、

「坂
東
本
」
を
通
し
て
真
宗
学
に
つ
い
て
考
え
て
き
た
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
ら
四
つ
の
事
柄
の 

間
に
、
歴
史
的
な
意
味
で
何
ご
と
か
の
関
連
が
あ
る
の
で
は
な
い
し
、
む
し
ろ
直
接
的
、
具
体
的
な
関
連
を
そ
こ
に
見
る
こ
と
は
困
難
で 

あ
ろ
う
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
私
が
こ
の
四
つ
の
事
柄
に
注
目
し
た
の
は
、
そ
こ
に
何
ら
か
の
必
然
を
見
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
何
ら
か
の 

示
唆
を
見
出
し
、
真
宗
学
と
は
何
か
と
い
う
問
題
を
確
か
め
て
み
た
い
と
い
う
思
い
を
持
つ
か
ら
で
あ
る
。
本
稿
の
冒
頭
に
も
述
べ
た
よ 

う
に
、
主
観
的
な
感
慨
に
も
と
づ
い
て
不
十
分
な
展
開
の
論
に
終
始
し
た
。
御
批
判
を
乞
う
も
の
で
あ
る
。

註
①
 

佐
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木

月

樵

『親
鸞
聖
人
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九
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年
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山

田

文

昭
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教
行
信
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の
御
草
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に
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て
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尽
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九
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四
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②
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松
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教
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と
改
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国
宝
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教
行
証
文
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影
印
本
解
説
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影
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本
解
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「大
正
版
影
印
本
」
刊
行
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一
九
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六
年(

大
正
十
五)

に
、
真
宗
大
谷
派
侍
董
寮
に
よ
っ
て
「坂
東
本
」

の
翻
刻
が
行
わ
れ
『真
実
教
行
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文
類
』
と
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し
て
刊
行
さ
れ
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い
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が
、
そ
の
凡
例
に
は
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振
仮
名
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は
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の
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は
平
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名
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と
記
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る
。
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教
行
証
文
類
』

に
は
、
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東
本
」

の
朱
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よ
る
振
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仮
名
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と
ん
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が
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名
」
に
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翻
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が
、
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査
の 

余
地
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り
」
と
し
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が
ら
も
、
朱
書
部
分
へ
の
着
目
が
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
に
注
意
が
払
わ
れ
る
。

④
 

「解
装
裏
打
の
終
了
し
た
「真
蹟
本
」

の
本
紙
の
写
真
撮
影
は
、
昭
和
二
十
九
年
ハ
月
十
八
日
か
ら
始
ま
っ
た
。
撮

影

は

「雲
岡
石
窟
」
や

「慶 

陵
」

の
出
版
を
担
当
し
た
真
陽
社
が
引
受
け
た
。
社
長
の
中
村
友
吉
氏
は
以
前
の
影
印
本
の
印
刷
に
関
係
し
た
の
で
、
よ
く
注
意
を
払
い
、
富
士
写 

真
工
業
株
式
会
社
に
特
別
注
文
し
た
乾
板
を
用
い
、
墨
色
の
違
い
や
朱
註
な
ど
も
明
ら
か
に
印
刷
に
現
れ
る
よ
う
に
、
準
備
を
し
た
。
」(

赤

松

「教 

行
信
証
の
成
立
と
改
訂
に
つ
い
て
」
ム
昭
和
版
影
印
本
解
説
」
三
頁)

⑤
 

『親
鸞
聖
人
真
蹟
集
成
』
第
二
巻
赤
松
俊
秀
解
説
、
及
び

多
屋
頼
俊
「坂
東
本
の
朱
筆
」
参
照
。

⑥
 

今
回
の
影
印
本
に
は
、
「坂
東
本
」
原
本
そ
の
ま
ま
の
形
態
に
再
現
で
き
な
か
っ
た
箇
所
も
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
箇
所
に
つ
い
て
は
、

『顕
浄
土
真
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実

教

行

証

文

類(

坂
東
本)

影
印
本
解
説
』

に
そ
の
箇
所
の
状
況
が
記
さ
れ
て
い
る
。

⑦
⑧
 

『真
宗
学
序
説
』
三

〇

ニ

ー

頁

⑨
 

『歎
異
抄
』
第

二

条
(

『定
本
親
鸞
聖
人
全
集
』
第
四
巻
言
行
篇
ー
・
五
頁)

⑩ 
⑪
 

『定
本
親
鸞
聖
人
全
集
』
第
三
巻
書
簡
篇
一
九
五
・
一
九
六
頁

⑫
 

「全
国
水
平
社
創
立
宣
言
」(

『部
落
問
題
学
習
資
料
』

ー
ニ
頁
・
真
宗
大
谷
派
刊) 

⑬
 

『よ
き
日
の
為
め
に 

水
平
社
創
立
趣
意
書
』(

『同
』
九
頁)

⑭

『部
落
内
の
門
徒
衆
へ!

』(

『同
』

一
ハ
頁)
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