
居

士

と

外

教

-

大
内
青
轡
居
士
の
軌
跡
-
そ
の
2
-

田

中

敬

信

仏
教
の
啓
蒙
主
義
的
開
明
思
想
家
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
、
従
来
の
幕

藩
体
制
下
に
於
け
る
寺
壇
関
係
に
よ
り
か
か

っ
た
僧
侶
に
対
す
る
覚
醒

を
促
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
圧
力
と
し
て
の

「外
教
」
と
居
士
の

関
係
を
考
察
し
て
み
る
と
、
大
教
院
分
裂
後
、
大
教
院
発
行
の

「
教
会

新
聞
」
を
引
き
つ
い
だ

『明
教
新
誌
』
誌
上
で
キ
リ
ス
ト
教
を

「外
教
」

又

「
異
教
」
と
表
現
し
て
い
た
。

凡
そ
異
教
は
神
仏
の
反
敵
た
り
そ
の
国
害
な
る
や
論
を
俊
た
す
然
る
に
世
人

是
を
了
せ
す
彼
か
姦
餌
を
甘
ん
し
て
反
て
仏
教
を
財
す
る
あ
り
是
尤
も
皇
国

の
一
大
事
件
な
り
僧
侶
此
時
を
勤
め
す
ん
は
亦
何
の
時
そ
。

右
の
一
文
は

「
異
教
防
禦
」
と
題
し
て

『
明
教
新
誌
』
誌
上
に
明
治

八
年
八
月
二
十
五
日
付
寄
書
の
所
に
記
載
さ
れ
た
、
小
倉
県
下
真
宗
沙

門
田
丸
慶
忍
と
い
う
人
の
投
書
で
あ
る
が
、

こ
れ
が
当
時
の
心
あ
る
僧

侶
達
の
声
で
あ

っ
た
様
で
、
当
時
の
西
欧
植
民
地
政
策
の
先
兵
と
し
て

の
キ
リ
ス
ト
教
布
教
の
恐
ろ
し
さ
を
ま
さ
に
国
難
と
し
て
受
け
取
め
て

い
る
。
又
そ
の
布
教
方
法
等
に
つ
い
て
も
、
医
療

・
教
育
等
を
持

っ
て

民
衆
に
接
し
て
来
る
事
を

「
姦
餌
」
の
言
葉
で
表
現
し
て
い
る
が
、

こ

れ
ら
方
法
を
模
倣
す
る
力
が
我
が
国
に
有

っ
た
事
が
西
欧
植
民
地
化
を

防
ぐ
事
に
な

っ
た
の
も
事
実
で
あ
る
。

柴
井
町
十
三
番
地
の
愛
知
県
士
族
永
田
貞
愈
と
い
ふ
人
の
宅
の
軒
の
下
に
天

主
教
講
義
毎
週
月
曜
木
曜
午
後
四
時
有
志
の
も
の
勝
手
次
第
に
聯
聞
の
事
と

い
ふ
立
派
な
看
板
が
掛
り
ま
し
た
其
近
処
の
人
の
話
し
て
は
こ
の
永
田
と
か

い
ふ
人
は
四
五
日
前
に
こ
し
て
来
た
人
て
教
師
は
仏
国
の
マ
リ
ン
と
云
人
か

来
る
と
も
ふ
す
こ
と
て
御
座
り
ま
す
看
板
を
か
け
た
の
こ
そ
少
な
い
け
れ
と

も
新
橋
か
ら
京
橋
ま
て
の
う
ち
は
か
り
に
て
も
六
七
軒
も
耶
蘇
教
の
説
教
所

か
あ
る
と
も
ふ
し
ま
す
皆
さ
ま
は
如
何
思
し
め
す
か
…
…

右
の

一
文
は
明
治
八
年
九
月
二
十
六
日
付
の

『
明
教
新
誌
』
雑
報

の

記
事
の

一
つ
で
新
橋
か
ら
京
橋
に
か
け
て
の
銀
座
八
丁
に
六

・
七
軒
の

キ
リ
ス
ト
教
の
説
教
所
が
出
現
し
て
い
れ
ば
、

ど
ん
な
に
さ
さ
い
な
小

さ
な
も
の
で
あ
れ

「
外
教
」
布
教

の
為
の
先
兵
が
こ
の
様
に
姿
を
み
せ

ら
れ
て
は
、
居
士
と
云
わ
な
く
と
も
、
心
あ
る
仏
教
者
は
危
機
感
を
持

居

士

と

外

教
 
(
田

中
)
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つ
の
が
当
然
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
上

「派
の
違

っ
た
諸
教
が
そ
ち
こ

ち
て
説
教
す
る
様
に
な
り
日
に
ま
し
盛
ん
に
な
る
は
知
れ
た
こ
と
て
御

座
り
ま
す
。
」
と
、
居
士
は
本
文
を
つ
づ
け
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
派

が
自

分
達
の
実
積
を
あ
げ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
団
体
の
本
部

の
あ
る
本
国
で
認
め

ら
れ
よ
う
と
全
力
を
あ
げ
て
来
て
い
る
の
が
感
じ
ら
れ
、
そ
れ
に
対
す

る

一
方
の
仏
教
側

の
歯
痒
ゆ
い
あ
り
さ
ま
が
手

に
取
る
よ
う
に
見

え

る
。品

川
辺
か
ら
来
た
人
の
噺
し
に
あ
の
辺
の
寺
々
は
大
教
院
分
離
ま
へ
に
は
み

な
説
教
と
い
ふ
大
き
な
高
札
を
立
て
あ
り
し
か
此
頃
は
真
宗
寺
の
ほ
か
は
皆

一
本
も
な
く
な
り
て
東
海
寺
の
黒
門
ま
へ
に
は
か
り
残
て
ゐ
る
け
れ
と
も
こ

れ
も
日
附
は
書
い
て
な
し
ま
た
東
海
寺
の
た
や
ら
隣
り
の
須
賀
社
の
た
や
ら

も
分
ら
な
い
…
…

右
の

一
文
は
明
治
八
年
八
月
三
日
付
の

『
明
教
新
誌
』
雑
報
の
記
事

の

一
部
で
、
大
教
院
分
離
が
明
治
八
年
五
月
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
か
ら

三
ヶ
月
、

大
教
院
と
い
う
上
か
ら
の
指
示
指
導
に
よ
っ
て
立
て
ら
れ
た

「
説
教
」

の
高
札
の
消
え
て
行
く
さ
ま
が
よ
く
わ
か
り
、
更
に
明
治
元

年
三
月
、

祭
政

一
致
の
制
を
復
活
す
る
こ
と
に
よ
り
、
神
仏
分
離
令
が

出
さ
れ
排
仏
殿
釈
が
お
き
、
各
地
の
寺
院
が
荒
廃
し
空
寺
が
生
じ
た
と

こ
ろ
が
キ
リ
ス
ト
教

の
説
教
所
等
に
な

っ
て
行
く
記
事
が
散
在
し
て
い

る
の
が
見
ら
れ
、

こ
れ
ら
に
対
し
て
居
士
は
、
明
治
八
年
八
月
十
三
日

付
の

『
明
教
新
誌
』
の
論
説
で
、

…
…
そ
の
尤
と
も
貴
重
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
教
導
職
の
補
任
に
し
て
そ
の

尤

と
も

心
配
す

る
と

こ
ろ

の
者
は
外
教

の
防
禦

な
り
此
二

つ
の
も

の
を
除
く

も

と

の
外

は
み
な
従
前

の
ま
ま

の
七
宗
に
し
て
そ
の
僅

か
に
異

な
る
と

こ
ろ

の
も

ひ
そ

の
は
昔

し
は
陰

か

に
せ
し
鰍
肉
蓄
妻

も
今
は
公

然
と
之

を
な
す

の

一
事
あ
る

耳

そ
れ
然

り
今
日
我

々
の
尤
と
も
心
を
苦

し
め
思

ひ
を
焦

す

べ
き
と

こ
ろ

の

つ
づ

も
の
は
異
教
防
禦
と
教
導
職
と
の
二
ケ
条
と
約
ま
り
た
れ
ば
…
…

と
述
べ
て
、
当
時
の
外
教
い
わ
ゆ
る
キ
リ
ス
ト
教

の
進
出
ぶ
り
、

そ
の

圧
迫
感
と
自
分
達
の
足
も
と
に
あ
る
仏
教
界

の
現
実
の
姿
を
み
て
い
る

と
き
危
機
感
を
抱
か
ぬ
方
が
不
思
議
で
あ
る
と

い
う
中
に
あ

っ
て
、
僧

侶

へ
の
覚
醒
活
動
を
し
よ
う
と
し
て
い
る
居
士

の
姿
が
よ
く
理
解
さ
れ

る
と
思
う
。

三
田
北
寺
町
真
言
宗
大
聖
院
の
門
に

「女
学
校
救
世
学
舎
」
と
い
ふ
標
札
が

掛
け
て
あ
り
ま
す
が
承
た
ま
わ
れ
は
耶
蘇
教
大
信
仰
の
津
田
仙
氏
が
外
国
の

こ
の
て
ら

女
教
師
を
請
待
し
て
該
院
を
借
り
受
け
女
子
供
を
教
育
す
る
の
で
お
住
持
は

か
た
が
た

本
堂

の
隅

に
小
さ
く
成

つ
て
ご
ざ
る
と
か
も
ふ
す

こ
と
だ
が

一
方
は
俗
人
が

か
た
が
た

宗
教
師
を
請
待
し
て
救
世
の
業
を
起
し
一
方
は
宗
教
師
が
俗
人
に
寺
を
借
し

て
引
込
で
居
る
世
の
申
は
千
差
万
別
な
も
の
で
御
座
り
ま
す
。

ぬ
い
は
り

何
で
も
外
国
の
女
教
師
な
ど
は
少
女
に
裁
縫
を
教
へ
な
が
ら
も
バ
イ
ブ
ル
を

教
へ
る
様
で
御
座
り
ま
す
が
謂
ゆ
る
先
入
主
と
な
る
道
理
に
て
子
供
を
お
し

ふ
る
は
肝
要
で
ご
ざ
り
ま
す
。

右
の
記
事
は
明
治
九
年
二
月
十
八
日
付
の

『
明
教
新
誌
』
雑
報
の
二

つ
の
記
事

で
、
今
読
ん
で
み
て
も
あ
る
意
味

で
面
白
さ
さ
え
感
じ
ら
れ
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る
と
同
時

に
、
当
時
の
外
教
の
布
教
の
方
法
が
良
く
わ
か

っ
て
来
る
所

で
あ
る
。

し
か
し
、
同
志
社
の
問
題
は
大
き
な
意
味
を
持

っ
て
い
る
も
の
で
、

か
つ

あ
め
り
か

此
に
新
島
氏
と
云
ふ
者
あ
り
日
本
人
に
し
て
嘗
て
米
国
に
遊
学
し
耶
蘇
教
を

さ
い

ふ

じ
つ

伝
習
せ
り
近
ご
ろ
米
国
伝
教
師

一
名
及

び
そ
の
妻
を
招
き
不

日
に

一
学
校
を

か
た

本
府
下
相
国
寺
の
側
は
ら
に
開
か
ん
と
す
表
に
は
英
語
学
等
を
授
く
る
う
為

と
称
す
と
錐
ど
も
余
が
見
所
そ
の
実
或
ひ
は
隠
か
に
或
ひ
は
顕
は
に
其
宜
し

き
を
察
し
て
耶
蘇
教
を
弘
通
せ
ん
と
す
る
に
あ
り
…
…

と
あ
る
記
事
は
明
治
八
年
十
二
月
二
十
四
日
付
の

『
明
教
新
誌
』
雑
報

の
一
部
分
で
、
同
志
社
仮
規
則
中
の

一
部
に
バ
イ
ブ

ル
の
事
が
載
せ
て

あ
る
、
と
云
う
こ
と
か
ら
、
天
台
宗

の
藤
本
少
教
正
多
喜
権
少
教
正
吉

水
大
講
義

石
室
大
講
義
の
四
名
連
署
の
建
言
書
が
出
さ
れ
、
京
都
府
は

之
を
教
部
省
に
進
達
し
て
、
こ
の
仮
規
則
中
バ
イ
ブ

ル
の

一
科
を
取
除

か
せ
る
事
件
が
起
き
て
い
る
が
、

こ
れ
に
対
し
て
居
士
は
、

因
み
に
い
ふ
規
則
中
に
バ
イ
ブ

ル
を
掲
く
る
こ
と
は
政
府

の
権

で
も

除
か
せ
ま
せ
う
が
内
心
は
深
く
貯
わ

へ
た
る
バ
イ
ブ
ル
は
決
し
て
之
を

除
か
せ
が
た
く
今
斯
る
振
合
の
御
処
置
な
と
を
受
た
る
上
は
更
に

一
層

の
抗
抵
力
を
添
て
ま
す
く

焔
は
盛
ん
に
な
り
ま
せ
う
ほ
ど
に

マ
ー
是

で
気
が
済
だ
新
島
も
困

つ
た
ろ
う
な
ど
ゝ
い
ふ
積
り
で
居
と
大
間
違
が

あ
わ

出
来
ま
せ
う
皆
さ
ま
何
う
か
お
心
を
獄
さ
せ
ら
れ
て
外
は
兎
も
角
も
先

も
つ
ぱ
ら

つ
内
の
正
法
興
復
を
専

一
に
御
精
進
下
さ
り
ま
せ
。

と
、
明
治
九
年
三
月

一
日
付
の

『
明
教
新
誌
』
の
雑
報
の
後
段
に
書

き
そ
え
て
、
や
わ
ら
か
い
文
面
な
が
ら
仏
教
側
僧
侶
の
覚
醒
を
望
む
も

の
せ
つ
な
る
気
持
を
示
し
て
い
る
。

こ
の
様
な
時
代
に
あ
っ
て
、
時
代
の
変
化
と
そ
の
大
き
な
流
れ
の
な

か
に
、
新
し
い
も
の
が
つ
ぎ
つ
ぎ
と
姿
を
み
せ
近
代
化

へ
の
道
を
進
む

時
、

こ
の
時
代
の
変
化
に
追
従
す
る
事
す
ら
出
来
ぬ
ま
ま
に
、
あ
る
い

は
追
従
す
る
こ
と
を
拒
む
様
な
、
又
は
時
代
の
変
化
す
ら
認
め
よ
う
と

し
な
い
世
界
が
あ

っ
て
、
そ
れ
ら
が
取
り
残
さ
れ
、
亡
び
去

っ
て
行
く

姿
を
見
る
に
し
の
び
な
い
事
と
し
て
立
ち
上

っ
た
居
士
が
、
仏
教
の
啓

蒙
主
義
的
開
明
思
想
家
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
活
動
を
は
じ
め
だ
し
た
の

が
、

こ
の
明
治
八

・
九
年
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。

仏
教
に
あ

っ
て
は
、
多
く
の
経
典
が
あ
り
す

ぎ
る
が
た
め

の
混
乱

と
、

バ
イ
ブ
ル
と
い
う

一
冊
の
書
物
に
ま
と
め
ら
れ
て
布
教
の
便
利
さ

を
示
す
耶
蘇
教
の
姿
を
み
た
と
き
、
後
年
の

『
洞
上
在
家
証
義
』

一
冊

に
、
道
元
禅
師
の
教
え
を
ま
と
め
示
さ
れ
よ
う

と
し
た
の
も
、

こ
の
時

代
を
通

っ
て
事
た
居
士
の
立
場
で
あ

っ
た

こ
と
は
明
白
な
事
実
と
云
え

よ
う
。

資
料
は
東
京
大
学
法
学
部
明
治
新
聞
雑
誌
文

庫

の
御
世
話

に
な
っ

た
。
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