
教
行
信
証
「後
序
」
に
つ
い
て

!

特

に

「
主
上
臣
下
背
法
違
義
成
忿
結
怨
」
を
中
心
に
——

藤 

原

幸

章

一

見
出
し
の
よ
う
に
大
き
な
主
題
を
掲
げ
た
が
、
こ
こ
で
は
『
教
行
信
証
』
の

「後
序
」
、
特
に

主
上
臣
下
背
法
違
義
成
忿
結
怨

の
十
二
文
字
に
つ
い
て
、

一
体
こ
れ
を
ど
の
よ
う
に
領
解
す
る
べ
き
か' 

こ
の
点
に
つ
い
て
私
見
を
述
べ
、
御
批
判
を
い
た
だ
き
た
い
と 

思
う
の
で
あ
る
。

周
知
の
よ
う
に
こ
の
十
二
字
に
つ
い
て
は
い
ろ
い
ろ
に
解
釈
せ
ら
れ
て
い
る
。
殊
に
戦
後
の
国
家
権
力
か
ら
の
解
放
期
に
お
い
て
は
、
 

多
く
の
人
達
に
よ
っ
て
、
こ
れ
こ
そ
反
権
力
，
反
体
制
の
親
鸞
像
を
象
徴
す
る
言
葉
で
あ
る
か
の
よ
う
に
も
て
は
や
さ
れ
て
き
た
し' 

今 

も
も
っ
ぱ
ら
そ
の
意
味
で
こ
の
文
字
が
注
目
せ
ら
れ
て
い
る
。
三
十
年
前
ま
で
は
、
 

例

の

『
親
鸞
聖
人
御
消
息
集
』
に
出
る
「朝
家
の
お 

ん
た
め
国
民
の
た
め:

：:

」
と
い
う
書
簡
の
ほ
ん
の
一
節
だ
け
に
よ
っ
て
、
戦
時
体
制
下
に
ど
っ
ぷ
り
と
漬
け
込
ま
れ
て
い
た
親
鸞
聖
人 

で
あ
っ
た
が
、
蓋
を
あ
け
て
み
る
と
実
は
こ
れ
と
は
全
く
裏
腹
な
進
歩
的
革
進
主
義
の
旗
手
で
あ
り
、
反
国
家
権
力
闘
争
の
リ
ー
ダ
ー
で 

あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
こ
そ
が
親
鸞
聖
人
本
来
の
実
像
な
の
だ
と
喧
伝
せ
ら
れ
る
最
も
有
力
な
根
拠
と
し
て
、
こ
の
言
葉
が
殊
更
に
取
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り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
敗
戦
直
後
か
ら
今
日
ま
で
尾
を
引
き
、
続
々
出
さ
れ
て
い
る
戦
後
版
の
聖
人
に
関
す
る
論 

著
に
は' 

こ
の
十
二
字
が
大
抵
い
ま
い
っ
た
よ
う
な
意
味
で
取
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。
特
に 

こ
れ
に
続
い
て
出
て
く
る
次
の
言
葉
を
み
る
と
き
、
そ
れ
は
一
層
増
幅
せ
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。

茲
に
因
り
て
、
真
宗
興
隆
の
大
祖
源
空
法
師
、
並
に
門
徒
数
輩
、
罪
科
を
考
へ
ず
猥
り
が
わ
し
く
死
罪
に
坐
す
。
或
は
僧
の
儀
を
改 

め
て' 

姓
名
を
賜
ふ
て
遠
流
に
処
す
、
予
は
其
の
ー
な
り
。

な
る
ほ
ど
こ
の
文
字
だ
け
を
全
体
か
ら
切
り
離
し
て
、
い
わ
ゆ
る
都
合
取
り
す
る
な
ら
ば' 

親
鸞
と
い
う
人
は
ま
さ
し
く
権
力
に
立
ち 

向
う
颯
爽
た
る
勇
者
と
し
て
、
カ
ッ
コ
イ
イ
聖
人
像
が
浮
び
上
っ
て
く
る
よ
う
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
こ
の
言
葉
は
聖
人
の
「
つ
ね
の
お
ほ 

せ
」
と
は
聊
か
様
替
り
し
た
、
何
か
沸
々
た
る
情
念
と
い
っ
た
よ
う
な
も
の
を
内
に
秘
め
た
、
異
例
の
言
葉
で
あ
る
と
い
う
感
じ
が
す
る
。
 

と
こ
ろ
で
私
は
、
こ
の
言
葉
を
こ
こ
だ
け
切
り
と
っ
て
解
釈
し
よ
う
と
す
る
方
法
で
は
な
く
て
、
聖
人
の
信
心' 

教
学
全
体
に
お
い
て
こ 

れ
を
い
か
に
位
置
づ
け
る
べ
き
か
と
い
う
、
こ
の
点
か
ら
考
え
て
み
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
。
な
ぜ
か
と
い
え
ば
、
こ
の
言
葉
の
位
置
づ 

け
の
仕
方
如
何
に
よ
っ
て
は' 

聖
人
の
信
心
の
本
質
に
ま
で
関
っ
て
く
る
よ
う
な' 

重
大
な
意
味
を
も
つ
も
の
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

二

と
こ
ろ
で
後
序
そ
の
も
の
に
つ
い
て
も
様
々
な
位
置
づ
け
の
方
法
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
こ
の
部
分
は
、
当
面
の
「
化
身
土
巻
」 

一
巻
を
結
ぶ
と
と
も
に
、

「
総
序
」
以
来
の
六
巻
全
体
を
こ
こ
に
結
ぶ
総
結
と
し
て
の
「後
序
」
と
み
る
の
が
自
然
で
あ
り
、
ま
た
一
般 

的
で
も
あ
る
と
お
も
う
。

さ
て
こ
の
よ
う
な
「
後
序
」
に
は
、
冒
頭
ま
ず
法
然
上
人
の
真
宗
興
隆
に
伴
う
厳
し
い
法
難
の
記
録
か
ら
起
筆
せ
ら
れ
、
師
弟
の
配
流
、
 

非
僧
非
俗
、
愚
禿
の
自
覚
等
を
の
べ
、
師
の
上
人
の
奇
瑞
に
荘
厳
せ
ら
れ
た
平
安
そ
の
も
の
の
御
入
滅
を
叙
し
、
こ
の
上
人
に
遇
い
え
た 

無
上
の
慶
び
、
並
び
に
師
か
ら
賜
っ
た
数
々
の
恩
遇
を
全
身
的
な
感
動
を
こ
め
て
叙
し
つ
つ
、
最
後
に
『
教
行
信
証
』
撰
述
の
こ
と
に
及
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ん

で

「後
序
」
全
文
が
終
り
、
同
時
に
六
巻
の
す
べ
て
が
閉
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
常
に
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
れ
は 

自
己
を
語
る
こ
と
が
全
く
な
か
っ
た
聖
人
自
身
の' 

簡
単
で
は
あ
る
が
唯
一
の
自
叙
伝
に
も
相
当
す
る
と
み
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ 

は
こ
こ
に
記
さ
れ
た
一
つ
一
つ
が
、
聖
人
の
生
涯
に
お
い
て
忘
れ
よ
う
に
も
忘
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
出
来
事
で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
る 

も
の
と
い
っ
て
い
い
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
で
い
ま
問
題
の
十
二
字
は
、
こ

の

「後
序
」
の
初
め
の
法
難
の
顚
末
を
述
べ
る
部
分
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
改
め
て
い
う
ま 

で
も
あ
る
ま
い
。
本
文
に
は

竊
に
以
み
れ
ば
、
聖
道
の
諸
教
は
行
証
久
し
く
廃
れ
、
浄
土
の
真
宗
は
証
道
今
盛
ん
な
り
。
然
る
に
諸
寺
の
釈
門
教
に
昏
く
し
て
、
 

真
仮
の
門
戸
を
知
ら
ず:

：
：

と
い
う
わ
け
で' 

こ
こ
に
「
主

上

臣

下

法

に

背

き

」
と
つ
づ
く
わ
け
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
こ
だ
け
を
切
り
と
る
な
ら
ば' 

言
々
句
 々

が
い
か
に
も
激
し
い
憤
り
を
ぶ
っ
つ
け
た
悲
憤
の
文
字
で
あ
る
か
の
如
く
に
も
み
ら
れ
る
。
し
か
も
そ
の
相
手
は
他
な
ら
ぬ
天
皇
で
あ
り. 

同
時
に
天
皇
の
権
力
を
行
使
す
る
臣
下
で
あ
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
ほ
ど
痛
烈
な
反
権
力
的
発
言
は
な
く
、
ま
さ
し
く
反
体
制
的
親 

鸞
像
の
端
的
な
表
示
で
あ
る
と
う
け
と
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
こ
の
場
合
ま
ず
注
意
せ
ら
れ
る
べ
き
こ
と
は' 

こ
こ
に
「
主
上
」
と
表
わ
さ
れ
て
い
る
天
皇
に
つ
い
て
の
観
念
の
吟
味
と
い 

う
問
題
で
あ
る
。

つ
ま
り
天
皇
の
観
念
そ
の
も
の
が
、
三
〇
年
前
の
戦
時
体
制
下
に
あ
っ
た
時
代
、
及
び
そ
こ
に
至
る
ま
で
の
明
治
以
来 

の
長
き
に
亘
っ
た
軍
国
時
代
と
、
ハ
〇
〇
年
前
の
聖
人
の
時
代
と
で
は
、
大
き
な
隔
り
が
あ
る
と
い
う
事
実
に
着
眼
し
な
け
れ
ば
な
ら
な 

い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
戦

前
・
戦
中
は
も
と
よ
り
明
治
以
来
の
天
皇
に
対
す
る
観
念
は
、
明
治
憲
法
の
定
め
の
如
く
文
字
通
り
天
皇
神 

聖
不
可
侵
で
あ
る
。
こ
の
時
代
は
こ
れ
が
金
科
玉
条
視
さ
れ
て
、

一
歩
も
そ
れ
を
侵
す
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で 

こ
の
頭
で
も
っ
て
直
ち
に
今
の
文
章
を
み
る
と' 

何
と
い
う
思
い
切
っ
た
迫
力
に
満
ち
た
断
言
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
印
象
が' 

強
く
焼
き 

つ
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
特
に
厳
し
い
天
皇
神
聖
論
の
桎
梏
の
中
で
が
ん
じ
が
ら
め
に
せ
ら
れ
て
い
た
人
が
、
そ
の
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天
皇
の
絶
対
権
力
体
制
が
崩
れ
去
っ
た
直
後
に
お
い
て
こ
の
文
字
を
眼
に
し
た
と
き
、
そ
れ
は
、
文
字
通
り
溜
飲
の
下
る
よ
う
な
痛
快
極 

り
な
い
言
葉
と
し
て' 

ま
た
大
胆
で
図
太
い
断
言
と
し
て
強
く
迫
っ
て
く
る
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
こ
の
言
葉
が
反
権
力
的
発 

言
と
し
て
注
目
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
天
皇
体
制
が
も
ろ
く
も
崩
壊
し
去
っ
た
敗
戦
直
後
の
頃
か
ら
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
 

こ
ん
に
ち
の
よ
う
な
、
戦
後
も
既
に
三
〇
年
を
経
過
し
て
、
全
く
天
皇
の
権
力
体
制
か
ら
解
放
せ
ら
れ
て
い
る
時
代
に
お
い
て
、
天
皇
神 

聖
論
等
と
は
無
縁
な
若
い
世
代
の
人
々
が
こ
の
言
葉
を
読
ま
れ
て
も
格
別
の
感
懐
も
起
き
て
は
こ
な
い
で
あ
ろ
う
。
ど
こ
に
そ
ん
な
に
ま 

で
め
く
じ
ら
立
て
る
程
の
問
題
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
と' 

む
し
ろ
奇
異
に
さ
え
感
じ
ら
れ
る
こ
と
と
お
も
う
。
こ
れ
は
全
く
時
の
流
れ
に 

伴
う
天
皇
観
の
質
的
な
変
遷
と
い
う
こ
と
に
帰
せ
ら
れ
る
と
い
っ
て
い
い
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
こ
の
言
葉
か
ら
う
け
と
め
る
印
象
は
、
時 

代
に
よ
る
天
皇
観
の
様
替
り
の
仕
方
次
第
に
よ
っ
て
、
大
き
く
動
く
こ
と
と
な
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

し
か
ら
ば
聖
人
の
時
代
の
天
皇
観
は
ど
う
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
も
と
よ
り
こ
の
時
代
に
お
い
て
も
天
皇
の
権
威' 

或
は
権
力
は
尊 

重
せ
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
そ
れ
は
絶
対
的
存
在
と
し
て
神
聖
不
可
侵
と
い
う
よ
う
な
も
の
で 

は
な
く
、
も
っ
と
自
由
で
大
ら
か
な
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
聖
人
の
時
代' 

即
ち
鎌
倉
の
初
期
は
、
平
安
時
代
以
前
か
ら
長
く 

日
本
の
政
治
体
制
と
し
て
確
立
せ
ら
れ
て
い
た
、
天
皇
を
頭
首
と
す
る
貴
族
政
治
が
崩
れ
て
、
新
し
く
武
家
政
権
が
鎌
倉
に
拠
点
を
も
ち
、
 

次
第
に
京
都
の
天
皇
政
権
を
圧
え
て
ゆ
こ
う
と
す
る
時
代
で
あ
る
。
鎌
倉
幕
府
の
成
立
し
た
の
は
大
体
聖
人
の
二
十
歳
の
頃
に
当
る
。
そ 

し
て
聖
人
四
十
九
歳
、
承
久
三
年
に
は
、
い
わ
ゆ
る
承
久
の
乱
が
起
っ
て
い
る
。
こ
の
乱
で
北
条
義
時
は
仲
恭
天
皇
を
廃
し
て
後
堀
川
天 

皇
と
す
げ
か
え
て
い
る
。
の
み
な
ら
ず' 

さ
し
も
権
勢
を
誇
っ
た
あ
の
後
鳥
羽
上
皇
も
隠
岐
へ
流
さ
れ
て
い
る
し
、
ま
た
こ
の
乱
に
関
連 

し
て
鎌
倉
側
に
敵
対
し
た
土
御
門
・
順
徳
両
上
皇
も
、
或
い
は
土
佐
に' 

或
い
は
佐
渡
に
流
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
結
局
こ
の
お
三
方
と 

も
に
配
流
の
地
か
ら
再
び
都
へ
は
帰
ら
れ
る
こ
と
な
く
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
配
所
で
流
人
の
身
を
か
こ
ち
つ
つ
一
生
を
終
え
て
お
ら
れ
る
。
 

誰
が
や
っ
た
の
か
と
い
え
ば' 

鎌
倉
の
北
条
政
権
が
京
都
の
天
皇
政
権
に
対
し
て
、
そ
の
最
も
有
力
な
権
力
の
ト
ッ
プ
に
対
し
て
、
こ
う 

い
う
こ
と
を
敢
て
や
っ
て
の
け
た
、
そ
う
い
う
時
代
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
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と
こ
ろ
で
今
の
後
鳥
羽
上
皇
と
か
土
御
門
・
順
徳
こ
う
い
う
方
々
は
、
奇
し
く
も
「後
序
」
の
冒
頭
、
承
元
の
法
難
の
顚
末
を
語
る
中 

に
、
お
三
方
と
も
み
ん
な
出
て
く
る
、
わ
け
て
も
後
鳥
羽
・
土
御
門
の
お
二
方
は
、
法
然
・
親
鸞
等
の
流
刑
に
断
を
下
し
た
最
高
責
任
者 

で
あ
り
、

「
主
上
臣
下:

：:

」
等
十
二
字
に
綴
ら
れ
た
当
の
主
格
に
当
る
人
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
そ
の
よ
う
な
時
代
の
さ
な
か
を
生
き 

て
い
た
聖
人
で
あ
っ
た
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
こ
と
と
な
る
。

と
こ
ろ
で
大
体
こ
の
頃
に
作
ら
れ
た
と
み
ら
れ
る
『
平
家
物
語
』
に
は' 

こ
の
承
久
の
乱
に
お
い
て
後
鳥
羽
の
院
が
北
条
義
時
討
伐
の 

兵
を
挙
げ
ら
れ
た
こ
と
に
つ
い
て

さ
れ
ば
承
久
に
御
謀
叛
起
さ
せ
た
ま
ひ
て(
巻
一
ニ
、
六
代
被
斬)

と
い
っ
て
い
る
。
承
久
に
御
謀
叛
を
起
し
た
の
は
誰
あ
ろ
う
、
後
鳥
羽
上
皇
で
あ
る
。
上
皇
が
ひ
そ
か
に
謀
っ
て
北
条
討
伐
の
事
を
企
て 

謀
叛
を
起
さ
れ
た
の
だ
と
、
ま
こ
と
に
堂
々
と
こ
う
い
う
言
葉
で
も
っ
て
上
皇
の
行
動
を
い
い
表
わ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

,

そ
れ
か
ら
稍
々
降
っ
て' 

南
北
朝
時
代
の
後
醍
醐
天
皇
の
建
武
の
中
興
の
こ
と
か
ら
北
条
に
代
っ
て
足
利
幕
府
が
成
立
す
る
頃
ま
で
を 

記
し
た
も
の
に
『
太
平
記
』
が
あ
る
。

『
太
平
記
』
は
い
わ
ゆ
る
下
剋
上
の
時
代
相
を
活
写
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
後
醍
醐 

天
皇
の
北
条
氏
討
伐
の
計
画
に
つ
い
て
「
当
今
御
謀
叛
の
こ
と
露
顕
の
後:

：:

」
と
書
き
は
じ
め
て(
巻
ニ
、
長
崎
新
左
衛
門
尉
意
見
の
事) 

「
当
今
御
謀
叛
の
企
、
近
日
事
已
に
急
な
り
」
と
い
う
ふ
う
に
述
べ
て
あ
る
。
こ
こ
で
「当
今
」
と
い
う
の
は
他
な
ら
ぬ
御
醍
醐
天
皇
を 

指
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
こ
で
も
先
と
同
じ
よ
う
に
謀
叛
を
企
て
た
も
の
は
、
天
皇
家
側
で
あ
る
と
い
う
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の 

よ
う
な
こ
と
は
三〇

年
前
ま
で
は' 

い
や
し
く
も
口
に
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
し
、
も
と
よ
り
筆
に
す
る
こ
と
な
ど
夢
想
も
出
来
な
い
こ 

と
で
あ
っ
た
。

し
か
ら
ば
仏
教
界
で
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
と
い
え
ば
、
聖
人
の
晚
年
に
強
烈
な
個
性
を
も
っ
て
特
異
な
活
動
を
し
た
日
蓮
聖
人
も
、
上 

記
の
承
久
の
乱
の
主
謀
者
、
後
鳥
羽
・
順
徳
両
上
皇
に
つ
い
て
、

「相
州
鎌
倉
の
義
時
と
申
せ
し
人
に
、
代
を
取
ら
れ
さ
せ
給
ひ
し
の
み 

な
ら
ず
」
、
島
流
し
に
さ
れ
て
そ
こ
で
歿
せ
ら
れ
、
「
神(

た
ま
し
い)

は
悪
霊
と
な
り
て
地
獄
に
堕
ち
候
ぬ
」(

妙
法
比
丘
尼
御
返
事)

と
ま
で
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い
い
切
り
、
さ
ら
に
上
一
人
か
ら
し
て
、
五
逆
罪
よ
り
も
な
お
重
い
謗
法
罪
を
犯
し
て
い
る(
新
尼
御
前
御
返
事
取
意)

と
、
き
め
つ
け
て
い 

る
程
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は' 

こ
の
時
代
は
い
か
に
相
手
が
上
皇
で
あ
ろ
う
と
主
上
で
あ
ろ
う
と' 

こ
う
い
う
こ
と
が
堂
々
と
い
わ
れ 

う
る
時
代
で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。
私
は
い
ま
特
に
こ
の
事
実
に
注
意
し
た
い
と
お
も
う
の
で
あ
る
。
 

こ
の
こ
と
を
思
う
と
き
、
聖
人
が
「
後
序
」
に
記
録
せ
ら
れ
た
「
主
上
臣
下
背
法
違
義:

：:

」
と
の
言
葉
は
、
特
に
戦
前
戦
中
の
天
皇 

の
絶
対
権
力
下
に
お
か
れ
た
時
代
と
同
じ
尺
度
で
、

一
方
的
に
判
断
す
る
べ
き
で
は
な
い
と
思
う
の
で
あ
る
。
 

と
こ
ろ
で
天
皇
に
対
し
て
こ
の
よ
う
に
自
由
で
束
縛
を
う
け
な
い
時
代
に
生
き
て
い
た
聖
人
は
、
天
皇
の
権
威
を
殊
更
に
無
視
し
た
の 

で
も
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
同
じ
く
「後
序
」
に
明
瞭
に
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
天
皇
、
上
皇
等
の
名
の
出
る
所
に
は
必 

ず
改
行
す
る
か
、
或
は
余
白
が
お
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
中
国
の
伝
統
や
特
に
律
令
の
定
め
に
従
っ
た
ま
で
で
あ
る
と
い
え
ば
、
或
は
そ 

う
で
も
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
こ
の
よ
う
に
伝
統
や
定
め
に
遵
う
書
き
方
は' 

や
は
り
天
皇
を
無
視
す
る
と
か
、
殊
更
に
蔑
ろ
に
し
た
と
か 

い
う
こ
と
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
れ
ば
と
い
っ
て
す
す
ん
で
権
力
に
お
も
ね
る
と
か
、
追
随
す
る
と
か
は
、
全
く
な
か
っ 

た
こ
と
も
も
と
よ
り
の
こ
と
で
あ
る
。

三

以
上
、
聖
人
の
時
代
に
お
け
る
天
皇
観
の
一
般
か
ら
み
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
よ
り
も
更
に
重
要
な
こ
と
は' 

聖
人
が
最
後
的
に 

到
達
せ
ら
れ
た
信
心
の
体
験
の
中
で
、
こ
れ
を
ど
の
よ
う
に
み
る
べ
き
か
、
親
鸞
教
学
そ
の
も
の
に
お
け
る
こ
の
文
字
の
位
置
づ
け
と
い 

う
問
題
で
あ
る
。
聖
人
の
教
学
の
根
本
課
題
は
顕
浄
土
真
実
と
い
う
こ
と
一
つ
に
あ
る
こ
と
は' 

『
教
行
信
証
』
の
題
号
に
お
い
て
既
に 

明
ら
か
で
あ
る
が
、
そ
の
浄
土
真
実
と
は
「
た
だ
念
仏
の
み
ぞ
ま
こ
と
」
で
あ
り
、

「弥
陀
の
本
願
ま
こ
と
」
で
あ
っ
て' 

そ
れ

は

「本 

願
大
悲
智
慧
真
実
」
と
い
う
こ
と
に
帰
せ
ら
れ
る
。
そ
れ
を
適
確
に
あ
ら
わ
す
も
の
が
こ
の
「
後
序
」
で
い
う
な
ら
ば
、

「
雑
行
を
棄
て 

て
本
願
に
帰
す
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
し
て
聖
人
を
直
接
こ
こ
に
導
い
た
も
の
は
、
こ
れ
ま
た
「後
序
」
に
感
銘
深
く
記
さ
れ
て
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い
る
師
の
法
然
そ
の
人
で
あ
る
。
と
す
る
と
当
面
の
問
題
を
辿
る
に
つ
い
て
ま
ず
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は' 

徹
底
し
て
法
然 

の
師
教
に
随
順
せ
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
『
恵
信
尼
文
書
』
の
第
三
通
が
最
も
活
き
活
き
と
記
し
て
い
る
と
こ 

ろ
で
あ
り
、
そ
の
他
に
も
随
所
に
伝
え
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

し
か
し
何
を
お
い
て
も
『
教
行
信
証
』
、

特
に
今
の
「
後
序
」
こ
そ
、
 

ま
さ
し
く
こ
れ
を
証
明
す
る
第
一
資
料
と
せ
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
『
教
行
信
証
』
巻

頭

の

「総
序
」
に
は
、
 

爰
に
愚
禿
釈
の
親
鸞
、
慶
ば
し
い
哉
、
西
蕃
・
月
支
の
聖
典' 

東
夏
・
日
域
の
師
釈
に
、
遇
ひ
難
く
し
て
今
遇
ふ
こ
と
を
得
た
り
、
 

聞
き
難
く
し
て
已
に
聞
く
こ
と
を
得
た
り
……

と
あ
っ
て
、
そ
こ
に
出
て
く
る
も
の
は
七
祖
全
体
で
あ
る
。
し
か
る
に
そ
れ
が
「信
巻
」
の

「
別
序
」
で
は' 

天
親
・
曇
鸞-

善
導
の
三 

祖
に
し
ぼ
ら
れ' 

さ
ら
に
い
ま
の
「後
序
」
で
は
全
く
法
然
ー
師
と
な
っ
て
他
の
こ
と
は
何
も
出
て
こ
な
い
。
こ
こ
で
は
た
だ
法
然
ー
師 

に
遇
い
ま
い
ら
せ
た
と
い
う
慶
び
一
つ
で
も
っ
て
、
す
べ
て
が
尽
さ
れ
て
い
る
。

い
ま
問
題
の
十
二
文
字
も' 

法
然
と
の
値
遇
と
い
う
こ 

と
そ
の
こ
と
が
焦
点
に
お
か
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
初
め
か
ら
、
ま
ず
法
然
上
人
の
浄
土
真
宗
興
行
の
こ
と
か
ら
起
筆
せ
ら
れ
、
師
徳 

の
讃
仰
と
こ
れ
に
対
す
る
深
い
感
恩
の
至
情
を
の
べ
て
撰
述
の
縁
由
に
至
っ
て
い
る
。
と
す
る
と
こ
の
書
は
法
然
が
指
し
示
し
た
浄
土
真 

宗
そ
の
も
の
を
謬
り
な
く
開
顕
し
て
ゆ
く'

こ
こ
に
す
べ
て
が
か
け
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
っ
て
、
具
体
的
に
は
『
選
択
集
』
の 

開
顕
と
い
う
こ
と
に
帰
す
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
聖
人
の
入
信
の
記
録
に
は
敢
て
「雑
行
を
棄
て
て
本
願
に
帰
す
」
と
い
い 

切
っ
て
あ
る
が
、
そ
れ
は
何
を
語
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

い
う
と
こ
ろ
の
「本
願
」
と
は
即
ち
「
選
択
本
願
」
で
あ
っ
て
、
先
に
一
言
し
た
浄
土
真
実
で
あ
り
、

「本
願
大
悲
智
慧
真
実
」
そ
の 

も
の
で
あ
る
。
だ

か
ら

「
本
願
」
と
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
開
示
せ
ら
れ
る
「
平
等
の
慈
悲
」
そ
の
も
の
を
語
る
も
の
で
あ
る
。
即

ち

『
選 

択
集
』
が
開
顕
し
て
い
る
選
択
本
願
、
い
い
か
え
る
と
「普
ね
く
一
切
を
摂
せ
ん
が
為
に
、
造
像
起
塔
等
の
諸
行
を
以
て
、
往
生
の
本
願 

と
な
し
た
ま
は
ず
、
唯
称
名
念
仏
の
一
行
を
以
て' 

其
の
本
願
と
し
た
ま
へ
り
」
と
あ
る
そ
れ
で
あ
る
。
し
か
ら
ば
本
願
は
何
故
に
こ
の 

よ
う
な
選
択
が
せ
ら
れ
た
の
か
と
い
え
ば
、

「
然
れ
ば
則
ち
弥
陀
如
来
、
法
蔵
比
丘
之
昔' 

平
等
の
慈
悲
に
催
さ
れ
て:

：:

」
と
い
わ
れ
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る
よ
う
に
、

「
老
少
善
悪
の
ひ
と
を
え
ら
ば
れ
ず
」
と

い
う

「平
等
の
慈
悲
」

一
つ
を
明
ら
か
に
せ
ん
が
た
め
で
あ
る
。

そ

れ

で

『
選
択 

集
』
は

「
た
だ
念
仏
し
て
弥
陀
に
た
す
け
ら
れ
ま
ひ
ら
す
べ
し
」
と
い
う
「
よ
き
ひ
と
の
お
ほ
せ
」' 

そ
れ
が
体
系
的
に
開
示
せ
ら
れ
て
い 

る
。
だ
か
ら
こ
の
書
に
は
、
速
か
に
す
べ
て
を
す
て
て
念
仏
即
ち
平
等
の
慈
悲
ひ
と
つ
に
帰
せ
よ
と
、
専
ら
そ
の
こ
と
を
指
し
示
し
て
い 

る
。
こ
の
よ
う
な
明
快
な
「見
る
者
喩
り
易
し
」
と
い
わ
れ
る
師
教
に
あ
い
ま
い
ら
せ
た
聖
人
に
お
い
て
は' 

法
然
の
こ
の
選
択
廃
立
の 

教
示
を
邪
悪
と
不
合
理
と
矛
盾
に
満
ち
満
ち
て
い
る
自
身
の
現
実
の
場
に
領
受
し
て
い
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
か
く
し
て
開
示
せ
ら
れ
た
も 

の
が
顕
彰
隠
密
の
領
解
法
で
あ
る
。
廃
立
為
正
の
師
教
に
よ
っ
て
雑
行
を
棄
て
て
本
願
に
帰
し
た
結
果
は
、

「
よ
き
ひ
と
に
も
あ
し
き
に 

も
お
な
じ
ゃ
う
に
生
死
い
ず
べ
き
み
ち
」
と
し
て
の
平
等
の
大
悲
に
も
と
づ
い
て' 

廃
捨
せ
ら
れ
た
一
つ
一
つ
の
上
に
も
、
そ
こ
に
こ
め 

ら
れ
て
い
る
深
い
仏
恩
を
荷
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
こ
と
と
な
っ
た
。
と
す
る
と
、
す
べ
て
が
自
身
を
し
て
今
こ
こ
に
あ
ら
し
め
る
た
め 

の
遙
か
な
慈
育
で
あ
り' 

め
ぐ
み
で
あ
っ
た
と
、
す
べ
て
を
仏
心
大
悲
の
活
動
相
と
し
て
仰
ぎ
み
て
ゆ
か
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
こ
と
と
な 

っ
た
の
で
あ
る
。
隠
顕
釈
と
い
う
と
特
に
『
観
経
』
が
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、

『
観
経
』
は
何
人
が
み
て
も
も
と
よ
り
た
だ
一
つ
の
経 

典
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
こ
に
敢
て
隠
顕
両
面
の
見
方
を
樹
立
し
て
、
内
面
に
脈
々
と
流
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
平
等
の
仏
心
大
悲
を
確
か 

め
て
ゆ
か
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
と
こ
ろ
に
生
の
人
間
の
こ
の
場
に
即
し
た
親
鸞
教
学
の
体
験
的
深
ま
り
が
あ
る
と
思
う
の
で
あ 

る
。
と
す
る
と
廃
立
為
正
の
師
教
に
導
か
れ
て
雑
行
を
棄
て
て
本
願
に
帰
し
た
聖
人
に
と
っ
て
は
、
す
べ
て
が
仏
心
の
大
い
な
る
お
ん
は 

か
ら
い
の
顕
わ
れ
で
あ
っ
て
、
今
日
の
わ
が
身
に
と
っ
て
無
意
味
な
も
の
は
一
つ
も
な
く
、
無
駄
な
も
の
も
な
い
。

一
切
が
わ
が
身
の
今 

を
支
え
る
恩
徳
と
し
て
新
し
い
意
味
を
も
っ
て
展
か
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
聖
人
が
到
達
せ
ら
れ
た
究
極
の
体
験
的
世 

界
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
て
こ
の
目
を
も
っ
て
改
め
て
『
教
行
信
証
』
の
構
造
を
見
直
す
と
き' 

こ
れ
を
大
き
く
二
つ
の
部
分
か
ら
成
り
立
つ
も
の
と
す
る
見 

方
が
、
こ
こ
に
注
意
せ
ら
れ
て
く
る
。
こ
の
見
方
に
従
う
と' 

こ
の
書
は
初
め
の
「総
序
」
か

ら

「化
巻
」
の
三
願
転
入
が
終
る
ま
で
を 

第
一
段"

真
宗
の
正
義
を
顕
わ
す"

も
の
と
し
、

つ
づ
く
「
信
に
知
ん
ぬ
、
聖
道
の
諸
教
は:

：:

」
以
下
、
終
り
ま
で
を
第
二
段
”
内
外
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の
異
執
を
教
誡
す
る"

も
の
と
す
る
の
で
る
が
、
こ
の
よ
う
な
見
方
の
当
否
は
別
と
し
て
、
い
ま
特
に
注
目
し
た
い
こ
と
は
、
両
段
は 

共
に
深
い
仏
恩
・
師
恩
の
感
戴
、
慶
喜
の
う
ち
に
結
ば
れ
、
共
に
知
恩
報
徳
の
至
情
を
も
っ
て
『
教
行
信
証
』
撰
述
の
直
接
的
な
縁
由
と 

し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
中
第
一
段
の
終
り
、
即
ち
三
願
転
入
の
告
白
を
結
ぶ
に
当
っ
て
は 

爰
に
久
し
く
願
海
に
入
り
て
深
く
仏
恩
を
知
れ
り
。:

：
： 

と
の
感
激
を
綴
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
い
う
ま
で
も
な
く
自
身
の
三
願
遍
歴
の
背
後
に
流
れ
る
大
悲
の
仏
心
に
対
す
る
も
の
で 

あ
る
。
三
願
転
入
は
要
す
る
に
第
十
八
願
の
選
択
の
願
海
に
転
入
し
た
と
い
う
こ
と
、
そ
の
こ
と
だ
け
が
明
ら
か
に
せ
ら
れ
れ
ば
い
い
筈 

で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
十
八
願
の
真
実
に
帰
せ
し
め
ら
れ
た
前
段
階
は
、
十
九
願
・
二
十
願
で
あ
る
。
し
か
る
に
こ
の
両
願
は
権
仮
方 

便
で
あ
っ
て
真
実
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
従
っ
て
こ
の
よ
う
な
権
仮
の
両
願
の
世
界
に
迷
う
こ
と
は
、
客
観
的
に
は
み
の
り
な
き
空
し
い 

遍
歴
で
あ
る
と
い
う
他
は
な
い
こ
と
と
な
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
の
よ
う
な
空
し
い
遍
歴
の
底
に
も
、

一
貫
し
て
流
れ
る
大
悲
の
仏
心 

を
感
得
し
た
謝
念
の
表
明
が
、
前

述

の

「爰
に
久
し
く
願
海
に
入
り
て:

：:

」
と
い
う
感
激
で
あ
る
。
十
九
願
も
二
十
願
も
皆
も
っ
て
大 

悲
の
願
海
か
ら
出
た
仏
恩
の
現
成
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
自
身
が
人
間
と
し
生
を
う
け
た
と
い
う
こ
と
そ
の
こ
と
か
ら
し
て
、
お
育
て
で
あ 

る
、
長
き
に
亘
る
御
恩
徳
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
こ
の
よ
う
な
わ
が
為
に
な
し
た
も
う
過
去
遠
々
の
仏
恩
を
荷
い' 

こ
れ
に
乗
じ
て 

至
徳
を
報
謝
せ
ん
が
為
に
、
真
宗
の
簡
要
を
據
ふ
て
、
恒
常
に
不
可
思
議
の
徳
海
を
称
念
す
…
… 

と
、
報
仏
恩
の
真
情
か
ら
本
書
を
書
か
ず
に
い
ら
れ
な
か
っ
た
至
情
を
述
べ
て
第
一
段
が
終
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
こ
の
こ
と
は
以
下
の
第
二
段
の
終
り
、
即
ち
今
の
後
序
に
お
い
て
も
符
節
を
合
す
る
如
く'

殆
ん
ど
同
様
な
言
葉
が
綴
ら
れ 

て
い
る
。

慶
し
い
哉' 

心
を
弘
誓
の
仏
地
に
樹
て
、
念
を
難
思
の
法
海
に
流
す
。
深
く
如
来
の
矜
哀
を
知
り
て' 

良
に
師
教
の
恩
厚
を
仰
ぐ
… 

…
茲
に
因
て
真
宗
の
詮
を
鈔
し' 

浄
土
の
要
を
據
ふ
。
唯
仏
恩
の
深
き
こ
と
を
念
じ
て
、
人
倫
の
嘲
り
を
恥
じ
ず
。
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と
、
こ
の
よ
う
に
い
っ
て
あ
る
。
ま
さ
し
く
先
の
第
一
段
の
終
り
と
対
応
し
て
い
る
。

こ
の
事
実
は
こ
の
書
の
第
二
段
も
亦
如
来
の
矜
哀
、
師
教
の
恩
德
で
あ
っ
て' 

こ
れ
を
謝
す
る
以
外
の
も
の
で
は
な
い
と
い
う
の
で
あ 

っ
て
、
そ
れ
が
特
に
「
主
上
臣
下
」
等
の
十
二
字
を
記
録
し
た
後
序
の
文
の
結
び
に
当
る
部
分
に
特
筆
せ
ら
れ
た
聖
人
の
感
懐
で
あ
る
と 

い
う
こ
と
は
、
こ
と
に
注
目
す
る
べ
き
事
柄
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
聖
人
に
と
っ
て
法
難
の
事
実
は
、
も
と
よ
り
悲
痛
な
出
来 

事
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
こ
の
事
件
か
ら
は
る
か
に
程
経
た
『
教
行
信
証
』
述
作
の
終
り
に
当
っ
て
も
、
な
お
生
々
し
く 

語
ら
れ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
も
る
が
、
そ
れ
は
主
上
や
臣
下
に
対
す
る
激
し
い
憤
り
や
、
消
し
難
い
憎
し
み
の
記
録
で
は
な
く 

背
法
違
義
し
て
い
る
こ
の
国
の
最
高
責
任
者
の
現
状
に
対
す
る
深
い
悲
し
み
の
表
明
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
だ
か
ら
却
っ
て
こ
の
よ
う
な 

悲
歎
す
べ
き
現
実
こ
そ
、
自
身
の
遇
法
の
慶
び
の
中
に
摂
取
せ
ら
れ
溶
解
せ
ら
れ
て
い
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
 

そ
こ
で
こ
れ
に
関
連
し
て
次
に
注
意
し
た
い
こ
と
は
、
も
し
こ
の
文
字
が
反
権
力
の
表
示
で
あ
る
と
し
た
な
ら
ば' 

こ
こ
に
出
て
く
る 

「
非
僧
非
俗
」
の
自
覚
や
「
愚
禿
」
の
名
乗
り
は
、
ど
の
よ
う
に
解
す
る
べ
き
で
あ
る
か
と
い
う
点
で
あ
る
。

「
愚
禿
」
と
い
う
と
『
愚 

禿
悲
歎
述
懐
和
讃
』
が
す
ぐ
に
注
意
せ
ら
れ
、
同
時
に
ま
た
『
愚
禿
鈔
』
の
上
下
両
巻
の
巻
頭
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る' 

あ
の
冠
頭
の
言
葉 

が
思
い
合
わ
さ
れ
る
。
も
と
も
と
「
愚
禿
」
と
い
う
こ
と
は
、
さ
き
に
掲
げ
た
「後
序
」
の
承
元
法
難
に
当
っ
て
流
刑
の
処
断
を
う
け
た 

事
実
を
記
し
、
 

こ
れ
を
う
け
て

し
か
れ
ば
已
に
僧
に
非
ず
俗
に
非
ず
、
こ
の
故
に
禿
の
字
を
以
て
姓
と
為
す
。

と
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に'

『
歎
異
抄
』
蓮
師
本
の
奥
に
は
同
じ
く
こ
の
法
難
の
顚
末
を
記
し
た
後'

「
流
罪
以
後
、
愚
禿
親
鸞
と 

書
か
令
め
給
ふ
な
り
」
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら' 

こ
れ
ま
た
い
ろ
い
ろ
と
推
測
が
な
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
私
は
「
愚 

禿
」
と
は
反
権
力
の
姿
勢
を
こ
め
た
名
乗
り
で
あ
る
と
は
見
な
し
難
く
、
そ
れ
は
『
六
要
鈔
』
以
来
広
く
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
ま
さ
し 

く
深
い
内
省
悲
傷
を
表
わ
し
た
聖
人
自
身
の
称
謂
で
あ
る
と
み
る
べ
き
も
の
と
考
え
る
。
も
し
も
こ
れ
が
反
権
力
的
な
自
称
で
あ
る
と
す 

る
な
ら' 

こ
れ
を
以
て
題
名
と
す
る
『
愚
禿
鈔
』
あ
た
り
に
は
、
何
等
の
か
た
ち
で
そ
れ
が
主
張
せ
ら
れ
て
い
て
も
不
思
議
で
は
な
い
と
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思
わ
れ
る
の
に' 

全
く
そ
れ
に
ふ
れ
る
こ
と
な
く
、
た
だ
上
下
両
巻
と
も
に
そ
の
冒
頭
に
、
内
賢
外
愚
の
賢
者
の
信
に
対
し
て
、
こ
れ
と 

は
裏
腹
な
内
愚
外
賢
の
愚
禿
が
心
を
傷
む
言
葉
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

ま

た

『
愚
禿
悲
歎
述
懐
和
讃
』
に
は
、
無
慚
無
愧
で
ま
こ
と
の
こ
こ
ろ
な
き
自
身
を
「
か
な
し
み
な
げ
き
」
、
 

こ
の
身
を
と
り
ま
く
「
五 

濁
増
の
し
る
し
」
を
悲
歎
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
の
み
な
ら
ず' 

も
と
も
と
「浄
土
宗
の
ひ
と
は
愚
者
に
な
り
て
往
生
す
」
(
末
灯
鈔
六) 

と
は
恩
師
法
然
の
根
本
指
教
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
法
難
は
師
弟
を
し
て
遠
く
所
を
へ
だ
て
る
ほ
か
な
き
流
人
の
身
と
一
変
さ 

せ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
時
に
当
っ
て
聖
人
の
身
に
し
み
じ
み
思
い
起
さ
れ
る
も
の
は
師
の
常
の
仰
せ
で
あ
っ
た
。
と
す
る
な
ら
ば
、
流
罪 

を
契
機
と
し
て
こ
こ
に
特
に
愚
禿
の
自
覚
を
あ
ら
わ
す
称
謂
が
名
乗
ら
れ
た
と
し
て
も
些
か
も
不
思
議
で
は
な
い
。
そ
れ
は
師
教
の
恩
厚 

を
仰
ぐ
も
の
の
お
の
ず
か
ら
の
内
省
自
覚
で
あ
る
。
従

っ

て

「
愚
禿
」
と
は
反
権
力
の
姿
勢
を
秘
め
る
名
ど
こ
ろ
か' 

流
罪
を
縁
と
し
て 

い
よ
い
よ
深
ま
り
ゆ
く
愚
者
の
自
覚' 

内
省
の
標
示
で
あ
る
と
み
る
べ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
領
解
を
以
て
「後
序
」
の
文
に
当
る
と
き
、

「
愚
禿
」
の
言
葉
は
、
い
ま
の
直
接
の
問
題
で
あ
る
「
主
上
臣
下
法
に
背
き 

:
:
:

」
と
あ
る
を' 

「爾
れ
ば
」
と
う
け
て
「
是
の
故
に
禿
の
字
を
以
て
姓
と
為
す
」
と
つ
づ
い
て
い
る
か
ら
、
こ
の
場
合' 

こ

の

「禿 

の
字
を
以
て
姓
と
為
す
」
と
の
一
文
は
、
先
の
解
釈
に
し
た
が
っ
て
こ
れ
を
内
省
の
言
葉
で
あ
る
と
領
解
し
、
そ
れ
以
前
の
「
主
上
臣
下 

法
に
背
き:

：:

」
と
あ
る
部
分
は
、
戦
後
の
い
わ
ゆ
る
革
進
主
義
的
解
釈
に
従
っ
て
反
権
力
的
姿
勢
の
激
情
を
表
わ
し
た
も
の
と
解
釈
す 

る
な
ら
ば' 

初
め
は
反
権
力
、
後
は
内
省
の
標
示
と
な
っ
て
、
甚
だ
頷
き
に
く
い
こ
と
と
な
る
。
そ
れ
で
若
し
も
初
め
に
従
っ
て
文
意
を 

通
そ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
場
合
に
は
「
非
僧
非
俗
」
も

「
愚
禿
」
の
名
乗
り
も' 

主
上
臣
下
の
理
不
尺
な
処
断
に
対
す
る
怨
念
の
名 

乗
り
か
、
反
権
力
の
姿
勢
を
秘
め
た
称
謂
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
、

『
愚
禿
悲
歎
述
懐
和
讃
』
も

「内
愚
外
賢
」
の
い
た
み
も
意
味
を
な 

さ
な
く
な
る
の
み
か' 

「
愚
禿
釈
親
鸞
集
」
と

「
愚
禿
」
の
名
の
も
と
に
類
聚
せ
ら
れ
た
『
教
行
信
証
』
そ
の
も
の
も
、
ま
た
こ
れ
怨
念 

の
書
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
単
に
こ
の
書
だ
け
で
は
な
く'

こ
の
名
を
お
く
聖
人
の
全
著
作
は
す
べ
て
が
同
様
に
怨 

情
を
秘
め
た
著
述
と
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
と
な
る
。
そ
の
非
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
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も
と
も
と
聖
人
の
著
作
、

わ
け
て
も
『
教
行
信
証
』

に
は
遙
か
な
る
仏
恩
、

深
厚
な
師
恩
に
対
し
て
幾
度
「知
恩
報
徳
」
の
深
い
謝 

念
が
捧
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
全
く
怨
念
や
不
満
の
姿
勢
で
は
な
く
、
慈
光
の
う
ち
に
現
に
満
さ
れ
て
あ
る
も
の
、
 

「摂
取
不
捨
の
ゆ
え
に
正
定
聚
の
く
ら
い
に
住
」(
末
灯
鈔
ー)

し
て
、
必
至
滅
度
の
確
信
に
生
き
る
も
の
の
、
慚
謝
と
安
住
の
信
境
を
物
語 

る
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
特
に
こ
の
「後
序
」

の
終
り
に
は
、
こ
の
書
を
書
き
綴
る
に
至
っ
た
感
懐
を
の
べ
て
、
先
述
の
ご
と
く 

慶
ば
し
い
哉
、
心
を
弘
誓
の
仏
地
に
樹
て
、
念
を
難
思
の
法
海
に
流
す
。
深
く
如
来
の
矜
哀
を
知
り
て
、
良
に
師
教
の
恩
厚
を
仰
ぐ
。
 

慶
喜
い
よ
い
よ
至
り' 

至
孝
い
よ
い
よ
重
し
。
茲
に
因
て
真
宗
の
詮
を
鈔
し
、
浄
土
の
要
を
據
う
。

と
い
う
。
こ
れ
は
上
に
注
意
し
た
よ
う
に
、
三
願
転
入
の
結
文
と
対
応
し
て
こ
の
書
の
撰
述
意
図
が
ど
こ
に
あ
る
か
を
弥
が
上
に
も
明
ら 

か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
怨
念
も
な
く
不
平
も
な
く'

も
と
よ
り
反
権
力
と
い
う
よ
う
な
固
執
の
か
げ
も
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ 

更
に
次
の
よ
う
に
続
け
ら
れ
て
い
る
。

唯
仏
恩
の
深
き
こ
と
を
念
じ
て
、
人
倫
の
嘲
を
恥
ぢ
ず
。
若
し
斯
の
書
を
見
聞
せ
ん
者
、
信
順
を
因
と
為
し' 

疑
謗
を
縁
と
為
し 

て
、
信
楽
を
願
力
に
彰
は
し' 

妙
果
を
安
養
に
顕
は
さ
ん
と
。

聖
人
に
お
い
て
信
順
が
因
と
な
る
と
は
常
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
さ
ら
に
疑
謗
さ
え
も
妙
果
の
縁
と
な
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
後 

に
存
覚
師
が
い
わ
れ
る
よ
う
に
「
聖
人
常
に
門
徒
に
語
っ
て
日
く
。
信
謗
共
に
因
と
成
っ
て
同
じ
う
往
生
浄
土
の
縁
を
成
ず
」
と
。
恐
ら 

く
こ
れ
は
聖
人
の
御
持
言
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
信
順
を
因
と
し
疑
謗
を
縁
と
す
る
、
そ
れ
は
深
く
は
る
か
な
る
仏
心
大
悲
に
つ
つ
み
と
ら 

れ
た
聖
人
の
「賜
り
た
る
信
心
」
を
本
質
と
す
る
、
ひ
ろ
び
ろ
と
し
た
世
界
観
に
も
と
づ
く
発
言
で
あ
ろ
う
。

い
ま
も
し
か
り
に
「
愚
禿
」

の
名
乗
り
が
怨
念
か
ら
出
た
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も' 

そ
の
怨
念
も
固
執
も
や
が
て
大
い
な
る
仏
心
に 

と
か
さ
れ
て
、
救
わ
れ
え
た
も
の
の
安
ら
ぎ
・
と
慶
び
を
え
さ
せ
ず
に
は
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

「
信
巻
」
に
信
心
一
念
を
解
し
て
時
剋
と
信 

相
か
ら
領
解
せ
ら
れ
た
わ
け
も
こ
こ
に
頷
か
れ
る
お
も
い
が
す
る
。

「知
恩
報
徳
」
と
い
う
こ
と
も
、

こ
の
よ
う
な
信
心
の
現
益(
信
巻 

末)

と
し
て
体
験
せ
ら
れ
て
く
る
こ
と
と
な
る
。
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だ
か
ら
「
後
序
」
の
文
字
通
り
の
終
結
に
は
『
華
厳
経
』
の
偈
に
よ
っ
て
「善

，
不
善
の
心
を
起
す
こ
と
有
り
と
も
菩
薩
皆
摂
取
せ
ん
」 

と
善
・
不
善
・
信

・
謗
一
切
に
よ
び
か
け
つ
つ
全
巻
を
こ
こ
に
終
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
も
は
や
法
に
背
き
義
に
違
し
て
猥
し
く
処
断 

し
た
主
上
も
臣
下
も
、
さ
ら
に
興
福
寺
の
学
徒
も
、

一
様
に
「
一
切
往
生
人
」
と
し
て
、
「
信
を
一
つ
に
し
て
心
を
当
来
の
報
土
に
か
け
」 

(

歎
異
抄
一
〇)

「
前
に
生
れ
む
者
は
後
を
導
き' 

後
に
生
れ
む
者
は
前
を
訪
へ
」(
後
序)

と
、
敬
っ
て
呼
び
か
け
ら
れ
て
い
る
か
の
ご
と
く 

で
あ
る
。

四 

こ
の
よ
う
に
お
も
う
と
き
、
た
と
え
ば
『
歎
異
抄
』(

七)

に

「念
仏
者
は
無
碍
の
一
道
な
り
」
と
あ
る
言
葉
が
改
め
て
思
い
合
わ
さ
れ 

て
く
る
。

そ
の
い
は
れ
い
か
ん
と
な
ら
ば
、
信
心
の
行
者
に
は
、
天
神
地
祇
も
敬
伏
し
、
魔
界
外
道
も
障
碍
す
る
こ
と
な
し
。:

：
： 

こ
こ
に
い
う
「魔
界
外
道
」
と
は
一
体
何
で
あ
ろ
う
か
。
今
の
場
合
で
い
う
な
ら
ば' 

そ
れ
は
ま
さ
し
く
承
元
の
法
難
に
お
い
て
断
を
下 

し
た
当
の
権
力
者
た
ち
で
あ
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
即
ち
こ
の
法
を
障
げ
る
も
の' 

そ
れ
こ
そ
即
ち
魔
界
，
外
道
で
あ
る
か
ら
で
あ 

る
。
そ
れ
で
も
し
こ
の
よ
う
な
魔
界
・
外
道
が
障
り
と
な
る
よ
う
で
あ
る
な
ら
ば' 

親
鸞
と
い
う
人
は
救
わ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
の
で
は 

な
い
か
と
さ
え
、
疑
わ
れ
る
こ
と
と
な
ろ
う
。
し
か
る
に
今
は
無
碍
の
一
道
で
あ
る
。
魔
界
・
外
道
も
障
碍
す
る
こ
と
が
な
い
の
で
あ 

る
。
も
と
よ
り
法
難
は
重
大
な
障
害
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
け
れ
ど
も
そ
れ
が
聖
人
に
と
っ
て
は
却
っ
て
大
き
な
縁
と
な
っ
て' 

い
よ 

い
よ
自
身
の
信
仰
を
磨
か
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
「
流
罪
以
後
、
愚
禿
親
鸞
と
書
か
令
め
給
ふ
」
と

の

『
歎
異
抄
』
の
奥
書
が
生
き 

て
く
る
も
の
が
感
ぜ
ら
れ
る
。
と
す
る
な
ら
ば
「愚
禿
」
の
名
乗
り
を
も
っ
て
、
反
権
力
と
か
怨
念
の
表
示
と
か
み
る
こ
と
は
根
本
的
に 

正
鵠
を
得
た
解
釈
で
は
な
い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
魔
界
・
外
道
も
障
碍
と
な
ら
な
い
と
の
体
験
に
つ
い
て
は' 

聖
人
書
簡
の
随 

所
に
の
べ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
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こ
の
信
心
を
う
る
こ
と
は' 

釈
迦
・
弥
陀
・
十
方
諸
仏
の
御
方
便
よ
り
た
ま
は
り
た
る
と
し
る
べ
し
。
し
か
れ
ば
、
諸
仏
の
御
お
し 

へ
を
そ
し
る
こ
と
な
し' 

余
の
善
根
を
行
ず
る
ひ
と
を
そ
し
る
こ
と
な
し
。
こ
の
念
仏
す
る
ひ
と
を
に
く
み
そ
し
る
ひ
と
を
も
に
く 

み
そ
し
る
こ
と
あ
る
べ
か
ら
ず' 

あ
わ
れ
み
を
な
し' 

か
な
し
む
こ
こ
ろ
を
も
っ
べ
し
と
こ
そ' 

聖
人
は
お
ほ
せ
ご
と
あ
り
し
か
。
 

(

末
灯
鈔
二)

こ
こ
に
い
う
「
聖
人
」
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
師
の
法
然
上
人
で
あ
っ
て' 

そ
の
法
難
に
際
し
て
の
「
流
刑
さ
ら
に
う
ら
み
と
す
べ
か
ら 

ず:

：:

」(
法
然
上
人
行
状
画
図
三
三)

と
の
教
誡
は
、
い
ま
こ
と
に
思
い
を
ひ
そ
む
べ
き
で
あ
ろ
う
。

『
末
灯
鈔
』
に
は
つ
づ
い
て 

仏
恩
の
ふ
か
き
こ
と
は
、
懈

慢

・
辺
地
に
往
生
し
、
疑
城
胎
宮
に
往
生
す
る
だ
に
も
、
弥
陀
の
御
ち
か
ひ
の
な
か
に
、
第
十
九
・
第 

二
十
の
願
の
御
あ
わ
れ
み
に
て
こ
そ
、
不
可
思
議
の
た
の
し
み
に
あ
ふ
こ
と
に
て
さ
ふ
ら
へ
。
仏
恩
の
ふ
か
き
こ
と
、
そ
の
き
は
も 

な
し
。

と
い
う
の
で
茴
る
が
、
こ
こ
で
も
ま
た
先
の
三
願
転
入
の
結
文
と
相
応
す
る
聖
人
の
信
心
の
基
本
姿
勢
が
語
ら
れ
て
い
る
。
『
御
消
息
集
』 

の
第
四
通
に
お
さ
め
る
次
の
書
簡
は
、
直
接
に
は
関
東
教
団
の
ト
ラ
ブ
ル
に
関
連
し
た
問
題
で
あ
る
が
、
今
の
場
合
に
も
本
質
的
に
相
応 

す
る
の
み
か
、
さ
ら
に
一
層
適
切
で
あ
る
。

念
仏
せ
ん
ひ
と
び
と
は' 

か
の
さ
ま
た
げ
を
な
さ
ん
ひ
と
を
ば
あ
は
れ
み
を
な
し
、
不
便
に
お
も
ふ
て
、
念
仏
を
も
ね
ん
ご
ろ
に
ま 

ふ
し
て
、
さ
ま
た
げ
な
さ
ん
を' 

た
す
け
さ
せ
た
ま
ふ
べ
し
と
こ
そ' 

ふ
る
き
ひ
と
は
ま
ふ
さ
れ
さ
ふ
ら
ひ
し
か
。

こ
こ
で
「
ふ
る
き
人
」
と
は
、
具
体
的
に
は
恐
ら
く
法
然
上
人
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
姿
勢
は
、
法
然
上
人
に
あ
い
ま
い
ら
せ
て
生
死 

い
づ.
へ
き
道
を
ば
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
出
来
た
聖
人
、
即
ち
た
だ
念
仏
申
す
と
い
う
こ
の
道
一
つ
に
立
た
し
め
ら
れ
た
聖
人
の' 

一
貫 

し
て
変
ら
な
い
姿
勢
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
れ
ば
も
し
「
化
巻
」
の
こ
の
十
二
文
字
が
反
体
制
、
反
権
力
の
発
言
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、

「雑
行
を
棄
て
て
本
願
に
帰
す
」
と 

い
わ
れ
た
こ
と
も'

「
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:

：:

」
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と
伝
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
も' 

ま
た
さ
ら
に
「
摂
取
不
捨
の
利
益
」
も

「
触
光
柔
軟
」
も

「
聞
名
得
忍
」
も

「知
恩
報
徳
」
と
い
う
こ
と 

も
、
結
局
は
噓
に
な
っ
て
し
ま
わ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
と
さ
え
思
わ
れ
る
。
そ
も
そ
も
聖
人
が
仏
道
に
求
め
た
根
本
問
題
は
、

「
生
死
出 

づ
べ
き
道
」

一
つ
を
明
ら
か
に
す
る
に
あ
っ
た
。
そ
れ
は
つ
ま
り
、
大
涅
槃
界
に
証
入
す
る
道
を
あ
き
ら
か
に
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 

だ
か
ら
先
の
『
末
灯
鈔
』(

二)

に
も' 

「
い
か
に
い
は
ん
や
、
真
実
の
報
土
へ
往
生
し
て
大
涅
槃
の
さ
と
り
を
ひ
ら
か
む
こ
と
、
仏
恩
よ 

く
よ
く
御
案
ど
も
さ
ふ
ら
ふ
べ
し
」
と
い
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
、
こ
の
道
は
念
仏
往
生
道
と
し
て
示
さ 

れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
念
仏
往
生
道
と
は
即
ち
念
仏
成
仏
道
で
あ
っ
て
、
こ
の
道
を
求
め
て
の
歩
み
が
、
聖
人
の
根
本
的
な
課
題
で 

あ
り
、
究
極
の
目
標
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
法
然
上
人
に
よ
っ
て
満
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
結
果
が
『
教
行
信
証
』
の
誕
生 

と
な
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

五

と
こ
ろ
で
「化
巻
」
の

「
元
仁
元
年
」
の
紀
年
に
つ
い
て
、
歴
史
学
者
の
中
に
は' 

こ
の
年
の
念
仏
弾
圧
事
件
と
関
連
さ
せ
て
、
そ
れ 

に
対
す
る
抗
議
を
こ
め
た
も
の
で
あ
る
と
解
し
て
い
る
。
そ
れ
だ
か
ら
こ
こ
に
は
「穢
悪
濁
世
の
群
生
、 

末
代
の
旨
際
を
知
ら
ず' 

僧
尼 

の
威
儀
を
毁
る
」
と
、
そ
の
よ
う
な
権
力
者
に
対
し
て
「今
の
時
の
道
俗' 

己
れ
が
分
を
思
量
せ
よ
」
と' 

こ
の
よ
う
に
突
き
つ
け
て
お 

ら
れ
る
の
だ
と
解
釈
し
て
い
る
人
も
あ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
言
葉
は
、
単
に
権
力
者
だ
け
に
対
し
た
も
の
で
は
な
く
、
ひ
ろ
く
今
の
時
の 

道
俗
に
対
し
て
で
あ
る
。
ま
た'

「
己
れ
が
分
を
思
量
せ
よ
」
と
は
、
既
に
「
化
巻
」
の
ず
っ
と
前
の
要
門
釈
の
初
め
に
楞
厳
和
尚
の
解
義 

を
按
じ
て
「観
経
の
定
散
の
諸
機
は
、 

極
重
悪
人
唯
称
弥
陀
と
勧
励
し
た
ま
へ
る
な
り
。
濁
世
の
道
俗
、
善
く
自
ら
己
れ
が
能
を
思
量
せ 

よ
」
と' 

殆
ん
ど
同
じ
言
葉
で
い
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
こ
の
文
に
も
示
唆
せ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に' 

聖
人
の
場
合
い
つ
で
も 

そ
れ
は
ま
ず
自
身
に
は
ね
返
っ
て
く
る
言
葉
で
あ
る
。
従
っ
て
他
に
対
す
る
批
判
や
突
き
つ
け
の
言
葉
と
い
う
よ
り
は' 

ま
ず
も
っ
て
自 

己
の
傷
み
が
先
行
し
て
い
る
こ
と
を
見
逃
す
べ
き
で
は
な
い
と
お
も
う
。
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こ
の
よ
う
に
し
て
「
主
上
臣
下
背
法
違
義:

：:

」
と
の
一
見
激
し
い
言
い
方
も
、
所
詮
は
反
権
力
の
主
張
で
も
な
い
し
、
さ
れ
ば
と
い 

っ
て
体
制
ど
っ
ぷ
り
の
発
言
で
も
な
い
。
そ
れ
は
体
制
と
か
反
体
制
と
か
の
立
場
や
論
議
を
超
え
て
、
何
よ
り
も
ま
ず
自
身
の
生
死
い
づ 

べ
き
道
を
明
ら
か
に
す
る
に
当
っ
て
、
時
は
ま
さ
し
く
「
当
今
末
法
、
現
に
是
れ
五
濁
悪
世
な
り
」
と
道
綽
禅
師
が
明
ら
か
に
せ
ら
れ
た 

よ
う
な
、
悲
し
む
べ
き
時
代
状
況
で
あ
る
こ
と
を
痛
傷
し
た
具
体
相
が
、
こ
の
十
二
文
字
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
 

こ
の
こ
と
は
先
の
元
仁
元
年
の
紀
年
に
直
接
し
て
掲
げ
ら
れ
る
『
末
法
灯
明
記
』
引
用
の
意
趣
に
も
読
み
と
ら
れ
る
こ
と
か
と
思
わ
れ 

る
。
即
ち
こ
れ
は
聖
人
自
身
の
立
つ
現
在
が
正
法
の
時
期
か
ら
遠
く
隔
た
っ
て
、
法
滅
の
時
ま
さ
に
至
ら
ん
と
す
る
濁
世
末
法
の
そ
の
時 

で
あ
る
こ
と
を
悲
歎
し
た
引
用
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
の
引
用
文
の
初
め
に
い
う
よ
う
な
「仁
王
法
王
互
に
顕 

し
て
物
を
開
し
、
真
諦
俗
諦
逓
に
因
り
て
教
を
弘
む
」
と
い
う
よ
う
な
、
願
わ
し
い
状
況
と
は
全
く
隔
絶
し
て'

地
上
に
は
「
背
法
違
義
」 

の
主
上
が
あ
っ
て
既
に
仁
王
な
く
、
仏
法
に
は
ま
た
法
王
ま
し
ま
さ
ず
、
僅
か
に
無
戒
名
字
の
比
丘
が
あ
っ
て
そ
れ
が
僧
宝
と
し
て
恭
敬 

せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
よ
う
な' 

像
末
五
濁
の
時
代
状
況
を
悲
傷
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
も
と
よ
り
無
戒
名
字
の 

比
丘
の
身
を
弁
護
す
る
た
め
の
も
の
で
も
な
い
。
そ
う
し
て
こ
の
よ
う
な
時
代
状
況
の
中
で
、
特
に
地
上
に
仁
王
の
な
い
悲
し
い
有
様
に 

つ
い
て
、
聖
人
が
ま
ざ
ま
ざ
と
自
身
に
体
験
し
た
承
元
の
法
難
と
い
う
悲
痛
な
出
来
事
に
即
し
て
こ
れ
を
具
体
的
に
表
わ
し
た
も
の
が
、
 

「
主
上
臣
下
背
法
違
義:

：:

」
等
の
文
で
あ
ろ
う
と
お
も
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
そ
れ
は
濁
世
末
法
の
こ
の
世
を
い
た
む
、
深
い 

傷
み
の
表
現
で
あ
る
と
い
え
る
。
従
っ
て
そ
れ
は
こ
の
よ
う
な
五
濁
の
世
に
生
き
る
自
身
に
か
え
り
、
同
時
に
濁
世
の
道
俗
に
投
影
す
る. 

だ
か
ら
聖
人
は
以
上
の
よ
う
な
「後
序
」
の
文
を
結
ぶ
に
あ
た
っ
て
『
安
楽
集
』
に
よ
っ
て
「
連
続
無
窮
に
し
て
、
願
は
く
は
休
止
せ
ざ 

ら
し
め
ん
と
欲
す:

：:

」
と
無
辺
の
生
死
海
を
尽
さ
ん
と
願
い
、
こ
れ
に
乗
じ
て

爾
れ
ば
末
代
の
道
俗
、
仰
い
で
敬
信
す
可
き
な
り
。
知
る
可
し
。

と
聖
人
自
身
の
私
釈
を
も
っ
て
結
ん
で
い
る
の
で
あ
る
が' 

こ
こ
に
呼
び
か
け
ら
れ
て
い
る
も
の
が
特
に
「末
代
の
道
俗
」
で
あ
る
こ
と 

は
、
決
し
て
偶
然
で
は
な
い
と
お
も
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
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