
は
日
連
大
聖
人
の
弟
子
で
は
な
い
。
日
蓮
大
聖
人
の
弟
子
に
帰
り

た

ま

え

。
大
聖

人

と

占
只

細
印
政
〓
妥

（
じ
ま
つ
が
ん
せ
い
よ
う
）

山
　
口
　
範
　
道

貞
観
政
要
と
は
衆
知

の
通
り
、
不
世
出
と
云
わ
れ
る
大
政
治
家
、

唐
の
太
宗

の
二
十
四
年
間
の
民
主
政
治
を
記
録
し
た
も

の
で
あ
る
。

大
聖
人
の
政
治
に
関
す
る
御
指
南
は
三
大
秘
法
抄

の
「
王
法
仏

法
に
冥
じ
仏
法
王
法
に
合
し

」
云
云
の
文
に
在

っ
て
、
之
は
仏

の

願
業
と
拝
す
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
云
う
仏
法
と
は
雨
前

・
述
門

・
文
上
と
簡
ん
で
文
底
三

大
秘
法
の
南
無
妙
法
蓮
華
経
と
決
定
さ
れ
て
い
る
が
、
王
法
に
つ

い
て
は
唯
だ
政
治

で
あ
る
と
云
う
だ
け
で
莫
然
と
し
た
も
の
が
あ

り
現
今
で
は
未
決
の
段
階
で
あ
る
。

古
今
東
西

の
大
政
治
家
と
云
わ
れ
る
方
は
多
く
世

に
出
ら
れ
、

一
つ
の
思
想
を
も

っ
て
世
を
治
定
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
当
門
と
し

て
は
仏
法
の
南
無
妙
法
蓮
華
経
な
る
に
対
し
、
王
法
は
そ
の
何
れ

を
選
定
す
る
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
に
あ
る
が
、
端
的

に
云

へ

ば
、
王
法
と
は
現
今
の
各
国
与
野
党

の
云
う
国
民
不
在
的
な
政
策



で
も
理
論
で
も
な
く
、
大
聖
人
御
賢
覧
の
貞
観
政
要
に
よ
る
太
宗

の
民
主
政
治
の
依
用
で
は
な
か
ろ
う
か
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
王
法
仏
法
と
は
、
仏
法
と
は
本
因
妙
法
で
あ
り
、

王
法
と
は
未
だ
そ
の
底
意
を
究
め
る
に
は
到
ら
な
い
け
れ
ど
も
貞

観
政
要
を
依
拠
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
の
で

あ
る
。

大
聖
人
は
佐
渡
に
身
延
に
と
、
常
に
御
自
写
の
貞
観
政
要
を
座

右
に
置
か
れ
、
御
書
に
は
そ
れ
を
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
て
来
ら
れ

た
の
で
あ
る
。

昭
和
二
十
八
年
八
月
十
五
日
台
湾
高
雄
空
港
で
残
っ
た
め
の
零

戦
数
機
を
眺
め
乍
ら
太
平
洋
戦
争
終
結
の
ラ
ジ
オ
を
聞
い
た
が
、

五
十
年
間
の
日
本
統
治
か
ら
解
放
さ
れ
た
台
湾
民
族
は
、
そ
の
日

か
ら
「
人
民
の
た
め
の
、
人
民
に
よ
る
、
人
民
の
政
治
」
と
い
う

所
謂
三
民
主
義
を
台
湾
全
上
の
到
る
処
で
唱
え
出
し
た
の
で
あ
る
。

永
年
国
家
権
力
と
独
裁
に
支
配
さ
れ
て
い
た
此
の
民
族
の
中
に

も
、
人
間
と
し
て
生
き
る
た
め
の
権
利
が
平
等
に
あ
る
ん
だ
と
い

う
、
そ
の
訴
え
に
心
を
動
か
さ
れ
た
。
そ
の
時
か
ら
人
権
の
尊
重
、

言
論
の
自
由
と
い
う
こ
と
を
今
更
の
如
く
考
え
出
し
た
も
の
で
あ

スυ
。政

治
は
人
民
の
も
の
で
あ
り
、
人
権
は
平
等
に
相
互
に
擁
護
さ

れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
言
論
の
自
由
は
誰
人
も
守
り
守
ら
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
か
り
に
も

一
部
の
権
力
者
の
意

志
に
よ
っ
て
統
制
が
行
わ
れ
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は

一
国
は
も
と
よ
り
大
小
の
団
体
に
あ

っ
て
も
そ
う
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

今
日
程
民
主
主
義
と
か
、
人
権
尊
重
の
や
か
ま
し
く
云
わ
れ
る

時
代
は
な
い
が
、
逆
に
考
え
る
と
、
反
民
主
主
義
が
根
強
く
国
家

社
会
に
、
又
公
私
の
団
体
に
横
行
し
、
人
権
は
無
視
さ
れ
て
い
る

が
故
に
、
そ
れ
に
対
応
し
て
、
民
衆
が
民
衆
の
た
め
の
社
会
と
自

由
を
取
戻
し
た
い
が
た
め
の
故
に
、
そ
う
い
う
声
が
起

っ
て
い
る

の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

民
主
主
義
を
唱
え
る
社
会
の
中
に
あ
っ
て
、
未
だ
猶

一
部
の
権

力
者
達
の
我
ま
ま
が
罷
り
通
っ
て
い
る
と
い
う
今
日
の
世
に
、
真

の
民
主
主
義
政
道
の
在
り
方
を
教
示
す
る
の
は
太
宗
の
政
治
以
外

に
な
い
も
の
と
思
う
の
で
あ
る
。

或
大
学
教
授
の

″
坊
さ
ん
心
理
学
″
の
と
こ
ろ
に

「
貴
族
的
性
格
の
特
徴
を
あ
げ
れ
ば
、
自
分
の
意
見
を
変
え
る

こ
と
に
苦
痛
を
感
じ
な
い
、
反
面
自
分
の
意
見
を
強
引
に
主
張
す

る
、
お
だ
て
に
乗
り
や
す
い
、
論
理
性
の
な
い
わ
が
ま
ま
、
嫉
妬

深
い
、
欲
が
深
く
独
占
的
、
内
心
は
孤
独
感
を
も
ら
、
淋
し
が
り

や
で
腹
心
の
部
下
を
も
ち
た
が
る
、
自
分
が
威
圧
を
感
じ
る
場
所

に
出
る
こ
と
を
避
け
、
自
分
の
意
の
通
る
と
こ
ろ
で
は
大
い
に
威

張
る
、
自
己
中
心
的
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
」
（
中
外

）

と
い
う
こ
と
が
書
か
れ
て
い
た
。
こ
う
い
う
人
が
政
治
権
力
を



握
っ
た
り
、
団
体
の
指
導
的
立
場
に
立
っ
た
り
し
た
ら
、
そ
の
社

会
は
反
民
主
主
義
と
な
り
、
人
権
は
無
視
さ
れ
て
大

へ
ん
な
こ
と

に
な
る
。

今
日
自
由
を
渇
仰
す
る
庶
民
の
た
め
に
は
、
そ
の
政
治
理
念
に

太
宗
の
実
践
政
道
を
浸
透
さ
せ
る
の
が
真

の
民
衆
の
た
め
の
王
法

で
あ
る
と
思
う
の
で
あ
る

（
も
ち
ろ
ん
究
極
は
王

の
妙
法
帰
依
と

い
う
こ
と
が
そ
の
内
容
で
な
く
て
は
な
ら
な
い

）

太
宗
の
政
治
／
　
貞
観
政
要

の
内
容

に
つ
い
て
は
愚
論
を
呈
す

る
よ
り
も
、
そ
の
道
の
権
威

で
あ
る
訳
者
原
田
教
授
の
「
貞
観
政

要

」
を
そ
の
ま
ま
引
用
す
る
以
外
に
そ
の
考
察
も
敷
術
も
全
く
不

要
で
あ
る
と
思
う
の
で
あ
る
。

十
余
年
前
、
は
じ
め
て
貞
観
政
要
に
接
し
た
が
、
今
は
上
記
の

和
訳
本
が
出
廻

っ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を

一
読
さ
れ
る
よ
う
各
位

に
お
す
す
め
す
る
次
第
で
あ
り
ま
す
。

以
下
は
、
そ
の
本
の
序
文
、
本
文
よ
り
特
に
感
じ
た
点
を
引
用

し
て
、
御
賢
覧
の
仏
意
を
拝
察
申
し
上
げ
、
不
世
出
の
大
政
治
家

太
宗
の
民
主
政
治
の
在
り
方
を
現
代
の
世
代

に
生
き
る
私
達
が
、

ど
の
よ
う
に
之
を
考
え
、
学
び
と
る
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
み

た
い
と
思
う
。

＊

「
唐
の
太
宗
が
人
民
の
た
め
の
政
治
家
と
し
て
傑
出
し
て
い
る

の
は
、
太
宗
自
身
が
英
明
な
君
主
で
あ
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
為

政
者
で
あ
る
太
宗
の
過
失
を
い
さ
め
、
政
治
の
得
失
に

つ
い
て
意

見
を
の
べ
る
役
目
の
諌
議
太
夫
を
置

き
、
そ
の
者
達
か
ら
臣
下
の

直
言
を
よ
く
聞
き
入
れ
用

い
て
、
常

に
自
身
が
最
善

の
君
主

で
あ

ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
努
力
を
重
ね
て
や
ま
な
か
っ
た
と
い
う
と
こ

ろ
に
あ
る
。

古
今
東
西
の
史
上
に
傑
出
し
た
政
治
家
と
云
わ
れ
る
人
は
い
ず

れ
も
、
常

日
頃
下
意
上
達
に
心
労
し
、

へ
つ
ら
う
者
を
退
け
て
用

い
ず
、
派
閥
的
な
行
為
は
そ
れ
が
小
さ
い
も
の
で
あ

っ
て
も
之
を

敬
遠
し
、
貧
し
き
者
、
社
会
の
底
辺
、
所
謂
庶
民

へ
の
配
慮
を
忘

れ
ず
、

つ
と
め
て
親
族
縁
故
者
以
外

の
す
ぐ
れ
た
者

（
人
材

）
を

要
職

に
起
用
し
、
又
自
身

の
威
厳
や
圧
力
感
を
人
民
に
感
じ
さ
せ

な
い
よ
う
に
努
力
し
た
も
の
で
あ
る
。

世

の
指
導
的
地
位
に
あ
る
人
は
、
と
か
く
、
自
己
を
完
全
な
も

の
と
過
信
し
、
部
下
の
進
言
を
聞
き
入
れ
よ
う
と
し
な
い
ば
か
り

か
、
己
の
意
に
従
わ
ぬ
部
下
を
地
位
階
級
を
も

っ
て
叱
声
を
あ
び

せ
た
り
し
て
威
張
る
も
の
で
あ
る
が
、
外
部
の
権
威
に
は
平
身
低

頭
す
る
と
い
う
権
威
的
性
格
者
が
多
い
の
で
あ
る
。

自
分
に
と

っ
て
は
煙
た
い
存
在

の
も
の
、
進
ん
で
直
言
す
る
よ

う
な
者
は
遠
ざ
け
、
阿
訣
追
従

（
あ
ゆ
い
つ
い
し
ょ
う

）
を
事
と

す
る
愚
劣
な
取
り
巻
き
だ
け
を
周
囲
に
集

め
て
得
意

に
な
り
た
が

る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
そ
の
人
は
ま
だ
低

い
地
位

に
居
た

時
は
進
歩
的
庶
民
的

で
あ

っ
た
の
が
、
高
い
地
位
役
職

に
つ
い
た



と
た
ん
に
進
歩
が
止
っ
て
し
ま
う
例
が
多
い
。

太
宗
自
身
に
も
考
え
の
足
り
な
い
と
こ
ろ
や
、
過
失
が
あ
っ
た

り
し
て
、
諌
臣
か
ら
手
さ
び
し
く
諌
め
ら
れ
た
が
、
そ
れ
を
よ
く

聞
き
入
れ
用
い
た
こ
と
は
今
の
世
の
指
導
的
立
場
に
あ
る
人
は
見

習
う
べ
き
で
あ
る
。

現
在
の
日
本
で
は
、
民
主
主
義
の
基
本
で
あ
る
か
ら
と
云
っ
て
、

自
由
と
平
等
と
が
誤
っ
て
強
調
さ
れ
て
い
る
傾
向
が
あ
る
。
自
由

に
お
い
て
も
自
己
の
自
由
を
主
張
す
る
な
ら
ば
、
他
人
の
自
由
も

ま
た
認
め
て
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
真
の
自
由
の
根

本
を
知
ら
な
い
わ
が
ま
ま
が
横
行
し
て
い
る
。

平
等
も
、
手
離
し
の
平
等
で
は
な
い

「
人
は
そ
の
権
利
に
お
い

て
平
等
で
あ
る
」
、
権
利
が
平
等
な
の
で
あ
っ
て
、
内
容
や
能
力

ま
で
も
が
平
等
で
あ
る
と
云
う
の
で
は
な
い
。

太
宗
の
と
っ
た
自
由
平
等
主
義
は
人
間

一
人

一
人
の
た
め
の
徹

底
し
た
も
の
で
あ
っ
た
¨

（
未
完

）


