
日

蓮

正

宗

の

血

脈

と

は

私
達
は
、
今
の
混
乱
の
中
で
、

歴
代
へ
の
、　
一
人
か
ら

一
人
へ
、

廣

田

頼

道

血
脈
の
相
承
と
は
、
歴
代
か
ら

完
璧
に
仏
意
の
成
せ
る
業
で
受

け
つ
が
れ
、
と
い
う

こ
れ
が
仏
法
で
あ
り
、
こ
う
で
な
け
れ
ば
仏
法
は
な
い
と
の
考

え
に
基
づ
い
た

「金
田
嫡
々

・
唯
受

一
人
」
は
宗
史
の
上
に
お
い

て
も
教
義
の
上
に
お
い
て
も
、
ま
ち
が
い
で
あ
り
ま
す
と
主
張
し

て
い
ま
す
。
し
か
し
こ
れ
は
、
日
蓮
正
宗
の
こ
こ
が
切
れ
て
い
る
、

あ
そ
こ
が
切
れ
て
い
る
と
い
っ
た
ア
ラ
探
し
を
し
て
い
る
の
で
は

な
く
、
そ
う
い
う
時
代
に
は
、
必
ず
そ
れ
を
諌
め
、
糾
す
人
々
の

修
業
が
あ
り
、
そ
れ
が
今
日
ま
で
大
聖
人
の
法
を
支
え
、
大
聖
人

の
血
脈
を
守

っ
て
来
た
の
で
あ
る
。
―
―
―

と
い
う
こ
と
を
知
ら

せ
た
い
が
為
に
、
現
実
に
眼
を
む
け
、
か
つ
ま
ち
が
い
で
あ
る
な

ら
ば
教
え
て
も
ら
い
た
い
と
、
訴
え
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ

り
ま
す
。

実
状
は
こ
の
よ
う
な
素
朴
な
問
い
に
答
え
て
く
れ
る
気
配
が
な

い
の
で
あ
り
ま
す
。

私
が
こ
の
福
山
布
教
所
を
信
者
さ
ん
と
共
に
開
所
す
る
に
あ
た
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っ
て
、
か

っ
て
正
信
覚
醒
運
動
を
し
て
い
て
、
自
分
の
都
合
で
変

ら
れ
た
Ａ
師
に
、
「自
分
は
、
こ
ん
な
簡
単
な
矛
盾
に
答
え
ら
れ
な

い
貫
主
は
お
か
し
い
と
思
い
ま
す
の
で
、
今
の
所
は
こ
う
し
よ
う

と
思
っ
て
い
ま
す
。」
と
の
意
志
を
伝
え
ま
し
た
所
、
「
俺
達
も
阿
部

さ
ん
に
相
承
が
あ
っ
た
と
い
う
な
ら
ば
、
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
、

は
っ
き
り
し
て
く
れ
れ
ば
ス
ッ
キ
リ
す
る
ん
だ
か
ら
、
そ
の
こ
と

を
望
ん
で
い
る
よ
。」
と
聞
か
さ
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
し
て

い
な
が
ら
Ａ
師
は
ず

っ
こ
け
て
、
「
お
ま
え
達
の
方
は
い
ず
れ
御
本

尊
が
な
く
な
る
か
ら
、
久
保
川
さ
ん
が
御
本
尊
を
書
く
ん
だ
ろ
・■
」

と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。
あ
ま
り
に
つ
か
れ
た
た
め
、
否
定
す
る

だ
け
に
止
め
、
駅
で
小
さ
な
巨
人
の
オ
ロ
ナ
ミ
ン
Ｃ
を
飲
ん
で
、

む
な
し
い
心
で
帰

っ
た
。
し
か
し
、
後
日
に
な
っ
て
幾
人
も
か
ら
、

「ど
ん
な
に
ま
ち
が
っ
て
い
て
も
貌
下
は
貌
下
だ
」
と
い
う
言
葉

を
聞
き
、
最
近
で
は
、
「
あ
っ
て
も
な
く
て
も
、
あ
っ
た
と
信
ず
る

の
が
我
々
の
信
心
だ
」
な
ど
と
い
う
言
葉
を
聞
く
に
至

っ
て
は
、

オ
ロ
ナ
ミ
ン
Ｃ
で
は
効
果
が
な
い
よ
う
で
あ
り
ま
す
。

「
あ
っ
て
も
な
く
て
も
、
あ
っ
た
と
信
ず
る
の
が
信
心
だ
」
と

い
う

一
切
衆
生
に
成
仏
の
道
を
教
示
す
る
こ
と
も
出
来
な
い
理
屈

を
も

っ
と
も
ら
し
く
見
せ
よ
う
と
努
力
し
た
の
が
、
先
回
の

「宗

内
教
師
の
決
議
文
」
と
い
う
も
の
で
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、

一
、
日
顕
上
人
貌
下
は
、
日
達
上
人
貌
下
よ
り
金
口
嫡
々
唯
受

一
人
の
血
脈
相
承
を
受
け
、
六
十
七
世
の
法
燈
を
継
承
遊
ば

さ
れ
た
こ
と
は
、
厳
然
た
る
事
実
で
あ
る
。

二
、
右
の
事
実
を
否
定
し
、
貌
座
の
尊
厳
を
汚
し
奉
る
徒
輩
に

対
し
て
は
、
断
固
と
し
て
こ
れ
と
斗
い
、
血
脈
の
尊
厳
を
守

り
奉
る
も
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
以
　
上

昭
和
五
十
七
年
四
月
二
十
八
日

前
文
は
同
じ
類
で
あ
る
為
略
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
が
、
よ
く

提
案
さ
れ
、
よ
く
署
名
捺
印
を
さ
れ
た
も
の
と
思
う
の
で
あ
り
ま

す
。日

顕
上
人
自
身
が
、
そ
の
御
仏
意
の
う
え
に
お
い
て
の
相
伝
は
、

あ
る
形
式
に
執
わ
れ
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

（大
日
蓮
５７
年
５
月
号
５７
Ｐ
）

と
い
っ
て
い
ま
し
て
、
そ
れ
は
宗
門
七
〇
〇
年
の
歴
史
の
中
で
、

た
と
え
ば
日
主
上
人
よ
り
日
昌
上
人
へ
の
要
法
寺
へ
染

っ
て
行
く

よ
う
な
時
代
の
中
で
は
、
日
昌
上
人
が
小
金
井
蓮
成
寺

へ
相
承
を

受
け
と
り
に
行

っ
た
り
、
又
受
け
た
は
ず
の
貫
主
が

「大
石
寺
の

悪
僧
ど
も
」
と
、
自
分
が
要
法
寺
流
に
し
て
行
く
こ
と
に
こ
と
ご

と
く
反
発
す
る
正
信
の
僧
を
恨
ん
だ
書
面
を
認
め
る
な
ど
と
い
う
、

実
に
突
飛
な
貫
主
の
姿
勢
や
相
承
形
式
迄
あ
ら
わ
れ
て
く
る
の
で

あ
り
ま
す
か
ら
、
日
顕
上
人
の
い
わ
れ
る

「形
式
に
執
わ
れ
る
も
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の
で
は
な
い
」
の
も

一
理
と
い
わ
ず
二
理
ほ
ど
あ
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。

そ
れ
で
は
、
二
十
年
間
教
学
部
長
を
さ
れ
て
来
て
謗
法
厳
戒
の

宗
風
の
中
に
あ
っ
て
、
四
月
十
五
日
、
正
式
な
形
式
に
執
わ
れ
な

い
で
、
「厳
然
た
る
事
実
」
が
ど
う
い
う
例
外
的
形
態
に
よ
っ
て
行

な
わ
れ
た
と
い
う
の
か
？

そ
し
て
日
に
日
に
意
固
地
な
自
信
を
持

っ
て

「決
議
文
」
に
印

を
押
し
た
人
々
は
、
何
を
根
本
に

「厳
然
た
る
事
実
で
あ
る
」
と

し
、
何
を
具
体
的
信
心
の
信
念
と
理
由
と
し
て

「貌
座
の
尊
厳
を

汚
し
奉
る
徒
輩
に
対
し
て
は
断
固
と
し
て
こ
れ
と
斗
う
」
と
い
う

の
で
あ
ろ
う
か
、
絵
に
も
画
い
て
な
い
モ
チ
を
、
厳
然
た
る
事
実

と
考
え
、
断
固
と
し
て
こ
れ
を
く
う
と
発
言
し
て
い
る
に
す
ぎ
な

い
の
で
あ
り
ま
す
。

宗
内
教
師
の
保
身
よ
り
提
出
さ
れ
た
決
議
文
は
、
ま
っ
た
く
二

足
三
文
で
、
（
二
足
三
文
の
内
容
で
あ
る
か
ら
署
名
捺
印
し
た
人
も

い
る
そ
う
で
す
）
自
分
の
首
を
し
め
こ
そ
す
れ
、
裁
判
の
場
面
で
、

残
る
正
信
会
の
人
々
を
処
分
す
る
為
の
、
宗
門
の
総
意
で
処
分
せ

ざ
る
を
得
な
か
っ
た
ん
だ
と
の
理
由
付
け
に
使
用
す
る
こ
と
も
、

こ
れ
で
は
出
来
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

や
は
り
、
先
ほ
ど
あ
げ
た

「
あ
っ
て
も
な
く
て
も
、
あ
っ
た
と
信
ず
る
の
が
信
心
だ
」

と
い
う
の
が
、
現
在
の
貫
主
並
宗
務
当
局
の
成
仏
得
道
の
示
標
と

考
え
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
実
に
貧
困
な
こ
と
で
あ
り

ま
す
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
悲
惨
で
低
次
元
の
こ
と
を
い
う
為
に
、
今

回
こ
の
紙
面
を
借
り
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
私
は
こ
こ
で
、
大

石
寺
第
三
十

一
世
日
因
上
人
の
著
述
で
あ
る

「袈
裟
珠
数
の
事
」

（宗
要

一
巻
―
二
五
三
Ｐ
）
の
文
章
を
追

っ
て
、
少
々
問
題
提
議

を
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。

（
こ
の
御
文

は
、
堀
上
人
が
無
題
で
置
か
れ
て
い
た
も
の
を
宗
学
要
集
に
載
せ

る
為
、
こ
の
よ
う
な
題
名
を
つ
け
た
）

日
因
上
人

（経
道
院

。
覚
応
日
相
）
は
岩
城
阿
本
因
坊
日
完

（岩
城
黒
須
野
妙
法
寺
十
五
代
）
を
師
匠
と
拝
す
る
の
で
あ
り
ま

す
が
、
こ
れ
は
日
因
上
人
が

一
六
八
七
年
に
黒
須
野
に
生
れ
、
地

元
の
寺
に
出
家
し
た
こ
と
を
物
語

っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ

し
て
、　
一
七
六
九
年
八
十
三
才
で
御
入
滅
さ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

そ
の
生
涯
は
、
二
十
七
世
日
養
上
人

・
二
十
八
世
日
詳
上
人

。
二

十
九
世
日
東
上
人

・
三
十
世
日
忠
上
人
と
同
時
代
に
送
ら
れ
、
日

寛
上
人
の
訓
育
を
ま
の
あ
た
り
に
受
け
ら
れ
る
時
で
あ
っ
た
の
で

あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
年
齢
の
差
を
見
る
と
、
日
宥
上
人
か
ら
日
寛

上
人
に
法
が
付
さ
れ
た

一
七

一
八
年
の
時
点
で
、
日
詳
上
人

（三

十
八
才
）
日
東
上
人

（
三
十
才
）
日
忠
上
人

（二
十

一
才
）
日
因



上
人

（三
十
二
才
）
の
信

・
行

。
学
の
志
盛
ん
な
時
で
あ
っ
た
と

思
わ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
「本
尊
抄
聞
書
」
等
に
示
さ
れ
る
聴
聞
者
の

名
前
か
ら
も
充
分
分
る
の
で
あ
り
ま
す
。

日
寛
上
人
は
法
を
受
け
ら
れ
た

一
七

一
八
年
以
前
に
、　
一
七

一

五
年
撰
時
抄
愚
記
上

。
安
国
論
愚
記
、　
一
七

一
六
年
撰
時
抄
愚
記

下

・
法
華
題
目
抄
文
段
、　
一
七

一
七
年
法
華
取
要
抄
文
段
、
と
著

さ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
こ
れ
ら
に
ま
つ
わ
る
講
筵
に
日

因
上
人
は
当
然
の
如
く
連

っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
し

か
し

一
点
だ
け
不
安
な
こ
と
は
、
日
因
上
人
は
細
草
檀
林
第
二
十

七
代
の
能
化
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
こ
れ
が
い
つ
頃
か
ら
檀
林
の
学

生
で
あ
り
、
い
つ
頃
か
ら
い
つ
頃
ま
で
能
化
と
し
て
細
車
に
在
住

し
て
い
た
か
、
不
明
な
点
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
乍
、

宗
風
無
縁
の
細
草
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、　
一
七

一
五
年
か
ら
の

文
段
著
述
に
ま
つ
わ
る
寛
尊
の
講
筵
に
は
、　
一
七

一
七
年
の
師
匠

の
死
に
も
左
右
さ
れ
る
こ
と
な
く
連

っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で

あ
り
ま
す
。

「袈
裟
珠
数
の
事
宍
宗
要

一
―
三
五
三
Ｐ
）
は
富
士
年
表
に
よ

れ
ば
明
和
二
年

（
一
七
六
五
年
）
八
月
十
二
日
の
著
述
で
、
寂
年

よ
り
四
年
前
の
も
の
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
中
に
お
い
て
日
因
上
人
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
を
珠
数
の
こ

と
に
触
れ
、
他
宗
で
用
い
て
い
る
珠
数
の
出
典
も
数
多
く
引
用
さ

れ
、
こ
と
さ
ら
珠
数
の
辞
典
の
趣
を
成
す
よ
う
に
示
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
り
ま
す
。

原
本
は
タ
テ
十
三
セ
ン
チ
、ヨ
コ
二
十
セ
ン
チ
ぐ
ら
い
の
大
福
帳

の
よ
う
な
形
体
で
、
正
式
な
本
の
体
裁
は
と

っ
て
い
な
い
も
の
で

あ
り
ま
す
か
ら
、
や
は
り
無
題
の
資
料
集
め
の
よ
う
な
草
稿
文
的

な
も
の
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
中
に
お
い
て
日
因
上
人
は
、
大
聖
人
が
二
十
二
才
の
時
に

御
認
め
に
な
ら
れ
た

「戒
法
門
御
書
六
新
定

一
―
十
九
Ｐ
）
に
引

用
さ
れ
て
い
る

数

珠

縫

れ

、

不

ん

Ｌ
苺

え
忌

Ｌ
藷

非

数

ぇ

九
祷

σ
３

じ

綱
・越
スル次

第

な

た
面

果

妄

語

之

罪
．一

富
．．格
一
地

獄
．́・

云

一ム
。
此
等
の
文
意
を
能
々
信
ず
べ
し
。

こ
の
文
と
、
「他
受
用
御
書
」
に
も
同
様
に
数
珠
経
を
引
い
て
、

母
珠
を
越
え
の
り
こ
す
べ
か
ら
ず
珠
を
越
ゆ
る
罪
千
万
と
云
云

こ
の
よ
う
に
引
用
さ
れ
、
示
さ
れ
る
こ
と
に
対
し
て

（
こ
の
教
え

に
順
じ
て
私
達
は
昔
か
ら
講
習
会
な
ど
で
、
数
珠
を
く
っ
て
ゆ
く

時
は
親
玉
を
数
え
ず
、
玉
を
く

っ
て
い
っ
た
な
ら
ば
親
玉
を
越
え

ず
も
ど
っ
て
こ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
教
え
ら
れ
て
き
た
の
で
あ

り
ま
す
。）
日
因
上
人
は
、
（宗
要

一
―
二
五
四
Ｐ
）
こ
の
引
用
文
の

数
珠
経
の
意
味
す
る
も
の
は
、
天
台
の
相
伝
で
あ
っ
て
、本
文
（大



聖
人
の
主
張
せ
ん
と
す
る
心
）
に
、
あ

っ
て
い
な
い
と
主
張
す
る

わ
け
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
理
由
と
し
て

①
御
書
の
中
で
大
聖
人
は
、　
一
遍
の
念
仏
で
十
以
上
の
珠
を
越
え

て
い
る
状
態
は
、
妄
語
の
罪
を
重
ね
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
そ

の
罪
は
重
い
ぞ
と
い
う
こ
と
で
引
用
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

し
か
も
、
母
珠
を
数
え
な
い
と
い
う
こ
と
の
ほ
う
が
仏
（母
珠
）

を
捨
て
る
こ
と
で
あ
り
、
上
下
の
次
第
を
越
え
る
こ
と
だ
。

と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。
次
に
、

②
数
珠
は
仏
法
僧
の
三
宝
を
表
わ
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
四

菩
薩
の
僧
分
を
数
え
た
と
し
て
も
、
親
玉
で
あ
る
二
仏
を
数
え

な
い
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
念
珠
は
仏
法
僧
の
体
僧
を
表
わ
し
て

い
る
こ
と
に
は
な
ら
ず
、
法
宝
の
み
を
表
わ
し
て
い
る
も
の
で

あ

っ
て
、
先
師
方
が
伝
え
て
来
た
も
の
は
釈
迦
多
宝
の
二
仏
を

捨
て
た
も
の
と
な
る
。

こ
れ
ら
は
要
法
寺
日
大
の
邪
信
を
信
じ
て
い
る
ゆ
え
の
過
失

で
あ
る
。

と
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。

こ
れ
は
前
の
文
章
で
も
書
き
ま
し
た
よ
う
に
、
日
主
上
人
が
貫

主
在
任
中
の
ま
ま
、
小
金
井
蓮
成
寺
に
こ
も
ら
れ
、
こ
う
い
う
状

況
か
ら
要
法
寺
の
圧
力
が
顕
在
化
し
て
行
く
わ
け
で
あ
り
ま
す
が
、

日
因
上
人
は
数
珠
の
事
柄
も
こ
の
論
外
で
は
な
い
と
す
る
わ
け
で

あ
り
ま
す
。

今
①
②
と
あ
げ
た
日
因
上
人
の
主
張
さ
れ
る
①
の
項
か
ら
見
る

時
に
、

数
珠
は

一
般
に
題
目
を
数
え
る
計
算
機
の
役
目
を
有
す
る
と
い

わ
れ
ま
す
が
、
左
右
の
二
つ
房
と
二
つ
房
の
違
い
が
い
つ
頃
か
ら

何
を
理
由
に
変
化
し
て
き
た
の
か
さ
え
も
分
か
ら
な
い
の
で
あ
り

ま
す
。
し
か
し
珠
の
数
値

（壷
玉
は
入
れ
な
い
）
を
数
え
ま
す
と
、

親
玉
二
つ
を
入
れ
な
い
と
割
り
切
れ
な
い
数
と
な
っ
て
し
ま
う
の

で
あ
り
ま
す
。

三
∠
房
―
↓
５
＋
５
＋
１０
Ｈ
２０

二
∠
房
―
↓
５
＋
５
＋
５
＋
５
＋
１
＝
２‐

内
　
側
―
↓
５６
＋
５６
（四
菩
薩
の
４
ッ
を
抜
い
て
則
と
な
る
）＝

親
　
玉
―
↓
２

こ
の
よ
う
に
な

っ
て
お
り
、
親
玉
を
抜
い
た
数
は
百
五
十
三
と
な

り
二
つ
の
親
玉
を
入
れ
た
数
は
百
五
十
五
の
切
り
の
良
い
数
と
な

る
の
で
あ
り
ま
す
。
と
り
た
て
て
切
り
の
良
い
数
で
な
く
と
も
か

ま
い
ま
せ
ん
が
、
百
五
十
三
と
い
う
数
が
仏
法
的
に
意
味
あ
る
数

値
に
も
想
え
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

も
し
計
算
機
の
意
味
も
満
す
と
す
れ
ば
、
日
因
上
人
は
、
親
玉

を
数
え
る
と
い
う
こ
と
と
、
親
玉
を
越
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
別
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の
意
で
、
交
錯
す
る
も
の
で
は
な
い
ん
だ
と
会
通
さ
れ
て
い
る
も

の
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
為
に
、
数
珠
の
こ
と
を
合
せ
、
日
因
上
人
は

（宗
要

一
―

三
七
七
Ｐ
）

数
珠
描
り
様
の
事
。

当
山
に
二
種
有
り
、　
一
に
は
母
珠
を
越
え
ず

一
片
五
十
四
珠

を
上
に
流
し
下
に
流
す
即
上
求
菩
提
、
下
化
衆
生
の
意
な
り
此

は
要
法
寺
日
大
叡
山
よ
り
相
伝
の
義
な
り
当
山
日
昌
上
人
己
来

之
を
相
伝
す
と
見
た
り
、
今
専
ら
之
を
用
ゆ
但
日
因
之
を
用
ひ

ず
、
高
雄
口
決

（真
言
宗
真
済
著
、
日
本
大
蔵
経
事
相
疏
）
に

因
る
則
は
過
失
有
り
教
相
判
の
下
目
ぅ
に
ウ
れ
を
述
べ
た
る
が
如
く

多
く
の
過
失
之
有
る
者
な
り
、
二
に
は
二
母
珠
、
数
を
取
る
故

に
百
八
並
に
母
珠
を
捨
る
べ
し
即
大
小
経
論
の
如
く
具
に
百
八

珠
並
に
三
母
珠
を
満
て
て
以
っ
て

一
遍
と
為
す
な
り
、
此
は
祖

師
己
来
御
相
伝
な
り
当
山
口
主
上
人
子
細
有
り
て
関
東
に
下
向

し
下
野
小
金
井
蓮
行
寺
に
し
て
入
寂
す
、
故
に
関
東
五
箇
寺
並

に
奥
州
諸
末
寺
此
よ
り
本
山
の
式
法
を
守
る
の
み
、
然
る
に
日

昌
上
人
己
来
、
山
の
化
儀
少
し
要
法
寺
に
准
す
る
有
り
則
数
珠

相
伝
等
是
な
り
、
安
房
国
保
田
妙
本
寺
古
来
の
法
を
守
る
本
当

山
蓮
蔵
坊
日
目
上
人
遺
跡
よ
り
弘
移
りて

法
儀
を
ち
る
故
な
り
、

然
れ
ば
肌
ぎ
山
二
種
の
中
に
は
大
衆
伝
流
尤
好
者
な
り
。

と
示
し
、
要
法
寺
化
さ
れ
て
行
こ
う
と
す
る
大
石
寺
の
当
時
の
姿

と
、
そ
れ
を
諌
め
る
大
衆
に
伝
流
さ
れ
て
い
く
正
信
の
姿
が
、
本

来
あ
る
べ
き
姿
に
日
蓮
大
聖
人
の
血
脈
を
守

っ
た
こ
と
を
、
事
実

と
し
て
貫
主
で
あ
る
日
因
上
人
自
身
が
そ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
時
代
、
日
精
上
人
の
代
に
な
っ
て
ま
す
ま
す
要
法
寺
流
ヘ

の
改
ザ
ン
が
進
み

（宗
要

一
―
三
七
七
Ｐ
）

当
山
念
珠
の
御
相
伝
三
通
之
有
り
、
日
師
御
事
、
道
師
御
目

録
之
有
り
、
然
る
処
に
十
八
代
日
精
上
人
御
代
之
を
失
ふ
と
見

へ
た
り
日
舜
上
人

（十
九
世
）
精
師
在
府
の
制
仰
一越
さ
れ
候

へ

ば
長
持
の
中
に
之
有
る
べ
き
由
仰
越
一候
へ
ど
も
之
無
し
と
見
へ

た
り
、
た
と
ヘ
ウ
毎
有
る
も
日
典
上
人

（
二
十
世
）
御
化
大
坊
焼

失
の
制
焼
け
失
せ
た
る
者
か
、
故
に
今
御
目
録
十
七
条
の
み
之

有
り
御
相
伝
悉
皆
失
ふ
故
、
日
忍
上
人

（
二
十

一
世
）
日
俊
上

人

（
二
十
二
世
）
己
来
数
珠
相
伝
に
当
山
の
相
伝
之
を
失
ふ
故

に
要
法
寺
日
大
上
人

（要
法
寺
六
世
）
叡
山
相
伝
之
有
り
、
議
シ

い
哉
、
悲
哉
、
大
衆
方
正
法
を
守
る
と
云
へ
ど
も
近
代
上
人
方

は
皆
正
法
を
失
ひ
天
台
真
言
の
邪
義
に
附
す
る
故
に
今
日
因
之

を
改
め
近
代
上
人
方
の
附
邪
の
法
を
疑
ふ
の
み
。

こ
の
よ
う
に
示
さ
れ
、

念
珠
に
ま
つ
わ
る
法
門
の
相
伝
と
し
て
、
日
師

。
道
師
等
を
は



じ
め
三
通
の
相
伝
並
に
目
録
が
あ

っ
た
と
さ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す

が
、
十
八
世
日
精
上
人
の
代
に
な

っ
て
、
心
懸
け
な
い
ず
さ
ん
な

保
管
か
、
要
法
寺
流
の
化
儀
を
通
す
為
に
自
然
を
装
い
沫
消
さ
れ

て
い
っ
た
か
の
、
ど
ち
ら
に
せ
よ
掻
消
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
を
歴

史
は
物
語

っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

つ
ま
り
現
実
は
ど
ち
ら
に
せ
よ
、
粉
失
さ
れ
長
持
の
中
に
は
な

か
っ
た
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
も
し
こ
れ
が
あ
っ
た

と
し
て
も
、
二
十
世
日
典
上
人
の
時
代
に

大
坊
消
失

（具
体
的
年
数
が
分
ら
な
い
た
め
か
、
富
士
年
表
に

は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
）
の
瑚
り
、
焼
け
失
せ
た
る
者
か

と
な
り
、
御
相
伝
は
悉
く
失

っ
て
し
ま

っ
て
い
る
た
め
に
、
日
典

上
人
以
後
の
日
忍
日
俊
己
来
当
山
の
数
珠
並
に
文
書
と
し
て
残
さ

れ
て
来
た
相
伝
は
な
く
な

っ
て
し
ま

っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
り

ま
す
。

そ
し
て
数
珠
に
関
し
て
は
、
要
法
寺
六
世
日
大
の
叡
山
相
伝
を

も

っ
て
そ
の
原
形
と
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
、
主
張

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

大
衆
方
は
真
剣
に

「謗
法
厳
戒
」
を
根
本
規
範
に
し
て
要
法
寺

の
影
響
か
ら
も
真
剣
に
正
法
を
守

っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

近
代
の
上
人
方
は
皆
正
法
を
失
い
、
天
台
真
言
の
邪
義
に
染

っ
て

行
く
。
そ
の
姿
を
見
聞
し
て
、
日
因
は
近
代
上
人
方
の
附
邪
の
法

を
疑
う
の
で
あ
る
。

と
、
示
し
、
そ
の
後
に
結
論
付
け
と
し
て

（宗
要

一
―
三
七
八
）

一
に
は
日
主
上
人
立
行
関
東
奥
方
に
残
り
伝
は
る
故

二
に
は
当
山
古
老
僧
皆
之
を
伝
ふ
る
故

三
に
は
当
山
日
目
上
人
の
相
伝
悉
一房
州
保
田
に
有
る
故

四
に
は
要
法
寺
二
代
日
大
叡
山
相
伝
当
山
に
伝
ふ
、
故
に
知
ぬ

近
代
上
人
方
、
要
法
寺
田
大
の
邪
伝
に
附
す
る
の
み
。

こ
の
四
つ
を
あ
げ
て
、
し
め
く
く
り
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま

す
。蛇

足
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
二
番
目
の

当
山
日
目
上
人
の
相
伝
悉
房
州
保
田
に
有
る
故

の
項
目
は
宗
要

一
―
三
七
九
Ｐ
の

「対
俗
三
衣
談
」
と
い
う
三
十

三
世
日
元
上
人
が
日
芳
と
名
乗
ら
れ
て
い
た
時
代
に
認
め
ら
れ
た

こ
の
書
物
を
見
る
と
、

今
な
く
数
珠
を
指
に
掛
く
る
事
、
文
珠
の
方
を
れ
て
右
の
手

の
人
ｔ
ゆ
び
に
掛
け
母
珠
の
方
を
れ
て
左
の
手
の
中
指
に
掛
く
、

是
則
右
の
人
さ
し
指
は
風
大
に
当
り
左
の
中
指
は
火
大
に
当
る

な
り
、
菩
提
の
風
を
班
ぞ
煩
悩
の
火
を
消
し
て
法
性
の
智
火
を

吹
起
す
意
な
り
己
上
上
房
州
日
我
の
義
な
り

と
し
て
、
数
珠
の
か
け
方
は
右
の
人
さ
し
指
と
左
の
中
指
に
か
け

る
こ
と
が
、
正
し
い
と
し
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
、
日
元
上
人
は
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結
論
と
し
て
、

予
拝
し
奉
る
に
宥
師
、
寛
師
、
養
師
、
詳
師
、
東
師
何
も
中
指

な
り
近
代
教
師
も
中
指
な
り
。

と
し
て
保
田
日
我
の
説
並
に
当
時
の
保
田
の
化
儀
を
破
し
て
い
る

の
で
あ
り
ま
す
。

そ
う
し
て
く
る
と
、
前
の
三
項
目
の
、

当
山
日
目
上
人
の
相
伝
悉
房
州
保
田
に
有
る
故

と
の
意
味
を
裏
付
け
る
に
は
あ
ま
り
に
も
心
も
と
な
く
、
保
田
は

相
当
な
混
乱
が
あ
り
正
し
く
そ
の
化
儀
が
伝
え
ら
れ
た
と
は
思
え

な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
考
え
て
み
る
と
、
日
因
上
人
が
最
後
に
あ
げ
た
四

つ
の
項
目
の
四
つ
目
は
、
当
時
の
状
況
を
憂
い
て
実
際
の
姿
を
い

っ
て
い
る
も
の
で
す
か
ら
三
つ
目
も
、
今
あ
げ
た
理
由
で
は
ず
す

と
な
る
と
、　
一
番
目
の
日
主
上
人
ま
で
の
教
義
の
正
当
性
と
二
番

目
の
、

当
山
古
老
僧
皆
之
を
伝
ふ
る
故

と
い
う
も
の
と
、
項
目
の
中
に
は
入
れ
て
あ
り
ま
せ
ん
が
、

「大
衆
方
正
法
を
守
る
」

又
、

「当
山
二
種
の
中
に
は
大
衆
伝
流
尤
も
聰
者
な
り
」

こ
の
三
つ
の
要
素
こ
そ
が
、
こ
の
時
代
に
お
い
て
、
正
し
い
法
を

正
し
く
今
日
ま
で
、
日
蓮
正
宗
の
法
と
し
て
伝
え
る
礎
と
な
っ
た

と
拝
せ
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

こ
れ
ら
の
厳
然
た
る
宗
門
の
歴
史
を
踏
ま
え
る
時
、
現
代
に
お

い
て
日
顕
上
人
が
相
承
を
受
け
て
い
る
と
称
せ
ら
れ
て
い
る
の
で

あ
る
な
ら
ば
、
日
顕
上
人
が
主
張
さ
れ
る
、

今
現
在
の
状
態
に
お
い
て
、
形
式
に
執
わ
れ
た
と
こ
ろ
か
ら

相
承
の
有
無
に
つ
い
て
は
軽
は
ず
み
に
云
々
す
る
者
も
あ
り
ま

す
が
、
私
は
間
違
い
な
く
日
達
上
人
よ
り
お
受
け
い
た
し
て
お

り
ま
す
。

そ
こ
で
私
が
申
上
げ
た
い
こ
と
は
、　
一
番
の
根
本
を
ま
ず
信

じ
て
、
そ
こ
の
と
こ
ろ
に
仏
法
の
在
り
方
を
確
立
す
る
な
ら
ば
、

そ
れ
は
絶
対
に
御
仏
意
に
お
い
て
な
く
な
る
は
ず
が
な
い
、
と

い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

も
し
も
な
く
な

っ
た
な
ら
ば
、
大
聖
人
は
仏
様
で
は
な
い
と

い
う
こ
と
で
あ
り
、
末
法
の

一
切
衆
生
を
成
仏
さ
せ
る
こ
と
は

で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
ま
す
。
（大
日
蓮
五
月

号
五
十
七
Ｐ
）

と
い
う
主
張
が
、
何
宗
の
、
ど
う
い
う
道
理
を
満
し
て
の
教
義
か

を
御
教
示
し
て
い
た
だ
き
た
い
の
で
あ
り
ま
す
。

大
衆
の
伝
流
、
大
衆
方
正
法
を
守
る
志
、
古
老
僧
の
正
法
厳
護

忍
難
弘
通
の
上
に
、
今
日
の
日
蓮
大
聖
人
御
法
門
が
弘
通
さ
れ
て



来
た
と
考
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。

今
日
の
混
乱
の
中
の
宗
門
を
清
浄
化
し
て
行
く
為
に
は
、
こ
う

い
っ
た
時
代
の
熱
原
の
三
烈
士
に
も
劣
ら
な
い
僧
俗
大
衆
を
忘
れ

る
こ
と
な
く
真
の
報
恩
を
も

っ
て
、
覚
醒
し
て
行
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
何
故
か
な
ら
ば
弾
圧
さ
れ

た
人
々
の
側
が
、
法
を
曲
げ
た
人
を
歴
代
と
し
て
と
ど
め
位
置
付

け
包
含
し
、
七
〇
〇
年
の
歴
史
の
中
で
信
心
の
戒
と
し
て
拝
し
て

い
る
よ
う
に
思
え
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
。

人
聖
人
様
が
仏
様
で
な
く
な

っ
て
し
ま
う
と
い
い

一
切
衆
生
を

成
仏
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
―
―
―
と
主
張
す
る

狂

っ
た
人
々
の
前
で
は
、
負
け
る
が
勝
ち
の
宗
門
か
も
し
れ
な
い

と
最
近
つ
く
づ
く
考
え
る
の
で
あ
り
ま
す
。

そ
れ
が
狂

っ
た
人
間
を
泥
梨
か
ら
救

っ
て
や
る

一
つ
の
方
法
か

も
し
れ
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

以
　
上


