
大
石
寺
の
主
張
す
る
金
口
嫡
々

血
脈
相
承
の
現
実
の
虚
妄

廣

田

頼

道

大
石
寺
で
は
今
で
も
、
時
代
時
代
の
貫
主
は
日
蓮
大
聖
人

の
生
れ
替
り
、
も
し
く
は
そ
の
も
の
で
、　
一
器
の
水
を

一
器

に

一
滴
も
こ
ぼ
す
こ
と
も
蒸
発
す
る
こ
と
も
な
く
受
け
継
い

で
今
に
六
十
七
世
に
至

っ
て
い
る
の
で
あ
る
と
主
張
し
て
い

る
。
日
蓮
大
聖
人
様
が
、
そ
ん
な
馬
鹿
げ
た
こ
と
を
法
と
し

て
示
さ
れ
、
そ
ん
な
こ
と
が

一
切
衆
生
成
仏
に
つ
な
が
る
と

夢
想
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
つ
け
る
薬
が
な
い
。

本
に
な

っ
て
い
る
、
マ
ス
ロ
に
活
字
で
書
い
て
あ
る
年
表

を
見
て
い
て
も
、
時
代
の
推
移
と
い
う
も
の
が
実
感
出
来
な

い
の
で
、
大
石
寺
が
出
版
し
て
い
る

「富
士
年
表
」
の
記
載

に
忠
実
に
則
て
、
引
き
つ
が
れ
て
行
く
様
子
を

一
覧
表
に
し

た
。
紙
面
の
大
き
さ
の
都
合
で
、
今
回
は
十
四
世
日
主
上
人

ま
で
に
し
た
。
つ
ま
り
日
蓮
大
聖
人
様
か
ら
十
四
世
迄
の
日

蓮
正
宗
の
源
の
時
代
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
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こ
の

一
覧
表
を
見
た
時
に
、
現
在
の
大
石
寺
が
主
張
し
て

い
る

一
器
の
水
が

一
器
に
と
い
う
主
張
は
、
ま
っ
た
く
的
か

ら
外
れ
、
法
か
ら
外
れ
た
、
貫
主
や
組
織
の
保
身
の
為
の
外

道
の
屁
理
屈
だ
と
い
う
こ
と
が
良
く
分
る
の
で
あ
り
ま
す
。

①
　
貫
主
は
そ
の
時
代
の
日
蓮
大
聖
人
様
。
仏
で
あ
る
と
称

す
る
な
ら
ば
何
故
、
五
世
日
行
上
人
、
六
世
日
時
上
人
「

七
世
日
阿
上
人
、
十
世
日
乗
上
人
、
十

一
世
日
底
上
人
の

方
々
が
、
年
月
日
不
明
の
生
れ
な
の
か
。
大
石
寺
資
料
が

焼
失
し
た
と
し
て
も
末
寺
資
料
が
多
数
残

っ
て
い
て
し
か

る
べ
き
で
は
な
い
か
。
御
仏
体
な
の
だ
か
ら
。

②
　
行
師
か
ら
時
師

へ
、
聖
典
七
四

一
Ｐ
資
料
が
法
を
付
す

資
料
と
富
士
年
表
で
は
扱

っ
て
い
る
が
、
牽
強
附
会
で
説

得
力
は
な
い
。

③
　
時
師
か
ら
影
師

へ
法
を
付
し
た
文
献
が
な
い
。

（聖
典

七
四
四
Ｐ
の
資
料
で
は
、
血
脈
相
伝
と
は
言
い
難
く
、
阿

師
の
頭
越
で
説
得
力
は
な
い
。
）

④
　
時
師
か
ら
阿
師

へ
法
を
付
し
た
文
献
が
な
い
。

⑤
　
阿
師
か
ら
影
師

へ
法
を
付
し
た
文
献
が
な
い
。

⑥
　
影
師
か
ら
有
師

へ
法
を
付
し
た
文
献
が
な
い
。

⑦
　
影
師
が
亡
く
な
っ
た
時
、
有
師
は
十
歳
で
あ
る
。

③
　
鎮
師
か
ら
院
師

へ
法
を
付
し
た
文
献
が
な
い
。

⑨
　
鎮
師
が
有
師
か
ら
法
を
付
さ
れ
た
時
十
三
才
で
あ
る
。

⑩
　
鎮
師
が
亡
く
な
っ
た
時
、
院
師
は
九
才
で
あ
る
。

①
　
幼
少
の
者
が
ど
う
や
っ
て
法
を
つ
ぐ
の
か
。
僧
俗
、
世

間
に
何
を
説
き
伝
え
る
の
か
。
短
い
人
生
経
験
で
、
ど
の

様
に
世
の
中
の
こ
と
を
把
握
し
法
を
説
く
の
か
。

⑫
　
何
故
幼
少
の
者
し
か
立
て
ら
れ
な
い
の
か
。

⑬
　
幼
少
の
者
が
つ
い
だ
時
に
は
、
ど
の
様
に
補
佐
す
る
の

か
。

こ
れ
だ
け
の
問
題
点
が
出
て
来
る
。

大
石
寺
は
文
献
を
あ
げ
て
答
え
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
富

士
年
表
に
書
い
て
あ
る
ま
ま
の
こ
と
を
こ
こ
に
並
べ
た
だ
け

だ
か
ら
答
え
ら
れ
な
い
。
つ
ま
り

「自
己
矛
盾
相
承
」
に
な
っ

て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

長
年
に
渡

っ
て
何
度
も
何
度
も
、
貫
主
絶
対
の
信
仰
観
は

日
蓮
大
聖
人
の
教
え
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
た
が
、

大
石
寺
は
頑
迷
に
し
て
、
今
迄
や
っ
て
来
た
こ
と
に
し
が
み

つ
い
て
い
る
だ
け
な
の
で
あ
る
。

日
蓮
大
聖
人
は
法
華
経
の
行
者
と
し
て
、
常
不
軽
菩
薩
を

手
本
と
さ
れ
ま
し
た
。

「我
深
汝
等
を
敬
う
、
敢
て
軽
慢
せ
ず
、
所
以
は
何
ん
、
汝

等
皆
菩
薩
の
道
を
行
じ
て
、
当
に
作
仏
す
る
こ
と
を
得
べ
し
」
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の
二
十
四
文
字
に
示
さ
れ
た
生
き
方
こ
そ
が
、
法
華
経
の
行

者
で
あ
り
、
折
伏
の
あ
り
方
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の

で
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、
創
価
学
会

（池
田
大
作
氏
）
も
大
石
寺

（阿
部

日
顕
氏
）
も
、
又
こ
の
二
つ
の
団
体
が
今
日
迄
歩
ん
で
来
た

歴
史
の
中
で
、
こ
の
常
不
軽
菩
薩
の
二
十
四
文
字
の
経
文
の

内
容
か
ら
明
か
に
逸
脱
し
、
変
質
し
、
法
華
経
の
行
者
ど
こ

ろ
の
話
し
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

邪
宗
撲
滅
、
邪
宗
の
害
毒
、
敵

・
地
獄

へ
堕
ち
ろ
、
信
心

し
て
い
る
人
良
い
人

。
し
て
な
い
人
悪
い
人
、
味
方

・
敵
、

脅
し

。
謙
し

。
は
っ
た
り

・
陥
れ
る

。
嘘
を
つ
く
等
々
。
邪

宗
に
は
何
を
や
っ
て
も
赦
さ
れ
、
名
誉
と
な
る
。
信
心
し
て

い
る
者
を
馬
鹿
に
し
た
奴
を
見
返
し
て
や
る
、
三
年
後
、
五

年
後
を
見
ろ
、
這
い
陣
ら
せ
て
や
る
。
信
仰
し
て
い
る
者
は

選
ば
れ
し
者
、
他
は
認
め
な
い
。
自
分
達
さ
え
良
け
れ
ば
い

い
、
他
宗
の
人
達
の
不
幸
を
願
う
。
権
力
を
求
め
る
、
自
分

達
の
王
国
を
作
る
。
間
違

っ
て
い
よ
う
が
強
い
者
に
つ
き
寄

生
し
、
そ
の
力
に
よ
っ
て
信
心
を
弘
め
る
こ
と
を
善
と
す
る

等
々
。

こ
う
い
っ
た
傲
慢
な
姿
勢
を
創
価
学
会
も
大
石
寺
も
長
年

堅
持
し
、
当
然
と
思
っ
て
や
っ
て
来
た
の
で
あ
り
ま
す
。

「寺
泊
御
書
」
（全
九
五
三
Ｐ
）

過
去
の
不
軽
品
は
今
の
勧
持
品
、
今
の
勧
持
品
は
過
去
の

不
軽
品
な
り

今
の
勧
持
品
は
本
来
は
不
軽
品
為
る
可
し
、
其
の
時
は
日

蓮
は
即
ち
不
軽
菩
薩
為
る
可
し

と
の
教
示
が
あ
り
、
こ
の
こ
と
を
知
識
と
し
て
持
ち
、
日
に

し
な
が
ら
、
指
導
者
と
し
て
組
織
と
し
て
の
行
動
規
範
は
、

他
宗
の
仏
性
は
認
め
ず
虫
け
ら
の
様
に
思
い
接
し

我
深
く
汝
等
を
敬
う
、
敢
て
軽
慢
せ
ず

の
謗
法
の
罪
を
憎
ん
で
人
を
憎
ま
ず
、
人
格
を
認
め
、
具
わ

る
仏
性
を
尊
敬
す
る
と
い
う
姿
勢
は
ま
っ
た
く
な
い
。

こ
の
世
の
中
に
は
、
仏
性
に
気
付
い
た
者

（信
）
と
気
付

い
て
い
な
い
者

（不
信
）
の
二
種
類
の
衆
生
が
い
る
だ
け
で

あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
気
付
い
て
い
な
い
者
に
気
付
か
せ
る
折

伏
が
大
切
に
な

っ
て
く
る
の
で
あ
り
ま
す
。
信
心
し
な
い
者

は
地
獄
に
堕
ろ
、
堕
ち
て
ザ
マ
を
見
ろ
、
で
は
、
提
婆
達
多

に
天
王
如
来
の
記
別
を
授
け
、
悪
人
成
仏
を
説
い
た
述
門
に

も
劣
る
法
義
と
信
仰
観
で
あ
り
、
日
蓮
大
聖
人
の
信
仰
等
で

は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

二
〇
〇
二
年
十

一
月
二
十
五
日

「聖
教
新
聞
」
見
出

コ
妬
み
』
と

『憎
し
み
』
の
権
化
日
顕
」
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二
〇
〇
二
年
十
二
月
二
日

「聖
教
新
聞
」
見
出

「日
顕
は
幼
稚
な
嫉
妬
病
の
権
化
」

Ｅ
不
門
は
獣
の
巣
窟
」
、

応
じ
る
大
石
寺
の

「大
白
法
」

「慧
妙
」
の
見
出
し
も
、
同

様
の
憎
し
み
の
な
す
り
つ
け
合
い
状
態
で
あ
り
ま
す
。
不
軽

菩
薩
の
精
神
な
ど
双
方
、
木
端
微
塵
の
状
態
で
あ
り
ま
す
。

要
法
寺
か
ら
貫
主
を
招
く
ま
で
の
十
四
世
日
主
上
人
ま
で

の
宗
祖
か
ら
四
百
年
経
過
し
た
だ
け
の
間
に
、
十
三
項
目
の

問
題
点
が
あ
り
、
大
石
寺
は
他
門
か
ら
の
示
摘
に
も
無
視
し

て

「不
相
伝
の
輩
」
を
連
呼
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

貫
主
と
い
う
も
の
は
、
法
を
未
来
に
継
ぐ
為
の
機
関
で
あ
っ

て
、
法
そ
の
も
の
の
主
権
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
法
が
厳
然
と

あ
り
、
日
蓮
大
聖
人
が
法
華
経
の
行
者
と
し
て
悟
り
、
衆
生

に
示
す
。
衆
生
の
中
で
、
時
代
の
代
表
と
し
て
選
ば
れ
た
貫

主
は
、
日
蓮
大
聖
人
を
手
本
と
し
て
、
法
華
経
の
行
者
と
し

て
信
仰
す
る
と
い
う
こ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
を
伝
え
ま
す
。

そ
れ
こ
そ
が
相
承
で
あ
り
、
血
脈
で
あ
り
ま
す
。

一
切
衆
生
の
仏
性
、

汝
等
皆
菩
薩
の
道
を
行
じ
て
当
に
作
仏
す
る
こ
と
を
得
ベ

し
を
否
定
し
、
貫
主

一
人
が
法
の
全
て
を
所
持
す
る
と
か
、
貫

主
そ
の
も
の
が
法
で
あ
る
と
矛
盾
を
強
言
す
る
な
ら
ば
、

日
蓮
は
即
ち
不
軽
菩
薩
為
る
可
し

の
金
言
に
よ
り
考
え
た
時
、
時
の
貫
主
は
不
軽
菩
薩
の
生
き

様
を
否
定
し
、
か
つ
、
不
軽
苦
薩
を
踏
み
に
じ
る
大
馬
鹿
者

と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
り
ま
す
。

法
華
経
の
行
者
と
し
て
生
き
る
と
い
う
こ
と
が
、
末
法
の

成
仏
で
あ
り
、
血
脈
、
相
承
の
本
質
な
の
で
あ
り
ま
す
。
そ

ん
な
も
の
だ

っ
た
ら
重
々
し
く
な
い
じ
ゃ
な
い
か
、
お
ご
そ

か
じ
ゃ
な
い
、
神
秘
的
じ
ゃ
な
い
と
思
う
人
が
い
る
と
思
う

が
、
仏
法
は

一
切
衆
生
成
仏
の
為
に
説
か
れ
て
い
る
も
の
で

あ
っ
て
、
そ
ん
な
こ
と
の
為
に
あ
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ

り
ま
す
。

宗
教
乱
立
の
中
で
、
法
華
経
の
行
者
は
日
蓮
大
聖
人
だ
け

で
あ
り
、
六
老
僧
は
じ
め
多
く
の
弟
子
の
中
で
法
華
経
の
行

者
は
日
興
上
人
、
日
目
上
人
だ
け
だ

っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

そ
し
て
、
日
興
上
人
は
ニ
ケ
の
相
承
を
五
老
僧
に
も
日
目

上
人
に
も
他
の
僧
に
も
披
露
し
て
い
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
法

華
経
の
行
者
と
し
て
、
生
身
の
生
き
方
を
持

っ
て
、
日
蓮
大

聖
人
の
本
因
妙
の
法
を
示
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
ざ
か
し

い
文
章
や
文
献
で
、
免
許
皆
伝
の
巻
物
の
様
に
、
そ
れ
を
持

っ

て
い
る
か
ら
法
華
経
の
行
者
、
持

っ
て
い
な
け
れ
ば
法
華
経
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の
行
者
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

大
石
寺
貫
主
相
承
の
系
譜
が
あ
ま
り
に
も
無
防
備
で
矛
盾

に
満
ち
て
、
十
才
で
日
有
上
人
が
九
世
を
名
乗
ろ
う
が
、
十

三
才
で
日
鎮
上
人
が
十
二
世
を
名
乗
ろ
う
が
、
九
才
で
日
院

上
人
が
十
三
世
を
名
乗
ろ
う
が
、
た
く
さ
ん
の
後
見
人
が
法

華
経
の
行
者
と
し
て
、
法
華
経
の
行
者
を
育
て
た
系
譜
こ
そ

が
、
大
石
寺
の
本
来
の
相
承
で
あ
り
血
脈
で
あ

っ
た
の
で
あ

り
ま
す
。
血
脈
相
承
は
、　
一
切
衆
生
の
仏
性
に
差
別
区
別
な

く
、
平
等
に
抱
か
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

創
価
学
会
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
日
顕
氏
を
貫
主
と
し
血

脈
相
承
を
怒
声
に
載
せ
て
主
張
し
て
い
る
大
石
寺
も
、
不
軽

菩
薩
の

ｏ
一
切
衆
生
の
仏
性
に
対
す
る
尊
敬
と
、
自
身
の
他
に
対
す

る
軽
慢
の
自
省

ｏ
一
切
衆
生
が
法
華
経
の
行
者
と
し
て
等
し
く
成
仏
す
る
こ

と
を
認
め
、
肯
定
し
、
歓
喜
す
る
こ
と

こ
の
こ
と
か
ら
外
れ
て
、
何
を
相
承
し
た
と
い
う
の
か
。

ど
う
し
て
成
仏
す
る
と
い
う
の
か
。
貫
主
を
自
称
し
て
二
十

余
年
、
憎
悪
の
心
と
猜
疑
の
心
を
ぶ
つ
け
あ
う
恥
辱
に
ま
み

れ
た
ヒ
ス
テ
リ
ッ
ク
な
年
月
で
あ
り
、
不
軽
菩
薩
の
教
え
か

ら
遥
か
に
遊
離
し
忘
却
し
、
相
承
の
有
無
を
問
う
も
虚
し
い

生
き
方
を
見
せ
て
く
れ
た
。
し
か
し
あ
な
た
で
も
仏
性
が
あ

る
の
だ
か
ら
、
元
気
を
出
し
て
余
生
、
気
を
取
り
直
し
て

我
深
く
汝
等
を
敬
う
、
敢
て
軽
慢
せ
ず

所
以
は
何
ん
、
汝
等
皆
菩
薩
の
道
を
行
じ
て
、

当
に
作
仏
す
る
こ
と
を
得
べ
し

を
憶
持
し
て
も
ら
い
た
い
。

日
顕
氏
を
取
り
巻
く
僧
侶
も
、
自
分
の
生
活
保
持
の
為
に

日
顕
氏
を
仏
に
祭
り
上
げ
る
愚
行
を
反
省
し
、
不
軽
菩
薩
の

振
舞
に
こ
そ
、
真
の
大
石
寺
法
門
で
あ
る
こ
と
に
目
醒
め
て

頂
き
た
い
。
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