
日
蓮
大
聖
人
の
教
義
を
否
定
す
る

『御
肉
牙
』
な
る
物
を
否
定
す
る

廣

田

頼

道

ど
う
い
う
理
由
か
、
い
つ
か
ら
か
も
分
ら
ず
、
そ
し
て
日
蓮
大

聖
人
の
法
門
の
裏
付
も
な
い
ま
ま
、
大
石
寺
の
御
宝
蔵
に
は

『御

肉
牙
』
と
い
う
も
の
が
収
納
さ
れ
て
い
る
。

私
達
が
小
僧
の
時
か
ら
聞
か
さ
れ
た

『
御
肉
牙
』
の
話
し
と
は
、

日
蓮
大
聖
人
が
御
在
世
の
時
、
歯
が
抜
け
て
、
そ
の
歯
に
肉

片
が
付
い
て
い
て
、
全
世
界
の
人
が
日
蓮
正
宗
の
信
仰
を
す
る

よ
う
に
な
る
広
宣
流
布
の
時
点
で
そ
の
肉
が
ど
ん
ど
ん
増
え
て

行
き
、
歯
を
全
部

つ
つ
み
こ
む
の
で
あ
る
。
も
う
半
分
位
肉
が

お
お

っ
て
来
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
聞
か
さ
れ
、
私
は
、
日
蓮
大
聖
人
の
教
え
が
正
し

い
な
ら
ば
、
そ
ん
な
考
え
ら
れ
な
い
奇
跡
が
、
日
蓮
大
聖
人
だ
け

は
特
別
に
通

っ
て
し
ま
う
ん
だ
と
思
い
込
ん
で
い
た
。
し
か
し
、

そ
の
時
点
で

『
御
肉
牙
』
を
見
た
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
な
か

っ
た
。

私
は
御
宝
蔵
の
掃
除
当
番
に
な
る
度
に
、
ま
だ
見
ぬ

『
御
肉
牙
』

が
自
分
の
心
臓
と
同
じ
よ
う
に
血
が
流
れ
脈
打

っ
て
い
る
姿
を
頭

に
浮
か
べ
て
い
た
。

小
僧
の
時
は
分
ら
な
か

っ
た
が
、
こ
の

『御
肉
牙
』
が
ま
る
で

秘
仏
の
様
に
、
本
尊
よ
り
も
大
切
で
貴
重
な
も
の
の
様
に
扱
わ
れ
、

貫
主
の
代
が
替
る

「代
替
り
法
要
」
の
時
に
な
る
と
、　
一
般
に
開

帳

（公
開
）
さ
れ
、
参
詣
僧
俗
の
合
掌
唱
題
の
も
と
に
拝
ま
れ
る

の
で
あ
る
。

私
は
昭
和
三
十
八
年

（
一
九
六
三
）
日
達
上
人
を
師
匠
と
し
て

出
家
し
た
為
に
、
永
く
代
替
り
は
無
く
、
こ
の

『
御
肉
牙
』
を
ど

の
様
に
扱
う
の
か
見
聞
し
た
の
は
、
日
達
上
人
亡
き
後
の
不
正
な

日
顕
上
人

（本
名
阿
部
信
雄
）
の
代
替
法
要
の
時
が
最
初
で
最
後

だ

っ
た
。

大
講
堂
大
広
間
の

一
段
高
く
な

っ
て
い
る
北
側

（御
本
尊
側
）

に
、
久
保
川
法
章
師
を
中
心
に
、
法
臓
の
古
い
方
が
、
十
人
前
後
、

真
横

一
例
に
並
ん
で
題
目
を
唱
え
、
私
達
僧
俗
は
大
広
間
西
の
下

手
横
の
入
口
か
ら
合
掌
唱
題
し
乍
、
『
御
肉
牙
』

の
方

へ
近
付
き

乍
Ｕ
字
形
の
順
路
を
取

っ
て
、
全
体
が
宝
塔
形
で
胴
の
部
分
が
透

明
な
ガ
ラ
ス
に
な

っ
て
い
る
器
物
の
中
に
あ
る
で
あ
ろ
う

『
御
肉

牙
』
な
る
も
の
に
、
三
メ
ー
ト
ル
か
五
メ
ー
ト
ル
迄
近
付
く
の
で

あ
る
が
歩
行
し
乍
ら
、
合
掌
唱
題
で
順
行
し
通
り
過
ぎ
る
の
で
あ

り
、
む
こ
う
は
歯

一
本
で
あ
る
わ
け
だ
か
ら
、
何
が
何
ん
だ
か
わ

か
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

私
は
ま
じ
ま
じ
と
手
に
取
ら
せ
て
く
れ
て
、
見
せ
て
も
ら
え
な
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か

っ
た
か
ら
不
満
を
持

っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
無
い
し
、
そ
ん

な
こ
と
を
型
む
必
要
も
な
い
し
、
又
大
石
寺
に
そ
れ
を
求
め
て
も

応
え
て
は
く
れ
な
か

っ
た
で
あ
ろ
う
と
思
う
。

私
は
あ
の
場
面
に
身
を
置
い
て
合
掌
唱
題
を
し
て
進
み
乍
、
自

分
に
嫌
悪
を
抱
い
て
し
ま

っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

こ
れ
は

「淫
詞
邪
教
」
だ
と
思

っ
た
。

二
十
年
た

っ
た
現
在
で
も

『
御
肉
牙
』
な
る
も
の
は
、
日
蓮
大

聖
人
よ
り
身
も
心
も
は
る
か
に
へ
だ
た

っ
た
者
、
法
門
の
わ
か
ら

な
い
者
が
、
た
だ
大
石
寺
は
す
ご
い
ん
だ
、
日
蓮
は
す
ご
い
ん
だ

と
、
御
信
者
や
世
間
に
広
告
す
る
為
に
編
出
し
、
分
ら
な
い
者
が

あ
り
が
た
が

っ
て
、
出
来
上
り
、
伝
え
ら
れ
て
来
た
も
の
と
考
え

る
の
で
あ
り
ま
す
。

何
故
か
な
ら
ば
、
日
蓮
大
聖
人
は
法
華
身
読
に
よ
っ
て

『
御
肉

牙
』
な
る
も
の
を
秘
仏
の
様
に
拝
す
る
こ
と
を
、
末
法

一
切
衆
生

に
示
し
た
は
ず
で
は
な
い
か
ら
で
あ
り
ま
す
。

以
下

『
御
肉
牙
』
が
い
か
に
仏
法
に
外
れ
る
愚
劣
な
物
か
を
説

明
さ
せ
て
頂
く
。

旧
版
宗
学
要
集
十
巻

（
２９８
Ｐ
）
も

つ
と
古
い

（山
喜
一房
版
）
で

は
第
五
巻
宗
史
部

（
一
）
（
３‐９
Ｐ
）
に

一
、
日
蓮
聖
人
肉
附
之
御
歯

一
枚

又
御
生
骨
と
稀
す
、
蓮
祖
の
存
日
生
歯
を
抜
き
血
脈
相
承

の
證
明
と
為
て
之
レ
を
日
興
に
賜
ひ
事
の
廣
布
の
時
に
至
ら

ば
光
明
を
放

つ
べ
き
な
り
云
々
、
日
興
よ
り
日
目
に
相
博
し

代
々
附
法
の
時
之
レ
を
譲
り
興
ふ
、　
一
代
に
於

て
只

一
度
代

替
姦
携
の
剋
之
を
開
封
し
奉
り
拝
見
に
入
れ
し
む
常
途
之
レ

を
聞
か
ず
。

と
、
示
さ
れ
て
い
る
。

こ
の

「大
石
寺
明
細
誌
」
は
、
大
石
寺
四
十
八
世
日
量
上
人
の

著
述
で
、
文
政
六
年

（
一
八
二
三
）
五
月
、
五
十
二
才
の
時
に
著

述
さ
れ
た
と
す
る
も
の
で
、
大
石
寺
の
ま
さ
し
く
縁
起
か
ら
塔
中

の
配
置
寸
法
、
什
宝
、
蔵
書
さ
れ
て
い
る
御
書
の
目
録
、
道
具
類
、

山
内
薔
跡
、
末
寺
の
住
所
、
寺
名
等
々
、
ま
さ
し
く
明
細
誌
と
い

わ
れ
る
ほ
ど
、
ダ
イ
ジ

ェ
ス
ト
に
ま
と
め
書
か
れ
て
い
る
も
の
で

あ
る
。

右
に
あ
げ
た
、
「
日
蓮
聖
人
肉
附
之
御
歯

一
枚
」

は
什
宝

の
頃

に
示
さ
れ
、
戒
壇
の
本
尊
、
日
蓮
聖
人
御
影

（
日
法
作
最
初
仏
）

の
次
に
こ
の
肉
附
之
歯
が
示
さ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

こ
こ
で
不
思
議
な
点
は
、
こ
の

『
明
細
誌
』
に
は
私
達
が
小
僧

の
時
か
ら
聞
か
さ
れ
た

広
宣
流
布
の
暁
に
は
肉
が
も
り
上

っ
て
歯
全
体
を
包
み
込
む
。

と
い
う
内
容
が
な
く
、
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広
布
の
時
に
至
ら
ば
光
明
を
放

つ
べ
き
な
り

と
な

っ
て
い
る
点
で
、
い
つ
の
時
代
に
変
質
し
て
し
ま

っ
た
の
か

と
い
う
点
で
あ
る
。

次
に
こ
の

『
明
細
誌
』
の
あ
と
が
き
に
は
、
仙
台
仏
眼
寺
住
職

寿
園
院
日
侍
の
書
写
本
を
用
い
て
日
量
上
人
の
正
本
が
な
い
と
い

う
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
あ
と
書
き
全
文
を
こ
こ
に
あ
げ
る
。

右
謹
で
之
を
舞
閲
し
奉
し
且
シ
尊
命
に
随
て
手
嘗
甲
申
六
十
五

歳
よ
り
老
眼
を
以
て
之
を
書
篤
し
奉
り
寺
贅
に
備
ふ
、
追
日
再
篤

し
て
再
冊
と
成
す
べ
し
、
其
所
以
如
何
虫
喰
磨
滅
を
恐
る
、
又
其

餘
は
書
鳥
を
堅
く
之
を
禁
ず
他
門
に
散
在
す
る
を
怖
る
敢
テ
惜
惜

に
非
ず
、
即
尊
命
に
云
ハ
く
深
信
の
者
に
於
て
之
を
弄
見
せ
し
む

べ
し
と
、
是
即
秘
し
て
之
を
博
ふ
べ
き
の
垂
述
に
し
て
遠
く
散
在

を
制
す
る
誠
言
な
り
、
後
哲
深
く
之
を
思
考
せ
よ
、
若
シ
深
信
来

至
し
て
聴
間
を
願
ふ
に
於
て
は
日
々
夜
々
と
雖
モ
聴
間
に
備
ふ
ベ

し
、
是
即
教
諭
の
最
要

一
宗
顕
本
の
基
源
な
り
働
て
之
を
務
む
べ

し
、
然
り
と
雖
モ
書
篤
を
許
す
べ
か
ら
ず
終
に
軽
卒
散
在
を
成
さ

ん
、
既
に
今
営
門
秘
書
世
上
に
散
在
す
、
爾
る
に
亦
解
せ
ず
信
せ

ず
還
て
謗
の
助
と
成
る
此
意
深
く
之
を
思
量
せ
よ
、
夫
今
此
冊
や

御
本
博
廣
博
な
り
と
雖
モ
然
も
客
し
て
要
を
取
り
御
大
事
を
文
底

に
含
め
開
祖
御
離
山
の
元
由
著
明
高
顕
な
り
、
五
百
有
餘
歳
の
往

昔
今
眼
前
に
し
て
御
贅
物
奮
跡
掌
中
に
観
る
が
如
し
、　
〓
ホ
大
本

山
本
門
戒
壇
の
霊
場
文
に
在
て
分
明
顕
然
な
り
、
若
シ
文
上
者
為

り
と
雖
モ
正
信
を
以
て
之
を
弄
せ
ば
忽
に
前
非
を
悔
ひ
文
底
に
掃

入
す
べ
き
賓
朋
な
り
、
若
シ
又
廣
布
の
時
に
到
り
て

一
宗

の
本
源

御
純
明
在
る
に
於
て
は
先
ッ
此
ノ
贅
冊
を
以
て
上
聞
に
達
す

べ
き

者
か
、
而
し
て
後
間
に
任
せ
答
ふ
べ
し
是
併

つ
諸
末
寺
に
於
て
も

得
意
最
要
な
り
、
既
に
今
権
経
名
字
過
て
述
門
題
目
盛
な
り
、

若
シ
爾
ら
ば
本
門
の
廣
布
近
に
在
る
こ
と
之
を
疑
は
ん
、
務
め
よ

や
務
め
よ
や
専
ら
修
理
を
加
え
勤
行
を
致
し
待
ち
奉
る
べ
き
者
な

り
爾
か
云
ふ
。

文
政
第
七

甲
申
歳
正
月
十
八
日
、
法
龍
佛
眼
に
於
て
謹
で
之
を

書
す
。

編
者
曰
く

「量
師
の
正
本
を
見
ず

一
二
の
韓
篤
本
に
依
る
誤
字

多
け
れ
ど
も
強
い
て
は
改
め
ず
、
少
し
く
訂
正
を
加

へ
全
文
延
べ

と
為
す
、
又
此
書
は
先
師
も
曽
て
怪
苛
の
書
と
貶
せ
ら
れ
た
れ
ど

も
篤
博
八
方
に
飛
び
を
れ
る
よ
り
正
評
を
加

へ
て
誤
解
な
き
や
う

努
む
る
必
要
あ
る
よ
り
、
全
然
誤
謬
に
属
す
る
所
に
は
傍
に
○
○

鶏
を
附
し
、
疑
義
に
属
す
る
分
に
は
△
△
路
を
施
し
て
、
讀
者
の

注
意
を
惹
か
ん
と
」
す
、
後
跛
の
文
は
仙
台
佛
眼
寺
の
住
壽
園
院

日
椅
の
筆
に
し
て
純
信
の
文
字
な
り
。

-14-―



実
に
こ
の
あ
と
書
き
は
矛
盾
に
満
ち
た
内
容
で
あ
る
こ
と
が
分

′り
。

①
日
量
上
人
は
文
政
六
年
五
月
に
こ
の

『
明
細
誌
』
を
著
述
さ
れ

て
い
る
。
そ
れ
を
何
故

一
年
後
の
文
政
七
年
五
月
十
八
日
付
で
密

命
を
受
け
た
か
の
様
子
で

○
其
餘
は
書
写
を
堅
く
出
を
禁
ず
他
門
に
散
在
す
る
を
怖
る

○
尊
命
に
云
は
く
深
信
の
者
に
於
て
出
を
拝
見
せ
し
む
べ
し
と
、

是
即
秘
し
て
出
を
侍
ふ
べ
き
の
垂
述
に
し
て
遠
く
散
在
を
制
す

る
誠
言
な
り

○
若
し
文
上
者
為
り
と
雖
も
正
信
を
以
て
之
を
拝
せ
ば
忽
に
前
非

を
悔
ひ
文
底
に
帰
入
す
べ
き
宝
朋
な
り
、
若
し
又
廣
布
の
時
に

到
り
て

一
宗
の
本
源
御
純
明
在
る
に
於
て
は
先
づ
此
の
宝
朋
を

以
て
上
間
に
達
す
べ
き
者
か

何
を
伝
え
た
い
の
か
伝
え
た
く
な
い
の
か
が
ま

っ
た
く
分
ら
な
い

よ
う
に
書
い
て
あ
り
ま
す
。
『
明
細
誌
』
の
中
で
、
塔
中
の
寸
法

も
歴
代
も
末
寺
も
秘
密
に
し
て
お
く
必
要
も
な
け
れ
ば
文
底
の
甚

秘
で
も
な
い
わ
け
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
こ
の
点
が
疑
間
で
あ
り
ま

す
。

②
こ
の
あ
と
書
き
の
主
語

（本
音
）
は
何
か
と
読
み
重
ね
る
と
、

私
は五

百
有
餘
歳
往
昔
今
眼
前
に
し
て
御
宝
物
奮
跡
業
中
に
観
る
が

如
し

で
あ
り
、
什
宝
の
項
目
を
色
々
な
項
目
に
ま
ぶ
し
て
示
し
て
あ
る

と
い
う
こ
と
が
良
く
分
り
ま
す
。

何
故
こ
の
よ
う
に
不
明
朗
に
す
る
必
要
が
あ
る
の
か
が
疑
間
で

あ
り
ま
す
。

③
日
蓮
大
聖
人
の
入
滅
が

一
二
八
二
年
、
こ
の

『
明
細
誌
』
が

一

八
二
三
年
、
五
四

一
年
の
間
に

一
度
も

「肉
附
之
歯
」
が
出
て
こ

な
か

っ
た
と
い
う
こ
と
は
疑
間
よ
り
も
不
審
と
し
か
言
え
な
い
。

④
堀
上
人
も
△
△
で
疑
義
を
表
明
し
て
い
る
、
戒
旦
本
寺
の
記
述

（２９８
Ｐ
）

古
侍
に
云
は
く
此
木
浮
ニヒ
出
テ
甲
州
七
面
山
之
池
上
一
夜
々
放
ン

光
明
フ

等
の
表
現
も
、
特
別
に
不
思
議
な
る
あ
り
が
た
味
を
わ
ざ
と
付
け

加
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
み
で
、
ま

っ
た
く
大
聖
人
の
法
門
と
か

け
離
れ
た
こ
と
と
疑
間
を
持

つ
。

⑤
　
一示
都
要
法
寺
の
玉
野
日
志
は
明
治
八
年
六
月
十
二
日
付
の
飯

能
本
門
社
刊
行

「
大
石
寺
明
細
誌
の
批
判
」
に
お
い
て

日
蓮
聖
人
肉
附
の
御
歯
　
　
　
　
　
　
一
枚

又
御
生
骨
と
称
す
。
蓮
祖
存
す
る
日
、
生
歯
を
抜
て
血
豚
相
承

の
証
明
と
篤
し
之
を
日
興
に
賜
ふ
。
事
の
広
布
の
時
、
至
れ
ば
光
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明
を
放

つ
可
し
云
々
。
日
興
よ
り
日
目
に
相
伝
し
代
々
附
法
の
時
、

之
を
授
与
す
。　
一
代
に
於
て
只

一
度
代
替
虫
払
の
剋
、
之
を
開
卦

し
奉
り
寿
見
に
入
ら
し
む
。
常
途
は
之
を
開
か
ず
。

智
伝
日
志
評
し
て
云
く
。
奇
な
る
哉
、
怪
し
い
哉
。
昔
両
山

（京
都
要
法
寺
、
上
野
大
石
寺
）
通
用
の
節
は
曽
て
此
の
説
あ
る

こ
と
な
し
。
文
政
年
間

（「大
石
寺
明
細
誌
」
文
政
六
年
）
に
至

て
、
彼
の
員
済
等
が
奇
怪
の
説
を
以
て
弘
法

（高
野
山
）
が
徳
を

魔
飾
し
以
て
愚
民
を
眩
惑
せ
し
む
る
に
習
っ
て
、
か
ゝ
る
奇
怪
の

説
を
設
け
た
る
か
。
道
心
あ
ら
ん
者
は
仏
祖
の
照
覚
を
恥
べ
き
な

いソ
。日

精
家
中
抄
に
云
く
。
伊
勢
法
印
と
問
答
じ
玉
う
時
も

一
両
句

に
て
閉
口
致
さ
せ
た
る
も
此
の
相
伝

（早
勝
間
答
十
箇
條
）
の
故

な
り
。
其
の
頃
、
御
牙
歯
脱
落
す
。
聖
人
此
の
歯
を
以
て
日
目
に

授
け
我
に
似
り
問
答
能
く
せ
よ
と
て
玉
は
り
け
る
御
肉
付
の
御
歯

と
申
す
は
是
也

（此
の
歯
当
山
霊
宝
の
随

一
也
、
広
宣
流
布
の
日

放
光
し
給
う
可
じ
と
云
え
り
）
。
大
聖
人
の

一
紙
の
血
泳
を
以
て

日
目
に
下
さ
る
る
其
文
に
云
く
。
日
興
に
物
書
か
ゝ
せ
日
目
に
問

答
さ
せ
、
又
外
に
弟
子
ほ
し
や
と
思
は
ず
小
日
蓮
、
小
日
蓮
、
云

云
己

上
夫
。
此
の
文
の
如
く
な
ら
ば
蓮
祖
も
亦
同
凡
夫
の
日
は
既

に
病
に
沈
み
玉
う
こ
と
も
あ
れ
ば
左
あ
る
こ
と
も
あ
る
や
に
思
は

る
れ
ど
も
附
言
し
て
、
流
布
の
日
放
光
し
玉
う
べ
し
と
云
う
。
未

審
し
。
唯
虚
実
を
祭
せ
よ
、
妄
伝
を
記
し
て
愚
信
を
取
る
の
謂
な

ら
ん
か
、
仏
法
中
に
決
し
て
此
の
道
理
あ
る
こ
と
な
し
是

一
。

日
精
明
に
御
牙
歯
脱
落
す
と
云
う
。
則
ち
肉
を
離
れ
て
自
然
と
脱

け
た
る
な
り
、
何
ぞ
生
歯
を
抜
き
玉
う
と
云
や
、
是
二
。
　

又
、

日
精
間
答
よ
く
せ
よ
と
日
目
に
玉
は
り
け
る
と
云
へ
り
。
何
ぞ
付

属
の
証
明
と
し
て
日
興
に
玉
う
。
日
興
よ
り
日
目
に
相
伝
す
と
虚

談
を
設
く
る
や
、
是
三
。
　

又
、
仏
法
中
に
生
歯
を
抜
て
付
属
の

証
明
と
す
る
文
証
あ
り
や
、
身
を
傷
け
て
法
を
伝
付
す
る
道
理
あ

り
や
、
外
典
猶
を
身
体
八
膚
を
保
護
す
る
を
以
て
孝
養
と
す
。
況

や
五
十
の
功
徳
を
備
え
六
根
備
足
せ
る
法
華
の
行
者
自
ら
身
を
傷

う
て
法
を
付
す
る
道
理
な
き
を
や
。
是
四
。
　

又
日
精
は
唯
霊
宝

の
随

一
と
云
っ
て
、
其
の
餘
を
語
ら
ず
、
然
る
に
今
既
に
直
に
目

師
に
授
け
玉
へ
る
を
新
に
興
師
に
授
け
玉
う
と
偽
説
す
る
上
、
代
々

附
法
の
時
之
を
譲
与
す
。　
一
代

一
度
之
を
開
封
し
奉
る
等
と
云
ヘ

る
は
全
く
文
政
年
間
に
事
を
巧
ん
で
愚
民
を
惑
は
す
策
客
な
る
べ

し
。
実
に
夫
れ
仏
法
の
証
明
と
な
す
べ
き
霊
宝
な
ら
ば
目
師
何
ぞ

遺
状
を
残
し
玉
は
ざ
る
や
。
又
日
精
、
日
道
の
付
属
有
無
の
難
を

伝
す
る
に
何
ぞ
之
を
挙
げ
て
証
せ
ぎ
る
や
。
其
の
代
々
の
伝
を
記

し
血
泳
相
承
を
語
る
に
及
ん
で
何
ぞ
、
毛
端
も
此
事
を
述
べ
ぎ
る

や
。
古
来
遂
に
伝
は
ら
ざ
る
処
、
知
ん
ぬ
。
文
政
年
間
の
策
署
な

り
と
云
う
こ
と
を
、
是
五
。
　

又
、
溺
信
す
る
物
の
云
く
、
流
布
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の
日
、
山
　
枚
不
足
な
る
帝
■
あ
る
べ
し
、
此
の
歯
を
以
て
備
足

せ
じ
め
て
迦
祖
な
る
こ
と
を
知
る
と
。
又
、
云
く
。
御
肉
、
年
を

追
て
増
大
す
と
。
此
の
三
説
、
猶
、
文
政
年
中
に
記
せ
ぎ
る
処
な

り
。
其
の
跡
を
追
う
て
怪
説
を
な
す
こ
と
最
も
務
め
た
り
。
本
化
、

国
主
な
る
こ
と
を
顕
は
さ
ん
と
し
て
生
歯
を
抜
き
玉
へ
る
や
、
年

を
追
う
て
増
大
す
る
肉
を
入
れ
歯
す
る
に
至
て
取
り
捨
て
る
や
。

自
然
微
少
に
な
り
て
、
入
歯
後
に
面
門
俄
開
の
類
な
る
や
。
未
審

又
、
肉
身
遂
に
朽
滅
す
る
は
仏
家
の
常
談
。
実
に
夫
れ
肉
の
増
大

す
る
こ
と
あ
ら
ば
天
魔
波
旬
の
所
業
な
り
、
若
し
然
ら
ば
愚
民
を

惑
溺
せ
し
め
て
利
を
射
ん
と
欲
す
る
作
物
な
る
べ
し
、
是
六
。

か
ゝ
る
奇
異
を
説
て
人
民
を
惑
溺
せ
し
む
る
邪
教
に

一
味
の
説
は

深
義
に
よ
っ
て
正
理
を
立

つ
る
興
門

一
派
の
名
を
械
す
処
な
り
。

い
か
に
無
道
念
に
し
て
名
利
を
求
れ
ば
と
て
、
か
く
ま
で
奇
怪
を

設
て
人
を
惑
は
す
は
餘
り
の
業
に
あ
ら
ず
や
。
信
者
平
心
に
思
惟

す
べ
し
。
其
の
御
肉
付
の
歯
と
云
い
、
又
は
御
生
骨
と
云
は
、
死

後
の
自
骨
に
簡
別
せ
る
こ
と
ば
に
し
て
実
に
肉
と
云
へ
る
程
の
物

付
き
ま
と
う
て
あ
る
に
あ
ら
ず
。
現
在
、
今
日
、
肉
を
離
れ
て
自

然
と
脱
落
た
る
歯
に
肉
と
云
へ
る
程
の
物
付
て
落
ち
る
や
。
肉
の

付
て
自
然
と
脱
落
る
道
理
あ
り
や
。
能
く
此
の
理
を
明
め
て
彼
の

狐
狸
の
説
に
惑
は
さ
る
る
こ
と
勿
れ
。

こ
の
よ
う
に
六
項
目
を
あ
げ
て
批
判
し
て
い
る
。

又
、
昭
和
四
十
八
年
八
月
廿
五
日
付
本
門
社
刊
行
の
木
下
日
順

編
著

「改
訂
四
版
」
「創
価
学
会
は
邪
教
か
？
　
や
さ
し
い
入
門

書
』
の
中
に
お
い
て
も

御
　

身

　
骨

　

（肉
付
き
の
歯
）

創
価
学
会
云
く

『富
士
の
大
石
寺
に
は

「
日
蓮
聖
人
肉
付
の
御

歯
』
と
い
う
霊
玉
が
あ
る
。
そ
の
肉
が
生
長
し
て
、
歯
を
覆
い
尽

く
し
た
時
が
、
広
宣
流
布
の
時
で
現
在
、
歯
の
先
が
し
こ
し
残

つ

て
い
る
だ
け
だ
か
ら
広
宣
流
布
は
近
い
。

こ
の
霊
宝
は
住
職

一
代
に

一
度
だ
け
、
住
職
交
代
の
普
山
式
の

時
だ
け
し
か
公
開
し
な
い
。
こ
の
御
肉
牙
が
あ
る
こ
と
に
よ
つ
て
、

大
石
寺
の
教
団
、
創
価
学
会
が
、
血
脈
相
承
し
て
い
る
證
拠
に
な

る
。
』批

判
し
て
云
く

『
こ
の
御
肉
牙
に
関
し
て
は
、
大
石
寺
は
象

嗅

北
山
に
も
、
要
法
寺
に
も
、
西
山
に
も
、
昔
の
文
献
が
な
い
の
で

す
。
大
石
寺
の
い
う
よ
う
に
、
日
目
が
、
ほ
ん
と
う
に
日
蓮
聖
人

か
ら
、
肉
付
き
の
歯
を
、
い
た
だ
い
た
の
な
ら
、
そ
の
門
下
の
、

大
石
寺
四
代
の
日
道
の
三
師
伝
や
、
京
都
要
法
寺
の
日
尊
の
記
録

に
、
何
か
書
か
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。
』

日
目
の
門
下
の
房
山
日
郷
の
門
流
の
古
記
録
に
も
な
い
の
で
す
。
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し
か
ら
ば
、
こ
の
御
肉
牙
が
記
録
に
出
て
来
る
の
は
、　
一
番
古
い

の
で
、
何
時
頃
か
と
い
う
と
、
徳
川
時
代
の
初
期
に
な

つ
て
か
ら

で
す
。

徳
川
の
初
期
に
、
有
名
な
家
康
の
愛
妾

「
お
万
さ
ま
」
に
よ
つ

て
、
日
昭
門
流
の
玉
沢
法
華
経
寺

（箱
根
）
が
盛
大
に
な

つ
て
、

血
脈
相
承
の
秘
宝
と
し
て
、
日
蓮
聖
人
の

「御
歯
二
枚
」
が
宣
伝

さ
れ
た
の
で
、
大
石
寺
で
も
そ
れ
を
ま
ね
し
て
、
偽
造
し
た
の
で

は
な
い
か
と
思
は
れ
ま
す
。
大
石
寺
の
文
書
で
御
肉
牙
の
記
載
の

あ
る
の
は
、
徳
川
初
期
、
十
八
代
日
精
の
家
中
抄
が

一
番
始
め
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

し
か
も
、
こ
の
御
肉
牙
は
、
肉
が
付
い
た
ま
ゝ
、
脱
け
た
と
い

う
の
で
す
。
こ
れ
に
対
し
て
、
北
山
本
門
寺
の
玉
野
日
志
は
、
画

山
問
答
に
於
て

「人
間
の
歯
が
脱
け
る
時
、
肉
が

つ
い
て
脱
け
る

は
ず
が
な
い
。
願
病
患
者
で
は
あ
る
ま
い
し
。
常
識
か
ら
考

へ
て

も
、
大
石
寺
の
御
肉
牙
は
、
怪
し
い
も
の
だ
」
と
い
つ
て
い
ま
す
。

大
石
寺
に
あ
る
と
い
う
、
御
肉
牙
は
、
日
蓮
聖
人
の
歯
で
な
い

こ
と
は
、
文
献
上
か
ら
も
、
は
つ
き
り
わ
か
る
し
、
又
常
識
か
ら
、

歴
史
的
に
推
論
し
て
も
、
考
え
ら
れ
る
の
で
す
。

し
か
ら
ば
、
大
石
寺
の
歯
は
、
何
か
？
と
い
ふ
と
第

一
、
そ
れ

が
、
は
た
し
て
、
人
間
の
歯
か
否
か
と
い
ふ
こ
と
が
問
題
で
す
。

富
士
山
麓
、
青
木
ケ
原
か
ら
拾

つ
て
き
た

「
オ
オ
カ
ミ
」
の
歯

か
？

「
イ
ノ
シ
シ
」
の
歯
か
？

は
た
ま
た
、
瀬
病
に
な

つ
た
、
大
石
寺
四
代
日
道
や
、
九
代
日

有
の
歯
が
、
ど
こ
か
に
、
か
く
し
て
あ

つ
た
の
を
、
徳
川
初
期
に
、

あ
た
か
も
日
蓮
聖
人
の
御
歯
の
如
く
に
ギ

マ
ン
し
て
、
ヤ
シ
の
如

く
に
イ
ン
チ
キ
の
見
せ
物
に
し
た
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

而
も
こ
の
怪
や
し
げ
な
物
に
対
し
て

「事
の
広
布
の
時
至
ら
ば
、

光
明
を
放

つ
べ
し
…
云
々
」
と
い
つ
て
い
る
の
で
す
。
こ
の
よ
う

な
非
常
識
な
も
の
に
、
た
ば
ら
か
さ
れ
て
い
る
学
会
員
が
気
の
毒

で
す
。

大
石
寺
で
は
、
い
ろ
い
ろ
の
こ
じ

つ
け
を
し
て
、
日
日
と
伊
勢

法
師
と
問
答
し
て
、
日
目
が
勝

つ
た
の
で
、
「
我
に
あ
や
か
り
て
、

間
答
よ
く
せ
よ
と
い
い
給
ふ
。
…
…
大
聖
人

一
紙
の
血
脈
を
以
て
、

日
目
に
下
さ
る
。
そ
の
文
に
云
く

「
日
興
に
物
書
か
せ
、
日
目
に

問
答
さ
せ
て
、
又
外
に
弟
子
欲
し
や
と
思
は
ず
。
小
日
蓮
、
小
日

蓮
、
己
上
」
と
、
徳
川
時
代
に
な

つ
て
か
ら
、
い
つ
て
い
ま
す
。

日
目
と
伊
勢
法
師
と
の
問
答
は
、
歴
史
的
事
実
で
あ

つ
た
か
も

知
れ
な
い
が
、
御
肉
牙
の
存
在
に
よ
つ
て
、
大
石
寺
の
血
脈
相
承

を
證
明
は
出
来
な
い
の
で
す
。

日
蓮
上
人
滅
後
、
三
百
年
頃
か
ら
、
現
れ
出
て
き
た
御
肉
牙
に

真
実
性
が
な
い
か
ら
で
す
。

し
か
も
こ
の
肉
牙
の
肉
が
生
長
す
る
と
い
う
の
で
す
。
わ
か
り
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や

‘―
く
い
ス
は
、
バ
ク
テ
リ
ア
に
よ

っ
て
、
腐
敗
し

つ
ゝ
あ
る
の

で
す
。
御
肉
牙
は
腐

つ
て
い
る
の
で
す
。
御
肉
に
よ
っ
て
完
全
に

御
歯
が
包
ま
れ
て
も
、
大
石
寺
の
邪
教
で
は
、
広
宣
流
布
は
出
来

な
い
で
せ
う
。

こ
の
様
に
口
ぎ
た
な
く
の
の
し
ら
れ
批
判
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り

ま
す
。

又
、
昭
和
三
十
年
七
月
廿
八
日
発
行
の

『創
価
学
会
批
判
　
日

蓮
宗
宗
務
院
編
算
』
の
中
で
も

御

生

骨

に

つ

い

て

当
山
に
は
御
生
骨
と
云
ふ

「
日
蓮
上
人
肉
付
の
御
歯

一
枚
」
が

あ
り
御
生
骨
と
云
ひ
貫
首
唯
授

一
人
の
秘
宝
で
あ
る
と
二
十

一
世

日
因
を
始
め
、
最
近
で
は
大
白
蓮
華
十
六
号
に
中
学
生
の
大
石
寺

の
訪
問
研
究
の
中
に
も
そ
の
こ
と
を
述
べ
さ
せ
て
ゐ
る
。
久
遠
述

記
に
よ

つ
て
い
か
な
る
も
の
か
を
紹
介
し
て
見
や
う
。

一
、
日
蓮
聖
人
肉
附
の
御
歯
　
　
　
一
枚

又
御
生
骨
と
称
す
、
蓮
祖
存
日
、
生
歯
を
ぬ
い
て
血
泳
相
承
の

証
明
と
な
し
こ
れ
を
日
興
に
賜
ふ
。
事
の
広
布
の
時
至
ら
ば
光
明

を
放

つ
べ
し
云
々
日
興
よ
り
日
目
に
相
伝
し
、
代
々
附
法
之
時
之

を
譲
与
す
。　
一
代
に
於
て
只

一
度
代
替
り
虫
払
の
剋
こ
れ
を
開
封

し
奉
り
升
見
に
入
れ
じ
む
。
常
途
に
こ
れ
を
開
か
ず
。

所
が
十
八
世
日
精
の
頃
に
は
歯
の
こ
と
は
ふ
れ
て
ゐ
る
が
血
脈

相
承
の
篤
に
日
興
に
与

へ
た
と
か
貫
主

一
人
に
授
け
ら
れ
る
も
の

だ
と
か
は
云

つ
て
ゐ
な
い
。
而
も
そ
れ
は
日
興
に
与

へ
た
も
の
で

な
く
日
目
に
与

へ
た
も
の
で
あ
る
と
云

つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
即

ち
日
目
と
伊
勢
法
印
と
間
答
し
て
勝
を
得
た
が

其
比
御
牙
歯
脱
落
す
、
聖
人
こ
の
歯
を
以
て
日
目
に
授
け
云
く
、

我
に
あ
や
か
り
間
答
よ
く
せ
よ
と
云
ひ
玉
は
り
け
る

御
肉
付
の
御
歯
と
申
す
は
是
也
。
霧

鰹

魁

襲

場

蝉

謎

嗜

大
聖
人

一
紙
の
血
泳
を
以
て
日
目
に
下
さ
る
。
其
文
に
云
く
、
日

興
に
物
書
か
せ
、
日
目
に
問
答
さ
せ
又
外
に
弟
子
欲
し
や
と
思
は

ず
、
小
日
蓮
々
々
々
己
上

家
中
抄
は
日
目
が
問
答
す
る
に
自
分
に
あ
や
か
つ
て
よ
く
す
る

や
う
に
と
、
そ
の
頃
、
脱
け
た
歯
を
与
へ
ら
れ
た
と
云
ふ
の
で
あ

つ
て
別
に
日
興
に
与
へ
た
も
の
で
も
な
け
れ
ば
、
血
詠
授
与
の
証

拠
と
し
た
も
の
で
も
な
か
つ
た
。
所
が
家
中
抄
の
こ
の
文
は
要
法

寺
祖
師
伝
の
紛
飾
で
あ
り
、
祖
師
伝
は
三
師
伝
の
日
目
伝
の
粉
飾

で
あ
る
。
日
道
の
日
目
伝
に
よ
る
と
、
弘
安
五
年
の
夏
の
始
め
聖

人
池
上
に
入
ら
れ
た
、
其
時
二
階
伊
勢
入
道
の
子
息
山
門
の
学
匠

伊
勢
法
師
が
同
宿
十
余
人
若
党
二
十
余
人

つ
れ
て
聖
人
に
問
答
を

か
け
て
来
た
。
そ
こ
で
聖
人
は
当
時
廿
三
才
の
卿
公
日
目
に
問
答
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せ
よ
と
命
ぜ
ら
れ
十
重
の
間
答
が
行
は
れ
法
印
悉
く
詰

つ
て
帰

つ

た
。
富
木
常
忍
、
こ
の
態
を
聖
人
に
報
告
し
た
所

「
聖
感
あ

つ
て

云
く
、
さ
れ
ば
こ
そ
日
蓮
が
見
知
り
て
こ
そ
卿
公
を
ば
出
し
た
れ
」

と
記
し
て
ゐ
る
が
日
辰
当
時
保
田
妙
本
寺
に
は
こ
の
事
件
を
か
ざ

る
文
書
が
作
ら
れ
て
ゐ
た
。
即
ち

日
興
物
書
か
ゝ
せ
て
日
目
に
問
答
さ
せ
て
、
又
弟
子
ほ
し
や
と

思
は
ず
候
。
小
日
蓮
々
々
々

月

　

日

　

　

　

　

　

　

　

日

蓮

在

御

判

と
云
ふ
も
の
で
こ
の

一
紙
の
文
書
が
家
中
抄
で
は
聖
人
の
歯
が

ぬ
け
お
ち
た
の
で
こ
れ
を
日
目
に
授
け
、
自
分
に
あ
や
か

つ
て
よ

く
間
答
せ
よ
と
云
は
れ

一
緒
に
右
に
出
し
た

一
文
を
血
詠
と
称
し
、

歯
は
広
宣
流
布
の
時
に
光
を
放

つ
な
ど
の
非
常
識
な
話
を
く

つ
つ

け
た
。
所
が
久
遠
述
記
と
な
る
と
、
聖
人
御
存
生
の
頃
、
生
歯
を

抜
い
て
血
泳
相
承
の
証
と
し
て
日
興
に
授
け
た
こ
と
に
な
り
日
興
―

日
目
と
代
々
付
法
の
時
に
譲
与
す
る
と
ま
で
発
展
し
遂
に
貫
主

一

代
に
た
ゞ

一
度
代
替
り
の
虫
払
の
時
し
か
開
封
、
舞
見
す
る
こ
と

が
出
来
な
く
て
常
に
は
絶
対
に
開
か
な
い
も
の
に
仕
上
げ
て
し
ま

つ
た
。
今
で
は
中
学
生
の
御
見
学
に
も
そ
の
や
う
な
話
を
し
て
雑

誌
に
ま
で
発
表
さ
せ
て
ゐ
る
。
思
ふ
に
日
精
の
頃
は
玉
沢
の
妙
法

華
寺
が
養
珠
院
の
庇
護
の
下
に
加
殿
よ
り
移

つ
て
経
営
大
い
に
上

つ
た
が
、
そ
の
宝
物
の
中
に
昭
師
が
聖
人
よ
り
戴
い
た
御
歯
が
あ

り
、
そ
の
相
伝
次
第
も
確
実
で
あ
る
鶯
人
士
の
注
目
す
る
所
と
な

つ
た
の
を
見
、
日
精
が
聖
人
の
歯
と
保
田
妙
本
寺
の
前
引
書
を
関

係
づ
け
て
作
り
あ
げ
た
も
の
で
は
な
い
か
。
玉
沢
の
御
歯
二
粒
は

日
祐
が
昭
師
よ
り
相
承
し
た
も
の
で
玉
沢
所
蔵
の
日
祐
の
譲
状
に

は
譲
状
の
事
、
と
し
て

「本
尊
聖
教
並
先
師
聖
人
御
歯
二
粒
御
自

筆
の
状
相
添

へ
都
て
御
譲
書
の
如
く
、
其
外
此
宗
の
法
門
、
相
承

口
決
等
、
残
す
所
な
く
法
嗣
日
運
に
相
伝
せ
し
め
畢
ぬ
。
御
遺
跡

の
事
に
お
い
て
は
日
昭
法
印
定
め
お
か
る
之
通
末
代
ま
で
相
違
あ

る
べ
か
ら
ず
、
昴
て
譲
状
件
の
如
し
、
延
文
三
年
二
月
十
六
日
、

日
祐
花
押
」
と
あ
る
。
宗
全
上
聖
部
に
載
せ
ら
れ
た

（文
保
元
年

十

一
月
十
六
日
）
昭
師
の

「
遺
跡
之
事
」
と
云
ふ
の
は
日
祐
が
記

す

「
御
遺
跡
の
事
に
お
い
て
は
日
昭
法
印
定
置
か
る
る
の
通
」
と

あ
る
も
の
で
こ
れ
に
は
註
法
華
経
の
事
と
聖
人
御
歯
二
粒
と
法
門

相
承
を
記
し
、
こ
の
御
歯
は

「
御
春
生
之
時
ま
の
あ
た
り
聖
人
の

御
手
よ
り
賜
ふ
所
也
、
夙
夜
向
顔
の
思
ひ
を
な
す
べ
し
」
と
云
は

れ
た
も
の
で
あ

つ
て
爾
来
相
違
な
く
伝
承
さ
れ
来

つ
た
も
の
で
あ

つ
た
。
日
精
は
始
め
大
石
寺
の
最
大
の
外
護
者
で
あ

つ
た
蜂
須
賀

藩
祖
の
夫
人
敬
台
院
妙
法
日
詔
の
並
々
な
ら
ぬ
庇
護
を
得
、
幕
府

及
大
石
寺
々
家

へ
種
々
運
動
の
結
果
法
詔
寺
よ
り
寛
永
十
五
年
、

石
山
十
八
世
に
晋
ん
だ
が
、
後
、
間
も
な
く
敬
台
院
の
帰
依
を
失

ひ
、
わ
ず
か
四
年
に
し
て
石
山
を
日
舜
に
譲

つ
た
人
で
あ
る
。
こ
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”
山
の
こ

‘１‥
Ｌ
晋
山
前
か
或
は
晋
山
後
か
、
い
づ
れ
に
し
て
も
日

精
は
人
石
寺
の
宝
減
に
は
出
入
し
調
査
、
研
鑽
し
て
ゐ
た
で
あ
ら

う
こ
と
は
、
晋
山
の
前
、
寛
永
十
二
年
、
興
師
の
安
国
論
問
答
を

宝
蔵
で
写
し
奥
書
し
て

「右
此
書
は
富
士
大
石
寺
の
什
宝
な
り
。

興
御
員
筆
を
師
以
て
書
写
し
奉
る
焉
維
寛
永
十
二
年
乙
亥
十
月
初

六
日
　
日
精
」
（興
尊
集
七
七
）
と
あ
る
こ
と
か
ら
推
測
さ
れ
、

従

つ
て
宝
物
の
中
に
は
こ
ん
な
も
の
が
あ
れ
ば
よ
い
と
か
、
こ
う

し
た
も
の
を
作
り
加

へ
な
け
れ
ば
都
合
が
悪
か
ら
う
と
か
云
ふ
考

へ
は
あ

つ
た
に
違
ひ
な
い
。
日
精
が
大
石
寺
を
追
は
れ
た
の
は
寺

務
の
点
に
あ
き
た
ら
ぬ
所
を
敬
台
院
に
嫌
は
れ
た
と
云
は
れ
て
ゐ

る
が
、
実
の
所
は
宝
物
の
扱
ひ
方
が
悪
い
と
云
ふ
の
で
嫌
は
れ
た

も
の
と
思
は
れ
る
。
日
精
に
と

つ
て
は
同
山
所
蔵
の
宝
物
類
の
員

偶
の
程
は
熟
知
し
て
ゐ
る
こ
と
で
あ
る
馬
に
似
而
非
霊
宝
な
ど
は

こ
と
さ
ら
に
丁
寧
に
す
る
こ
と
の
出
来
な
か

つ
た
こ
と
も
了
解
さ

れ
る
と
共
に
、
員
実
備
り
の
な
い
霊
宝
だ
と
信
じ
て
ゐ
る
信
者
か

ら
は
勿
体
な
く
感
ぜ
ら
れ
立
腹
し
た
も
の
で
あ
ら
う
と
思
は
れ
る
。

日
精
と
敬
台
院
の
関
係
に
つ
い
て
は
富
士
要
集
の
史
料
部
を
参
照

さ
れ
た
い
。
か
や
う
に
し
て
日
精
は
玉
沢
の
相
伝
を
ま
ね
、
祖
師

伝
の
文
を
証
と
し
て
か
の
御
歯

一
粒
の
説
を
作
り
上
げ
た
も
の
で

あ
ら
う
。
而
も
そ
の
妄
説
は
後
年
、
作
者
の
予
想
だ
に
も
し
な
か

つ
た
日
興
と
関
係
づ
け
ら
れ
、
血
詠
相
承
の
証
と
さ
れ
遂
に
は
貫

首

一
人
の
秘
宝
相
承
品
に
ま
で
発
展
し
て
行

つ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
様
に
批
判
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

こ
れ
ら
の
批
判
に
対
し
て
大
石
寺
は
、
不
相
伝
の
輩
と
か
邪
宗

の
輩
と
い
う
の
み
で
、
大
石
寺
の
正
統
性
を
そ
こ
に
示
そ
う
と
今

日
迄
ま
っ
た
く
し
て
い
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

こ
れ
ら
の
批
判
を
整
理
し
て
考
え
る
上
で
、

④

「大
石
寺
明
細
誌
批
判
」

③

「創
価
学
会
は
邪
教
か
？
」

◎

「創
価
学
会
批
判
」

と
し
て
、
重
複
す
る
も
の
を
さ
け
て
何
が
批
判
の
対
照
な
の
か
を

こ
こ
に
列
挙
し
た
い
と
思
う
。

④

「大
石
寺
明
細
誌
批
判
」

一
、
道
理
に
そ
ぐ
わ
な
い
。

二
、
家
中
抄
に
自
然
と
抜
け
た
と
さ
れ
て
い
る
の
に

「
明
細
誌
」

は
何
故
生
歯
を
抜
い
た
と
な
る
の
か
。

三
、
何
故
歯
が
付
属
の
証
明
な
の
か
、
日
蓮
日
興
の
も
の
が
、
日

興
日
目
の
相
伝
と
な
る
の
か
。

四
、
生
歯
を
抜
い
て
付
属
の
証
明
と
す
る
道
理
が
あ
る
か
。

五
、
日
精
の
目
師
に
授
け
玉
う
が
興
師
に
授
け
玉
う
と
改
変
さ
れ
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て
い
る
。

目
師
が
何
故
遺
状
を
残
し
て
い
な
い
の
か
、
日
量

（文
政
年

間
）
の
策
略
な
り
。

六
、
溺
信
す
る
者
云
く
、
広
宣
流
布
の
暁
に
歯

一
枚
不
足
な
る
帝

王
あ

っ
て
こ
の
歯
を
以
て
蓮
祖
な
る
こ
と
を
知
る
。

御
肉
、
年
を
追
て
増
大
す
る
。

右
の
説
、
文
政
年
間
に
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。

蓮
祖
、
未
来
に
国
主
な
る
こ
と
を
証
明
せ
ん
と
し
て
生
歯
を

抜
い
た
の
か
。

御
肉
、
年
を
追
て
増
大
す
る
な
ら
ば
、
歯

一
枚
不
足
の
所
に

入
れ
る
時
に
は
寸
法
が
合
わ
な
い
為
、
肉
を
取
り
捨
て
る
の
か
。

肉
身
は
滅
す
る
こ
と
が
道
理
で
あ
る
。
肉
が
増
大
す
る
な
ら

ば
天
魔
波
旬
の
所
業
。

肉
が
付
い
て
自
然
に
歯
が
抜
け
る
は
ず
が
な
い
。

③

「
創
価
学
会
は
邪
教
か
？
」

徳
川
初
期
に
有
名
な
家
康
の
愛
妾

「
お
万
さ
ま
」
に
よ
っ
て
日

昭
門
流
の
玉
沢
法
華
経
寺

（箱
根
）
が
盛
大
に
な

っ
て
血
脈
相
承

の
秘
伝
と
し
て
日
蓮
聖
人
の

「
御
歯
二
枚
」
が
宣
伝
さ
れ
た
の
で
、

大
石
寺
で
も
そ
れ
を
ま
ね
し
た
の
で
は
な
い
か
。

◎

「創
価
学
会
批
判
」

日
精
の
創
作
で
あ
る
。

⑥
③
◎
の
中
で
玉
野
日
志
著
の
⑥
は
ま
じ
め
に
御
肉
牙
の
矛
盾

点
を
指
摘
し
て
い
る
と
思
え
る
。
③
◎
は
④
が
大
筋
語
り
尽
し
て

い
る
と
考
え
た
の
か
、
ひ
や
か
し
の
様
な
論
調
と
見
え
る
。
け
れ

ど
も
④
⑥
◎
い
ず
れ
も
批
判
を
す
る
こ
と
が
主
眼
で
あ
っ
て
、
信

仰
の
本
義
に
立

っ
て
こ
の

「御
肉
牙
」
が
い
か
に
日
蓮
大
聖
人
の

仏
法
を
否
定
す
る
も
の
な
の
か
ま
で
は
論
を
展
開
し
て
い
な
い
の

で
あ
り
ま
す
。
「御
肉
牙
」
を
正
統
と
し
て
今
日
も
秘
仏
の
様
に

あ
り
が
た
が
り
拝
み
、
「明
細
誌
」
に
記
述
さ
れ
て
い
る
通
り
貫

主
の
座
替
法
要
の
折
に
拝
す
る
と
い
う
化
儀
伝
灯
を
重
ん
じ
て
い

る
と
い
う
こ
と
は
、
大
石
寺
は
今
も
こ
の
御
肉
牙
を
信
じ
て
い
る

と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
り
ま
す
。
な
ら
ば
明
治
八
年
に
成
さ
れ
た

玉
野
日
志
の
批
判
に
大
石
寺
信
仰
の
あ
る
べ
き
姿
を
か
け
て
、
不

相
伝
の
輩
に
も
相
伝
の
輩
に
も
分
る
様
に
、
不
幸
な
輩
を
導
く
為

に
も
答
え
る
実
パ
の
で
あ
り
ま
す
。
答
え
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
勇

気
を
出
し
て
、
捨
て
て
改
め
る
べ
き
な
の
で
あ
り
ま
す
。

結
び

日
蓮
大
聖
人
の
歯
ぐ
き
の
肉
付
き
歯
を
拝
む
の
で
あ
れ
ば
、
何

故
日
蓮
大
聖
人
が
法
華
経
身
読
の
生
涯
を
送
り
、
出
世
の
本
懐
と

し
て
本
尊
を
示
し
残
さ
な
け
れ
ば
い
け
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
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本
申
を
残
す
必
要
が
無
い
こ
と
と
な
り
ま
す
。
本
尊
と

「御
肉
牙
」

は
ど
ち
ら
が
勝
で
劣
な
の
か
。
日
蓮
大
聖
人
の
本
懐
は
歯
な
の
か
、

歯
が

一
切
衆
生
成
仏
に
何
ん
の
意
味
が
あ
る
の
か
。
「
御
肉
牙
」

と
本
尊
の
関
係
は
法
門
上
ど
う
な
る
の
か
を
明
確
に
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

「
明
細
誌
批
判
」
の
中
に
も
あ
り
ま
す
が
、

肉
身
は
滅
す
る
こ
と
が
道
理
で
あ
る
、
肉
が
増
大
す
る
な
ら
ば

天
魔
波
旬
の
所
業
で
あ
る
。

肉
が

つ
い
て
自
妖
〔に
歯
が
抜
け
る
は
ず
が
な
い
。

日
蓮
大
聖
人
並
に

「御
肉
牙
」
だ
け
が
道
理
の
外
に
あ
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
な
ら
ば
示
同
凡
夫
と
し
て
末
法
の
凡
夫
成
道
の
手

本
を
示
す
日
蓮
大
聖
人
の
法
門
上
の
立
場
は
否
定
さ
れ
る
こ
と
に

な

っ
て
し
ま
う
の
で
あ
り
ま
す
。

私
も
永
久
歯
に
替
わ
る
時
幾
度
か
歯
の
抜
け
る
経
験
が
あ

っ
た

が
、
肉
が
付
い
た
ま
ま
抜
け
る
こ
と
は
な
か

っ
た
し
、
虫
歯
も
歯

医
者
で
無
理
矢
理
に
抜
か
ざ
る
を
得
な
く
て
抜
い
た
時
で
も
肉
は

付
い
て
い
な
か

っ
た
。
廻
り
の
友
人
に
お
い
て
も
然
り
で
あ
る
。

肉
が
付
い
て
抜
け
る
と
い
う
こ
と
は
口
中
は
血
だ
ら
け
と
い
う
こ

と
で
あ
り
、

聖
人
此
の
歯
を
以

っ
て
日
目
に
授
け
て
日
わ
く
、

我
に
似
り
問
答
能
く
せ
よ

「家
中
抄
」
（聖
典
６５３
Ｐ
）
と
の
言

葉
を
語
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
ま
し
て
そ
の
肉
が
年
々
増
し
て
く

る
と
い
う
流
言
も
、
初
出
の
原
典
と
な
る

「
家
中
抄
」
の

広
宣
流
布
の
日
は
光
り
を
放
ち
た
も
う
べ
し

と
、
ま

っ
た
く
変
質
し
て
し
ま

っ
て
い
る
。
百
歩
は
譲
れ
な
い
半

歩
譲

っ
た
と
し
て
、
肉
が
も
り
上

っ
た
ら

一
切
衆
生
の
成
仏
に
何

の
関
わ
り
が
あ
る
の
だ
ろ
う
、
何
人
の
必
要
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。

何
ん
の
必
要
も
関
わ
り
も
無
い
で
は
な
い
か
。

本
尊
は
信
仰
の
志
あ
る
者
に
は
、
常
に
公
開
さ
れ
て
い
る
。
何

故

「御
肉
牙
」
は
出
世
の
本
懐
以
上
の
秘
仏
扱
い
の

此
の
御
歯
当
山
霊
宝
随

一
な
り

「家
中
抄
」

（
聖
典

６５３
Ｐ
）
と

い
う
扱
い
が
法
門
上
何
ん
の
意
味
を
有
す
る
の
か
、
意
味
無
く
し

て
霊
宝
と
云
い
随

一
の
賞
賛
は
無
い
は
ず
で
あ
る
。
富
士
門
に
秘

仏
は
無
い
は
ず
で
あ
ろ
う
、
日
蓮
大
聖
人
の
法
門
は

一
切
衆
生
成

仏
の
法
で
あ
る
が
故
で
あ
り
ま
す
。

砕
身
の
舎
利
で
な
く
法
身
の
合
利
こ
そ
大
切
な
れ
と
、
南
無
妙

法
蓮
華
経
の
法
が
示
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
砕
身
の
舎

利
に
帰
り
、
法
門
を
堕
し
、
日
蓮
大
聖
人
の
仏
法
の
あ
る
べ
き
姿

を
見
誤
ら
し
て
し
ま
う
行
為
は
堕
獄
の
因
を
積
む
だ
け
に
な

っ
て

し
ま
う
の
で
あ
り
ま
す
。

日
蓮
大
聖
人
は

「
唱
法
華
題
目
抄
」
（全
１６
Ｐ
）
の
中
で
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つ
て
云
く
唐
土
の
人
師
の
中
に
慈
恩
大
師
は
十

一
面
観
音
の

化
身
牙
よ
り
光
を
放

つ
、
善
導
和
尚
は
弥
陀
の
化
身
口
よ
り
仏
を

い
だ
す
こ
の
外
の
人
師
通
を
現
じ
徳
を
ほ
ど
こ
し
三
味
を
発
得
す

る
人
世
に
多
し
な
ん
ぞ
権
実
二
経
を
弁

へ
て
法
華
経
を
詮
と
せ
ざ

る
や
、
答
え
て
云
く
阿
場
多
仙
人
外
道
は
十
二
年
の
間
耳
の
中
に

恒
河
の
水
を
と
ど
む
婆
簸
仙
人
は
自
在
天
と
な
り
て
三
目
を
現
ず
、

唐
土
の
道
士
の
中
に
も
張
階
は
霧
を
い
だ
し
鸞
巴
は
雲
を
は
く
第

六
天
の
魔
王
は
仏
滅
後
に
比
丘

・
比
丘
尼

・
優
婆
塞

・
優
婆
夷

・

阿
羅
漢

・
辟
支
仏
の
形
を
現
じ
て
四
十
余
年
の
経
を
説
く
べ
し
と

見
え
た
り
通
力
を
も
て
智
者
愚
者
を
ば
し
る
べ
か
ら
ぎ
る
か
、
唯

仏
の
遺
言
の
如
く

一
向
に
権
経
を
弘
め
て
実
経
を

つ
ゐ
に
弘
め
ざ

る
人
師
は
権
経
に
宿
習
あ
り
て
実
経
に
入
ら
ざ
ら
ん
者
は
或
は
魔

に
た
ば
ら
か
さ
れ
て
通
を
現
ず
る
か
、
但
し
法
門
を
も
て
邪
正
を

た
だ
す
べ
し
利
根
と
通
力
と
に
は
よ
る
べ
か
ら
ず
。

文
応
元
年
臥
轍
五
月
二
十
八
日
　
　
　
　
日

蓮

花

押

こ
の
様
に
示
さ
れ
、
金
言
と
し
て
有
名
な

利
根
と
通
力
と
に
は
よ
る
べ
か
ら
ず

と
戒
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
文
面
中
の

「十

一
面
観
音
」
は
、
十

一
箇
の
顔
面
を
具
す

る
観
音
で
あ

っ
て
、
正
面
、
左
、
右
、
後
、
頂
上
と
合
せ
て
十

一

面
を
具
し
、
そ
の
中
の

右
廂
三
面
菩
薩
面
に
似
て
狗
牙
上
出
。

の
表
情
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
牙
が
光

っ
て
目
立

っ

て
異
様
に
見
え
る
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。

善
導
和
尚
云
々
は

「新
修
往
生
停
」
に

嘗
て
佛
名
を
称

へ
て
口
に
光
明
を
出
す

と
示
し
、
平
安
中
期
の
念
仏
の
空
也
も
作
ら
れ
た
像
に
日
か
ら
称

え
る
念
仏
が
阿
弥
陀
如
来
に
な

っ
て
い
く
様
を
作

っ
た
も
の
が
あ

る
が
、
念
仏
信
仰
者
に
は
ま
さ
し
く
善
導
の
唱
え
る
南
無
阿
弥
陀

仏
の
称
名
が
日
か
ら
光
明
を
放

っ
て
い
る
様
に
見
え
た
と
い
う
の

で
あ
り
ま
す
。
加
え
て
、
広
宣
流
布
の
暁
に
光
る
と
い
う
言
葉
は
、

羅
什
三
蔵
が
亡
く
な

っ
た
時
訳
経
に
間
違
い
の
な
い
証
し
と
し
て

舌
が
焼
け
ず
に
光

っ
た
と
い
う
話
し
に
も
か
け
て
い
る
の
だ
と
思

い
ま
す
。

し
か
し
、
日
蓮
大
聖
人
は
こ
れ
等
を
例
に
引
き
乍

法
門
を
も
て
邪
正
を
た
だ
す
べ
し
利
根
と
通
力
と
に
は
よ
る
べ

か
ら
ず
。

と
、
法
華
経
の
信
心
の
あ
る
べ
き
基
本
姿
勢
を
明
確
に
示
し
て
い

る
の
で
あ
り
ま
す
。

「
御
肉
牙
」
は
あ
ま
り
に
も
、
十

一
面
観
音
の
化
身
牙
よ
り
光

を
放

つ
と
い
う
記
述
に
似
て
、
作
ら
れ
た
話
し
で
あ
り
、
弘
法
大
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仏
説
よ
こ
と
な
ら
ば
弘
法
は
天
魔
に
あ
ら
ず
や
、
又
三
鈷
の

中
殊
に
不
審
な
り
漢
土
の
人
の
日
本
に
来
り
て
掘
り
出
す
と
も

信
じ
が
た
し
、
巳
前
に
人
を
や
つ
か
わ
し
て
埋
み
け
ん
、
い
わ

う
や
弘
法
は
日
本
の
人
か
か
る
謝
乱
其
の
数
多
し
此
等
を
も

つ

て
仏
意
に
叶
う
人
の
証
拠
と
は
し
り
が
た
し
。

「報
恩
抄
」
（全

３２‐
Ｐ
）

弘
法
が
中
国
か
ら
日
本

へ
帰
国
す
る
に
あ
た

っ
て
、
真
言
密
教

の
祈
祷
に
用
い
る
仏
具
の
三
鈷
を
投
げ
た
所
、
雲
間
に
す
い
こ
ま

れ
る
様
に
消
え
、
帰
国
後
、
ど
こ
に
本
山
を
定
め
よ
う
か
と
さ
ま

よ
い
探
し
歩
い
て
い
た
ら
、
中
国
で
投
げ
た
三
鈷
が
高
野
山
か
ら

出
て
来
た
の
で
高
野
山
に
定
め
た
と
い
う
ホ
ラ
話
し
で
あ
り
ま
す
。

他
宗
の
道
理
無
視
の
ホ
ラ
話
し
は
噛
い
蔑
み
、
自
宗
の
道
理
無

視
の
ホ
ラ
話
し
は
、
御
本
仏
な
ら
ば
さ
も
あ
り
な
ん
、
批
判
す
る

者
は
不
信
心
、
不
相
伝
の
輩
。
で
は
、　
一
切
衆
生
成
仏
の
道
標
を

示
す
宗
派
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
出
来
得
る
か
ぎ
り
、

こ
う
い
う
類
の
話
し
を
も

っ
て
、
日
蓮
大
聖
人
の
法
門
を
あ
り
が

た
が
ら
せ
る
様
な
こ
と
は
自
己
批
判
を
し
て
改
め
て
い
か
な
け
れ

ば
い
け
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

日
蓮
大
聖
人
の
歯

（御
肉
牙
）
が
、
日
蓮
大
聖
人
の
御
金
言

利
根
と
通
力
と
に
は
よ
る
べ
か
ら
ず

に
よ

っ
て
破
折
さ
れ
て
し
ま

っ
て
い
る
こ
と
を
、
真
摯
に
受
け
と

め
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

日
顕
師

（本
名
阿
部
信
雄
）
か
ら
次
の
貫
主
に
座
替
り
す
る
時

に
は
、
又

「御
肉
牙
」
を
出
し
て
、
日
蓮
大
聖
人
の
教
え
を
無
き

も
の
に
し
人
々
に
喘
わ
れ
な
い
様
に
し
て
頂
き
た
い
も
の
と
願

っ

て
い
ま
す
。

た
と
え

「御
肉
牙
」
な
る
物
が
本
当
に
大
聖
人
の
歯
で
あ

っ
た

と
し
て
も
、
道
理
に
外
れ
た
奇
跡
話
を
創
り
あ
げ
る
も
の
で
は
な

く
、
た
だ
た
だ
大
聖
人
の
遺
物

（歯
）
と
し
て
扱
う
だ
け
の
も
の

で
し
か
な
い
。
そ
れ
以
上
で
も
そ
れ
以
下
で
も
な
く
、
唱
題
、
合

掌
を
も

っ
て
拝
み
、
秘
仏
や
、
血
脈
の
証
と
し
て
拝
す
る
こ
と
は

大
聖
人
の
教
義
を
地
に
堕
す
こ
と
に
な

っ
て
し
ま
う
の
で
あ
り
ま

す
。
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