
仏
所
護
念
の
意
味
を
考
え
て
み
る
と

世
の
中
に
は
数
多
く
の
新
興
宗
教
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ら

の
新
興
宗
教
の
中
で
も
、法
華
経
を
依
経
（
拠
り
所
の
教
典
）

と
し
て
取
り
入
れ
て
い
る
教
団
が
好
ん
で
使
う
経
文
の
言
葉

と
し
て
「
仏
所
護
念
」
と
い
う
経
文
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
経

文
は
法
華
経
の
序
品
や「
見
宝
塔
品（
け
ん
ほ
う
と
う
ぼ
ん
）」

に
あ
る
経
文
で
す
が
、
ど
う
も
そ
の
意
味
が
正
し
く
理
解
さ

れ
て
い
な
い
の
が
現
実
の
よ
う
で
す
。

そ
こ
で
、
ま
ず
、
そ
の
意
味
を
見
宝
塔
品
か
ら
見
て
み
ま

し
ょ
う
。「
見
宝
塔
品
」
に
は
、「
釈
迦
牟
尼
世
尊
、能
（
よ
）

く
平
等
大
慧
（
び
ょ
う
ど
う
た
い
え
）・
教
菩
薩
法
（
き
ょ

う
ぼ
さ
っ
ぽ
う
）・仏
所
護
念
の
妙
法
華
経
を
以（
も
っ
）て
、

大
衆
の
為
に
説
き
た
も
う
」
と
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
多
宝

如
来
が
、
釈
尊
の
説
法
は
す
べ
て
真
実
で
あ
る
と
証
明
し
た

言
葉
で
す
。

つ
ま
り
、
仏
は
長
い
間
、
菩
薩
を
始
め
あ
ら
ゆ
る
人
々
を

平
等
に
救
う
べ
き
真
実
の
法
を
護
（
ま
も
）
り
念
じ
続
け
て

き
た
。
そ
の
護
念
し
て
き
た
と
こ
ろ
の
妙
法
を
今
、
釈
迦
牟

尼
仏
は
時
き
た
っ
て
大
衆
に
説
く
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
す
べ

て
真
実
で
あ
る
と
証
明
し
た
場
面
な
の
で
す
。で
す
か
ら「
仏

所
護
念
」
と
は
、
仏
の
護
念
し
た
も
う
所
の
妙
法
と
い
う
意

味
に
な
り
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
霊
友
会
な
ど
の
新
興
宗
教
で
は
、
こ
の
仏
所

を
浮
か
ば
れ
な
い
先
祖
の
い
る
所
、
つ
ま
り
墓
と
捉
え
、
護

念
と
は
そ
れ
を
護
る
と
い
う
意
味
と
解
釈
し
て
い
ま
す
。
こ

の
破
天
荒
な
解
釈
は
単
な
る
思
い
つ
き
に
し
か
す
ぎ
ま
せ
ん

が
、そ
の
解
釈
の
い
い
加
減
さ
と
大
衆
に
対
す
る
詐
術
に
は
、

あ
き
れ
返
る
と
と
も
に
腹
立
ち
さ
え
覚
え
て
し
ま
い
ま
す
。

こ
れ
は
、
ま
さ
に
釈
尊
の
説
か
れ
た
法
華
経
と
い
う
最
も
尊

い
教
典
の
意
味
を
覆
い
隠
す
邪
悪
な
行
為
な
の
で
す
。で
は
、

霊
友
会
で
は
、
ど
う
し
て
こ
の
よ
う
な
で
た
ら
め
な
経
文
解

釈
を
す
る
に
至
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
原
因
を
探
っ
て

み
る
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。

霊
友
会
の
原
点

大
正
の
初
め
頃
、
横
浜
に
西
田
利
蔵
と
い
う
人
物
が
い

ま
し
た
。
彼
は
足
の
不
自
由
な
子
供
と
口
の
き
け
な
い
子
供

を
持
っ
て
い
ま
し
た
。
彼
が
自
分
の
お
か
れ
た
境
遇
に
苦
し

み
、
悩
ん
だ
こ
と
は
想
像
に
難
く
あ
り
ま
せ
ん
。
彼
は
、
近

所
の
無
縁
墓
を
洗
い
清
め
、
そ
れ
ら
の
無
縁
墓
の
戒
名
を
自

宅
の
仏
壇
に
ま
つ
り
、
題
目
を
唱
え
ま
し
た
。
加
え
て
、
不

軽
菩
薩
（
ふ
き
ょ
う
ぼ
さ
つ
）
の
業
と
称
し
て
、
す
べ
て
の

人
に
合
掌
し
て
歩
く
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
こ
ま
で
く
る

と
、
不
遇
な
境
遇
か
ら
救
わ
れ
た
い
が
為
の
行
動
と
い
う
よ

り
は
、
怪
し
げ
な
新
興
宗
教
の
教
祖
の
様
相
を
呈
し
て
き
ま

す
。
そ
の
成
り
行
き
と
し
て
、
彼
は
仏
所
護
念
会
（
関
口
嘉

一
夫
妻
が
作
っ
た
現
在
の
会
と
は
異
な
る
）
と
い
う
新
興
宗

教
を
作
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
で
法
華
経
の
勝
手
な
解

釈
と
思
い
つ
き
に
よ
る
新
興
宗
教
の
誕
生
と
い
う
こ
と
に
な

り
ま
す
。
さ
て
、
こ
の
教
祖
の
弟
子
に
増
子
酉
吉
（
ゆ
う
き

ち
）
と
い
う
人
が
お
り
、
こ
の
新
興
宗
教
の
跡
を
継
い
で
い

き
ま
す
。
霊
友
会
の
創
立
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
小
谷
安
吉
、
そ

の
妻
キ
ミ
、
弟
の
久
保
角
太
郎
は
、
こ
の
仏
所
護
念
会
に
入

会
し
、
久
保
角
太
郎
は
増
子
酉
吉
か
ら
西
田
の
法
華
経
解
釈

を
学
ぶ
こ
と
に
な
る
の
で
す
。
し
か
し
、前
述
し
た
よ
う
に
、

西
田
の
法
華
経
解
釈
は
、
正
し
い
師
匠
に
つ
い
て
学
ん
だ
も

の
で
は
な
く
、
我
流
と
思
い
つ
き
に
よ
り
勝
手
に
解
釈
し
た

も
の
に
す
ぎ
ず
、
仏
の
教
え
と
は
ほ
ど
遠
い
誤
っ
た
も
の
で

し
た
。
こ
の
誤
っ
た
流
れ
は
、
霊
友
会
、
そ
し
て
、
そ
こ
か

ら
分
派
し
た
立
正
佼
成
会
な
ど
の
様
々
な
新
興
宗
教
に
継
承

さ
れ
て
い
き
ま
す
が
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
別
の
号
で

述
べ
る
こ
と
に
し
ま
す
。

さ
て
、
大
正
九
年
、
霊
媒
の
要
素
が
強
い
小
谷
キ
ミ
と
西

田
流
法
華
経
解
釈
を
受
け
つ
い
だ
久
保
角
太
郎
、
小
谷
安
吉

の
三
人
は
、
霊
の
友
会
と
し
て
新
た
な
新
興
宗
教
を
立
ち
上

げ
、
そ
の
後
、
大
日
本
霊
友
会
と
改
称
し
た
後
、
昭
和
五
年
、

小
谷
喜
美
を
初
代
会
長
、
久
保
角
太
郎
を
理
事
長
と
し
て
現

在
の
霊
友
会
の
形
を
整
え
ま
し
た
。
今
は
、
二
代
目
の
久
保

継
成
が
会
長
と
し
て
君
臨
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
の
事
実
か
ら
わ
か
る
こ
と
は
、
西
田
利
蔵
が
、
た

ま
た
ま
出
会
っ
た
法
華
経
を
勝
手
な
思
い
つ
き
と
我
流
に

よ
っ
て
解
釈
し
て
仏
所
護
念
会
な
る
新
興
宗
教
を
作
り
、
増

子
酉
吉
が
そ
の
後
を
受
け
、
そ
こ
に
信
者
と
し
て
入
会
し
た

小
谷
キ
ミ
、
小
谷
安
吉
、
久
保
角
太
郎
の
三
人
が
、
誤
っ
た

法
華
経
解
釈
を
そ
の
ま
ま
受
け
継
い
で
霊
友
会
の
基
礎
と
し

た
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
た
め
、
霊
友
会
で
は
法
華
経
の

見
宝
塔
品
に
あ
る
仏
所
護
念
と
い
う
経
文
を
正
し
く
解
釈
で

き
る
わ
け
は
な
く
、
浮
か
ば
れ
な
い
先
祖
の
霊
が
障
（
さ
わ

り
）
り
と
な
っ
て
、
現
在
の
自
分
た
ち
の
不
幸
が
あ
る
。
幸

せ
は
、
ま
ず
「
い
」
の
一
番
に
先
祖
供
養
か
ら
始
め
る
べ
き

だ
と
い
う
珍
妙
な
解
釈
に
よ
る
教
義
が
で
き
あ
が
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。

教
祖
に
な
る
と
い
う
こ
と

人
は
何
か
を
求
め
て
信
仰
の
道
に
入
り
ま
す
が
、
そ
の
動

機
は
様
々
で
す
。
あ
る
人
は
悩
み
を
解
決
し
た
い
と
願
い
、

ま
た
、
あ
る
人
は
自
分
自
身
を
高
め
た
い
と
の
願
い
か
ら
信

仰
者
と
な
る
場
合
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、

あ
く
ま
で
ひ
と
り
の
信
仰
者
と
し
て
で
あ
っ
て
、
教
祖
（
教

団
の
創
始
者
）
に
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
と
こ
ろ
が
、
小
谷
喜
美
や
久
保
角
太
郎
た
ち
は
、
ど

う
い
う
訳
か
、
い
と
も
簡
単
に
霊
友
会
と
い
う
教
団
を
作
っ

て
し
ま
い
ま
す
。で
は
、そ
の
目
的
は
い
っ
た
い
ど
こ
に
あ
っ

た
の
で
し
ょ
う
。
こ
の
問
題
を
解
く
鍵
は
、
昭
和
二
十
四

年
以
降
に
起
こ
っ
た
一
連
の
事
件
を
見
る
と
よ
く
わ
か
り
ま

す
。
な
ぜ
な
ら
、
事
件
の
内
容
が
教
団
設
立
の
目
的
を
象
徴

的
に
物
語
っ
て
い
る
か
ら
に
他
な
り
ま
せ
ん
。

ま
ず
最
初
は
、
金
塊
隠
匿
事
件
が
世
間
を
騒
が
せ
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。
こ
れ
は
信
者
か
ら
教
団
に
入
っ
て
く
る
巨
額

の
金
（
宗
教
法
人
の
収
入
に
は
税
金
が
か
か
ら
な
い
）
を

霊
友
会
と
は
、
ど
の
よ
う
な
宗
教
か
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会
長
で
あ
る
小
谷
喜
美
の
個
人
資
産
と
す
る
た
め
に
計

画
さ
れ
た
も
の
で
、
教
団
の
費
用
を
使
っ
て
金
盆
、
金

杯
、
金
の
仏
具
な
ど
を
大
量
に
購
入
し
、
そ
れ
を
溶
か

し
て
金
塊
と
し
て
小
谷
喜
美
の
個
人
の
資
産
と
し
て
隠

し
持
っ
て
い
た
と
い
う
事
件
で
す
。
こ
の
事
件
は
、
小

谷
喜
美
の
言
動
か
ら
横
浜
の
寿
署
が
知
る
と
こ
ろ
と
な

り
、
昭
和
二
十
四
年
十
一
月
、
霊
友
会
は
大
が
か
り
な

家
宅
捜
索
を
受
け
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
さ
ら
に
、
翌

二
十
五
年
、
国
税
庁
が
脱
税
の
疑
い
で
小
谷
家
の
家
宅

捜
索
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
金
庫
の
中
か
ら
違
法
な
麻
薬

が
発
見
さ
れ
ま
し
た
。
小
谷
喜
美
は
こ
の
麻
薬
を
い
っ

た
い
何
に
使
っ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。
捜
査
で
は
明
ら

か
に
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
喜
美
が
自
身
の
霊
媒
と

し
て
の
能
力
を
高
め
る
た
め
に
使
っ
て
い
た
の
で
は
な

い
か
と
の
疑
い
が
残
る
事
件
で
し
た
。
ま
た
、
こ
の
と

き
の
捜
索
に
よ
り
、
一
億
五
千
万
円
も
の
収
入
が
申
告

さ
れ
て
お
ら
ず
、
課
税
額
は
三
千
六
百
万
円
程
度
と
確

認
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
昭
和
二
十
五
年
に
起
こ
っ

た
事
件
で
す
か
ら
、現
在
の
貨
幣
価
値
に
換
算
す
る
と
、

天
文
学
的
な
数
字
に
な
り
ま
す
。
こ
の
収
入
は
、当
然
、

信
者
か
ら
集
め
た
金
を
小
谷
喜
美
が
個
人
の
も
の
と
し

て
い
た
事
実
を
物
語
っ
て
い
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
霊
友

会
の
あ
き
れ
返
る
所
業
は
こ
れ
だ
け
で
は
収
ま
り
ま
せ

ん
。
昭
和
二
十
八
年
に
は
、「
赤
い
羽
根
共
同
募
金
横

領
事
件
」
ま
で
起
こ
す
始
末
で
す
。
こ
れ
ら
の
一
連
の

事
件
を
冷
静
に
検
討
し
て
み
れ
ば
、
小
谷
喜
美
た
ち
が

ど
の
よ
う
な
目
的
で
霊
友
会
と
い
う
教
団
を
作
っ
た
の

か
が
よ
く
わ
か
り
ま
す
。
彼
ら
は
教
団
を
設
立
し
た
こ

と
に
よ
り
、
何
よ
り
の
錬
金
術
を
手
に
入
れ
た
と
実
感

し
た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

霊
友
会
の
造
語
・
イ
ン
ナ
ー

ト
リ
ッ
プ
と
い
う
欺
瞞

イ
ン
ナ
ー
ト
リ
ッ
プ
と
は
「
心
の
ふ
れ
あ
い
」「
人

間
の
心
に
帰
ろ
う
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
と
霊
友
会
で

は
説
明
し
ま
す
が
、
こ
の
造
語
が
教
団
の
草
創
期
の
理

念
と
は
お
よ
そ
無
関
係
な
標
語
で
あ
る
こ
と
は
、
賢
明

な
方
な
ら
す
ぐ
に
わ
か
る
事
実
で
す
。
た
だ
、
教
団
の

ね
ら
い
は
、
カ
タ
カ
ナ
言
葉
に
よ
っ
て
、
現
代
に
そ
ぐ

わ
な
い
宗
名
を
イ
メ
ー
ジ
チ
ェ
ン
ジ
し
よ
う
と
意
図
し

た
こ
と
は
、
誰
に
で
も
わ
か
る
事
柄
に
属
す
る
と
だ
け

い
っ
て
お
き
ま
す
。

考
え
て
み
る
に
、
日
本
に
は
古
来
よ
り
御
霊
信
仰
あ

る
い
は
、
祟
（
た
た
）
り
を
お
そ
れ
る
怨
霊
信
仰
が
あ

り
、
そ
れ
を
ベ
ー
ス
に
し
た
祖
霊
信
仰
が
深
く
根
付
い

て
き
ま
し
た
。
霊
友
会
の
発
足
当
時
の
実
態
は
、
こ
の

祖
霊
信
仰
に
法
華
経
の
仏
語
を
混
入
さ
せ
た
邪
義
で
し

た
。
こ
の
教
義
の
イ
メ
ー
ジ
を
薄
め
て
、
い
か
に
も
現

代
風
に
化
粧
し
た
の
が
イ
ン
ナ
ー
ト
リ
ッ
プ
と
い
う
造

語
な
の
で
す
。

ま
た
、
霊
友
会
は
、
仏
教
系
で
あ
り
な
が
ら
、
仏

法
僧
を
尊
ば
な
い
教
団
で
も
あ
り
ま
す
。
そ
の
実
態

は
、
久
保
角
太
郎
と
小
谷
喜
美
と
い
う
霊
能
族
に
よ
っ

て
、
一
種
独
特
の
在
家
教
団
に
仕
上
げ
ら
れ
た
と
い
う

の
が
本
当
の
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
。

本
部
に
は
釈
尊
像
、
伊
豆
の
研
修
所
に
は
弥
勒
菩
薩

像
を
ま
つ
り
、
新
入
信
者
は
ま
ず
総
戒
名
と
い
う
先
祖

の
位
牌
を
拝
む
こ
と
か
ら
教
え
ら
れ
、
時
い
た
っ
て
十

界
の
曼
荼
羅
が
授
け
ら
れ
ま
す
。
ま
さ
に
、
拝
む
対
象

が
く
る
く
る
と
変
わ
る
わ
け
で
す
か
ら
、
走
馬
燈
の
よ

う
に
む
な
し
い
本
尊
観
だ
と
い
わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。

仏
力
、
法
力
は
信
じ
ず
、
し
か
も
仏
法
僧
も
軽
蔑
し
、

自
力
に
よ
る
死
者
の
供
養
が
第
一
義
と
な
れ
ば
、
も
は

や
、
拝
む
対
象
も
意
味
を
な
さ
な
い
の
は
当
然
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。

こ
の
霊
友
会
が
南
無
妙
法
蓮
華
経
と
唱
え
る
の
で
す

か
ら
、
邪
宗
教
と
は
恐
ろ
し
い
も
の
で
す
。
し
か
し
、

霊
友
会
が
唱
え
る
南
無
妙
法
蓮
華
経
は
、
日
蓮
大
聖

人
が
唱
え
出
さ
れ
た
南
無
妙
法
蓮
華
経
と
は
一
切
関
係

が
あ
り
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
霊

友
会
で
は
拝
む
対
象
が
デ
タ
ラ
メ
だ
か
ら
で
す
。
日
蓮

大
聖
人
は
、
曼
荼
羅
の
御
本
尊
を
根
本
と
し
た
三
大
秘

法
（
本
門
の
本
尊
・
戒
壇
・
題
目
）
の
修
行
が
大
事
だ

と
教
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
霊
友
会
で
は
、
日
蓮
大

聖
人
を
批
判
し
て
「
法
華
経
を
信
じ
て
題
目
を
唱
え
る

こ
と
し
か
民
衆
に
説
き
得
な
か
っ
た
こ
と
は
、
当
時
民

衆
の
大
部
分
が
文
盲
で
あ
っ
た
と
い
う
時
代
背
景
を
考

え
れ
ば
仕
方
の
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
と
は
い
え
、
や
は

り
そ
れ
は
日
蓮
の
限
界
で
あ
っ
た
と
言
う
ほ
か
な
い
。」

（
在
家
主
義
仏
教
の
す
す
め
）
と
浅
は
か
な
愚
論
を
述

べ
て
い
ま
す
。
つ
け
る
薬
が
な
い
と
い
う
の
は
、
こ

う
い
う
輩
を
指
し
た
言
葉
な
の
で
し
ょ
う
。
日
蓮
大
聖

人
は
「
本
尊
と
は
勝
れ
た
る
を
用
う
べ
し
」
と
、
厳
し

く
霊
友
会
の
よ
う
な
本
尊
の
雑
乱
を
破
折
さ
れ
て
い
ま

す
。末

法
の
仏
様
と
は

仏
教
で
は
末
法
と
い
う
言
葉
が
よ
く
使
わ
れ
ま
す

が
、
末
法
と
は
、
ど
う
い
う
時
代
を
指
す
言
葉
な
の
で

し
ょ
う
。
末
法
と
は
釈
尊
が
亡
く
な
ら
れ
て
後
、
二
千

年
後
の
時
代
を
意
味
す
る
言
葉
な
の
で
す
。
末
法
の
末

と
は
、
漢
文
で
は
否
定
形
と
し
て
用
い
ら
れ
、
末
法
と

は
、
釈
尊
の
法
（
白
法
）
が
な
く
な
っ
た
時
代
、
釈
尊

の
法
が
効
力
を
失
っ
た
時
代
の
こ
と
を
指
し
ま
す
。
釈

尊
が
入
滅
し
て
後
、
二
千
年
後
、
釈
尊
が
説
か
れ
た
教

え
に
人
々
を
救
う
力
が
な
く
な
り
、
経
巻
の
み
が
あ
る

だ
け
で
、
正
し
い
修
行
も
功
徳
も
な
く
な
り
、
自
然
災

害
が
多
発
し
、
不
治
の
病
が
流
行
し
、
人
々
の
間
で
は

争
い
の
絶
え
な
い
時
代
が
訪
れ
る
と
経
巻
に
は
説
か
れ

て
い
ま
す
。
で
は
、
末
法
に
入
り
、
釈
尊
の
法
が
滅
し

た
後
、
ど
の
よ
う
な
仏
様
が
現
れ
る
の
で
し
ょ
う
。
ま

た
、
そ
れ
は
、
一
体
、
ど
の
教
典
に
説
か
れ
て
い
る
の

で
し
ょ
う
。
実
は
、
そ
の
こ
と
が
釈
尊
の
出
世
の
本
懐

で
あ
る
法
華
経
に
説
か
れ
て
い
る
の
で
す
。

釈
尊
は
五
十
年
間
に
わ
た
り
法
を
説
き
ま
し
た
が
、

最
後
の
八
年
間
に
自
分
自
身
が
こ
の
世
に
出
現
し
た
一

番
の
目
的
で
あ
る
最
も
重
要
な
法
を
説
か
れ
ま
し
た
。

そ
の
法
こ
そ
が
法
華
経
だ
っ
た
の
で
す
。

さ
て
、
法
華
経
に
説
か
れ
た
末
法
の
仏
様
に
つ
い
て

で
す
が
、
法
華
経
に
は
、
ど
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る

の
で
し
ょ
う
。

法
華
経
に
は
、
そ
の
仏
様
は
、
末
法
に
現
れ
て
法
を

説
く
が
、
あ
る
時
は
、
し
ば
し
ば
所
を
追
わ
れ
、
ま
た
、

あ
る
時
は
、
時
の
権
力
者
や
出
家
在
家
の
人
々
に
迫
害

を
受
け
、
石
を
投
げ
ら
れ
、
杖
で
打
た
れ
、
あ
ま
つ
さ

え
、
刀
の
難
ま
で
受
け
ら
れ
な
が
ら
、
一
切
衆
生
を
成

仏
に
導
き
、
幸
せ
に
す
る
法
を
説
い
て
い
く
と
説
か
れ

て
い
ま
す
。
そ
の
仏
様
は
、末
法
の
衆
生
の
闇
を
払
い
、

人
々
が
持
っ
て
い
る
尊
い
命
を
輝
か
せ
る
大
白
法
を
所

持
さ
れ
、
そ
の
法
を
説
く
た
め
に
、
い
か
な
る
難
も
忍

ば
れ
る
の
で
す
。

日
蓮
大
聖
人
は
、末
法
の
一
切
衆
生
を
救
う
た
め
に
、

法
華
経
に
予
証
さ
れ
た
通
り
、
数
多
く
の
法
難
に
遭
い

な
が
ら
、
唯
一
無
二
の
法
を
説
か
れ
ま
し
た
。
そ
の
お

振
る
舞
い
は
、
ま
さ
に
、
法
華
経
に
説
か
れ
た
そ
の
ま

ま
を
身
を
も
っ
て
行
じ
ら
れ
、
ま
さ
に
、
末
法
の
仏
様

で
あ
る
こ
と
を
そ
の
行
動
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
た
の
で

す
。こ

の
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
末
法
に
生
き
る

現
代
の
私
た
ち
が
信
じ
る
に
足
る
正
し
い
教
え
は
、
た

だ
ひ
と
つ
し
か
な
く
、
そ
の
教
え
を
説
か
れ
た
方
は
、

末
法
の
仏
様
で
あ
る
日
蓮
大
聖
人
な
の
で
す
。

日
蓮
大
聖
人
は
、
末
法
の
一
切
衆
生
を
真
実
の
幸
せ

に
導
く
た
め
、
最
高
尊
極
の
法
で
あ
る
南
無
妙
法
蓮
華

経
を
唱
え
出
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
日
蓮
大
聖
人
の
教
え

を
七
百
五
十
年
間
に
わ
た
っ
て
現
在
ま
で
清
浄
に
誤
り

な
く
受
け
継
い
で
き
た
唯
一
の
教
団
が
富
士
大
石
寺
を

総
本
山
と
す
る
日
蓮
正
宗
な
の
で
す
。

私
た
ち
は
日
蓮
正
宗
の
信
徒
と
し
て
、
法
道
院
（
池

袋
）
で
歓
喜
に
満
ち
て
信
仰
に
励
ん
で
い
ま
す
。
ど

う
か
、
み
な
さ
ん
も
真
実
の
仏
法
と
出
会
っ
て
、
か
け

が
え
の
な
い
人
生
を
光
り
輝
か
せ
て
み
て
は
い
か
が
で

し
ょ
う
か
。


