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日
蓮
大
聖
人
は
、
三
大
秘
法
と
い

う
根
源
の
仏
法
を
以
て
、
末
法
の
全

人
類
を
現げ

ん

当と
う

二に

世せ

（
現
世
と
来
世
）

に
わ
た
っ
て
お
救
い
下
さ
る
、
唯た

だ

一い
ち

人に
ん

の
御
本
仏
で
あ
ら
れ
る
。

　

末
法
と
は
、
釈
迦
仏
の
滅
後
二
千

年
以
降
の
時
代
を
指
す
。
こ
の
末
法

に
つ
い
て
、
釈
迦
仏
は
重
大
な
二
つ

の
予
言
を
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
の
一
つ
は
「
闘と

う

諍じ
ょ
う

堅け
ん

固ご

・
白び

ゃ
く

法ほ
う

隠お
ん

没も
つ

」
の
経
文
で
あ
る
。
す
な
わ
ち

末
法
は
人
々
の
心
が
荒す

さ

ん
で
大
戦
乱

が
打
ち
続
き
、
こ
の
と
き
釈
迦
仏
の

仏
法
は
人
々
を
救
う
力
を
失
っ
て
し

ま
う
と
い
う
こ
と
。

　

も
う
一
つ
は
、
こ
の
末
法
に
は
、

三
世
十
方
の
諸
仏
の
根
源
た
る
御
本

仏
が
出
現
し
て
、
全
人
類
を
破
滅
よ

り
お
救
い
下
さ
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
を
法
華
経
の
神じ

ん

力り
き

品ほ
ん

に
は

　

「
日に

ち

月が
つ

の
光こ

う

明み
ょ
う

の
能よ

く
諸

も
ろ
も
ろ

の
幽ゆ

う

冥み
ょ
う

を
除
く
が
ご
と
く
、
斯こ

の
人
世
間
に

行ぎ
ょ
う

じ
て
、
能
く
衆
生
の
闇や

み

を
滅め

っ

せ
ん
」

と
予
言
し
て
い
る
。

　

ま
さ
に
日
蓮
大
聖
人
こ
そ
、
こ
の

予
言
証
明
に
照
ら
さ
れ
て
末
法
の
日

本
国
に
出
現
さ
れ
た
、
諸
仏
の
根
源

の
仏
様
す
な
わ
ち
「
久く

遠お
ん

元が
ん

初じ
ょ

の
自じ

受じ
ゅ

用ゆ
う

身じ
ん

」
で
あ
ら
れ
る
。

　

日
蓮
大
聖
人
の
仏
法
は
、人
と
、国

を
、
根
底
か
ら
お
救
い
下
さ
る
―
―
。

　

個
人
に
お
い
て
は
、
凡
夫
を
仏
に

し
て
下
さ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

日
蓮
大
聖
人
が
大
慈
悲
を
以
て
留と

ど

め

置
か
れ
た「
本

門
戒
壇
の
大

御
本
尊
」
を

信
じ
て
南
無

妙
法
蓮
華
経

と
唱
え
奉
れ

ば
、
い
か
な

る
人
も
一
生

の
う
ち
に
必

ず
成
仏
が
叶

う
。

　

ま
た
国
に

お
い
て
は
、

日
本
一
同
が

「
本
門
戒
壇

の
大
御
本
尊
」

を
信
じ
て
南

無
妙
法
蓮
華

経
と
唱
え
奉

り
、
御ご

遺ゆ
い

命め
い

の
ま
ま
に
国

立
戒
壇
を
建

立
す
れ
ば
、

そ
の
と
き
日

本
は
仏
国
と

な
り
、
も
ろ

も
ろ
の
災
難

も
消
滅
し
、

真
の
国
家
安

泰
を
得
る
。

こ
れ
が
立
正

安
国
で
あ
る
。

  

人
生
人
生
のの
目
的
目
的
はは「
成
仏
」

「
成
仏
」に
あ
る

に
あ
る

　

人
生
の
目
的
を
知
ら
ず
に
生
き
て

い
る
の
は
、
行
き
先
不
明
の
バ
ス
に

乗
っ
て
い
る
の
と
同
じ
で
あ
る
。
だ

が
人
々
は
こ
の
大
事
を
知
ら
ず
、
た

だ
目
先
の
欲
望
に
引
き
ず
ら
れ
て
虚む

な

し
く
生
き
、
虚
し
く
一
生
を
終
え
る

の
が
実
相
で
あ
る
。
こ
れ
で
確
信
あ

る
人
生
が
歩
め
る
は
ず
が
な
い
。

　

人
生
の
目
的
は
、
実
に
「
成
仏
」

を
得
る
に
あ
る
。
成
仏
と
は
、
生
死

を
乗
り
越
え
て
永
遠
に
崩
れ
ぬ
、
無

上
の
幸
福
境き

ょ
う

界が
い

を
い
う
。

　

日
蓮
大
聖
人
の
仏
法
を
実
践
す
れ

ば
、
い
か
な
る
人
も
宿
命
が
変
わ
り
、

現
世
に
は
幸さ

い
わ

い
を
招
き
、
臨
終
に
は

成
仏
の
相
を
現げ

ん

じ
、
死
後
の
生
命
も

大
安
楽
を
得
る
。
こ
れ
が
成
仏
の
境き

ょ
う

界が
い

で
あ
る
。

　

「
死
後
の
未
来
の
こ
と
な
ど
わ
か

ら
ぬ
」
と
い
う
人
も
あ
ろ
う
。
だ
が

仏
法
は
空
理
・
空
論
で
は
な
い
。
す

べ
て
証
拠
を
以
て
論
ず
る
。
そ
の
証

拠
と
は
臨
終
の
相
で
あ
る
。

  

臨
終
臨
終
のの
相相
にに
善
悪
善
悪
あ
り
あ
り

　

臨
終
は
一
生
の
総
決
算
で
あ
り
、

そ
の
臨
終
の
相
に
、
そ
の
人
が
未
来

に
受
け
る
べ
き
果か

報ほ
う

（
結
果
と
報
い
）

が
現
わ
れ
る
。
だ
か
ら
臨
終
は
人
生

の
最
大
事
な
の
で
あ
る
。

　

ゆ
え
に
日
蓮
大
聖
人
は

　

「
人
の
寿い

の

ち命
は
無
常
な
り
。
…
さ

れ
ば
先
づ
臨
終
の
事
を
習
う
て
後
に

他た

事じ

を
習
う
べ
し
」（
妙
法
尼あ

ま

御ご

前ぜ
ん

御ご

返へ
ん

事じ

）
と
仰
せ
ら
れ
て
い
る
。

　

で
は
、
地
獄
に
堕
ち
る
相
、
あ
る

い
は
成
仏
の
相
と
は
、
ど
の
よ
う
な

も
の
か
。

　

大
聖
人
は

　

「
人
は
臨
終
の
時
、
地
獄
に
堕お

つ

る
者
は
黒こ

く

色じ
き

と
な
る
上
、
其
の
身
重

き
事
千ち

引び
き

の
石い

わ

の
如
し
。

　

善
人
は
設た

と

い
七
尺
八
尺
の
女に

ょ

人に
ん

な

れ
ど
も
、
色
黒
き
者
な
れ
ど
も
、
臨

終
に
色
変
じ
て
白び

ゃ
く

色じ
き

と
な
る
、
又
軽

き
事
鵞が

毛も
う

の
如
し
、
輭

や
わ
ら
か

な
る
事
兜と

羅ろ

綿め
ん

の
如
し
」（
千
日
尼
御
前
御
返
事
）と
。

　

こ
の
仰
せ
の
ご
と
く
、
地
獄
に
堕お

ち
る
者
は
、
死
し
て
の
ち
遺
体
が
黒

く
な
る
う
え
、
重
く
な
り
、
恐
ろ
し

い
形ぎ

ょ
う

相
と
な
る
。

　

一
方
、
成
仏
の
相
と
は
、
臨
終
の

の
ち
に
色
が
白
く
な
り
、
軽
く
、
柔

ら
か
く
、
か
つ
柔に

ゅ
う

和わ

な
相
と
な
る
。

　

さ
ら
に
大
聖
人
は
神し

ん

国こ
く

王お
う

御ご

書し
ょ

に

　

「
人ひ

と

死
し
て
後の

ち

、
色
の
黒
き
は
地

獄
に
堕お

つ
と
は
、一い

ち

代だ
い

聖し
ょ
う

教き
ょ
う

に
定
む
る

所
な
り
」
と
も
仰
せ
下
さ
れ
て
い
る
。

　

世
間
の
人
々
は
こ
の
大
事
な
現
証

を
知
ら
な
い
。
も
し
知
っ
た
ら
人
生

観
が
一
変
す
る
に
違
い
な
い
。

　

臨
終
の
相
だ
け
は
、
人
の
意
志
の

及
ぶ
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
こ
の
因
果

の
法
則
を
説
き
切
る
の
は
、
日
蓮
大

聖
人
の
仏
法
以
外
に
は
な
い
。

　

地
位
や
財
産
や
権
力
に
よ
る
幸
福

は
す
ぐ
に
崩
れ
る
。
現
当
二
世
に
わ

た
り
永
遠
に
崩
れ
ぬ
幸
福
は
、
成
仏

の
境き

ょ
う

界が
い

だ
け
で
あ
る
。（

裏
面
に
つ
づ
く
）

日蓮大聖人御遺命の「国立戒壇」建立の地「富士山」。中央正面の昿
こう

々
こう

たる勝地が天
あも

生
うが

原
はら

である



他国侵逼・自界叛逆の二難を厳然と予言さ
れた「立正安国論」第32紙（本文参照）

　

こ
の
惨
状
を
眼
前
に
さ
れ
た
大
聖
人
は
、

こ
れ
日
本
国
が
他た

国こ
く

侵し
ん

逼ぴ
つ

（
他
国
か
ら
の

侵
略
）
の
大
難
を
受
け
る
前ぜ

ん

相そ
う

で
あ
る
と

判
ぜ
ら
れ
、
日
本
国
を
救
う
た
め
、
立
正

安
国
論
を
以
て
国
主
を
諫
暁
し
給
う
た
。

　

こ
の
立
正
安
国
論
に
は
、
他
国
侵
逼
と

自
界
叛
逆（
内
乱
）が
必
ず
起
こ
る
こ
と
が
、

次
の
ご
と
く
厳
然
と
予
言
さ
れ
て
い
る
。

　

「
先
難
是こ

れ
明
ら
か
な
り
、
後こ

う

災さ
い

何
ぞ

疑
わ
ん
。
若も

し
残
る
所
の
難
、
悪
法
の
科と

が

に
依
っ
て
並
び
起
こ
り
競き

そ

い
来き

た

ら
ば
、
其

の
時
何い

か

ん
が
為せ

ん
や
」
と
。

　

「
先
難
」
と
は
、
天
変
地
夭
な
ど
亡
国

の
前
兆
た
る
災
難
。「
後
災
」
と
は
、
亡
国

を
も
た
ら
す
他
国
侵
逼
・
自
界
叛
逆
の
二

難
で
あ
る
。
先
難
が
す
で
に
現
わ
れ
て
い

る
以
上
、
後
災
の
来
る
こ
と
は
疑
い
な
い

と
し
て
、
も
し
こ
の
二
難
が
事
実
に
な
っ

た
ら
「
其
の
時
何い

か

ん
が
為せ

ん
や
」
と
厳
し

く
お
誡
め
下
さ
れ
て
い
る
。

　

つ
い
で
次
文
に
は
後
災
の
二
難
の
恐
る

べ
き
こ
と
を

　

「
帝
王
は
国
家
を
基も

と
い

と
し
て
天
下
を
治

め
、
人に

ん

臣し
ん

は
田で

ん

園え
ん

を
領
し
て
世せ

上じ
ょ
う

を
保た

も

つ
。

而
る
に
他
方
の
賊ぞ

く

来き
た

り
て
其
の
国
を
侵し

ん

逼ぴ
つ

し
、
自
界
叛ほ

ん

逆ぎ
ゃ
く

し
て
其
の
地
を
掠り

ゃ
く

領り
ょ
う

せ
ば
、

豈あ
に

驚
か
ざ
ら
ん
や
、
豈あ

に

騒
が
ざ
ら
ん
や
。

国
を
失
い
家
を
滅
せ
ば
、
何い

ず

れ
の
所
に
か

世
を
遁の

が

れ
ん
」

　

と
お
示
し
下
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
他
国
侵
逼
の
ご
予
言
は
、
蒙
古
襲

来
の
実
に
十
四
年
以
前
の
こ
と
、
未
だ
何

の
萠き

ざ

し
も
な
い
時
に
お
け
る
御
断
言
で
あ

る
。
こ
れ
を
見
る
と
き
、
大
聖
人
の
御
予

言
は
海
外
情
勢
な
ど
に
よ
り
推
測
す
る
世

間
の
そ
れ
と
は
全
く
類る

い

を
異こ

と

に
す
る
。
ま

さ
に
仏
法
を
守
護
す
る
諸
天
に
申
し
付
け

給
う
絶
大
威
徳
を
以
て
の
御
断
定
で
あ
る

か
ら
、
違た

が

う
こ
と
が
な
い
の
で
あ
る
。

　

も
し
他
国
侵
逼
が
事
実
に
な
れ
ば
、
人
々

は
始
め
て
改か

い

悔げ

の
心
を
起
こ
し
、
死
後
の

無む

間げ
ん

地じ

獄ご
く

の
大
苦
を
今

生
の
う
ち
に
消
滅
さ
せ

る
こ
と
が
で
き
る
。
死

後
の
無
間
地
獄
の
大
苦

に
比
べ
た
ら
、
今
生
の

い
か
な
る
大
苦
も
物
の

数
で
は
な
い
。

　

日
蓮
大
聖
人
は
、
こ

の
無
間
地
獄
の
大
苦
を

蒙
古
襲
来
の
罰
を
以
て

改か
い

悔げ

せ
し
め
、
今
生
の

う
ち
に
消
さ
し
め
給
う

た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ほ

　

ま
さ
に
日
蓮
大
聖
人
こ
そ
、
我
ら
凡
夫

を
仏
に
し
て
下
さ
る
大
慈
大
悲
の
御
本
仏

で
あ
ら
れ
る
。

  
　
立
正
安
国
論

　
立
正
安
国
論
のの
御
予
言
的
中

御
予
言
的
中

　

国
家
の
興
亡
盛
衰
の
根
本
原
因
は
、
正

し
い
仏
法
を
信
ず
る
か
、
背
く
か
に
よ
る
。

も
し
国
中
が
邪じ

ゃ

法ほ
う

を
信
じ
て
正し

ょ
う

法ぼ
う

に
背
け

ば
、
国
に
天て

ん

変ぺ
ん

地ち

夭よ
う

・
内
乱
・
他た

国こ
く

侵し
ん

逼ぴ
つ

等
の
災
難
が
起
こ
る
。
も
し
正
し
い
仏
法

を
立
て
れ
ば
国
家
は
安
泰
に
な
る
。
こ
れ

は
、
宇
宙
的
ス
ケ
ー
ル
の
力り

き

用ゆ
う

を
以
て
仏

法
を
守
護
す
る
、
諸
天
善
神
の
働
き
に
よ

る
の
で
あ
る
。

　

日
蓮
大
聖
人
ご
出
現
当
時
の
日
本
は
、

念
仏
・
真し

ん

言ご
ん

・
禅ぜ

ん

・
律り

つ

等
の
諸
宗
が
は
び

こ
っ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
諸
宗
は
、
釈
迦

仏
の
一
代
五
十
年
の
説
法
の
中
で
、
前ぜ

ん

四し

十じ
ゅ
う

余よ

年ね
ん

の
所
説
で
あ
る
方ほ

う

便べ
ん

の
経き

ょ
う

々ぎ
ょ
う

に
執

着
し
、
後の

ち

八
年
に
説
か
れ
た
真
実
の
経
た

る
法
華
経
に
背
い
た
邪
宗
で
あ
る
。

　

末
法
に
お
い
て
は
、
法
華
経
の
本
門
寿じ

ゅ

量り
ょ
う

品ほ
ん

の
文も

ん

底て
い

に
秘ひ

沈ち
ん

さ
れ
た
「
南
無
妙
法

蓮
華
経
」
以
外
に
、
成
仏
の
叶
う
大
法
は

な
い
。

　

こ
の
こ
と
を
日
本
国
で
た
だ
御ご

一い
ち

人に
ん

知

り
給
う
た
日
蓮
大
聖
人
は
、
諸
宗
の
誤
り

を
破は

折し
ゃ
く

さ
れ
る
と
と
も
に
、
母
が
赤せ

き

子し

の

口
に
乳
を
含
め
る
ご
と
き
大
慈
悲
を
以
て

「
南
無
妙
法
蓮
華
経
と
唱
え
よ
」
と
一
切

大
衆
に
お
勧す

す

め
下
さ
れ
た
。

　

こ
れ
を
見
て
邪
法
の
僧
ら
は
憎ぞ

う

悪お

を
懐い

だ

き
、
民
衆
を
煽せ

ん

動ど
う

し
て
大
聖
人
を
憎
ま
せ

た
。
か
く
て
大
聖
人
を
罵の

の
し

る
声
は
一
国
に

満
ち
た
。

　

そ
の
中
、
正し

ょ
う

嘉か

元
年
に
は
前
代
未
聞
の

巨
大
地
震
が
鎌
倉
を
襲
い
、
以
来
、
連
々

と
し
て
異
常
気
象
・
大
飢き

饉き
ん

・
大
疫や

く

病び
ょ
う

等

が
発
生
し
、
人
民
の
過か

半は
ん

が
死
を
招
く
に

い
た
っ
た
。

ど
徹
底
し
た
大
慈
大
悲
は
な
い
。

　

ゆ
え
に
大
聖
人
は
佐
渡
御
書
に

　

「
現げ

ん

世ぜ

に
云
い
お
く
言こ

と
ば

の
違た

が

わ
ざ
ら
ん

を
以も

て
、
後ご

生し
ょ
う

の
疑
い
を
な
す
べ
か
ら
ず
」

　

ま
た
四
条
抄
に
は

　

「
あ
へ
て
憎
み
て
は
申
さ
ず
、
大
慈
大

悲
の
力
、
無む

間げ
ん

地じ

獄ご
く

の
大
苦
を
今
生
に
消

さ
し
め
ん
と
な
り
」

　

と
仰
せ
下
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
さ
に
立
正
安
国
論
の
御
予
言
的
中
こ

そ
、
日
蓮
大
聖
人
の
御
本
仏
と
し
て
の
絶

大
威
徳
の
証
明
で
あ
る
と
と
も
に
、
一
切

衆
生
の
後
生
の
大
苦
を
も
お
救
い
下
さ
る

大
慈
大
悲
で
あ
ら
れ
る
こ
と
、
深
く
拝
し

奉
る
べ
き
で
あ
る
。

  

　
国
家
権
力

　
国
家
権
力
もも
御御お

ん

頸頸く
び  

切切
れ
ず
れ
ず

　

文
永
八
年
九
月
十
二
日
の
深
夜
、
日
蓮

大
聖
人
は
竜
の
口
の
頸く

び

の
座ざ

に
坐ざ

し
給
う

た
。
こ
の
大
法
難
は
、
邪
法
の
僧
ら
の
讒ざ

ん

言げ
ん

を
取
り
上
げ
た
国
家
権
力
者
に
よ
る
絶

体
絶
命
の
死
刑
で
あ
っ
た
。

　

だ
が
、
太た

刀ち

取と

り
が
大
刀
を
振
り
下お

ろ

さ

ん
と
し
た
そ
の
刹せ

つ

那な

、
思し

議ぎ

を
絶
す
る
こ

と
が
起
き
た
。

　

突
如
と
し
て
「
月
の
ご
と
く
光
り
た
る

物
」
が
出
現
し
た
の
で
あ
る
。

　

そ
の
光
り
が
い
か
に
強
烈
で
あ
っ
た
か
。

太
刀
取
り
は
目
が
く
ら
ん
で
そ
の
場
に
倒

れ
伏
し
、
警
護
の
兵
士
た
ち
も
恐
怖
の
あ

ま
り
一い

っ

町ち
ょ
う

ば
か
り
逃
げ
出
し
、
馬
上
の
武

士
た
ち
も
、
あ
る
い
は
馬
か
ら
下
り
て
畏か

し
こ

ま
り
、
あ
る
い
は
馬
上
で
う
ず
く
ま
っ
て

し
ま
っ
た
。

　

砂
浜
に
坐
し
給
う
は
、
た
だ
大
聖
人
御ご

一い
ち

人に
ん

。

　

大
聖
人
は
大だ

い

高こ
う

声し
ょ
う

で
叫
ば
れ
た
。

　

「
い
か
に
と
の
ば
ら
、
か
か
る
大だ

い

禍か

あ

る
召め

し

人う
ど

に
は
遠
の
く
ぞ
。
近
く
打
ち
よ
れ

や
、
打
ち
よ
れ
や
」
と
。

　

だ
が
一
人
と
し
て
近
寄
る
者
は
な
い
。

　

大
聖
人
は
重
ね
て
叫
ば
れ
た
。

　

「
夜 

あ
け
ば
、
い
か
に
い
か
に
。
頸く

び

切

る
べ
く
わ
急
ぎ
切
る
べ
し
、
夜
明あ

け
な
ば

見
苦
し
か
り
な
ん
」
と
。

　

こ
れ
死
刑
の
催
促
で
あ
る
。
だ
が
、
声

を
発
す
る
者
と
て
な
い
。

　

響ひ
び

く
は
大
聖
人
の
御
声
の
み
、
目
に
映う

つ

る
は
月
の
光
に
照
ら
さ
れ
て
輝
く
大
聖
人

の
御ご

尊そ
ん

容よ
う

の
み
。

　

ま
さ
し
く
国
家
権
力
が
、
た
だ
一い

ち

人に
ん

の

大
聖
人
の
御お

ん

頸く
び

を
刎は

ね
る
こ
と
が
で
き
ず
、

そ
の
絶
大
威
徳
の
前
に
ひ
れ
伏
し
て
し
ま

っ
た
の
で
あ
る
。
か
か
る
思
議
を
絶
す
る

荘そ
う

厳ご
ん

・
崇す

う

高こ
う

・
威い

厳げ
ん

に
満
ち
た
光
景
が
、

人
類
史
上
、
地
球
上
の
ど
こ
に
あ
っ
た
か
。

　

こ
の
大
現
証
こ
そ

　

日
蓮
大
聖
人
が
、
立
宗
以
来
の
不ふ

惜し
ゃ
く

身し
ん

命み
ょ
う

の
御
修
行
こ
こ
に
成
就
し
て
、
名み

ょ
う

字じ

凡ぼ
ん

夫ぶ

の
御お

ん

身み

の
当
体
が
、
そ
の
ま
ま
久く

遠お
ん

元が
ん

初じ
ょ

の
自じ

受じ
ゅ

用ゆ
う

身じ
ん

と
成な

っ
て
成じ

ょ
う

道ど
う

を
遂と

げ
給

う
た
、
そ
の
御ご

尊そ
ん

容よ
う

で
あ
ら
れ
る
。

      

日
蓮
に
よ
り
て

日
蓮
に
よ
り
て

     
     

日
本
国
の

日
本
国
の
有有うう

無無むむ

は
あ
る
べ
し

は
あ
る
べ
し

　

大
聖
人
は
竜
の
口
の
大
法
難
に
引
き
続

い
て
、
佐
渡
へ
流る

罪ざ
い

と
な
っ
た
。
そ
し
て

雪
中
に
お
い
て
開
目
抄
を
記し

る

し
給
い
、
そ

の
深じ

ん

意い

を

　

「
日
蓮
に
よ
り
て
日
本
国
の
有
無
は
あ

る
べ
し
」

　

と
仰
せ
下
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち

　

日
蓮
大
聖
人
を
信
じ
奉
る
か
、
背
く
か

に
よ
っ
て
、
日
本
国
の
有
無
も
、
人
類
の

存
亡
も
決
す
る
―
―
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

大
聖
人
の
御
存
在
は
こ
れ
ほ
ど
重
く
、

か
つ
大
で
あ
ら
れ
る
。
こ
れ
大
聖
人
が
十

方
三
世
の
諸
仏
の
根
源
た
る
久く

遠お
ん

元が
ん

初じ
ょ

の

自じ

受じ
ゅ

用ゆ
う

身じ
ん

に
し
て
、
末
法
下げ

種し
ゅ

の
本
仏
で

あ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
の
御
本
仏
に
敵
対
す
れ
ば
、
国
も
亡

び
、
人
も
亡
ぶ
。

　

こ
の
事
実
は
御
在
世
の
日
本
を

見
れ
ば
よ
く
わ
か
る
。
権
力
者
・
平へ

い
の

左さ

衛え

門も
ん

は
大
聖
人
の
御お

ん

頸く
び

を
刎は

ね

奉
っ
た
。
そ
の
大
罰
は
直
ち
に
大

蒙
古
の
侵
略
と
な
っ
て
顕
わ
れ
た
。

　

こ
の
と
き
日
本
は
亡
ん
で
当
然

で
あ
っ
た
。

　

だ
が
、
御お

ん

頸く
び

は
刎は

ね
て
刎
ね
ら

れ
ず
、
日
本
の
柱
は
倒た

お

し
て
倒
さ

れ
ず
、
よ
っ
て
日
本
も
亡
ん
で
亡

び
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
も
し
御

頸
が
刎
ね
ら
れ
て
い
た
ら
、
日
本

は
完
全
に
滅
亡
し
て
い
た
に
違
い

な
い
。

  

残残
さ
れ
た

さ
れ
た
時
間
時
間
はは
少少
な
い
な
い

　

大
聖
人
御
入
滅
後
す
で
に
七
百

余
年
―
―
。

　

い
ま
日
本
は
戦
後
最
大
の
危
機

に
直
面
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
強

力
な
核
兵
器
を
持
ち
、
か
つ
残
忍

で
侵
略
的
な
独
裁
国
家
の
中
国
・

ロ
シ
ア
・
北
朝
鮮
の
三
国
に
包
囲
さ
れ
て

し
ま
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
遠
か
ら
ず
、
日

本
へ
の
侵
略
は
必
ず
起
き
る
。

　

こ
の
よ
う
な
事
態
に
立
ち
至
っ
た
の
も
、

国
中
が
未
だ
に
大
聖
人
を
信
ぜ
ず
背
き
続

け
、
就な

か
ん

中ず
く

、
正
系
門
家
が
大
聖
人
の
唯
一

の
御
遺
命
た
る
「
国
立
戒
壇
」
を
否
定
し

て
偽
戒
壇
・
正
本
堂
を
建
て
、
師し

敵て
き

対た
い

に

陥
っ
て
し
ま
っ
た
ゆ
え
で
あ
る
。

　

「
仏
法
は
体た

い

の
ご
と
し
、
世
間
は
か
げ

の
ご
と
し
。
体
曲
れ
ば
影
な
な
め
な
り
」

（
富
木
殿
御
返
事
）
と
。

　

や
が
て
中
国
を
は
じ
め
と
す
る
三
国
の
、

残
忍
き
わ
ま
る
侵
略
は
必
ず
始
ま
る
。

　

こ
の
亡
国
の
大
難
を
遁の

が

れ
る
唯
一
の
道

は
、
一
国
が
日
蓮
大
聖
人
を
信
じ
奉
り
、

三
大
秘
法
を
受
持
す
る
以
外
に
な
い
。

　

ゆ
え
に
大
聖
人
は
弘
安
元
年
三
月
の
四

十
九
院
申
状
に

　

「
第
三
の
秘
法
、
今
に
残
す
所
な
り
。

是こ

れ
偏ひ

と
え

に
末
法
闘と

う

諍じ
ょ
う

の
始
め
、
他た

国こ
く

来ら
い

難な
ん

の
刻き

ざ
み

、
一い

ち

閻え
ん

浮ぶ

提だ
い

の
中
の
大だ

い

合か
っ

戦せ
ん

起
こ
ら

ん
の
時
、
国
主
此
の
法
を
用
い
て
兵ひ

ょ
う

乱ら
ん

に

勝
つ
可べ

き
の
秘ひ

術じ
ゅ
つ

な
り
」
と
。

　

今
こ
そ
全
日
本
人
は
、
大
慈
大
悲
・
絶

大
威
徳
の
日
蓮
大
聖
人
に
帰き

依え

信し
ん

順じ
ゅ
ん

し
奉

り
、
早
く
国
立
戒
壇
を
建
立
し
て
金こ

ん

剛ご
う

不ふ

壊え

の
仏ぶ

っ

国こ
く

を
築
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

　

残
さ
れ
た
時
間
は
少
な
い
―
―
。

「冨士大石寺顕正会本部」（正門）


