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平
安
仏
教
説
話
に
お
い
て
は
、
大
ま
か
に
言
え
ぱ
日
本
の
神
は
仏
法
及
び
高

僧
を
守
る
者
、
あ
る
い
は
自
ら
も
六
道
の
苦
を
受
け
得
脱
の
機
を
仏
法
に
求
め

る
老
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
中
世
に
入
っ
て
本
地
垂
迩
、
和
光
同
塵
の
思
想
及
び
そ

れ
と
結
び
っ
い
た
神
国
思
想
の
興
隆
の
時
期
に
あ
っ
て
は
、
神
々
の
形
象
も
お

の
ず
と
変
貌
し
て
く
る
。
こ
と
に
鎌
倉
期
の
頃
成
立
し
た
説
話
集
に
は
、
仏
本
神

迩
の
本
地
垂
迩
説
を
背
景
と
し
た
神
明
説
話
が
遁
世
や
往
生
と
密
接
に
つ
な
が

り
た
が
ら
新
た
に
数
多
く
登
場
し
て
く
る
の
は
、
こ
の
時
代
の
特
質
と
言
っ
て

よ
い
。
そ
れ
は
平
安
末
期
に
お
げ
る
全
国
主
要
な
神
々
へ
の
本
地
仏
の
具
体
的

狂
配
置
と
と
も
に
、
ま
た
新
仏
教
興
隆
に
対
抗
す
る
旧
仏
教
教
団
側
が
専
修
念

仏
老
に
よ
る
神
砥
不
拝
の
風
潮
を
本
地
垂
述
説
を
盾
に
非
難
し
つ
つ
、
経
済
基

盤
で
も
あ
る
既
得
の
信
仰
圏
の
再
確
保
と
民
衆
教
化
の
拡
大
と
を
図
ろ
う
と
し

た
事
情
の
も
と
に
生
ま
れ
て
き
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
「
和
光
同
塵
は
結
縁
の
始
、

八
相
成
道
は
利
物
の
終
」
の
句
が
端
的
に
示
す
神
の
利
生
は
、
現
世
安
穏
・
後
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生
善
処
の
「
現
当
二
世
」
に
あ
っ
た
が
、
こ
の
利
益
が
仏
教
老
の
側
か
ら
盛
ん

に
説
か
れ
て
一
世
を
風
摩
し
た
こ
の
時
代
の
ま
さ
に
申
し
子
的
な
存
在
と
し
て

こ
の
種
の
神
明
説
話
は
あ
る
。
こ
こ
で
は
そ
の
一
例
と
し
て
、
神
の
名
利
否
定

も
し
く
は
現
世
利
益
の
拒
絶
↓
発
心
↓
遁
世
↓
往
生
と
い
う
形
式
で
展
開
す
る

説
話
を
、
神
の
利
生
を
説
く
側
と
出
離
生
死
を
希
求
す
る
側
の
二
面
か
ら
分
析

し
っ
つ
、
神
明
説
話
の
一
つ
の
発
展
の
あ
り
方
を
考
え
て
み
る
が
、
神
の
後
世

利
益
を
表
現
し
よ
う
と
す
る
こ
の
種
の
説
話
が
持
つ
思
想
や
表
現
は
、
概
し
て

先
行
仏
教
説
話
の
二
番
煎
じ
の
域
を
出
て
は
い
な
い
。
し
か
し
、
か
つ
て
仏
教

説
話
の
世
界
で
は
仏
教
賛
美
の
下
で
片
隅
に
追
い
や
ら
れ
て
い
た
神
が
仏
教
的

た
意
味
で
も
利
益
者
と
し
て
の
し
上
が
っ
て
く
る
こ
と
は
、
文
学
の
世
界
に
お

げ
る
神
の
中
世
の
始
ま
り
を
告
げ
る
画
期
的
な
段
階
で
あ
っ
た
と
い
う
意
味
で
、

丹
念
に
見
直
し
て
い
く
必
要
の
あ
る
対
象
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
中
世
的
な
神
を

語
ろ
う
と
す
る
営
み
の
胎
動
期
の
段
階
と
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
同
時
に
、
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こ
れ
ら
の
説
話
が
浸
透
し
て
い
っ
て
こ
そ
、
同
時
代
の
神
六
の
縁
起
や
霊
験
記

の
世
界
は
も
ち
ろ
ん
、
後
の
神
道
集
の
よ
う
た
世
界
が
成
立
し
受
容
さ
れ
る
基

盤
が
で
き
上
が
っ
て
く
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
ま
ず
、
真
撃
恋
求
道
心
の
ゆ
え
に
遁
世
と
奇
行
で
勇
名
を
馳
せ
た
増
賀
の
例

で
見
て
み
よ
う
。
発
心
集
に
よ
れ
ぱ
増
賀
の
遁
世
と
奇
行
は
、
彼
が
根
本
中
堂

に
千
夜
参
っ
て
「
道
心
付
き
給
へ
。
」
と
祈
り
続
げ
て
、
「
世
を
厭
ふ
心
い
と
£

深
く
成
」
っ
た
こ
と
が
契
機
と
た
る
。
と
こ
ろ
が
撰
集
抄
で
は
「
根
本
中
堂
に

千
夜
こ
も
り
て
、
是
を
い
の
り
給
ひ
げ
れ
ど
も
、
た
お
ま
こ
と
の
心
や
っ
き
か

ね
て
侍
り
げ
ん
」
と
始
ま
り
、
伊
勢
神
宮
で
「
道
心
お
こ
さ
む
と
お
も
は
ば
、

此
身
を
身
と
た
思
ひ
そ
」
と
い
う
夢
告
を
受
げ
て
遁
世
と
奇
行
が
実
践
さ
れ
た

と
す
る
。
伊
勢
神
の
示
現
の
意
味
を
増
賀
は
「
名
利
を
す
て
よ
と
こ
そ
侍
る
た

れ
。
」
と
理
解
し
、
「
さ
ら
ぱ
す
て
よ
」
と
即
時
実
行
に
移
す
。
我
が
身
を
愛
し

執
着
す
れ
ば
こ
そ
名
利
欲
も
お
こ
る
か
ら
で
あ
る
。
っ
ま
り
、
神
は
身
を
捨
て

る
Ｈ
名
利
を
捨
て
る
こ
と
の
示
唆
に
よ
っ
て
、
道
心
を
お
こ
さ
せ
た
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
増
賀
が
根
本
中
堂
で
道
心
が
つ
く
よ
う
に
祈
っ
た
こ
と
は
古
事
談

・
私
聚
百
因
縁
集
・
三
国
伝
記
に
も
見
ら
れ
る
が
、
い
ず
れ
も
伊
勢
神
の
示
現

に
っ
い
て
は
記
さ
な
い
こ
と
は
す
で
に
稲
垣
泰
一
氏
が
指
摘
し
て
い
る
。
ま
し

て
増
賀
の
遁
世
は
応
和
の
頃
と
言
わ
れ
る
。
応
和
二
年
に
は
「
豊
受
大
神
が
御

厨
案
主
秦
茂
興
が
三
宝
を
修
す
る
に
よ
り
、
崇
ら
れ
た
と
て
、
茂
興
に
上
祓
を
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科
せ
ら
れ
た
」
と
い
う
事
件
が
あ
り
、
伊
勢
神
宮
の
仏
法
に
対
す
る
禁
忌
は
ま

だ
守
ら
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
実
際
に
増
賀
が
伊
勢
神
宮
へ
参
詣
し
た
か
ど

う
か
は
と
も
か
く
、
こ
の
伊
勢
神
の
示
毘
は
説
話
上
の
虚
構
と
断
定
し
て
よ
い
。

そ
の
意
図
は
、
　
「
こ
れ
又
、
伊
勢
太
神
宮
の
御
た
す
げ
に
あ
ら
ず
は
、
い
か
に

し
て
か
此
こ
上
ろ
も
っ
き
侍
る
や
。
」
と
編
者
に
言
わ
し
め
た
、
伊
勢
神
の
「
御

た
す
げ
」
が
高
く
賛
美
さ
れ
る
と
い
う
霊
験
利
益
課
の
構
造
に
あ
る
。
撰
集
抄

は
序
文
に
「
抑
凡
夫
の
な
ら
ひ
、
明
眼
め
し
ひ
て
眞
月
を
見
ず
。
心
み
だ
れ
て

断
妄
の
利
剣
お
こ
ら
ざ
る
也
。
さ
れ
ぽ
冥
助
を
仰
ぎ
た
て
ま
っ
ら
ん
が
た
め
に
、

巻
ご
と
に
神
明
の
御
事
を
の
せ
奉
り
侍
り
。
」
と
記
し
、
巻
一
の
巻
頭
に
あ
る

こ
の
「
増
賀
上
人
之
事
」
は
そ
の
意
味
で
重
要
な
位
置
に
あ
る
。
巻
九
に
は

　
　
　
ハ
　
　
　
ノ

「
目
本
碑
國
事
」
と
い
う
条
が
あ
り
、
皇
室
の
祖
神
天
照
太
神
と
藤
原
氏
の
氏

神
春
目
明
神
に
っ
い
て
触
れ
る
が
、
こ
の
王
法
の
側
に
立
っ
神
国
思
想
に
お
い

て
も
っ
と
も
優
位
に
あ
る
伊
勢
神
と
、
名
利
否
定
の
実
践
で
世
に
広
く
知
ら
れ

た
増
賀
と
が
結
び
つ
い
た
こ
の
説
話
こ
そ
、
撰
集
抄
の
巻
頭
を
飾
る
に
ふ
さ
わ

し
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
発
心
集
巻
七
「
同
人
晩
レ
衣
奉
二
松
尾
大
明
楠
一
事
」
の
松
尾
明
神
は
、
後
段

で
取
っ
て
付
げ
た
よ
う
に
「
大
通
知
勝
佛
の
垂
跡
」
と
は
説
か
れ
な
が
ら
も
、

「
妄
想
顛
倒
の
嵐
は
げ
し
く
、
悪
業
煩
悩
の
霜
あ
つ
く
侍
る
間
、
か
く
寒
た
へ

が
た
き
た
り
。
」
と
空
也
に
法
華
の
法
施
を
求
め
、
ま
だ
古
代
的
な
仏
教
に
対

す
る
神
の
面
影
を
と
ど
め
る
が
、
増
賀
に
対
す
る
伊
勢
神
は
も
は
や
仏
と
同
等



の
位
置
に
あ
る
。
さ
ら
に
、
根
本
中
堂
で
増
賀
が
道
心
を
祈
っ
た
と
記
す
の
は

皆
鎌
倉
期
以
降
の
説
話
集
で
あ
る
。
他
に
仏
に
。
道
心
を
祈
る
例
と
し
て
発
心
集

巻
七
「
道
寂
上
人
詣
二
長
谷
一
所
二
道
心
一
事
」
、
神
に
道
心
を
祈
る
例
で
は
沙
石

集
巻
一
「
笠
置
解
晩
房
上
人
太
碑
官
参
詣
事
」
、
同
「
生
類
ヲ
碑
明
二
供
ズ
ル

不
審
事
」
な
ど
が
思
い
出
さ
れ
、
当
時
神
仏
に
道
心
を
祈
請
す
る
風
潮
が
あ
っ

た
ら
し
い
。
と
り
わ
け
注
意
さ
れ
る
の
は
、
道
寂
上
人
が
長
谷
寺
で
道
心
を
祈

り
・
夢
告
を
受
け
て
遁
世
し
往
生
し
た
と
い
う
筋
書
き
が
、
撰
集
抄
の
増
賀
説

話
と
全
く
同
一
の
展
開
を
見
せ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
た
だ
、
発
心
集
の
増
賀

説
話
の
例
で
も
同
じ
こ
と
な
言
え
る
が
、
長
谷
寺
で
の
夢
告
が
「
道
心
は
躰
な

し
・
只
此
く
の
如
き
心
を
道
心
と
云
ふ
。
」
と
あ
る
よ
う
に
、
道
心
は
与
え
ら

れ
る
も
の
で
は
た
く
、
本
来
発
心
と
そ
の
後
の
生
き
方
は
当
人
自
身
が
自
ら
模

索
し
獲
得
せ
ね
ぱ
た
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
点
、
沙
石
集
「
生
類
ヲ
碑

明
二
供
ズ
ル
不
審
事
」
で
、
厳
島
神
杜
に
「
菩
提
心
所
請
ノ
爲
、
」
「
昔
ヨ
リ
上

人
ニ
モ
、
常
二
参
詣
ス
ル
」
の
は
、
弘
法
大
師
が
厳
島
明
神
に
「
末
代
二
菩
提

心
所
請
ス
ル
人
ノ
侯
ハ
ソ
ニ
、
道
心
給
侯
へ
。
」
と
頼
ん
だ
こ
と
に
始
ま
る
と

説
く
の
と
大
き
な
違
い
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
道
心
が
霊
験
利
益
の
対
象
と
た
る

わ
け
で
、
仏
教
思
想
的
に
は
低
次
元
の
発
想
だ
が
、
　
「
ま
こ
と
の
心
」
を
増
賀

に
つ
か
せ
た
伊
勢
神
の
示
現
の
意
義
は
こ
ち
ら
に
近
い
。
道
心
を
祈
る
対
象
は

ま
ず
は
仏
か
ら
始
ま
り
、
本
地
垂
迩
説
に
導
か
れ
て
神
の
方
へ
も
波
及
し
て
い

っ
た
も
の
だ
ろ
う
。
と
す
れ
ぼ
撰
集
抄
の
増
賀
説
話
と
は
、
当
時
す
で
に
・
流
布
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し
て
い
た
発
心
集
な
ど
に
見
ら
れ
る
増
賀
説
話
の
「
道
心
を
祈
る
」
点
に
着
目

し
、
　
「
た
お
ま
こ
と
の
心
や
つ
き
か
ね
て
侍
り
け
ん
」
と
決
定
的
た
方
向
転
換

を
行
い
、
そ
こ
に
長
谷
寺
で
夢
告
を
受
げ
た
道
寂
上
人
の
例
の
よ
う
た
話
型
を

利
用
し
っ
っ
、
神
が
道
心
を
与
え
る
と
い
う
彩
で
伊
勢
神
の
霊
験
利
益
謂
と
し

て
改
窟
さ
れ
た
も
の
だ
と
推
定
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
こ
の
と
き
、
本
地
垂
迩

説
を
背
景
と
す
る
神
明
説
話
と
し
て
は
、
空
也
に
法
施
を
求
め
た
松
尾
明
神
の

話
よ
り
も
、
一
段
先
へ
進
ん
だ
形
象
を
獲
得
し
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
話
の
思
想
的
た
主
題
は
名
利
否
定
に
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
中
世
初

期
の
真
撃
な
求
道
者
の
問
に
重
視
さ
れ
た
真
の
道
心
の
あ
り
方
を
、
た
と
え
ぱ

明
遍
の
「
遁
世
ト
申
ハ
、
人
員
ナ
ラ
ヌ
其
姿
ニ
テ
候
へ
。
世
二
捨
ラ
レ
テ
世
ヲ

捨
ヌ
ハ
、
只
非
人
也
。
世
ヲ
ス
ツ
ト
モ
世
二
捨
ラ
レ
ズ
ハ
、
遁
レ
タ
ル
ニ
ア
ラ

ズ
。
」
と
い
う
言
葉
に
表
さ
れ
る
よ
う
な
遁
世
思
想
に
関
連
す
る
名
利
否
定
と

い
う
く
方
法
Ｖ
で
、
伊
勢
神
の
示
現
を
通
じ
て
説
い
た
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、

こ
の
話
の
中
で
の
伊
勢
神
の
示
現
は
増
賀
に
対
す
る
教
唆
と
し
て
、
ひ
い
て
は

こ
の
話
を
享
受
す
る
者
へ
の
教
凌
と
し
て
も
働
く
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
説
話
の

構
想
に
お
い
て
発
心
集
巻
一
「
干
観
内
供
遁
世
籠
居
事
」
の
空
也
の
干
観
に
対

す
る
言
葉
の
影
響
力
と
酷
似
し
た
働
き
を
持
っ
。
四
条
河
原
で
空
也
に
出
会
っ

た
延
暦
寺
の
干
観
内
供
が
「
い
か
に
し
て
か
後
世
た
す
か
る
事
は
仕
る
べ
き
。
」

と
問
う
と
、
空
也
は
「
何
に
も
身
を
捨
て
二
こ
そ
」
と
答
え
、
干
観
は
即
座
に

遁
世
に
踏
み
切
っ
た
。
伊
勢
神
の
示
現
と
空
也
の
言
葉
の
共
通
性
も
さ
り
た
が
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ら
、
千
観
が
そ
の
場
で
僧
衣
を
脱
い
だ
こ
と
と
、
増
賀
が
伊
勢
神
の
示
現
に
よ

っ
て
赤
裸
で
帰
山
し
た
と
い
う
こ
と
も
、
地
位
や
身
分
に
関
わ
る
僧
衣
を
名
利

の
象
徴
と
し
て
捉
え
る
点
で
は
一
致
す
る
。
天
台
座
主
良
源
の
時
代
に
応
和
宗

論
の
招
請
を
増
賀
と
と
も
に
辞
退
し
た
千
観
は
、
名
利
否
定
の
遁
世
者
と
し
て

増
賀
と
並
ん
で
後
世
崇
敬
さ
れ
た
一
人
で
あ
る
。
真
偽
の
程
は
と
も
か
く
、
長

明
が
「
念
佛
の
祖
師
」
と
呼
ん
だ
空
也
の
教
唆
に
よ
っ
て
遁
世
の
機
を
得
た
と

す
る
の
は
、
時
代
的
に
も
思
想
的
に
も
千
観
の
経
歴
か
ら
見
て
あ
な
が
ち
無
理

な
設
定
で
は
な
い
が
、
こ
の
空
也
の
役
割
を
い
わ
ぱ
増
賀
に
対
し
て
は
伊
勢
神

が
果
た
し
て
お
り
、
遁
世
前
後
の
表
現
に
重
大
た
共
通
点
を
持
つ
こ
と
は
見
過

ご
せ
た
い
。
す
た
わ
ち
、
撰
集
抄
の
増
賀
説
話
を
生
み
出
し
た
基
盤
は
、
発
心

集
の
空
也
と
千
観
の
話
と
思
想
的
に
も
説
話
伝
承
の
担
い
手
と
し
て
も
共
通
の
、

ま
た
は
深
い
交
流
を
も
つ
遁
世
者
集
団
の
側
に
求
め
な
く
て
は
な
る
ま
い
。
も

っ
と
も
増
賀
が
何
故
伊
勢
神
と
結
び
つ
い
た
か
、
説
話
の
具
体
的
な
出
所
は
ど

こ
か
に
つ
い
て
、
現
在
の
私
に
は
答
え
る
す
べ
は
な
い
。
た
だ
、
こ
の
説
話
に

構
築
さ
れ
た
世
界
の
中
で
、
伊
勢
神
が
空
也
の
千
観
に
対
す
る
よ
う
な
教
唆
者

的
立
場
を
取
る
と
い
う
こ
と
が
、
末
法
１
１
末
代
の
世
に
お
け
る
遁
世
者
の
側
に

と
っ
て
の
神
の
意
義
を
如
実
に
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
中
世
の
念
仏

者
や
遁
世
者
の
名
言
を
集
め
た
；
目
芳
談
の
巻
頭
に
も
、
源
信
が
伊
勢
神
宮
参

籠
の
夢
で
、
「
末
代
の
衆
生
出
離
の
要
道
を
た
づ
ぬ
る
事
あ
ら
ば
、
彌
陀
佛
を

念
ぜ
よ
」
と
い
う
魯
言
を
受
け
た
と
い
う
伝
承
を
載
せ
る
。
伊
勢
神
が
「
本
寛
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の
都
」
に
帰
っ
て
い
て
留
守
だ
っ
た
と
す
る
の
は
本
地
垂
迩
説
を
説
話
的
に
表

現
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
伊
勢
神
の
匡
言
や
後
に
続
く
八
幡
神
の
夢
告
は
、

；
員
芳
談
に
お
い
て
法
然
や
明
遍
な
ど
全
て
の
上
人
の
言
葉
と
同
列
の
地
位
と

重
み
を
持
つ
。
各
神
の
本
地
仏
が
何
か
を
語
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
教
唆
を
重

視
す
る
こ
の
態
度
は
撰
集
抄
「
壇
賀
上
人
之
事
」
と
一
致
す
る
。
無
論
、
神
が

僧
侶
に
教
唆
を
与
え
う
る
と
は
、
神
道
集
が
「
権
者
ノ
楠
ハ
往
古
ノ
如
來
深
位

大
士
教
化
六
道
ノ
約
束
ニ
テ
利
釜
衆
生
ノ
爲
和
光
垂
迩
シ
玉
フ
ナ
リ
」
と
説
く

よ
う
に
、
神
を
仏
の
垂
迩
と
す
る
場
合
の
当
然
の
帰
結
で
あ
っ
た
が
、
し
か
も

こ
の
場
合
教
唆
の
相
手
が
増
賀
や
源
信
で
あ
る
こ
と
は
、
伊
勢
神
の
「
師
」
的

な
地
位
を
一
層
絶
対
的
な
所
ま
で
高
め
る
こ
と
に
な
る
。
と
同
時
に
、
伊
勢
神

と
い
う
絶
大
た
権
威
の
も
と
に
、
遁
世
に
よ
る
名
利
否
定
や
念
仏
往
生
と
い
う

編
者
を
含
め
た
語
り
手
の
主
張
が
擁
護
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
現

実
の
遁
世
者
と
神
の
関
わ
り
方
を
も
象
徴
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

　
だ
が
、
そ
の
た
め
に
説
話
の
世
界
に
お
げ
る
増
賀
の
人
間
像
が
失
っ
た
も
の

は
大
き
い
。
今
昔
物
語
集
や
発
心
集
で
は
真
の
道
心
に
よ
る
生
き
方
へ
の
増
賀

の
主
体
的
な
追
求
を
主
眼
と
し
、
そ
の
強
固
な
意
志
と
行
動
が
聞
き
手
に
強
烈

な
印
象
と
感
動
を
も
た
ら
す
。
そ
れ
に
対
し
、
神
の
示
毘
に
よ
っ
て
名
利
か
ら

の
離
脱
を
実
践
す
る
撰
集
抄
の
増
賀
は
受
動
的
と
た
り
、
発
心
集
で
の
よ
う
な

「
道
心
付
き
給
へ
」
と
愚
か
れ
た
よ
う
に
千
夜
も
伏
し
て
祈
り
続
げ
る
激
し
さ

と
自
主
性
、
そ
し
て
凄
味
を
突
き
抜
げ
た
一
種
の
哀
し
み
の
よ
う
た
も
の
が
切



り
捨
て
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
千
観
が
空
也
に
「
後
世
た
す
か
る
べ
き
道
」

を
問
う
た
時
、
空
也
は
「
何
、
さ
か
さ
ま
事
は
の
た
ま
ふ
ぞ
、
左
様
の
事
は
御

房
な
ん
ど
に
問
ひ
奉
る
べ
け
れ
」
と
い
っ
た
ん
は
立
ち
去
ろ
う
と
し
て
お
り
、

そ
こ
に
は
一
瞬
で
は
あ
る
が
、
求
道
者
同
士
の
人
間
的
な
触
れ
合
い
と
両
者
の

人
格
を
も
感
じ
さ
せ
る
。
だ
が
、
増
賀
に
対
す
る
伊
勢
神
は
、
神
で
あ
る
が
ゆ

え
に
絶
対
的
に
君
臨
す
る
の
で
あ
り
、
ま
す
ま
す
増
賀
は
神
の
前
に
１
綾
少
化
さ

れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　
撰
集
抄
の
増
賀
説
話
と
は
、
い
わ
ば
神
の
冥
助
に
－
よ
る
発
心
遁
世
課
で
あ
っ

た
。
こ
こ
で
は
神
の
示
現
１
１
教
唆
が
神
の
利
生
で
あ
り
、
増
賀
の
往
生
に
は
言

及
し
た
い
が
、
彼
が
往
生
人
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
利

生
で
も
あ
る
。
そ
れ
は
撰
集
抄
が
増
賀
の
話
に
続
け
て
載
せ
る
巻
一
第
二
話
、

「
親
の
慮
分
」
を
理
不
尽
に
奪
わ
れ
た
男
が
「
こ
と
は
り
給
へ
」
と
砥
園
杜
に

参
籠
し
て
、
「
た
が
き
世
の
く
る
し
き
事
を
思
へ
か
し
侵
の
や
ど
り
を
な
に
な

げ
く
ら
ん
」
と
い
う
託
宣
を
受
げ
、
世
の
無
常
を
悟
っ
て
発
心
出
家
し
、
白
川

の
辺
に
庵
を
結
ん
で
往
生
を
遂
げ
た
と
い
う
話
で
明
確
に
表
さ
れ
る
。
こ
れ
は

神
の
示
現
に
よ
っ
て
「
憂
き
世
」
を
捨
て
た
俗
人
の
発
心
遁
世
課
で
あ
る
。
そ

し
て
無
謀
な
言
い
方
な
が
ら
、
撰
集
抄
以
外
の
増
賀
説
話
が
神
の
示
現
は
な
く

と
も
説
話
と
し
て
成
立
し
て
い
る
の
と
同
様
、
世
俗
杜
会
で
の
「
憂
き
事
」
を

契
機
に
し
た
他
の
俗
人
の
数
六
の
発
心
遁
世
課
を
思
え
ぱ
、
発
心
遁
世
に
関
し

　
　
　
　
　
「
神
と
遁
世
・
往
生
話
」

て
は
こ
の
話
も
本
来
神
の
存
在
は
な
く
と
も
十
分
成
立
し
う
る
の
で
あ
る
。
男

が
遁
世
し
た
と
聞
い
て
所
領
を
奪
っ
た
男
も
後
を
追
っ
て
出
家
し
、
と
も
に
同

じ
庵
で
念
仏
三
昧
の
日
々
を
過
ご
し
て
同
時
に
往
生
し
た
と
語
る
こ
の
話
は
、

平
家
物
語
の
砥
王
と
仏
御
前
の
段
を
紡
佛
と
さ
せ
る
。
　
「
よ
ろ
こ
び
あ
り
て
世

を
捨
つ
る
」
男
を
高
く
評
価
す
る
視
点
も
、
仏
御
前
に
対
す
る
平
家
物
語
の
そ

れ
と
同
じ
で
あ
る
。
た
だ
し
、
砥
王
は
神
に
祈
っ
て
は
い
な
い
。
そ
の
上
、

「
な
が
き
世
の
」
歌
は
十
二
世
紀
半
ぱ
の
袋
草
子
や
詞
花
和
歌
集
で
は
「
柳
有

相
論
事
或
僧
」
に
対
す
る
伏
見
稲
荷
の
神
歌
と
な
っ
て
お
り
、
こ
の
歌
を
砥
園

杜
が
託
宣
に
利
用
し
た
か
、
あ
る
い
は
砥
園
杜
に
仮
託
し
て
「
本
麗
盧
舎
那
」

と
説
く
舐
園
明
神
の
利
生
を
印
象
づ
げ
よ
う
と
し
た
可
能
性
も
あ
る
。
八
幡
愚

童
訓
に
も
現
世
利
益
を
祈
っ
た
修
行
者
に
こ
れ
と
よ
く
似
た
神
歌
の
示
現
が
あ

り
、
現
世
利
益
を
拒
絶
し
て
世
の
無
常
を
説
く
も
の
と
し
て
広
く
好
ま
れ
利
用

さ
れ
た
神
歌
だ
っ
た
ら
し
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
ヲ
　
　
　
　
　
　
昌
　
　
　
　
　
　
　
　
　
セ
ル

　
撰
集
抄
「
親
之
虜
分
無
レ
故
人
被
レ
取
レ
押
遁
世
人
之
事
」
の
構
想
に
お
い
て

神
が
登
場
す
る
必
然
性
と
言
え
ぱ
、
そ
れ
は
現
世
利
益
へ
の
期
待
で
あ
る
。
だ

が
神
は
そ
の
期
待
に
は
応
え
ず
、
世
の
無
常
と
後
世
へ
の
志
向
を
示
竣
す
る
。

そ
こ
が
従
来
の
現
世
利
益
課
と
の
大
き
な
違
い
で
あ
る
。
こ
れ
は
神
が
現
世
利

益
を
与
え
る
力
を
失
っ
た
の
で
は
な
い
。
後
世
に
１
お
げ
る
往
生
と
い
う
新
し
い

価
値
観
が
投
入
さ
れ
て
こ
そ
、
神
の
示
現
は
一
転
し
た
の
で
あ
る
。
宇
治
拾
遺

物
語
巻
四
「
智
海
法
印
癩
人
法
談
」
の
「
白
癩
人
」
や
、
発
心
集
巻
四
「
永
心

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
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法
橋
憐
二
乞
見
一
事
」
の
「
か
た
は
人
」
が
、
悲
惨
な
現
実
の
中
で
法
華
文
句
記

の
「
唯
圓
教
意
、
逆
即
是
順
」
の
句
に
期
待
を
か
け
た
よ
う
に
、
現
世
に
も
は

や
幸
せ
を
望
み
え
た
い
人
々
が
そ
の
悲
惨
な
現
実
を
逆
手
に
取
っ
て
望
み
を
か

げ
ら
れ
る
の
は
後
世
し
か
な
か
っ
た
。
南
都
焼
き
打
ち
に
よ
り
「
逆
罪
」
を
犯

し
た
平
家
物
語
の
重
衡
も
最
期
に
臨
ん
で
同
句
を
引
き
、
「
此
文
肝
に
銘
ず
。

一
念
弥
陀
佛
、
印
滅
無
量
罪
、
願
く
は
逆
縁
を
も
（
ツ
一
て
順
縁
と
し
て
、
只
今

の
最
後
の
念
佛
に
よ
（
ツ
）
て
九
品
託
生
を
と
ぐ
べ
し
」
と
「
高
聲
に
十
念
唱
へ

つ
二
」
斬
ら
れ
て
い
る
。
往
生
の
成
否
が
現
世
こ
と
に
最
期
の
あ
り
方
次
第
に

か
か
る
の
た
ら
、
罪
の
意
識
や
逆
境
の
中
で
こ
そ
厭
離
稜
土
欣
求
浄
土
の
心
情

は
一
層
切
実
で
強
く
、
仏
の
救
済
を
仰
ぐ
心
も
純
粋
で
あ
り
、
ま
さ
に
往
生
の

良
縁
と
た
る
。
所
領
を
奪
わ
れ
た
男
に
対
し
神
が
望
む
現
世
利
益
を
与
え
る
こ

と
な
く
、
逆
境
を
世
の
無
常
を
悟
る
糧
と
し
て
往
生
へ
と
導
い
た
の
も
同
旨
の

論
理
の
上
に
成
り
立
つ
。
そ
れ
も
ま
た
、
本
地
垂
迩
・
和
光
同
塵
の
思
想
を
背

景
と
し
、
時
代
の
欲
求
を
吸
い
上
げ
た
神
の
新
た
な
現
世
利
益
た
の
で
あ
る
。

後
世
利
益
を
出
離
生
死
の
成
功
・
来
迎
に
よ
る
往
生
・
地
獄
で
の
救
済
な
ど
後

世
そ
の
も
の
に
関
す
る
利
益
と
狭
義
に
規
定
す
る
な
ら
ぱ
、
こ
の
現
世
利
益
は

世
俗
的
な
意
味
で
の
毘
世
利
益
と
は
異
な
り
、
後
世
１
１
往
生
に
直
結
す
る
く
現

世
Ｖ
に
働
き
か
げ
る
、
神
の
後
世
利
益
の
布
石
で
も
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
は

先
述
の
く
神
が
道
心
を
与
え
る
Ｖ
と
い
う
利
生
も
こ
の
範
晴
に
入
る
。
現
世
利

益
祈
願
が
神
の
登
場
を
必
然
た
ら
し
め
た
要
素
で
あ
る
と
き
、
こ
の
話
が
現
世
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利
益
祈
願
か
ら
始
ま
ら
な
げ
れ
ぱ
た
ら
た
か
っ
た
理
由
は
、
た
と
え
ぱ
後
に
八

幡
愚
童
訓
（
群
書
類
従
本
）
に
「
往
生
ヲ
期
ス
ル
ニ
ハ
、
本
地
ノ
名
号
ハ
親
ク
、

現
世
ノ
事
ヲ
申
ス
ニ
ハ
、
垂
迩
ノ
名
号
シ
タ
シ
キ
者
ヲ
ヤ
」
と
書
か
れ
た
よ
う

に
、
一
般
に
神
へ
の
期
待
が
現
世
利
益
中
心
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
れ
を
神
の
利

生
の
真
の
最
終
目
標
は
「
後
世
善
処
」
に
あ
る
と
い
う
主
張
へ
導
こ
う
と
す
る

た
め
だ
と
も
見
ら
れ
る
。
た
だ
、
神
を
奉
ず
る
側
の
説
く
利
生
が
現
世
安
穏
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

後
生
善
処
の
「
玩
当
二
世
」
に
あ
る
点
に
拠
れ
ぼ
、
神
は
毘
世
利
益
を
拒
絶
し

　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

た
の
で
あ
っ
て
否
定
し
た
の
で
は
た
い
。
し
か
し
、
こ
の
話
の
主
題
は
た
お
現

世
の
否
定
を
契
機
と
し
た
念
仏
往
生
に
あ
る
。
そ
こ
か
ら
敷
術
す
れ
ぱ
語
り
手

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

の
意
識
は
名
利
否
定
に
も
通
ず
る
世
俗
的
な
現
世
利
益
の
否
定
に
至
る
。
こ
の

徴
妙
た
ズ
レ
は
こ
の
話
の
享
受
者
層
を
限
定
す
る
こ
と
に
た
る
。
す
た
わ
ち
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

世
俗
的
な
現
世
利
益
の
否
定
か
ら
始
ま
る
こ
の
話
は
、
撰
集
抄
の
増
賀
説
話
と

同
様
、
浄
土
志
向
の
遁
世
者
を
中
心
に
広
め
ら
れ
た
「
往
生
志
向
者
向
げ
の
神

の
現
世
利
益
課
」
と
で
杢
言
う
べ
き
存
在
で
あ
っ
た
の
で
は
た
か
ろ
う
か
。

　
だ
が
、
垂
迩
神
の
利
生
を
語
る
目
的
を
持
っ
神
明
説
話
の
発
展
と
成
立
に
重

点
を
置
い
て
見
る
と
き
、
撰
集
抄
の
増
賀
説
話
や
所
領
を
奪
わ
れ
た
男
の
話
が

神
の
存
在
は
た
く
と
も
成
立
し
う
る
側
面
を
も
つ
と
す
れ
ぱ
、
神
明
説
話
と
し

て
は
脆
弱
で
あ
る
。
所
領
を
奪
わ
れ
た
男
の
話
に
お
い
て
、
　
「
此
事
を
き
く
に
、

そ
父
ろ
に
涙
所
せ
く
ま
で
侍
り
」
と
編
者
が
感
涙
し
た
の
は
、
筆
の
運
び
か
ら

見
て
、
お
そ
ら
く
世
俗
の
葛
藤
を
超
え
た
二
人
が
「
さ
き
に
世
を
の
が
れ
給
ひ



し
人
は
、
西
に
む
か
っ
て
座
し
、
後
に
１
い
で
給
ひ
し
聖
は
、
か
の
座
せ
る
上
人

の
膝
を
枕
に
。
て
、
眠
れ
る
ご
と
く
し
て
終
を
と
り
給
へ
り
。
」
と
い
う
感
動
の

ク
ラ
イ
マ
ヅ
ク
ス
に
あ
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
神
の
託
宣
の
場
面
で
は
な
か
っ
た

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
で
は
神
の
印
象
は
薄
い
。
い
わ
ば
説
話
の
「
聞
き
所
」

に
い
か
に
垂
迩
神
の
甚
大
な
利
生
を
示
す
場
面
を
も
っ
て
い
く
か
、
神
の
登
場

す
る
場
面
を
ど
う
魅
力
あ
る
も
の
に
し
て
印
象
づ
け
る
か
、
あ
る
い
は
本
地
垂

述
・
和
光
同
塵
を
い
か
に
説
話
で
表
現
す
る
か
と
い
っ
た
神
の
彬
象
の
方
法
が
、

こ
の
種
の
神
明
説
話
の
担
い
手
の
課
題
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
の
一
つ
の
成
功

例
と
し
て
沙
石
集
巻
一
「
碑
明
道
心
ヲ
貴
ビ
給
事
」
の
桓
舜
の
話
が
挙
げ
ら
れ

る
。
比
叡
山
の
貧
僧
桓
舜
が
山
王
に
福
利
を
願
う
が
示
現
な
く
、
稲
荷
に
参
籠

し
た
際
の
夢
で
「
桓
舜
ハ
今
度
生
死
ハ
ナ
ル
ベ
キ
者
ナ
リ
。
若
榮
花
ア
ラ
バ
、

障
ト
成
テ
出
離
シ
ガ
タ
カ
ル
ベ
シ
。
此
故
二
、
イ
カ
ニ
申
セ
ド
モ
、
聞
モ
入
ザ

リ
ツ
ル
。
」
と
い
う
山
王
の
真
意
を
知
っ
て
帰
山
し
、
「
一
筋
二
後
世
菩
提
ノ
勤

ヲ
ノ
ミ
螢
ミ
テ
往
生
」
し
た
と
い
う
。
桓
舜
の
死
の
直
後
に
成
立
し
た
続
本
朝

往
生
伝
に
．
よ
れ
ぱ
、
　
「
世
路
に
堪
へ
ず
し
て
」
離
山
し
て
伊
豆
に
到
り
、
そ
こ

で
栄
達
と
往
生
を
予
告
す
る
温
泉
権
現
の
霊
夢
を
得
て
帰
山
し
、
権
大
僧
都
．

法
性
寺
座
主
・
天
王
寺
別
当
と
な
る
に
，
至
り
、
貴
族
杜
会
で
も
活
躍
し
た
。
こ

の
方
が
史
実
に
近
い
。
し
た
が
っ
て
桓
舜
の
先
の
夢
は
山
王
の
利
生
を
語
る
た

め
の
作
為
で
あ
る
。
続
本
朝
往
生
伝
に
お
い
て
桓
舜
の
説
法
に
感
動
し
て
の
温

泉
権
現
の
霊
夢
が
桓
舜
と
い
う
偉
大
な
高
僧
を
語
る
た
め
に
あ
る
の
に
対
し
、
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沙
石
集
で
山
王
が
意
図
的
に
福
利
を
与
え
な
い
と
は
山
王
が
往
生
の
成
否
の
運

命
を
左
右
す
る
力
を
持
っ
こ
と
の
誇
示
で
あ
り
、
桓
舜
を
通
じ
て
山
王
の
甚
大

な
利
生
を
語
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
も
は
や
神
の
存
在
た
し
に
説
話
は
成
立

し
え
な
い
。
撰
集
抄
の
増
賀
説
話
で
は
ま
だ
従
来
の
増
賀
像
に
ひ
か
れ
て
伊
勢

神
の
印
象
が
も
う
一
つ
で
あ
っ
た
の
に
比
べ
、
こ
の
桓
舜
説
話
は
源
信
も
一
目

置
い
た
磧
学
の
桓
舜
像
を
全
く
無
視
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
完
全
た
目
吉
の
霊
験

利
益
課
と
し
て
成
立
さ
せ
る
の
に
成
功
し
た
と
言
え
よ
う
。
一
度
与
え
た
千
石

の
札
を
山
王
の
制
止
に
よ
っ
て
あ
わ
て
て
召
し
返
す
「
小
碑
」
稲
荷
の
形
象
は
、

「
大
静
」
日
吉
の
威
力
を
印
象
づ
げ
る
と
同
時
に
、
神
表
の
世
界
に
お
げ
る
勢

力
関
係
を
桓
間
見
さ
せ
る
よ
う
た
面
白
さ
も
あ
る
。
そ
れ
は
丁
度
山
王
神
道
が

発
展
Ｌ
て
ゆ
く
過
程
に
－
呼
応
し
て
こ
そ
生
ま
れ
え
た
表
現
の
方
法
で
も
あ
っ
た
。

　
神
に
対
す
る
登
場
人
物
の
人
間
的
た
魅
力
と
出
家
者
と
し
て
の
貴
さ
は
、
既

述
の
説
話
で
言
え
ば
空
也
↓
増
賀
↓
所
領
を
奪
わ
れ
た
男
↓
桓
舜
の
順
に
減
少

し
て
ゆ
く
の
に
反
比
例
し
て
、
神
の
威
光
は
輝
き
を
増
し
、
そ
の
移
象
も
豊
か

に
な
っ
て
く
る
。
す
で
に
神
を
語
る
こ
と
に
重
点
が
移
動
し
た
た
め
、
桓
舜
の

発
心
後
の
具
体
的
な
生
活
に
は
あ
ま
り
関
心
が
持
た
れ
ず
簡
略
化
さ
れ
る
。
ま

た
今
生
の
栄
華
を
否
定
し
な
が
ら
、
．
桓
舜
が
遁
世
せ
ず
に
帰
山
す
る
こ
と
は
教

団
と
密
着
し
た
神
の
擁
護
す
る
聖
地
へ
戻
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
実
際
の
説
話

の
成
立
年
代
の
順
序
で
は
な
く
、
神
明
説
話
の
一
つ
の
発
展
段
階
を
こ
の
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
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な
過
程
を
た
ど
る
も
の
と
し
て
考
え
て
み
る
と
き
、
桓
舜
説
話
の
段
階
の
次
に

到
達
す
べ
き
も
の
は
神
の
後
世
利
益
そ
の
も
の
を
語
る
説
話
で
な
げ
れ
ぱ
な
ら

た
い
。
そ
れ
は
も
は
や
教
唆
者
の
地
位
を
超
え
、
神
が
本
地
垂
迩
説
に
の
っ
と

っ
て
仏
同
様
の
利
生
を
獲
得
す
る
と
き
で
あ
る
。
主
に
十
二
世
紀
か
ら
十
三
世

紀
に
出
玩
し
た
と
思
わ
れ
る
、
名
利
と
現
世
利
益
を
否
定
す
る
こ
れ
ら
の
説
話

や
そ
の
類
話
か
ら
、
発
心
集
や
沙
石
集
の
編
者
た
ち
も
ま
た
神
に
は
出
離
生
死

を
願
う
べ
き
だ
と
い
う
結
論
を
導
き
出
す
。
神
に
出
離
生
死
を
祈
っ
た
老
の
説

話
も
ま
た
存
在
す
る
。
し
か
し
、
神
の
地
獄
で
の
救
済
が
様
々
に
語
ら
れ
る
の

に
対
し
て
、
神
に
往
生
を
願
っ
て
（
極
端
に
言
え
ば
神
の
名
号
を
唱
え
つ
つ
）

臨
終
時
に
仏
た
る
神
の
来
迎
を
受
げ
る
と
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
替
わ
る
神
の

登
場
の
独
自
の
表
現
を
持
っ
完
成
さ
れ
た
往
生
話
は
殆
ん
ど
現
わ
れ
な
か
っ
た

よ
う
で
あ
る
。
神
が
玩
世
あ
る
い
は
六
道
の
苦
界
に
顕
現
す
る
と
い
う
考
え
方

に
基
げ
ぱ
、
神
の
地
獄
で
の
救
済
は
可
能
で
あ
る
。
だ
が
、
北
野
天
神
縁
起
（
建

　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

久
本
）
や
耀
天
記
が
「
迎
え
る
」
で
は
な
く
「
浄
土
へ
送
る
」
と
表
現
す
る
垂

迩
し
た
仏
た
る
神
と
、
浄
土
か
ら
来
迎
す
る
仏
と
が
か
ち
合
う
こ
と
に
た
る
臨

終
時
の
場
面
は
、
本
地
垂
迩
説
に
潜
む
矛
盾
が
顕
著
に
露
呈
さ
れ
る
厄
介
た
所

で
あ
り
、
そ
こ
に
っ
い
て
の
言
及
は
巧
妙
に
避
げ
な
が
ら
、
神
の
後
生
善
処
の

利
益
を
強
く
暗
示
す
る
に
と
ど
め
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
は
た
か
ろ
う
か
。

　
そ
れ
に
も
ま
し
て
重
要
な
の
は
、
説
話
の
担
い
手
層
の
意
識
の
ズ
レ
で
あ
ろ

う
。
こ
の
種
の
神
明
説
話
が
負
わ
さ
れ
た
役
割
は
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
、
神
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
〇

力
に
よ
る
出
離
生
死
の
成
功
と
い
う
結
果
を
強
調
す
る
寺
杜
勢
カ
に
よ
る
特
定

の
神
の
利
生
の
宣
伝
と
し
て
。
も
う
一
つ
は
、
神
の
示
現
の
内
容
を
重
視
し
、
ま

た
神
に
後
世
の
事
を
祈
る
主
体
の
心
の
あ
り
方
を
尊
重
す
る
遁
世
者
を
中
心
と

し
た
仏
道
修
行
者
の
指
針
と
し
て
。
そ
こ
に
は
す
で
に
決
定
的
な
ズ
レ
が
あ
る

の
だ
が
、
こ
れ
を
さ
ら
に
信
仰
の
原
点
を
神
に
帰
す
る
者
と
仏
に
帰
す
る
者
に

分
げ
て
考
え
て
み
よ
う
。
真
の
仏
道
入
門
へ
導
く
神
の
利
生
は
仏
に
帰
す
る
者

に
と
っ
て
も
実
に
有
意
義
で
あ
っ
た
。
仏
教
者
が
本
地
垂
迩
説
を
推
進
す
る
意

図
も
一
つ
は
こ
こ
に
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
神
に
冥
助
を
求
め
出
離
生
死
を
祈
る

根
底
に
は
末
法
の
世
の
凡
夫
の
強
烈
た
自
覚
が
あ
り
、
出
離
生
死
の
い
よ
い
よ

困
難
な
状
況
に
対
す
る
お
の
の
き
か
ら
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
に
徹
す
る
専
修
念

仏
の
方
向
と
は
別
に
、
神
の
方
へ
他
力
的
な
期
待
を
寄
せ
る
方
向
が
生
ま
れ
て

く
る
の
も
自
然
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
神
独
自
の
従
来
の
伝
統
を
正
当
化
し
つ
つ
、

本
地
垂
述
説
に
便
乗
し
て
仏
の
利
生
を
横
す
べ
り
に
１
吸
収
し
よ
う
と
す
る
意
図

に
お
い
て
、
神
に
帰
す
る
側
か
ら
も
必
然
で
あ
っ
た
神
の
後
生
善
処
の
利
益
そ

の
も
の
を
語
る
説
話
の
成
立
は
、
後
生
善
処
の
安
易
さ
と
同
時
に
最
終
的
に
神

に
帰
す
る
危
険
性
を
孕
む
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
両
者
の
妥
協
は
破
れ
、
神
の

力
に
よ
る
完
成
さ
れ
た
後
生
善
処
の
説
話
の
新
た
な
展
開
と
達
成
は
阻
ま
れ
ざ

る
を
え
な
い
。
そ
こ
に
本
地
垂
迩
説
が
説
話
で
表
現
さ
れ
る
限
界
が
あ
る
と
す

れ
ぱ
、
神
明
説
話
は
別
た
展
開
を
余
儀
た
く
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
点
を
ふ

ま
え
つ
っ
、
改
め
て
桓
舜
か
ら
始
め
て
別
の
機
会
に
論
じ
直
そ
う
と
思
う
。


	「神と遁世・往生話」
	　
	　
	　

