
第
三
講
要
約

①
前
回
の
講
座
よ
り

　

前
回
は
、
亡
き
人
と
出
会
う

と
い
う
事
に
つ
い
て
お
話
し
さ

せ
て
い
た
だ
い
た
事
で
、
印
象

に
残
っ
た
言
葉
に「
遠
慶
宿
縁
」、

「
前さ
き
に
生
ま
れ
ん
者
は
後
を
導

き
、
後
に
生
ま
れ
ん
者ひ
と
は
前
を

訪と
ぶ
らへ
」
な
ど
を
多
く
の
方
が
ア

ン
ケ
ー
ト
に
記
し
て
く
だ
さ
り

ま
し
た
。
ま
た
、私
が
亡
く
な
っ

た
方
を
「
煩
悩
の
火
を
消
し
て

く
れ
た
存
在
」
と
話
し
た
事
に

つ
い
て
、
も
う
少
し
説
明
し
て

ほ
し
い
と
い
う
ご
質
問
も
あ
り

ま
し
た
。
他
に
「
共
命
鳥
」
の

譬
え
に
つ
い
て
も
、
沢
山
の
方

が
意
に
と
め
て
く
だ
さ
っ
た
よ

う
で
す
。
そ
の
あ
た
り
か
ら
お

話
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

ま
ず
「
遠
慶
宿
縁
」
で
す

が
、
こ
れ
は
本
来
、
仏
法
に
出

会
っ
た
慶
び
を
語
ら
れ
る
言
葉

で
す
。
こ
の
言
葉
が
た
ま
た
ま

た
ま
た
ま

私
に
と
っ
て
は
父
親
と
の
縁
を

い
た
だ
く
言
葉
と
し
て
実
感
し

た
と
い
う
以
外
に
お
伝
え
の
し

よ
う
が
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
一

言
付
け
加
え
さ
せ
て
い
た
だ
く

な
ら
、
少
な
く
と
も
そ
う
感
じ

る
事
が
で
き
た
の
は
、
父
親
が

「
煩
悩
の
火
を
消
し
て
く
れ
た
」

と
い
う
事
が
間
違
い
な
く
あ
る

と
思
っ
て
い
る
と
い
う
事
で
す
。

つ
ま
り
、
互
い
に
煩
悩
の
火
を

燃
や
し
合
う
存
在
で
あ
る
限
り
、

い
く
ら
そ
の
縁
が
「
元
々
慶
ぶ

べ
き
宿
縁
」
で
あ
っ
た
と
し
て

も
、
そ
れ
を
そ
う
受
け
止
め
る

事
は
で
き
ま
せ
ん
。
煩
悩
の
火

が
邪
魔
を
し
合
う
か
ら
で
す
。

つ
ま
り
人
間
と
人
間
の
関
係
で

あ
る
以
上
、
そ
う
受
け
止
め
る

事
は
で
き
な
い
と
思
い
ま
す
。

し
か
し
一
方
が
菩
薩
と
な
っ
て

く
だ
さ
っ
た
事
に
よ
っ
て
、
そ

の
手
が
か
り
が
、
煩
悩
の
身
で

あ
る
私
の
上
に
与
え
ら
れ
る
。

私
の
中
か
ら
は
絶
対
に
出
て
こ

な
い
手
が
か
り
で
す
。
だ
か
ら

こ
そ
そ
れ
を
「
煩
悩
の
火
を
消

し
て
く
れ
た
」
と
い
う
言
葉
で

表
現
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

い
ず
れ
に
し
て
も
こ
れ
は
感
覚

と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
の
で
、

そ
の
部
分
で
聞
い
て
い
た
だ
く

事
を
お
願
い
す
る
し
か
な
い
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

次
に
「
前さ
き
に
生
ま
れ
ん
者
は

後
を
導
き
、
後
に
生
ま
れ
ん
者ひ
と

は
前
を
訪と
ぶ
らへ
」
で
す
が
、
こ
れ

は
前
回
の
お
話
の
中
で
も
触
れ

た
よ
う
に
、
道
綽
禅
師
は
「
後

に
生
ま
れ
ん
者
は
」
の
と
こ
ろ

を
「
後
に
去
か
ん
者
は
」
と
記

さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
言
葉
か

ら
、こ
れ
は「
浄
土
に
還
っ
た
人
」

と
い
た
だ
い
て
い
け
る
と
思
い

ま
す
。
た
だ
親
鸞
聖
人
が
そ
の

講師・訓覇浩氏

毎
日
、「
新
聞
」
に
は
様
々

の
出
来
事
が
掲
載
さ
れ
て

い
ま
す
。
仏
様
は
、
こ
れ

ら
の
事
を
ど
ん
な
風
に
見

て
お
ら
れ
る
の
で
し
ょ
う

か
。「
無
仏
の
時
代
」
に
お

い
て
、
ど
ち
ら
の
方
向
に

向
い
て
生
き
て
い
け
ば
い

い
の
か
迷
っ
て
い
る
私
た

ち
は
、
今
の
「
濁
世
」
を

人
と
し
て
ど
こ
を
向
い
て

自
ら
の
人
生
を
歩
ん
で
い

け
ば
い
い
の
で
し
ょ
う
か
。

「
赤
表
紙
」
に
た
ず
ね
な
が

ら
、
聴
聞
し
て
ま
い
り
た

い
と
思
い
ま
す
。（
K
）

次
回
開
催
予
定

６
月

15
日
（
火
）

　
　
１４
時
〜

会
場 

長
浜
別
院

＊
差
別

　
▼
こ
う
い
う
世
の
中
に
生

き
た
い
と
願
い
、
物
事
を

見
て
い
く
こ
と
が
大
事

だ
。
個
人
の
差
別
心
だ
け

で
な
く
、
社
会
の
あ
り
方

が
差
別
の
心
を
生
み
出
し

て
い
く
。

▼
お
聖
教
の
中
の
差
別
表

現
と
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
を

ど
う
扱
う
の
か
。

＊
ハ
ン
セ
ン
病

　
▼
隔
離
政
策
が
つ
い
最
近

ま
で
行
わ
れ
て
い
た
こ
と

に
心
が
痛
む
。
こ
れ
は
私

達
一
人
ひ
と
り
の
責
任
。

▼
ひ・
・と
が
患
者
と
そ
の
家

お
言
葉
を
『
教
行
信
証
』
に
、「
後

に
生
ま
れ
ん
者
は
」
と
い
う
言

葉
で
引
用
さ
れ
た
時
、
さ
ら
に

ど
う
い
う
事
を
読
み
取
っ
て
い

か
れ
た
の
か
と
い
う
事
を
、
改

め
て
受
け
止
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。　

　

そ
し
て
「
共
命
鳥
の
譬
え
」

で
す
が
、
最
近
本
山
か
ら
出
版

さ
れ
た
本
に
も
紹
介
さ
れ
て
い

ま
す
。
そ
れ
ら
を
読
ん
で
も
、

私
が
い
た
だ
い
た
意
味
は
オ
ー

ソ
ド
ッ
ク
ス
で
は
な
い
と
い
う

気
も
し
て
お
り
ま
す
。
し
か
し
、

こ
の
事
も
私
は
こ
う
い
た
だ
き

ま
し
た
と
い
う
他
な
い
の
で
、

そ
の
受
け
止
め
か
ら
、
ご
質
問

の
一
つ
に
お
答
え
し
ま
す
。
前

号
の
「
た
よ
り
」
に
も
掲
載
さ

れ
て
お
り
ま
す
が
、「
相
反
し
て

い
た
も
の
が
、
な
ぜ
浄
土
で
は

響
き
あ
え
る
の
か
」
と
い
う
事

で
す
。
私
は
そ
れ
を
一
言
で
い

う
な
ら
「
そ
れ
が
浄
土
の
は
た

ら
き
で
あ
る
」
と
言
わ
せ
て
い

た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ

族
の
尊
厳
を
奪
い
取
っ
て

き
た
。
そ
れ
は
自
己
中
心

の
私
が
差
別
を
肯
定
し
て

い
る
か
ら
。
そ
ん
な
私
が

い
か
に
し
て
念
仏
往
生
に

身
を
委
ね
る
私
に
転
換
さ

れ
る
の
か
、
聖
典
に
か
え

り
講
義
を
受
け
た
い
。

▼
二
〇
〇
一
年
の「
判
決
」

以
前
、
大
谷
派
は
ど
の
よ

う
な
対
応
だ
っ
た
の
か
。

＊
女
人
成
仏

　
▼
お
聖
し
ょ
う
ぎ
ょ
う
教
の
中
に
、
女
人

は
罪
深
き
者
と
い
う
記
述

が
あ
る
が
、
何
が
罪
深
い

の
か
わ
か
ら
な
い
。

＊
無
仏
・
濁

　
▼
「
無
仏
」
の
時
代
は
仏

法
が
届
か
な
い
時
代
で
あ

る
と
実
感
し
て
い
ま
す
。

今
ま
さ
に
、
仏
法
が
届
か

な
い
為
に
煩
悩
や
自
己
中

心
的
な
見
方
を
依
処
に
す

る
事
態
に
な
っ
て
い
る
と

思
い
ま
す
。

▼
無
仏
の
世
界
が
濁
を
濁

と
見
な
い
世
界
だ
と
感
じ

ま
し
た
。
劫
濁
＝
時
代
の

濁
り
＝
無
仏
と
な
る
と
、

子
や
孫
に
仏
法
は
届
か
な

い
よ
う
に
思
い
ま
す
。

▼
無
仏
の
時
代
を
生
き
る

私
た
ち
は
、
何
を
大
切
に

し
て
ど
う
生
き
る
べ
き

か
、
日
々
の
過
ご
し
方
な

ど
を
心
に
響
く
言
葉
で
教

え
て
く
だ
さ
い
。

　
▼
濁
り
の
自
覚
か
ら
私
が

生
き
て
い
る
こ
と
自
体
の

罪
の
意
識
と
い
う
こ
と

は
、
言
葉
で
理
解
で
き
て

も
な
か
な
か
実
感
し
、
心

の
底
か
ら
懺
悔
す
る
こ
と

は
で
き
ま
せ
ん
。

▼
本
願
に
背
い
て
い
る
凡

夫
（
無
仏
の
世
に
生
き
る

罪
）
で
あ
る
こ
と
は
、
よ

く
理
解
で
き
ま
し
た
。
現

代
の
風
潮
が
そ
れ
を
示
し

て
い
ま
す
。
し
か
し
ご
和

讃
を
よ
く
読
む
と
、
私
た

ち
凡
夫
を
導
か
れ
る
言
葉

で
溢
れ
て
い
ま
す
。
私
た

ち
は
宗
祖
の
お
導
き
を

信
じ
て
、
心
か
ら
名
号
を

称
え
る
し
か
な
い
と
信

じ
て
お
り
ま
す
。

＊
感
想

　
▼
難
し
か
っ
た
で
す
。

劫
濁
無
仏
の
時
代
に
、
私

た
ち
は
何
を
拠
り
所
に

し
て
、
ど
う
生
き
れ
ば
い

い
の
か
。
指
月
の
譬
え
の

よ
う
に
、
い
の
ち
の
濁
り

の
な
か
で
私
た
ち
は
何

に
向
き
合
お
う
と
し
て

い
る
の
か
。
テ
ー
マ
が
大

き
く
て
、
四
回
の
講
座
で

は
十
分
に
理
解
し
つ
く

せ
ま
せ
ん
。
改
め
て
回
数

を
増
や
し
て
、
ゆ
っ
た
り

と
考
え
る
機
会
を
作
っ

て
い
た
だ
き
た
い
と
思

い
ま
す
。



し
て
同
時
に
「
相
反
さ
す
事
が

穢
土
の
は
た
ら
き
で
あ
る
」
と

い
う
事
に
も
な
る
の
だ
と
思
い

ま
す
。
そ
の
よ
う
に
言
う
と
、

自
分
達
の
煩
悩
が
な
せ
る
事
も

「
穢
土
の
せ
い
に
す
る
の
か
」「
無

責
任
で
は
な
い
か
」
と
感
じ
ら

れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か

し
一
度
そ
う
言
い
切
ら
な
い
と
、

本
当
の
私
た
ち
の
責
任
と
い
う

事
が
実
は
は
っ
き
り
し
て
こ
な

い
し
、
曖
昧
に
な
る
。
そ
し
て
、

な
ぜ
救
済
が
「
願
生
浄
土
」
と

い
う
言
葉
で
表
さ
れ
る
の
か
、

と
い
う
事
も
明
確
に
な
ら
な
い

と
思
い
ま
す
。
今
回
入
れ
て
あ

と
二
回
し
か
あ
り
ま
せ
ん
が
、

そ
の
あ
た
り
少
し
で
も
自
分
の

言
葉
で
表
現
し
て
い
け
た
ら
と

思
い
ま
す
。

　

そ
れ
で
は
、
今
回
の
内
容
に

入
っ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

前
回
の
資
料
で
、
善
導
大
師
の

『
観
か
ん
ぎ
ょ
う
し
じ
ょ
う
し
ょ

経
四
帖
疎
』「
序
分
義
」
に

あ
る
五
濁
の
領
解
を
ご
紹
介
い

た
し
ま
し
た
が
、
改
め
て
た
ず

ね
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　劫
濁
と
言
ふ
は
、
然し
か
る
に
劫
は

實げ

に
是こ
れ
濁
に
非あ
ら
ず
、
劫
減げ
ん
ず
る

時
に
當あ
た
り
て
、
諸し
ょ
あ
く惡
加か
ぞ
う增
す
る

な
り
。
衆
生
濁
と
言
ふ
は
、
劫

若も

し
初
め
て
成
る
と
き
は
、
衆

生
純
善
な
る
も
、
劫
若も

し
末み

な

る
時
は
、
衆
生
の
十
惡
彌い
よ
い
よ々
盛

な
り
。
見
濁
と
言
ふ
は
、
自
身

の
衆
惡
を
ば
總そ
う
じ
て
變へ
ん
じ
て
善

と
爲な

し
、
他
の
上
の
非
無
き
を

ば
見
て
是
な
ら
ず
と
爲
す
。
煩

惱
濁
と
言
ふ
は
、
當と
う
こ
ん今
劫こ
う
ま
つ末
の

衆
生
、
惡
あ
く
し
ょ
う
性
に
し
て
親
み
難
し
。

隨し
た
がひ
て
六
根
に
對た
い
す
る
に
、
貪
・

瞋じ
ん

競
ひ
起
る
な
り
。
命
濁
と

言
ふ
は
、
前
の
見
・
惱
の
二
濁

に
由よ
り
て
か
、
多
く
殺
害
を
行
じ

て
、
慈
み
て
恩
養
す
る
こ
と
無

し
。
既
に
斷
だ
ん
み
ょ
う
命
の
苦
因
を
行
じ
、

長ち
ょ
う
ね
ん
年
の
果
を
受
け
む
と
欲お
も

ふ

も
、
何
に
由
て
か
得
べ
き
。
然

も
濁
は
體た
い
是
善
に
非
ず
。
今
略

し
て
五
濁
の
義
を
指
し
竟お
わ
ん
ぬ
。

　
　

こ
れ
は
、『
真
宗
聖
し
ょ
う
ぎ
ょ
う教

全
書
』
の
「
序
分
義
」
の
当
該

箇
所
（
四
九
六
頁
）
の
書
き
下

し
な
の
で
す
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の

濁
の
内
実
を
本
質
的
に
教
え
て

く
だ
さ
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

ま
た
五
濁
が
並
列
し
て
あ
る
の

で
は
な
く
、
展
開
の
中
に
あ
る

事
も
読
み
取
る
事
が
で
き
ま
す
。

た
だ
、最
後
の
「
命
濁
」
の
「
慈

み
て
恩
養
す
る
こ
と
無
し
」
の

部
分
、
漢
文
の
ま
ま
な
ら
「
無

慈
恩
養
」
で
す
が
、
普
通
に
読

め
ば
、「
慈
み
て
恩
養
す
る
こ
と

無
し
」
と
な
る
と
こ
ろ
を
、
親

鸞
聖
人
は
敢
え
て
「
恩
養
に
慈

な
し
」(

『
親
鸞
聖
人
全
集
』
第

九
巻　

加
点
篇)

と
読
ま
れ
て

お
り
ま
す
。
こ
の
事
を
大
変
大

事
な
視
点
と
し
て
お
示
し
く
だ

さ
っ
て
い
る
の
が
、
廣
瀬
杲
た
か
し

先
生
で
す
。
先
生
は
、
前
の
読

み
だ
と
動
詞
と
し
て
使
わ
れ
て

い
る
「
恩
養
」
と
い
う
言
葉
を
、

親
鸞
聖
人
は
独
立
さ
せ
て
、
自

分
を
養
い
、
慈
し
ん
で
く
れ
る
、

そ
う
い
う
力
、
は
た
ら
き
と
読

み
変
え
ら
れ
て
い
る
、
と
指
摘

さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
こ

の
恩
養
と
い
う
は
た
ら
き
に
慈

が
無
い
、
と
い
う
の
が
「
命
濁
」

の
本
質
な
の
だ
と
い
う
事
で
す
。

　

私
は
こ
の
ご
指
摘
は
、
命
濁

と
い
う
も
の
の
内
実
を
確
か
め

る
時
、
大
変
大
切
な
も
の
で
あ

る
と
思
い
ま
す
。「
慈
み
て
恩
養

す
る
こ
と
無
し
」
で
も
意
味
は

通
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し

か
し
、
そ
れ
は
「
恩
養
」
を
動

詞
と
す
る
事
で
「
慈
み
て
」
も
、

恩
養
を
強
調
す
る
言
葉
に
と
ど

ま
り
、
命
を
粗
末
に
す
る
、
ひ

い
て
は
殺
人
事
件
が
増
え
る
と

い
う
よ
う
な
、
人
間
の
行
為
、

悪
行
の
話
に
な
っ
て
し
ま
う
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
う

な
る
と
、
そ
れ
に
続
く
「
断
命

の
苦
因
を
行
じ
」
と
い
う
言
葉

も
、
厳
し
い
言
葉
で
す
が
、
人

間
の
行
為
の
延
長
に
あ
る
言
葉

に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
れ

が
「
恩
養
に
慈
な
し
」
と
読
ま

れ
た
と
き
は
、
命
濁
と
い
う
事

②
五
濁
の
相
関
と
内
実

③
劫
濁
の
本
質

無
仏
の
時

は
、
恩
養
と
い
う
も
の
が
人
間

の
上
に
は
た
ら
か
な
く
な
る
、

と
い
う
事
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

ち
ょ
っ
と
極
端
に
言
う
と
、
人

間
の
存
在
が
恩
養
と
い
う
力
が

は
た
ら
か
な
い
と
こ
ろ
に
お
か

れ
て
し
ま
う
。
そ
の
結
果
が「
断

命
の
苦
因
を
行
じ
」
と
い
う
事

に
な
る
の
だ
と
。
廣
瀬
先
生
は

恩
養
と
い
う
事
を
「
存
在
し
て

い
る
事
実
の
な
か
に
見
出
し
た

生
命
の
連
帯
」
と
押
さ
え
ら
れ

ま
す
。
い
の
ち
の
意
味
、
つ
ま

り
生
き
る
こ
と
の
意
味
を
見
失

う
と
い
う
事
で
す
。
私
は
そ
こ

に
、
見
濁
、
煩
悩
濁
、
衆
生
濁

か
ら
命
濁
へ
の
、
濁
の
大
き
な

質
の
転
換
が
あ
る
の
で
は
な
い

か
と
受
け
止
め
て
い
ま
す
。

　

こ
の
講
座
で
お
話
す
る
に
あ

た
っ
て
、
改
め
て
特
に
廣
瀬
先

生
、
宮
城
顗し
ず
か

先
生
の
講
述
を

読
み
直
し
、
皆
さ
ま
に
紹
介
さ

せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
が
、

宮
城
先
生
は
、親
鸞
聖
人
が
「
正

信
偈
」
の
「
五
濁
悪
時
群
生
海
」

と
い
う
言
葉
に
込
め
ら
れ
た
意

味
を
「
本
願
に
照
ら
し
て
の
自

分
の
在
り
方
や
、
と
も
に
生
き

て
い
る
こ
の
世
の
在
り
方
に
対

す
る
深
い
悲
嘆
」
と
い
た
だ
か

れ
、
そ
れ
を
仏
の
仰
せ
と
し
て

聞
く
事
を
「
ま
さ
に
自
ら
を
「
五

濁
悪
時
群
生
海
」
の
身
と
し
て

深
信
す
る
」
と
い
う
言
葉
で
押

さ
え
て
く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
。

そ
こ
に
紛
れ
も
な
い
、
私
自
身

の
身
の
事
実
へ
の
頷
き
が
語
ら

れ
、
ま
た
深
信
と
い
う
言
葉
に
、

五
濁
と
い
う
事
が
人
間
の
反
省

で
は
な
く
、
仏
の
ま
な
ざ
し
に

よ
っ
て
見
出
さ
れ
た
人
間
の
相

で
あ
る
こ
と
が
教
え
ら
れ
て
い

る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
で
は
今
回
の
最
後
に
、

も
う
一
度
「
劫
濁
」
と
い
う
も

の
の
本
質
を
尋
ね
て
み
た
い
と

思
い
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
「
劫
濁
」
と
い
う

も
の
を
「
時
代
、
社
会
の
濁
り
」

と
表
現
し
て
き
ま
し
た
が
、
皆

さ
ま
も
そ
の
言
葉
だ
け
で
は
何

か
漠
然
と
し
た
も
の
を
お
感
じ

に
な
っ
て
き
た
の
で
は
な
い
か

と
思
い
ま
す
。
先
ほ
ど
お
示
し

し
た
「
劫
減
ず
る
時
に
當
り
て
、

諸
惡
加
增
す
る
な
り
」
と
い
う

善
導
大
師
の
お
言
葉
で
も
、
今

一
つ
ど
の
よ
う
な
濁
り
な
の
か

ピ
ン
と
こ
な
い
と
い
う
事
が
あ

る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

劫
濁
と
い
う
濁
り
が
生
み
出

す
も
の
と
し
て
の
、
見
濁
、
煩

悩
濁
、
衆
生
濁
、
そ
し
て
命
濁

と
い
う
も
の
が
あ
る
な
ら
ば
、

私
は
こ
の
濁
り
の
時
代
を
、「
無

仏
の
時
代
」
と
押
さ
え
て
い
い

の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

「
正
像
末
和
讃
」
の
第
一
首
は
、

　
釈
迦
如
来
か
く
れ
ま
し
ま
し
て

　
二
千
余
年
に
な
り
た
ま
う

　
正
像
の
二
時
は
お
わ
り
に
き

　
如
来
の
遺
弟
悲
泣
せ
よ

と
い
う
ご
和
讃
で
す
が
、
こ
の

時
代
を
「
釈
迦
如
来
か
く
れ
ま

し
ま
し
た
」
時
代
と
受
け
止
め

て
お
ら
れ
ま
す
。

　

ま
た
今
講
座
の
テ
ー
マ
で
も

あ
り
ま
す
、　
「
五
濁
の
時
機
い

た
り
て
は
」
と
い
う
お
言
葉
が

あ
る
次
の
ご
和
讃
で
は
、

　
五
濁
の
時
機
い
た
り
て
は

　
道
俗
と
も
に
あ
ら
そ
い
て

　
念
仏
信
ず
る
ひ
と
を
み
て

　
疑
謗
破
滅
さ
か
り
な
り

「
疑
謗
破
滅
さ
か
り
な
り
」
で
す

か
ら
、
教
え
が
人
間
の
上
に
は

た
ら
か
な
く
な
る
時
機
と
い
う

事
だ
と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
濁
世
で
あ
る

と
い
う
「
根
拠
」
が
、
教
え
が

人
間
の
上
に
は
た
ら
く
、
は
た

ら
か
な
く
な
る
、
と
い
う
と
こ

ろ
に
お
か
れ
て
い
る
の
だ
と
思

い
ま
す
。
倫
理
や
道
徳
で
は
な

い
と
い
う
事
で
す
。
そ
の
事
は
、

先
ほ
ど
確
認
し
た
、
命
濁
の
内

実
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
も
押
さ

え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思

い
ま
す
。

ま
た
少
し
文
脈
の
違
う
と
こ
ろ

か
ら
の
言
葉
に
な
り
ま
す
が
、

　
無
仏
世
の
衆
生
を
、
仏
、
こ
れ

を
重
罪
と
し
た
ま
え
り
、
見
仏
の

善
根
を
種う

え
ざ
る
人
な
り
、
と
。

　（『
教
行
信
証
』「
化
身
土
巻
」）

と
い
う
、
親
鸞
聖
人
は
、
龍
樹

菩
薩
の
『
大
智
度
論
』
か
ら
大

変
厳
し
い
言
葉
を
引
か
れ
て
い

ま
す
。
人
間
の
行
為
が
重
罪
な

の
で
は
な
く
、
教
え
が
は
た
ら

か
な
い
と
い
う
存
在
そ
の
も
の

が
重
罪
で
あ
る
と
い
う
事
で
す
。

私
は
、
こ
こ
か
ら
も
時
代
の
濁

り
と
い
う
も
の
の
内
実
を
読
み

取
れ
る
よ
う
な
気
が
し
て
お
り

ま
す
。

　

そ
し
て
こ
の
無
仏
の
時
代
の

衆
生
と
い
う
も
の
を
、
善
導
大

師
は
、「
帰
依
処
」
を
失
っ
た
も

の
、
と
押
さ
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

そ
う
す
る
と
、
見
濁
、
煩
悩
濁
、

衆
生
濁
と
い
う
濁
り
は
、「
帰
依

処
」
を
失
っ
た
人
間
が
呈
す
る

相
、
さ
ら
に
い
う
と
、
そ
れ
を

自
ら
の
依
り
処
と
し
な
け
れ
ば

生
き
て
い
け
な
い
相
と
言
う
事

も
で
き
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
そ
こ
に
、
濁
を
濁
と
し

て
自
覚
さ
せ
な
い
と
い
う
、
顛

倒
の
在
り
方
が
出
て
く
る
の
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

で
は
、
そ
の
よ
う
な
衆
生
で

あ
る
私
た
ち
に
と
っ
て
、
仏
と

の
接
点
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。

実
は
そ
の
接
点
こ
そ
が
、
無

仏
の
世
を
生
き
る
衆
生
で
あ

る
、
と
い
う
事
実
そ
の
も
の
な

の
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
の
事
実

が
そ
の
ま
ま
、
本
願
が
私
の
上

に
は
た
ら
く
必
然
性
と
い
う
事

に
な
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
そ
の
あ
た
り
、
次

回
は
今
年
度
最
終
回
で
す
が「
韋

提
希
の
救
い
」
と
い
う
と
こ
ろ

に
向
き
合
い
な
が
ら
、
確
か
め

て
い
く
事
が
で
き
れ
ば
と
思
い

ま
す
。


