
                                        

                                

い 願 の 

●◆しゃばのしがらみを超えて、仏の願いに生きよう◆● 

仏 
平成21年 西雲寺だより 立春号（10号） 

今
年
は
全
く
雪

の
な
い
立
春
を
迎

え
た
。
楽
な
気
も
す

る
が
、
人
間
の
勝
手

な
欲
望
に
よ
っ
て
、

自
然
の
摂
理
を
壊

し
て
し
ま
っ
た
の

で
は
な
い
か
。 

植
物
が
光
に
向
か
っ

て
伸
び
る
よ
う
に
、

我
々
迷
い
の
凡
夫
は
、

無
明
の
闇
を
破
っ
て
下

さ
る
ま
こ
と
の
光
に
遇

い
た
い
と
い
う
願
い
を

持
っ
て
い
る
。
こ
の
光

を
求
め
る
こ
こ
ろ
を
求

道
心
と
い
う
。
こ
の
求

道
心
こ
そ
、
聞
法
に
よ

っ
て
呼
び
さ
ま
さ
れ

た
、
ま
こ
と
の
い
の
ち

で
あ
る
。 

立
春
は
、
冷
た
い

北
風
の
中
に
春
の
光

を
感
ず
る
日
と
定
義

さ
れ
て
い
る
。
一
年

で
一
番
厳
し
い
寒
さ

の
中
に
春
の
光
を
感

ず
る
と
い
う
、
東
洋

人
の
感
性
を
大
切
に

し
た
い
。 

オウレン 

ミツマタ 

エンレイソウ 
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親
鸞
聖
人
の
ご
生
涯(

中
編)

 
  

吉 

水 
時 
代 

 

隠
遁
（
い
ん
と
ん
）

の
こ
こ
ろ
ざ
し
に
ひ
か
れ
て 

 
 聖

人
二
十
九
歳
、
二
十
年
比
叡
の
山
で
自
力
聖
道
（
し
ょ

う
ど
う
）

の
修
行
を
さ
れ
ま
し
た
が
、
山
を
出
で
る
決
意
を

し
ま
す
。
そ
の
と
き
の
お
こ
こ
ろ
を
御
伝
鈔
（
ご
で
ん
し
ょ
う
）

で
は
「
隠
遁
の
こ
こ
ろ
ざ
し
に
ひ
か
れ
て
」
と
述
べ
て
い

ま
す
。
隠
遁
と
は
「
俗
世
間
を
捨
て
て
隠
れ
住
む
」
と
い

う
意
味
で
意
外
な
感
じ
が
し
ま
す
が
、
凡
夫
の
救
わ
れ
る

仏
道
を
求
め
て
出
直
そ
う
と
さ
れ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。 

仏
道
を
歩
む
者
に
三
つ
の
障
（
さ
わ
）

り
が
あ
る
と
い
わ

れ
ま
す
。
一
つ
は
名
聞
（
み
ょ
う
も
ん
）（
地
位
や
名
誉
を
求
め

る
心
）
、
二
つ
に
利
養
（
り
よ
う
）
（
豊
か
さ
を
求
め
る
心
）

三
つ
に
は
勝
他
（
し
ょ
う
た
）

（
他
よ
り
上
の
栄
達
を
求

め
る
心
）
で
す
。
比
叡
の

山
で
は
修
行
僧
た
ち
が
こ

れ
ら
の
も
の
を
競
い
合
っ

て
修
行
し
て
い
た
の
で
す
。

聖
人
自
身
も
こ
れ
ら
の
煩

悩
に
悩
ま
さ
れ
た
に
ち
が

い
あ
り
ま
せ
ん
。 

 
  

六
角
堂
夢
想 

 

聖
人
は
山
を
出
で
て
、
聖
徳
太
子
の
建
立
さ
れ
た
六
角

堂
に
百
日
間
の
参
籠
（
さ
ん
ろ
う
）

を
さ
れ
ま
す
。
聖
人
は
十

九
歳
の
時
に
も
歩
む
べ
き
仏
道
に
迷
い
、
磯
長
（
し
な
が
）

の
聖
徳
太
子
の
御
廟
（
ご
び
ょ
う
）

に
参
籠
し
、
夢
の
告
げ
を

受
け
て
お
ら
れ
ま
す
。
在
家
の
ま
ま
仏
道
に
生
き
ら
れ
た

聖
徳
太
子
は
、
救
世
（
く
ぜ
）

観
音
菩
薩
の
化
身
と
い
わ
れ

て
い
ま
す
。
聖
人
は
、
今
一
度
、
煩
悩
を
か
か
え
た
在
家

の
ま
ま
救
わ
れ
る
仏
道
を
求
め
て
、
救
世
観
音
菩
薩
の
前

に
身
を
す
え
た
の
で
す
。
参
籠
を
し
て
九
十
五
日
目
の
暁
、

夢
の
中
に
聖
人
は
「
行
者
宿
報
（
し
ゅ
く
ほ
う
）

に
て
、
た
と

い
女
犯
す
と
も
、
我
玉
女
（
ぎ
ょ
く
に
ょ
）

の
身
と
な
り
て
犯

せ
ら
れ
ん
。
一
生
の
間
よ
く
荘
厳
（
し
ょ
う
ご
ん
）

し
て
、
臨

終
に
引
導
し
て
極
楽
に
生
ぜ
し
む
」
と
い
う
救
世
観
音
菩

薩
の
声
を
聞
い
た
の
で
す
。
菩
薩
は
さ
ら
に
「
こ
れ
は
こ

れ
我
が
誓
願
な
り
、
善
信
（
親
鸞
聖
人
の
当
時
の
お
名
前
）

こ
の
誓

願
の
旨
趣
（
し
し
ゅ
）

を
宣
説
（
せ
ん
ぜ
つ
）

し
て
、
一
切
の
群

生
に
聞
か
し
む
べ
し
」
と
。
そ
の
時
聖
人
は
夢
の
中
に
あ

り
な
が
ら
、
お
堂
の
正
面
に
向
か
っ
て
東
の
方
を
見
る
と
、

け
わ
し
く
そ
び
え
立
つ
山
々
が
並
び
、
そ
の
高
い
山
の
上

に
は
数
限
り
な
い
人
々
が
集
ま
っ
て
い
る
の
が
見
え
た
。

そ
こ
で
、
夢
告
の
と
お
り
、
そ
の
誓
願
の
意
味
を
そ
の
人
々

に
説
き
聞
か
せ
終
わ
っ
た
と
き
、
夢
か
ら
さ
め
た
と
い
う

の
で
す
。 

こ
の
夢
告
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。
そ
れ

は
戒
を
守
り
修
行
を
し
た
者
だ
け
が
救
わ
れ
る
の
が
仏
道

で
は
な
く
、
結
婚
も
し
在
家
の
ま
ま
で
救
わ
れ
る
仏
道
が

あ
る
こ
と
を
指
し
示
し
て
い
る
の
で
す
。
結
婚
は
、
男
女

と
も
に
、
人
間
と
し
て
の
在
り
方
そ
の
も
の
に
帰
る
と
い

う
こ
と
で
す
。
そ
し
て
、
愛
憎
の
煩
悩
に
悩
ま
さ
れ
る
家

庭
生
活
そ
の
も
の
が
、
仏
道
に
よ
っ
て
荘
厳
さ
れ
て
い
く

の
で
す
。
日
常
生
活
の
外
に

仏
道
が
あ
る
の
で
は
な
く
、

日
常
生
活
そ
の
も
の
が
仏
道

な
の
で
す
。 

聖
人
は
夢
告
を
う
け
て
し

ば
ら
く
の
間
沈
思
し
、
ま
だ

夜
の
闇
が
残
る
暁
に
、
念
仏

の
教
え
を
説
い
て
お
ら
れ
る

法
然
上
人
の
吉
水
の
草
庵
へ

と
お
も
む
か
れ
た
の
で
す
。 

 
 

 
  

僧
伽
（
サ
ン
ガ
）

に
加
わ
る 

 
 

当
時
法
然
上
人
は
六
十
九
歳
。
比
叡
山
を
出
て
念
仏
の

教
え
を
説
か
れ
て
二
十
数
年
が
た
っ
て
い
ま
し
た
。
聖
人

は
比
叡
山
で
そ
の
こ
と
を
耳
に
し
な
が
ら
、
出
遇
い
の
縁

が
熟
す
る
ま
で
長
い
年
月
を
必
要
と
し
た
の
で
す
。 

聖
人
が
吉
水
で
目
に
し
た
の
は
、
庶
民
は
も
と
よ
り
貴

族
、
武
士
、
さ
ま
ざ
ま
な
人
々
が
法
然
上
人
の
説
法
に
聞

き
入
り
、
生
き
生
き
と
念
仏
申
し
て
い
る
光
景
だ
っ
た
の

で
す
。
仏
法
に
救
わ
れ
た
人
々
の
姿
だ
っ
た
の
で
す
。 

仏
道
と
は
三
宝
（
さ
ん
ぽ
う
）

が
そ
ろ
っ
て
初
め
て
成
り
立

つ
の
で
す
。
三
宝
と
は
仏
・
法
・
僧
で
、
仏
と
は
法
を
説

か
れ
た
お
釈
迦
さ
ま
、
法
と
は
南
無
阿
弥
陀
仏
の
お
み
の

り
、
僧
と
は
法
に
め
ざ
め
法
に
生
き
て
い
る
人
々
で
す
。

具
体
的
に
は
僧
宝
を
僧
伽
（
サ
ン
ガ
）
と
い
い
、
そ
こ
に
お
い

て
法
が
生
き
生
き
と
は
た
ら
き
、
仏
が
仰
が
れ
て
い
る
の

で
す
。
サ
ン
ガ
は
人
間
が
つ
く
っ
た
も
の
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
南
無
阿
弥
陀
仏
の
法
が
、
イ
ン
ド
、
中
国
、
日
本
と

七
高
僧
を
と
お
し
て
綿
綿
と
は
た
ら
き
、
法
然
上
人
を
よ

き
師
と
し
て
日
本
の
地
に
誕
生
し
た
の
で
す
。
今
、
聖
人

は
本
願
の
は
た
ら
き
を
う
け
、
吉
水
の
サ
ン
ガ
に
召
さ
れ
、

法
然
上
人
と
い
う
よ
き
師
と
よ
き
友
を
賜
る
こ
と
が
で
き

た
の
で
す
。
こ
の
こ
と
が
救
い
で
あ
り
、
こ
の
感
激
が
一

生
を
貫
い
て
、
九
十
年
と
い
う
聖
人
の
長
い
人
生
を
歩
ま

し
め
た
の
で
す
。 

 

六角堂（京都市中京区） 

吉水草庵旧跡（京都市東山区） 
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『
選
択
（
せ
ん
じ
ゃ
く
）

集
』
の
書
写 

法
然
上
人
御
真
影
（
し
ん
え
い
）

の
図
画 

 
 

時
の
摂
政
、
九
条
兼
実
（
か
ね
ざ
ね
）

公
は
、
法
然
上
人
に

深
く
帰
依
し
、
浄
土
の
法
門
の
要
を
書
に
す
る
こ
と
を
要

請
し
ま
す
。
上
人
は
そ
の
要
請
に
応
え
て
、
念
仏
の
奥
義

を
明
ら
か
に
し
た
『
選
択
集
』
を
著
し
ま
し
た
が
、
九
条

兼
実
公
に
示
し
た
あ
と
、
そ
れ
を
公
開
す
る
こ
と
は
あ
り

ま
せ
ん
で
し
た
。
法
然
上
人
は
、
三
百
八
十
余
人
と
い
わ

れ
る
門
弟
の
中

で
、
わ
ず
か
六
人

の
お
弟
子
を
選

ん
で
、『
選
択
集
』

の
書
写
を
許
し

た
の
で
す
が
、
そ

の
一
人
が
親
鸞

聖
人
で
し
た
。
聖

人
は
そ
の
一
人

に
選
ば
れ
、
あ
ま
つ
さ
え
上
人
の
真
影
を
図
画
す
る
こ
と

さ
え
許
さ
れ
ま
し
た
。
当
時
の
習
慣
と
し
て
、
そ
の
著
作

と
肖
像
の
書
写
を
許
す
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
信
念
と
思

想
の
正
統
性
を
認
め
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
、
よ
ほ
ど
の

感
動
と
喜
び
と
、
そ
し
て
大
き
な
使
命
感
と
を
感
得
し
た

に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
聖
人
は
後
に
「
悲
喜
の
涙
を
お
さ

え
て
由
来
の
縁
を
し
る
す
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
ま
す
。 

  

信
行
（
し
ん
ぎ
ょ
う
）

両
座 

 

吉
水
の
教
団
に
は
三
百
八
十
余
人
と
い
わ
れ
る
門
弟
が

お
り
ま
し
た
が
、
法
然
上
人
の
説
か
れ
る
お
念
仏
の
み
教

え
を
正
し
く
い
た
だ
か
れ
た
方
は
少
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。

そ
の
こ
と
を
日
頃
こ
こ
ろ
に
か
け
て
お
ら
れ
た
親
鸞
聖
人

は
、
お
弟
子
た
ち
の
信
念
を
確
か
め
る
た
め
、
法
然
上
人

の
許
し
を
え
て
、
「
信
の
座
」
「
行
の
座
」
に
分

け
る
こ
と
を
申
し
出
ま
し
た
。
「
信
の
座
」
は
、

本
願
に
め
ざ
め
、
お
念
仏
を
申
す
一
念
に
救
わ

れ
て
不
退
の
位
に
住
す
る
と
い
う
信
念
の
人
の

座
、「
行
の
座
」
は
、
念
仏
を
数
多
く
称
え
、
そ

の
功
徳
に
よ
っ
て
往
生
す
る
と
い
う
信
念
の
人

の
座
、
そ
の
ど
ち
ら
か
の
座
に
お
座
り
下
さ
い

と
提
案
し
た
の
で
す
。
そ
の
時
、
聖
覚
（
せ
い
か

く
）

法
印
、
信
空
上
人
、
熊
谷
直
実
（
な
お
ざ
ね
）

入
道
、
そ
し
て
親
鸞
聖
人
、
最
後
に
法
然
上
人

が
「
信
の
座
」
に
つ
き
、
ほ
か
の
お
弟
子
た
ち

は
お
互
い
に
顔
を
見
合
わ
せ
て
し
り
込
み
す
る

ば
か
り
だ
っ
た
の
で
す
。
こ
れ
を
思
う
に
、
お

弟
子
の
多
く
は
お
念
仏
の
教
え
を
自
力
に
と
り

な
し
て
、
念
仏
を
数
多
く
称
え
て
、
そ
の
功
徳

に
よ
っ
て
救
わ
れ
る
の
だ
と
考
え
て
い
た
の
で

す
。
法
然
上
人
の
説
か
れ
る
「
た
だ
念
仏
」
は
、

本
願
に
め
ざ
め
本
願
に
お
ま
か
せ
す
る
一
念
の
と
こ
ろ
に

往
生
は
定
ま
る
の
で
す
。 

  

信
心
一
異
の
諍
論
（
じ
ょ
う
ろ
ん
） 

 

奈
良
・
比
叡
山
よ
り
弾
圧
を
う
け
て
越
後
へ
流
罪
に
な

ら
れ
る
ま
で
、
聖
人
二
十
九
歳
か
ら
三
十
五
歳
ま
で
の
足

か
け
七
年
間
は
、
よ
き
師
よ
き
友
と
と
も
に
勉
学
に
励
ま

れ
、
九
十
年
の
生
涯
の
中
で
最
も
仕
合
せ
な
時
期
で
あ
っ

た
と
思
わ
れ
ま
す
。
し
か
し
法
然
上
人
の
「
た
だ
念
仏
」

の
信
念
を
聞
思
（
も
ん
し
）
し
て
い
く
な
か
で
、
聖
人
は
一
つ

の
疑
念
を
懐
か
れ
た
よ
う
で
す
。
そ
れ
は
お
弟
子
た
ち
が

み
な
法
然
上
人
と
同
じ
信
心
を
生
き
て
お
ら
れ
る
の
か
ど

う
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
あ
る
時
、
聖
人
が
お
弟
子
た
ち

に
、「
私
・
善
信
の
信
心
も
、
師
・
法
然
上
人
の
ご
信
心
も

ひ
と
つ
で
あ
る
」
と
お
っ
し
ゃ
る
と
、
お
弟
子
方
は
「
と

ん
で
も
な
い
思
い
上
が
り
だ
。
あ
な
た
は
一
体
何
と
い
う

失
礼
な
こ
と
を
い
う
の
か
」
と
反
論
し
て
き
た
の
で
す
。

そ
こ
で
聖
人
は
「
師
の
す
ぐ
れ
た
学
識
と
私
の
力
が
同
じ

だ
な
ど
と
い
う
の
な
ら
ま
こ
と
に
恐
れ
お
お
い
こ
と
で
す
。

し
か
し
往
生
の
信
心
に
お
い
て
は
全
く
異
な
る
こ
と
は
あ

り
ま
せ
ん
」
と
い
わ
れ
た
の
で
す
。
そ
れ
で
も
決
着
が
つ

か
ず
、
法
然
上
人
に
こ
と
の
子
細
を
申
し
上
げ
る
と
、
師

は
「
私
の
信
心
も
如
来
よ
り
た
ま
わ
り
た
る
信
心
で
あ
り
、

善
信
房
の
信
心
も
如
来
よ
り
た
ま
わ
ら
せ
た
も
う
信
心
で

あ
る
。
だ
か
ら
一
つ
で
す
。
」
そ
し
て
「
信
心
が
異
な
る
と

い
う
こ
と
は
、
自
分
の
智
慧
才
覚
で
お
こ
す
自
力
の
信
で

あ
る
か
ら
で
あ
り
、
他
力
の
信
心
は
善
人
も
悪
人
も
と
も

に
如
来
よ
り
回
向
さ
れ
た
信
心
で
あ
る
か
ら
、
皆
同
じ
で

異
な
る
こ
と
は
な
い
の
で
す
。
信
心
が
同
じ
で
な
い
人
が

い
る
な
ら
ば
、
私
が
参
ら
せ
て
い
た
だ
く
お
浄
土
に
は
、

よ
も
や
参
ら
せ
て
い
た
だ
く
と
い
う
こ
と
は
な
い
で
し
ょ

う
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
の
で
す
。 

私
の
こ
こ
ろ
に
た
ま
た
ま
起
こ
っ
た
如
来

を
信
ず
る
と
い
う
信
心
は
、
私
が
起
こ
し
た
も

の
で
は
な
く
、
久
遠
劫
（
く
お
ん
ご
う
）
よ
り
私
に

寄
り
添
っ
て
呼
び
か
け
て
い
た
如
来
の
願
心

が
至
り
届
い
た
も
の
で
、
如
来
回
向
の
信
心
な

の
で
す
。
同
じ
教
え
に
生
き
な
が
ら
、
お
た
が

い
信
心
が
異
な
る
と
い
う
こ
と
ほ
ど
悲
し
い

こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
悲
し
み
か
ら
、
聖

人
没
後
、
聖
人
の
お
弟
子
唯
円
房(

ゆ
い
え
ん
ぼ
う
）

に
よ
っ
て
、
「
歎
異
抄
」
が
書
き
残
さ
れ
た
の

で
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
住
職
） 

法然上人 鏡の御影 
（金戒光明寺蔵） 

信
行
両
座
の
場
面 

紙
を
持
つ
人
が
親
鸞
聖
人
、
背
後
が

聖
覚
法
印
、
奥
が
法
然
上
人
。
廊
下

中
央
に
は
遅
れ
て
来
た
熊
谷
直
実
。 
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思
い
の
ま
ま
に 

 
 
 

匿
名
希
望
さ
ん
よ
り
（
80
代
女
性
） 

 
 

あ
る
日
突
然
、
検
査
に
訪
れ
た
病
院
で
、
か
つ
て
聴
い
た
こ
と
の
な
い
病
名

を
知
ら
さ
れ
ま
し
た
。
静
か
に
す
ー
っ
と
医
師
の
言
葉
が
耳
元
を
通
り
過
ぎ
ま

し
た
。
明
日
に
で
も
入
院
と
言
わ
れ
ま
し
た
が
、
私
は
頑
固
に
入
院
は
し
な
い

と
心
に
決
め
ま
し
た
。
い
ま
は
漢
方
薬
で
治
ま
っ
て
い
ま
す
が
、
し
み
じ
み
一

人
に
な
る
と
、
不
覚
に
も
涙
を
流
す
と
き
も
あ
り
ま
す
。 

 

仏
門
の
戸
を
叩
い
た
弟
が
、
愚
痴
や
小
言
を
言
う
代
わ
り
に
お
念
仏
だ
よ
と

言
っ
て
く
れ
ま
し
た
。
そ
の
ひ
と
こ
と
は
本
当
に
心
に
し
み
ま
し
た
。
御
縁
の

な
か
っ
た
仏
様
の
声
が
私
の
心
の
奥
の
扉
を
開
い
て
下
さ
っ
た
と
、
涙
が
出
て

仕
方
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
し
て
、
弟
の
後
ろ
姿
に
あ
り
が
と
う
と
手
を
合

わ
せ
ま
し
た
。 

 

病
名
を
知
ら
さ
れ
る
朝
、
ベ
ッ
ド
の
窓
か
ら
お
隣
の
梅
の
木
に
目
を
や
る

と
、
百
羽
以
上
の
雀
が
白
い
腹
を
見
せ
て
私
の
方
を
見
て
い
ま
し
た
。
静
か
に

ほ
と
ん
ど
動
き
ま
せ
ん
。
着
替
え
を
し
な
が
ら
雀
に
向
か
っ
て
思
わ
ず
手
を
振

る
と
、
チ
ッ
チ
ッ
と
一
声
ず
つ
鳴
い
て
羽
音
も
立
て
ず
、
ま
る
で
大
切
な
者
を

見
守
る
よ
う
に
振
り
返
り
な
が
ら
飛
び
立
っ
て
い
き
ま
し
た
。
ふ
と
私
は
、
遠

い
昔
に
母
が
「
お
前
は
死
ぬ
ん
だ
よ
」
と
言
っ
た
こ
と
を
思
い
出
し
ま
し
た
。

お
念
仏
と
は
ほ
ど
遠
い
生
活
を
振
り
返
っ
て
見
る
と
、
家
族
が
私
の
こ
と
で
ず

い
ぶ
ん
我
慢
し
て
き
た
の
だ
ろ
う
と
思
い
当
た
り
ま
し
た
。
お
念
仏
は
、
そ
れ

を
教
え
導
い
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
親
の
心
子
知
ら
ず
と
は
、
ま
っ
た
く
今
の

私
だ
っ
た
と
、
恥
じ
入
る
ば
か
り
で
し
た
。 

 

そ
ん
な
ふ
う
に
越
え
て
き
た
年
を
思
い
返
し
て
み
る
と
、
黙
っ
て
い
る
ば
か

り
が
家
族
が
う
ま
く
行
く
方
法
で
は
な
い
、
話
の
仕
方
が
あ
る
こ
と
に
気
が
つ

き
ま
し
た
。
あ
り
が
と
う
の
一
言
が
、
皆
の
心
を
や
わ
ら
げ
、
い
た
わ
り
と
な

る
の
だ
と
気
が
つ
き
ま
し
た
。
雀
さ
え
私
を
い
た
わ
っ
て
く
れ
る
の
に
、
人
間

の
私
が
、
ま
し
て
私
は
、
家
族
の
世
話
を
受
け
な
が
ら
暮
ら
し
て
い
る
の
で
す
。

自
分
本
位
の
生
活
を
通
し
て
き
た
私
は
、
今
、
仏
様
か
ら
も
信
じ
て
い
た
だ
け

る
よ
う
感
謝
し
な
が
ら
毎
日
を
過
ご
し
た
い
と
、
新
し
い
年
を
迎
え
る
に
当
た

り
、
心
に
念
じ
た
次
第
で
す
。 

 

明
日
あ
る
と 

思
う
命
の 

は
か
な
さ
を 

 

弥
陀
の
心
に 

ま
か
せ
ま
い
ら
す 

 

合
掌 
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「
鬼
は
外 

福
は
内
」 

節
分
が
く
る
と
、
テ
レ
ビ
、

ラ
ジ
オ
、
新
聞
で
に
ぎ
や
か
に
報
道
さ
れ
る
常
套
句
で

あ
る
。
い
つ
の
時
代
で
も
、
い
か
な
る
人
で
も
、
幸
せ

を
願
わ
な
い
も
の
は
な
い
。
し
か
し
、
何
が
本
当
の
幸

せ
か
を
知
る
人
は
少
な
い
。 

世
界
に
目
を
や
れ
ば
戦
争
あ
り
、
貧
困
あ
り
、
ま
た

未
曾
有
の
金
融
危
機
に
見
舞
わ
れ
、
職
を
失
い
、
家
を

失
っ
た
人
が
あ
ふ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
世
の
中
に

あ
っ
て
、
自
分
だ
け
の
、
家
族
だ
け
の
幸
せ
を
願
っ
て

豆
を
ま
く
、
ま
こ
と
に
身
勝
手
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

南
無
阿
弥
陀
仏
は
「
一
切
衆
生
が
平
等
に
た
す
か
る

す
が
た
」
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。
如
来
さ
ま
に
よ
っ
て

私
た
ち
の
本
当
の
満
足
が
言
い
当
て
ら
れ
、
南
無
阿
弥

陀
仏
と
名
告
り
（
な
の
り
）

出
て
下
さ
っ
た
の
で
あ
る
。
私
た

ち
は
聴
聞
し
て
南
無
阿
弥
陀
仏
の
す
が
た
に
う
な
ず
く

と
き
、
本
当
の
満
足
を
い
た
だ
く
の
で
あ
る
。（
住
職
） 

 

こ
の
一
句
は
、
仏
の
願
い
を
私
に
届
け
続
け
て
下
さ
る
「
如
来
の
ご
苦
労
」

と
、
そ
の
願
い
に
そ
む
き
続
け
る
「
自
分
の
罪
深
さ
」
を
痛
感
す
る
と
こ
ろ
だ
と
、

昔
か
ら
先
輩
方
が
味
わ
っ
て
こ
ら
れ
ま
し
た
。
如
来
の
ご
苦
労
と
自
分
の
罪
深
さ
、

こ
の
ほ
か
に
何
も
付
け
加
え
る
こ
と
は
な
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。 

し
か
し
な
が
ら
、
如
来
さ
ま
は
届
け
「
続
け
て
」
下
さ
り
、
同
時
に
私
は
そ
む

き
「
続
け
る
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
私
は
ま
た
胸
を
打
た
れ
ま
す
。
実
際
、
そ
の

通
り
だ
と
思
う
か
ら
で
す
。
思
い
が
け
ず
相
手
を
許
す
人
に
出
会
い
ま
す
と
、
自

分
の
狭
さ
に
恥
じ
入
り
ま
す
。
思
い
が
け
ず
息
を
引
き
取
ら
れ
た
方
に
出
会
い
ま

す
と
、
自
分
の
の
ん
き
さ
に
恥
じ
入
り
ま
す
。
そ
う
や
っ
て
今
も
な
お
、
い
ろ
ん

な
人
を
通
じ
て
私
に
は
た
ら
き
「
続
け
て
」
下
さ
る
と
こ
ろ
に
、
先
輩
方
も
感
動

し
て
「
五
劫
に
わ
た
っ
て
…
」
と
歌
わ
れ
た
の
か
な
あ
と
思
い
ま
す
。 

実
は
、
如
来
の
ご
苦
労
が
「
五
劫
」
に
も
わ
た
り
続
け
る
一
番
の
理
由
と
し
て
、

認
め
た
く
な
い
け
ど
思
い
当
た
る
節
が
あ
り
ま
し
て
… 

「
仏
の
お
仕
事
」
を
自

分
の
手
柄
に
す
り
替
え
、「
仏
か
ら
の
い
た
だ
き
も
の
」
に
自
分
の
ネ
ー
ム
を
入
れ

て
し
ま
う
罪
… 

あ
ぁ
、
こ
れ
は
耳
が
痛
い
！ 

だ
っ
て
自
分
の
肉
体
だ
っ
て
そ

う
で
す
も
ん
ね
〜
本
来
は
い
た
だ
き
も
の
な
ん
で
し
た
…
（
編
者
） 

山 
門 
掲 

示 

板 
五ご

劫 こ
う

思 し

惟 ゆ
い

之 し

摂
し
ょ
う

受 じ
ゅ 

親
鸞
作
『
正
信
念
仏
偈
』
よ
り 

読
み
方
―(

法
蔵
菩
薩
は)

五
劫
、
こ
れ
を
思
惟
し
て
摂
受
す 

※
五
劫
―
人
間
の
想
像
を
超
え
る
時
の
長
さ
。
天
女
が
百
年
に

一
度
、
羽
衣
の
袖
で
四
十
里
四
方
の
石
を
な
で
て
、
石

が
す
り
減
る
ま
で
の
時
間
。 

※
之
― 

前
の
「
無
上
殊
勝
の
願
」「
希
有
の
大
弘
誓
」
の
こ
と 

※
摂
受
―
お
さ
め
と
る
こ
と 

先
輩
の
感
動
を
た
ず
ね
て 
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西
別
所
町 

渡
辺
嘉
子
さ
ん 

最
近
、
直
木
賞
に
選
ば
れ
た
本
で
す
。
主
人
公
は
、
ま
っ
た
く
見
ず
知

ら
ず
の
死
者
を
訪
ね
歩
い
て
「
悼
む
」
こ
と
を
繰
り
返
し
ま
す
。「
悼
む
」

と
は
、
冥
福
を
祈
る
事
で
は
な
く
て
、「
誰
と
も
代
え
ら
れ
な
い
唯
一
の

存
在
と
し
て
覚
え
て
お
く
こ
と
」
だ
と
書
か
れ
て
い
ま
し
た
。 

主
人
公
が
、
見
ず
知
ら
ず
の
死
者
の
こ
と
を
知
る
た
め
に
質
問
す
る
セ

リ
フ
は
、
決
ま
っ
て
こ
う
で
し
た
。
「
こ
の
方
は
、
誰
に
愛
さ
れ
、
誰
を

愛
し
、
ど
ん
な
こ
と
で
人
に
感
謝
さ
れ
た
で
し
ょ
う
か
。」
こ
の
セ
リ
フ

に
は
、
ず
い
ぶ
ん
考
え
さ
れ
ら
れ
ま
す
。 

周
囲
の
人
も
、
ハ
ッ
と
す
る
よ
う
な
言
葉
を
語
り
ま
す
。「
生
き
て
い

た
者
が
死
ん
だ
と
た
ん
、
数
に
さ
れ
、
霊
に
さ
れ
る
け
ど
、
こ
の
悼
む
人

は
死
ん
だ
者
に
価
値
を
与
え
、
さ
さ
や
か
に
讃
え
て
く
れ
る
。」
っ
て
い

う
セ
リ
フ
、
ホ
ン
ト
に
死
者
を
モ
ノ
扱
い
し
て
敬
わ
な
い
の
が
現
代
社
会

の
流
れ
だ
と
思
い
ま
す
。「
悼
む
人
に
覚
え
て
も
ら
え
ば
、
永
遠
性
を
帯

び
る
よ
う
な
気
が
す
る
。」
っ
て
セ
リ
フ
も
ホ
ン
ト
そ
う
で
す
よ
ね
、
永

遠
の
愛
こ
そ
、
私
た
ち
が
求
め
る
も
の
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

そ
れ
に
し
て
も
、「
悼
む
人
」
は
頑
張
り
す
ぎ
て
イ
タ
す
ぎ
る
… 

そ

れ
は
仏
の
お
仕
事
な
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
？ 

『
悼い

た

む
人
』 

天
童
荒
太
著 

文
藝
春
秋 

 
２
０
０
８
年 

￥
１
７
０
０ 


