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メ
キ
シ
コ
・
ア
メ
リ
カ
に
長
期

滞
在
し
、
�
在
日
本
で
、「
エ
ン

パ
ワ
メ
ン
ト
セ
ン
タ
�
」
を
主
催

す
る
森
田
ゆ
り
さ
ん
の
著
書
『
エ

ン
パ
ワ
メ
ン
ト
と
人
権
〜
こ
こ
ろ

の
力
の
み
な
も
と
へ
〜
』
の
中
に

出
て
く
る
こ
の
詩
。

　

イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
子
ど
も
た
ち

は
思
春
期
に
な
る
と
、
砂
漠
や
山

の
中
へ
出
か
け
、
た
っ
た
一
人
で

時
を
過
ご
す
。
三
日
後
彼
ら
は
自

分
の
内
に
あ
る
大
切
な
も
の
を
発

見
し
て
帰
っ
て
く
る
。
人
は
女
だ

ろ
う
と
男
だ
ろ
う
と
、
障
害
が
あ

ろ
う
と
、
少
数
民
�
だ
ろ
う
と
み

な
そ
れ
ぞ
れ
個
性
の
輝
き
を
必
ず

も
っ
て
い
る
。

　

そ
し
て
、自
分
の
内
的
な
強
さ
、

輝
き
、
す
ば
ら
し
さ
は
自
分
だ
け

で
は
な
か
な
か
気
づ
け
な
い
も
の

だ
。
彼
ら
は
、
大
自
然
と
向
き
合

う
こ
と
で
輝
き
を
し
っ
か
り
と
発

見
す
る
。
自
然
は
人
間
と
違
っ
て

偏
見
や
期
待
過
剰
、
え
こ
ひ
い
き

や
い
じ
め
な
ど
を
一
切
し
な
い
。

だ
か
ら
人
の
内
に
鼓
動
す
る
い
の

ち
の
力
を
教
え
て
く
れ
る
の
だ
。

　

一
本
の
草
、
一
羽
の
鳥
、
一
匹

の
狼
、
す
べ
て
の
人
間
の
魂
。
す

べ
て
の
生
き
と
し
生
け
る
も
の
の

魂
が
聖
な
る
存
在
な
の
だ
。「
聖

な
る
魂
」
そ
れ
は
イ
ン
デ
ィ
ア
ン

の
生
命
思
想
を
見
事
に
凝
縮
し
た

深
い
意
味
を
持
つ
。

　

詩
の
ラ
ス
ト
は
、
指
の
皮
の
中

に
見
え
る
道
が
、
祖
先
に
続
き
、

大
い
な
る
も
の
に
続
い
て
い
る
こ

と
を
示
す
の
で
あ
る
。

　

そ
の
�
た
ち
に
�
�
を
あ
た
え
た

そ
の
�
た
ち
に
�
�
を
あ
た
え
た

　

も
の
は
�

も
の
は
�

　

い
ま
�
た
ち
の
�
か
ら
出
て
�
る

い
ま
�
た
ち
の
�
か
ら
出
て
�
る

　

も
の
も
�

も
の
も
�

　

�
が
�
れ
た
�
�

�
が
�
れ
た
�
�

　

そ
の
�
が
�
�
と
き
、
�
た
ち
の

そ
の
�
が
�
�
と
き
、
�
た
ち
の

　

も
�
�

も
�
�

　

い
ま
で
も
�
の
�
の
中
に
�
の
�

い
ま
で
も
�
の
�
の
中
に
�
の
�

　

�
�
が
�
え
る

�
�
が
�
え
る

　

わ
た
し
た
ち
の
祖
先
が
つ
�
ら
れ

　

た
と
き

　

�
が
ど
こ
か
で
�
い
て
い
た
か
を

　

そ
れ
は
教
え
て
い
る

「
ア
メ
リ
カ
先
住
民

ナ
ボ
バ
族
の
�
し
の
�
」

の
�
し
の
�
」

�
し
の
�
」

　

今
年
も
、
寒
風
の
中
を
天
台
宗

の
全
国
一
斉
托
鉢
が
始
ま
っ
た
。

　

托
鉢
は
、行
乞�
ぎ
ょ
う
こ
つ
）

と
も
い
わ
れ
る
。

　

イ
ン
ド
で
は
出
家
し
た
男
性
を

比
丘
、女
性
を
比
丘
尼
と
い
う
が
、

そ
の
意
味
は
「
乞
�
こ
）
う
人
」

で
布
施
に
よ
っ
て
生
活
す
る
人
の

こ
と
で
あ
る
。

　

釈
尊
が
、
マ
ガ
ダ
国
で
、
田
を

耕
し
て
い
た
バ
ラ
モ
ン
に
食
を
乞

わ
れ
る
と
「
人
に
頼
ら
ず
に
、
自

分
で
田
を
耕
し
て
食
え
」
と
罵
倒

て
く
れ
た
少
女
が
い
る
。
お
米
を

下
さ
る
方
が
い
る
。
多
額
の
浄
財

を
下
さ
っ
た
老
夫
婦
も
い
る
。

　

そ
の
暖
か
い
こ
こ
ろ
に
、
私
た

ち
の
こ
こ
ろ
を
添
え
て
、
待
っ
て

い
る
人
々
に
届
け
た
い
。

　

人
々
の
た
め
に
托
鉢
を
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
我
も
ま
た
田
を
耕

す
も
の
で
あ
り
た
い
と
思
う
。

り
が
な
い
。

　

そ
れ
は
、
あ
な
た
の
心
に
あ
る

仏
心
を
耕
す
こ
と
で
あ
り
、
ま
た

私
の
仏
心
を
耕
す
こ
と
で
あ
る
。

　

執
着
を
捨
て
、
他
者
の
幸
せ
を

祈
る
み
仏
の
こ
こ
ろ
に
添
う
よ
う

努
め
て
ゆ
き
た
い
。

　

毎
年
、
決
ま
っ
た
場
所
で
待
っ

て
い
て
く
れ
る
方
が
い
る
。
恥
ず

か
し
そ
う
に
し
て
募
金
箱
に
い
れ

さ
れ
た
。
そ
の
時
に
釈
尊
は
「
我

も
ま
た
田
を
耕
す
も
の
な
り
」
と

言
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

心
の
田
を
耕
す
と
い
う
意
味
で
あ

っ
た
。

　
「
信
仰
が
種
子
で
あ
る
。
苦
行

が
雨
で
あ
る
。
智
恵
が
農
具
で
あ

る
。
恥
ず
か
し
い
と
思
う
気
持
ち

が
鋤
棒
で
あ
る
。
そ
し
て
人
々
の

心
を
耕
し
、
あ
ら
ゆ
る
苦
悩
か
ら

の
解
放
と
い
う
実
を
み
の
ら
せ
る

の
だ
」。

　

こ
の
中
で
釈
尊
は
、
ま
た
「
体

を
つ
つ
し
み
、言
葉
を
つ
つ
し
み
、

過
食
を
し
な
い
」
と
も
言
わ
れ
、

托
鉢
と
は
単
に
食
を
得
る
行
為
で

は
な
く「
少
欲
知
足
」を
実
践
し
、

人
々
に
布
施
を
せ
さ
る
尊
い
行
為

で
あ
る
と
語
ら
れ
た
。
今
も
、
仏

教
国
の
タ
イ
や
ラ
オ
ス
で
は
、
喜

捨
す
る
人
々
の
方
が
へ
り
く
だ
っ

て
い
る
光
景
が
見
ら
れ
る
。

　

今
、
天
台
宗
が
展
開
し
て
い
る

全
国
一
斉
托
鉢
は
、
国
内
外
の
弱

者
救
済
の
た
め
に
行
う
も
の
だ
。

僧
が
自
ら
の
食
を
乞
う
と
い
う
形

か
ら
は
少
し
離
れ
る
。
し
か
し
、

釈
尊
が
説
か
れ
た
心
の
田
を
耕
す

と
い
う
意
味
で
は
、
な
ん
ら
変
わ

心
の
田
を
耕
す

天
台
宗
全
国
一
斉
托
鉢
始
ま
る

　
「
勝
ち
組
」「
負
け
組
」
と
い
う
言
葉

が
広
ま
っ
て
久
し
い
。

　

嫌
な
評
価
で
あ
る
。　

　

た
と
え
、
今
「
勝
ち
組
」
で
あ
っ
た

と
し
て
も
、
将
来
も
そ
う
で
あ
る
と
は

限
ら
な
い
。
永
遠
に
勝
ち
続
け
る
た
め

に
は
、
戦
い
つ
づ
け
な
く
て
は
な
ら
な

い
。
修
羅
で
あ
る
。

　

豊
か
さ
や
安
心
は
勝
負
の
中
に
は
無

い
。
昭
和
の
初
め
久
米
正
雄
は
「
こ
の

世
の
こ
と
は
、
金
が
あ
れ
ば
半
分
は
か

た
が
付
く
」
と
言
っ
た
。
仮
に
そ
の
言

葉
を
認
め
る
に
し
て
も
、
半
分
は
か
た

が
付
か
な
い
の
で
あ
る
。

　
「
価
値
」
に
重
点
を
置
く
「
価
値
組
」

で
あ
り
た
い
と
思
う
。　

価
値
組
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別
当
大
師
光
定
法
師
の
生
誕
地

は
伊
予
の
国
（
四
国
）
風
早
郡
と

し
か
分
か
っ
て
い
な
い
。

　

伝
教
大
師
最
澄
に
師
事
す
る
と

共
に
、
そ
の
勧
め
も
あ
っ
て
空
海

か
ら
も
真
言
密
教
を
学
ん
で
い

る
。
当
時
の
日
本
を
代
表
す
る
二

大
宗
教
者
か
ら
直
接
指
導
を
受
け

た
僧
侶
で
あ
る
。

　

大
乗
戒
壇
公
認
後
に
行
わ
れ
た

授
戒
会
で
は
、
嵯
峨
天
皇
が
光
定

の
た
め
に
証
明
書
（
戒
諜
・
国
宝
）

を
渡
し
て
い
る
こ
と
で
も
、
嵯
峨

天
皇
の
信
頼
も
非
常
に
篤
か
っ
た

こ
と
が
わ
か
る
。

　

し
か
し
「
い
わ
ば
、
比
叡
山

千
二
百
年
の
礎
を
築
い
た
と
言
っ

　

四
国
教
区
で
、
別
当
大
師
光
定
像

の
制
作
が
進
ん
で
い
る
。
光
定
は
伝

教
大
師
の
最
も
信
頼
し
た
弟
子
で
あ

る
。
大
師
が
晩
年
に
病
床
に
あ
っ
た

時
は
、
嵯
峨
天
皇
に
拝
謁
し
大
乗
戒

壇
建
立
の
勅
許
を
願
い
、
ま
た
伝
教

大
師
入
滅
後
は
、
比
叡
山
の
諸
堂
建

立
や
後
継
者
問
題
な
ど
の
難
問
を
解

決
す
る
な
ど
終
生
、
延
暦
寺
の
実
務

の
責
任
者
（
別
当
）
と
し
て
力
を
尽

し
た
。
し
か
し
、
今
日
で
は
歴
史
の

中
に
埋
も
れ
た
感
は
否
め
な
い
。
生

誕
地
の
四
国
教
区
で
は
、
天
台
宗
開

宗
千
二
百
年
大
法
会
に
あ
た
り
、
報

恩
と
供
養
の
た
め
に
発
願
し
た
と
し

て
い
る
。

 

　
「
別
当
大
師
」
と
尊
崇
さ
れ

る
光
定
は
、
宝
亀
十
（
西
暦

七
七
九
）
年
に
、
伊
予
国

風
早
郡
に
生
れ
た
。

　

幼
く
し
て
両
親
を
亡
く

し
、
横
峰
寺
等
に
籠
も
っ

て
修
行
を
し
て
い
た
二
十

代
後
半
の
頃
、
比
叡
山
に

最
澄
を
訪
ね
教
え
を
請
う

よ
う
に
な
る
。

　

当
時
、
最
澄
は
唐
か
ら

帰
り
天
台
宗
を
開
宗
し
た

ば
か
り
で
あ
っ
た
。

　

最
澄
の
も
と
で
学
び
な

が
ら
、
空
海
か
ら
真
言
の

教
え
も
学
ぶ
。

　

光
定
は
、
最
澄
が
亡
く

な
る
三
カ
月
前
に
、
嵯
峨

天
皇
に
拝
謁
し
、
大
乗
戒
壇
の

勅
許
を
願
う
が
、許
可
さ
れ
ず
、

最
澄
は
比
叡
山
の
後
事
を
光
定

に
託
し
て
遷
化
す
る
。

　

大
乗
戒
壇
勅
許
の
知
ら

せ
は
、
最
澄
遷
化
の
七
日

目
で
あ
っ
た
。

　

斉
衡
元
（
八
五
四
）
年

に
朝
廷
か
ら
円
仁
（
慈
覚

大
師
）
に
延
暦
寺
第
三
代

座
主
の
任
命
が
あ
り
、
光

定
は
延
暦
寺
別
当
（
寺
院

の
経
営
総
責
任
者
）
に
任

ぜ
ら
れ
た
。

　

実
際
に
、
円
仁
の
入
唐

や
諸
堂
の
建
立
な
ど
、
座

主
不
在
の
十
八
年
間
、
比

叡
山
を
支
え
続
け
た
の
は

光
定
で
あ
っ
た
。

　
「
別
当
大
師
」
と
尊
崇

さ
れ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

て
も
過
言
で
は
な
い
の
に
、
伝
教

大
師
や
慈
覚
大
師
に
比
べ
て
世
間

の
認
知
度
は
著
し
く
低
い
」
と
語

る
の
は
、「
別
当
大
師
光
定
を
考

え
る
会
世
話
人
」
で
、
今
回
の
木

像
制
作
の
世
話
人
を
務
め
る
醫
座

寺
の
熊
沢
芳
裕
住
職
で
あ
る
。

　
「
光
定
は
、
祖
師
に
寄
り
添
う

よ
う
に
忘
己
利
他
の
精
神
で
生
き

ら
れ
た
方
で
あ
る
。
墓
所
も
浄
土

院
の
横
に
ひ
っ
そ
り
と
あ
る
。
し

か
し
、
千
二
百
年
が
経
過
し
、
そ

の
偉
大
な
お
徳
を
顕
彰
す
る
の
は

私
た
ち
の
責
務
と
考
え
て
、
四
国

教
区
の
総
意
を
も
っ
て
こ
の
事
業

を
行
う
こ
と
に
し
た
」
と
語
る
。

　

二
〇
〇
八
年
は
、
別
当
大
師
が

祖
師
に
邂
逅
し
て
千
二
百
年
で
あ

り
、
同
時
に
一
一
五
〇
年
遠
忌
に

な
る
。「
こ
の
こ
と
は
、
輝
き
の

陰
に
苦
労
多
い
人
へ
の
励
み
と
な

り
、
大
法
会
の
は
な
む
け
に
な
る

と
確
信
し
て
い
る
」。

　

木
像
の
制
作
は
、
松
山
市
に
在

住
の
仏
師
石
田
嵩
治
・
元
治
親
子

が
行
う
。
材
質
は
楠
で
、
台
座
を

除
い
て
二
尺
五
寸
の
座
像
、
ほ
ぼ

等
身
大
に
近
い
と
い
う
。
厨
子
付

き
で
あ
る
。
延
暦
寺
別
当
大
師
堂

の
絵
像
が
参
考
に
さ
れ
て
い
る
が

石
田
嵩
治
仏
師
は
「
穏
和
な
表
情

の
中
に
も
、
内
面
の
厳
し
さ
を
出

さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
と
鑑
真

和
上
像
を
は
じ
め
各
地
の
高
僧
像

を
見
て
回
っ
た
。
ま
た
衣
な
ど
の

時
代
考
証
も
欠
か
せ
な
い
。
レ
プ

リ
カ
を
作
成
し
、
教
区
と
打
ち
合

わ
せ
を
兼
ね
て
光
定
大
師
の
業
績

を
聞
き
、
試
行
錯

誤
を
繰
り
返
し
な

が
ら
制
作
が
進
め

ら
れ
て
い
る
。

　

完
成
予
定
は
来

年
師
走
。
大
法
会

期
間
中
は
延
暦
寺

の
大
講
堂
に
奉
安

さ
れ
、
全
国
か
ら

の
参
拝
団
に
光
定

の
貢
献
を
再
認
識

し
て
も
ら
う
こ
と

に
な
る
。

　

そ
し
て
、
大
法
会
終
了
後
は
、

比
叡
山
麓
・
坂
本
に
あ
る
別
当
大

師
堂
の
本
尊
と
し
て
祭
祀
さ
れ
る

こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

別当大師像制作にあたって精密に
組まれたレプリカ（ミニチュア像）

仏師・石田元治氏 仏師・石田嵩治氏

制作中の座像を囲んで。左から熊沢芳裕師（醫座寺住職）、
高橋博道師（正観寺住職）、安岡光覺師（佛性寺住職）

報いる

天台宗四国教区の取り組み
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比
叡
山
大
学
問
題
な
ど
で
、
宗

比
叡
山
大
学
問
題
な
ど
で
、
宗

教
上
の
東
西
対
立
の
時
期
に
あ
っ

て
、「
ハ
ワ
イ
開
教
」
を
宗
内
一

致
し
て
取
り
組
む
事
業
と
す
る
に

は
、
ま
だ
無
理
も
あ
っ
た
よ
う
で

す
が
、
神
原
玄
祐
宗
務
総
長
の
英

玄
祐
宗
務
総
長
の
英

宗
務
総
長
の
英

断
に
よ
っ
て
、
公
式
に
「
天
台
宗

ハ
ワ
イ
別
院
創
建
視
察
団
」
が
派

遣
さ
れ
ま
し
た
。
メ
ン
バ
ー
は
総総

本
山
の
水
尾
眞
寂
師
、
生
田
孝
憲

水
尾
眞
寂
師
、
生
田
孝
憲

師
、
小
林
隆
彰
師
、
群
馬
・
大
藏

群
馬
・
大
藏

院
の
靜
谷
行
謙
師
、
東
京
・
嶺
照

靜
谷
行
謙
師
、
東
京
・
嶺
照

東
京
・
嶺
照
嶺
照

院
の
羽
場
慈
温
師
、
そ
れ
に
荒
了

の
羽
場
慈
温
師
、
そ
れ
に
荒
了

羽
場
慈
温
師
、
そ
れ
に
荒
了

寛
の
計
六
名
で
し
た
。

　

こ
の
顔
ぶ
れ
か
ら
う
か
が
わ
れ

こ
の
顔
ぶ
れ
か
ら
う
か
が
わ
れ

る
よ
う
に
、
こ
の
視
察
団
が
時
の

視
察
団
が
時
の

団
が
時
の

内
局
に
よ
っ
て
公
式
に
派
遣
さ
れ

た
こ
と
は
、
そ
の
後
の
ハ
ワ
イ
開

教
事
業
の
性
格
を
決
定
す
る
上
で

極
め
て
重
要
な
意
義
を
も
つ
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。

　

一
行
は
、
出
発
当
日
上
野
寛
永

寺
に
集
合
、
杉
谷
義
周
門
主
、
今

義
周
門
主
、
今

門
主
、
今

東
光
貫
首
か
ら
の
激
励
の
言
葉
を

い
た
だ
き
、
羽
田
か
ら
ホ
ノ
ル
ル

へ
と
向
か
い
ま
し
た
。
ホ
ノ
ル
ル

へ
着
く
と
、
早
速
そ
の
日
か
ら
日

系
の
事
業
家
末
村
氏
の
案
内
で
各

宗
別
院
を
訪
問
、
今
貫
首
か
ら
紹

介
さ
れ
た
日
系
の
事
業
家
た
ち
に

も
挨
拶
、
ハ
ワ
イ
の
日
系
社
会
や

仏
教
事
情
に
つ
い
て
聴
取
し
て
回

り
ま
し
た
。

　

一
行
の
最
大
の
関
心
事
は
「
別

一
行
の
最
大
の
関
心
事
は
「
別
「
別別

院
を
ど
こ
に
開
く
か
。
と
り
あ
え

。
と
り
あ
え

と
り
あ
え

ず
は
普
通
の
住
宅
で
も
買
収
し
て

ス
タ
ー
ト
し
よ
う
」
と
い
う
構
想

」
と
い
う
構
想

と
い
う
構
想

で
し
た
が
、
立
地
条
件
や
土
地
、

建
物
の
価
格
は
ど
の
程
度
の
も
の

か
、
見
当
だ
け
で
も
つ
け
て
、
報

告
書
を
作
成
し
た
い
と
い
う
こ
と

で
、
末
村
氏
が
推
薦
す
る
物
件
を

見
て
回
り
ま
し
た
。

　

羽
場
師
と
し
て
は
、
当
時
の
金

羽
場
師
と
し
て
は
、
当
時
の
金

で
三
千
万
円
位
な
ら
何
と
か
集
め

ら
れ
る
だ
ろ
う
と
い
う
腹
づ
も
り

の
よ
う
で
し
た
が
、
そ
の
程
度
の

建
物
で
は
寺
と
し
て
使
用
で
き
る

よ
う
な
建
物
は
見
つ
か
ら
ず
、
ま

た
、
住
宅
地
や
商
業
地
の
建
物
を

宗
教
施
設
と
し
て
使
う
こ
と
は
、

法
律
上
難
し
い
と
い
う
こ
と
も
わ

か
り
、
物
件
探
し
は
時
間
を
か
け

て
取
り
組
ん
で
い
く
と
い
う
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。

　

視
察
団
一
行
は
初
日
に
、
当
時

視
察
団
一
行
は
初
日
に
、
当
時

団
一
行
は
初
日
に
、
当
時

二
社
あ
っ
た
日
本
語
新
聞
社
に
も

表
敬
訪
問
を
し
て
い
た
の
で
、
天

台
宗
の
視
察
団
が
ハ
ワ
イ
に
き
て

視
察
団
が
ハ
ワ
イ
に
き
て

団
が
ハ
ワ
イ
に
き
て

い
る
と
記
事
が
新
聞
に
の
り
ま
し

た
。
そ
の
新
聞
を
読
ん
だ
と
い
う

人
か
ら
「
私
は
戦
前
、
天
台
宗
の

不
動
院
の
役
員
を
し
て
い
た
者
で

す
。
是
非
お
会
い
し
た
い
の
で

帰
国
の
日
に
空
港
に
見
送
り
に
参

り
ま
す
」
と
い
う
電

話
が
入
り
ま
し
た
。

「
そ
う
い
う
方
な
ら

い
ま
す
ぐ
に
で
も
お

訪
ね
し
た
い
」
と
羽

場
師
が
い
う
と
「
都

合
が
つ
か
な
い
の
で

空
港
で
会
い
ま
し
ょ

う
」
と
い
う
返
事
で

し
た
。
と
も
か
く
、

こ
う
い
う
人
が
い
れ

ば
別
院
の
開
設
や
運

営
に
大
い
に
力
に
な

っ
て
頂
け
る
だ
ろ
う

し
、
寄
付
も
し
て
く

れ
る
だ
ろ
う
と
、
一

行
は
急
に
元
気
に
な

り
ま
し
た
。

　

帰
国
当
日
、空
港
で「
そ
の
人
」

が
現
れ
る
の
を
一
行
は
首
を
長
く

し
て
待
っ
て
い
ま
し
た
が
、
搭
乗

時
間
が
き
て
も
そ
れ
ら
し
い
人
は

現
れ
ず
、
あ
き
ら
め
て
ゲ
ー
ト
に

入
ろ
う
と
し
た
時
に
「
そ
の
人
」

は
現
れ
ま
し
た
。
古
い
麦
わ
ら
帽

子
に
サ
ン
ダ
ル
、
ア
ロ
ハ
シ
ャ
ツ

に
だ
ぶ
だ
ぶ
の
ズ
ボ
ン
と
い
う
姿

で
し
た
。「
元
役
員
」
と
い
う
こ

と
で
、
期
待
し
て
い
た
姿
と
は
あ

ま
り
に
も
違
っ
て
い
た
の
で
、
一

行
の
そ
れ
ま
で
の
元
気
は
失
せ
て

し
ま
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
は
、
こ

れ
か
ら
の
天
台
の
ハ
ワ
イ
開
教
の

厳
し
さ
を
う
か
が
わ
せ
る
に
充
分

な
、
ま
こ
と
に
象
徴
的
な
シ
ー
ン

で
し
た
。
と
も
か
く
「
今
後
と
も

何
卒
よ
ろ
し
く
」
と
い
う
挨
拶
で

別
れ
ま
し
た
。

　

彼
の
名
前
は
面
川
重
徳
氏
。
日
。
日日

米
開
戦
で
不
動
院
が
閉
鎖
さ
れ
た

と
き
、
役
員
の
中
で
最
も
若
か
っ

た
彼
が
生
き
残
っ
て
い
た
唯
一
の

人
物
で
し
た
。
素
朴
だ
が
ま
こ
と

に
誠
実
な
人
で
、
後
に
別
院
が
開

か
れ
て
か
ら
役
員
と
し
て
手
伝
っ

て
く
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、

信
仰
の
上
で
は
戦
時
中
キ
リ
ス
ト

教
に
転
宗
し
て
お
り
、
死
ぬ
ま
で

熱
心
な
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
し
た
。

　

　

釈
尊
は
、
こ
の
世
の
苦
し
み
を

「
娑
婆
苦
」
と
言
わ
れ
た
。

　

娑
婆
と
は
、
私
た
ち
が
生
き
て

い
る
世
界
で
あ
る
。
イ
ン
ド
の
サ

ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
「
サ
ハ
ー
」
が

中
国
を
経
た
時
に
、
こ
の
漢
字
が

あ
て
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　

サ
ハ
ー
と
は
も
と
も
と
「
堪
え

忍
ぶ
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
こ
の
世
に
生
き
る
と
い

う
こ
と
は
堪
え
忍
ぶ
こ
と
な
の
で

あ
る
。

　

伝
教
大
師
も
、
比
叡
山
に
入
山

す
る
に
あ
た
り
、そ
の
決
意
を「
願

文
」
で
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て

い
る
。

　
「
悠
々
た
る
三
界
は
純
（
も
っ

ぱ
）
ら
苦
に
し
て
安
き
こ
と
無
く

…
…
…
」。

　

悠
々
た
る
よ
う
に
見
え
る
こ
の

世
の
中
は
苦
し
み
ば
か
り
で
あ
っ

て
、
安
ら
か
な
楽
し
み
と
い
う

も
の
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。

　

こ
う
言
わ
れ
て
み
る
と
「
人
生

と
は
楽
し
む
も
の
」
と
い
う
風
潮

に
慣
ら
さ
れ
た
現
代
人
に
は
違
和

感
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か

し
、
楽
し
み
は
一
瞬
で
、
こ
の
世

に
生
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
苦
し

い
こ
と
が
多
い
と
い
う
こ
と
は
、

あ
る
程
度
、
人
生
を
生
き
た
人
な

ら
わ
か
る
こ
と
で
あ
る
。生
、老
、

病
、
死
と
い
う
「
四
苦
」
は
避
け

が
た
く
、愛
す
る
人
と
別
れ
た
り
、

欲
し
い
も
の
が
手
に
入
ら
な
か
っ

た
り
す
る
「
八
苦
」
は
日
常
茶
飯

と
い
っ
て
よ
い
。

　

人
は
一
人
だ
け
で
生
き
て
い
け

な
い
も
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
他

者
と
関
係
を
持
て
ば
、持
っ
た
で
、

そ
の
関
係
の
中
で
苦
し
む
の
で
あ

る
。
そ
れ
は
、
人
の
心
に
渦
巻
い

て
い
る
煩
悩
や
欲
望
に
よ
る
。
我

執
と
い
っ
て
も
よ
い
。
そ
の
こ
と

を
、
は
っ
き
り
見
据
え
る
こ
と
が

肝
心
だ
と
説
か
れ
て
い
る
の
だ
。

　

釈
尊
や
伝
教
大
師
は
、
己
を
徹

底
的
に
見
つ
め
た
方
で
あ
っ
た
。

で
あ
れ
ば
こ
そ
、
こ
う
言
わ
れ
た

の
で
あ
る
。

生
き
る
こ
と
は
天
台
宗
宗
務
総
長　

西
郊　

良
光

今年 11 月、開教 30 周年記念法要で
挨拶する荒了寛師（ハワイ別院で）



4

　

頭
が
痛
い
の
は
、
ど
の
教
区
で

も
増
え
続
け
て
い
る
「
寺
と
寺
の

ト
ラ
ブ
ル
」
で
あ
る
。
問
題
は
ま

ず
宗
務
所
長
に
持
ち
込
ま
れ
る
。

立
場
上
、
ど
ち
ら
の
肩
を
持
つ
わ

け
に
も
い
か
な
い
。
最
近
は
「
住

職
や
財
産
を
め
ぐ
る
対
立
も
多

い
」
と
い
う
。「
お
寺
を
自
分
の

も
の
だ
と
思
う
か
ら
間
違
う
ん
で

す
ね
。
仏
様
か
ら
預
か
っ
て
い
る

と
い
う
自
覚
が
な
い
」
と
嘆
く
。

し
か
し
、
貧
し
い
寺
は
、
住
職
が

兼
職
し
て
、
給
料
を
寺
に
つ
ぎ
込

ん
で
維
持
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ

り
、
親
族
で
役
員
を
占
め
る
と
こ

、
親
族
で
役
員
を
占
め
る
と
こ

親
族
で
役
員
を
占
め
る
と
こ
と
こ

ろ
が
多
い
。
悩
ま
し
い
問
題
で
あ

る
。

　
「
住
職
が
高
齢
化
な
の
に
後
継

者
が
い
な
い
」
と
い
う
少
子
高
齢

化
の
波
も
確
実
に
寺
に
迫
っ
て
い

る
。「
弟
子
を
養
成
す

る
ほ
か
に
手
だ
て
は
な

い
」。

　

自
坊
は
佐
賀
県
基
山

の
大
興
善
寺
。
つ
つ
じ

の
寺
と
し
て
有
名
だ
。

つ
つ
じ
は
、
檀
家
の
少

な
い
寺
を
な
ん
と
か

と
、
師
僧
で
天
台
宗
宗

務
総
長
、
三
千
院
門
跡

門
主
を
務
め
た
故
神
原

玄
祐
大
僧
正
が
開
発
し

た
。

　

自
身
の
代
と
な
っ
て
か
ら
は
、

自
身
の
代
と
な
っ
て
か
ら
は
、

紅
葉
に
も
力
を
入
れ
る
。「
最
近

は
紅
葉
も
大
分
浸
透
し
て
き
ま
し

た
。
参
拝
は
二
対
一
ぐ
ら
い
」。   

　

同
寺
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
は
、

同
寺
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
は
、

多
い
時
に
は
一
日
二
百
件
、
一
年

で
は
三
万
件
近
い
問
い
合
わ
せ
ア

ク
セ
ス
が
あ
る
と
い
う
。
ま
た
、

毎
月
法
話
も
更
新
し
、
世
相
に
警

鐘
を
鳴
ら
し
て
い
る
。

　

少
な
い
檀
家
に
迷
惑
を
か
け
ま

い
と
、
参
道
補
修
は
自
力
で
お
こ

な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
「
末
代
ま
で

残
る
も
の
を
、
ど
う
し
て
檀
家
に

相
談
し
な
い
の
か
と
詰
め
寄
ら
れ

ま
し
て
ね
」。
結
局
、
協
力
を
も

ら
う
こ
と
に
な
っ
た
と
笑
う
。

　
「
自
分
一
人
の
力
な
ん
て
、
た

い
し
た
こ
と
な
い
。
人
の
力
を
頂

く
か
、
応
援
し
て
く
れ
る
よ
う
に

持
っ
て
ゆ
く
の
が
い
い
ん
で
す
。

お
寺
は
周
り
の
人
の
力
で
持
つ
」

が
持
論
で
あ
る
。

　

天
台
宗
が
全
国
展
開
し
て
い
る

檀
信
徒
総
授
戒
も
来
年
秋
に
は
、

太
宰
府
の
観
世
音
寺
で
開
催
す
る

と
こ
ろ
ま
で
こ
ぎ
つ
け
つ
つ
あ
る

し
、
今
ま
で
眠
っ
て
い
た
教
区
の

教
学
布
教
研
究
所
を
て
こ
入
れ
し

て
、
声
明
、
パ
ソ
コ
ン
、
教
学
セ

ミ
ナ
ー
な
ど
が
活
動
で
き
る
よ
う

に
し
た
。「
教
区
に
は
、
優
れ
た

人
材
が
い
る
。
そ
の
存
在
を
認
め

る
こ
と
で
、
教
区
は
活
気
づ
く
」

と
語
る
。
写
経
も
「
葬
式
や
、
逮

夜
お
参
り
の
度
に
、
無
く
な
っ
た

人
の
供
養
に
、
仏
様
の
た
め
に
」

と
勧
め
て
回
っ
た
。
精
力
的
な
ア

イ
デ
ア
マ
ン
で
も
あ
る
。
師
僧
ゆ

ず
り
の
バ
イ
タ
リ
テ
ィ
ー
か
と
も

思
う
が
「
師
僧
は
、
思
い
つ
い
た

ら
即
と
い
う
な
か
な
か
に
せ
わ
し

い
人
で
し
た
。
自
分
は
、
反
面
教

師
に
し
て
い
る
の
で
す
が
、
や
は

り
親
の
子
か
な
と
思
い
ま
す
」。

　

こ
れ
ま
で
の
所
長
時
代
、
先
の

稲
岡
慈
順
所
長
会
会
長
（
現
天
台

慈
順
所
長
会
会
長
（
現
天
台

所
長
会
会
長
（
現
天
台

宗
法
人
部
長
）と
一
緒
に
な
っ
て
、

当
局
を
支
援
も
し
、
時
に
意
見
も

し
て
き
た
。

  

そ
の
稲
岡
部
長
は
、
神
原
会
長

へ
の
期
待
を
次
の
よ
う
に
言
う
。

　
「
彼
は
、
問
題
点
を
つ
か
む
の

が
う
ま
い
ん
だ
よ
ね
。
言
い
た
い

こ
と
も
、ズ
バ
リ
と
言
う
ん
だ
が
、

ね
じ
れ
て
い
な
い
ん
だ
な
。
あ
れ

は
、
持
っ
て
生
れ
た
も
の
だ
ね
。

今
の
ま
ま
で
い
い
よ
。
小
細
工
し

な
い
方
が
い
い
と
思
う
な
」。

　

宗
務
所
長
の
改
選
に
よ
っ
て
、
こ
の
度
宗
務
所

長
会
会
長
に
就
任
し
た
。

　

全
国
三
十
二
教
区
に
分
か
れ
た
天
台
宗
地
方

行
政
の
ま
と
め
役
で
あ
る
。
国
で
い
え
ば
、
知
事

会
の
会
長
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
も
っ
と
も
、
各

寺
院
と
の
連
絡
と
お
つ
き
あ
い
は
密
接
濃
厚
だ
か

ら
、
な
か
な
か
に
気
苦
労
の
絶
え
な
い
役
職
で
あ

る
。
従
来
、
教
区
（
地
方
）
中
心
で
あ
る
か
ら
、

教
区
同
士
の
横
の
連
絡
は
あ
ま
り
必
要
な
か
っ

た
。
そ
れ
が
時
代
の
流
れ
と
共
に
ブ
ロ
ッ
ク
単
位

と
な
り
、
全
体
で
の
情
報
交
換
を
し
な
が
ら
各
団

体
と
も
親
睦
と
交
流
を
は
か
り
「
所
長
会
と
し
て

の
意
向
」
を
打
ち
出
す
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
責

任
は
重
い
。

春のつつじと並んで有名な大興善寺の紅葉

師
匠
ゆ
ず
り
の
パ
ワ
ー

参拝の人々を迎える神原師




