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和
国
の
教
主 

  

熱
戦
が
繰
り
広
げ
ら
れ
た
北
京
オ

リ
ン
ピ
ッ
ク
も
終
わ
り
、
今
年
も
は

や
３
月
と
な
り
ま
し
た
。 

例
年
よ
り
も
寒
く
感
じ
た
冬
で
し

た
が
、
最
近
の
日
差
し
に
は
春
の
温

も
り
が
感
じ
ら
れ
ま
す
。
お
彼
岸
の

頃
に
は
桜
の
開
花
が
話
題
に
の
ぼ
る

こ
と
で
し
ょ
う
。 

 

さ
て
、
お
彼
岸
の
頃
に
は
太
陽
が

ち
ょ
う
ど
真
東
か
ら
昇
り
真
西
に
沈

み
ま
す
。
大
阪
の
四
天
王
寺
で
は
西

門
の
石
鳥
居
の
真
ん
中
を
通
っ
て
太

陽
が
沈
む
と
あ
っ
て
、
多
く
の
参
拝

者
が
訪
れ
る
そ
う
で
す
。
古
く
か
ら

太
陽
の
沈
む
真
西
の
方
角
を
見
て
、

人
々
は
浄
土
に
思
い
を
馳
せ
て
い
た

の
で
し
ょ
う
。 

 

 

四
天
王
寺
は
聖
徳
太
子
が
創
建
さ

れ
ま
し
た
。
太
子
は
西
暦
五
七
四
年

に
誕
生
さ
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま

す
。
厩
（
馬
小
屋
）
の
前
で
生
ま
れ

た
こ
と
か
ら
厩
戸
皇
子
と
も
呼
ば
れ

ま
し
た
。 

推
古
天
皇
の
摂
政
と
し
て
遣
隋
使

を
行
い
、「
冠
位
十
二
階
」
や
「
十
七

条
憲
法
」
を
制
定
す
る
な
ど
、
外
交

や
内
政
に
力
を
発
揮
し
た
方
で
す
。 

ま
た
、
10
人
の
話
を
一
度
に
聞
い

た
と
い
う
伝
説
も
残
っ
て
お
り
、
人

の
話
を
聞
く
こ
と
が
特
技
と
言
わ
れ

た
某
総
理
大
臣
も
太
刀
打
ち
で
き
な

い
耳
を
持
っ
て
お
ら
れ
た
方
で
も
あ

り
ま
す
。 

古
く
か
ら
各
地
に
太
子
信
仰
が
あ

り
、
昭
和
61
年
ま
で
肖
像
画
が
お
札

に
も
な
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
、

日
本
人
に
と
っ
て
は
非
常
に
親
し
み

の
あ
る
方
で
も
あ
り
ま
す
。 

浄
土
真
宗
の
開
祖
親
鸞
聖
人
も

「
和
国
の
教
主
（
日
本
の
お
釈
迦

様
）」
と
し
て
、
と
て
も
敬
わ
れ
て
い

ま
し
た
。 

  

太
子
が
制
定
さ
れ
た
「
十
七
条
憲

法
」
の
第
二
条
に
は
「
篤
く
三
宝
を

敬
え
」
と
あ
り
ま
す
。 

三
宝
と
は
「
仏
法
僧
」
を
指
し
ま

す
。
仏
と
は
文
字
通
り
仏
様
の
こ
と
。

法
と
は
教
え
の
こ
と
で
す
。
僧
と
は

お
坊
さ
ん
の
こ
と…

、
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
僧
と
は
仏
様
の
教
え
に
生
き

る
仲
間
た
ち
の
こ
と
を
い
い
ま
す
。 

つ
ま
り
人
々
が
仏
様
を
信
じ
、
仏

様
の
教
え
を
聞
き
、
そ
の
教
え
が
行

き
渡
る
世
界
を
理
想
と
し
て
掲
げ
た

の
で
す
。
で
す
か
ら
、
日
本
の
仏
教

は
太
子
が
い
な
け
れ
ば
広
ま
ら
な
か

っ
た
か
も
し
れ
な
い
の
で
す
。 

 

 

こ
の
よ
う
に
仏
教
の
教
え
に
生
き

た
太
子
は
ご
自
身
の
生
き
方
も
深
く

見
つ
め
ら
れ
ま
し
た
。 

同
じ
く
「
十
七
条
憲
法
」
の
第
十

条
に
「
我
必
ず
聖
に
非
ず
。
彼
必
ず

愚
か
に
非
ず
。
共
に
是
れ
凡
夫
な
ら

く
の
み
」
と
の
言
葉
を
出
さ
れ
て
い

ま
す
。 

〝
人
間
は
み
な
同
じ
凡
夫
な
の
だ
〟

太
子
は
そ
の
よ
う
に
我
が
身
を
見
つ

め
ら
れ
て
い
か
れ
た
の
で
す
。 

       

今
年
は
聖
徳
太
子
没
後
一
四
〇
〇
年

の
年
と
な
り
ま
す
。 
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上
宮
寺
の
行
事 

 

３
月
８
日
（
火
） 

春
の
お
彼
岸
・
永
代
経
法
要 

時
間
：
午
前
10
時
～ 

 
 
 
 

法
要 

引
き
続
き 

法
話 

（
正
午
頃
終
了
予
定
） 

法
話
：
林 

祥
眞
師
（
一
宮
市
禮
讃
寺
） 

 

※
ご
参
詣
の
際
は
マ
ス
ク
の
着
用
を
お
願

い
い
た
し
ま
す
。 

 

※
午
後
の
法
要
、
呈
茶
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。 

 

※
持
ち
帰
り
用
の
軽
食
を
用
意
い
た
し
ま

す
。 

      

 

 

〇
今
号
で
は
聖
徳
太
子
を
テ
ー
マ
に

書
か
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。
寺
号
で

あ
る
〝
上
宮
〟
は
聖
徳
太
子
の
住
ま

わ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
を
表
し
、
聖
徳

太
子
は
別
名
「
上
宮
太
子
」
と
も
い

い
ま
す
。
と
い
っ
て
こ
の
上
宮
寺
と

聖
徳
太
子
と
は
特
別
深
い
縁
は
あ
り

ま
せ
ん
、
あ
し
か
ら
ず
。 

 

〇
仏
事
に
つ
い
て
わ
か
ら
な
い
こ
と

が
あ
り
ま
し
た
ら
、
何
で
も
ご
相
談

く
だ
さ
い
。 

 

〇
寒
暖
差
の
激
し
い
時
期
と
な
り
ま

し
た
。
体
調
に
は
十
分
お
気
を
つ
け

く
だ
さ
い
。 

 

〇
ロ
シ
ア
に
よ
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
攻

が
起
き
ま
し
た
。
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
で

選
手
た
ち
が
国
を
越
え
て
お
互
い
を

称
え
合
う
姿
を
見
て
い
る
だ
け
に
と

て
も
辛
い
で
す
。 

  

 

 

 

 

 

◆
行
事
案
内 

【
雑
感
】 

３
月
に
入
る
と
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク

が
開
幕
し
ま
す
が
、
や
は
り
球
春
間

近
と
い
う
こ
と
で
関
心
は
プ
ロ
野
球

に
な
っ
て
き
ま
す
。
中
日
ド
ラ
ゴ
ン

ズ
は
立
浪
新
監
督
の
も
と
充
実
し
た

キ
ャ
ン
プ
を
送
り
、
優
勝
は
厳
し
い

も
の
の
Ａ
ク
ラ
ス
入
り
は
期
待
で
き

る
で
し
ょ
う
。
毎
年
の
こ
と
な
が
ら

フ
ァ
ン
と
し
て
は
こ
の
時
期
が
一
番

楽
し
い
で
す
ね
。
根
尾
、
岡
林
、
石

川
、
高
橋
宏
ら
若
手
の
中
か
ら
誰
が

活
躍
す
る
の
か
。
高
橋
周
、
京
田
、

平
田
ら
昨
季
不
振
だ
っ
た
選
手
の
復

活
は
あ
る
の
か
。
コ
ロ
ナ
禍
で
沈
ん

だ
気
持
ち
を
明
る
く
さ
せ
て
ほ
し
い

も
の
で
す
。 

 
 
 
 

（
住
職
記
） 

   

〇
オ
ミ
ク
ロ
ン
株
の
感
染
状
況
が

心
配
で
は
あ
り
ま
す
が
、「
春
の
お

彼
岸
・
永
代
経
法
要
」
を
お
勤
め

い
た
し
ま
す
。
午
前
の
法
要
と
法

話
が
あ
り
ま
す
。
皆
様
と
と
も
に

法
縁
に
お
会
い
し
た
い
と
思
い
ま

す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
参
詣
く
だ
さ
い
。 

 

〇
今
年
の
お
彼
岸
は
18
日
（
金
）

～
24
日
（
木
）
と
な
り
ま
す
。 

 
 

〝
暑
さ
寒
さ
も
彼
岸
ま
で
〟
と
言

わ
れ
ま
す
。
天
気
の
い
い
日
に
は

東
別
院
へ
出
か
け
て
み
て
は
ど
う

で
し
ょ
う
か
。
桜
も
咲
い
て
い
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
よ
。 

 

〇
住
職
、
前
住
職
が
演
奏
者
と
し

て
出
て
い
ま
し
た
東
照
宮
舞
楽
祭

（
４
月
16
日
）
が
今
年
も
中
止
と

な
り
ま
し
た
。
残
念
で
す
。 

  

◆
話
題
あ
れ
こ
れ 
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