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長などを経て 年探題に 世界平和を祈
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56世天台座主を相承 ことし４月からは

全日本仏教会会長も務める
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半田 孝淳さん

（
「
日
本
人
の
忘
れ
も
の
」
は
、
京
都
新
聞
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
）
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田
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■

子
育
て
四
カ
条

ゴ
ー
ル
デ
ン
ウ
イ
ー
ク
に
入
り
、
あ
さ

っ
て
は
も
う
５
月
。
こ
と
し
は
う
る
う
年

な
の
で
、
平
年
な
ら
５
月
２
日
の
「
八
十

八
夜
」
は
１
日
に
早
ま
り
ま
し
た
。

立
春
か
ら
数
え
て

日
目
に
あ
た
る
こ

の
日
は
、昔
か
ら「
八
十
八
夜
の
別
れ
霜
」

と
い
う
言
葉
が
あ
る
よ
う
に
、
遅

お
そ

霜
じ
も

の
危

険
が
残
る
最
後
の
時
期
と
さ
れ
ま
す
。
茶

摘
み
作
業
を
す
る
農
家
に
と
っ
て
油
断
を

戒
め
る
日
で
も
あ
り
ま
す
。

日
本
の
旧
暦
は
農
事
暦
の
性
格
が
強
く

お
百
姓
さ
ん
た
ち
の
体
得
し
た
農
業
の
知

恵
が
詰
ま
っ
て
い
ま
す
。
八
十
八
夜
は
そ

の
代
表
格
。
江
戸
時
代
か
ら
暦
に
載
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。

明
治
に
な
っ
て
「
夏
も
近
づ
く
八
十
八

夜
…
」
と
小
学
唱
歌
に
も
歌
わ
れ
る
よ
う

に
な
り
、
す
っ
か
り
定
着
し
ま
し
た
。

（
一
）
あ
い
さ
つ
は
明
る
く
笑
顔
で

（
二
）
返
事
は
大
き
く
は
っ
き
り
と

（
三
）
人
の
嫌
が
る
こ
と
は
し
な
い

（
四
）
神
仏
（
ご
先
祖
）
を
大
切
に

こ
れ
は
、
私
の
子
育
て
四
カ
条
で
す
。

と
申
し
ま
し
て
も
、
私
が
子
育
て
を
し
て

い
た
の
は
半
世
紀
以
上
前
の
こ
と
で
す
か

ら
、
時
代
が
か
っ
た
こ
と
と
笑
わ
れ
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

近
ご
ろ
は
、
ウ
ェ
ブ
や
多
機
能
携
帯
端

末
に
よ
っ
て
、
時
や
場
所
を
選
ば
ず
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
可
能
で
、
便
利
な
時

代
に
な
り
ま
し
た
。
半
面
、
胸
襟
を
開

い
て
、
言
葉
や
し
ぐ
さ
で
礼
節
を
交
わ

す
温
も
り
の
あ
る
あ
い
さ
つ
が
忘
れ
ら
れ

て
い
る
よ
う
で
、
寂
し
い
気
が
い
た
し
ま

す
。学

園
で
は
、
古
く
か
ら
あ
ら
ゆ
る
年
齢

層
に
好
印
象
を
も
っ
て
受
け
入
れ
ら
れ
る

身
だ
し
な
み
、
立
ち
居
振
る

い
、
あ
い

さ
つ
な
ど
、
礼
儀
や
規
範
教
育
に
力
を
注

い
で
き
ま
し
た
。
人
心
の
荒
廃
が
危

き

惧
ぐ

さ

れ
る
現
代
社
会
だ
か
ら
こ
そ
、
専
門
知
識

や
技
能
と
と
も
に
、
正
し
い
態
度
、
姿
勢

な
ど
横
断
的
能
力
の
醸
成
が
大
切
と
感
じ

ま
す
。

ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
ー
精
神
と
人
間
的
な

魅
力
を
兼
ね
備
え
た
人
の
存
在
が
社
会
を

豊
か
に
明
る
く
し
ま
す
。
気
持
ち
の
こ
も

っ
た
「
あ
い
さ
つ
」
こ
そ
が
、
お
も
て
な

し
の
原
点
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
昔
は

子
育
て
四
カ
条
で
し
た
が
、
現
代
社
会
に

は
「
大
人
に
必
要
な
四
カ
条
」
と
言
え
る

か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

（
次
回
５
月
６
日
の
リ
レ
ー
メ
ッ
セ
ー

ジ
は
、
京
都
女
性
ス
ポ
ー
ツ
の
会
会
長
の

水
野
加
余
子
さ
ん
で
す
）

比叡山の修行は 論湿寒貧 と呼

ばれる厳しい環境で続けられ

る 傲慢を捨て自然を畏敬する

ことなしに 行は成り立たない

延暦寺根本中堂
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⊃

戦
後
、
日
本
人
は
物
の
豊
か
さ
と
引
き

換
え
に
大
切
な
も
の
を
忘
れ
て
き
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
日
本
人
が
忘
れ
つ
つ

あ
る
価
値
観
が
今
も
生
き
続
け
る
千
年
の

都
・
京
都
か
ら
温
故
知
新
の
知
恵
を
発
信

す
る
。
（
毎
週
日
曜
日
に
掲
載
し
ま
す
）

東
日
本
大
震
災
か
ら
す
で
に
１
年
が
す
ぎ

た
。
な
ぜ
あ
の
よ
う
な
大
災
害
に
見

わ
れ
た

の
か
。
被
災
地
に
立
っ
て
み
て
、
私
は
自
然
が

わ
れ
わ
れ
に
警
告
を
発
し
た
よ
う
に
感
じ
ら
れ

た
。日

本
人
は
か
つ
て
な
い
豊
か
な
社
会
を
実
現

し
た
が
、
利
便
や
効
率
ば
か
り
を
追
求
す
る
中

で
傲

ご
う

慢
ま
ん

と
な
り
、
自
然
へ
の
畏
敬
を
忘
れ
て
し

ま
っ
た
。
利
便
を
支
え
て
き
た
原
子
力
発
電
所

の
、
あ
の
ひ
ど
い
壊
れ
方
を
見
る
と
、
だ
れ
し

も
傲
慢
さ
を
反
省
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い

だ
ろ
う
。

今
は
エ
ベ
レ
ス
ト
に
登
れ
ば
、
人
は
こ
れ
を

「
征
服
し
た
」
と
表
現
す
る
。
自
然
を
ね
じ
伏

せ
た
と
思
い
込
み
、
自
然
に
生
か
さ
れ
て
い
る

実
感
や
感
動
が

ど
こ
か
へ
い
っ

て
し
ま
っ
た
。

日
本
の
山
岳

信
仰
で
は
、
行

者
さ
ん
た
ち
は

今
も
六
根
清
浄

を
唱
え
な
が
ら

山
を
登
っ
て
い

く
。
六
根
と
は

眼
耳
鼻
舌
身
意

で
あ
り
、
そ
れ

ら
が
清
く
な
け
れ
ば
聖
な
る
お
山
に
登
る
こ
と

は
許
さ
れ
な
い
。

傲
慢
や
我
欲
を
断
ち
、
六
根
清
浄
を
大
声
で

唱
え
て
、
よ
う
や
く
頂
上
に
立
つ
と
、
感
謝
と

感
動
が
自
然
に
胸
に
わ
い
て
く
る
。
こ
れ
が
本

来
の
山
や
自
然
と
の
向
き
合
い
方
だ
と
思
う
。

戦
後
の
自
由
主
義
や
平
等
の
観
念
は
立
派
で

は
あ
る
が
、
無
責
任
に
好
き
放
題
を
言
う
悪
い

面
も
感
じ
る
。
親
が
勝
手
に
自
分
を
生
ん
だ
と

か
、
体
は
自
分
だ
け
の
も
の
と
考
え
、
奔
放
に

走
る
人
が
少
な
く
な
い
。
自
分
の
中
に
世
界
が

あ
る
よ
う
に
誤
解
し
て
、自
分
が「
前
に
前
に
」

と
出
て
し
ま
う
。

み
ん
な
が
傲
慢
に
な
り
前
に
出
る
ば
か
り
で

は
、
世
の
中
は
う
ま
く
い
く
は
ず
が
な
い
。
謙

譲
と
慎
み
、
一
歩
退
く
心
の
動
き
が
起
き
な
い

の
は
困
っ
た
こ
と
だ
。
世
の
中
は
人
間
ど
う
し

の
共
同
生
活
だ
か
ら
、
自
分
を
慎
み
他
人
を
思

い
や
る
こ
と
が
欠
か
せ
な
い
。

い
ま
こ
そ
忘

も
う

己
こ

利
り

他
た

、
「
己
を
忘
れ
て
他
を

利
す
る
は
慈
悲
の
極
み
な
り
」
と
唱
え
ら
れ
た

伝
教
大
師
の
ご
精
神
が
生
か
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

東
日
本
大
震
災
で
は
、
発
生
と
同
時
に
多
く

の
若
い
人
た
ち
が
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
か
け
つ
け

た
。
「
電
気
も
水
も
な
い
。
被
災
者
は
ど
う
し

て
い
る
か
」
と
思
い
や
り
、
居
て
も
立
っ
て
も

い
ら
れ
な
い
か
ら
飛
ん
で
行
っ
た
。
ま
さ
に
利

他
の
精
神
で
あ
り
、
被
災
地
の
大
き
な
力
に
な

っ
た
。
こ
う
し
た
行
動
は
日
本
の
希
望
の
芽
で

あ
り
、
大
切
に
育
て
て
い
き
た
い
。

法
華
経
に
常

じ
ょ
う

不ふ

軽
ぎ
ょ
う

菩
ぼ

薩
さ
つ

の
話
が
出
て
く
る
。

出
会
う
人
す
べ
て
に
「
あ
な
た
は
仏
に
な
る
人

だ
」
と
言
っ
て
合
掌
礼
拝
す
る
立
派
な
菩
薩
だ

っ
た
。

籠
山
行
や
回
峰
行
に
打
ち
込
ん
で
い
る
比
叡

山
の
僧
た
ち
は
、
常
不
軽
菩
薩
の
行
を
身
を
も

っ
て
実
践
し
て
い
る
立
場
だ
。
朝
早
く
起
き
て

山
中
を
め
ぐ
り
お
一
人
お
一
人
の
仏
様
を
拝

む
。
そ
う
す
る
と
、
最
後
に
は
道
端
の
石
ま
で

拝
む
気
持
ち
に
な
っ
て
く
る
。

比
叡
山
の
修
行
は「
論

ろ
ん

湿
し
つ

寒
か
ん

貧
ぴ
ん

」と
呼
ば
れ
、

清
貧
に
暮
ら
し
、
暑
さ
寒
さ
の
厳
し
い
環
境
に

耐
え
な
が
ら
全
う
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
傲

慢
、
我
欲
を
捨
て
、
自
然
へ
の
畏
敬
な
し
に
は

で
き
な
い
行
な
の
だ
。

忘
己
利
他
の
ご
精
神
は
そ
の
よ
う
な
道
場
で

あ
る
比
叡
山
か
ら
生
ま
れ
た
。
わ
れ
わ
れ
日
本

人
が
、
自
ら
こ
れ
を
行
動
に
移
す
こ
と
で
復
興

を
成
し
遂
げ
、
世
界
の
信
頼
を
再
び
勝
ち
取
れ

る
よ
う
に
、
と
心
か
ら
願
っ
て
い
る
。
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