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内
、

最
も

早
く
ま

ず
手
持
ち
の

十
万
ド
ル

を
支
援
し

た
。

一

番
先
に

国
際

支
援
に

働
い

て

き
た

日
本
カ

リ
タ

ス

と

近
い

関
係
に

あ
り

、

今
度
は

世
界

中
の

カ

リ

タ

ス

が

そ
の

支
援
に

熱
心
に
な
っ

た
。

入
っ

て

き
た

資
金
は

そ

の

年
に

全

部
使
う
ル

ー

ル

で

資
金

が
足
り
な
い

と

い

う
感
覚
は

な

い

と
い

う
。

カ

ト

リ

ッ

ク

の

宗
教
問
対
話
を
担
当
す
る

宗
教
間
一

致
委
員
会
の

Y

国
際
委
員
会
デ
ィ

レ

ク

タ

ー

は
、

韓
国
の

宗
教
間
対
話
の．
一
つ

の

協
議
体

は

七

宗
教
が

平
等
に
一

票
を
も
ち、

信
者
数
や
攴
援
金
で

左
右
さ

れ
て

い

な

い
。

純
粋
に

人
道
的
な
支
援
に

於
い

て

は、

政
治
的
な
理
念
か

ら

離
れ

る

こ

と

で
、

そ
れ
ほ

ど

違
い

な

く
諸
宗
教
は
一

致
で

き
、

「

隣
の

宗
教
」

と
し

て
、

祈
り
を

共
に

で

き
る
と

語
る

。

　

韓
国
仏
教
の

曹
渓
宗
福
祉
財
団
の

C
事
務
局
長
は
、

日
本
は

仏
教
国
と

い

う
イ

メ

ー

ジ

が

あ
り、

仏
教
信
者
も
多
く、

自
分
た

ち
が
被
害
を

受
け

た

よ

う
な

気
が

し

た

と
い

う
。

休
日

の

十

日
も
出

勤
し

て

情
報
を
収

集

し
、

月
曜
に

住
職
に
報
告、

一

番
早
い

先
発
隊
を
出
す
と

い

う
指
示
を

受

け
た

。

仏
教
界
と

し
て

素
早
い

対
応
を
す
る
こ

と

で
、

伝
道
目
的
な
ど

の

心
理

的
負
担
を
か

け
ず
支
援
が
で

き
る
と

義
務
感
を

感
じ、

現
地

入
り
を

最
優
先
し
た

。

航
空
券
の

確
保
が
困
難
で

あ
っ

た

が、

三

月
十
五

日
に

支

援
に

入
り
二

〇
日
に
帰
国
し
た

。

日
本
の

仏
教
界
と

共
に
支
援
を

し
た

方

が

い

い

と

考
え、

一

緒
に

追
善
供
養
の

儀
式
を
し
よ

う
と

い

う
こ

と

も
決

め

た
。

目
前
に

し
た

現

場
で

は
、

亡

く
な
っ

た

方
々

が

苦
し
み

か
ら

逃

れ
、

極
楽
往
生
で

き
る

よ

う
願
っ

て

祈
疇
し
た

。

仏
教
TV

放
送
も
随
時

放
送
し
て

お

り、

韓
国
の

仏
教
信
者
も
仏
像
が
倒
れ
る
等
被
害
状
況
を

そ

の

都
度
知
っ

た

た

め
災
害
支
援、

募
金
に

極
め
て

積
極
的
で

あ
る

。

　

以
上
、

日

本
の

大
災

害
に

際
し

、

救
援
・

支
援
と
い

う
共
通
の

目

的

に
、

隣
国
・

韓
国
に
お
い

て

複
数
の

宗
教

性
が
独
自
の

文
脈
か
ら

各
々

鋭

敏
に

反
応
し
、

行
動
が

な

さ
れ

た
こ

と

が

汲
み

取
れ

る

の

で

あ
る
。

災
害
と

救
済
論
理

米
　
井
　
輝
　
圭

　
二

〇
一
一

年
の

東
日
本
大
震
災
は
、

宗
教
を

含
め

た

社
会
の

各
方
面
に

深
刻
な
問
題
を
突
き
つ

け
る

も
の

で

も
あ
っ

た
。

ロ

ー

マ

法
王

ベ

ネ
デ

ィ

ク

ト

十
六

世
は、

震
災
を

経
験
し
た
少

女
か
ら
の

公
開

質
問
で
、

「

ど

う

し

て

日
本
の

子
ど

も
は

怖
く
て

悲
し

い

思
い

を
し

な
け

れ
ば

な

ら
な
い

の
」

と

問
わ

れ
て、

「

私
も
自

問
し
て

お
り、

答
え
は

な
い

か

も
し

れ

な

い
」

と

応
じ

て

い

る
。

こ

の

こ

と
は
、

こ

の

よ

う
な
大
規
模
な
災
害
に

あ

た

っ

て
、

宗
教
が
い

ま
や
説
明
し

納
得
さ

せ

る．
言

葉
を

容
易
に
持
ち
得
な

い

こ

と

を
示
し
て

い

る
。

　

大
災
害
の

原
因
に
つ

い

て

は
、

か

つ

て

は

災
因
論
と

し
て

宗
教
が
説
明

に

当
た

り、

ま
た

そ
こ

か
ら
人
々

の

救
済
を
担
当
し
て

い

た
。

苦
難
の

神

義
論
は
、

そ
こ

に

お
い

て

重
要
な
役
割
を

果
た

し
て
い

た
が、

現

代
に

お

い

て

は

「

神
に

よ

る
試
練
」

な
ど

の

言
い

方
で

は

明
ら
か
に
時
代
に

合
わ

な
く
な
っ

て

き
て

い

る
と

い

え
よ

う。

　

今
回
の

大
地
震
は
千

年
に
一

回
の

規
模
と

い

わ

れ
る

が、

前
回
は

貞
観

十
一

年
（

八
六
九）

で

あ
っ

た

こ

と

が、

文
献
史
料
と

地
質

調
査
か

ら

判

明
し
て

い

る
。

そ
の

状
況
は

今
年
の

震
災
に

ま
さ
る
と

も
劣
ら
ぬ

も
の

で

あ
っ

た
。

津

波
に

よ
る

溺
死
者
が
千
人
に

も
の

ぼ

っ

た

と
さ
れ
て

い

る
。

こ

の

時
は
す
み

や

か
に

中
央
政
府
に

報
告
が
な
さ
れ、

詔
で

天
皇
の

不
徳

の

結

果
で

あ
る

と

表
明
さ
れ、

あ
わ

せ

て

死
者
の

収

容
埋
葬
や

食
料
等
の
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支
給

、

そ
し
て

税
の

減

免
な
ど

が

指
示
さ
れ
た．、

そ
し
て

こ

の

時
代
の

あ

り
方
と
し
て

は、

さ
ら
に

為
政
者
に

よ

っ

て

宗
教
的
な
対
処
も

行
わ
れ
る

の

が
通
例
で

あ
っ

た
。

　

推
古
天
皇
七

年
（

五
九
九
）

の

地

震
で

は
、

「

四

方
」

に

命
じ

て

「

地

震

神
」

を

祭
ら
せ
て

い

る
。

天
平

六

年
（
七

三

四
）

の

大

地
震
で

は
、

「

政

事
に

欠
が
あ
っ

た
」

こ

と

を
警
告
す
る

た
め
に

山

陵
が
動
じ
た

こ

と

と

が
原
因
と

み
な
さ
れ、

諸
官
の

引
き

締
め
を
命
じ
た

。

嵯
峨
天
皇
の

弘

仁
九

年
（
八
一

八
）

の

関
東
地
方
の

震
災
で

も、

同
様
の

詔
が
出
さ
れ
た

中
で

、

卜
筮
の

結
果
と
し
て

神
霊
の

咎

祟
が
あ
っ

た

こ

と

を
認
め
、

諦

国

国
分

寺
に

お
い

て

金
剛
般
若
経
を

転
読

す
る
こ

と
が
命
じ
ら
れ
て

い

る
。

　
こ

の

時

代
で

は
、

災

害
を
神
霊
の

し
わ

ざ
と

規
定
し、

神
祗

官
や

陰
陽

寮
の

ト
占
に

よ
っ

て

い

か
な
る

神
霊
の

し
わ
ざ
か
を
特
定
し、

そ
の

う
え

で

神
霊
へ

の

対
処
や

死

者
へ

の

読

経
を
行

う
こ

と
に
な
っ

て

い

た
。

災
因

の

説
明
は

超
自
然
的
に

説
明
さ

れ、

ま
た

そ
の

対
処
の

方
も
宗
教
的
な

営

み

が

核
に

あ
っ

た
わ
け
で

あ
る

。

そ
し
て

古
代
に

お
け
る
救
済
は
、

共
同

体
の

存
続
を

脅
か
す

要
因
の

除
去
を
中
心
と
し
て

い

た

の

で
、

こ

こ

で

は

災

因
論
と

宗
教
的
な

救
済
と
は
一

体
と

な
っ

て

社
会
的
に

機
能
し
て

い

た
。

宗
教

的
な
要．
素
抜
き
で

は

災
害
へ

の

対
応
が
完
結
し
な
い

し
、

ま
た

救
済
の

論
理
や
方
法
論
も
自
然
と

そ
こ

に

組
み
込
ま
れ
て

い

た

わ

け
で

あ

る
。

私
は
か
つ

て

こ

の

よ

う
な
体
制
を

「

祟
り
の

シ

ス

テ

ム
」

と

名
付
け

た
こ

と
が

あ
る

。

災
害
の

た
び

に

ト
占
で

神
霊
的
な
原
因
を

特
定
し、

必

要
な

宗

教
的

対
処
を

行
う
こ

と

で
、

杜
会
が

平
穏

を
取
り
戻
す
形
を

作

り
、

ま
た
社
会
的
な
不

安
心
理
を
取
り
除
く
こ

と

が

継
続
的
に

朝
廷
に

よ

っ

て

行
わ
れ
て

き
た
の

で

あ
る

。

こ

れ
は

古
代
日
本
的
な
一

種
の

神
義
論

を
も
含
ん
で

お
り、

あ
る

時
代
ま
で

は

特
に

有
効
に

機
能
し

た

シ

ス

テ

ム

で

あ
っ

た
。

　
し

か
し
こ

れ
は

も
ち
ろ

ん

現
代

社
会
で

は

適
用
で

き
な
い

も
の

で

あ

る
。

今
円

に

お
け
る

救
済
対

象
は

、

共
同

体
そ

の

も
の

で

は
な

く、

そ
の

中
に

生
き
る

個
々

人
で

な
け
れ
ば

な
ら
な
い

。

ゆ

え
に

現
代
の

宗
教
は

個

人
の

悩
み

を
解
決
す
る
と

い

う
方
向
性
が

強
く

、

ま
た

現
世

利
益

的
で

も

あ
る

。

こ

う
し
た

あ
り
方
の

も
と

で

は、

大
災
害
時
に

苦
難
の

神
義
論
自

体
を
主
張
す
る
こ

と

が、

あ
る

種
の

違
和

感
を
も
た
れ

る

こ

と
に

な
る

。

日

常
的
な
宗
教
活
動
に

お

い

て

各
個
人
の

内
面
的
な

救
い

を

説
い

て

い

る

の

で

あ
れ
ば
、

災
害
に
対
し
て

は

普
段
の

布
教
と

は
ま
っ

た

く
別
の

ス

タ

ン

ス

も
必
要
と

な
っ

て

こ

よ

う
。

　
い

か
に

し
て
い

ま
一

度
、

宗
教
が

災
害
に

際
し
て

説
得
力
の

あ
る

救
済

論
理
を
打
ち
出
せ

る
か
が

、

今
ま
さ
に

課
題
と

し
て

浮
か
び

上
が
っ

て

い

る

の

で

あ
る

。

カ

ト

リ

ッ

ク

の

宗
教
儀
礼
の

も
つ

社
会
的
役
割

　

−
初
聖
体
の

事
例
を
も
と

に

岡

　
光

　
信

　
子

　

本
発
表
で

は
、

南
イ

ン

ド

の

コ

ー

タ
教
区
マ

イ

ラ
コ

ー

ド
ゥ

小
教
区
の

事
例
を
取
り
上

げ
る

。

カ

ト

リ

ッ

ク

教
会
の

宗
教
儀
礼
で

あ
る
初
聖
体
に

関
わ

る

準
備、

挙
行、

祝
賀
ま
で

の
一

連
の

過
程
を
精
査
し
て、

宗
教
共

同
体
の

役
割
と

祝
賀
行
事
の

社
会
的
意
義
を
明
ら

か
に

し、

宗
教
儀
礼
の

遂
行
に

伴
う
宗
教
性
と

丗
俗
性
の

問
題
に
つ

い

て

考
察
す
る

こ

と
に

あ
る

。

　
カ

ト
リ
ッ

ク

教
会
で

は
、

信
仰
に

照
ら

さ
れ

た

正

し

い

理
性
に

基
づ

く

行
動
を

導
く
霊
的
な

習
性
・

資
質
を

「

徳
」

と

呼
ん

で

い

る
。

徳
の

中
で

202（1036）
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