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自
然
災
害
と
仏
教
者
の
活
動
　
─
東
日
本
大
震
災
を
め
ぐ
っ
て
─

大
西
克
明

１
　
は
じ
め
に

　

二
〇
一
一
年
三
月
十
一
日
は
、
現
代
日
本
に
お
け
る
︿
歴
史
﹀

の
大
き
な
転
換
点
と
な
っ
た
。
東
日
本
大
震
災
で
あ
る
。
マ
グ

ニ
チ
ュ
ー
ド
九
・
〇
と
い
う
地
震
規
模
の
大
き
さ
に
加
え
、
短

時
間
の
う
ち
に
迫
っ
て
き
た
巨
大
津
波
に
よ
っ
て
数
多
く
の
人

命
が
失
わ
れ
た
。
最
新
の
デ
ー
タ
︵
二
〇
一
六
年
、
総
務
省
及
び
復

興
庁
︶
に
よ
れ
ば
、
死
者
数
は
一
万
五
八
九
四
、
行
方
不
明
者
数

は
二
五
六
一
、
震
災
関
連
死
者
数
は
三
四
七
二
に
上
っ
て
い
る
。

そ
し
て
現
在
で
も
、
約
十
四
万
四
千
人
が
避
難
生
活
を
強
い
ら

れ
て
い
る
。

　

津
波
に
よ
る
災
害
に
加
え
て
、
福
島
・
第
一
原
子
力
発
電
所

の
事
故
は
、
被
害
を
さ
ら
に
深
刻
に
し
た
。
放
射
能
物
質
の
汚

染
に
よ
り
、
こ
れ
ま
で
に
延
べ
約
十
五
万
人
が
避
難
を
余
儀
な

く
さ
れ
、
そ
の
不
安
と
苦
難
は
今
で
も
続
く
。

　

こ
う
し
た
災
害
は
、
日
本
の
人
心
に
、
さ
ら
に
は
日
本
の
宗

教
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
東
日
本
大

震
災
と
原
発
事
故
は
、
近
代
化
と
高
度
経
済
成
長
を
成
し
遂
げ

た
日
本
社
会
に
特
別
な
意
味
を
与
え
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ

は
、
経
済
中
心
的
で
合
理
的
な
人
間
観
・
社
会
観
へ
の
強
烈
な
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反
省
と
共
に
、
こ
れ
ま
で
培
っ
て
き
た
世
界
観
の
虚
し
さ
で
あ
っ

た
と
思
わ
れ
る
。
同
時
に
、
人
間
の
無
力
さ
、
弱
さ
、
傷
つ
き

や
す
さ
を
み
つ
め
直
す
き
っ
か
け
を
与
え
た
の
で
あ
る
。
こ
れ

は
、
人
間
を
超
え
た
も
の
の
力
へ
の
気
づ
き
や
、
新
し
い
世
界

観
へ
の
芽
生
え
を
も
た
ら
す
経
験
で
あ
っ
た
は
ず
だ
。

　

こ
の
度
の
災
害
︵
自
然
災
害
の
み
な
ら
ず
関
連
す
る
人
災
を
含
む
︶

の
際
に
、
宗
教
者
や
宗
教
団
体
は
大
き
な
貢
献
を
し
て
き
た
。

想
像
を
絶
す
る
甚
大
な
被
害
、
数
多
の
死
者
、
言
い
知
れ
ぬ
苦

悩
の
数
々
。
こ
れ
ら
の
事
象
に
、
行
政
の
対
応
に
は
限
界
が
あ

る
こ
と
は
誰
の
目
に
も
明
ら
か
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
行
政
へ

の
不
信
感
も
日
本
の
人
心
に
深
く
根
付
い
て
し
ま
っ
た
。
こ
こ

に
、
宗
教
者
や
宗
教
団
体
が
、
行
政
の
枠
を
超
え
て
活
動
す
る

べ
く
促
さ
れ
た
背
景
が
あ
る
。

　

日
本
列
島
は
災
害
列
島
で
あ
る
。
地
震
・
台
風
・
洪
水
・
火

山
噴
火
な
ど
、
他
の
諸
国
と
比
し
て
自
然
災
害
は
数
多
い
。
一

九
九
五
年
一
月
十
七
日
の
﹁
阪
神
・
淡
路
大
震
災
﹂
で
は
、
死

者
行
方
不
明
者
が
六
四
三
七
を
数
え
た
。
こ
の
震
災
で
は
、
数

多
く
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
が
活
動
し
、﹁
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
元
年 

V
olunteer first year

﹂
と
言
わ
れ
る
年
と
な
っ
た
。
宗
教
者

や
宗
教
団
体
も
支
援
活
動
を
行
っ
た
が
、
こ
の
段
階
で
は
、
手

さ
ぐ
り
の
状
態
で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

だ
が
、
二
〇
一
一
年
の
災
害
で
は
、
そ
れ
ら
の
経
験
が
活
か

さ
れ
、
よ
り
本
格
的
な
支
援
活
動
に
つ
な
が
っ
た
。
む
し
ろ
、

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
が
、
宗
教
者
の
本
来
の
活
動
で
あ
る
と
改

め
て
認
識
さ
れ
、
両
者
︵
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
と
宗
教
活
動
︶
の
線

引
き
が
融
解
し
て
い
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。 

　

震
災
発
生
直
後
か
ら
、
伝
統
宗
教
・
新
宗
教
を
問
わ
ず
、
宗

教
者
・
宗
教
団
体
は
さ
ま
ざ
ま
な
救
援
・
支
援
活
動
を
展
開

し
た
。

　

例
え
ば
、︵
一
︶
緊
急
避
難
の
際
の
宗
教
施
設
の
使
用　
︵
二
︶

長
期
的
な
避
難
の
拠
点
提
供　
︵
三
︶
炊
き
出
し
支
援　
︵
四
︶

瓦
礫
撤
去
活
動　
︵
五
︶
行
方
不
明
者
の
探
索
活
動　
︵
六
︶
救

難
・
支
援
物
資
の
提
供　
︵
七
︶
災
害
遺
児
へ
の
支
援　
︵
八
︶

除
染
活
動　
︵
九
︶
募
金
活
動　
︵
十
︶
死
者
供
養
や
追
悼
儀
礼　

︵
十
一
︶
心
の
ケ
ア　
︵
十
二
︶
傾
聴
活
動
、
な
ど
が
今
日
ま
で

の
主
だ
っ
た
活
動
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
災
害
時
の
救
援
活
動

の
み
な
ら
ず
、
災
害
後
の
精
神
的
ケ
ア
に
多
く
の
宗
教
者
・
宗

教
団
体
が
か
か
わ
っ
て
い
る
。
こ
の
点
が
、
今
回
の
宗
教
支
援
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の
特
徴
で
も
あ
る
。

　

本
稿
で
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
支
援
活
動
の
な
か
で
も
、
仏
教
界

の
動
き
に
焦
点
を
当
て
、
そ
れ
を
報
告
す
る
と
同
時
に
、
公
共

的
な
空
間
で
活
動
す
る
日
本
仏
教
界
の
特
質
に
つ
い
て
考
察
し

て
み
た
い
。

２
　
現
代
日
本
に
お
け
る
仏
教
の
社
会
的
位
置

　

ま
ず
は
、
現
代
日
本
に
お
け
る
宗
教
者
・
宗
教
団
体
の
災
害

支
援
活
動
の
社
会
的
背
景
を
考
察
し
た
い
。
な
お
、
本
稿
は
仏

教
を
主
題
と
す
る
た
め
、
以
下
、
仏
教
者
・
仏
教
団
体
に
限
定

し
て
論
じ
て
い
く
。

　

近
代
の
日
本
社
会
に
お
い
て
、
仏
教
諸
派
は
、
一
部
に
例
外

は
あ
っ
た
に
せ
よ
、
国
家
社
会
全
体
の
秩
序
の
あ
り
方
に
関
心

を
集
中
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
主
と
し
て
、﹁
イ
エ house-

hold

﹂
や
﹁
村
落 a village com

m
unity

﹂
の
秩
序
維
持
に
関

心
を
寄
せ
て
き
た
と
い
っ
て
も
言
い
過
ぎ
で
は
な
か
ろ
う
。
一

家
︵
一
族
︶
の
祖
先
祭
祀
や
、
地
域
の
共
同
体
儀
礼
を
媒
介
と
し

て
、
人
々
の
儀
礼
的
紐
帯
の
象
徴
と
な
っ
て
き
た
。

　

第
二
次
世
界
大
戦
後
、
日
本
は
経
済
成
長
の
代
償
と
し
て
、

イ
エ
や
村
落
の
解
体
を
経
験
し
た
︵
全
般
的
な
都
市
化
や
離
村
向

都
︶。
そ
の
社
会
的
過
程
で
、
準
拠
集
団
を
失
っ
た
人
々
に
対
し
、

個
へ
の
救
済
を
主
と
し
て
説
く
、
戦
後
の
仏
教
系
新
宗
教
が
発

展
し
た
。
今
で
は
、
仏
教
系
新
宗
教
が
誕
生
す
る
以
前
か
ら
の

仏
教
を
、
日
本
で
は
﹁
伝
統
仏
教
﹂
と
呼
ん
で
い
るあ
。

　

伝
統
仏
教
は
、
檀
家
と
の
繋
が
り
を
大
切
に
し
、
葬
祭
を
通

じ
て
親
族
組
織
や
地
域
社
会
に
根
付
き
、
有
力
な
寺
院
は
地
域

の
名
望
家
と
し
て
一
定
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
こ
の
役
割

は
衰
退
傾
向
に
あ
る
と
は
い
え
、
農
漁
村
で
は
未
だ
に
人
々
の

基
礎
的
な
絆
の
あ
り
か
と
な
っ
て
い
る
。

　

他
方
で
、
創
価
学
会
や
霊
友
会
、
立
正
佼
成
会
と
い
っ
た
仏

教
系
新
宗
教
は
、
こ
の
世
で
の
人
間
変
革
の
実
現
を
掲
げ
て
、

家
郷
を
失
っ
た
都
市
の
人
々
に
受
容
さ
れ
て
い
っ
た
。
そ
こ
で

は
、
在
家
信
徒
達
の
﹁
な
か
ま
︵
同
信
的
紐
帯
︶﹂
が
重
要
視
さ
れ
、

伝
統
仏
教
と
異
な
り
、
個
人
に
焦
点
を
当
て
た
教
導
が
主
要
な

関
心
事
で
あ
っ
た
。

　

ま
た
、
日
本
社
会
は
こ
の
時
期
、
急
速
な
﹁
世
俗
化
﹂
を
進

め
つ
つ
あ
っ
た
。
高
等
教
育
が
普
及
し
、
学
校
で
は
主
と
し
て

世
俗
的
知
識
が
教
授
さ
れ
、
若
者
は
成
人
に
至
る
ま
で
宗
教
に
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触
れ
る
機
会
が
著
し
く
低
下
し
たい
。
こ
の
た
め
、
社
会
参
加
や

社
会
貢
献
活
動
は
世
俗
の
知
識
を
基
盤
と
し
た
も
の
と
な
っ
て

い
っ
た
。
戦
後
、
仏
教
系
新
宗
教
の
隆
盛
は
あ
っ
た
も
の
の
、

日
本
の
ド
ミ
ナ
ン
ト
な
価
値
は
、
世
俗
的
知
識
を
媒
介
と
し
た

も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　

一
九
七
〇
年
代
以
降
の
低
成
長
時
代
に
突
入
す
る
と
、
世
俗

社
会
へ
の
一
部
の
不
満
が
、
精
神
世
界
へ
の
探
求
や
、
ス
ピ
リ

チ
ュ
ア
ル
な
文
化
へ
の
関
心
事
と
し
て
現
れ
て
き
た
。
こ
の
傾

向
は
特
に
高
学
歴
層
に
強
く
現
れ
た
。
そ
れ
ら
の
中
か
ら
、
ご

く
一
部
の
集
団
が
終
末
的
な
思
想
を
媒
介
に
殺
人
集
団
と
化
し

た
こ
と
は
記
憶
に
新
し
い
︵
一
九
九
五
年
三
月
の
オ
ウ
ム
真
理
教
地

下
鉄
サ
リ
ン
事
件
︶。

　

こ
の
よ
う
に
、
精
神
世
界
へ
の
探
求
︵new

 spirituality m
ove-

m
ents

︶
が
生
起
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
依
然
と
し
て
ド
ミ
ナ

ン
ト
な
価
値
は
世
俗
的
知
識
を
中
心
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
の

は
確
か
で
あ
る
。
こ
の
た
め
に
、
公
共
空
間
で
の
言
説
は
、
世

俗
的
知
識
と
結
び
つ
い
た
行
政
的
知
識
で
あ
り
、
科
学
へ
の
信

頼
が
そ
れ
を
支
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
体
制
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
政
教
分
離
制

度
と
親
和
性
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
戦
後
日
本
的
な
政

教
分
離
制
度
は
、
公
共
空
間
と
私
的
空
間
を
厳
密
に
分
け
て
、

宗
教
的
価
値
は
後
者
の
私
的
空
間
に
封
じ
込
め
、
公
共
空
間
に

お
け
る
宗
教
性
を
限
り
な
く
排
除
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ

た
と
思
わ
れ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
宗
教
団
体
が
公
共
空
間
へ
参
与
す
る
こ
と
が

禁
忌
さ
れ
る
視
座
が
形
成
さ
れ
た
。
ま
た
、
日
本
社
会
が
経
済

成
長
に
成
功
し
た
こ
と
も
あ
り
、
そ
の
体
制
は
﹁
善
き
も
の
﹂

と
し
て
支
持
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
仏
教
団
体
の
平
和
活

動
や
社
会
貢
献
活
動
は
、
実
施
さ
れ
て
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

私
的
空
間
で
の
行
動
と
し
て
認
識
さ
れ
、
公
共
空
間
で
の
影
響

力
は
結
果
と
し
て
抑
制
さ
れ
て
き
た
。
事
実
、
日
本
の
マ
ス
・

メ
デ
ィ
ア
は
、
公
共
空
間
を
担
う
も
の
と
し
て
の
自
負
か
ら
か
、

仏
教
団
体
の
社
会
貢
献
活
動
を
積
極
的
に
報
道
す
る
こ
と
は
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
風
潮
に
一
石
を
投
じ
た
の
が
、
一
九
九
五
年
の

阪
神
・
淡
路
大
震
災
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
、
伝
統
仏
教
、
仏

教
系
新
宗
教
を
問
わ
ず
、
多
く
の
宗
教
団
体
が
試
行
錯
誤
し
な

が
ら
災
害
支
援
活
動
を
積
極
的
に
行
っ
た
。
被
害
の
大
き
さ
か
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ら
、
公
的
な
制
度
で
は
対
処
で
き
な
い
側
面
を
、
宗
教
団
体
が

積
極
的
に
担
お
う
と
す
る
動
き
が
、
戦
後
日
本
社
会
で
み
ら
れ

た
瞬
間
で
あ
っ
た
。

　

折
し
も
、
一
九
九
〇
年
代
後
半
以
降
、
日
本
政
府
は
、﹁
小
さ

い
政
府 Lim

ited governm
ent

﹂
志
向
を
強
め
つ
つ
あ
っ
た
。

政
治
的
な
新
自
由
主
義
の
傾
向
で
あ
る
。
行
政
的
な
福
祉
領
域

へ
、
民
間
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
支
援
を
積
極
的
に
求
め
る
よ
う
に

な
っ
た
の
で
あ
る
。
一
九
九
八
年
に
は
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
も
施
行
さ
れ

た
。
そ
の
結
果
、
仏
教
者
が
Ｎ
Ｐ
Ｏ
団
体
に
参
画
し
、さ
ら
に
は
、

仏
教
者
が
Ｎ
Ｐ
Ｏ
団
体
を
立
ち
上
げ
る
機
運
に
も
な
っ
た
。
こ

の
よ
う
な
社
会
的
背
景
は
、
仏
教
団
体
が
、
政
教
分
離
制
度
を

前
提
に
し
つ
つ
も
、
公
共
空
間
に
参
与
す
る
一
つ
の
回
路
を
形

成
し
て
い
っ
た
。

　

東
日
本
大
震
災
と
仏
教
団
体
の
支
援
活
動
と
の
関
係
は
、
以

上
の
よ
う
な
社
会
背
景
を
念
頭
に
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。

今
回
の
自
然
災
害
︵
な
い
し
は
そ
れ
と
関
連
す
る
人
災
︶
は
、
宗

教
団
体
の
公
共
空
間
に
お
け
る
役
割
に
再
考
を
迫
る
も
の
で

あ
っ
た
。

３
　
東
日
本
大
震
災
に
よ
っ
て
何
が
変
わ
っ
た
の
か

　

東
日
本
大
震
災
は
、
従
来
の
価
値
観
に
反
省
を
加
え
る
も
の

だ
と
、
多
く
の
日
本
国
民
が
感
じ
て
い
る
。
私
が
思
う
と
こ
ろ

を
、
以
下
二
点
に
ま
と
め
て
み
よ
う
。

　

ま
ず
、
①
行
政
と
科
学
へ
の
不
信
感
で
あ
る
。
巨
大
津
波
が

到
来
す
る
危
険
性
は
一
部
の
科
学
者
が
指
摘
し
て
い
た
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
そ
の
声
は
机
上
の
空
論
だ
と
し
て
退
け
ら
れ
て
き

た
。
そ
の
た
め
十
分
な
津
波
対
策
は
後
回
し
に
さ
れ
て
き
た
の

で
あ
る
。
さ
ら
に
、
東
京
電
力
は
、
巨
大
津
波
の
危
険
性
を
あ

る
程
度
知
っ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
甘
い
判
断
か
ら
対
策

を
怠
っ
て
い
た
事
実
が
明
ら
か
に
な
り
、
大
き
な
不
信
感
へ
と

つ
な
が
っ
た
。
さ
ら
に
、
放
射
能
汚
染
へ
の
行
政
対
応
へ
の
不

信
も
重
な
っ
た
。
従
来
型
の
シ
ス
テ
ム
は
再
考
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
い
う
機
運
は
、
強
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

　

次
に
、
②
宗
教
的
価
値
の
再
考
で
あ
る
。
多
く
の
日
本
国
民

は
、
今
回
の
震
災
で
﹁
宗
教
復
興
﹂
が
な
さ
れ
る
べ
き
だ
と
必

ず
し
も
考
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

　

し
か
し
、﹁
な
ぜ
大
災
害
が
起
こ
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
﹂﹁
な
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ぜ
、
他
な
ら
ぬ
私
の
家
族
が
犠
牲
に
な
っ
た
の
か
﹂﹁
な
ぜ
こ
の

よ
う
な
苦
し
み
に
遭
遇
す
る
の
か
﹂、
こ
の
よ
う
な
苦
悶
の
意
味

の
解
釈
は
、
世
俗
的
知
識
か
ら
導
き
出
せ
な
い
こ
と
を
、
多
く

の
日
本
国
民
が
漠
然
と
感
じ
、
行
政
的
知
識
や
科
学
知
で
は
、

解
決
し
な
い
と
感
取
し
て
い
る
。
少
な
く
と
も
、
宗
教
団
体
の

災
害
支
援
活
動
を
、
多
く
の
日
本
国
民
が
好
意
的
に
受
け
止
め

て
い
る
事
実
は
、
そ
の
証
左
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

も
ち
ろ
ん
、
ご
く
一
部
の
宗
教
団
体
が
、
災
害
に
乗
じ
て
不

安
を
煽
り
、
強
引
な
布
教
活
動
を
行
い
、
世
間
の
非
難
を
浴
び

た
事
実
も
あ
る
。
だ
が
、
ほ
と
ん
ど
の
宗
教
団
体
は
、
物
質
的

な
支
援
の
み
な
ら
ず
、
生
き
残
っ
た
被
災
者
に
寄
り
添
っ
て
苦

悩
を
共
有
し
、
共
に
死
者
を
悼
む
祈
り
を
捧
げ
た
の
で
あ
る
。

　

私
的
空
間
に
囲
い
込
ま
れ
た
が
ゆ
え
に
、
自
己
利
益
追
求
集

団
と
み
な
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
宗
教
団
体
へ
の
認
識
の
再
考
が

生
じ
つ
つ
あ
る
、
と
い
う
の
は
過
言
で
は
な
か
ろ
う
。
こ
の
よ

う
な
宗
教
団
体
の
活
動
は
、
従
来
型
の
公
的
・
私
的
の
二
分
法

へ
の
疑
義
と
な
っ
て
現
れ
て
い
る
と
も
い
え
る
。
少
な
く
と
も
、

公
共
空
間
へ
の
宗
教
的
価
値
の
参
画
へ
の
敷
居
が
、
従
来
と
比

し
て
、
低
い
も
の
と
な
っ
て
き
て
い
る
の
は
事
実
で
あ
る
。

４
　
仏
教
団
体
の
震
災
支
援

伝
統
仏
教
の
事
例

　

で
は
、
具
体
的
に
仏
教
団
体
は
ど
の
よ
う
な
震
災
支
援
を
し

て
き
た
の
か
に
つ
い
て
紹
介
し
た
い
。
伝
統
仏
教
の
多
く
の
寺

院
は
、
イ
エ
や
地
域
共
同
体
の
紐
帯
と
し
て
未
だ
に
機
能
し
て

い
る
。
被
災
を
免
れ
た
各
寺
院
は
、
行
政
や
Ｎ
Ｐ
Ｏ
と
協
働
し

て
、
様
々
な
物
質
的
支
援
を
行
っ
た
。
そ
の
後
、
復
興
期
に
入

る
と
、
生
き
残
っ
た
被
災
者
た
ち
へ
、
特
徴
あ
る
支
援
活
動
を

実
施
し
た
。
以
下
、
四
つ
の
活
動
を
紹
介
し
た
い
。

　

ま
ず
、
①
伝
統
行
事
に
よ
る
地
域
の
復
興
で
あ
る
。
伝
統
地

域
で
は
年
中
行
儀
と
し
て
様
々
な
祭
り
が
行
わ
れ
て
い
る
。
そ

の
祭
礼
に
寺
院
も
深
く
関
与
し
て
き
た
。
被
災
を
受
け
た
地
域

で
は
そ
れ
ら
の
祭
り
は
実
施
不
可
能
な
状
態
に
陥
っ
た
。
そ
こ

で
、
寺
院
は
祭
礼
を
復
興
さ
せ
る
こ
と
で
、
避
難
民
た
ち
の
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
再
生
と
絆
の
再
確
認
を
試
み
よ
う
と
し
た
。
新

聞
報
道
で
は
、﹁
た
と
え
震
災
で
地
域
が
失
わ
れ
て
も
、
芸
能
が

あ
る
こ
と
で
人
々
が
つ
な
が
る
。
震
災
が
あ
っ
て
も
そ
れ
が
行

わ
れ
る
の
は
、
み
ん
な
が
祈
り
や
願
い
や
救
い
を
伝
統
芸
能
に
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求
め
て
い
る
か
ら
な
ん
で
すう
﹂
と
の
語
り
が
掲
載
さ
れ
たえ
。

　

次
に
、
②
読
経
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
あ
る
。
こ
の
言
葉
は
、
震

災
直
後
か
ら
し
ば
ら
く
の
間
、
被
災
地
の
現
場
を
報
道
す
る
記

事
に
し
ば
し
ば
登
場
し
た
。
震
災
に
よ
る
死
者
の
余
り
の
多
さ

に
加
え
、
建
物
の
崩
壊
等
に
よ
り
犠
牲
者
の
葬
儀
が
十
分
に
実

施
で
き
な
い
事
態
が
発
生
し
た
。
そ
こ
で
、
僧
侶
が
宗
派
を
超

え
て
、
遺
体
が
運
び
込
ま
れ
た
場
所
で
、
死
者
の
た
め
に
読
経

の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
行
っ
た
の
で
あ
るお
。
こ
れ
ら
の
活
動
に
対

し
、﹁
手
を
合
わ
せ
て
く
れ
る
だ
け
で
も
あ
り
が
た
い
﹂﹁
お
経

を
あ
げ
て
も
ら
う
だ
け
で
あ
り
が
た
い
﹂
と
の
参
列
者
か
ら
の

感
謝
の
気
持
ち
が
報
道
さ
れ
たか
。
同
時
に
、
寺
院
が
遺
骨
を
一

時
的
に
預
か
る
こ
と
で
、
遺
骨
安
置
場
所
と
し
て
の
機
能
も
果

た
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
も
宗
派
を
超
え
た
活
動
と
し
て
注
目
さ

れ
たき
。

　

ま
た
、
③
チ
ャ
リ
テ
ィ
ー
イ
ベ
ン
ト
が
開
催
さ
れ
た
。
寺
院

が
企
画
し
、
そ
の
収
益
を
仮
設
住
宅
の
運
営
費
に
回
す
と
い
っ

た
取
り
組
み
で
あ
っ
たく
。

　

そ
し
て
、
④
傾
聴
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
行
わ
れ
た
。
被
災
地
域

で
も
っ
と
も
寺
院
数
が
多
い
宗
派
は
曹
洞
宗
で
あ
る
。
曹
洞
宗

に
は
、﹁
行ぎ

ょ
う

茶ち
ゃ

﹂
と
呼
ば
れ
る
儀
式
が
あ
るけ
。
こ
れ
は
、
静
謐
な

状
態
で
お
茶
を
頂
き
な
が
ら
、
日
々
の
自
分
自
身
の
在
り
方
や

自
身
の
修
行
を
客
観
的
に
見
つ
め
直
す
こ
と
、
さ
ら
に
は
宗
教

的
な
気
づ
き
や
、
本
来
の
自
己
へ
の
回
帰
が
期
待
さ
れ
て
い
る

も
の
で
あ
る
。
今
回
、
こ
の
行
茶
を
、
傾
聴
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
︵
お

茶
を
飲
み
な
が
ら
被
災
者
の
話
に
耳
を
傾
け
る
活
動
︶
と
し
て
展
開
し

た
の
で
あ
る
。
災
害
に
よ
っ
て
、
心
理
的
ス
ト
レ
ス
を
抱
え
、

不
自
由
な
生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
被
災
者
へ
、
心
休
ま

る
一
時
を
提
供
し
、
お
互
い
が
、
同
じ
命
を
生
き
る
仲
間
と
し

て
通
じ
合
う
心
を
確
か
め
る
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
で
、
被
災

者
が
自
分
自
身
と
自
ら
の
日
常
を
徐
々
に
取
り
戻
し
て
も
ら
う

こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
傾
聴
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

は
、
一
定
の
メ
ン
タ
ル
・
ケ
ア
と
な
り
、
被
災
者
に
受
け
入
れ

ら
れ
て
い
っ
た
。

創
価
学
会
の
事
例

　

仏
教
系
新
宗
教
で
日
本
最
大
規
模
の
教
団
で
あ
る
創
価
学
会

の
事
例
を
紹
介
し
よ
うこ
。

　

震
災
発
生
直
後
、
直
ち
に
災
害
対
策
本
部
を
立
ち
上
げ
た
創
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価
学
会
は
、
被
害
状
況
の
把
握
と
支
援
ニ
ー
ズ
の
把
握
を
行
っ

た
。
被
災
地
に
あ
る
最
大
の
施
設
で
あ
る
東
北
文
化
会
館
︵
仙
台

市
︶
に
は
約
千
人
の
被
災
者
が
避
難
し
た
。
他
の
施
設
も
合
わ
せ

る
と
、
約
五
千
人
の
被
災
者
を
受
け
入
れ
た
。
震
災
発
生
か
ら

十
二
時
間
後
に
は
、
緊
急
支
援
物
資
が
届
け
ら
れ
、
被
災
翌
日

に
は
、
被
災
を
免
れ
た
地
域
か
ら
お
に
ぎ
り
が
五
五
〇
〇
個
届

け
ら
れ
た
。
新
宗
教
教
団
の
機
動
力
の
あ
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が

活
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
創
価
学
会
の
施
設
は
宮
城
県

の
消
防
隊
の
活
動
拠
点
と
し
て
も
利
用
さ
れ
た
。

　

ま
た
、
創
価
学
会
は
、
全
国
的
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
活
か
し

て
、
避
難
所
へ
の
救
援
物
資
の
供
給
、
救
援
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活

動
を
展
開
し
、
延
べ
約
二
万
人
の
人
的
支
援
が
行
わ
れ
た
。
さ

ら
に
、
地
域
ご
と
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
活
か
し
て
、
地
域
の
会

員
信
者
の
み
な
ら
ず
、
住
民
の
所
在
や
消
息
を
把
握
し
、
行
政

の
手
の
届
か
な
い
場
所
に
救
援
の
手
を
伸
ば
し
て
い
っ
た
。
そ

こ
に
は
、
自
ら
が
被
災
者
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
主
体
的

に
災
害
支
援
を
す
る
会
員
が
多
く
見
ら
れ
た
。
こ
の
側
面
は
、

在
家
信
徒
が
主
体
的
に
活
動
す
る
新
宗
教
の
特
徴
で
あ
り
、
伝

統
仏
教
の
僧
侶
中
心
の
活
動
と
は
異
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

同
時
に
、
創
価
学
会
の
独
自
の
支
援
と
し
て
、
全
国
か
ら
専

門
的
職
業
の
会
員
信
者
が
支
援
に
駆
け
つ
け
た
。
医
師
や
看
護

師
と
い
っ
た
会
員
信
者
に
よ
る
健
康
相
談
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
、
弁

護
士
、
公
認
会
計
士
、
税
理
士
に
よ
る
法
律
相
談
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
等
が
展
開
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
当
然
、
会
員
信
者
の
中
に
も

多
く
の
死
傷
者
が
出
た
。
家
族
を
失
っ
た
者
も
多
い
。
な
ぜ
、

不
条
理
な
苦
難
に
遭
っ
て
し
ま
う
の
か
。
そ
の
解
釈
は
多
様
で
、

語
り
え
な
い
側
面
も
あ
る
。
だ
が
、
会
員
信
者
同
士
が
、
苦
し

み
を
共
有
し
、
共
に
苦
し
む
こ
と
で
、
心
理
的
負
担
が
軽
減
さ

れ
、
前
向
き
に
生
き
る
糧
を
え
る
こ
と
に
な
る
。

　

同
苦
す
る
感
情
の
絆
の
存
在
が
、
震
災
の
形
而
上
学
的
解
釈

の
付
与
に
比
し
て
重
要
な
震
災
復
興
支
援
と
し
て
機
能
し
て
い

た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

５
　
震
災
の
解
釈

　

な
ぜ
、﹁
罪
﹂
の
な
い
者
が
苦
し
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。

震
災
が
、
こ
の
よ
う
な
神
義
論
を
誘
発
さ
せ
る
の
は
自
然
な
こ

と
だ
。
二
〇
一
一
年
四
月
、
ロ
ー
マ
教
皇
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
十
六

世
は
テ
レ
ビ
の
一
般
視
聴
者
か
ら
の
質
問
に
答
え
て
次
の
よ
う
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に
答
え
たさ
。
日
本
の
あ
る
少
女
は
質
問
し
た
。﹁
な
ぜ
子
ど
も
た

ち
が
、
こ
ん
な
に
悲
し
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
か
？
﹂。

教
皇
は
答
え
た
。﹁
答
え
は
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
大
切
な

の
は
神
が
あ
な
た
方
の
そ
ば
に
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
﹂

　

神
義
論
︵
苦
難
の
神
義
論
︶
に
は
、
ユ
ダ
ヤ
・
キ
リ
ス
ト
教
の

神
義
論
の
み
な
ら
ず
、
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
に
典
型
的
な
善
悪
二

元
論
、
イ
ン
ド
思
想
に
典
型
的
な
因
果
応
報
思
想
な
ど
が
あ
る
。

そ
の
中
で
も
、
ユ
ダ
ヤ
・
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
は
様
々
な
ヴ
ァ

リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
る
と
い
う
。
そ
れ
は
大
き
く
分
け
て
、

①
神
は
全
能
で
は
な
か
っ
た
、
②
神
は
全
能
だ
が
、
あ
え
て
介

入
し
な
い
、
③
神
は
介
入
す
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
るし
。

　

だ
が
、
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
人
口
の
約
二
・
五
％
を
占

め
る
に
す
ぎ
な
い
。
大
多
数
の
日
本
国
民
は
、こ
の
種
︵
ユ
ダ
ヤ
・

キ
リ
ス
ト
教
に
典
型
︶
の
神
議
論
へ
の
馴
染
み
は
薄
い
。
日
本
社

会
で
、
神
議
論
を
テ
ー
マ
と
し
た
日
常
的
議
論
や
、
は
た
ま
た

教
条
的
な
議
論
の
応
酬
は
一
般
的
で
な
い
。
す
な
わ
ち
、
全
能

の
神
観
念
や
業
の
論
理
で
、
自
然
災
害
を
形
而
上
学
的
に
説
明

す
る
こ
と
自
体
を
禁
忌
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

　

震
災
直
後
、
日
本
の
首
都
・
東
京
の
都
知
事
で
あ
っ
た
石
原

慎
太
郎
は
、
震
災
を
﹁
天
罰
﹂
だ
と
言
い
放
っ
た
。
こ
れ
を
機

に
、
日
本
人
は
我
欲
を
排
し
、
生
き
方
を
改
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
、
個
人
的
見
解
を
披
露
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ

の
発
言
は
、
被
災
者
に
対
す
る
侮
辱
と
も
解
釈
さ
れ
る
不
適
切

さ
が
非
難
さ
れ
、
彼
は
発
言
の
翌
日
に
撤
回
し
謝
罪
し
た
。
こ

こ
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
日
本
国
民
の
多
く
は
、
震
災
が
な
ん

ら
か
の
﹁
罰
﹂
で
あ
る
と
す
る
解
釈
に
対
し
、
無
意
識
に
拒
否

的
態
度
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、

神
議
論
を
意
図
的
に
拒
否
す
る
文
化
的
背
景
が
あ
る
の
か
も
し

れ
な
い
。
生
き
残
っ
た
被
災
者
や
、
死
者
の
前
で
、
震
災
の
神

議
論
を
す
る
こ
と
自
体
を
自
重
し
、
慎
ん
で
い
る
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。

　

今
回
の
震
災
に
対
し
、
多
く
の
仏
教
者
や
仏
教
団
体
は
神
議

論
を
積
極
的
に
展
開
は
し
な
か
っ
た
。
少
な
く
と
も
被
災
者
の

前
で
、
そ
れ
を
行
う
こ
と
は
な
か
っ
た
。
震
災
は
自
然
現
象
で

あ
る
と
し
、﹁
神
﹂
の
介
入
な
ど
と
い
っ
た
議
論
を
積
極
的
に
し

な
い
。
無
常
と
苦
渋
を
耐
え
忍
ぶ
﹁
構
え
﹂
が
心
の
核
と
し
て

あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
数
多
の
自
然
災
害
を
経
験
し
て
き
た
日

本
国
民
の
特
有
の
思
惟
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
に
も
か
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か
わ
ら
ず
、
災
害
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
死
に
対
す
る
意
味

付
け
を
、
拒
否
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
さ
そ
う
で
あ
る
。

　

近
代
化
以
前
の
日
本
社
会
は
、
自
然
災
害
を
カ
ミ
の
メ
ッ
セ
ー

ジ
と
と
ら
え
、
カ
ミ
の
怒
り
を
鎮
め
る
た
め
に
供
物
を
捧
げ
た
。

し
か
し
、
近
代
化
・
世
俗
化
が
進
展
す
る
こ
と
で
、
カ
ミ
の
実

在
へ
の
信
憑
性
は
揺
ら
ぐ
こ
と
と
な
っ
た
。
人
々
は
、
カ
ミ
に

祈
る
よ
り
も
科
学
を
信
頼
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
こ
の
度
の
震
災
は
、
あ
ま
り
に
も
悲
惨
で
苦
悩
に
満
ち

て
い
る
。
カ
ミ
の
実
在
へ
の
信
憑
性
な
き
時
代
に
、
科
学
に
さ

え
も
裏
切
ら
れ
た
被
災
者
た
ち
は
、
ど
こ
に
向
か
え
ば
よ
い
の

か
。
解
決
策
が
導
き
出
せ
な
い
こ
と
に
、
い
く
ら
失
望
し
て
も

意
味
が
な
い
の
な
ら
ば
、
覚
悟
を
決
め
て
現
実
を
受
け
入
れ
て

い
く
し
か
な
い
。

　

日
本
の
仏
教
者
・
仏
教
団
体
は
、
被
災
者
に
向
か
っ
て
、
神

議
論
や
業
の
論
理
を
積
極
的
・
直
接
的
に
説
く
こ
と
は
し
な

か
っ
た
。
た
だ
、
寄
り
添
い
、
共
感
し
、
共
に
悲
し
ん
だ
。
そ

し
て
、
共
に
前
へ
進
も
う
と
し
た
。
震
災
後
の
精
神
的
支
援
の

実
際
は
、
こ
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

例
え
ば
創
価
学
会
で
は
、
池
田
Ｓ
Ｇ
Ｉ
︵
創
価
学
会
イ
ン
タ
ナ

シ
ョ
ナ
ル
︶
会
長
が
以
下
の
よ
う
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
被
災
者
に

送
っ
た
。﹁﹃
心
の
財た

か
ら
﹄
だ
け
は
絶
対
に
壊
さ
れ
ま
せ
ん
。
／
い

か
な
る
苦
難
も
、
永
遠
に
幸
福
に
な
る
た
め
の
試
練
で
あ
り
ま

す
﹂﹁
生
命
は
永
遠
で
あ
り
、
生
死
を
超
え
て
題
目
で
結
ば
れ
て

い
ま
す
﹂﹁
断
じ
て
負
け
る
な
！
　
勇
気
を
持
て
！
　
希
望
を
持

て
！す
﹂

　

こ
こ
で
は
、
自
然
災
害
を
契
機
と
し
た
﹁
苦
難
の
神
議
論
﹂

が
語
ら
れ
て
い
な
い
。
共
感
し
、
同
苦
す
る
と
い
う
、
傾
聴
と

寄
り
添
い
の
精
神
が
見
て
取
れ
る
。
創
価
学
会
は
、
日
蓮
の
﹁
一

切
衆
生
の
さ
ま
ざ
ま
な
苦
悩
は
、
こ
と
ご
と
く
日
蓮
一
人
の
苦

で
あ
る
﹂︵
現
代
語
訳
︶
と
の
遺
文
を
用
い
て
、
苦
し
み
喘
ぐ
人
々

に
同
苦
し
、
人
々
が
苦
難
か
ら
立
ち
上
が
る
ま
で
励
ま
し
続
け

る
こ
と
を
重
視
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

今
回
の
震
災
で
、
仏
教
者
・
仏
教
団
体
が
行
っ
た
活
動
の
主

要
は
、
精
神
的
に
同
苦
し
、
共
に
死
者
を
悼
み
、
共
に
前
を
向

い
て
生
き
て
い
く
の
だ
と
い
う
精
神
的
サ
ポ
ー
ト
で
あ
っ
た
。

こ
こ
に
は
、
宗
派
間
の
大
き
な
差
異
は
み
ら
れ
な
い
。

　

最
後
に
、日
本
に
お
い
て
一
定
の
読
者
層
を
得
て
い
る
、テ
ー
ラ

ワ
ー
ダ
仏
教
の
ア
ル
ボ
ム
ッ
レ
・
ス
マ
ナ
サ
ー
ラ
︵A

lubom
ulle 
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Sum
anasara

︶
の
見
解
を
紹
介
し
た
い
。
彼
は
日
本
テ
ー
ラ
ワ
ー

ダ
仏
教
協
会
に
お
い
て
、
初
期
仏
教
の
伝
道
と
瞑
想
指
導
を
展

開
す
る
人
物
で
あ
る
。

　

彼
は
、
震
災
が
﹁
天
罰
﹂
で
あ
る
と
の
考
え
を
否
定
し
、
誰

の
せ
い
で
も
な
い
自
然
現
象
で
あ
る
と
捉
え
るせ
。
問
題
は
、
そ

れ
を
苦
と
感
じ
精
神
的
に
落
ち
込
む
の
か
、
冷
静
に
智
者
の
生

き
方
を
す
る
の
か
、
ど
ち
ら
か
で
あ
る
と
い
う
。
震
災
を
業
因

論
に
よ
っ
て
把
握
は
し
な
い
。
む
し
ろ
、
現
象
︵
震
災
︶
に
対
し

て
﹁
苦
﹂
を
感
じ
る
か
ど
う
か
と
い
う
、
主
体
の
側
の
業
因
論

を
展
開
し
、
智
者
と
し
て
い
か
に
生
き
る
か
を
説
い
て
い
る
。

な
お
、
日
本
テ
ー
ラ
ワ
ー
ダ
仏
教
協
会
は
、
震
災
直
後
に
道
場

︵
精
舎
︶
を
避
難
所
と
し
て
開
放
し
、
ま
た
、
被
災
地
域
で
の
炊

き
出
し
や
イ
ベ
ン
ト
支
援
、
図
書
館
へ
の
図
書
支
援
、
義
捐
金

の
拠
出
な
ど
を
積
極
的
に
行
っ
て
い
る
。

　

震
災
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
従
来
の
﹁
苦
難
の
神
義
論
﹂
の

類
型
化
自
体
の
再
考
察
や
、
日
本
の
精
神
的
文
化
的
背
景
、
現

代
社
会
の
合
理
化
の
進
展
︵
そ
の
反
作
用
と
し
て
の
新
し
い
伝
統
主

義
の
台
頭
︶
や
、
社
会
構
造
の
特
異
性
な
ど
を
考
慮
に
入
れ
つ
つ
、

綜
合
的
に
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
本

稿
で
み
た
よ
う
に
、
仏
教
者
・
仏
教
団
体
の
復
興
へ
の
精
神
的

支
援
︵
寄
り
添
い
、
共
に
苦
し
む
︶
は
、﹁
苦
難
の
神
義
論
﹂
そ
れ

自
体
が
概
念
化
さ
れ
る
前
の
、
宗
教
的
感
情
に
対
応
し
た
も
の

だ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。

　

こ
の
よ
う
な
か
た
ち
で
、
仏
教
者
・
仏
教
団
体
の
震
災
支
援

は
、
広
く
受
容
さ
れ
た
と
い
っ
て
も
よ
い
。
さ
ら
に
い
え
ば
、

今
回
の
震
災
支
援
が
、
仏
教
者
・
仏
教
団
体
が
公
共
空
間
で
の

一
定
の
役
割
を
果
た
し
て
ほ
し
い
と
す
る
社
会
的
コ
ン
セ
ン
サ

ス
の
形
成
に
、
寄
与
し
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
世
俗
知

へ
の
不
信
感
も
そ
れ
を
後
押
し
し
て
い
る
。
戦
後
、
日
本
社
会

が
構
成
し
て
き
た
﹁
全
体
社
会
と
宗
教
の
連
関
構
造
﹂
が
変
容

す
る
潮
目
に
来
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

注︵
１
︶﹁
仏
教
系
新
宗
教
﹂
は
、
幕
末
期
︵
安
政
四
年
︶
に
創
設
さ
れ

た
本
門
佛
立
講
を
先
駆
と
み
な
す
の
が
通
説
で
あ
る
。
仏
教
系

新
宗
教
の
み
が
個
へ
の
救
済
を
説
く
と
は
必
ず
し
も
い
え
な
い

が
、
新
た
な
準
拠
枠
組
を
提
供
す
る
機
能
を
果
た
し
た
仏
教
系

新
宗
教
が
、﹁
伝
統
仏
教
﹂
と
比
し
て
個
別
主
義
的
で
あ
っ
た

と
理
念
的
に
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
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︵
２
︶
高
校
進
学
率
は
一
九
六
〇
年
に
は
約
五
八
％
︵
男
女
計
︶
で
あ
っ

た
が
、
二
十
年
後
の
一
九
八
〇
年
に
は
約
九
四
％
に
上
昇
し
て

い
る
。
大
学
進
学
率
も
同
様
に
、
約
一
〇
％
か
ら
約
三
七
％
に

上
昇
し
た
︵
文
部
科
学
省
﹃
学
校
基
本
調
査
﹄
年
次
統
計
よ
り
︶。

︵
３
︶﹃
日
本
経
済
新
聞
﹄
二
〇
一
四
年
三
月
十
五
日
。

︵
４
︶
地
域
祭
礼
や
伝
統
・
芸
能
の
復
興
に
関
し
て
は
、
仏
教
界
と
比

し
て
神
社
神
道
界
の
取
り
組
み
が
際
立
っ
て
い
る
。
仏
教
の
み

な
ら
ず
、
神
社
神
道
、
キ
リ
ス
ト
教
の
復
興
支
援
活
動
に
つ
て

は
、
稲
場
圭
信
・
黒
崎
浩
行
編
著
﹃
震
災
復
興
と
宗
教
﹄
明
石

書
店
、
二
〇
一
三
年
を
参
照
。
ま
た
、
復
興
支
援
の
一
環
で
進

め
ら
れ
て
き
た
神
社
神
道
界
の
地
域
伝
統
芸
能
の
主
な
保
存
事

例
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
文
献
が
ま
と
め
て
い
る
。
日
本
財
団

公
益
チ
ー
ム
﹃
む
す
び
つ
な
ぐ　

伝
統
芸
能
と
復
興
へ
の
軌
跡
﹄

日
本
財
団
、
二
〇
一
三
年
。

︵
５
︶
全
日
本
仏
教
会
は
、
二
〇
一
一
年
三
月
二
十
三
日
に
、
被
災
地

域
並
び
に
近
隣
地
域
の
僧
侶
に
対
し
て
、
読
経
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

の
組
織
結
成
を
促
し
て
い
る
︵
全
日
本
仏
教
会
Ｈ
Ｐ
﹁
二
〇
一

一
年
三
月
三
十
一
日　

ニ
ュ
ー
ス
リ
リ
ー
ス
﹂︶。

︵
６
︶﹃
朝
日
新
聞
﹄
二
〇
一
一
年
四
月
十
六
日
。

︵
７
︶
な
お
、
読
経
ボ
ラ
ン
テ
ィ
に
対
し
行
政
は
、
政
教
分
離
を
理
由

に
、
市
営
霊
園
で
の
慰
霊
の
際
、
宗
教
者
の
読
経
申
入
れ
並
び

に
同
席
を
断
っ
て
い
る
︵﹃
中
外
日
報
﹄
二
〇
一
一
年
四
月
十

九
日
、
並
び
に
﹁
読
経
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
政
教
分
離
の
壁
﹂﹃
Ａ

Ｅ
Ｒ
Ａ
﹄
二
〇
一
一
年
五
月
二
十
三
日
号
︶。

︵
８
︶
具
体
的
な
チ
ャ
リ
テ
ィ
ー
イ
ベ
ン
ト
、
募
金
活
動
に
つ
い
て
は

以
下
の
報
告
書
を
参
照
さ
れ
た
い
。
日
本
仏
教
社
会
福
祉
学

会 

東
日
本
大
震
災
対
応
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
委
員
会
・
淑
徳
大

学 

藤
森
雄
介
研
究
室
編
著
﹃
東
日
本
大
震
災
に
お
け
る
日
本

仏
教
各
宗
派
教
団
の
取
り
組
み
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
│

報
告
書
│
﹄
二
〇
一
五
年
六
月
。

︵
９
︶﹁
行
茶
活
動
︵
行
茶
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
︶﹂
に
つ
い
て
は
、
曹
洞
宗

公
式
サ
イ
ト
を
参
照
。http://w

w
w

.sotozen-net.or.jp

︵
10
︶﹁
潮
﹂
編
集
部
編
﹃
東
日
本
大
震
災
│
創
価
学
会
は
ど
う
動
い

た
か
﹄
潮
出
版
社
、
二
〇
一
一
年
。
聖
教
新
聞
編
集
総
局
編
﹃
負

げ
で
た
ま
っ
か
！　

聖
教
新
聞
東
日
本
大
震
災
報
道
か
ら
﹄
二

〇
一
二
年
、
を
参
照
。

︵
11
︶T

ranscript of papal Q
&

A
 on Italian T

V
, A

pr. 22, 2011. 

　
　

 http://ncronline.org/blogs/ncr-today/transcript-

　
　

 papal-qa-italian-tv

︵
二
〇
一
六
年
十
月
ア
ク
セ
ス
︶。
日
本
語

訳
は
各
紙
報
道
を
参
照
し
た
。

︵
12
︶
ユ
ダ
ヤ
・
キ
リ
ス
ト
教
の
神
義
論
、
そ
の
中
で
も
特
に
現
代
ア

メ
リ
カ
に
お
け
る
神
義
論
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
い
て

は
、
藤
原
聖
子
﹁
大
震
災
は
︿
神
義
論
﹀
を
引
き
起
こ
し
た
か
﹂、

国
際
宗
教
研
究
所
編
﹃
現
代
宗
教
２
０
１
２
﹄
二
〇
一
二
年
、

を
参
照
し
た
。

︵
13
︶﹃
聖
教
新
聞
﹄
二
〇
一
一
年
三
月
十
六
日
。

︵
14
︶
テ
ー
ラ
ワ
ー
ダ
仏
教
並
び
に
ア
ル
ボ
ム
ッ
レ
・
ス
マ
ナ
サ
ー
ラ

の
立
場
性
か
ら
、
震
災
の
解
釈
を
提
示
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、

佐
藤
哲
朗
﹃
日
本
﹁
再
仏
教
化
﹂
宣
言
！
﹄
サ
ン
ガ
、
二
〇
一

四
年
が
あ
り
、
参
照
し
た
。
ま
た
、
ス
マ
ナ
サ
ー
ラ
自
身
の
見
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解
に
つ
い
て
は
、
彼
の
被
災
者
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
参
照
。

http://gotam
i.j-theravada.net/2011/03/post-247.htm

l

︵
二
〇
一
六
年
十
月
ア
ク
セ
ス
︶

︵
お
お
に
し　

か
つ
あ
き
／
東
洋
哲
学
研
究
所
研
究
員
︶


