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巻
頭
言　

大
震
災
を
問
う

聖
学
院
大
学
総
合
研
究
所
副
所
長 

阿
久
戸　

光
晴

聖　

学　

院　

大　

学　

学　

長

そ
れ
は
突
然
襲
っ
て
き
た
。
三
月
一
一
日
（
金
）
午
後
二
時
四
六
分
、
震
源
は
三
陸
沖
、
牡
鹿
半
島
の
東
南
東
一
三 

〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
付
近
、
深
さ
二
四
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
九
・
〇
と
い
う
途
方
も
な
い
観
測
史
上
最
大

級
の
地
震
が
東
日
本
を
中
心
に
日
本
全
国
を
震
わ
せ
た
。
南
北
約
四
〇
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
東
西
約
二
〇
〇
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
も
の
断
層
が
破
壊
さ
れ
た
。
直
ち
に
津
波
警
報
が
出
さ
れ
た
が
、
そ
の
三
〜
四
〇
分
後
、
潮
位
三
〜
九
・
三
メ
ー

ト
ル
の
巨
大
津
波
（
未
確
認
目
撃
証
言
に
よ
れ
ば
最
高
約
一
五
メ
ー
ト
ル
）
が
東
北
地
方
の
太
平
洋
側
沿
岸
部
を
中
心

に
襲
っ
て
き
た
。
津
波
は
時
速
約
三
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
と
い
う
自
動
車
並
み
の
速
度
で
遠
浅
の
沿
岸
部
の
広
い
範
囲

を
覆
い
尽
く
し
て
行
っ
た
（
最
大
遡
上
高
は
四
〇
・
五
メ
ー
ト
ル
）。
そ
し
て
と
ど
め
の
来
襲
は
、
翌
日
の
三
月
一
二

日
（
土
）
午
後
三
時
三
六
分
、
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
第
一
号
機
が
津
波
の
被
害
を
受
け
た
後
、
水
素
爆
発
を
起
こ

し
た
。
三
月
一
四
日
（
月
）
に
は
第
三
号
機
の
爆
発
が
続
く
。
こ
の
大
震
災
に
よ
り
、
下
か
ら
地
震
が
、
横
か
ら
津
波

が
、
上
か
ら
放
射
能
禍
が
、
襲
っ
て
く
る
と
い
う
人
間
存
在
の
基
が
震
わ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
死
者
は
す
で
に
数

千
人
に
達
し
、
行
方
不
明
者
を
含
め
る
と
約
二
万
人
に
の
ぼ
る
。
電
気
等
エ
ネ
ル
ギ
ー
資
源
、
衣
食
住
等
に
関
わ
る
生

ky5001巻頭言a.indd   3 11.7.25   2:04:56 PM



�

活
必
需
物
資
、
こ
れ
ら
が
被
災
地
に
お
い
て
絶
対
的
に
不
足
し
て
い
る
。

い
っ
た
い
こ
の
大
震
災
の
正
体
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
私
た
ち
は
こ
の
大
震
災
を
問
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
の
大
震
災

に
つ
な
が
る
過
去
と
の
つ
な
が
り
、
こ
の
大
震
災
が
現
在
私
た
ち
に
与
え
る
意
味
、
そ
し
て
こ
の
大
震
災
に
私
た
ち
が

将
来
に
向
け
て
ど
の
よ
う
に
関
わ
れ
ば
よ
い
か
の
課
題
、
こ
れ
ら
を
問
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
本
紀
要
巻
頭
言
で
は
、
し

ば
ら
く
こ
の
問
い
を
連
続
し
て
追
究
し
て
み
た
い
。

ま
ず
、
今
回
の
大
震
災
直
後
、
某
自
治
体
の
首
長
が
「
こ
の
大
震
災
は
、
我
欲
を
追
求
し
て
き
た
現
代
日
本
人
へ
の

天
罰
で
あ
る
」
と
言
わ
れ
た
（
後
日
一
部
修
正
さ
れ
た
模
様
だ
が
）。
私
た
ち
は
こ
の
よ
う
な
深
刻
な
災
い
と
出
会
う

度
に
、「
因
果
関
係
」
を
考
え
る
傾
向
が
あ
る
。
新
約
聖
書
・
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
九
章
一
〜
三
節
に
よ
れ
ば
、
弟
子
た
ち

が
あ
る
人
を
見
て
、
そ
の
人
が
生
ま
れ
つ
き
目
の
不
自
由
な
の
は
本
人
が
罪
を
犯
し
た
か
ら
か
、
そ
の
両
親
が
罪
を
犯

し
た
か
ら
か
を
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
問
う
。
イ
エ
ス
は
「
本
人
が
罪
を
犯
し
た
か
ら
で
も
両
親
が
罪
を
犯
し
た
か
ら

で
も
な
い
」
と
答
え
、「
た
だ
神
の
み
わ
ざ
が
、
そ
の
人
の
上
に
現
れ
る
た
め
で
あ
る
」
と
言
っ
た
。

そ
も
そ
も
人
間
が
ゆ
え
な
く
苦
難
や
災
難
を
受
け
る
理
由
や
意
味
に
、
古
来
の
哲
学
・
宗
教
は
取
り
組
ん
で
き
た
。

J
・
ボ
ウ
カ
ー
に
よ
れ
ば
、
そ
の
意
味
づ
け
は
お
よ
そ
四
つ
の
類
型
に
分
類
さ
れ
る
と
い
う
（『
苦
難
の
意
味
』、
脇

本
平
也
監
訳
、
教
文
館
、
一
九
八
二
年
）。
第
一
の
類
型
は
、
苦
難
に
忍
従
し
つ
つ
受
容
す
る
も
の
で
あ
る
。
イ
ン
ド

哲
学
を
含
む
東
洋
的
思
索
が
代
表
的
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
第
二
の
類
型
は
、
苦
難
が
生
じ
る
社
会
的
構
造
原
因
に
対
し

て
反
抗
す
る
こ
と
に
意
味
を
見
出
す
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
マ
ル
ク
ス
主
義
が
そ
の
典
型
で
あ
る
と
と
も
に
イ
ス
ラ

ム
の
思
潮
の
一
部
に
も
あ
り
、
こ
の
根
源
に
苦
難
と
構
造
悪
と
の
関
係
を
認
識
す
る
ヘ
ブ
ラ
イ
ズ
ム
が
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
。
第
三
の
類
型
は
、
苦
難
を
因
果
応
報
で
と
ら
え
、
そ
こ
に
は
何
ら
か
の
人
間
側
の
「
罪
責
」
が
起
因
し
て
い
る

と
す
る
。
因
果
応
報
説
は
一
種
の
合
理
化
説
で
あ
り
、
新
約
聖
書
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
あ
る
よ
う
に
「
生
ま
れ
つ
き
の
苦
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難
」
の
よ
う
な
合
理
化
に
な
じ
み
に
く
い
場
合
「
前
世
」
を
仮
説
前
提
す
る
こ
と
が
よ
く
行
わ
れ
る
。
こ
の
因
果
応
報

説
は
、
苦
難
に
耐
え
る
納
得
と
な
る
と
と
も
に
、「
罪
責
」
を
防
ご
う
と
す
る
人
間
の
倫
理
を
引
き
出
す
と
す
る
。
こ

の
因
果
応
報
説
は
、
イ
エ
ス
に
問
う
た
弟
子
た
ち
の
言
動
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
を
含
め
世
界
に
普
遍
的

に
見
出
さ
れ
る
考
え
で
あ
る
。
旧
約
聖
書
で
も
箴
言
や
ヨ
ブ
記
の
「
三
人
の
ヨ
ブ
の
友
人
た
ち
」
の
言
動
を
中
心
に
見

出
さ
れ
る
。
第
四
の
類
型
は
、
苦
難
と
は
人
間
に
と
っ
て
教
育
で
あ
る
と
す
る
考
え
方
で
あ
る
。
苦
難
に
耐
え
る
こ
と

自
体
に
意
味
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
仏
典
や
旧
新
約
聖
書
や
コ
ー
ラ
ン
に
見
出
さ
れ
る
。
旧
約
聖
書
で
は
ヨ
ブ
記
の

「
エ
リ
フ
」
の
言
説
や
伝
道
の
書
、
新
約
聖
書
で
は
ヘ
ブ
ル
書
に
見
出
さ
れ
る
考
え
方
で
あ
る
。
思
想
史
上
、
苦
難
を

考
察
す
る
思
索
が
深
ま
る
時
、
あ
る
い
は
一
段
高
く
登
る
時
に
、
し
ば
し
ば
見
出
さ
れ
る
考
え
方
で
あ
る
。
こ
の
考
え

方
は
、
苦
難
を
受
け
て
い
る
存
在
自
体
が
自
ら
開
眼
し
た
思
索
と
し
て
妥
当
性
が
あ
る
が
、
安
全
な
所
に
い
る
他
者
が

説
明
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
苦
し
む
者
に
さ
ら
に
大
変
な
苦
し
み
を
増
し
加
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら

な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
苦
難
に
関
わ
る
歴
史
的
考
察
か
ら
す
れ
ば
、「
天
罰
」
発
言
が
い
か
に
軽
率
な
ま
で
に
通

俗
的
発
言
で
あ
り
不
適
切
ど
こ
ろ
か
、
被
災
地
の
方
々
の
苦
し
み
を
増
す
も
の
で
あ
っ
た
か
、
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
苦
難
に
対
す
る
姿
勢
は
上
記
の
ど
の
類
型
に
も
当
て
は
ま
ら
な
い
。
そ
れ
は
人

間
の
罪
責
と
苦
難
と
の
因
果
応
報
の
連
鎖
を
断
ち
切
り
、
自
ら
「
ゆ
え
な
く
し
て
」
十
字
架
に
か
か
る
こ
と
で
、
苦
難

に
あ
る
人
々
と
苦
難
を
受
け
る
こ
と
を
共
有
し
、「
新
し
い
『
わ
ざ
』
を
始
め
る
こ
と
」
に
身
を
捧
げ
て
い
く
生
き
方

で
あ
る
。
そ
れ
は
苦
難
を
避
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
と
し
て
受
け
止
め
つ
つ
、
む
し
ろ
苦
難
を
積
極
的
に
受
け
止

め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
し
い
地
平
を
啓
く
こ
と
に
身
を
捧
げ
て
い
く
こ
と
な
の
で
あ
る
。
罪
責
の
存
在
を
認
め
な
い

の
で
は
な
い
。
人
間
の
一
般
的
罪
責
か
ら
生
ず
る
人
間
存
在
へ
の
苦
難
の
関
係
を
否
定
す
る
の
で
も
な
い
。
苦
難
を
受

け
る
人
の
固
有
の
罪
責
と
の
因
果
を
否
定
し
、
む
し
ろ
苦
難
を
受
け
る
こ
と
を
共
有
す
る
こ
と
で
、
人
間
を
罪
責
か
ら
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解
放
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
（
こ
の
点
は
次
号
以
降
の
巻
頭
言
で
さ
ら
に
深
め
た
い
）。

現
在
、
大
震
災
を
受
け
て
い
る
人
々
と
受
け
て
い
な
い
ご
本
人
と
の
「
隔
た
り
」
を
強
調
さ
れ
た
う
え
で
、
な
し
得

る
こ
と
を
探
究
し
呼
び
か
け
ら
れ
る
良
心
的
思
索
者
が
お
ら
れ
る
。
し
か
し
私
た
ち
は
、「
隔
た
り
」
の
自
覚
よ
り
も
、

こ
の
未
曽
有
の
大
震
災
を
と
も
に
「
ゆ
え
な
く
」
共
有
し
、
被
災
地
と
被
災
地
以
外
の
地
の
人
々
の
間
の
共
同
性
を
見

出
し
、
苦
難
そ
の
も
の
を
「
分
か
ち
合
う
」
協
働
性
に
献
身
し
て
い
く
こ
と
が
、
今
ま
さ
に
急
務
で
あ
り
、
問
わ
れ
て

い
る
の
で
は
な
い
か
。
苦
難
の
分
か
ち
合
い
か
ら
、
新
し
い
社
会
形
成
と
い
う
「
み
わ
ざ
」
の
地
平
の
分
か
ち
合
い
の

重
要
性
が
、
大
震
災
に
お
い
て
私
た
ち
へ
示
唆
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

東
日
本
大
震
災
を
問
い
、
そ
の
背
後
に
あ
る
も
の
を
問
お
う
と
す
る
私
た
ち
こ
そ
、
実
は
逆
に
問
わ
れ
て
い
る
。
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