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【
第
二
回
東
日
本
大
震
災
国
際
神
学
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
】

分
科
会
報
告
D

大
震
災
と
心
の
ケ
ア
――
喪
失
と
怒
り
へ
の
ケ
ア

窪　

寺　

俊　

之

最
初
に
窪
寺
か
ら
分
科
会
の
持
ち
方
の
説
明
が
あ
っ
た
。
分
科
会
の
時
間
配
分
は
、
窪
寺
の
話
が
二
五
分
、
質
疑
応
答
が
二
〇
分
。
つ
ま

り
、
こ
の
分
科
会
は
二
部
構
成
に
な
っ
て
お
り
、
こ
の
分
科
会
の
主
役
は
参
加
者
全
員
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
た
め
に
質
疑
応
答
を
大
切
に
し

た
い
旨
、
説
明
が
な
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
窪
寺
の
話
題
提
供
が
あ
っ
た
。

1
．
話
題
提
供

（
1
）
二
〇
一
一
年
三
月
一
一
日
の
午
後
二
時
四
六
分
に
起
き
た
東
日
本
大
震
災
で
一
万
五
八
八
二
人
の
生
命
が
奪
わ
れ
、
今
で
も
ご
遺

体
の
見
つ
か
ら
な
い
方
が
二
六
六
八
人
お
ら
れ
る
。
多
く
の
方
が
大
切
な
ご
家
族
、
財
産
、
仕
事
を
失
っ
た
。
原
発
事
故
と
重
な
っ
て
、
今

で
も
三
一
万
五
一
九
六
人
が
避
難
所
で
の
辛
い
生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
（
二
〇
一
三
年
三
月
一
一
日
現
在
）。
被
災
者
は
先
が
見
え

な
い
生
活
を
送
っ
て
い
る
。「
な
ぜ
、
こ
ん
な
苦
し
み
を
負
う
の
か
」
と
い
う
問
い
が
出
て
い
る
。
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こ
の
よ
う
な
大
災
害
に
よ
っ
て
多
く
の
方
が
、
今
、
①
身
体
的
症
状
（
不
眠
、
食
欲
不
振
、
嘔
吐
、
高
血
圧
、
痛
み
な
ど
）、
②
心
理
的

症
状
（
不
安
、
恐
怖
、
無
力
感
、
虚
無
感
、
記
憶
喪
失
、
イ
ラ
イ
ラ
、
抑
う
つ
、
絶
望
、
怒
り
、
悲
嘆
）、
③
宗
教
的
苦
悩
（
な
ぜ
、
こ
ん

な
苦
し
み
が
私
に
襲
っ
て
き
た
の
か
、
神
は
な
ぜ
こ
ん
な
苦
し
み
を
許
し
て
い
る
の
か
、
死
ん
だ
人
は
今
ど
こ
に
い
る
の
か
）
と
い
っ
た
問

題
に
苦
し
ん
で
い
る
。
今
回
は
、
特
に
「
怒
り
」
を
取
り
上
げ
る
。

（
2
）
怒
り
の
問
題

「
怒
り
」
は
外
部
の
人
と
の
関
係
を
崩
す
こ
と
に
な
る
の
で
、
内
向
的
に
な
り
や
す
い
。
内
向
化
は
、「
怒
り
」
の
隠
蔽
、
歪
曲
、
合
理
化

に
繋
が
り
、
外
部
か
ら
掴
み
に
く
く
な
る
。
そ
の
た
め
に
解
決
を
困
難
に
す
る
。

（
3
）
病
的
「
怒
り
」
と
健
康
な
「
怒
り
」

①
病
的
な
怒
り
（
自
己
破
壊
、
他
人
へ
の
攻
撃
、
自
己
と
の
乖
離
）

②
健
全
な
怒
り
（
力
を
与
え
る
、
自
己
覚
知
、
人
間
的
成
長
）

「
怒
り
」
は
道
徳
的
観
点
か
ら
見
ら
れ
や
す
い
。
そ
の
た
め
に
怒
り
は
発
散
を
押
さ
え
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
心
理
的
健
康
と
い
う
観

点
か
ら
見
る
と
、「
病
的
な
怒
り
」
と
「
健
康
な
怒
り
」
を
見
分
け
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
神
学
的
視
点
と
心
理
学
的
視
点
の

両
方
の
視
点
を
持
つ
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
ま
た
、
病
的
な
怒
り
を
健
康
な
怒
り
に
変
え
る
こ
と
も
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。

（
4
）
怒
り
の
本
体

三
つ
の
要
因
が
あ
る
。
①
正
し
い
こ
と
は
、
相
当
に
報
わ
れ
る
べ
き
と
い
う
観
念
、
②
そ
の
正
し
さ
が
そ
れ
相
当
に
扱
わ
れ
て
い
な
い
と

い
う
感
覚
、
③
自
分
の
「
正
し
さ
」
が
適
切
に
扱
わ
れ
て
い
な
い
と
い
う
感
覚
。
自
分
が
無
視
、
否
定
さ
れ
た
と
い
う
感
情
で
あ
る
。
自
分
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の
存
在
、
い
の
ち
、
人
格
が
適
切
に
扱
わ
れ
た
い
と
の
欲
求
が
あ
る
。

（
5
）
怒
り
の
治
療
方
法

「
病
的
怒
り
」
の
治
療
法
が
あ
る
。
ま
ず
、
①
怒
り
は
感
情
で
あ
る
こ
と
を
理
解
す
る
、
②
傾
聴
し
な
が
ら
、
怒
り
を
十
分
に
聴
き
出
す
、

③
本
人
の
「
正
し
さ
」
を
意
識
化
、
言
語
化
す
る
、
④
本
人
の
「
正
し
さ
」
を
分
析
し
な
が
ら
、
本
人
の
価
値
観
や
人
格
的
問
題
に
触
れ

る
、
⑤
誤
っ
た
観
念
を
修
正
し
な
が
ら
、
本
人
の
人
格
的
問
題
を
開
示
し
、
自
己
の
限
界
と
問
題
に
気
づ
き
、
⑥
新
し
い
自
己
覚
知
に
至

り
、
神
へ
の
意
識
を
持
つ
よ
う
に
援
助
す
る
。

（
6
）
ヨ
ブ
記
に
見
る
成
長
過
程

ヨ
ブ
記
は
、
今
回
の
被
災
者
の
苦
し
み
と
共
通
点
を
多
く
持
っ
て
い
る
。
ヨ
ブ
の
「
あ
な
た
の
こ
と
を
、
耳
に
し
て
は
お
り
ま
し
た
。
し

か
し
今
、
こ
の
目
で
あ
な
た
を
仰
ぎ
見
ま
す
」（
新
共
同
訳
、
四
二
・
五
）
を
味
わ
っ
て
み
よ
う
。
こ
こ
に
は
、
ヨ
ブ
の
成
長
が
記
さ
れ
て

い
る
と
言
え
る
。

（
7
）「
怒
り
」
の
神
学
的
作
業

怒
り
は
、
神
様
か
ら
の
賜
物
、
怒
り
は
神
の
創
造
的
意
味
が
あ
る
。
不
条
理
の
生
（
世
界
）
を
生
き
る
た
め
に
、
神
か
ら
与
え
ら
れ
た
生

命
保
存
の
機
能
を
持
っ
て
い
る
。
怒
り
を
抑
圧
す
る
文
化
的
シ
ス
テ
ム
（
忍
耐
、
我
慢
、
思
い
や
り
）
を
意
識
し
な
が
ら
、
健
康
な
怒
り
へ

と
転
換
し
て
、
神
様
へ
の
信
仰
を
深
め
る
作
業
に
し
た
い
。
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2
．
質
疑
応
答

（
1
）
怒
り
を
ぶ
つ
け
る
こ
と

怒
り
の
積
極
的
意
味
は
わ
か
っ
た
が
、
自
分
自
身
の
中
に
湧
い
て
く
る
怒
り
を
ど
こ
に
ぶ
つ
け
た
ら
い
い
の
か
。
怒
り
を
ぶ
つ
け
ら
れ
る

人
は
、
困
る
の
で
は
な
い
か
。

窪
寺
か
ら
の
応
答
は
以
下
の
よ
う
な
内
容
で
あ
っ
た
。
怒
り
は
、
不
条
理
の
人
生
を
生
き
る
た
め
の
生
命
維
持
の
装
置
（
神
様
か
ら
の
賜

物
）
で
あ
る
。
感
情
を
抑
圧
す
る
こ
と
は
好
ま
し
く
な
い
。
私
た
ち
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
は
、
十
字
架
の
イ
エ
ス
様
に
怒
り
を
聞
い
て
も
ら
う

こ
と
が
で
き
る
。
十
字
架
の
イ
エ
ス
様
は
私
た
ち
の
怒
り
を
受
け
止
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
で
は
な
い
。
イ
エ
ス
様
が
敢
え
て
十
字
架
に

架
か
っ
て
く
だ
さ
っ
た
理
由
の
一
つ
は
、
不
条
理
の
人
生
に
直
面
す
る
私
た
ち
を
孤
独
に
し
な
い
た
め
で
あ
り
、
ご
自
身
が
す
で
に
痛
み
を

負
っ
て
く
だ
さ
っ
た
。
こ
の
十
字
架
は
私
た
ち
の
怒
り
を
受
け
止
め
る
た
め
で
あ
っ
た
。

（
2
）
ヨ
ブ
記
に
記
さ
れ
た
怒
り

二
番
目
の
質
問
は
、
ヨ
ブ
記
に
記
さ
れ
た
怒
り
に
つ
い
て
で
あ
っ
た
。

怒
り
の
発
言
は
望
ま
し
く
な
い
こ
と
と
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
こ
の
理
解
に
つ
い
て
の
意
見
を
聞
き
た
い
。

そ
の
問
い
に
対
し
て
窪
寺
か
ら
ヨ
ブ
記
四
二
章
七
節
を
引
用
し
て
説
明
が
あ
っ
た
。「
わ
た
し
は
お
前
と
お
前
の
二
人
の
友
人
に
対
し
て

怒
っ
て
い
る
。
お
前
た
ち
は
、
わ
た
し
に
つ
い
て
わ
た
し
の
僕
ヨ
ブ
の
よ
う
に
正
し
く
語
ら
な
か
っ
た
か
ら
だ
」
と
あ
る
。
ヨ
ブ
記
に
は
、

ヨ
ブ
の
神
様
へ
の
怒
り
が
書
か
れ
て
い
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
神
様
は
ヨ
ブ
を
誉
め
て
い
る
。
ヨ
ブ
記
は
私
た
ち
に
怒
り
を
表
現
す
る
こ
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と
の
大
切
さ
を
記
し
て
い
る
。

本
音
で
怒
り
を
出
す
こ
と
が
で
き
る
ほ
ど
の
信
頼
関
係
を
持
つ
こ
と
の
大
切
さ
を
教
え
て
い
る
。
私
た
ち
の
い
の
ち
は
、
想
像
外
の
出
来

事
に
出
会
っ
て
悲
鳴
を
あ
げ
、
不
満
や
怒
り
を
発
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
怒
り
を
抑
圧
す
る
と
内
面
化
し
、
ス
ト
レ
ス
と
な
っ
て
自
己

破
壊
を
も
た
ら
す
結
果
と
な
る
。
十
字
架
の
イ
エ
ス
様
は
、
ご
自
分
の
生
命
の
代
わ
り
に
私
た
ち
を
罪
の
苦
悩
か
ら
救
い
出
し
て
く
だ
さ
っ

た
。
イ
エ
ス
様
は
人
間
と
同
じ
身
体
を
と
っ
て
く
だ
さ
り
、
私
た
ち
の
置
か
れ
た
状
況
が
い
か
に
苦
し
い
か
を
ご
存
じ
で
あ
る
か
ら
、
遠
慮

な
く
、
イ
エ
ス
様
の
懐
に
飛
び
込
ん
で
行
く
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
怒
り
を
内
に
た
め
な
い
で
、
イ
エ
ス
様
に
訴
え
る
こ
と

を
許
し
て
い
て
く
だ
さ
る
こ
と
で
あ
る
。
私
た
ち
は
自
分
自
身
か
ら
十
字
架
の
イ
エ
ス
様
の
愛
を
小
さ
く
見
積
も
っ
て
い
な
い
か
。
以
上
の

よ
う
な
応
答
が
あ
っ
て
、
分
科
会
は
終
了
し
た
。

※ 

拙
稿
「
ヨ
ブ
記
に
聴
く
――
被
災
者
の
立
場
か
ら
の
解
釈
の
試
み
」『
聖
学
院
大
学
総
合
研
究
所
紀
要
』
五
二
号
、
一
六
四
―
二
〇
六
頁
を
ご
参

照
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。


