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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
I

弔
い
と
宗
教
間
協
力
――
「
弔
い
」
と
震
災
後
の
展
開
に
つ
い
て

内
陸
部
地
震
被
災
地
域
の
牧
師
と
し
て

井　

形　

英　

絵

二
〇
一
一
年
三
月
一
一
日
、
仙
台
市
の
内
陸
部
で
被
災
し
た
。
地
震
被
災
地
で
あ
っ
た
が
、
被
災
当
日
か
ら
会
堂
が
避
難
所
の
役
割
を
担

う
こ
と
に
な
っ
た
。
一
週
間
後
の
一
八
日
、
仙
台
キ
リ
ス
ト
教
連
合
を
中
心
に
情
報
共
有
の
た
め
に
被
災
地
各
地
か
ら
牧
師
や
信
徒
、
国
内

外
の
支
援
団
体
が
仙
台
に
集
ま
っ
た
。
そ
し
て
被
災
支
援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
「
東
北
ヘ
ル
プ（＊
）」が

立
ち
上
が
っ
た
。
以
来
理
事
と
し
て
奉
仕
し

て
い
る
。

教
会
で
避
難
所
的
な
働
き
を
続
け
る
な
か
、
震
災
か
ら
一
〇
日
目
、
九
州
の
先
輩
牧
師
よ
り
「
弔
い
」
の
働
き
を
担
う
よ
う
チ
ャ
レ
ン
ジ

を
受
け
る
。
そ
の
牧
師
は
、
一
九
九
五
年
の
阪
神
・
淡
路
大
震
災
以
後
に
、
あ
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
な
さ
れ
た
「
宗
教
団
体
と
し
て
固
有
の

支
援
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
」
と
の
問
い
か
け
を
心
に
留
め
て
こ
ら
れ
た
。
ま
た
、
そ
の
方
の
知
人
で
自
死
防
止
に
取
り
組
む
方
か
ら
、

弔
い
を
十
分
に
で
き
な
い
と
き
、
遺
族
の
回
復
に
時
間
が
か
か
る
こ
と
も
知
ら
さ
れ
た
。
当
時
、
火
葬
場
が
流
さ
れ
た
地
域
で
は
火
葬
ま
で

一
旦
土
葬
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
況
も
あ
り
、
シ
ー
ツ
一
枚
で
も
持
っ
て
い
き
た
い
思
い
で
あ
っ
た
。

東
北
ヘ
ル
プ
の
事
務
局
を
担
っ
て
お
ら
れ
た
川
上
直
哉
牧
師
に
相
談
し
模
索
が
始
ま
る
。
川
上
牧
師
は
震
災
前
か
ら
宮
城
県
宗
教
法
人
連
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絡
会
や
、
葬
儀
社
の
方
々
も
加
わ
っ
た
「
儀
式
研
修
会
」
な
ど
に
も
関
わ
り
を
持
っ
て
お
ら
れ
、
キ
リ
ス
ト
教
会
が
「
弔
い
」
に
つ
い
て
で

き
る
こ
と
を
探
し
て
行
か
れ
た
。
仙
台
市
に
あ
る
葛
岡
斎
場
（
火
葬
場
・
墓
地
）
で
、
僧
侶
が
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
読
経
を
し
て
い
る
こ
と
を

知
る
。
四
月
の
上
旬
に
は
各
地
か
ら
ご
遺
体
が
運
ば
れ
て
く
る
た
め
、
通
常
一
日
二
〇
体
の
火
葬
が
六
〇
体
に
な
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

時
間
の
短
縮
の
た
め
か
、
火
葬
前
の
儀
式
の
時
間
が
無
く
な
る
予
定
だ
っ
た
が
、
東
北
ヘ
ル
プ
代
表
の
吉
田
隆
牧
師
よ
り
仙
台
市
長
に
儀

式
の
大
切
さ
を
伝
え
、
火
葬
前
の
儀
式
の
時
間
を
必
ず
一
〇
分
取
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
っ
た
。
川
上
牧
師
は
宮
城
県
宗
教
法
人
連
絡
会

と
相
談
し
、
諸
宗
教
協
力
の
も
と
火
葬
場
二
階
の
一
角
に
「
心
の
相
談
室
」
と
い
う
相
談
窓
口
を
用
意
し
た
。
宗
教
者
が
ご
相
談
を
受
け
付

け
、
祈
り
つ
つ
そ
の
場
に
い
る
働
き
が
四
月
一
〇
日
よ
り
始
ま
っ
た
。
医
療
、
心
理
、
法
律
等
の
相
談
も
諸
機
関
に
つ
な
げ
ら
れ
る
よ
う
ワ

ン
ス
ト
ッ
プ
の
窓
口
を
準
備
し
、
そ
の
相
談
の
中
に
「
宗
教
」
を
加
え
た
。
葬
儀
、
ご
遺
骨
、
お
墓
、
そ
し
て
宗
教
的
問
い
か
け
に
対
応
す

る
た
め
で
あ
っ
た
。
日
本
に
お
い
て
火
葬
場
は
公
共
空
間
で
あ
り
、
一
つ
の
宗
教
で
は
関
わ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
公
共
性
を
持
つ
た
め
に

は
宗
教
間
協
力
が
不
可
欠
で
あ
り
、「
心
の
相
談
室
」
は
そ
の
具
体
と
な
っ
た
。

「
心
の
相
談
室
」
で
の
べ
四
日
間
奉
仕
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
が
、
そ
の
な
か
で
最
も
重
要
だ
っ
た
の
は
、
身
元
不
明
者
の
火
葬
時
の
祈
り

で
あ
っ
た
。
ご
遺
族
が
お
ら
れ
る
火
葬
は
夕
方
終
わ
り
、
そ
の
後
、
日
に
よ
っ
て
身
元
不
明
の
ご
遺
体
が
警
察
の
判
断
で
火
葬
場
に
運
ば
れ

て
き
た
。
ご
家
族
が
必
死
に
探
し
て
い
る
非
常
に
デ
リ
ケ
ー
ト
な
時
期
で
も
あ
り
、
実
に
ひ
っ
そ
り
と
運
ば
れ
て
来
る
。
行
政
の
管
轄
で
あ

る
た
め
、
職
員
が
棺
を
釜
ま
で
運
び
、
火
葬
前
の
儀
式
は
な
い
。
弔
う
遺
族
も
い
な
い
。
火
葬
し
て
い
る
と
き
、
通
常
は
扉
の
前
に
故
人
の

写
真
や
名
前
が
あ
る
が
、
身
元
不
明
者
は
た
だ
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
と
数
字
で
表
さ
れ
て
い
る
。
職
員
が
去
っ
て
火
葬
が
始
ま
る
と
、
宗
教
者

は
各
釜
の
前
で
そ
れ
ぞ
れ
の
祈
り
を
さ
さ
げ
た
。
僧
侶
の
読
経
、
神
職
の
祭
詞
、
信
徒
の
読
経
、
そ
し
て
神
父
・
牧
師
の
賛
美
と
祈
り
。
祈

り
の
順
番
を
待
つ
間
、
儀
式
を
さ
さ
げ
る
宗
教
者
の
背
後
で
感
じ
た
こ
と
が
あ
る
。
一
人
一
人
の
宗
教
者
は
無
力
で
あ
っ
た
。
火
葬
に
ふ
さ

れ
る
死
者
の
前
で
、
死
の
現
実
の
前
で
。
し
か
し
、
そ
こ
に
は
祈
り
が
あ
っ
た
。
切
実
な
祈
り
が
。
皆
、
無
力
の
中
に
立
た
せ
ら
れ
な
が
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ら
、
し
か
し
、
祈
り
が
立
ち
上
が
っ
て
い
た
。
私
は
あ
の
無
力
の
中
で
祈
っ
た
祈
り
の
営
み
に
、
宗
教
間
協
力
の
原
点
を
見
、
今
に
至
る
ま

で
折
に
触
れ
て
立
ち
返
っ
て
い
る
。

一
方
、
教
会
の
被
災
支
援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
あ
る
東
北
ヘ
ル
プ
と
し
て
、
宗
派
が
決
ま
っ
て
い
な
い
方
や
経
済
的
に
困
窮
し
て
い
る
方
々

に
仕
え
た
い
と
願
い
、「
弔
い
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
を
立
ち
上
げ
た
。
内
容
は
葬
儀
と
納
骨
堂
の
提
供
で
あ
る
。
費
用
は
司
式
者
の
交
通
費
の

み
で
、
各
地
の
教
会
堂
を
お
借
り
し
、
協
力
し
て
く
だ
さ
る
牧
師
を
派
遣
し
て
葬
儀
を
行
う
。
あ
る
教
会
が
納
骨
堂
の
使
用
を
お
認
め
く
だ

さ
っ
た
。
利
用
者
が
生
活
再
建
し
て
ご
自
身
の
お
墓
を
建
立
で
き
た
ら
移
動
も
で
き
る
。
支
援
団
体
に
ご
協
力
い
た
だ
き
避
難
所
な
ど
に
チ

ラ
シ
を
配
っ
た
が
、
問
い
合
わ
せ
が
二
件
あ
っ
た
の
み
で
こ
の
支
援
が
実
際
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
キ
リ
ス
ト
教
会
の
葬
儀
が

ど
の
よ
う
な
も
の
か
知
ら
れ
て
お
ら
ず
、
津
波
に
襲
わ
れ
た
沿
岸
部
の
八
〇
パ
ー
セ
ン
ト
が
寺
の
檀
家
と
い
う
地
域
性
も
あ
り
、
緊
急
時
に

大
切
な
儀
式
を
依
頼
し
よ
う
と
は
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
と
想
像
す
る
。

さ
て
、
宗
教
間
協
力
の
働
き
で
あ
る
「
心
の
相
談
室
」
は
五
月
に
医
療
者
と
宗
教
学
者
を
加
え
て
枠
組
み
が
広
が
り
、
新
し
い
「
心
の

相
談
室
」
の
働
き
が
始
ま
っ
た
。
出
張
傾
聴
カ
フ
ェ
「
カ
フ
ェ
・
デ
・
モ
ン
ク
」、
電
話
相
談
、
ラ
ジ
オ
番
組
放
送
、
葛
岡
斎
場
で
の
毎
月

一
一
日
の
身
元
不
明
者
の
記
念
会
を
続
け
て
い
る
。
こ
の
宗
教
間
協
力
を
「
平
時
」
に
つ
な
げ
、
宗
教
者
が
公
共
性
を
持
っ
て
社
会
に
仕
え

て
い
く
こ
と
を
願
い
、
二
〇
一
二
年
四
月
よ
り
東
北
大
学
文
学
部
に
寄
付
講
座
「
実
践
宗
教
学
」
が
開
講
さ
れ
、「
臨
床
宗
教
師
（
日
本
型

チ
ャ
プ
レ
ン
）
研
修
」
が
始
ま
っ
た
。
こ
の
講
座
開
設
の
た
め
に
も
国
内
外
か
ら
被
災
支
援
募
金
が
献
げ
ら
れ
、
心
か
ら
感
謝
し
て
い
る
。

日
本
人
に
と
っ
て
「
弔
い
」
は
葬
儀
だ
け
で
は
な
く
、
長
い
時
間
を
包
含
す
る
。
キ
リ
ス
ト
教
会
の
豊
か
さ
は
死
に
至
る
ま
で
寄
り
添

い
、
葬
儀
が
終
わ
る
ま
で
の
共
な
る
歩
み
に
あ
る
。
一
方
、
葬
儀
以
降
に
も
ご
遺
族
に
関
わ
り
、
あ
る
い
は
ご
遺
族
が
死
者
を
記
念
し
「
弔

う
」
場
を
用
意
す
る
こ
と
が
な
か
な
か
で
き
て
い
な
い
。
僧
侶
は
死
者
を
読
経
に
よ
っ
て
成
仏
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
、
死
者
に
直
接
働
き
か

け
ら
れ
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
。
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
で
は
死
者
は
神
の
領
域
で
あ
る
た
め
神
に
委
ね
る
。
以
下
の
こ
と
が
課
題
と
し
て

与
え
ら
れ
て
い
る
。
教
会
は
キ
リ
ス
ト
信
仰
を
持
た
な
い
ご
遺
族
に
ど
の
よ
う
な
慰
め
を
語
り
、
ご
遺
族
の
「
弔
い
」
を
支
え
る
こ
と
が
で
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き
る
だ
ろ
う
か
。
死
者
を
記
念
す
る
と
は
教
会
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
こ
と
な
の
か
。
信
仰
者
で
は
な
い
、
そ
の
ご
家
族
で
も
な
い
、
地
域

の
方
々
の
死
と
葬
儀
を
ど
の
よ
う
に
考
え
関
わ
っ
て
い
く
の
か
。

今
震
災
に
お
い
て
も
教
会
は
「
い
の
ち
」
を
支
え
る
事
と
し
て
人
々
の
物
的
・
精
神
的
必
要
に
応
え
仕
え
て
き
た
し
、
今
に
至
る
ま
で
仕

え
て
い
る
。
同
時
に
被
災
地
に
お
い
て
宗
教
者
・
信
仰
者
が
差
し
出
せ
る
大
き
な
も
の
は
祈
り
で
あ
る
と
思
う
。
二
〇
一
一
年
五
月
に
南
三

陸
町
で
仏
教
者
と
キ
リ
ス
ト
者
が
共
に
「
行
脚
」・
追
悼
巡
礼
を
行
っ
た
。
ま
だ
公
共
の
避
難
所
さ
え
整
っ
て
い
な
い
時
に
、
宗
教
者
が
祈

り
つ
つ
歩
く
道
に
た
く
さ
ん
の
人
た
ち
が
出
て
き
て
手
を
合
わ
せ
て
い
た
そ
う
で
あ
る
。
二
月
に
（
二
〇
一
三
年
）、
現
在
は
臨
床
宗
教
師

研
修
の
中
で
行
っ
て
い
る
石
巻
市
で
の
追
悼
巡
礼
に
私
も
加
え
て
い
た
だ
い
た
。
讃
美
歌
を
歌
い
、
主
の
祈
り
と
聖
書
の
言
葉
を
発
し
な
が

ら
祈
り
つ
つ
歩
か
せ
て
い
た
だ
い
た
。
そ
れ
は
決
し
て
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
で
あ
っ
て
は
い
け
な
い
。
宗
教
者
が
切
実
に
祈
り
な
が
ら
歩
く
。

あ
る
人
は
通
り
に
目
を
や
り
、
あ
る
人
は
手
を
合
わ
せ
た
。
誰
も
見
て
い
な
い
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
思
う
。
宗
教
者
は

人
々
の
祈
り
の
通
路
に
な
る
こ
と
を
許
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
痛
み
を
負
っ
た
方
々
に
と
っ
て
、
自
分
た
ち
を
超
え
た
お
方
、
存
在
に
つ

な
が
る
通
路
に
な
る
こ
と
を
。

〈
質
疑
応
答
〉

今
後
の
活
動
に
つ
な
が
る
質
疑
応
答
が
な
さ
れ
た
が
、
そ
の
中
か
ら
今
後
の
課
題
と
し
て
重
要
と
考
え
る
も
の
を
こ
こ
に
あ
げ
る
。

質
問　
「
臨
床
宗
教
師
」
の
公
共
性
に
つ
い
て
質
問
す
る
。
宗
教
が
公
共
性
が
持
つ
と
い
う
場
合
に
、
あ
る
種
前
提
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
を

あ
ま
り
に
無
批
判
に
と
ら
え
す
ぎ
る
と
、
宗
教
が
公
共
の
名
の
も
と
に
利
用
さ
れ
て
し
ま
う
危
険
性
が
あ
る
。
魂
を
し
ず
め
る
慰
め
を
ど
の

よ
う
な
目
的
で
行
う
の
か
。
靖
国
神
社
の
問
題
と
絡
む
が
、
公
共
性
の
持
つ
危
う
さ
を
認
識
し
、
何
の
た
め
の
公
共
性
で
あ
り
、
何
の
目
的
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で
そ
の
公
共
性
を
学
ん
で
い
く
の
か
吟
味
し
て
使
っ
て
い
く
べ
き
だ
と
思
う
。

答
え　
「
公
共
性
」
に
つ
い
て
も
「
臨
床
宗
教
師
」
に
つ
い
て
も
、
現
場
に
生
き
つ
つ
、
現
在
進
行
形
で
言
葉
を
立
ち
上
げ
て
い
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。
特
に
日
本
と
い
う
土
壌
の
中
で
、
宗
教
的
ケ
ア
が
な
さ
れ
て
い
な
い
公
共
の
場
で
、
宗
教
者
が
ど
う
仕
え
て
い
く
の
か
を
模
索
し

て
い
る
。「
公
共
性
」
に
含
ま
れ
る
危
険
性
に
つ
い
て
も
、
今
後
共
に
議
論
を
展
開
し
て
い
た
だ
け
る
と
あ
り
が
た
い
。

　
　
　
注

＊ 

「
東
北
ヘ
ル
プ
」
の
活
動
に
つ
い
て
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
参
照
い
た
だ
き
た
い
。<http://tohokuhelp.com

/>


