
東
日
本
大
震
災
か

ら
学
ぶ
も
の
⑶

（
菩
薩
行
と
祈
り
）

東
京
都
あ
き
る
野
市
に

あ
る
「
地
蔵
院
」
の
住
職

は
２
０
１
１
年
４
月
、
若

手
僧
侶
を
中
心
と
す
る
ボ

ラ
ン
テ
イ
ア
グ
ル
ー
プ

「
ス
ジ
ャ
ー
タ
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
」
を
立
ち
上
げ
、
僧

侶
中
間
や
一
般
の
有
志
ら

と
と
も
に
東
日
本
大
震
災

の
被
害
地
支
援
を
続
け
て

い
る
。
２
０
１
３
年
２
月

１
日
の
西
多
摩
新
聞
が
こ

の
活
動
を
掲
載
し
て
い

る
。大

船
渡
市
盛
町
生
ま
れ

の
私
が
、
こ
の
記
事
に
大

き
な
関
心
を
持
っ
た
こ
と

は
い
う
ま
で
も
な
い
。
こ

れ
は
仏
教
の
菩
薩
行
を
行

っ
て
い
る
の
だ
と
考
え
ま

し
た
。
お
釈
迦
さ
ま
が
６

年
も
の
苦
業
の
後
に
菩
提

樹
の
下
で
瞑
想
を
し
て
い

る
時
に
、
一
人
の
娘
の
さ

し
出
し
た
乳
粥
を
頂
い

て
、
悟
り
を
開
い
た
と
さ

れ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
娘

の
名
前
の
「
ス
ジ
ャ
ー

タ
」
か
ら
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

の
名
前
が
つ
け
ら
れ
ま
し

た
。こ

の
釈
迦
と
ス
ジ
ャ
ー

タ
の
話
に
は
、
い
ろ
い
ろ

な
深
い
意
味
が
含
ま
れ
て

お
り
ま
す
が
、
悟
り
へ
の

修
行
に
お
い
て
も
、
苦
業

だ
け
で
は
な
く
、「
中
道
」

や
「
中
庸
」
の
な
か
で
こ

そ
、
も
の
ご
と
の
大
切
な

本
質
的
な
も
の
に
触
れ
る

こ
と
が
出
来
る
と
い
う
教

え
で
す
。「
ス
ジ
ャ
ー
タ
」

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
も
被
災
地

の
復
興
に
地
道
に
関
わ
っ

て
い
く
考
え
の
よ
う
で

す
。東

日
本
大
震
災
は
大
き

な
深
い
傷
跡
を
残
し
ま
し

た
。
震
災
の
１
年
前
の
２

０
１
０
年
に
「
気
仙
三
十

三
観
音
霊
場
巡
礼
　
祈
り

の
道
　
佐
々
木
克
孝
」
が

東
海
新
報
社
か
ら
出
版
さ

れ
ま
し
た
。
そ
の
出
版
本

の
最
後
の
部
分
に
「
三
十

三
観
音
霊
場
巡
礼
随
想
詩

気
仙
巡
礼
短
歌
と
返
歌
ー

歴
史
の
底
流
を
詠
む
ー

梅
内
拓
生
」
が
掲
載
さ
れ

て
い
ま
す
。

「
ス
ジ
ャ
ー
タ
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト
」
か
ら
、
気
仙
地

方
に
は
「
祈
り
」
の
文
化

が
深
く
根
付
い
て
い
る
こ

と
を
思
い
だ
し
ま
し
た
。

「
菩
薩
」
と
「
祈
り
」
の
つ

な
が
り
で
す
。
鹿
踊
り
、

鬼
剣
舞
い
、
七
夕
、
季
節

の
祭
り
、
こ
れ
ら
は
「
祈

り
」
と
つ
な
が
っ
て
い
る

こ
と
に
気
づ
き
ま
し
た
。

２
月
８
日
（
金
）
第
５

面
に
東
日
本
大
震
災
を
詠

ん
だ
句
が
「
東
海
文
芸

み
さ
ご
句
会
　
２
月
旬
会

兼
題
「
早
春
」「
雑
詠
」
に

掲
載
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

大
津
波
訓
（
お
し
え
）
の

こ
し
て
寒
の
古
碑

（
及
川
　
冨
子
）

春
浅
し
復
興
会
議
に
未
来

絵
図

（
田
代
　
光
子
）

早
春
の
記
憶
に
黒
き
津
波

か
な

（
広
野
　
広
）

（
日
本
文
化
の
血
脈
）

弘
法
大
師
空
海
の
教
え

に
「
生
れ
生
れ
生
れ
生
ま

れ
て
生
の
始
め
に
暗
く

死
に
死
に
死
に
死
ん
で
死

の
終
わ
り
に
冥
し
」
が
あ

る
。
空
海
は
四
国
を
始
め

と
し
て
山
中
を
歩
い
て
修

行
し
、
唐
に
渡
っ
て
密
教

を
取
得
し
て
、
密
教
の
体

系
を
築
い
た
。
空
海
の
教

え
は
曼
荼
羅
に
込
め
ら
れ

て
い
る
。

こ
の
曼
荼
羅
を
ど
の
よ

う
に
捉
え
る
か
、
そ
の
捉

え
方
に
よ
り
宇
宙
と
現
世

の
捉
え
方
が
変
わ
っ
て
来

る
。
縄
文
、
蝦
夷
、
ア
イ

ヌ
と
共
通
の
血
脈
を
持
っ

て
い
る
気
仙
に
見
ら
れ
る

忍
耐
力
は
東
日
本
大
震
災

で
の
態
度
と
行
動
か
ら
、

国
内
外
の
人
々
が
既
に
認

め
て
い
る
。
こ
の
忍
耐
力

を
「
菩
薩
行
」
に
ど
う
つ

な
げ
る
か
を
求
め
る
こ
と

が
大
切
で
あ
る
。

東
北
地
方
に
は
山
岳
宗

教
の
歴
史
と
伝
統
が
あ

る
。
奈
良
仏
教
の
流
れ
を

く
む
法
相
宗
の
徳
一
和
尚

が
都
か
ら
会
津
に
移
っ

て
、
東
北
の
山
岳
宗
教
の

風
土
で
、
天
台
宗
の
伝
教

大
師
最
澄
と
の
宗
教
論
争

を
し
た
こ
と
は
東
北
地
方

の
文
化
の
血
脈
を
考
え
る

上
で
重
要
な
こ
と
で
あ

る
。
そ
れ
は
、
草
の
根
の

人
々
の
救
い
を
視
野
に
い

れ
た
宗
教
で
あ
る
こ
と
な

の
で
す
。

気
仙
の
地
方
の
草
の
根

か
ら
も
、
菩
薩
行
に
通
じ

る
も
の
を
立
ち
あ
げ
、
国

内
外
と
手
を
つ
な
が
ね
ば

な
ら
な
い
。
こ
こ
に
、
縄

文
文
化
を
始
め
と
す
る
、

世
界
の
文
化
の
古
層
の
血

脈
に
共
通
す
る
「
魂
と

心
」
が
生
ま
れ
て
来
る
と

思
う
。

（
立
ち
上
が
れ
気
仙
）

盛
小
学
校
昭
和
28
年
卒

業
の
同
級
生
か
ら
、
同
級

会
の
連
絡
が
あ
っ
た
。
仕

事
の
都
合
で
出
席
で
き
な

い
こ
と
は
残
念
で
あ
る

が
、
同
級
生
た
ち
が
、
お

互
い
に
連
絡
し
あ
っ
て
ふ

る
さ
と
の
復
興
へ
の
思
い

を
話
し
合
う
こ
と
を
考
え

る
と
、
ふ
る
さ
と
の
団
結

の
力
が
伝
わ
っ
て
来
て
嬉

し
く
思
っ
た
。

東
京
で
行
わ
れ
た
ふ
る

さ
と
大
使
の
懇
談
会
の
こ

と
は
既
に
梅
下
村
塾
�
に

掲
載
し
た
が
、
ふ
る
さ
と

の
い
ろ
い
ろ
な
グ
ル
ー
プ

が
気
仙
の
復
興
の
た
め
に

力
を
合
わ
せ
て
い
る
姿
に

は
胸
が
熱
い
も
の
が
湧
き

あ
が
っ
て
く
る
。
遠
く
に

住
ん
で
い
る
、
小
学
校
の

同
級
生
の
短
歌
を
読
ん
で

家
族
愛
の
深
さ
に
感
動
し

た
。
同
級
生
と
は
短
歌
を

通
し
て
、
ふ
る
さ
と
を
思

う
気
持
ち
を
孫
子
の
世
代

に
つ
な
げ
よ
う
と
話
し
合

っ
た
。

２
年
前
に
大
船
渡
市
と

気
仙
沼
市
で
開
催
し
た

「
森
と
水
と
命
の
惑
星
」

国
際
学
会
の
前
後
は
、
頻

繁
に
故
郷
を
訪
問
し
た

が
、
こ
の
活
動
が
国
内
外

に
広
が
っ
て
き
て
お
り
、

故
郷
に
足
を
運
ぶ
こ
と
が

少
な
く
な
っ
て
来
て
い

る
。
東
海
新
報
へ
の
記
事

の
掲
載
を
介
し
て
、「
ふ

る
さ
と
気
仙
」
と
つ
な
が

り
を
持
つ
こ
と
が
出
来
る

の
は
こ
こ
ろ
強
い
。

�

「森と水と命の惑星」国際会議
～地域と世界の心と魂を詠む～


