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と
被
災
地
の
復
興
を
祈
願
し
て
い
ま

す
が
、
時
が
経
つ
と
あ
の
大
震
災
の
こ

と
、
原
発
こ
と
、
昔
の
こ
と
の
よ
う
に

忘
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
遠
く
離
れ
て
い

て
も
、「
い
つ
も
思
う
、
思
い
続
け
る
」

こ
と
が
大
切
で
す
。
大
勢
の
人
が
こ
の

震
災
で
犠
牲
と
な
り
ま
し
た
。
小
さ
な

お
子
さ
ん
か
ら
お
年
寄
り
ま
で
、
想
像

を
絶
す
る
恐
怖
が
襲
い
ま
し
た
。
人
が

死
ぬ
と
い
う
こ
と
は
と
て
も
悲
し
い

こ
と
で
は
あ
り
ま
す
が
、
死
ぬ
命
を
か

か
え
て
い
る
か
ら
こ
そ
一
生
懸
命
に

今
を
生
き
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
今
被

災
地
で
は
後
に
残
っ
た
仲
間
が
共
に

手
を
取
り
合
い
、
犠
牲
者
の
思
い
を
受

け
て
復
興
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
一

日
も
早
く
心
安
ら
ぐ
日
々
が
訪
れ
る

よ
う
願
っ
て
い
ま
す
。 

「
諸
行
無
常
」
の
言
葉
ど
お
り
、
全

て
の
こ
と
に
は
始
ま
り
が
あ
り
、
終
わ

り
が
待
っ
て
い
ま
す
。
慌
た
だ
し
い
日

常
の
中
で
過
ご
し
て
い
る
と
終
わ
り

の
こ
と
な
ど
忘
れ
が
ち
で
す
が
、 

「
も
し
今
日
が
人
生
最
後
の
日
だ
と

し
た
ら
、
・・・」 

毎
日
の
生
活
で
何
が
大
切
で
、
何
を
す

べ
き
か
、
よ
く
よ
く
考
え
て
み
ま
し
ょ

う
。 

 

平
成
二
十
五
年
度
年
回
表 

 
[

回
忌] 

 
 

[

没
年] 

一
周
忌     

平
成
二
十
四
年 

三
回
忌     

平
成
二
十
三
年 

七
回
忌     

平
成
十
九
年 

十
三
回
忌   

平
成
十
三
年 

十
七
回
忌   

平
成
九
年 

二
十
三
回
忌 

平
成
三
年 

二
十
七
回
忌 

昭
和
六
十
二
年 

三
十
三
回
忌 

昭
和
五
十
六
年 

五
十
回
忌   

昭
和
三
十
九
年 

百
回
忌     

大
正
三
年 

 

＊
今
年
の
年
回
忌
表
で
す
。
正
当
の

各
家
に
は
昨
年
十
一
月
に
個
々
に
通

知
い
た
し
ま
し
た
。 

＊
日
曜
・
祝
日
の
ご
法
事
の
申
し
込

み
は
お
早
め
に
お
願
い
い
た
し
ま

す
。 

▼
「
周
」
は
「
め
ぐ
る
」
こ
と
を
意
味

す
る
言
葉
で
、
亡
く
な
っ
て
か
ら
ち
ょ

う
ど
一
め
ぐ
り
し
た
翌
年
の
そ
の
日
を

一
周
忌
と
呼
ぶ
。
回
忌
と
は
亡
く
な
ら

れ
た
日
を
最
初
の
忌
日
と
考
え
て
、
三

回
目
の
忌
日
が
「
三
回
忌
」
と
な
る
。

以
降
は
丸
六
年
目
が
七
回
忌
と
な
る
。 

広厳寺の宗旨 曹洞宗（そうとうしゅう） / 開祖 道元禅師 / 本山 福井県永平寺 神奈川県總持寺 

も
し
今
日
が
人
生
最
後
の
日
だ
と
し

た
ら
、
今
日
や
る
予
定
の
こ
と
は
本

当
に
や
り
た
い
だ
ろ
う
か
？ 

 

昨
年
は
Ｍ
ａ
ｃ
／
ｉ
ｐ
ｏ
ｄ
／
ｉ
ｐ

ａ
ｄ
な
ど
の
ヒ
ッ
ト
商
品
を
生
み
出
し

た
ア
ッ
プ
ル
社
の
創
業
者
で
あ
る
ス
テ

ィ
ー
ブ
・
ジ
ョ
ブ
ズ
氏
（,1

1
/1

0
/5

沒

享
年5

6

歳
）
が
一
番
の
話
題
と
な
り
ま

し
た
。 

      

禅
の
信
奉
者
と
し
て
知
ら
れ
、
ジ
ョ

ブ
ズ
氏
が
師
と
仰
い
だ
の
は
曹
洞
宗
の

僧
侶
で
加
茂
市
出
身
の
乙
川
弘
文
師
で

し
た
。
そ
の
言
動
に
は
弘
文
師
か
ら
学

ん
だ
禅
的
思
考
が
随
所
に
現
れ
、
禅
の

影
響
を
強
く
受
け
て
い
ま
し
た
。
こ
の

一
文
は
多
く
の
人
に
感
銘
を
与
え
た
、 

ス
タ
ン
フ
ォ
ー
ド
大
学
卒
業
式
で
の
記

念
講
演
で
の
ス
ピ
ー
チ
の
一
節
で
す
。
仏

教
の
無
常
観
で
あ
り
、
「
今
日
と
い
う
一

日
を
大
切
に
生
き
る
」
そ
の
こ
と
を
実
践

さ
れ
て
き
た
人
で
し
た
。 

曹
洞
宗
の
開
祖
道
元
禅
師
さ
ま
は
、

「
ま
こ
と
に
そ
れ
無
常
を
観
ず
る
と
き

は
、
吾
我
の
心
生
ぜ
ず
、
名
利
の
念
起
こ

ら
ず
。
時
光
の
は
な
は
だ
す
み
や
か
な
る

こ
と
を
恐
怖
す
」
と
お
示
し
で
す
。
仏
教

を
信
ず
る
も
の
お
互
い
一
人
ひ
と
り
も
、

「
限
り
あ
る
尊
い
生
命
、
大
切
な
今
」
を

自
覚
し
て
生
き
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。
こ
の
た
び
の
授
戒
会
は
、「
自

分
の
命
、
生
か
さ
れ
て
い
る
命
」
の
こ
と

を
深
く
考
え
、
教
え
て
い
た
だ
く
こ
と
が

で
き
る
無
上
の
機
会
と
言
え
ま
す
。
ご
縁

を
い
た
だ
け
る
と
有
難
い
と
思
い
ま
す
。 

 

今
年
は
東
日
本
大
震
災
か
ら
ま
る
二

年
、
犠
牲
と
な
ら
れ
た
方
々
の
三
回
忌
を

迎
え
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
復
興
は

未
だ
進
ん
で
お
り
ま
せ
ん
。
毎
日
の

勤
行
で
亡
く
な
ら
れ
た
方
々
の
供
養

と  

 


