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第
三
八
回
大
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

災
害
と
口
承
文
芸

米	

屋　

陽	

一

東
日
本
大
震
災
（
二
〇
一
一
年
三
月
一
一
日
）
が
発
生
し
て
か
ら
三
年

と
三
か
月
が
過
ぎ
た
。
被
災
地
の
ひ
と
つ
で
あ
る
宮
城
県
仙
台
市
内
の
東

北
大
学
で
、
日
本
口
承
文
芸
学
会
の
大
会
の
開
催
は
意
義
あ
る
こ
と
だ
と

思
う
。
本
学
会
で
は
、「
第
六
二
回
研
究
例
会
／
三
・
一
一　

一
年
後
か
ら
」

「
第
六
四
回
研
究
例
会
／
二
年
目
の
『
三
・
一
一
』
か
ら
『
聴
く
』『
語
る
』

そ
し
て
記
す
：
『
伝
え
る
／
伝
わ
る
』
を
め
ぐ
っ
て
」
な
ど
で
取
り
上
げ

て
き
た
。
今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
テ
ー
マ
「
災
害
と
口
承
文
芸
」
は
、

こ
れ
ま
で
の
研
究
例
会
の
連
続
線
上
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

私
事
で
恐
縮
だ
が
、
そ
の
年
の
八
月
二
一
日
～
二
二
日
、「
み
や
ぎ
民

話
の
会
」
主
催
の
「
第
七
回
み
や
ぎ
民
話
の
学
校
」
が
南
三
陸
町
の
「
ホ

テ
ル
観
洋
」
で
開
か
れ
参
加
し
た
。
そ
の
折
に
津
波
の
被
災
者
六
名
か
ら
、

生
々
し
い
体
験
談
を
涙
し
な
が
ら
聞
く
こ
と
が
で
き
た
。
震
災
後
、
被
災

地
を
早
く
訪
ね
た
い
と
思
い
な
が
ら
も
悶
々
と
悩
み
続
け
、
一
歩
を
踏
み

出
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
体
験
談
の
数
々
は
躊
躇
し
て
い

た
自
身
の
背
中
を
強
く
押
し
て
く
れ
た
。
勇
気
を
も
ら
っ
て
天
災
・
人
災

の
被
災
地
を
聴
き
耳
を
立
て
な
が
ら
歩
き
始
め
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
。

こ
の
間
（
二
〇
一
一
年
～
一
四
年
）
に
、
太
平
洋
沿
岸
部
の
青
森
県
八
戸

市
か
ら
岩
手
県
・
宮
城
県
・
福
島
県
・
茨
城
県
の
ほ
ぼ
全
域
と
千
葉
県
銚
子

市
か
ら
九
十
九
里
浜
ま
で
、
津
波
の
被
災
地
を
見
聞
し
な
が
ら
歩
い
て
き
た
。

『
遠
野
物
語
』（
柳
田
國
男
）
の
序
に
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
「
目
前
の
出
来

事
」「
現
在
の
事
実
」
を
確
か
め
る
旅
だ
っ
た
。
阪
神
淡
路
大
震
災
後
の
被

災
地
を
歩
い
た
こ
と
と
単
純
に
比
較
は
で
き
な
い
が
、
決
定
的
に
異
な
る
こ

と
は
、
目
を
覆
う
よ
う
な
津
波
に
よ
る
甚
大
な
被
災
と
、
隠
さ
れ
て
い
て
未

だ
に
全
容
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
福
島
第
一
原
発
事
故
に
よ
る
放
射
能

汚
染
の
目
に
は
見
え
な
い
事
実
を
突
き
つ
け
ら
れ
た
こ
と
だ
っ
た
。

震
災
後
の
五
月
三
日
、
仙
台
市
の
公
共
施
設
「
せ
ん
だ
い
メ
デ
ィ
ア
テ
ー

ク
」
に
「
3
が
つ
11
に
ち
を
わ
す
れ
な
い
た
め
に
セ
ン
タ
ー
」
が
開
設
さ
れ

た
。
ま
た
、
全
国
に
先
駆
け
て
「
民
話　

声
の
図
書
室
」
も
設
立
さ
れ
た
。

チ
ラ
シ
に
は
、﹇「
民
話　

声
の
図
書
室
」
は
、
み
や
ぎ
民
話
の
会
が
四
十
年

に
わ
た
っ
て
記
録
し
て
き
た
、
宮
城
県
を
中
心
と
す
る
民
話
語
り
の
映
像
・

音
声
を
、
せ
ん
だ
い
メ
デ
ィ
ア
テ
ー
ク
と
協
働
し
、
だ
れ
も
が
活
か
せ
る
共

有
財
産
と
し
て
、
未
来
へ
受
け
渡
し
て
い
こ
う
と
す
る
活
動
で
す
。﹈
と
記

さ
れ
て
い
る
。
民
話
伝
承
の
み
で
は
な
く
、
訪
ね
た
沿
岸
部
の
被
災
前
・
被

災
後
の
比
較
や
被
災
体
験
・
見
聞
を
も
含
め
て
い
る
。
民
話
や
災
害
に
関
わ

る
さ
ま
ざ
ま
な
催
し
物
を
企
画
し
つ
つ
歩
み
始
め
て
い
る
。

最
近
読
ん
だ
『
声
と
文
字
』「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
中
世
⑥
」（
大
黒
俊
二
）

の
「
母
語
の
発
見
」
に
は
、「
人
は
み
な
母
語
を
も
っ
て
い
る
。
外
国
語
を

知
ら
な
い
人
間
は
い
て
も
母
語
を
も
た
な
い
人
間
は
い
な
い
。
…
…
母
語

と
は
人
が
幼
い
頃
か
ら
母
の
口
移
し
や
家
族
と
の
会
話
、
友
人
と
の
交
わ

り
で
自
然
に
身
に
つ
け
て
い
く
言
葉
で
あ
る
。
人
は
意
識
せ
ず
に
母
語
を
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覚
え
、
覚
え
た
こ
と
を
意
識
す
る
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
は
着
慣
れ
た
服
の

よ
う
に
あ
ま
り
に
体
に
な
じ
ん
で
い
る
た
め
着
て
い
る
こ
と
す
ら
忘
れ
て

し
ま
う
よ
う
な
言
葉
で
あ
る
。」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
に
聞
い
て

き
た
各
地
の
災
害
伝
承
や
東
日
本
大
震
災
の
体
験
談
・
見
聞
談
な
ど
は
、

ま
さ
に
母
語
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
今
後
の
口
承
文
芸
研
究
に
何
ら
か
の

参
考
に
な
れ
ば
と
思
い
引
い
て
み
た
。

日
本
列
島
各
地
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
災
害
伝
承
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

地
域
の
人
び
と
は
歴
史
的
事
実
を
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
、
ど
の
よ
う
に

形
を
創
り
、
ど
の
よ
う
に
伝
え
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。

①
「
明
和
の
大
津
波
」（
一
七
七
一
年
）
に
ま
つ
わ
る
話
は
、
沖
縄
県
の

八
重
山
・
宮
古
諸
島
で
「
人
魚
と
津
波
」
な
ど
の
物
語
を
生
み
出
し
、
伝

承
さ
れ
て
き
た
。

②
「
島
原
大
変
肥
後
迷
惑
」（
一
七
九
二
年
）
に
ま
つ
わ
る
話
は
、
昔
話

「
蛇
女
房
」
の
形
を
か
り
て
伝
承
さ
れ
て
き
た
。

③
「
天
明
の
浅
間
焼
け
」（
一
七
八
三
年
）
と
前
後
し
た
「
天
明
の
大
飢

饉
」
に
ま
つ
わ
る
話
は
、
犠
牲
者
が
流
れ
着
い
た
江
戸
川
下
流
域
に
伝
承

さ
れ
て
き
た
。
東
京
都
江
戸
川
区
側
の
川
沿
い
に
は
十
数
か
所
の
供
養
碑

が
あ
る
。
そ
の
ひ
と
つ
は
善
養
寺
境
内
の
供
養
碑
だ
。
当
時
の
村
人
た
ち

が
お
金
を
出
し
合
っ
て
建
立
し
た
も
の
で
、
そ
の
由
来
が
伝
え
ら
れ
て
い

る
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
千
葉
県
市
川
市
と
浦
安
市
の
境
目
あ
た
り
の
川
沿

い
の
「
首
な
し
地
蔵
」（
現
在
は
移
動
）
だ
。
そ
の
由
来
も
同
様
で
あ
る
。

④
「
大
正
六
年
の
大
津
波
」（
一
九
二
一
年
）
に
ま
つ
わ
る
話
は
、
東
京

湾
沿
岸
の
千
葉
県
・
東
京
都
に
伝
承
さ
れ
て
き
た
。
実
際
は
津
波
で
は
な

く
高
潮
だ
そ
う
だ
。
浦
安
市
で
は
、
倒
れ
た
鎮
守
さ
ま
の
松
の
大
木
が
い

つ
の
ま
に
か
元
通
り
に
た
っ
て
し
ま
っ
た
話
、
神
さ
ま
の
声
を
聞
い
た
話
、

木
の
上
に
た
く
さ
ん
の
蛇
が
登
っ
た
話
、
津
波
か
ら
命
を
守
っ
て
く
れ
た

鎮
守
さ
ま
の
話
、妊
婦
が
産
気
づ
き
生
ま
れ
た
子
ど
も
に
「
ツ
ナ
」「
な
み
」

な
ど
と
命
名
し
た
話
な
ど
、
数
多
伝
承
さ
れ
き
た
。

⑤
「
東
日
本
大
震
災
」（
二
〇
一
一
年
）
の
津
波
被
災
地
（
岩
手
県
宮
古

市
）
の
消
防
団
員
か
ら
は
、
生
々
し
い
体
験
談
・
見
聞
談
を
聞
い
て
い
る
。

当
日
、
地
域
に
明
る
い
消
防
団
員
は
住
民
を
高
台
に
避
難
さ
せ
た
。
河
口

の
水
門
を
閉
め
に
行
っ
て
津
波
に
呑
み
込
ま
れ
た
消
防
団
員
も
い
た
。
津

波
が
引
い
た
後
、
生
存
者
の
救
出
、
犠
牲
者
の
発
見
に
奔
走
し
た
。
遺
体

発
見
現
場
で
は
、
ど
の
よ
う
な
姿
で
発
見
さ
れ
た
の
か
、
そ
の
後
も
脳
裏

に
焼
き
つ
い
て
い
る
そ
う
だ
。
そ
の
姿
か
ら
生
と
死
の
狭
間
が
甦
り
、
想

像
（
創
造
）
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。

幼
子
を
ぎ
ゅ
っ
と
抱
き
し
め
た
ま
ま
の
姿
で
発
見
さ
れ
た
老
婆
。
乳
飲

み
子
を
背
負
い
、
幼
子
の
手
を
左
手
で
ぎ
ゅ
っ
と
握
り
締
め
（
幼
子
は
離

れ
た
場
所
で
発
見
）、
右
手
は
木
の
枝
か
何
か
を
握
り
締
め
て
い
る
姿
で
発

見
さ
れ
た
若
い
母
親
。
津
波
か
ら
ど
の
よ
う
に
し
て
逃
げ
、
息
絶
え
た
の

か
。「
死
人
に
口
無
し
」
で
は
あ
る
が
、
生
存
者
は
こ
の
よ
う
な
ひ
と
つ
ひ

と
つ
の
命
を
語
ろ
う
と
し
て
い
る
。
死
者
の
最
期
を
語
る
こ
と
は
冥
福
を

祈
る
こ
と
に
通
じ
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
あ
な
た
は
精
一
杯
生
き

た
ん
だ
よ
、
と
死
者
に
語
り
か
け
て
い
る
の
だ
と
思
う
。

二
〇
一
五
年
は
戦
後
70
年
。
唯
一
地
上
戦
の
あ
っ
た
沖
縄
、
各
地
の
大

空
襲
、
広
島
・
長
崎
の
原
子
爆
弾
炸
裂
、
銃
後
の
暮
ら
し
な
ど
、
戦
争
体

験
談
・
被
爆
体
験
談
の
膨
大
な
記
録
。
今
に
続
く
水
俣
病
・
イ
タ
イ
イ
タ

イ
病
な
ど
の
さ
ま
ざ
ま
な
公
害
の
膨
大
な
記
録
。
阪
神
淡
路
大
震
災
、
東
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日
本
大
震
災
、
広
島
の
土
砂
災
害
、
御
嶽
山
噴
火
の
生
々
し
い
記
録
。
戦

争
体
験
者
・
被
爆
体
験
者
は
近
い
将
来
ゼ
ロ
人
に
な
る
こ
と
は
必
然
だ
。

こ
の
よ
う
な
話
群
（
①
～
⑤
を
含
め
る
）
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
て
考

え
て
い
け
ば
い
い
の
だ
ろ
う
か
。

最
後
に
刺
激
的
な
一
節
を
記
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。「
3
・
11
後
、
さ

ま
ざ
ま
な
分
野
で
記
録
を
残
す
こ
と
の
重
要
性
が
強
調
さ
れ
て
い
る
と
感
じ

る
。
確
か
に
必
要
な
作
業
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
て
生
ま
れ
る
膨
大
な

記
録
も
人
び
と
の
記
憶
に
変
換
さ
れ
な
い
ま
ま
で
は
、
い
ざ
と
い
う
時
、
期

待
さ
れ
る
力
を
発
揮
し
な
い
。」（
伊
藤
和
史
「
記
録
と
記
憶
～
過
去
か
ら
の

メ
ッ
セ
ー
ジ
を
生
か
す
～
」『
本
郷
』
第
112
号
／
二
〇
一
四
年
七
月
）。

わ
た
し
た
ち
は
従
来
の
口
承
文
芸
の
枠
組
み
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
、

災
害
（
天
災
・
人
災
）
伝
承
、
負
の
遺
産
の
継
承
と
い
う
課
題
・
難
題
と
向
き

合
い
関
わ
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
何
が
で

き
る
の
か
を
時
間
を
か
け
て
考
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

＊
本
稿
は
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
当
日
の
挨
拶
・
趣
旨
説
明
で
す
。
そ
の
一
部

を
割
愛
し
た
り
補
足
し
た
り
し
て
ま
と
め
ま
し
た
。

［
参
考
文
献
］

み
や
ぎ
民
話
の
会
編
「
二
〇
一
一・
三・
一
一
大
地
震　

大
津
波
を
語
り
継

ぐ
た
め
に
│
声
な
き
も
の
の
声
を
聴
き　

形
な
き
も
の
の
形
を
刻
む

│
」『
み
や
ぎ
民
話
の
会
叢
書　

第
十
三
集
』
二
〇
一
二
年

日
本
民
話
の
会
編
「
東
日
本
大
震
災
を
語
り
継
ぐ
」『
聴
く
語
る
創
る　

第

二
十
一
号
』
二
〇
一
三
年	

（
よ
ね
や
・
よ
う
い
ち
／
國
學
院
大
學
）

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
／
「
震
災
と
口
承
文
芸
」

3
・
11
後
の
記
録
者
た
ち

│
聞
き
語
る
こ
と
に
即
し
て
│

小	

田	

嶋　

利	

江

１　

伝
承
の
実
在
感
と
記
録
者
た
ち

記
録
者
と
伝
承
者　
二
〇
一
一
年
三
月
十
一
日
の
、
あ
の
大
地
震
大
津
波

以
降
の
被
災
地
で
、
一
人
一
人
の
お
仕
着
せ
で
な
い
言
葉
を
聞
き
取
り
、

そ
れ
を
で
き
る
だ
け
ゆ
が
め
ず
に
記
録
し
よ
う
と
し
た
、
い
く
つ
か
の
記

録
者
の
実
践
の
姿
を
、
本
稿
で
は
考
え
て
み
た
い
。
と
り
わ
け
、
対
面
し

た
聞
き
語
り
の
座
で
や
り
と
り
さ
れ
る
会
話
の
場
に
腰
を
据
え
て
、
被
災

地
の
一
人
一
人
の
あ
り
の
ま
ま
の
暮
ら
し
と
話
を
、
試
行
錯
誤
し
な
が
ら

記
録
し
よ
う
と
し
た
試
み
に
、
こ
こ
で
は
目
を
こ
ら
し
て
み
た
い
。

も
し
そ
う
し
た
場
が
、
新
し
い
言
葉
の
伝
承
の
芽
の
よ
う
な
も
の
を
宿

し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
場
の
姿
を
見
つ
め
記
述
し
続
け
る
こ
と
で
、

こ
れ
か
ら
の
「
話
」
の
発
生
を
垣
間
見
る
幸
運
に
、
あ
る
い
は
め
ぐ
り
あ

え
る
か
も
し
れ
な
い
。
と
は
い
え
、
記
録
者
た
ち
は
、
一
人
の
人
の
言
葉

を
そ
の
人
に
と
っ
て
の
「
あ
っ
た
る
こ
と
」
と
し
て
、
で
き
る
だ
け
「
あ

り
の
ま
ま
に
」
記
し
伝
え
る
こ
と
に
の
み
、
力
を
注
い
で
き
た
。

そ
し
て
、
日
々
揺
れ
動
く
被
災
地
の
状
況
と
人
々
の
内
面
に
お
い
て
は
、


