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談
対

　

一
人
ひ
と
り
の
い
の
ち
に
向
き
合
う
こ
と
の
意
味
を
問
い
直
し
、こ
れ

か
ら
起
こ
る
か
も
し
れ
な
い
災
害
に
目
を
向
け
る
。日
常
の
暮
ら
し
や
地

域
の
環
境
・
文
化
の
中
で
何
を
感
じ
取
り
、伝
え
あ
い
、ど
う
連
携
し
て

ゆ
く
べ
き
な
の
か
。

　

今
回
、
生
活
者
に
と
っ
て
の
減
災
の
意
味
を
考
え
る
た
め
、
大
阪
・
下

寺
町
に
大
蓮
寺
・
應
典
院
住
職
の
秋
田
光
彦
氏
を
お
訪
ね
し
た
。そ
こ
は
、

上
町
台
地
の
西
側
、南
北
１
キ
ロ
以
上
に
わ
た
り
25
カ
寺
が
伽
藍
を
並
べ

る
歴
史
的
な
ま
ち
。寺
院
が
主
体
と
な
っ
て
人
と
地
域
の
つ
な
が
り
を
見

つ
め
直
す
、減
災
へ
の
取
り
組
み
な
ど
に
つ
い
て
お
話
を
う
か
が
っ
た
。

秋 田 光 彦（Mitsuhiko Akita） 
浄土宗大蓮寺・應典院住職、
NPO上町台地からまちを考える会
代表理事

多木 秀 雄（Hideo Taki） 
大阪ガス㈱ 
エネルギー・文化研究所所長

大阪都心の松屋町筋に沿って、25の浄土系寺院が伽藍を並べる
下寺町は350年の歴史をもつ（写真手前の円形の建物が應典院、
写真提供：應典院）
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多
木　

２
０
１
０
年
１
月
17
日
で
、
阪
神
・
淡
路
大
震
災
が
起
こ
っ
て
か
ら
15
年
に
な

り
ま
す
が
、
人
々
の
つ
ら
い
経
験
と
教
訓
を
風
化
さ
せ
る
こ
と
な
く
継
承
さ
れ
て
ゆ

く
こ
と
が
望
ま
れ
ま
す
。
今
回
、
本
誌
で
は
、
暮
ら
し
の
中
か
ら
の
減
災
、
生
活
者
に

と
っ
て
の
減
災
を
考
え
よ
う
と
し
て
い
ま
す
が
、
今
日
は
、
秋
田
さ
ん
た
ち
が
取
り

組
ん
で
お
ら
れ
る
減
災
活
動
の
お
話
と
と
も
に
、
ご
自
身
の
減
災
に
寄
せ
る
お
考
え

な
ど
を
お
う
か
が
い
し
た
い
と
思
い
ま
す
。そ
の
前
に
、こ
こ
應
典
院
は
、大
都
市
の

中
の
い
の
ち
の
拠
点
と
し
て
広
く
知
ら
れ
て
い
る
寺
院
で
す
が
、
そ
れ
を
１
９
９
７

年
に
再
建
さ
れ
る
に
至
る
経
緯
か
ら
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

秋
田　

私
は
出
戻
り
坊
主
な
ん
で
す
。
生
ま
れ
た
寺
を
飛
び
出
し
て
、
東
京
の
大
学
を

出
て
向
こ
う
で
仕
事
を
し
て
お
り
、
30
歳
を
前
に
、
仏
教
と
ま
と
も
に
向
き
合
う
こ

と
を
始
め
ま
し
た
。
し
か
し
、
当
初
は
や
は
り
迷
い
だ
ら
け
で
し
た
。
や
が
て
国
際

協
力
団
体
に
か
か
わ
り
、
ア
ジ
ア
の
仏
教
国
を
め
ぐ
り
ま
し
た
が
、
そ
こ
で
僧
侶
た

ち
が
自
ら
社
会
開
発
、
地
域
開
発
に
あ
た
っ
て
い
る
姿
に
出
会
い
ま
し
た
。
開
発
僧

と
呼
ば
れ
る
人
た
ち
で
、
お
釈
迦
様
の
教
え
を
そ
の
ま
ま
い
た
だ
い
て
い
る
上
座
部

仏
教
の
中
に
、
人
々
を
救
済
す
る
、
地
域
を
つ
な
い
で
い
く
仏
教
が
あ
っ
た
こ
と
に

目
か
ら
う
ろ
こ
が
落
ち
る
思
い
で
し
た
。

多
木　

こ
れ
ま
で
に
見
た
こ
と
の
な
い
僧
侶
の
活
動
に
接
し
、
強
い
衝

撃
を
受
け
ら
れ
た
わ
け
で
す
ね
。

秋
田　

タ
イ
と
か
ス
リ
ラ
ン
カ
で
は
伽
藍
仏
教
と
し
て
、
一
つ
の
寺
に

何
百
人
と
い
う
お
坊
さ
ん
が
い
る
。
し
か
し
開
発
僧
は
、
そ
う
い
う
所

属
を
す
べ
て
捨
て
、
鋤
と
鍬
を
持
っ
て
田
畑
を
耕
す
と
こ
ろ
か
ら
始

め
る
わ
け
で
す
。
信
者
が
集
ま
り
浄
財
が
寄
せ
ら
れ
て
簡
素
な
庵

が
建
て
ら
れ
る
。
ま
さ
に
日
本
中
世
の
聖
の
よ
う
な
暮
ら
し
ぶ
り
。
そ

こ
で
、
僧
侶
と
い
う
の
は
一
人
称
だ
と
い
う
こ
と
に
改
め
て
気
が
つ

き
ま
し
た
。
日
本
の
仏
教
は
ど
こ
に
い
っ
て
も
、
ど
こ
の
宗
派
で
、
ど

こ
の
教
団
で
と
、「
私
」と
い
う
固
有
の
も
の
に
た
く
さ
ん
の
フ
ィ
ル

タ
ー
が
か
か
っ
て
い
る
。
一
方
、
開
発
僧
た
ち
は
単
独
者
で
生
き
て
い

る
。
そ
の
高
潔
さ
に
非
常
に
感
銘
を
受
け
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
帰
国
し

た
当
時
は
、
ま
だ
バ
ブ
ル
の
残
り
火
の
時
代
で
、
特
に
都
市
部
で
横
行
し
た
の
が
寺

の
地
上
げ
で
し
た
。
こ
の
界
隈
は
風
致
地
区
で
す
が
、
そ
こ
か
ら
外
れ
て
い
る
あ
た

り
は
、
所
々
で
お
寺
の
土
地
が
売
ら
れ
、
高
層
建
築
が
建
て
ら
れ
た
。
３
５
０
年
の

歴
史
を
持
つ
地
域
に
残
さ
れ
て
い
た
歴
史
的
事
物
が
、
そ
こ
か
ら
目
を
逸
ら
し
た

瞬
間
に
か
き
消
さ
れ
て
ゆ
く
現
実
を
目
に
し
た
そ
の
時
、
寺
は
そ
こ
に
あ
る
だ
け

で
は
寺
で
は
な
く
、
な
ぜ
そ
の
場
に
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
か
と
い
う
、
そ
の
存
在

理
由
が
問
わ
れ
て
い
る
と
感
じ
ま
し
た
。
そ
の
答
え
を
求
め
、
失
わ
れ
て
い
た
應
典

院
を
再
建
し
よ
う
と
設
計
を
始
め
て
い
た
時
に
、
阪
神
・
淡
路
大
震
災
が
起
こ
っ
た

の
で
す
。

多
木　

阪
神
・
淡
路
大
震
災
と
そ
の
後
の
復
旧
・
復
興
過
程
は
、
被
災
さ
れ
た
方
々
だ

け
で
な
く
、
日
本
社
会
全
体
に
貴
重
な
教
訓
を
も
た
ら
し
ま
し
た
。
全
国
か
ら
多
く

の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
駆
け
つ
け
ま
し
た
。
こ
の
と
き
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
活
躍
が
そ

の
後
の
わ
が
国
で
の
災
害
時
の
支
援
活
動
に
影
響
を
与
え
ま
し
た
ね
。

秋
田　

ア
ジ
ア
を
め
ぐ
っ
て
い
た
時
の
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
仲
間
が
、
大
蓮
寺
に
拠
点
を
つ
く
り

現
地
の
支
援
活
動
を
始
め
ま
し
た
。
私
自
身
も
現
地
の
避
難
所
に
入
り
ま
し
た
が
、

行
っ
て
す
ぐ
に
、「
あ
な
た
に
は
、
い
っ
た
い
何
が
で
き
る
の
か
？
」と
問
わ
れ
た
の

で
す
。
当
時
、
こ
こ
ろ
の
ケ
ア
に
つ
い
て
は
、Ｐ
Ｔ
Ｓ
Ｄ（
心
的
外
傷
後
ス
ト
レ
ス
障

害
）な
ど
と
言
わ
れ
て
、た
く
さ
ん
の
癒
し
手
た
ち
が
や
っ
て
き
た
。そ
の
人
た
ち
に
、

「
あ
な
た
は
、
お
坊
さ
ん
な
ら
、
人
を
救
う
の
が
仕
事
で
し
ょ
う
」と
。
こ
れ
に
は
非

常
な
衝
撃
を
受
け
ま
し
た
。
宗
教
家
と
し
て
自
分
に
何
が
で
き
る
の

だ
ろ
う
か
。
救
う
と
か
、
そ
う
軽
々
し
く
語
っ
て
き
た
こ
と
へ
の
お
こ

が
ま
し
さ
、
至
ら
な
さ
も
感
じ
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。「
僧
侶
と
は
何
か
。

お
寺
と
は
何
を
す
る
場
所
な
の
か
」と
い
う
こ
と
を
指
弾
さ
れ
、
揺
さ

ぶ
ら
れ
ま
し
た
。

多
木　

そ
の
と
き
の
大
き
な
衝
撃
が
そ
の
後
の「
防
災
・
減
災
」へ
の
取

り
組
み
を
は
じ
め
と
す
る
、
秋
田
さ
ん
の
地
域
の
拠
点
と
し
て
の
活

動
を
考
え
る
契
機
と
な
っ
た
わ
け
で
す
ね
。

秋
田　

当
時
、
仏
教
者
た
ち
の
支
援
活
動
は
活
発
で
し
た
。
活
動
の
初
期

は
同
じ
宗
派
の
僧
侶
で
集
ま
っ
て
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
２
月
、３

月
に
な
り
、
生
活
再
建
の
た
め
の
支
援
が
主
に
な
っ
て
き
た
頃
、
頭
に

タ
オ
ル
を
巻
い
て
ガ
ウ
ン
を
着
た
、
よ
く
知
っ
て
い
る
お
坊
さ
ん
が

應典院の窓外には墓と上町台地西縁の緑が広がる
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大
学
生
と
一
緒
に
炊
き
出
し
を
し
て
い
る
の
を
見
ま
し
た
。
子
ど
も

会
の
人
と
一
緒
に
人
形
劇
の
慰
問
公
演
を
す
る
人
、
お
風
呂
で
ひ
と

り
身
体
洗
い
を
し
て
い
た
人
も
い
ま
し
た
。お
坊
さ
ん
た
ち
が
、宗
派
、

特
定
の
セ
ク
ト
を
外
れ
て
単
独
者
と
し
て
市
民
と
対
等
に
協
働
し
は

じ
め
た
場
面
を
目
の
当
た
り
に
し
ま
し
た
。
そ
の
時
、
宗
教
家
が
市
民

と
と
も
に
あ
る
と
い
う
こ
と
に
、
初
め
て
可
能
性
を
感
じ
た
の
で
す
。

多
木　

秋
田
さ
ん
と
同
様
、
宗
教
家
の
方
々
が
、
阪
神
・
淡
路
大
震
災
の

際
に
現
場
に
行
き
、
結
構
悩
み
や
戸
惑
い
を
覚
え
ら
れ
た
よ
う
で
す

ね
。
こ
れ
ま
で
宗
派
と
か
、
教
団
と
し
て
行
動
さ
れ
て
き
て
お
り
、
そ

こ
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
い
き
な
り「
個
人
に
な
る
」こ
と
は
難
し
か
っ

た
で
し
ょ
う
ね
。

秋
田　

実
際
、
宗
教
的
な
言
説
が
被
災
地
で
は
何
も
通
用
し
な
か
っ
た
。

そ
の
時
、
実
は
言
葉
以
上
に
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
人
と
人
と
の
関
係
性
で
は
な

い
か
と
い
う
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
ま
し
た
。
理
性
的
・
論
理
的
な
も
の
に
被
わ
れ
て

私
た
ち
が
失
っ
て
き
た
、
身
体
性
や
皮
膚
感
覚
な
ど
に
よ
っ
て
感
じ
合
う
と
い
う
よ

う
な
、
相
互
の
関
係
性
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
。

多
木　

私
た
ち
は
直
接
感
覚
を
働
か
せ
る
皮
膚
の
上
を
理
性
等
の
厚
着
で
被
っ
て
生
き

て
お
り
、
そ
の
た
め
に
皮
膚
感
覚
で
そ
の
場
の
状
況
を
感
じ
取
り
に
く
く
な
っ
て
い

る
。
現
地
で
は
す
べ
て
厚
着
を
脱
ぎ
捨
て
、
訴
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
皮
膚
で
直
接

感
じ
取
る
必
要
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

秋
田　

自
ら
を
定
義
す
る
も
の
を
捨
て
て
い
る
わ
け
で
す
し
、
批
判
も
さ
れ
、
葛
藤
も

あ
り
ま
し
た
。
そ
の
と
き
、「
僧
侶
と
い
う
の
は
悩
ま
な
き
ゃ
い
け
な
い
ん
だ
。
悩
む

の
が
仕
事
な
の
だ
」と
思
っ
た
ん
で
す
。

多
木　

震
災
の
現
場
で
同
じ
よ
う
な
悩
み
、
戸
惑
い
を
さ
れ
た
方
々
は
何
人
も
お
ら
れ

た
か
と
思
い
ま
す
が
、
秋
田
さ
ん
は
そ
こ
で
の
強
い
衝
撃
、
気
づ
き
を
應
典
院
の
再

建
に
つ
な
い
で
い
か
れ
た
。

秋
田　

Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
人
た
ち
と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
、
す
ご
く
通
底
す
る
も
の
を
感
じ

ま
し
た
。
救
済
と
か
支
援
、
援
助
は
、
こ
れ
ま
で
社
会
福
祉
や
医
療
の
分
野
の
中
で

括
ら
れ
て
い
て
、
市
民
は
お
任
せ
す
る
と
い
う
か
た
ち
に
な
り
が
ち
で
す
。
し
か
し
、

あ
の
震
災
の
現
場
で
は
、
初
め
て
市
民
が
互
い
に
力
を
出
し
合
う
、
お
金
も
時
間
も

提
供
し
、互
い
に
人
々
の
支
え
手
に
な
ろ
う
と
い
う
行
動
が
大
規
模
に
成
り
立
っ
た
。

多
木　

数
多
く
の
尊
い
い
の
ち
が
犠
牲
と
な
っ
た
現
場
に
向
き
合
い
、

そ
の
い
の
ち
が
何
か
を
強
く
訴
え
て
い
る
と
感
じ
ら
れ
た
の
で
し
ょ

う
か
。

秋
田　

あ
の
時
な
ぜ
、
あ
の
方
た
ち
が
亡
く
な
っ
て
、
私
が
今
こ
こ
に

生
き
残
っ
て
い
る
の
か
。
私
た
ち
を
も
う
一
度
、
人
は
支
え
合
っ
て
生

き
る
の
だ
と
い
う
と
こ
ろ
へ
と
揺
り
戻
し
て
い
っ
た
の
は
、
無
辜
の

い
の
ち
か
ら
の
問
い
か
け
で
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
私
自
身
こ

の
震
災
を
機
に
ず
い
ぶ
ん
変
わ
り
ま
し
た
が
、
日
本
の
社
会
、
地
域
の

災
害
時
の
取
り
組
み
方
を
大
き
く
転
換
さ
せ
た
の
が
95
年
だ
っ
た
よ

う
に
思
い
ま
す
。

多
木　

い
ろ
い
ろ
な
再
建
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
考
え
ら
れ
て
い
た
應
典
院
は
、
秋
田
さ
ん
の

阪
神
・
淡
路
大
震
災
で
の
原
体
験
も
加
え
ら
れ
て
97
年
に
再
建
さ
れ
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。
應
典
院
は
檀
家
さ
ん
を
持
た
ず
、
お
葬
式
を
し
な
い
と
宣
言
さ
れ
、
一
方
で
、

若
い
人
た
ち
中
心
に
、
数
多
く
の
人
が
集
ま
る
地
域
の
拠
点
に
し
よ
う
と
さ
れ
た
の

で
す
ね
。

秋
田　

震
災
の
経
験
に
よ
り
、
当
初
の
設
計
計
画
か
ら
は
っ
き
り
変
わ
っ
た
の
は
、
こ

こ
を
市
民
活
動
の
拠
点
に
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
私
は
、Ｎ
Ｐ
Ｏ
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を

取
り
入
れ
て
お
寺
を
運
営
し
よ
う
と
考
え
ま
し
た
。

多
木　
「
寺
と
は
ど
う
い
う
存
在
か
」と
い
う
こ
と
を
市
民
と
の
関
係
の
あ
り
方
か
ら

問
い
直
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
ま
た
、
こ
の
應
典
院
で
は
演
劇
公
演
や

現
代
美
術
の
展
覧
会
等
も
行
わ
れ
、
若
い
人
た
ち
が
た
く
さ
ん
集
ま
る
場
と
な
っ
て

い
ま
す
が
、
そ
の
よ
う
な
人
た
ち
に
も
人
の
い
の
ち
に
つ
い
て
語
り
か
け
ら
れ
る
の

で
し
ょ
う
か
。

秋
田　

今
、
年
間
３
万
人
く
ら
い
の
若
い
人
た
ち
が
お
寺
に
通
っ
て
く
れ
て
い
ま
す
。

た
だ
彼
ら
は
最
初
か
ら
應
典
院
を
寺
だ
と
思
っ
て
来
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で

す
。
来
て
み
る
と
、
１
階
に
観
音
さ
ん
が
い
ら
っ
し
ゃ
り
、
２
階
に
上
が
る
と
お
墓

が
見
え
、
本
堂
ホ
ー
ル
に
は
ご
本
尊
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
。
そ
こ
で
お
寺
だ
と
わ
か
る

む  

こ

應典院本堂は、音響・照明施設を備えたホールとしても活用される
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の
で
す
。
で
も
、
ご
本
尊
を
指
差
し
て
、「
あ
の
人
形
は
な
ん
で
す
か
？
」と
言
わ
れ

た
こ
と
も
あ
り
ま
す
よ（
笑
）。
ま
た
、
私
の
こ
と
を「
支
配
人
」と
言
っ
た
若
者
も
い

ま
す（
笑
）。

多
木　

来
ら
れ
た
方
々
は
、
お
寺
で
ア
ー
ト
や
芝
居
な
ん
て
、
び
っ
く
り
さ
れ
る
で

し
ょ
う
。

秋
田　

年
間
40
以
上
、
ほ
ぼ
毎
週
末
演
劇
公
演
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
と
く
に
初
日
の

仕
込
み
は
に
ぎ
や
か
で
、
役
者
や
ス
タ
ッ
フ
が
続
々
集
ま
っ
て
く
る
。
舞
台
装
置
や

器
材
を
満
載
し
た
ト
ラ
ッ
ク
が
横
付
け
に
な
る
。
さ
あ
、
こ
れ
か
ら
祭
り
だ
と
い
う

朝
一
番
に
、
ま
ず
本
堂
ホ
ー
ル
に
全
員
集
ま
っ
て
も
ら
い
、
そ
こ
で
住
職
か
ら
お
話

を
し
ま
す
。
私
は
ま
ず
こ
の
寺
の
成
り
立
ち
を
説
明
し
て
、
次
い
で「
か
つ
て
寺
は
開

か
れ
た
公
共
空
間
で
あ
り
、
人
々
は
芸
能
や
芸
術
を
通
じ
て
願
い
を
傾
け
た
と
こ
ろ

で
あ
る
」と
話
し
ま
す
。「
應
典
院
は
そ
の
思
い
を
継
承
す
る
、
日
本
で
た
だ
一
ヵ
寺

の
お
寺
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
み
な
さ
ん
の
若
い
才
能
を
も
っ
て
こ
こ
に

新
し
い
水
を
注
い
で
ほ
し
い
」と
伝
え
ま
す
。
最
後
は
、
ご
本
尊
に
向

き
合
い
、
公
演
の
安
全
と
成
功
に
、
み
ん
な
で
願
い
を
傾
け
る
。
そ
う

い
う
小
さ
な
儀
式
を
、
何
百
回
と
勤
め
て
き
ま
し
た
。

多
木　
「
願
い
を
と
も
に
傾
け
ま
し
ょ
う
」と
言
う
と
、
若
い
人
た
ち
の

反
応
は
ど
う
で
す
か
。

秋
田　

と
て
も
真
摯
に
聴
い
て
く
れ
ま
す
。
仏
教
は
祈
り
と
い
う
よ
り
、

願
い
だ
と
思
い
ま
す
。
絶
対
の
神
に
何
も
か
も
預
け
て
し
ま
う
の
で
は

な
く
て
、
仏
と
向
き
合
い
、
そ
こ
で
育
ま
れ
る
関
係
性
に
お
い
て
救
わ

れ
て
い
く
と
い
う
考
え
方
で
す
。
主
体
は
私
な
の
で
す
。
公
演
前
の
さ

さ
や
か
な
儀
式
で
す
が
、
み
な
と
同
じ
方
向
を
向
い
て
、
と
も
に
願
い

を
傾
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
体
ご
と
共
感
す
る
何
か
が
生
ま
れ
ま
す
。

應
典
院
が
寺
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
自
覚
す
る
時
で
す
。

多
木　

さ
き
ほ
ど
山
内
を
ご
案
内
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、ホ
ー
ル
に
た
た

ず
み
、お
墓
に
対
面
し
て
い
る
と
、何
か
見
え
な
い
も
の
と
の
対
話
が
で

き
そ
う
な
気
が
し
ま
す
ね
。
日
々
の
暮
ら
し
に
追
わ
れ
、
忙
し
く
過
ご

し
て
い
る
と
見
過
ご
し
て
し
ま
い
ま
す
が
、静
か
に
考
え
る
、見
え
な
い

も
の
と
対
話
す
る
と
い
う
時
間
が
、
少
な
過
ぎ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

秋
田　

ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
、
お
寺
と
か
神
社
の
一
番
の
社
会
的
役
割
と
い

う
の
は
そ
れ
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
よ
く
掃
き
清
め
ら
れ
、
整
え
ら
れ
、
中
心
に
な

る
も
の
が
あ
る
。
私
も
、
実
は
こ
の
お
寺
は
何
も
や
っ
て
い
な
い
時
の
方
が
素
顔
だ

と
思
い
ま
す
。
何
も
な
い
、
が
ら
ん
ど
う
の
状
態
の
時
に
、
ふ
と
見
え
て
く
る
風
景
の

立
ち
上
が
り
と
か
、
ご
本
尊
の
神
々
し
い
お
姿
と
か
、
そ
う
い
う
感
覚
を
、
あ
る
意
味

で
錬
磨
し
て
い
く
た
め
に
何
か
を
積
み
重
ね
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

多
木　

上
町
台
地
は
、
有
数
の
規
模
の
都
市
型
断
層「
上
町
断
層
」に
並
行
す
る
位
置
に

あ
り
ま
す
が
、
秋
田
さ
ん
は
付
近
の
お
寺
に
呼
び
か
け
ら
れ
、
減
災
に
つ
い
て
学
ん

で
い
こ
う
と
い
う
取
り
組
み
を
さ
れ
て
い
ま
す
ね
。
08
年
11
月
に
は
、「
防
災
て
ら
ま

ち
ウ
ォ
ー
ク
」と
い
う
イ
ベ
ン
ト
も
実
施
さ
れ
ま
し
た
。

秋
田　

阪
神
・
淡
路
大
震
災
の
時
、
寺
の
役
割
を
考
え
る
間
も
な
く
、
神

戸
の
お
寺
は
大
半
が
壊
滅
状
態
で
し
た
。
辛
う
じ
て
生
き
残
っ
た
寺

は
、
避
難
所
に
な
り
、
ご
遺
体
の
安
置
所
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ

か
ら
今
度
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
拠
点
に
な
り
ま
し
た
。

多
木　

上
町
台
地
に
も
寺
院
が
た
く
さ
ん
並
ん
で
い
ま
す
。
地
震
が
発

生
し
た
時
に
は
そ
れ
ら
寺
院
は
何
が
で
き
る
の
か
、
何
を
し
て
ゆ
く

べ
き
か
を
考
え
ら
れ
た
の
で
す
ね
。

秋
田　

上
町
断
層
が
動
き
、
直
下
型
の
地
震
が
き
た
ら
、
寺
は
壊
滅
し
、

で
き
る
こ
と
は
何
も
な
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
寺
側
も
本
堂
の
消
火

訓
練
は
し
た
こ
と
が
あ
る
も
の
の
、
以
前
は
、「
地
震
が
来
た
ら
、
し
よ

う
が
な
い
」と
い
う
話
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。「
防
災
て
ら
ま
ち
ウ
ォ

ー
ク
」は
、
そ
こ
へ
私
が
か
な
り
強
引
に
課
題
を
投
げ
か
け
た
面
も
あ

り
ま
し
た
。
初
め
は
僧
侶
た
ち
や
外
の
協
力
者
た
ち
も
、「
な
ん
で
お

寺
が
」と
い
う
雰
囲
気
で
し
た
。
そ
れ
が
半
年
近
く
準
備
を
重
ね
て
い

く
う
ち
、「
だ
か
ら
お
寺
だ
」と
納
得
し
て
ゆ
き
ま
し
た
。
そ
の
キ
ー
ワ

ー
ド
が「
減
災
」と
い
う
言
葉
だ
っ
た
の
で
す
。

多
木　
「
防
災
」で
は
な
く
、「
減
災
」と
い
う
言
葉
が
接
点
を
生
み
出
し

た
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
本
当
は「
減
災
て
ら
ま
ち
ウ
ォ
ー
ク
」だ
っ

た
の
で
す
ね
。

下寺町の僧侶たちが企画した「防災てらまちウォーク」（2008年11月）にて
会場の寺院と寺院の間を移動する参加者（写真提供：應典院）
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秋
田　

今
も
井
戸
が
あ
る
お
寺
で
は
、
実
際
に
見
学
し
、
水
を
汲
み
、
水
質

を
調
べ
、
ま
た
そ
の
水
を
使
っ
た
バ
ケ
ツ
リ
レ
ー
な
ど
も
体
験
し
ま
し

た
。
あ
る
い
は
非
常
食
を
つ
く
っ
て
食
べ
、
あ
る
お
寺
で
は
、
お
堂
を
避

難
所
に
見
立
て
て
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
し
、
真
っ
暗
な
場
所
で
、
顔
を

知
ら
な
い
者
同
士
が「
さ
あ
ど
う
し
よ
う
か
」と
い
う
ロ
ー
ル
プ
レ
イ
を

す
る
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
独
自
性
の
あ
る
内
容
を
企
画
し
て
実
施
し
ま
し

た
。
ゲ
ス
ト
を
招
い
て
の
ト
ー
ク
や
法
話
、
詩
の
朗
読
な
ど
も
行
わ
れ
、

多
彩
な
内
容
で
し
た
。

多
木　

一
般
的
な
マ
ニ
ュ
ア
ル
で
は
な
く
、
寺
町
の
資
源
を
活
か
し
、
そ

こ
に
あ
る
お
寺
と
市
民
と
が
協
働
し
た
取
り
組
み
で
あ
っ
て
、
ま
さ
に

地
域
の
固
有
の
も
の
こ
そ
が
、
災
害
に
よ
る
被
害
を
軽
減
す
る
の
に
力

を
発
揮
し
て
ゆ
く
の
だ
と
思
い
ま
す
ね
。

秋
田　
「
防
災
」と「
減
災
」の
違
い
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
映
画
で
言
う
と
こ
ろ

の
カ
メ
ラ
ワ
ー
ク
の「
寄
り
」と「
引
き
」の
よ
う
に
思
っ
て
い
ま
す
。「
防

災
」は
対
象
物
に
カ
メ
ラ
が
寄
っ
て
い
き
、「
減
災
」は
逆
に
引
い
て
い
く
。

寄
っ
て
い
く
ほ
ど
集
中
度
は
高
く
な
り
ま
す
が
、
周
囲
の
も
の
は
画
面

か
ら
外
れ
て
消
え
て
い
き
ま
す
。
引
い
て
い
く
と
、
周
囲
の
も
の
が
画

面
に
入
っ
て
き
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
登
場
人
物
の
背
後
に
は
木
立
が

あ
り
、
そ
の
向
こ
う
に
は
大
空
や
雲
が
あ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か

っ
て
き
ま
す
。
言
い
換
え
れ
ば
、
私
た
ち
の
現
在
地
点
を
確
認
す
る
と

同
時
に
、
そ
の
私
た
ち
を
過
去
か
ら
支
え
て
き
た
も
の
は
何
だ
っ
た
の

か
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
く
れ
る
の
が「
減
災
」と
い
う
言
葉
だ
と
思
い

ま
す
。「
防
災
」が
西
洋
的
な
問
題
解
決
型
の
手
法
を
示
す
の
に
対
し
、「
減

災
」は
、
自
然
や
風
土
に
よ
っ
て
私
は
生
か
さ
れ
て
い
る
と
い
う
日
本
人

特
有
の
精
神
性
を
感
じ
さ
せ
ま
す
。

多
木　

私
た
ち
人
間
は
地
球
上
に
、自
然
と
と
も
に
生
き
て
い
ま
す
。自
然

に
包
ま
れ
て
私
た
ち
の
生
活
が
あ
り
ま
す
。そ
の
自
然
を
制
御
し
よ
う
と

す
る
の
で
は
な
く
、自
然
と
上
手
に
折
り
合
い
を
つ
け
て
生
き
て
い
く
こ

と
で
自
然
災
害
に
よ
る
被
害
を
小
さ
く
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と

で
す
ね
。そ
し
て
、そ
う
す
る
こ
と
が
、私
た
ち
の
生
活
が
末
長
く
持
続
可

能
で
あ
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
と
い
う
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
よ
う
で
す
。

秋
田　

思
案
し
ま
し
た
が
、「
減
災
」が
ま
だ
一
般
的
で
な
い
の
で「
防

災
」に
し
ま
し
た
。
防
災
と
言
う
と
、
救
命
、
救
援
と
か
救
助
と
い
う

こ
と
が
頭
に
浮
か
び
ま
す
。
そ
こ
に
は
、
行
政
や
消
防
隊
や
地
元
の

救
助
隊
の
人
等
、
そ
の
た
め
に
頑
張
っ
て
く
れ
る
人
た
ち
の
役
割
論

の
中
に
収
ま
っ
て
い
く
と
こ
ろ
が
あ
る
。
結
局
、
他
人
任
せ
に
な
る

よ
う
に
思
う
の
で
す
。
私
自
身
も「
減
災
」と
い
う
言
葉
に
出
会
っ

て
、
は
じ
め
て
接
点
が
見
え
て
き
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。「
減
災
」と

い
う
の
は
、一
人
ひ
と
り
の
生
き
方
で
あ
り
、そ
し
て
一
人
ひ
と
り
と

地
域
の
問
題
で
も
あ
る
の
で
す
。
こ
の
寺
町
を「
防
災
」で
括
る
と

「
よ
く
燃
え
る
木
造
建
築
が
並
ん
で
い
る
け
れ
ど
、
仏
像
や
宝
物
は

何
と
か
保
護
し
な
い
と
い
け
な
い
」で
終
わ
っ
て
し
ま
う
の
を
、「
減

災
」と
い
う
言
葉
を
当
て
る
こ
と
に
よ
っ
て「
な
ぜ
寺
町
が
３
５
０

年
も
前
か
ら
こ
こ
に
あ
る
の
か
」、「
な
ぜ
こ
こ
に
井
戸
が
あ
っ
て
、

人
々
に
と
っ
て
恵
み
の
水
源
と
な
っ
て
き
た
の
か
」と
い
う
よ
う
な

物
語
が
再
生
し
て
き
ま
し
た
。

多
木　
「
防
災
て
ら
ま
ち
ウ
ォ
ー
ク
」に
は
一
般
か
ら
40
人
ほ
ど
の
参

加
者
が
お
ら
れ
た
そ
う
で
す
が
、
こ
の
イ
ベ
ン
ト
に
お
い
て
と
く
に

力
点
を
置
か
れ
た
の
は
ど
う
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

秋
田　

下
寺
町
の
６
つ
の
お
寺
を
め
ぐ
り
な
が
ら
一
日
が
か
り
の
イ

ベ
ン
ト
で
し
た
。
各
寺
院
の
住
職
や
副
住
職
が
人
前
に
出
て
き
て
、

と
に
か
く
自
分
の
言
葉
で
語
り
か
け
ま
し
た
。
半
年
く
ら
い
勉
強
を

し
、「
減
災
の
た
め
に
何
が
で
き
る
の
か
」、「
災
害
が
起
こ
っ
た
と

き
に
ど
う
受
け
止
め
る
の
か
」な
ど
、
た
ど
た
ど
し
く
も
自
分
な
り

の
課
題
に
つ
い
て
語
っ
た
こ
と
で
、
寺
町
の
歴
史
が
一
人
ひ
と
り
の

語
り
口
で
伝
わ
っ
て
い
き
ま
し
た
。
僧
侶
が
語
る
相
手
は「
檀
家
」

で
は
な
く
、「
市
民
」だ
っ
た
こ
と
が
重
要
で
す
。

多
木　

な
る
ほ
ど
。「
減
災
」と
い
う
言
葉
に
は
、
き
っ
と
、
そ
れ
が
な

け
れ
ば
接
点
を
持
ち
え
な
か
っ
た
人
た
ち
を
引
き
合
わ
せ
て
い
く

力
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
こ
の
イ
ベ
ン
ト
を
通
じ
て
そ
れ
ぞ

れ
の
お
寺
の
お
坊
さ
ん
と
参
加
さ
れ
た
市
民
と
の
距
離
も
縮
ま
っ

た
の
で
し
ょ
う
。

ほ
う
も
つ

「防災てらまちウォーク」の各会場では、（写真左から）“寺はいのちの広場となりえるか”［應典院］、“体験！ 避難所はどうするの？”［源聖寺］、“いのちの水をたずねて”［幸念寺］など
多彩な企画が展開された （写真提供：應典院）
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秋
田　

長
い
年
月
の
間
に
蓄
積
さ
れ
て
き
た
時
間
資
源
や
智
恵
は
大
切
な
も
の
で
す
。

知
識
を
智
恵
に
し
よ
う
と
す
る
に
は
時
間
が
必
要
で
す
。
専
門
家
に
頼
る
前
に
、
自

分
自
身
で
知
識
や
情
報
を
読
み
直
し
て
ゆ
く
こ
と
が
な
い
と
、
智
恵
は
生
ま
れ
て
き

ま
せ
ん
。
先
ほ
ど
か
ら
お
話
し
て
い
る「
減
災
」力
は
個
人
の
中
だ
け
で
完
結
す
る
も

の
で
は
な
く
、種
々
の
も
の
と
の
関
係
性
の
中
で
編
み
あ
げ
ら
れ
て
ゆ
く
も
の
で
す
。

そ
れ
は
、
自
然
、
地
域
の
資
源
や
他
者
と
の
関
係
性
の
中
で
編
み
あ
げ
ら
れ
て
ゆ
く

も
の
で
、
そ
の
時
に
必
要
な
も
の
は
、
哲
学
、
芸
術
、
宗
教
な
ど
に
よ
る
共
生
の
感
覚

だ
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
は
、
ま
ち
づ
く
り
を
考
え
る
際
に
も
、
経
済
振
興
と
か
、

集
客
す
れ
ば
地
域
が
活
性
化
す
る
と
い
う
図
式
で
し
た
。
今
後
は
、
そ
う
で
は
な
く
、

ま
ち
に
対
す
る
愛
着
、
地
域
に
対
す
る
プ
ラ
イ
ド
と
か
、
人
間
が
持
っ
て
い
る
感
覚

や
感
性
に
よ
っ
て
知
覚
さ
れ
て
ゆ
く
も
の
の
方
を
重
視
す
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。

多
木　

人
と
人
、
そ
し
て
人
と
地
域
と
の
つ
な
が
り
に
よ
っ
て
減
災
社
会
を
考
え
て
い

か
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
ね
。
災
害
の
際
に
よ
り
強
い
影
響
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
高

齢
者
や
病
気
を
持
っ
て
い
る
人
等
の
目
線
で
減
災
社
会
を
考
え
て
ゆ
く
こ
と
も
大
切

だ
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
地
域
の
ど
こ
に
誰
が
住
ん
で
い
て
、
ど
の
よ
う
な
場
所
が

あ
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
リ
ス
ク
が
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
把
握
し
て
い
る
こ
と
も

大
切
で
す
。
そ
れ
は
、
地
域
社
会
を
ど
う
再
生
さ
せ
て
ゆ
く
の
か
と
い
う
こ
と
に
も

つ
な
が
っ
て
ゆ
き
そ
う
で
す
。「
減
災
」と
い
う
テ
ー
マ
に
よ
り
私
た
ち
が
再
考
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
課
題
は
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
ね
。

秋
田　

本
当
に
必
要
な
こ
と
は
、
地
域
の
人
々
を
つ
な
ぐ
た
め
の
、
智
恵
、
ス
キ
ル
、
人

間
同
士
の
生
き
方
の
基
盤
と
な
る
よ
う
な
哲
学
だ
と
思
い
ま
す
。
お
釈
迦
様
は
、
生

ま
れ
て
く
る
こ
と
、老
い
る
こ
と
、病
む
こ
と
、死
ぬ
こ
と
を「
四
苦
」で
あ
る
と
お
っ

し
ゃ
っ
た
。
苦
と
私
た
ち
は
ど
う
折
り
合
い
を
つ
け
な
が
ら
生
き
て
ゆ
く
の
か
、
弱

さ
や
悲
し
み
を
出
発
点
に
し
な
が
ら
、
け
れ
ど
も
弱
さ
か
ら
い
か
に
私
た
ち
は
共
生

の
力
や
絆
の
力
を
汲
み
取
っ
て
ゆ
く
の
か
。
そ
れ
が
こ
れ
か
ら
の
減
災
文
化
を
と
ら

え
る
視
線
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

多
木　

そ
う
し
た
こ
と
も
踏
ま
え
て
、「
い
の
ち
の
拠
点
」、「
ま
ち
づ
く
り
の
拠
点
」と

し
て
の
應
典
院
の
今
後
の
活
動
を
展
開
し
て
ゆ
か
れ
る
の
で
す
ね
。

秋
田　

地
域
が
自
立
し
て
ゆ
く
た
め
に
大
事
な
こ
と
は
、
地
域
の
中
で
、
本
当
の
意
味

で
の
支
え
合
い
、
助
け
合
い
が
担
わ
れ
て
ゆ
く
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
自
立
し
な
が

ら
互
い
に
支
え
合
う
地
域
社
会
を
実
現
す
る
た
め
、
今
は
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
サ
ポ
ー
ト

に
関
心
を
持
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
人
生
終
盤
の
諸
問
題
に
つ
い
て
の
相
互
の
支

え
合
い
の
こ
と
。
今
一
度
、
生
老
病
死
を
と
ら
え
直
す
こ
と
に
、
在
宅
ホ
ス
ピ
ス
支
援

な
ど
を
通
し
て
取
り
組
ん
で
ゆ
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

多
木　

應
典
院
を
中
心
と
し
た
、
人
と
人
、
人
と
資
源
の
つ
な
が
り
と
に
よ
る
新
た
な

取
り
組
み
に
期
待
し
て
お
り
ま
す
。
長
い
時
間
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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