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三
種
類
の
厄
災

　

隔
月
開
催
の
「
世
界
へ
寺
子
屋
（
東
京
）」
で
、
表
題
（
厄
災
克

服
に
尽
力
し
た
偉
人
た
ち
）
を
三
回
連
続
掲
げ
て
話
し
ま
し
た
。
疫

病
拡
大
の
み
が
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
を
席
巻
す
る
一
方
で
、
国
家
の
危
機

は
他
の
分
野
で
も
進
行
し
て
い
ま
す
。歴
史
上
か
ら
国
家
の
危
機（
厄

災
）
を
繙
き
、
次
の
三
種
類
に
分
類
し
て
み
ま
し
た
。

　
①
自
然
災
害
（
天
変
地
異
・
疫
病
）

　
②
他
国
よ
り
の
攻
撃
・
侵
略

　
③
「
国
柄
」
破
壊
の
危
機

　
自
然
災
害

　

直
面
す
る
新
型
コ
ロ
ナ
や
十
年
前
の
地
震
と
津
波
な
ど
、
日
本
列

島
は
様
々
な
自
然
災
害
に
襲
わ
れ
て
来
ま
し
た
。
古
く
は
『
日
本
書

紀
』
崇
神
天
皇
（
第
十
代
）
の
御
代
に
次
の
記
載
が
あ
り
ま
す
。

　

�「
国く
に

内う
ち

に
疾え
の
や
ま
い疫
多
く
し
て
、
民
お
お
み
た
か
ら死ま

亡か

れ
る
者
有
り
て
、
且な
か
ば
に
す

大
半
ぎ

な
む
と
す
」（
病
に
よ
り
人
口
の
半
分
が
喪
わ
れ
た
）

　

そ
の
た
め
流
民
や
暴
徒
が
溢
れ
天
皇
の
「
徳
」
を
以
て
し
て
も
統

治
は
難
し
く
、
出
来
る
事
と
言
え
ば
、

　

�「
晨つ
と

に
興お

き
夕ゆ
う
べ

ま
で
に
惕お
そ

り
て
、
神
あ
ま
つ
か
み
く
に
つ
か
み

祇
に
請の
み
ま
つ罪
る
」（
朝
か
ら
晩

ま
で
神
々
を
祀
る
こ
と
）

　

大
自
然
の
前
に
は
な
す
術
な
く
、
神
に
祈
る
し
か
な
い
時
代
が
長

く
続
き
ま
し
た
。

　

し
か
し
近
世
に
入
る
と
「
科
学
」
と
い
う
対
抗
手
段
を
手
に
入
れ

ま
す
。
寛
政
二
年
（
一
七
九
〇
）、
筑
前
秋
月
藩
の
医
師
緒
方
春
朔
は
、

漢
方
医
書
の
研
究
に
よ
り
開
発
し
た
種
痘
を
実
施
し
成
功
さ
せ
ま
し

た
。
ジ
ェ
ン
ナ
ー
に
先
行
す
る
事
六
年
で
し
た
。
天
然
痘
は
世
界
か

ら
撲
滅
さ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
先
駆
け
と
し
て
春
朔
の
功
績
が
見
直

さ
れ
つ
つ
あ
り
ま
す
。
此
の
度
も
ワ
ク
チ
ン
に
続
い
て
治
療
薬
の
完

成
が
待
た
れ
ま
す
。

　
他
国
よ
り
の
攻
撃
・
侵
略

　

鎌
倉
時
代
の
二
度
に
亘
る
元
寇
を
撃
退
し
た
の
は
、
執
権
北
条
時

宗
と
鎌
倉
武
士
、
及
び
九
州
の
御
家
人
た
ち
の
命
が
け
の
活
躍
で
し

た
。
そ
し
て
明
治
時
代
の
日
清
・
日
露
戦
役
は
、
ロ
シ
ア
の
南
下
政

策
に
よ
る
侵
略
を
未
然
に
食
い
止
め
る
、
ぎ
り
ぎ
り
の
国
家
防
衛

だ
っ
た
の
で
す
。

　

我
国
史
上
最
大
の
厄
災
は
対
米
戦
争
で
し
た
。
真
珠
湾
奇
襲
、
シ

ン
ガ
ポ
ー
ル
陥
落
と
、
緒
戦
の
戦
果
は
目
覚
ま
し
か
っ
た
も
の
の
、

国
力
の
圧
倒
的
な
違
い
は
埋
め
る
べ
く
も
な
く
、
次
第
に
劣
勢
に
追

い
込
ま
れ
ま
す
。
国
内
の
主
要
都
市
は
次
々
と
空
襲
に
見
舞
わ
れ
る

中
で
、
本
土
決
戦
が
現
実
味
を
帯
び
て
い
ま
し
た
。

　

し
か
し
ア
メ
リ
カ
軍
の
日
本
本
土
上
陸
を
た
め
ら
わ
せ
た
の
は
、

硫
黄
島
で
沖
縄
で
展
開
さ
れ
た
文
字
通
り
決
死
の
防
御
戦
で
あ
り
、

航
空
機
に
よ
る
特
攻
戦
法
で
し
た
。
硫
黄
島
で
は
、
五
日
間
で
占
領

を
終
え
る
と
豪
語
し
て
い
た
米
軍
に
対
し
、
水
に
も
食
料
に
も
事
欠

く
中
で
一
ヶ
月
余
り
死
闘
を
続
け
て
本
土
攻
撃
を
遅
ら
せ
ま
し
た
。

そ
の
日
本
兵
の
戦
い
ぶ
り
を
、
指
揮
官
の
栗
林
忠
道
中
将
は
大
本
営

へ
の
「
訣
別
電
報
」
に
次
の
よ
う
に
伝
え
ま
し
た
。

　

�「
将
兵
の
敢
闘
は
真
に
鬼
神
を
哭な
か

し
む
る
も
の
（
で
）
徒
手
空
拳

を
以
て
克
く
健
闘
を
続
け
た
る
は
小
職
聊い

さ
さ

か
悦
び
と
す
る
所
」

　
国
柄
を
護
る

　

人
に
人
柄
、
家
に
家
柄
が
あ
り
、
夫
々
の
国
に
は
歴
史
と
共
に
紡

い
だ
国
柄
が
あ
り
ま
す
。
日
本
の
場
合
は
、
い
つ
の
時
代
も
天
皇
を

中
心
に
戴
き
、上
下
で
心
を
通
い
合
わ
せ
る
美
風
を
築
い
て
い
ま
す
。

そ
の
国
柄
を
国
内
外
か
ら
破
壊
し
よ
う
と
す
る
企
て
へ
の
備
え
を
怠

る
こ
と
は
許
さ
れ
ま
せ
ん
。

　

怪
僧
道
鏡
の
野
望
を
挫
い
た
和
気
清
麻
呂
が
聴
い
た
宇
佐
神
宮
の

お
告
げ

　

�「「
我
が
国く

家に

開ひ

闢ら

け
て
よ
り
以
来
、
君
臣
定さ
だ
ま

り
ぬ
。
臣
を
以
て

君
と
す
る
こ
と
は
、
未
だ
有
ら
ず
。
天
の
日ひ

嗣つ
ぎ

は
必
ず
皇こ
う

緒ち
ょ

を
立

て
よ
。
無
道
の
人
は
早

す
み
や
かに
掃は
ら

ひ
除
く
べ
し
」（
皇
族
と
庶
民
の
区

別
は
神
話
の
昔
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
血
筋
で
な
い
者
を
皇

太
子
に
す
る
べ
か
ら
ず
）

　
は
、現
代
の
皇
位
継
承
を
考
え
る
上
で
も
尊
重
す
べ
き
原
則
で
す
。

　
輔
弼
と
は

　

厄
災
の
②
と
③
が
同
時
進
行
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
先
の
大
戦

が
そ
の
最
大
の
危
機
で
し
た
。
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
受
け
入
れ
か
、
あ
く

ま
で
本
土
決
戦
に
向
か
う
の
か
、
閣
議
は
紛
糾
し
て
国
策
を
決
し
兼

ね
ま
す
。
そ
こ
で
鈴
木
貫
太
郎
首
相
は
御
聖
断
を
乞
い
、
昭
和
天
皇

は
、
次
の
御
製
さ
な
が
ら
の
ご
覚
悟
で
終
戦
へ
と
舵
取
り
を
な
さ
い

ま
し
た
。

　

�

爆
撃
に
た
ふ
れ
ゆ
く
民
の
う
へ
を
お
も
ひ
い
く
さ
と
め
け
り
身
は

い
か
な
ら
む
と
も

　

戦
を
止
め
ら
れ
た
の
な
ら
、
開
戦
も
阻
止
出
来
た
の
で
は
と
い
う

の
は
暴
論
で
す
。
明
治
憲
法
下
の
立
憲
君
主
制
に
は「
輔
弼
」と
言
っ

て
、
天
皇
の
行
為
に
つ
き
大
臣
、
参
謀
総
長
等
が
助
言
し
、
全
責
任

も
負
う
よ
う
に
定
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
従
っ
て
内
閣
と
陸
海
軍
が

一
致
し
て
決
定
し
た
事
柄
を
覆
す
実
権
は
お
持
ち
で
は
な
か
っ
た
の

で
す
。

　

一
方
天
皇
は
、
国
柄
を
護
り
抜
く
と
い
う
、「
輔
弼
」
の
及
ば
な

い
お
役
目
を
背
負
わ
れ
ま
し
た
。
児
島
襄
著
『
天
皇
（
全
五
巻
）』

に
は
、
終
戦
の
半
月
前
に
内
大
臣
の
木
戸
幸
一
に
こ
う
語
ら
れ
る
天

皇
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。

　

�「
種
々
考
へ
て
居
た
が
、
伊
勢
と
熱
田
の
神
器
は
結
局
自
分
の
身

辺
に
御
移
し
し
て
…
万
一
の
場
合
に
は
自
分
が
お
守
り
し
て
運
命

を
共
に
す
る
外
な
い
と
思
ふ
」

　

戦
に
は
敗
れ
た
が
、
国
柄
は
間
一
髪
で
護
ら
れ
ま
し
た
。
天
皇
と

国
民
の
篤
い
信
頼
が
あ
っ
た
れ
ば
こ
そ
で
す
。
そ
の
国
柄
に
基
づ
く

皇
位
継
承
を
今
の
う
ち
に
万
全
に
す
る
こ
と
で
、
将
来
の
厄
災
に
対

処
で
き
る
国
民
一
丸
の
力
を
蓄
え
た
い
も
の
で
す
。

　
（�「
寺
子
屋
応
援
団
へ
の
お
誘
い
」
を
同
封
し
て
お
り
ま
す
。「
志

明
館
」
開
校
に
向
け
て
当
社
の
事
業
に
も
拍
車
を
か
け
て
参
り

ま
す
。
皆
様
の
ご
参
加
、
増
額
等
伏
し
て
お
願
い
致
し
ま
す
。）
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厄
災
克
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尽
力
し
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偉
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た
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