
あ
ら
が

伝
播

甚
大

交
響

ま
ゆ

a

a

c

b

b

誦

経

に

せ

よ

６ も
う
ま
っ
た
く
人
生
の
終
わ
り
と
見
え
る
時
に
な
っ
て
、
少
し
持
ち
直
し
て

手
を
す
り
あ
わ
せ
て
う
れ
し
く
思
い
な
が
ら
亡
く
な
っ
た

極
楽
の
迎
え
が
お
い
で
に
な
る
だ
ろ
う
と
待
っ
て
い
る
と

極
楽
か
ら
迎
え
が
く
る
こ
と
。

念
仏
を
ひ
た
す
ら
一
心
に
唱
え
て
死
ぬ
た
め
。

地
獄
の
迎
え
で
あ
る
火
の
車
が
や
っ
て
き
た
こ
と
。

寺
の
財
産(

米)

を
あ
る
年
五
斗
借
り
て
ま
だ
返
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
。

先

に

見

た

ウ

柳
田
國
男
は
、
狩
猟
採
集
生
活
を
基
盤
と
す
る
遊
動
的
な
人
々
「
山
人
」
の
実
在
を

信
じ
、
や
が
て
定
住
生
活
を
基
盤
と
す
る
「
常
民
」
に
替
わ
っ
て
ゆ
く
と
考
え
た
が
、

正
確
に
は
「
山
人
」
と
「
常
民
」
の
文
化
が
習
合
し
、
現
在
ま
で
連
続
し
て
存
在
す

る
こ
と
を
示
唆
す
る
知
見
で
あ
っ
た
。

日
本
列
島
に
固
有
の
文
化
・
信
仰
・
芸
能
が
、
時
代
を
超
え
て
連
続
し
て
維

持
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
明
ら
か
に
で
き
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と

柳
田
國
男
の
「
山
人
」
論
・
「
ト
ー
・
ナ
イ
論
」
を
読
み
解
く
た
め
に
、
旧
石
器
時

代
か
ら
現
在
ま
で
文
化
・
祭
祀
・
芸
能
が
連
綿
と
生
き
続
け
て
い
る
地
域
と
し
て
諏

訪
が
適
し
て
い
た
か
ら
。

日
本
列
島
に
お
け
る
人
間
の
生
活
基
盤
の
時
代
に
よ
る
変
化
や
生
活
様
式
・

生
産
さ
れ
る
も
の
の
変
容
、
外
来
の
文
化
や
宗
教
な
ど
の
影
響
等
を
取
り
込

ん
で
融
合
し
て
ゆ
く
こ
と
。

【
出
題
の
意
図
】

「
落
ち
よ
っ
た
」
の
意
味
に
つ
い
て
、
ウ
チ
ナ
ー
ヤ
マ
ト
ゥ
グ
チ
と
西
日
本

諸
方
言
と
の
違
い
を
把
握
で
き
て
い
る
か
を
問
う
。

【
出
題
の
意
図
】

こ
の
文
章
に
お
け
る
文
法
形
式
を
説
明
す
る
際
に
重
要
な
用
語
の
意
味
を
把
握
で
き
て

い
る
か
を
問
う
。

【
出
題
の
意
図
】

具
体
的
な
言
語
現
象
を
通
し
て
、
筆
者
が
本
文
中
で
言
い
た
い
こ
と
・

ま
と
め
を
く
み
取
れ
る
か
を
問
う
。
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