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天
明
の
大
火
後

屋
根
や
壁
の
修
復
に
い
そ

し
む
人
た
ち
を
紹
介
す
る

花
紅
葉
都
噺

１
７
８
８
年

日
文
研
蔵

参
加
者
の
略
歴

話
題
提
供

天
明
の
大
火
‥
教
訓
伝
え
る
文
学
の
力

フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
ク
レ
イ
ン
ス
さ
ん
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１
７
８
８
年
１
月
、
京
都
で
天
明
の
大
火

が
発
生
し
ま
し
た
。
江
戸
時
代
に
は
大
き
な

災
害
が
あ
る
た
び
に
災
害
文
学
と
い
う
べ
き

書
物
が
出
版
さ
れ
、
同
年

月
に
は
天
明
の

大
火
の
経
過
や
被
害
状
況
な
ど
を
詳
し
く
記

述
し
た
「
花
紅
葉
都
咄

は
な
も
み
じ
み
や
こ
ば
な
し

」
が
刊
行
さ
れ
ま
し

た
。
大
火
を
ニ
ュ
ー
ス
と
し
て
広
く
伝
え
る

役
割
も
あ
り
、
京
都
だ
け
で
は
な
く
、
江
戸

や
大
坂
で
も
出
さ
れ
ま
し
た
。
火
災
へ
の
備

え
を
広
く
呼
び
掛
け
る
こ
と
も
、
出
版
の
狙

い
の
ひ
と
つ
で
し
た
。

天
明
の
大
火
は
、
鴨
川
東
側
の
祇
園
に
近

い
団
栗
辻
子

ど

ん

ぐ

り

の

づ

し

で
の
出
火
が
原
因
で
し
た
。
火

は
南
に
広
が
り
、
五
条
通
に
達
し
て
鴨
川
の

西
岸
に
も
飛
び
火
し
ま
す
。
火
は
東
寺
や
二

条
城
、
御
所
を
飲
み
込
み
、
市
街
地
の
ほ
と

ん
ど
を
焼
き
尽
く
し
ま
す
。
光
格
天
皇
は
下

鴨
神
社
に
避
難
後
に
聖
護
院
に
移
り
、
仮
御

所
と
し
ま
し
た
。

「
花
紅
葉
都
咄
」
に
は
、
火
事
場
の
様
子

や
混
乱
ぶ
り
が
絵
図
と
合
わ
せ
て
記
録
さ
れ

て
い
ま
す
。
武
士
は
馬
に
乗
り
、
町
人
ら
は

家
財
道
具
を
担
い
で
逃
げ
て
い
ま
す
。
桶

お
け

を

手
に
建
物
の
屋
根
に
上
っ
て
い
る
人
の
姿
も

見
え
ま
す
が
、
桶
で
水
を
撒

ま

く
か
、
団
扇

う

ち

わ

で

風
を
送
っ
て
風
の
向
き
を
変
え
る
く
ら
い
し

か
火
災
を
鎮
圧
す
る
手
段
が
あ
り
ま
せ
ん
で

し
た
。
こ
の
方
法
で
は
ほ
と
ん
ど
火
を
消
す

こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

天
明
の
大
火
に
つ
い
て
は
オ
ラ
ン
ダ
東
イ

ン
ド
会
社
か
ら
長
崎
の
商
館
に
赴
任
し
て
い

た
オ
ラ
ン
ダ
商
館
長
も
記
録
を
残
し
て
い
ま

す

毎
年

将
軍
に
謁

え
っ

見
け
ん

す
る
た
め
に
江
戸
に

参
府
し

道
中
で
必
ず
京
都
に
滞
在
し
て
い

ま
し
た

フ
ァ
ン
・
レ
ー
デ
商
館
長
は
大
火
の

４
日
後
に
京
都
を
通
過
し

惨
状
や
困
窮
し

て
い
る
人
々
を
目
の
あ
た
り
に
し
ま
す

２
カ
月
後
、
江
戸
か
ら
長
崎
へ
の
帰
途
に

も
京
都
に
立
ち
寄
り
ま
し
た
。日
記
に
は「
か

く
も
短
い
期
間
で
こ
れ
だ
け
多
く
の
住
居
を

再
建
し
、
こ
れ
だ
け
の
数
の
小
屋
を
作
る
こ

と
も
ま
た
信
じ
ら
れ
な
い
」
と
書
い
て
い
ま

す
。
江
戸
時
代
の
災
害
に
つ
い
て
研
究
し
て

い
る
と
、
そ
の
復
興
力
に
私
は
い
つ
も
驚
か

さ
れ
ま
す
。

京都発で、新しい暮らしと文化を発信するキャ

ンペーン企画 日本人の忘れもの知恵会議 。2020

年のオンラインフォーラム最終回は「災害と歴史

と京都」と題して歴史、文学、災害心理の専門家

が議論した。コーディネーターは京都新聞総合研

究所所長の内田孝が務めた。

３日連続オンラインフォーラム 災害と歴史と京都

復興支える共同体 クレインスさん 災厄へ千年の知恵 山本さん

矢
守
克
也
さ
ん

山
本
淳
子
さ
ん

フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
ク
レ
イ
ン
ス
さ
ん

山
本

平
安
時
代
、
天
皇
の
居
所
で

あ
る
内
裏
は

回
全
焼
し
ま
し
た
。
１

０
０
５
年
の
火
災
で
一
条
天
皇
は
、
中

宮
で
藤
原
道
長
の
長
女
で
も
あ
る
彰
子

の
手
を
取
り
、
徒
歩
で
内
裏
か
ら
脱
出

し
ま
す
。
内
裏
は
再
建
さ
れ
ま
す
が
天

皇
は
意
気
消
沈
し
、
別
の
貴
族
宅
を
居

所
に
し
て
、
生
活
を
続
け
ま
す
。

９
９
４
年
か
ら
翌
年
に
か
け
て
の
平

安
京
で
は
、
公
卿
と
呼
ば
れ
た
閣
僚
級

の
貴
族
た
ち
が
疫
病
で
次
々
に
命
を
落

と
し
ま
す
。
内
大
臣
で

歳
の
藤
原
伊

周
と
、
権
大
納
言
で

歳
の
道
長
は
生

き
残
り
ま
し
た
。
こ
こ
か
ら
平
安
期
に

最
も
栄
華
を
極
め
た
道
長
時
代
が
始
ま

る
の
で
す
。

１
０
１
６
年
、
道
長
邸
の
隣
家
か
ら

出
火
し
、
道
長
邸
を
含
め
周
辺
地
域
の

家
屋
５
０
０
軒
ほ
ど
が
焼
失
し
ま
し

た
。
道
長
邸
は
２
年
後
に
再
建
さ
れ
、

有
力
武
将
の
源
頼
光
が
家
具
や
調
度

品
、
衣
装
な
ど
を
道
長
に
献
上
し
て
運

び
込
む
様
子
を
多
く
の
都
人
が
見
物
し

た
そ
う
で
す
。
道
長
は
ほ
と
ん
ど
自
分

の
懐
を
痛
め
ず
、
自
身
の
政
治
力
や
腹

心
ら
の
財
力
を
世
間
に
誇
示
し
ま
し

た
。
一
方
、
同
じ
火
災
に
よ
る
被
災
者

に
は
家
を
復
興
で
き
な
い
人
も
い
た
は

ず
で
、
社
会
格
差
を
可
視
化
す
る
こ
と

に
も
な
り
ま
し
た
。

「
源
氏
物
語
」
に
登
場
す
る
光
源
氏

の
異
母
弟
・
八
の
宮
と
娘
の
大

お
お
い

君き
み

、
中

な
か
の

君
き
み

の
３
人
は
、
京
都
の
邸
宅
を
火
事
で

失
っ
て
避
難
先
で
あ
る
宇
治
の
別
邸
に

住
み
つ
く
も
貧
困
に
苦
し
み
、
姉
の
大

君
は
自
分
の
結
婚
を
あ
き
ら
め
て
「
妹

の
中
君
だ
け
は
幸
せ
に
な
っ
て
ほ
し

い
」
と
願
い
ま
す
。

そ
ん
な
大
君
に
求
婚
す
る
の
が
、
光

源
氏
の
息
子
・
薫
で
す
。
薫
も
火
災
で

自
宅
を
失
い
ま
す
が
、
光
源
氏
が
残
し

た
大
豪
邸
で
暮
ら
し
、
大
君
を
迎
え
る

た
め
に
自
宅
を
再
興
し
ま
す
。
な
ぜ
大

君
が
結
婚
に
同
意
し
な
い
の
か
、
貧
困

と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
を
薫
は
全
く
理

解
で
き
ま
せ
ん
。
災
害
が
貧
富
の
格
差

を
拡
大
し
、
両
者
の
間
に
は
深
い
デ
ィ

ス
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
生
ま
れ
る

こ
と
を
、
物
語
は
浮
き
彫
り
に
し
て
い

ま
す
。

矢
守

昨
今
、
自
然
災
害
だ
け
で
は

な
く
、
感
染
症
や
テ
ロ
、
戦
争
な
ど
も

含
め
、
複
合
的
な
災
害
へ
の
配
慮
や
備

え
が
重
要
に
な
っ
て
い
ま
す
。
２
０
１

８
年
９
月
の
台
風

号
は
日
本
列
島
を

縦
断
し
、
北
海
道
に
も
多
く
の
雨
を
降

ら
せ
ま
し
た
。
直
後
の
９
月
６
日
に
北

海
道
胆
振
東
部
地
震
が
起
き
、
厚
真
町

を
中
心
に
発
生
し
た
土
砂
災
害
で
多
く

の
人
が
亡
く
な
り
ま
し
た
。
台
風
に
よ

る
大
雨
と
地
震
の
複
合
的
な
要
因
で
土

砂
災
害
が
引
き
起
こ
さ
れ
た
の
で
す
。

防
災
・
減
災
や
復
旧
・
復
興
を
進
め

る
際
、
「
普
段
」
「
ま
さ
か
」
と
い
う

二
つ
の
事
態
を
ど
う
ハ
ン
ド
リ
ン
グ
す

る
か
、
ど
う
融
合
す
る
か
が
、
ポ
イ
ン

ト
と
考
え
て
い
ま
す
。
日
本
社
会
は
伝

統
的
に
「
普
段
」
「
ま
さ
か
」
を
あ
ま

り
遠
く
に
引
き
離
さ
ず
、
そ
ば
で
う
ま

く
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
し
て
き
ま
し
た
。
こ

こ
数
年
、
災
害
の
爪
痕
が
放
置
さ
れ
る

光
景
が
目
に
つ
き
ま
す
。
長
期
的
な
景

気
低
迷
の
他
、
高
齢
化
や
過
疎
化
の
進

展
が
理
由
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

何
度
か
大
火
に
見

わ
れ
た
こ
と
や

文
化
財
や
歴
史
的
建
造
物
が
多
く
残
る

こ
と
も
あ
り
、
京
都
は
他
の
大
都
市
に

比
べ
市
民
の
防
火
や
初
期
消
火
意
識
が

非
常
に
高
く
保
た
れ
て
い
ま
す
。
人
口

１
万
人
当
た
り
の
火
災
発
生
件
数
は
、

東
京
や
大
阪
の
３
分
の
１
程
度
で
す
。

日
本
の
川
沿
い
の
土
手
に
は
サ
ク
ラ

が
よ
く
植
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
冬
に
地

表
の
氷
結
や
霜
の
影
響
で
土
手
の
地
盤

も
緩
み
ま
す
が
、
梅
雨
や
台
風
期
前
に

花
見
で
多
く
の
人
が
土
手
に
足
を
運
ぶ

こ
と
で
土
手
の
状
態
を
確
認
し
、
メ
ン

テ
ナ
ン
ス
が
必
要
な
場
所
を
見
つ
け
る

こ
と
に
つ
な
が
り
ま
す
。
普
段
の
楽
し

み
に
、
ま
さ
か
の
と
き
の
備
え
が
巧
み

に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
事
例
で
す
。

山
本

平
安
時
代
の
物
語
や
日
記
に

は
「
火
危
う
し
」
や
「
火
の
こ
と
制
せ

よ
」と
い
う
言
い
回
し
が
頻
出
し
ま
す
。

い
ず
れ
も
火
の
用
心
と
同
じ
意
味
合
い

で
、
当
時
も
防
火
意
識
は
高
か
っ
た
よ

う
で
す
。

被
災
者
の
心
は
簡
単
に
は
回
復
せ

ず
、
心
の
傷
が
残
る
こ
と
も
。
紫
式
部

は
夫
を
疫
病
で
亡
く
し
、
意
気
消
沈
し

て
い
る
時
に
友
人
に
声
を
か
け
ら
れ

「
源
氏
物
語
」の
執
筆
を
始
め
ま
し
た
。

被
災
者
が
社
会
で
取
り
残
さ
れ
ず
、
心

理
的
な
復
興
に
向
か
う
に
は
悲
し
み
に

あ
っ
た
人
の
言
葉
に
耳
を
傾
け
、
思
い

を
共
有
す
る
こ
と
も
大
切
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

矢
守

２
０
０
１
年
の
同
時
多
発
テ

ロ
後
、
詩
人
ノ
ー
マ
・
コ
ー
ネ
ッ
ト
・

マ
レ
ッ
ク
の
作
品
「
最
後
だ
と
わ
か
っ

て
い
た
な
ら
」
が
米
国
で
多
く
読
ま
れ

ま
し
た
。
「
家
族
や
友
人
と
の
突
然
の

別
れ
が
来
る
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
知
っ

て
い
た
ら
、こ
ん
な
こ
と
を
し
た
の
に
」

と
の
思
い
を
つ
づ
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
詩
を
モ
チ
ー
フ
に
、
東
日
本
大

震
災
の
被
災
者
に
思
い
を
語
っ
て
も
ら

う
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
高
知
県
黒
潮
町

で
開
い
て
い
ま
す
。
黒
潮
町
は
太
平
洋

に
面
し
、
津
波
被
害
が
避
け
ら
れ
な
い

地
域
。
近
い
将
来
、
来
る
か
も
し
れ
な

い
「
ま
さ
か
」
に
思
い
を
巡
ら
せ
て
現

在
に
立
ち
返
り
、
日
常
生
活
や
平
凡
に

過
ぎ
る
日
々
の
大
切
さ
を
黒
潮
町
の
人

た
ち
に
考
え
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。

｜
オ
ラ
ン
ダ
人
は
、
日
本
で
遭
遇
し

た
災
害
へ
の
思
い
を
書
き
残
し
て
い
ま

す
か
。

ク
レ
イ
ン
ス

江
戸
時
代
に
日
本
に

滞
在
し
た
オ
ラ
ン
ダ
商
館
員
の
日
記
に

は
、
日
本
人
の
打
た
れ
強
さ
に
つ
い
て

の
記
述
が
多
く
、
被
災
者
は
陽
気
に
振

る

っ
て
い
た
様
子
が
う
か
が
わ
れ
ま

す
。
長
崎
駐
在
の
オ
ラ
ン
ダ
人
が
参
府

の
た
め
に
滞
在
し
た
江
戸
で
は
、
毎
日

の
よ
う
に
火
災
が
起
こ
り
ま
し
た
。

そ
れ
に
対
し
、
京
都
滞
在
時
の
火
災

記
録
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。
江
戸

は
新
し
く
で
き
た
街
で
さ
ま
ざ
ま
な
地

域
か
ら
人
々
が
集
ま
り
、
裏
長
屋
の
住

人
の
多
く
が
独
身
男
性
。
互
い
の
素
性

も
あ
ま
り
知
ら
な
い
環
境
で
し
た
。

一
方
、
伝
統
産
業
が
盛
ん
な
京
都
で

は
、
徒
弟
制
度
が
一
般
的
で
奉
公
人
が

師
匠
の
家
に
住
ん
で
生
活
が
厳
し
く
管

理
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
共
同
体
が
機
能

し
、
住
人
同
士
の
助
け
合
い
や
励
ま
し

合
い
が
被
災
者
の
心
の
癒
や
し
、
復
興

の
原
動
力
に
も
つ
な
が
っ
た
の
で
は
。

天
明
の
大
火
の
年
に
も
祇
園
祭
が
開
催

さ
れ
、
共
同
体
と
し
て
の
誇
り
を
感
じ

ま
す
。

山
本

平
安
期
の
文
学
作
品
は
千
年

も
の
長
い
時
間
を
伝
え
ら
れ
、
災
害
を

防
ぐ
知
恵
や
、
被
災
の
つ
ら
さ
を
癒
や

し
、
吸
収
す
る
力
も
あ
り
ま
す
。
京
都

の
街
も
同
様
の
力
を
持
っ
て
い
る
と
感

じ
ま
し
た
。

矢
守

自
然
と
人
間
の
関
わ
り
や
自

分
と
他
者
の
関
係
な
ど
、
宇
宙
や
世
界

を
認
識
す
る
際
の
基
本
的
な
カ
テ
ゴ
リ

ー
を
揺
る
が
す
出
来
事
が
災
厄
だ
と
私

は
考
え
て
い
ま
す
。
自
然
科
学
的
な
ア

プ
ロ
ー
チ
だ
け
で
は
な
く
、
古
今
東
西

を
幅
広
く
見
渡
し
、
基
本
的
な
カ
テ
ゴ

リ
ー
が
ど
う
変
化
し
て
い
る
の
か
、
し

っ
か
り
と
ら
え
る
こ
と
が
災
厄
と
向
き

合
う
た
め
に
は
大
事
だ
、
と
い
う
思
い

を
強
く
し
て
い
ま
す
。

天
明
の
大
火
を
記
録
し
た
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社

の
商
館
長

フ
ァ
ン
・
レ
ー
デ
の
日
記
の
冒
頭
部
分

オ
ラ
ン
ダ
・
ハ
ー
グ
国
立
文
書
館
蔵 まさか 問う日常 矢守さん

コーディネーター

フレデリック・クレインスさん
国際日本文化研究センター教授

山本 淳子さん
京都先端科学大教授

矢守 克也さん
京都大防災研究所教授

内田 孝

京都新聞総合研究所所長

参
加
者
の
方
々

フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
ク
レ
イ
ン
ス

１

９
７
０
年
ベ
ル
ギ
ー
生
ま
れ
。
日
欧
交

流
史
。
著
書
に
災
害
か
ら
江
戸
期
を
探

る
「
オ
ラ
ン
ダ
商
館
長
が
見
た

江
戸

の
災
害
」（
講
談
社
現
代
新
書
）
な
ど
。

や
ま
も
と
・
じ
ゅ
ん
こ

１
９
６
０

年
生
ま
れ
。
平
安
文
学
研
究
。
「
源
氏

物
語
の
時
代
」

朝
日
選
書

で
サ
ン
ト

リ
ー
学
芸
賞
。
他
に
「
紫
式
部
ひ
と
り

が
た
り
」
角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫

な
ど
。

や
も
り
・
か
つ
や

１
９
６
３
年
生

ま
れ
。
災
害
心
理
学
。
大
津
波
が
予
想

さ
れ
る
自
治
体
で
の
調
査
・
実
践
も
積

極
的
に
行
っ
て
い
る
。
著
書
に
「
天
地

海
人
」
（
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
）
な
ど
。

紙
面
は
議
論
の
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
で

す
。
完
全
版
は
「
忘
れ
も
の
」
サ
イ

ト
で
ご
覧
下
さ
い
。
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