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ざ
み
、
一
人
び
と
り
が
一
心
に

「
復
興
の
祈
り
」
を
捧
げ
た
い

と
思
い
ま
す
。

◇

◇

◇

こ
の
大
災
害
で
被
災
地
で
は

電
気
・
水
道
・
ガ
ス
・
電
話
・

物
流
等
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
が
壊
滅

状
態
と
な
り
寸
断
さ
れ
ま
し

た
。
こ
の
状
況
を
見
て
、
私
た

ち
の
生
活
が
い
か
に
、
い
ろ
い

ろ
な
仕
事
を
し
て
い
る
人
々
の

「
お
か
げ
」
の
な
か
で
生
活
し

て
い
る
の
か
が
わ
か
り
ま
す
。

こ
の
「
お
か
げ
」
と
い
う
言

葉
。
他
人
か
ら
受
け
る
利
益
や

恩
恵
を
意
味
し
ま
す
が
、
こ
の

「
お
か
げ
」
に
「
さ
ま
」
を
つ

け
て
丁
寧
に
し
て
「
お
か
げ
さ

ま
」
と
し
て
古
来
よ
り
使
わ
れ

て
き
ま
し
た
。
も
と
も
と
「
か

げ
ー
陰
」
と
は
神
仏
な
ど
の
偉

大
な
も
の
の
「
陰
」
を
指
し
、

そ
の
庇
護
を
受
け
る
と
い
う
意

味
が
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、

古
来
よ
り
日
本
人
は
「
お
か
げ

さ
ま
」
と
言
う
と
き
に
は
、
深

い
感
謝
の
念
を
も
っ
て
使
っ
て

き
た
の
で
す
。

こ
の
た
び
の
震
災
で
当
た
り

前
の
よ
う
に
過
ご
し
て
い
る
毎

日
が
、
実
は
有
り
難
い
「
お
か

げ
さ
ま
」
の
中
で
生
か
さ
れ
て

い
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
た
方

々
も
多
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。

こ
こ
で
『
お
か
げ
さ
ま
で
』
と

題
し
た
作
者
不
明
の
詩
を
紹
介

『
…
被
災
者
の
こ
れ
か
ら
の
苦

難
の
日
々
を
私
た
ち
皆
が
、
様

々
な
形
で
少
し
で
も
多
く
分
か

ち
合
っ
て
い
く
こ
と
が
大
切
で

あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
被
災
し

た
人
々
が
決
し
て
希
望
を
捨
て

る
こ
と
な
く
、
身
体
を
大
切
に

か

ら

だ

明
日
か
ら
の
日
々
を
生
き
抜
い

て
く
れ
る
よ
う
、
ま
た
、
国
民

一
人
び
と
り
が
、
被
災
し
た
各

地
域
の
上
に
こ
れ
か
ら
も
長
く

心
を
寄
せ
、
被
災
者
と
共
に
そ

れ
ぞ
れ
の
地
域
の
復
興
の
道
の

り
を
見
守
り
続
け
て
い
く
こ
と

を
心
よ
り
願
っ
て
い
ま
す
。
』

宮
内
庁
に
よ
る
と
、
甚
大
、
深

刻
な
被
害
を
皇
后
さ
ま
と
と
も

に
憂
慮
し
、
国
民
に
直
接
語
り

掛
け
た
い
と
の
強
い
意
向
が
あ

っ
た
と
い
い
ま
す
。
被
災
な
さ

っ
た
方
々
は
、
こ
の
陛
下
の
お

こ
と
ば
に
、
ど
ん
な
に
か
、
励

ま
さ
れ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

こ
の
大
震
災
で
犠
牲
に
な
ら

れ
た
方
々
の
み
た
ま
さ
ま
の
ご

冥
福
を
祈
り
、
被
災
な
さ
れ
た

方
々
の
悲
し
み
苦
し
み
に
思
い

を
重
ね
て
『
天
皇
陛
下
の
お
こ

と
ば
』
を
し
っ
か
り
と
心
に
き

わ
れ
た
地
域
の
皆
様
に
、
心
よ

り
お
見
舞
い
申
し
上
げ
ま
す
。

ま
た
、
犠
牲
に
な
ら
れ
た
方
々

の
ご
冥
福
を
お
祈
り
申
し
上
げ

ま
す
と
と
も
に
ご
遺
族
の
皆
様

に
対
し
、
深
く
お
悔
や
み
を
申

し
上
げ
ま
す
。
ま
た
被
災
地
に

お
か
れ
ま
し
て
は
、
一
日
も
早

く
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
の
復
旧
等
を

願
う
と
と
も
に
、
皆
様
の
ご
無

事
を
心
よ
り
お
祈
り
申
し
上
げ

ま
す
。

◇

◇

◇

こ
の
震
災
後
の
三
月
十
六
日

国
民
に
む
け
て
テ
レ
ビ
を
通
じ

天
皇
陛
下
の
お
こ
と
ば
が
あ
り

ま
し
た
。
別
紙
に
て
全
文
掲
載

の
も
の
を
配
ら
せ
て
戴
き
ま
し

た
が
、
被
災
者
へ
の
励
ま
し
、

救
援
活
動
を
し
て
い
る
方
々
へ

の
ね
ぎ
ら
い
、
被
災
し
て
い
な

い
国
民
へ
の
呼
び
か
け
等
、
い

ち
早
く
、
と
て
も
有
り
難
い
お

こ
と
ば
を
賜
り
ま
し
た
。

大
震
災
復
興
の
祈
り

社

頭

だ

よ

り

今
年
の
春
季
例
大
祭
で
は
、

「
東
日
本
大
震
災
復
興
祈
願
祭
」

も
併
せ
て
御
奉
仕
申
し
上
げ
大

震
災
復
興
へ
の
想
い
、
願
い
を

参
列
者
の
皆
様
共
々
に
捧
げ
さ

せ
て
戴
き
ま
し
た
。

去
る
三
月
十
一
日
午
後
二
時

四
十
六
分
ご
ろ
東
北
か
ら
関
東

地
方
に
か
け
て
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー

ド
９
と
い
う
国
内
観
測
史
上
最

大
の
巨
大
地
震
が
発
生
い
た
し

ま
し
た
。
そ
し
て
そ
の
あ
と
に

大
津
波
が
北
海
道
か
ら
関
東
地

方
の
沿
岸
に
お
し
よ
せ
ま
し

た
。
こ
の
巨
大
地
震
、
大
津
波

に
よ
り
、
沿
岸
の
市
町
村
の
建

物
全
壊
、
そ
し
て
約
三
万
人
と

い
う
死
者
行
方
不
明
者
を
出
し

ま
し
た
。
皆
様
方
の
お
知
り
合

い
の
方
々
の
中
に
も
、
被
害
に

あ
わ
れ
た
地
域
に
お
住
ま
い
の

方
が
お
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。

千
年
に
一
度
と
い
わ
れ
る
こ
の

巨
大
地
震
に
よ
り
、
被
害
に
あ

御

教

歌

出
雲
大
社
第
八
十
代
宮
司

千
家

尊
福
公

う
は
へ
の
み

何
し
か
人
の
飾
る
ら
む

な

に

ひ

と

か

ざ

錦
も
う
ら
は

に
し
き

あ
や
な
か
り
け
り

【
歌
の
こ
こ
ろ
】

人
は
誰
し
も
し
あ
わ
せ
な
生
活

を
望
ま
ぬ
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。

親
な
る
大
神
さ
ま
は
、
私
達
が
し

あ
わ
せ
に
な
る
も
の
と
の
尊
い
御

縁
を
む
す
ん
で
く
だ
さ
っ
て
、
そ

れ
ぞ
れ
に
処
を
得
さ
せ
て
く
だ
さ

い
ま
す
。
私
達
の
住
む
社
会
は
、

難
題
山
積
で
生
活
へ
の
不
安
も
ひ

ろ
が
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
だ
け

に
一
体
何
が
一
番
し
あ
わ
せ
で
あ

る
か
を
考
え
ず
に
は
お
ら
れ
ま
せ

ん
。
物
に
恵
ま
れ
て
立
派
な
家
に

住
み
、
お
金
に
恵
ま
れ
て
華
美
な

着
物
で
飾
り
、
日
ご
と
に
ご
ち
そ

う
を
食
べ
る
こ
と
が
、
し
あ
わ
せ

な
生
活
で
あ
る
と
い
え
ま
せ
ん
。

そ
れ
は
む
し
ろ
一
時
の
お
ご
り
の

生
活
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

自
分
は
有
難
い
身
で
あ
る
こ
と

を
深
く
思
い
、
日
ご
と
の
仕
事
に

精
を
出
し
、
大
神
さ
ま
の
「
み
こ

こ
ろ
」
に
そ
う
「
は
た
ら
き
」
を

す
る
こ
と
が
「
し
あ
わ
せ
な
道
」

で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
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さ
せ
て
戴
き
ま
す
。

『
夏
が
く
る
と
、
冬
が
い
い
と

い
う
。
冬
に
な
る
と
、
夏
が
い
い

と
い
う
。
ふ
と
る
と
や
せ
た
い
と

い
う
。
や
せ
る
と
ふ
と
り
た
い
と

い
う
。
忙
し
い
と
閑
に
な
り
た
い

と
い
い
、
閑
に
な
る
と
忙
し
い
方

が
い
い
と
い
う
。
自
分
に
都
合
の

い
い
人
は
善
い
人
だ
と
ほ
め
、
自

分
に
都
合
が
悪
く
な
る
と
、
悪
い

人
だ
と
け
な
す
。
…
衣
食
住
は
昔

に
比
べ
り
ゃ
天
国
だ
が
、
上
を
見

て
不
平
不
満
に
明
け
暮
れ
、
隣
を

見
て
愚
痴
ば
か
り
。
ど
う
し
て
自

分
を
見
つ
め
な
い
の
か
、
静
か
に

考
え
て
み
る
が
よ
い
。
い
っ
た
い

自
分
と
は
何
な
の
か
。
親
の
お
か

げ
、
先
生
の
お
か
げ
、
世
間
さ
ま

の
お
か
げ
の
か
た
ま
り
が
、
自
分

で
は
な
い
の
か
。
つ
ま
ら
ぬ
自
我

妄
執
を
捨
て
て
、
得
手
勝
手
を
慎

ん
だ
ら
、
世
の
中
き
っ
と
明
る
く

な
る
だ
ろ
う
。
お
れ
が
、
お
れ
が

の
が
(
我
)
を
捨
て
て
、
お
か
げ
さ

ま
で
、
お
か
げ
さ
ま
で
と
暮
ら
し

た
い
。
謙
虚
さ
を
忘
れ
ず
。
是
是

非
非
で
。
』

「
お
か
げ
さ
ま
」
に
生
か
さ

れ
て
あ
る
こ
と
に
思
い
を
深
め

つ
つ
、
日
々
の
暮
ら
し
を
感
謝

し
て
存
命
の
有
り
難
さ
、
大
切

さ
に
思
い
を
新
た
に
し
、
こ
れ

か
ら
も
互
い
の
命
を
慈
し
み
合

い
、
支
え
合
い
な
が
ら
互
い
の

暮
ら
し
を
顕
す
こ
と
を
誓
い
合

い
た
い
も
の
で
す
。



◎
お
参
り
の
作
法

神
前
に
向
か
い
、
身
を
正
し
て
心
を
鎮
め
ま
す
。

一
、
一
拝
（
深
い
お
じ
ぎ
を
し
ま
す
）

二
、
祈
念
（
両
手
を
合
わ
せ
て
頭
を
下
げ
、
神
様
へ
の
感

謝
と
と
も
に
、
自
分
の
願
い
を
念
じ
ま
す
）

三
、
二
拝
（
二
回
深
い
お
じ
ぎ
を
し
ま
す
）

四
、
四
拍
手
（
両
手
を
胸
高
に
し
て
、
四
度
拍
ち
ま
す
）

五
、
一
拝
（
深
い
お
じ
ぎ
を
し
ま
す
）

六
、
神
語
を
三
回
唱
え
ま
す

（
胸
高
に
両
手
を
合
わ
せ
、
深
く
頭
を
下
げ
、

心
の
底
か
ら
一
心
に
唱
え
ま
し
ょ
う
）

【
神
語
】
神
様
か
ら
御
霊
力
を
戴
く
こ
と
ば

幸
魂
奇
魂
守
給
ひ
幸
へ
給
へ

（
さ
き
み
た
ま
、
く
し
み
た
ま
、
ま
も
り
た
ま
い
、

さ
き
は
え
た
ま
え
）

例

祭

定
例
の
年
間
祭
事

七
、
二
拝
（
二
回
深
い
お
じ
ぎ
を
し
ま
す
）

八
、
四
拍
手
（
両
手
を
胸
高
に
し
て
、
四
度
拍
ち
ま
す
）

◎
元
旦
祭
（
新
年
祈
念
祭
）

１
月
１
日

午
前

時

九
、
一
拝
（
深
い
お
じ
ぎ
を
し
ま
す
）

11

◎
節
分
祭
（
厄
祓
・
星
祭
）

節
分
の
日

午
後
２
時

◎
春
季
祖
霊
社
冥
福
祭

春
分
の
日

午
後
７
時

◎
春
季
例
大
祭
前
夜
祭

大
祭
前
日
土
曜

午
後
６
時

◎
春
季
例
大
祭
・
祖
霊
社
例
祭

５
月
第
２
日
曜

午
後
２
時

◎
夏
越
大
祓

６
月

日

午
後
７
時

30

◎
秋
季
祖
霊
社
冥
福
祭

秋
分
の
日

午
後
７
時

◎
秋
季
例
大
祭
前
夜
祭

大
祭
前
日
土
曜

午
後
６
時

◎
秋
季
例
大
祭
・
祖
霊
社
例
祭

月
第
２
日
曜

午
後
２
時

10

◎
年
越
大
祓
・
除
夜
祭

月

日

午
後

時

12

31

10

◎
月
始
祭
・
祖
霊
社
祭

毎
月
１
日

午
前

時
11

◎
稲
荷
神
社
祭

毎
月

日

午
前
８
時

10

◎
月
次
祭
・
祖
霊
社
祭

毎
月

日

午
前

時

15

11

◎
龍
蛇
神
社
祭

毎
月

日

午
前
８
時

16

◎
日
供
祭

毎
日

午
前
８
時

こ
の
「
神
語
」
は
、
出
雲
大

社
第
八
十
代
宮
司
・
出
雲
大
社

教
初
代
管
長
千
家
尊
福
公
が
明

治
時
代
に
、
出
雲
大
社
の
御
祭

神
「
だ
い
こ
く
さ
ま
」
を
信
仰

す
る
人
々
の
た
め
宮
司
家
の
秘

伝
を
お
さ
と
し
に
な
っ
た
も
の

で
あ
り
ま
す
。
尊
福
公
は
、
著

書
『
神
語
』
の
冒
頭
で
、
「
こ

の
詞
は
天
照
大
御
神
第
二
の
御

子
天
穂
日
命
の
伝
え
給
え
し
神

語
に
し
て
神
拝
の
前
後
に
は
勿

論
常
に
も
唱
え
て
神
護
を
仰
ぐ

べ
き
な
り
」
と
述
べ
ら
れ
、
祖

神
天
穂
日
命
以
来
、
出
雲
国
造

家
に
秘
伝
と
し
て
伝
え
ら
れ
る

「
神
語
」
の
御
霊
徳
を
説
か
れ

た
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
「
神

語
」
を
一
心
に
唱
え
、
そ
の
二

十
三
音
の
言
霊
が
大
神
様
の
幸

魂
奇
魂
と
感
応
し
、
大
き
な
御

霊
徳
を
い
た
だ
け
ま
す
よ
う
。

◎

出
雲
大
社
の

御
神
札
を
お

祀
り
致
し
ま

し
ょ
う

出
雲
大
社
で
授
布
し
て
い
る

御
神
札
を
「
出
雲
大
社
御
玉
串
」

お

ふ

だ

い
づ
も
お
お
や
し
ろ
お
ん
た
ま
ぐ
し

と
申
し
ま
す
。
こ
の
御
神
札
に

は
親
な
る
神
、
大
国
主
大
神
様

の
御
神
霊
が
お
鎮
ま
り
し
て
い

ま
す
。
大
神
様
の
御
神
威
を
拝

礼
祈
念
す
る
「
御
霊
」
で
朝
夕

み
し
る
し

に
敬
拝
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

大
神
様
の
御
守
護
を
戴
く
こ
と

が
出
来
る
の
で
す
。

祖
霊
祭
な
の
で
す
。

み
た
ま
ま
つ
り

出
雲
大
社
御
本
社
で
は
、
こ

れ
を
「
祖
霊
社
大
祭
」
と
し
て

春
分
・
秋
分
の
日
に
は
厳
か
な

お
祀
り
が
執
り
行
わ
れ
て
い
ま

す
。
こ
れ
に
準
じ
、
函
館
教
會

で
も
、
お
祀
り
を
希
望
さ
れ
た

多
く
の
方
々
の
ご
先
祖
の
御
霊

を
祀
り
、
霊
威
の
蘇
生
を
願
い

ご
奉
仕
し
て
い
ま
す
。

◎

一
般
祈
祷

○
家
内
安
全

○
商
売
繁
昌

○
交
通
安
全

○
身
体
健
全

○
厄
除
祈
願

○
良
縁
祈
願

○
進
学
成
就

○
就
職
成
就

○
海
上
安
全

○
大
漁
満
足

○
子
宝
祈
願

○
工
事
安
全

○
病
気
平
癒

○
諸
願
成
就

○
出
雲
大
社
八
方
除
地
鎮
祭
、

上
棟
祭
、
新
宅
清
祓
、
店
舗
開

店
清
祓
、
結
婚
式
等
出
張
祭
典

○
そ
の
他
諸
事
の
御
祈
祷
も
、

随
時
受
付
け
て
お
り
ま
す
。

◎

特
殊
祈
祷

障
り
除
け
、
悪
霊
退
散
、
乳

さ
わ

よ

幼
児
虫
封
じ
等
の
特
殊
祈
祷
に

つ
い
て
も
、
ご
相
談
に
応
じ
て

随
時
受
付
け
て
お
り
ま
す
。

◎

通
信
祈
祷

遠
隔
地
に
お
住
ま
い
の
方
々

の
た
め
に
、
諸
祈
願
通
信
祈
祷

も
随
時
受
付
け
て
お
り
ま
す
。

ま
た
、
御
神
札
を
戴
く
敬
拝
の

心
は
、
人
間
性
の
向
上
、
家
庭

の
幸
福
、
社
会
の
幸
栄
を
む
す

ぶ
「

縁

」
と
な
る
の
で
す
。

え
に
し

※
類
似
の
御
神
札
に
ご
注
意
！

◎
本
紙
に
関
す
る
こ
と
、
そ
の

他
ご
不
明
な
点
が
ご
ざ
い
ま
し

た
ら
、
お
気
軽
に
左
記
宛
て
お

問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

出
雲
大
社
函
館
教
會

函
館
市
高
松
町
三
二
七
ー
三

〇
一
三
八
ー
五
七
ー
四
六
七
七

祖

霊

社

そ

れ

い

し

ゃ

◎

祖
霊
祭

み

た

ま

ま

つ

り

出
雲
大
社
の
御
祭
神
、

大
国
主
大
神
の
別
の
御
名
に
、

お
お
く
に
ぬ
し
の
お
お
か
み

「
幽
冥
主
宰
大
神
」
と
い
う

か
く
り
よ
し
ろ
し
め
す
お
お
か
み

尊
称
が
あ
り
ま
す
。

幽
冥
と
は
幽
事
の
世
界
、
つ

か
く
り
よ

ま
り
霊
魂
の
世
界
の
こ
と
で

す
。
私
た
ち
は
誰
も
が
先
祖
の

お
か
げ
で
命
を
戴
き
、
今
日
を

生
き
て
い
る
の
で
す
か
ら
、
こ

の
数
限
り
な
い
先
祖
・
縁
者
の

御
霊
、
さ
ら
に
は
幽
冥
稚
児
(
俗

み

た

ま

に
い
う
水
子
)
の
霊
を
祀
る
の

は
、
私
た
ち
の
当
然
の
義
務
で

し
ょ
う
。

仏
教
で
は
、
普
通
の
人
は
一

定
の
年
数
で
、
「
弔
い
上
げ
」

と
い
い
、
魂
は
十
万
億
土
の
彼

方
へ
行
く
と
し
、
法
要
は
し
な

く
な
り
ま
す
。
が
、
本
来
日
本

人
の
考
え
で
は
、
死
後
の
霊
魂

は
、
子
孫
が
住
む
近
く
の
草
葉

の
陰
や
山
な
ど
に
留
ま
り
、
子

孫
た
ち
の
生
き
ざ
ま
を
見
つ
め

て
い
る
、
と
考
え
ま
し
た
。
そ

し
て
魂
は
子
孫
の
魂
に
働
き
か

け
、
甦
る
、
と
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
ご
先
祖
た
ち
の
霊
魂
を

神
と
し
て
祀
り
、
よ
り
高
い
神

の
位
に
昇
っ
て
戴
き
、
よ
り
子

孫
を
見
守
る
霊
威
を
高
め
、
蘇

生
し
て
戴
く
た
め
の
祈
り
が
、

◎
出
雲
大
社
の
祈
り
の
言
葉
【
神
語
】
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幸
魂
奇
魂
守
給
ひ
幸
へ
給
へ

さ
き
み
た
ま
く
し
み
た
ま
ま
も
り
た
ま
い
さ
き
は
え
た
ま
え


