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祈
り
な
ば

必
ず
神
に

通
う
も
の

祈
り
て
動
か
ぬ

も
の
は
な
き
な
れ

◇

国
の
祈
り
・
大
嘗
祭

◇

今
年
の
正
月
は
穏
や
か
な
日
が
続
き
、
全
国
の
神
社

仏
閣
は
お
詣
り
が
多
か
っ
た
よ
う
で
す
。
今
、
世
間
で

は
日
本
に
つ
い
て
関
心
が
集
ま
っ
る
か
ら
で
し
ょ
う
。

日
本
で
は
国
と
い
う
こ
と
に
触
れ
る
の
は
一
つ
の
タ

ブ
ー
で
あ
り
、
国
が
成
す
こ
と
は
悪
い
事
で
あ
る
と
言

う
前
提
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
が
少
し
く
揺
ら
い
で
き

た
こ
の
頃
…
、
自
虐
史
観
を
抜
け
出
る
機
会
だ
と
思
い

ま
す
。
日
本
人
と
し
て
国
の
こ
と
を
思
う
こ
と
自
体
が
、

私
も
長
い
間
悪
い
事
の
よ
う
に
思
い
込
ん
で
お
り
ま
し

た
。
そ
こ
か
ら
恐
る
恐
る
抜
け
出
し
、
人
と
し
て
日
本

人
と
し
て
の
尊
厳
を
持
て
る
ま
で
、
四
十
年
近
く
過
ぎ

て
し
ま
い
ま
し
た
。

憲
法
問
題
も
外
交
も
、
中
国
、
南
北
朝
鮮
の
賠
償
を

絡
め
た
歴
史
認
識
。
領
土
問
題
。
基
地
問
題
。
偏
向
報

道
。
深
層
に
反
日
思
想
を
持
っ
た
日
本
の
政
治
家
や
団

体
。
反
日
教
育
を
し
て
る
国
と
の
国
交
。
こ
れ
ら
の
問

題
の
根
本
に
自
虐
史
観
の
影
響
が
根
深
く
関
わ
っ
て
お

り
、
正
常
さ
を
取
り
戻
さ
な
い
と
日
本
の
未
来
は
危
う

い
状
態
で
す
。

大
嘗
祭
は
陛
下
と
国
民
が
国
と
国
民
の
こ
と
を
神
に

祈
る
行
事
で
す
。
国
と
国
民
が
誇
り
を
持
ち
美
徳
と
尊

厳
を
取
り
戻
し
た
い
。
針
が
曲
が
れ
ば
糸
は
曲
が
っ
て

縫
わ
れ
る
。
新
し
い
御
代
に
は
少
し
で
も
指
針
を
正
し

く
し
て
お
き
た
い
。
自
ら
を
卑
し
む
思
い
を
祓
い
、
子

供
達
に
明
る
い
未
来
を
語
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

鎮

花

祭

四
月
二
十
日

十
四
時

は
な
し
ず
め
の
ま
つ
り

疫
病
・
難
病
・
気
の
病
・
ボ
ケ
な
ど
を
封
じ
て
健

康
長
寿
を
御
祈
願
致
し
ま
す
。
ご
家
族
で
お
申
し
込

み
下
さ
い
。

氏
子
各
家
と
ご
皇
室
の
ご
健
勝
、
健

康
長
寿
を
お
祈
り
致
し
ま
す
。
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◇

渡
辺
博
士
の
神
道
講
座

◇

文
学
博
士

渡
辺
勝
義

「
近
代
の
肖
像
ー
危
機
を
拓
く
」〈
本
田
親
徳
〉

前
編

『
日
本
書
紀
』
巻
第
５
、
崇
神
天
皇
の
一
二
年
秋
九
月

す

じ
ん

の
甲
辰
の
朔
己
丑
条
に
次
の
よ
う
な
記
述
が
見
え
る
。

「
是
を
以
て
、
天

神
地

祇
共
に
和
享
み
て
、
風
雨
時

あ
ま
つ
か
み
く
に
つ
か
み

に

こ

に
順
ひ

百

穀

用
て
成
り
ぬ
。
家

給
ぎ
人
足
り
て
、

も
も
の
た
な
つ
も
の
も

い
へ
い
へ
つ

天

下
大
き
に

平

な
り
。
故
、

稱

し
て
御

肇

國

あ
め
の
し
た

た
ひ
ら
か

か
れ

ほ
め
ま
う

は
つ
く
に
し
ら
す

天

皇
と
謂
す
」

す
め
ら
み
こ
と

ま
う

天
地
諸
神
が
大
き
な
恵
み
を
垂
れ
賜
い
、
「
五
風
十
雨
」

の
言
葉
通
り
に
天
候
も
至
極
順
当
で
農
作
物
も
豊
か
な
実

り
と
収
穫
が
あ
り
、
国

民
の
家
々
に
は
十
分
過
ぎ
る
ほ
ど

く
に
た
み

も
の
が
充
足
し
て
人
々
は
幸
せ
に
暮
ら
し
、
天
下
は
太
平

で
あ
る
と
い
っ
た
有
様
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

元
國
學
院
大
学
学
長
の
上
田
賢
治
先
生
は
「
山
や
川
や

海
は
、
人
間
の
生
活
に
と
っ
て
、
そ
の
生
命
の
営
み
を
可

イ
ノ
チ

能
に
す
る
大
き
な
働
き
を
持
っ
て
ゐ
る
。
そ
こ
に
、
神
霊

を
感
じ
取
っ
て
き
た
の
で
あ
る
」
と
述
べ
ら
れ
た
が
、
日

本
神
話
に
よ
れ
ば
、
人
も
国
土
も
共
に
神
の
生
み
の
子
で

あ
り
、
人
は
自
然
と
共
感
し
、
自
然
の
懐
に
抱
か
れ
て
心

の
安
ら
ぎ
を
覚
え
て
来
た
の
で
あ
り
、
日
本
人
に
と
っ
て

大
自
然
は
ま
さ
に
神
で
あ
っ
た
の
だ
。

人
々
が
近
代
教
育
に
毒
さ
れ
る
前
は
、
「
お
天
道
さ
ま
が

見
て
ご
ざ
る
」
と
い
う
こ
と
ば
が
あ
る
よ
う
に
、
日
本
人

は
世
界
に
神
々
を
感
じ
取
り
、
神
に
よ
っ
て
生
か
さ
れ
生

き
る
歓
び
や
神
仏
へ
の
畏
敬
の
念
を
忘
れ
ず
に
、
長
の
年

月
自
然
と
共
に
あ
る
生
活
を
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
神
州

清
潔
の
民
、
東
洋
の
君
子
国
と
称
賛
さ
れ
、
実
に
礼
儀
正

し
く
、
質
実
剛
健
、
勤
勉
、
正
直
で
あ
り
、
ま
た
慈
悲
心

に
富
み
、
な
に
よ
り
も
無
欲
恬
淡
と
し
た
そ
の
日
本
人
の

高
い
道
徳
精
神
は
、
西
洋
人
に
と
っ
て
一
つ
の
憧
れ
で
さ

え
あ
っ
た
。
そ
れ
あ
れ
ば
こ
そ
、
日
本
は
ア
ジ
ア
で
唯
一
、

西
欧
列
強
の
植
民
地
支
配
を
は
ね
の
け
、
明
治
維
新
を
成

し
遂
げ
、
近
代
化
に
成
功
し
て
世
界
第
二
の
経
済
大
国
に

ま
で
成
長
を
遂
げ
て
来
た
の
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
西
洋
科
学
文
明
に
触
れ
た
日
本
人
が
こ
れ

を
取
り
込
み
積
極
的
に
近
代
化
を
図
ろ
う
と
し
た
ま
で
は

良
か
っ
た
が
、
い
つ
の
間
に
か
西
洋
科
学
合
理
主
義
や
物

質
主
義
、
経
済
効
率
第
一
主
義
、
個
人
主
義
な
ど
と
い
っ

た
「
近
代
」
と
い
う
異
質
な
文
化
を
取
り
込
ん
で
行
く
う

ち
に
、
そ
れ
ま
で
大
切
に
守
り
伝
え
て
来
た
と
こ
ろ
の
日

本
的
な
る
も
の
、
自
分
た
ち
が
本
来
有
し
て
い
た
自
然

（
神
）
と
共
な
る
生
活
、
そ
の
気
高
い
精
神
と
誇
り
、
豊

か
な
感
性
、
優
れ
た
霊
性
の
働
き
を
喪
失
し
て
し
ま
っ
た

の
で
あ
る
。
実
は
こ
う
し
た
日
本
人
の
生
き
方
こ
そ
、
人

類
共
通
の
普
遍
的
な
も
の
で
あ
っ
た
の
に
で
あ
る
。
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記
紀
な
ど
の
古
典
を
紐
解
け
ば
、
わ
が
国
に
お
い
て
は

古
代
よ
り
帰
神(

神

懸
り
）
や
太
占
、
宇
気
比
な
ど
、
神

か
み
が
か

ふ
と
ま
に

う

け

ひ

霊
と
直
接
し
て
神
意
を
伺
う
た
め
の
「
神
意
窺
知
の
法
」

が
あ
る
。
例
え
ば
崇
神
天
皇
紀
や
仲
哀
・
神
功
皇
后
紀
に

見
ら
れ
る
如
く
帰
神
の
神
法
に
よ
っ
て
直
接
に
神
霊
の
「
神

意
」
を
伺
い
、
神

誥
（
神
教
）
を
受
け
賜
っ
て
国
家
的
一

し
ん
こ
う

大
事
を
決
し
、
神
霊
の
御
心
を
心
と
し
て
政

治
に
事
な
き

ま
つ
り
ご
と

を
期
し
た
幾
多
の
事
例
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
史
的
事
実
に
深
く
感
じ
入
り
、
中
古
以
来
途
絶
え

て
い
た
鎮
魂
法
と
帰
神
術
を
復
元
し
、
神
道
そ
の
も
の
の

本
質
に
迫
ろ
う
と
し
た
の
が
、
「
霊
学
中
興
の
祖
」
と
称
さ

れ
る
幕
末
・
明
治
の
神
典
学
者
、
本
田
親
徳
で
あ
る
。

ほ
ん
だ
ち
か
あ
つ

本
田
親
徳
（
通
称
・
九
郎
）
は
文
政
五
（
一
八
二
二
）

年
一
月
一
三
日
、
士
族
で
典
医
で
あ
っ
た
本
田
主
蔵
の
長

男
と
し
て
鹿
児
島
藩
加
世
田
（
現
・
鹿
児
島
県
加
世
田
市
）

に
生
ま
れ
た
。
天
性
俊
敏
に
し
て
幼
少
よ
り
藩
校
で
漢
学

を
修
め
、
剣
道
に
長
じ
て
い
た
。
一
七
、
八
歳
の
頃
、
武

者
修
行
の
た
め
京
に
上
り
、
天
保
一
〇
（
一
八
三
九
）
年

頃
に
は
水
戸
に
遊
学
し
て
当
時
天
下
に
令
名
高
き
碩
学
・

会
沢
正
志
斎
の
門
に
入
っ
た
。
そ
こ
で
三
年
余
り
皇
学
・

漢
学
な
ど
和
漢
の
学
を
修
め
、
最
先
端
の
科
学
・
哲
学
を

も
学
び
、
将
来
の
学
的
基
礎
を
固
め
た
。

古
典
に
つ
い
て
深
く
研
鑽
を
積
む
に
つ
れ
、
宇
宙
の
森

羅
万
象
は
霊
的
作
用
に
よ
る
に
違
い
な
し
と
の
考
え
に
至

り
、
古
典
の
真
義
を
理
解
す
る
に
は
自
ら
が
実
際
に
神
霊

に
直
接
し
て
神
の
教
え
に
基
づ
く
よ
り
他
に
な
い
と
の
確

信
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
。

こ
の
間
、
平
田
篤
胤
（
天
保
一
四
年
没
）
の
私
塾
「
気

吹
舎
」
に
も
出
入
り
し
、
そ
の
晩
年
の
学
説
を
傍
聴
し
た

と
も
伝
え
ら
れ
る
。
そ
れ
が
事
実
で
あ
れ
ば
、
篤
胤
の
幽

冥
研
究
に
関
す
る
講
義
も
聞
き
知
っ
て
い
た
筈
で
あ
る
。

後
に
本
田
は
自
著
『
難
古
事
記
』
『
古
事
記
神
理
解
』
で
篤

胤
の
説
を
駁
撃
す
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
そ
れ
も
篤
胤

の
思
想
や
学
問
に
よ
く
通
じ
て
い
た
か
ら
こ
そ
な
し
得
た

こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。

本
田
親
徳
の
青
年
時
代
は
諸
外
国
の
船
が
わ
が
国
と
通

商
条
約
を
結
ぼ
う
と
頻
り
に
来
航
し
て
い
た
時
期
で
あ
る
。

国
論
は
分
裂
し
、
ま
さ
に
世
情
騒
然
と
し
て
い
た
。
記
紀

古
典
に
多
く
見
ら
れ
る
事
例
の
如
く
、
真
に
神
意
の
存
す

る
と
こ
ろ
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
い
か
な
る
国

難
も
た
ち
ど
こ
ろ
に
解
決
し
よ
う
。
し
か
し
、
「
神
意
を
伺

う
」
と
い
う
尊
貴
な
神
懸
り
の
神
法
は
中
古
以
来
廃
絶
し

て
お
り
、
国
学
者
た
ち
は
理
屈
理
論
に
明
け
暮
れ
、
神
霊

に
直
接
し
て
神
意
を
問
う
こ
と
が
で
き
る
者
は
い
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。

天
保
一
四
（
一
八
四
三
）
年
、
二
一
歳
の
頃
、
会
沢
正

志
斎
の
も
と
を
辞
し
て
京
都
藩
邸
に
い
た
本
田
親
徳
は
、

京
都
伏
見
で
狐
憑
き
の
七
歳
の
子
供
が
歌
を
よ
く
詠
む
と
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の
噂
を
耳
に
し
た
。
自
ら
そ
の
狐
憑
き
の
子
供
を
訪
ね
た

本
田
は
、
「
お
前
は
何
か
憑
い
て
い
て
巧
い
歌
を
詠
む
そ
う

だ
が
、
ど
ん
な
歌
で
も
直
ぐ
に
詠
む
事
が
で
き
る
か
」
と

聞
く
と
、
子
供
は
「
ど
ん
な
歌
で
も
詠
む
」
と
答
え
、
題

を
与
え
る
よ
う
に
と
言
っ
た
。
本
田
が
一
〇
月
の
冷
た
い

雨
に
紅
葉
が
打
ち
落
と
さ
れ
て
い
る
庭
を
指
し
、
「
こ
の
景

色
を
詠
ん
で
み
よ
」
と
言
う
と
、
子
供
は
直
ち
に
筆
を
取

り
、
「
庭
も
せ
に
散
る
さ
へ
惜
し
き
も
み
ぢ
葉
を
朽
ち
も
果

て
よ
と
ふ
る
時
雨
か
な
」
と
詠
ん
で
外
に
遊
び
に
出
て
し

ま
っ
た
。
こ
の
憑
霊
現
象
を
実
見
し
た
こ
と
が
契
機
と
な

り
、
本
田
は
霊
的
作
用
に
つ
い
て
深
く
研
究
す
る
志
を
固

め
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
後
、
一
切
の
世
俗
の
名
利
を
断
ち
、
長
ら
く
途
絶

し
た
ま
ま
の
「
神
霊
と
感
合
す
る
道
」
を
求
め
、
命
懸
け

の
修
行
を
開
始
し
た
の
で
あ
る
。
本
田
は
著
書
『
難
古
事

記
』
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
此
の
神
懸
の
こ
と
本
居
平
田
を
始
め
名
だ
た
る
先
生

達
も
明
ら
め
得
ら
れ
ざ
り
し
故
に
、
古
事
記
伝
、
古
史
伝

と
も
に
そ
の
説
々
皆
誤
れ
り
。
親
徳
拾
八
歳
皇
史
を
拝
読

し
、
此
の
神
法
の
今
時
に
廃
絶
し
た
る
を
慨
嘆
し
、
岩
窟

に
求
め
草
庵
に
尋
ね
、
終
に
三
拾
五
歳
に
し
て
神
懸
三
十

六
法
あ
る
こ
と
を
覚
悟
り
、
夫
れ
よ
り
幽
冥
に
正
し
現
事

に
徴
し
、
古
事
記
日
本
紀
の
真
奥
を
知
り
、
古
先
達
の
説

々
悉
く
皆
誤
謬
た
る
を
知
り
弁
へ
た
り
き
」
と
。

安
政
三
（
一
八
五
六
）
年
頃
に
は
神
懸
り
に
三
六
法
あ

る
こ
と
を
覚
り
、
慶
應
三
（
一
八
六
七
）
年
頃
に
は
記
紀

等
古
典
に
基
づ
く
帰
神
（
神
懸
り
）
の
神
法
を
確
立
し
た

と
い
う
。
そ
し
て
幽
冥
に
正
神
界
と
邪
神
界
の
別
あ
る
こ

と
、
各
々
一
八
一
階
級
あ
る
こ
と
、
憑
依
し
た
霊
に
種
類

や
上
中
下
の
等
級
・
働
き
が
あ
る
こ
と
、
そ
れ
ら
を
判
別

す
る
「
審
神
者
の
法
」
、
邪
霊
を
縛
る
と
こ
ろ
の
「
霊
縛
法
」

さ

に

は

な
ど
を
明
ら
か
に
し
、
日
本
古
来
の
神
懸
り
の
神
法
を
見

事
に
体
得
・
確
立
し
た
の
で
あ
る
。
本
田
親
徳
が
確
立
し

た
こ
の
霊
学
（
鎮
魂
法
・
帰
神
術
・
太
占
）
を
後
世
「
本

田
霊
学
」
と
呼
ん
で
い
る
。

そ
の
後
、
一
時
郷
里
の
鹿
児
島
に
帰
っ
た
ら
し
く
、
明

治
三
（
一
八
七
〇
）
年
、
三
島
通
庸
の
石
峯
神
社
再
興
創

建
に
関
す
る
記
事
中
、
本
田
親
徳
の
帰
神
に
よ
っ
て
不
明

で
あ
っ
た
御
祭
神
の
御
名
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
の
記
述

が
あ
る
。
明
治
六
年
頃
に
は
上
京
し
、
西
郷
隆
盛
の
紹
介

で
副
島
種
臣
と
親
交
を
持
ち
、
師
弟
の
縁
を
結
ん
だ
。
副

島
邸
で
帰
神
を
修
し
た
こ
と
も
あ
り
、
副
島
の
一
一
四
項

の
発
問
に
対
し
本
田
が
幽
斎
の
法
に
よ
っ
て
回
答
し
た
『
真

道
問
対
』
が
成
っ
て
い
る
。

明
治
一
六
（
一
八
八
三
）
年
、
元
鹿
児
島
藩
士
の
奈
良

原
繁
が
静
岡
県
知
事
に
な
っ
た
の
を
機
に
同
郷
の
誼
も
あ

っ
て
本
田
親
徳
を
招
聘
し
、
二
年
余
り
講
筵
を
開
い
て
数

多
く
の
有
志
を
指
導
し
て
い
る
。
明
治
一
八
年
に
は
『
産

土
百
首
』
『
古
事
記
神
理
解
』
『
産
土
神
徳
義
』
な
ど
の
著

作
が
成
っ
て
い
る
。
明
治
二
一
年
、
自
己
の
御
霊
は
静
岡
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県
岡
部
の
神
神
社
に
鎮
ま
る
こ
と
を
言
い
残
し
、
翌
二
二

み
わ

年
、
埼
玉
県
川
越
の
木
村
辰
右
衛
門
宅
で
逝
去
し
た
。
享

年
六
七
歳
で
あ
っ
た
。

本
田
親
徳
の
高
弟
に
、
月
見
里
神
社
宮
司
の
長

澤
雄
楯

や
ま

な

し

な
が
さ
わ
か
つ
た
て

が
い
る
。
大
本
の
出
口
王
仁
三
郎
、
神
道
天
行
居
の
友
清

歓
真
、
三
五
教
の
中
野
与
之
助
ら
が
師
事
す
る
な
ど
近
代

の
神
道
系
宗
教
に
影
響
を
与
え
た
人
物
で
あ
り
、
筆
者
が

霊
学
の
指
導
を
受
け
た
佐
藤
卿

彦
師
も
そ
の
門
下
で
あ
る
。

あ
き
ひ
こ

本
田
の
霊
学
に
つ
い
て
長
澤
翁
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い

る
。「

こ
の
霊
学
は
維
新
前
、
薩
摩
の
藩
士
本
多
親
徳
翁
（
通

称
九
郎
）
に
よ
っ
て
儒
佛
渡
来
以
降
廃
絶
し
て
い
た
神
懸

の
法
則
が
再
建
さ
れ
た
事
に
よ
っ
て
興
っ
た
も
の
で
、
全

国
を
遊
歴
す
る
事
四
十
年
、
困
苦
惨
憺
竟
に
克
く
之
を
大

つ
い

成
さ
れ
た
の
で
今
の
世
に
神
懸
の
法
あ
る
は
翁
の
力
で
あ

る
。
（
略
）
明
治
の
世
、
神
典
学
者
で
千
古
不
抜
の
卓
越
の

説
あ
る
は
、
こ
の
翁
一
人
の
み
ぢ
ゃ
が
惜
い
哉
世
に
少
し

も
知
ら
れ
て
い
な
い
」

（
つ
づ
く
）

◇

見
直
し
聞
き
直
し

日
本
を
取
り
戻
す

エ
ド
ゥ
ア
ル
ト
・
ヴ
ァ
ン
・
テ
ィ
ン
（Eduard

van
Thijn

）

オ
ラ
ン
ダ

ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
市
長
（1983

～1994

年)

『

あ
な
た
方
の
日
本
国
は
先
の
大
戦
で
負
け
て
、
私
共
の

オ
ラ
ン
ダ
は
勝
っ
た
の
に
大
敗
を
し
ま
し
た
。
今
日
の
日

本
国
は
世
界
で
一
、
二
位
を
争
う
経
済
大
国
に
な
り
ま
し

た
。
私
達
オ
ラ
ン
ダ
は
、
そ
の
間
、
屈
辱
の
連
続
。
即
ち
、

勝
っ
た
筈
な
の
に
、
貧
乏
国
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

戦
前
は
「
ア
ジ
ア
」
に
大
き
な
植
民
地
（
オ
ラ
ン
ダ
領
東

イ
ン
ド
（
蘭
印
）
＝
ほ
ぼ
現
在
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
）
が
有

り
、
石
油
等
の
資
源
・
産
物
で
、
本
国
は
栄
耀
栄
華
を
極

め
て
お
り
ま
し
た
。
し
か
し
今
で
は
、
日
本
の
九
州
と
同

じ
広
さ
の
本
国
だ
け
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

あ
な
た
方
の
日
本
国
は
、
「
ア
ジ
ア
各
地
で
侵
略
戦
争
を
起

こ
し
て
申
し
訳
な
い
。
ア
ジ
ア
の
諸
民
族
に
大
変
迷
惑
を

か
け
た
」
と
、
自
ら
を
蔑
み
、
ぺ
こ
ぺ
こ
と
謝
罪
し
て
い

ま
す
が
、
こ
れ
は
間
違
い
で
す
。
あ
な
た
方
こ
そ
、
自
ら

の
血
を
流
し
て
、
ア
ジ
ア
民
族
を
解
放
し
、
救
い
出
す
と

言
う
人
類
最
高
の
良
い
事
を
し
た
の
で
す
。

何
故
な
ら
ば
、
あ
な
た
方
の
国
の
人
々
は
過
去
の
真
実

の
歴
史
を
目
隠
し
さ
れ
て
、
先
の
大
戦
の
目
先
の
事
の
み

を
取
り
上
げ
、
或
い
は
洗
脳
さ
れ
て
、
悪
い
事
を
し
た
と

自
分
で
悪
者
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
こ
で
歴
史
を
振
り

返
っ
て
真
相
を
見
つ
め
る
必
要
が
あ
る
で
し
ょ
う
。

本
当
は
、
私
共
白
色
人
種
が
悪
い
の
で
す
。
百
年
も
二

百
年
も
前
か
ら
、
競
っ
て
武
力
で
東
亜
諸
民
族
を
征
服
し
、

自
分
の
領
土
と
し
て
勢
力
下
に
置
い
た
の
で
す
。

植
民
地
・
属
領
に
さ
れ
て
、
永
い
間
奴
隷
的
に
酷
使
さ

れ
て
い
た
東
亜
諸
民
族
を
解
放
し
、
共
に
繁
栄
し
よ
う
と
、
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遠
大
崇
高
な
理
想
を
掲
げ
て
、
大
東
亜
共
栄
権
樹
立
と
い

う
旗
印
で
立
ち
上
が
っ
た
の
が
、
貴
国
日
本
だ
っ
た
は
ず

で
し
ょ
う
。

本
当
に
悪
い
の
は
、
侵
略
し
て
権
力
を
振
る
っ
て
い
た

西
欧
人
の
方
で
す
。
日
本
は
戦
い
に
敗
れ
ま
し
た
が
、
東

亜
の
解
放
は
実
現
し
ま
し
た
。

即
ち
、
日
本
軍
は
戦
勝
国
の
全
て
を
ア
ジ
ア
か
ら
追
放

し
て
終
わ
っ
た
の
で
す
。
そ
の
結
果
、
ア
ジ
ア
諸
民
族
は

各
々
独
立
を
達
成
し
ま
し
た
。
日
本
の
功
績
は
偉
大
で
あ

り
、
血
を
流
し
て
戦
っ
た
あ
な
た
方
こ
そ
、
最
高
の
功
労

者
で
す
。
自
分
を
蔑
む
事
を
止
め
て
、
堂
々
と
胸
を
張
っ

て
、
そ
の
誇
り
を
取
り
戻
す
べ
き
で
あ
り
ま
す
。
』

1991

年
、
日
本
傷
痍
軍
人
会
代
表
団
が
オ
ラ
ン
ダ
を
訪
問

し
た
時
、
市
長
主
催
の
親
善
パ
ー
テ
ィ
で
の
エ
ド
ゥ
ア
ル

ト
・
ヴ
ァ
ン
・
テ
ィ
ン
（Eduard

van
Thijn

）
ア
ム
ス
テ

ル
ダ
ム
市
長
（
後
の
内
務
大
臣
）
の
歓
迎
挨
拶
を
、
憲
兵

少
尉
の
シ
ベ
リ
ア
抑
留
経
験
者
、
溝
口
平
二
郎
（1997

年3

月

14

日
逝
去
）
が
録
画
し
て
い
た
の
を
、
後
に
、
（
財
）

日
本
国
防
協
会
理
事
の
浅
井
啓
之
氏
が
文
章
に
起
こ
し
、

1994

年3

月24

日
作
成
し
た
内
容
で
す
。

鎮

守

の

杜

か

ら

六
十
一

¡

天
壌
無
窮

皇
位
継
承
に
つ
い
て

「
女
性
天
皇･

男
系･

女
系･

旧
宮
家
の
復
活
」
な
ど
の
言
葉

を
よ
く
耳
に
し
て
い
た
時
期
が
あ
り
ま
し
た
。
祖
国
に
と

っ
て
大
変
重
要
な
こ
と
な
の
で
こ
の
時
期
に
分
か
り
や
す

く
見
直
し
ま
し
ょ
う
。

(

祖
国
と
は
親
先
祖
の
国
、
良
い

言
葉
で
す
ね
）

「
皇
位
は
、
皇
統
に
属
す
る
男
系
男
子
が
、
こ
れ
を
継
承

す
る
」
と
定
め
て
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
皇
族
の
血
統
を
父

方
か
ら
受
け
継
い
だ
男
子
と
言
う
こ
と
で
す
。

女
性
天
皇
は
十
代
八
方
が
居
ら
れ
ま
す
。
皆
様
男
系
の

女
性
天
皇
で
在
ら
れ
在
任
中
は
独
身
で
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま

し
た
。
男
系
の
女
性
天
皇
は
代
理
的
な
存
在
で
次
に
は
男

系
男
子
に
継
承
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
制
度
は
女
性
は
お

后
と
し
て
皇
室
に
入
れ
ま
す
が
男
性
は
入
れ
ま
せ
ん
。
男

性
を
排
除
し
て
王
朝
を
変
え
さ
せ
な
い
利
用
さ
せ
な
い
仕

組
み
な
の
で
す
。

分
か
り
や
す
く
言
う
と
女
性
天
皇
が
習
さ
ん
の
子
供
と

結
婚
さ
れ
て
、
そ
の
お
子
さ
ん
が
天
皇
に
成
ら
れ
た
ら
、

習
さ
ん
の
孫
が
日
本
天
皇
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

姓
の
無
い
皇
室
が
姓
を
持
っ
た
、
つ
ま
り
習
王
朝
に
な
っ

た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
ゆ
え
男
系
男
子
と
い
う
枠
組

み
は
変
え
ら
れ
ず
に
き
た
の
で
す
。

宮
家
の
復
活
に
つ
い
て

や
が
て
皇
位
継
承
者
が
悠
仁
親
王
お
一
人
に
な
り
ま
す
。

そ
こ
で
敗
戦
後
の
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
占
領
政
策
に
お
い
て
、
ご
本

人
達
も
国
民
も
意
図
し
な
い
、
皇
籍
離
脱
を
余
儀
な
く
さ

れ
た
旧
宮
家
に
は
、
男
系
男
子
と
成
ら
れ
る
方
が
百
二
十

名
近
く
居
ら
れ
、
悠
仁
親
王
と
年
齢
の
近
い
方
は
六
名
居

ら
れ
る
そ
う
で
す
。
こ
の
こ
と
は
国
の
カ
タ
チ
を
継
承
す

る
為
に
も
、
国
民
と
し
て
一
考
す
べ
き
価
値
あ
る
こ
と
と

思
い
ま
す
。
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日
本
の
伝
統
を
守
る
為
に
は
、
皇
室
を
は
じ
め
日
本
の

伝
統
を
壊
し
日
本
の
国
の
カ
タ
チ
を
葬
り
去
ろ
う
と
す
る
、

人
々
の
言
動
が
あ
る
こ
と
に
充
分
注
意
し
て
、
そ
れ
を
峻

別
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
し
ょ
う
。

○

祈
り

古
老
の
行
履

当
宮
の
総
代
会
長
を
三
十
年
ご
奉
仕
頂
い
た
秋
山
平
作
翁
。

唱
え
言
葉
「
吾
が
心
清
々
し
い
」
に
つ
い
て
の
感
想
が
素
晴

ら
し
く
、
大
変
参
考
に
な
り
印
象
に
残
っ
て
お
り
ま
す
。

お
祈
り
を
始
め
ら
れ
て
一
年
を
過
ぎ
た
頃
「
吾
が
心
清
々

し
い
」
と
唱
え
る
と
心
清
々
し
く
な
る
、「
こ
れ
は
不
思
議
だ
、

こ
れ
は
有
り
難
い
」
と
、
時
々
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
お

ら
れ
ま
し
た
。
そ
れ
と
悩
み
や
悲
し
み
苦
し
み
な
ど
か
ら
心

を
離
れ
な
く
な
っ
た
り
、
ど
う
し
よ
う
も
無
い
事
柄
な
ど
を
、

神
様
に
お
預
け
す
る
祈
り
を
実
践
さ
れ
て
い
ま
し
た
。(

注

一
、
）
そ
し
て
、
「
自
分
の
人
生
は
取
り
返
し
の
つ
か
な
い
失

敗
だ
っ
た
、
そ
れ
は
も
っ
と
若
い
と
き
か
ら
神
様
を
知
ら
な

か
っ
た
こ
と
」
、
さ
ら
に
「
今
神
様
を
持
っ
て
い
る
自
分
は
幸

せ
だ
、
そ
の
こ
と
に
気
づ
い
て
い
な
い
人
は
本
当
に
可
愛
そ

う
だ
」
と
良
く
言
わ
れ
て
ま
し
た
。

そ
の
頃
か
ら
、
お
宮
に
お
詣
り
し
て
く
れ
る
人
が
有
り
難

い
と
、
参
拝
者
に
声
を
か
け
ら
れ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の

参
拝
者
か
ら
町
で
総
代
さ
ん
を
見
か
け
ま
し
た
。
自
分
の
こ

と
を
覚
え
て
道
で
会
釈
さ
れ
た
と
度
々
報
告
を
受
け
る
よ
う

に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、
私
の
子
供
達
も
通
学
中
に
お

見
か
け
し
た
、
声
を
か
け
ら
れ
た
と
嬉
し
そ
う
に
報
告
し
て

す
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
ま
し
た
。

人
は
八
十
も
半
ば
過
ぎ
る
と
、
そ
れ
と
は
な
し
に
威
厳
を

感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
平
作
翁
の
場
合
は
そ
の
親

し
み
や
す
さ
と
神
々
し
い
感
じ
が
あ
り
、
お
目
に
か
か
っ
た

人
々
が
、
接
す
る
度
に
有
り
難
さ
や
嬉
し
さ
を
感
じ
る
よ
う

に
な
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

も
う
ひ
と
か
た
思
い
出
す
の
は
先
代
宮
司
の
木
原
邦
雄
翁
。

何
時
も
に
こ
や
か
で
優
し
く
お
お
ら
か
な
方
で
す
が
、
神
事

を
行
わ
れ
る
と
き
の
厳
格
さ
に
は
あ
た
り
を
祓
う
よ
う
な
場

の
緊
迫
感
を
感
じ
さ
せ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
平
作
翁
が
言
わ

れ
る
に
は
木
原
宮
司
に
出
会
い
そ
の
誠
実
な
人
物
、
そ
の
言

動
に
深
く
感
銘
し
た
、
こ
ん
な
人
物
に
初
め
て
会
っ
た
と
言

わ
れ
て
居
り
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
自
分
も
深
く
信
仰
に
触
れ

る
よ
う
に
な
り
、
宮
司
と
総
代
会
長
と
し
て
共
に
行
動
さ
れ

人
生
が
変
わ
っ
た
と
言
わ
れ
て
お
り
ま
し
た
。

お
二
人
に
は
か
ら
伺
っ
た
戦
争
体
験
に
は
共
通
の
も
の
が

あ
る
よ
う
に
感
じ
て
お
り
ま
す
。
お
二
人
と
も
幼
少
よ
り
体

が
弱
く
、
懲
役
検
査
は
丙
種
合
格
。

平
作
翁
は
同
級
生
よ
り
遅
れ
て
戦
局
が
厳
し
く
な
っ
て
か

ら
の
入
隊
で
し
た
。
東
南
ア
ジ
ア(

？
）
赴
任
さ
れ
、
あ
る
日

上
官
か
ら
自
分
と
も
う
一
人
が
名
前
を
呼
ば
れ
、
「
一
歩
前
に

出
ろ
、
特
別
任
務
を
言
い
渡
す
、
次
の
船
で
日
本
に
帰
り
、

本
土
決
戦
に
備
え
よ
」
と
命
令
さ
れ
、
言
下
に
自
分
も
こ
の

地
で
仲
間
と
決
戦
を
迎
え
た
い
と
申
し
出
た
そ
う
で
す
が
、

「
こ
れ
は
天
皇
陛
下
の
御
命
令
で
あ
る
」
と
一
喝
さ
れ
た
そ

う
で
す
。
そ
し
て
、
日
本
に
到
着
間
際
の
船
中
で
自
分
の
部

隊
の
玉
砕
を
知
ら
さ
れ
た
。
そ
の
時
高
宮
八
幡
宮
の
鎮
守
の

森
の
景
色
が
浮
か
び
、
自
分
は
八
幡
様
に
生
か
さ
れ
た
と
思

わ
れ
た
そ
う
で
す
。
そ
れ
で
五
十
歳
か
ら
を
九
十
を
超
え
る
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今
ま
で
四
名
の
宮
司
と
奉
仕
し
て
き
た
と
言
わ
れ
ま
し
た
。

木
原
宮
司
は
通
信
兵
と
し
て
の
採
用
だ
っ
た
そ
う
で
、
鹿

児
島
で
特
攻
隊
の
玉
砕
を
最
初
に
聞
い
た
の
は
私
で
し
た
仰

っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
戦
後
神
道
指
令
の
下
、
行
政
か
ら
神

社
の
管
理
が
離
さ
れ
て
い
く
過
程
を
県
庁
に
て
執
行
さ
れ
た

そ
う
で
す
。
そ
し
て
、
護
国
神
社
で
ご
奉
仕
さ
れ
、
そ
れ
は

並
々
な
ら
ぬ
深
い
思
い
を
込
め
た
、
祈
り
の
日
々
で
あ
ら
れ

た
こ
と
と
拝
察
申
し
上
げ
て
お
り
ま
す
。

戦
後
か
ら
今
ま
で
、
神
社
が
見
事
に
継
承
再
興
さ
れ
た
の

は
お
二
人
の
高
い
志
が
人
を
感
化
せ
し
め
た
か
ら
で
あ
り
ま

す
。
そ
し
て
何
よ
り
有
り
難
い
の
は
、
こ
の
お
二
人
の
よ
う

な
希
有
な
人
格
に
触
れ
得
た
こ
と
で
あ
り
、
神
社
世
話
人
や

親
し
く
参
拝
さ
れ
て
い
る
方
に
と
っ
て
こ
の
上
な
い
宝(

人
生

の
指
針)

を
頂
い
た
と
感
謝
申
し
上
げ
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、

こ
の
よ
う
な
方
を
輩
出
し
呼
ん
で
お
ら
れ
る
御
神
霊
に
ま
す

ま
す
深
く
崇
敬
の
念
を
持
つ
も
の
で
あ
り
ま
す
。

(

注
一
、
）

そ
れ
は
神
様
に
畏
れ
多
く
申
し
わ
け
な
い
こ

と
で
は
あ
り
ま
す
が
、
自
分
の
悩
み
苦
し
み
を
包
み
隠
さ
ず

微
に
入
り
細
に
入
り
申
し
上
げ
預
か
っ
て
貰
う
よ
う
に
お
願

い
す
る
と
言
う
祈
り
。
大
事
な
要
点
は
悩
み
や
悲
し
み
苦
し

み
が
消
え
な
い
こ
と
在
る
こ
と
を
気
に
せ
ず
、
気
が
つ
く
度

に
神
様
に
預
か
っ
て
頂
く
こ
と
を
忘
れ
ず
繰
り
返
す
こ
と
。

何
時
し
か
心
か
ら
悩
み
事
が
離
れ
ス
ッ
キ
リ
し
て
い
る
こ
と

に
気
づ
く
時
が
来
ま
す
。
そ
の
経
験
が
積
み
重
な
れ
ば
、
心

が
自
ず
と
整
理
さ
れ
、
問
題
は
あ
っ
て
も
悩
み
や
不
安
が
無

く
な
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
す
。

◇

開
運
家
庭
百
日
行

満
行
者

（
十
二
～
三
月
）

第
五
十
回
満
行

楠
根
慶
子

殿

第
三
九
回
満
行

冨
田
末
子

殿

第
三
七
回
満
行

久
野
貴
子

殿

第
二
九
回
満
行

野
口
正
子

殿

小
山
田
昌
弘

殿

第
二
八
回
満
行

久
野
智
教･
睦
子

殿

第
二
四
回
満
行

篠
原
キ
ヨ
ミ

殿

第
二
二
回
満
行

右
田
カ
ズ
ミ

殿

第
十
九
回
満
行

山
本
香
代
子

殿

第

九
回
満
行

佐
藤
美
由
紀

殿

第

七
回
満
行

武
井
光
子

殿

第

一
回
満
行

牛
込
明

殿

北
古
賀
理
圭

殿

四
月
の
行
事

月
次
祭

朔
日
・
十
五
日

十

時

神
道
講
座

六
日

(

土)

十
四
時

鎮
花
祭

二
十
日

十
四
時

五
月
の
行
事

月
次
祭

朔
日
・
十
五
日

十

時

神
道
講
座

朔
日

(

水)

十
一
時

六
月
の
行
事

月
次
祭

朔
日
・
十
五
日

十

時

神
道
講
座

朔
日

(

土)

十
一
時

大
祓･

獅
子
祭

二
十
九
日(

土)

十
四
時

※

こ
こ
数
年
猛
暑
の
折
り
に
は
、
野
外
活
動
中
止
の

指
示
が
出
て
お
り
、
今
年
は
新
暦
に
て
行
い
ま
す
。


