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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

◇

御
世
代
わ
り

・
大
祓

(

夏
祭)

◇

今
年
の
大
祓
は
平
成
の
ケ
ガ
レ
を
一
掃
す
る
大
祓
で

す
、
祭
祀
の
厳
修
に
勤
め
た
い
と
思
い
ま
す
。

常
に
も
ご
奉
仕
頂
く
世
話
人
や
月
次
祭
を
は
じ
め
定

例
の
お
祭
り
に
ご
参
集
頂
く
氏
子
さ
ん
達
は
、
祭
典
中

の
張
り
詰
め
た
空
気
感
や
祭
典
後
に
続
く
清
々
し
さ
と

開
放
感
を
感
じ
つ
つ
、
神
気
（
御
稜
威
）
に
触
れ
祓
い

を
受
け
て
い
き
ま
す
。
神
気
を
受
け
祓
わ
れ
る
こ
と
を

意
識
で
き
な
い
ま
で
も
、
心
素
直
に
何
と
な
く
好
ま
し

く
感
じ
ら
れ
る
も
の
で
す
。
ご
奉
仕
す
る
神
主
や
世
話

人
が
神
通
自
在
と
言
え
る
程
に
神
に
通
じ
る
こ
と
が
出

来
た
な
ら
ば
、
氏
子
地
区
に
住
め
る
氏
子
の
皆
さ
ん
が

そ
の
時
を
境
に
す
べ
て
の
罪
ケ
ガ
レ
が
祓
わ
れ
た
ら
と

思
い
ま
す
。

日
々
の
日
供
祭
と
月
毎
の
月
次
祭
で
氏
子
崇
敬
者
に

何
事
も
無
い
よ
う
に
お
祈
り
し
て
お
り
ま
す
が
、
残
念

な
が
ら
世
に
あ
る
不
幸
災
難
は
絶
え
ま
せ
ん
。

そ
れ
で
、
ご
縁
の
あ
っ
た
方
に
は
ご
本
人
お
一
人
か

ら
ご
家
族
、
親
族
友
人
知
人
と
御
稜
威
の
輪
が
広
が
っ

て
欲
し
い
も
の
で
す
。
境
内
に
訪
れ
て
清
々
し
く
思
わ

れ
る
よ
う
に
、
ご
自
分
の
神
棚
か
ら
住
ま
い
全
体
を
神

域
の
よ
う
に
し
て
頂
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
そ
の
よ
う

に
な
れ
ば
隣
近
所
は
本
よ
り
町
内
全
体
が
明
る
く
晴
れ

晴
れ
と
し
た
雰
囲
気
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。
令
和
の
大

祓
を
期
に
浄
化
の
輪
が
広
ま
ら
ん
こ
と
を
お
祈
り
い
た

し
ま
す
。

大
祓

半
年
間
の
ケ
ガ
レ
（
病
気
や
不
幸
の
原
因
）

を
祓
い
、
命
の
増
長
を
御
祈
念
い
た
し
ま
す
。

獅
子
祭

子
供
達
の
健
や
か
な
成
長
と
、

地
域
の
発
展
と
安
全
を
祈
り
ま
す
。

六
月
二
十
九
日(

土)

十
四
時
半
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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
〉

後
編

本
田
親
徳
が
確
立
し
た
鎮
魂
法
と
帰
神
術
の
神
法
の
実

際
に
つ
い
て
、
弟
子
の
長
澤
雄
楯
は
、
「
親
し
く
其
行
う
所

を
見
る
に
神
霊
を
人
に
憑
依
せ
し
む
る
こ
と
自
在
の
み
な

ら
ず
、
亦
克
く
無
形
神
懸
の
自
感
に
熟
し
た
る
と
審
神
者

と
し
て
疑
わ
し
き
憑
霊
を
訊
問
す
る
の
精
密
に
し
て
厳
粛

な
る
毫
も
遺
漏
な
く
、
邪
霊
を
責
罰
す
る
に
霊
縛
す
る
の

速
な
る
等
、
他
人
の
追
及
す
る
能
わ
ざ
る
者
な
り
し
」（
『
惟

神
』
）
と
述
べ
て
い
る
。

神
懸
り
が
権
威
を
失
っ
た
近
世
の
神
道
は
も
は
や
形
骸

化
し
た
神
道
で
あ
り
、
そ
れ
は
神
道
で
は
な
く
て
人
間
道

で
あ
る
―
―
と
厳
し
く
非
難
し
た
の
は
、
戦
後
の
困
難
な

時
期
に
神
道
界
の
論
客
と
し
て
斯
界
を
リ
ー
ド
し
た
葦
津

珍
彦
で
あ
っ
た
。

氏
は
神
道
の
エ
ッ
セ
ン
ス
と
も
い
う
べ
き
神
懸
り
の
法
、

つ
ま
り
神
霊
と
直
接
交
流
す
る
術
を
知
ら
ず
、
従
っ
て
な

ん
ら
神
霊
と
の
感
合
も
な
く
「
神
意
」
を
全
く
受
け
得
な

い
、
賀
茂
真
淵
や
本
居
宣
長
ら
の
国
学
神
道
者
た
ち
に
つ

い
て
、
「
な
ぜ
か
れ
ら
は
、
『
天
地
の
動
き
は
神
の
知
る
と

こ
ろ
で
あ
る
か
ら
神
に
聴
く
べ
き
だ
。
正
し
き
道
は
、
神

々
の
命
に
忠
で
あ
る
べ
き
だ
か
ら
、
神
の
意
は
、
神
か
ら

聴
く
べ
き
だ
』
と
答
へ
な
か
っ
た
の
で
あ
ら
う
か
」
と
厳

し
く
問
う
た
。

そ
れ
は
彼
ら
が
「
世
俗
合
理
主
義
者
に
近
づ
い
て
し
ま

っ
て
い
た
か
ら
」
で
あ
る
と
し
て
、
「
神
懸
り
に
よ
る
神
の

啓
示
が
受
け
ら
れ
な
い
近
世
の
神
道
は
す
で
に
亡
ん
で
い

る
」
と
葦
津
は
論
じ
て
い
る
。
神
道
は
行
ず
る
も
の
で
あ

り
、
そ
の
神
髄
は
理
に
よ
る
解
釈
の
み
で
は
到
底
分
か
り

得
な
い
の
で
あ
る
。

明
治
維
新
は
、
初
め
は
す
ば
ら
し
い
ス
タ
ー
ト
だ
っ
た

の
に
一
体
ど
う
し
て
歪
ん
で
し
ま
っ
た
の
か
。
「
御
維
新
」

と
言
わ
れ
る
如
く
、
実
は
「
明
治
維
新
」
の
中
心
は
神
道

復
興
運
動
で
あ
り
、
「
日
本
の
本
質
」
へ
回
帰
し
よ
う
と
す

る
動
き
で
あ
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
結
果
的
に
は
西

欧
の
模
倣
に
傾
い
て
、
文
明
開
化
主
義
へ
と
走
っ
て
し
ま

っ
た
。
日
本
人
と
し
て
の
気
高
い
誇
り
や
至
誠
の
心
を
失

い
、
自
分
を
見
失
い
、
そ
れ
ま
で
蔑
ん
で
来
た
筈
の
世
間

的
な
「
欲
望
」
の
虜
に
な
り
、
「
吾
れ
良
し
」
人
間
に
な
り

下
が
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

本
田
親
徳
が
「
霊
学
は
浄
心
を
以
て
本
と
為
す
」
（
『
道

之
大
原
』
）
と
教
え
る
よ
う
に
、
神
道
行
法
を
身
を
以
て
実

践
し
、
真
に
そ
の
奥
の
堂
に
入
る
た
め
に
は
、
世
俗
の
名
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利
や
欲
望
な
ど
一
切
に
囚
わ
れ
な
い
徹
底
し
た
「
浄
心
」

の
持
主
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
神
は
不
浄
を
嫌
い
、
清

浄
心
こ
そ
神
の
嘉
し
賜
う
心
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

神
霊
に
直
接
す
る
術
も
そ
の
経
験
す
ら
な
い
者
た
ち
に

と
っ
て
は
、
特
に
「
無
私
の
精
神
」
を
な
く
し
て
私
的
欲

望
や
野
心
を
抱
い
て
い
る
者
た
ち
に
と
っ
て
は
、
「
神
の
御

心
を
伺
う
」
の
は
大
変
恐
ろ
し
い
こ
と
で
あ
る
。
な
ん
と

な
れ
ば
、
自
分
の
ご
都
合
主
義
に
は
決
し
て
神
が
な
び
か

な
い
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
「
神
か
ら

の
啓
示
が
自
分
自
身
を
全
否
定
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
」

と
い
う
恐
れ
や
不
安
が
常
に
あ
り
、
故
に
自
己
保
存
の
た

め
に
は
神
を
必
死
で
遠
ざ
け
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

「
神
霊
に
直
接
し
、
神
教
を
賜
る
」
と
い
う
古
代
以
来

の
神
道
の
根
本
的
要
素
が
失
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い

う
状
況
が
、
現
代
日
本
の
さ
ま
ざ
ま
な
危
機
を
生
み
出
し

て
い
る
元
凶
で
あ
る
と
も
言
え
よ
う
。
わ
が
国
の
真
の
姿

を
知
り
、
未
来
を
拓
く
た
め
に
は
、
ま
ず
神
典
国
学
を
学

び
、
建
国
以
来
の
こ
の
国
の
有
り
様
を
深
く
理
解
す
る
必

要
が
あ
る
。
日
本
精
神
文
化
の
根
底
に
は
「
神
道
」
と
い

う
汲
め
ど
も
尽
き
ぬ
真
清
水
が
滾
々
と
湧
出
し
て
い
る
が
、

そ
の
本
質
は
密
接
不
離
な
「
神
と
人
と
の
関
係
性
」
に
こ

そ
存
す
る
の
で
あ
り
、
今
日
見
る
よ
う
な
す
っ
か
り
観
光

化
し
た
神
道
や
形
骸
化
し
て
し
ま
っ
た
神
道
な
ど
に
は
無

く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
や
理
性
主
義
、
民
主
主
義
な
ど
の
空

疎
な
言
葉
に
近
代
社
会
は
人
々
の
幸
福
と
平
和
と
を
期
待

し
て
来
た
が
、
今
日
、
歴
史
が
如
実
に
物
語
る
よ
う
に
、

不
安
と
猜
疑
と
焦
燥
感
の
肥
大
の
み
が
露
わ
に
な
っ
て
来

て
い
る
。

人
類
が
抜
本
的
な
世
界
観
の
転
換
を
迫
ら
れ
て
い
る
こ

の
時
、
真
に
自
然
に
根
差
し
た
心
身
の
あ
り
方
が
問
い
直

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
今
こ
そ
日
本
神
道
の
本
質
を

真
摯
に
問
い
直
す
べ
き
時
が
来
た
の
で
あ
る
。
こ
の
状
況

に
真
っ
向
か
ら
対
峙
で
き
る
力
を
持
っ
て
い
る
の
は
、
神

霊
と
直
接
し
、
真
に
神
教
（
神
の
啓
示
）
を
受
け
る
こ
と

の
で
き
る
本
来
の
意
味
で
の
「
真
の
神
道
」
な
の
で
あ
り
、

神
霊
と
の
交
流
に
そ
の
生
涯
を
懸
け
て
実
践
し
た
本
田
親

徳
の
よ
う
に
、
世
俗
の
一
切
の
名
利
に
と
ら
わ
れ
な
い
、

行
一
筋
に
生
き
る
「
学
と
行
」
と
を
兼
ね
備
え
た
誠
実
の

人
、
真
の
霊
学
者
の
出
現
こ
そ
が
待
ち
望
ま
れ
る
の
で
あ

る
。

◇

見
直
し
聞
き
直
し

日
本
を
取
り
戻
す

◎

マ
ッ
カ
ー
サ
ー
の
謝
罪

全
文

日
本
の
皆
さ
ん
、
先
の
大
戦
は
ア
メ
リ
カ
が
悪
か
っ
た

の
で
す
。
日
本
は
何
も
悪
く
あ
り
ま
せ
ん
。
日
本
は
自
衛
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戦
争
を
し
た
の
で
す
。
イ
ギ
リ
ス
の
チ
ャ
ー
チ
ル
に
頼
ま

れ
て
、
対
ド
イ
ツ
参
戦
の
口
実
と
し
て
、
日
本
を
対
米
戦

争
に
追
い
込
ん
だ
の
で
す
。

ア
メ
リ
カ
は
日
本
を
対
米
戦
争
に
誘
い
込
む
た
め
に
イ

ジ
メ
に
イ
ジ
メ
ぬ
き
ま
し
た
。
そ
し
て
最
後
通
牒
と
し
て

ハ
ル
ノ
ー
ト
を
突
き
つ
け
ま
し
た
。
中
国
大
陸
か
ら
出
て

行
け
だ
の
、
石
油
を
輸
入
さ
せ
な
い
な
ど
、
ア
メ
リ
カ
に

何
の
権
利
が
あ
っ
た
と
い
う
の
で
し
ょ
う
。

当
時
、
ア
ジ
ア
の
ほ
と
ん
ど
の
国
が
白
人
の
植
民
地
で

し
た
。
白
人
は
よ
く
て
日
本
人
は
許
さ
な
か
っ
た
の
で
す
。

ハ
ル
ノ
ー
ト
の
こ
と
は
私
も
ア
メ
リ
カ
の
一
般
国
民
も
知

り
ま
せ
ん
で
し
た
。
あ
ん
な
も
の
を
突
き
つ
け
ら
れ
た
ら
、

ど
ん
な
小
さ
な
国
で
も
戦
争
に
立
ち
上
が
る
で
し
ょ
う
。

戦
争
に
な
れ
ば
、
圧
倒
的
な
武
力
で
ア
メ
リ
カ
が
勝
つ
こ

と
は
戦
う
前
か
ら
わ
か
っ
て
い
ま
し
た
。

わ
れ
わ
れ
は
戦
後
、
日
本
が
二
度
と
白
人
支
配
の
脅
威

に
な
ら
な
い
よ
う
周
到
な
計
画
を
立
て
ま
し
た
。
ア
メ
リ

カ
は
知
っ
て
い
た
の
で
す
。
国
を
弱
体
化
す
る
一
番
の
方

法
は
そ
の
国
か
ら
自
信
と
誇
り
を
奪
い
、
歴
史
を
ね
つ
造

す
る
こ
と
だ
と
。
戦
後
、
ア
メ
リ
カ
は
そ
れ
を
忠
実
に
実

行
し
て
い
き
ま
し
た
。

ま
ず
、
日
本
の
指
導
者
は
間
違
っ
た
軍
国
主
義
を
と
っ

て
ア
ジ
ア
を
侵
略
し
て
い
っ
た
と
、
嘘
の
宣
伝
工
作
を
し

ま
し
た
。
日
本
が
ア
ジ
ア
を
白
人
の
植
民
地
か
ら
解
放
す

る
と
い
う
本
当
の
理
由
を
隠
す
た
め
大
東
亜
戦
争
と
い
う

名
称
を
禁
止
し
、
代
わ
り
に
太
平
洋
戦
争
と
い
う
名
称
を

使
わ
せ
ま
し
た
。
東
京
裁
判
は
お
芝
居
だ
っ
た
の
で
す
。

ア
メ
リ
カ
が
作
っ
た
憲
法
を
押
し
つ
け
、
戦
争
が
出
来
な

い
国
に
し
ま
し
た
。

公
職
追
放
を
し
て
、
ま
と
も
な
日
本
人
を
追
い
払
い
、

代
わ
り
に
反
日
的
な
左
翼
分
子
を
大
学
な
ど
要
職
に
ば
ら

ま
き
ま
し
た
。
そ
の
教
え
子
た
ち
が
今
、
マ
ス
コ
ミ
、
政

界
な
ど
で
反
日
活
動
を
し
て
い
る
の
で
す
。
徹
底
的
に
検

閲
を
行
い
、
ア
メ
リ
カ
に
都
合
の
悪
い
情
報
は
日
本
国
民

に
知
ら
せ
な
い
よ
う
に
し
ま
し
た
。
ラ
ジ
オ
・
テ
レ
ビ
を

使
っ
て
、
戦
前
の
日
本
は
悪
い
国
だ
っ
た
、
戦
争
に
負
け

て
よ
か
っ
た
の
だ
と
、
日
本
国
民
を
だ
ま
し
ま
し
た
。
こ

れ
ら
の
政
策
が
功
を
奏
し
今
に
至
る
ま
で
、
独
立
国
と
し

て
自
立
で
き
な
い
状
態
が
続
い
て
い
る
の
で
す
。

私
は
反
省
し
て
い
ま
す
。
自
虐
史
観
を
持
つ
べ
き
は
日

本
で
は
な
く
ア
メ
リ
カ
な
の
で
す
。
戦
争
終
結
に
不
必
要

な
原
子
爆
弾
を
二
つ
も
使
っ
て
何
十
万
人
と
い
う
日
本
人

を
虐
殺
し
ま
し
た
。
最
後
に
私
が
生
き
て
い
た
時
の
証
言

を
記
し
て
謝
罪
の
言
葉
と
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

『
私
は
日
本
に
つ
い
て
誤
解
し
て
い
ま
し
た
。
日
本
の
戦
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争
目
的
は
侵
略
で
は
な
く
、
自
衛
の
た
め
だ
っ
た
の
で
す
。

太
平
洋
に
お
い
て
米
国
が
過
去
百
年
間
に
犯
し
た
最
大
の

過
ち
は
共
産
主
義
を
中
国
に
お
い
て
強
大
に
さ
せ
た
こ
と

で
し
た
。

東
京
裁
判
は
誤
り
だ
っ
た
の
で
す
。
日
本
は
八
千
万
人

に
近
い
膨
大
な
人
口
を
抱
え
、
そ
の
半
分
が
農
業
人
口
で
、

あ
と
の
半
分
が
工
業
生
産
に
従
事
し
て
い
ま
し
た
。
潜
在

的
に
日
本
の
擁
す
る
労
働
力
は
量
的
に
も
質
的
に
も
、
私

が
こ
れ
ま
で
接
し
た
い
ず
れ
に
も
劣
ら
ぬ
優
秀
な
も
の
で

す
。歴

史
上
の
ど
の
時
点
に
お
い
て
か
、
日
本
の
労
働
力
は

人
間
が
怠
け
て
い
る
時
よ
り
も
、
働
き
生
産
し
て
い
る
時

の
方
が
し
あ
わ
せ
な
の
だ
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
労
働
の

尊
厳
と
呼
ん
で
よ
い
よ
う
な
も
の
を
発
見
し
て
い
た
の
で

す
。
こ
れ
ま
で
巨
大
な
労
働
力
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ

と
は
、
彼
等
に
は
何
か
働
く
た
め
の
材
料
が
必
要
だ
と
い

う
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
彼
ら
は
工
場
を
建
設
し
、
労
働

力
を
有
し
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
彼
等
に
は
手
を
加
え
る

べ
き
材
料
を
得
る
こ
と
が
出
来
ま
せ
ん
で
し
た
。

日
本
原
産
の
動
植
物
は
、
蚕
を
の
ぞ
い
て
ほ
と
ん
ど
な

い
も
同
然
で
し
た
。
綿
が
な
い
、
羊
毛
が
な
い
、
石
油
の

産
出
が
な
い
。
錫
が
な
い
、
ゴ
ム
が
な
い
、
ほ
か
に
も
な

い
も
の
ば
か
り
で
し
た
。
そ
の
す
べ
て
が
ア
ジ
ア
の
海
域

に
存
在
し
た
の
で
す
。
も
し
こ
れ
ら
の
原
料
の
供
給
を
断

ち
切
ら
れ
た
ら
、
一
千
万
か
ら
一
千
二
百
万
人
の
失
業
者

が
日
本
に
発
生
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
彼
等
は
恐
れ
た
の

で
す
。
従
っ
て
日
本
が
戦
争
に
飛
び
込
ん
で
い
っ
た
動
機

は
大
部
分
が
安
全
保
障
の
必
要
に
迫
ら
れ
て
の
こ
と
だ
っ

た
の
で
す
。
』

ア
メ
リ
カ
上
院
軍
事
外
交
合
同
委
員
会
の
公
聴
会
に
て

1951

年5

月3

日

ダ
グ
ラ
ス
・
マ
ッ
カ
ー
サ
ー

鎮

守

の

杜

か

ら

六
十
一

¡

神
と
人

そ
の
関
係

価
値
の
変
容

異
常
な
政
教
分
離

戦
後
の
日
本
で
は
占
領
政
策
の
中
で
言
論
を
統
制
し
教

育
を
管
理
し
て
歴
史
認
識
を
操
作
し
ま
し
た
。
そ
の
影
響

が
未
だ
に
続
き
日
本
文
化
が
変
わ
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
異

常
な
政
教
分
離
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
で
信
仰
や
宗

教
に
対
し
て
社
会
の
中
で
触
れ
ず
に
、
そ
し
て
や
や
排
除

的
に
捉
え
る
傾
向
が
あ
る
よ
う
で
す
。
そ
の
た
め
伝
統
的

な
習
俗
や
行
事
な
ど
も
行
政
や
教
育
と
は
関
わ
り
が
薄
く
、

社
会
学
、
宗
教
学
的
な
研
究
や
理
解
も
海
外
に
比
べ
て
大

雑
把
で
な
お
ざ
り
に
な
っ
て
い
ま
す
。

政
教
分
離
と
い
う
言
葉
の
も
と
信
仰
や
伝
統
的
な
行
事
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や
風
習
な
ど
を
、
行
政
や
教
育
の
場
か
ら
排
除
す
る
こ
と

が
戦
後
長
い
間
行
わ
れ
て
来
ま
し
た
。
日
本
人
は
何
時
し

か
無
宗
教
的
な
思
い
の
中
で
暮
ら
す
よ
う
に
な
っ
て
い
ま

す
。
そ
の
た
め
都
会
で
は
個
人
や
社
会
の
安
定
を
謀
る
、

安
全
装
置
と
し
て
の
信
仰
や
風
習
や
儀
礼
が
機
能
し
な
く

な
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
人
の
営
み
の
内
に
あ
る
信
仰
的

な
風
習
や
儀
礼
は
、
人
の
生
き
方
や
社
会
の
有
り
様
と
表

裏
一
体
に
関
わ
り
合
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。

（
◎

慰
霊
や
葬
儀
は
霊
魂
の
存
在
や
死
後
世
界
と
の
関

わ
り
を
想
定
し
て
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
霊
魂
や
死

後
世
界
を
想
定
し
な
い
無
宗
教
、
宗
教
的
社
会
的
な
儀
礼

無
し
で
は
出
来
な
い
と
言
う
こ
と
で
す
。
◎

政
教
分
離

と
は
特
定
の
宗
教
団
体(

教
会)

を
優
遇
や
排
除
し
な
い
よ

う
に
配
慮
す
る
こ
と
で
で
す
。
政
教
分
離
に
厳
正
な
ア
メ

リ
カ
で
は
大
統
領
の
就
任
は
教
会
で
ミ
サ
を
受
け
聖
書
に

手
を
置
き
宣
誓
し
ま
す
。
）

日
本
人
の
信
仰
や
風
習
、
儀
礼
な
ど
が
消
滅
や
変
容
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
私
た
ち
の
価
値
観
、
世
界
観
が
変
わ
っ

て
行
き
ま
す
。
人
生
を
ど
の
よ
う
に
生
き
て
い
く
の
か
、

社
会
と
ど
う
対
応
す
る
の
か
、
死
生
観
、
生
き
て
い
る
意

味
合
い
ま
で
が
変
わ
り
ま
す
。
そ
れ
で
個
人
一
人
一
人
も

世
の
中
も
、
長
い
年
月
か
け
て
築
き
上
げ
て
き
た
日
本
人

が
先
祖
か
ら
受
け
継
ぎ
大
切
に
し
て
き
た
価
値
を
見
失
っ

て
し
ま
い
ま
し
た
。

古
来
日
本
で
は
神
と
人
と
は
親
子
関
係
と
さ
れ
て
い
ま

す
。
そ
し
て
神
仏
習
合
の
長
い
時
を
経
て
神
様
と
佛
様
と

ご
先
祖
様
は
見
え
な
い
け
れ
ど
も
常
に
人
の
側
に
居
ら
れ
、

人
を
見
守
っ
て
お
ら
れ
る
と
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
日
本
人

の
温
厚
な
人
柄
や
盗
み
や
殺
人
な
ど
の
犯
罪
の
少
な
さ
。

戦
争
の
無
い
平
安
な
世
の
中
を
作
り
、
人
々
が
自
然
と
共

存
し
て
過
ご
し
て
き
た
日
本
人
の
歴
史
は
、
神
仏
先
祖
と

共
に
生
き
て
居
る
と
い
う
世
界
観
の
中
で
育
ま
れ
た
も
の

で
す
。
そ
れ
が
随
分
と
揺
ら
ぎ
た
し
た
感
が
あ
り
、
引
き

返
し
出
来
な
く
な
る
前
に
私
た
ち
は
日
本
に
合
っ
た
生
き

方
を
模
索
し
取
り
戻
さ
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

「
天
に
唾
す
る
」「
死
ん
で
先
祖
に
合
わ
せ
る
顔
が
無
い
」

な
ど
正
し
く
ま
っ
す
ぐ
な
生
き
方
を
良
し
と
し
、
そ
れ
に

そ
ぐ
わ
な
い
時
「
恥
を
か
く
」
と
し
て
き
ま
し
た
。
自
分

の
都
合
だ
け
を
優
先
し
他
を
顧
み
な
い
生
き
方
を
「
吾
良

し
」
と
し
て
戒
め
て
い
ま
し
た
。

日
本
人
の
勤
勉
さ
真
面
目
さ
は
神
と
共
に
働
く
と
い
う

労
働
観
か
ら
来
て
い
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
神
々
は
高
天

原
で
も
労
働
さ
れ
て
い
ま
す
。
一
方
聖
書
で
は
労
働
は
ア

ダ
ム
と
イ
ブ
が
蛇
に
そ
そ
の
か
さ
れ
て
、
リ
ン
ゴ
の
実
を

食
べ
た
そ
の
罰
と
し
て
労
働
の
苦
し
み
と
出
産
の
苦
し
み

を
与
え
ら
れ
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
日
本
人
の
勤
勉
さ
は
神

の
御
心
に
か
な
う
こ
と
で
あ
り
、
業
種
事
に
お
守
り
頂
く

神
々
が
居
ら
れ
共
に
働
き
知
恵
を
授
け
た
り
常
に
も
お
守

り
頂
く
も
の
と
信
じ
て
い
ま
す
。
日
本
人
の
生
活
の
中
で
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は
あ
ら
ゆ
る
所
に
神
々
や
先
祖
が
居
ら
れ
自
分
た
ち
の
行

い
を
見
守
っ
て
い
る
と
思
っ
て
暮
ら
し
て
来
ま
し
た
。

い
つ
の
間
に
か
個
人
主
義
そ
し
て
利
己
主
義
が
主
流
と

な
っ
て
お
人
好
し
の
日
本
人
は
居
な
く
な
っ
て
き
て
い
ま

す
。
穏
や
か
で
勤
勉
な
お
人
好
し
の
日
本
人
に
戻
り
た
い

と
思
い
ま
す
。

人
は
神
の
分
け
御
魂
を
戴
く
存
在

古
道
霊
學
（
古
代
か
ら
継
承
さ
れ
る
教
え
）
で
は
産
土

の
神
よ
り
直
日
御
霊
を
戴
き
、
親
先
祖
よ
り
四
魂
を
戴
い

て
人
と
し
て
生
ま
れ
て
き
ま
す
。
こ
の
世
に
生
ま
れ
て
く

る
の
は
神
の
子
で
あ
る
人
の
霊
魂
を
向
上
さ
せ
る
機
会
を

戴
い
て
い
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
神
の
経
綸
に
添

っ
て
こ
の
世
を
よ
り
良
く
す
る
こ
と
が
、
こ
の
世
に
生
ま

れ
出
た
魂
の
使
命
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

人
は
万
物
の
霊
長
と
も
言
わ
れ
ま
す
が
、
霊
長
と
は
タ

マ
シ
イ
の
オ
サ
と
読
め
、
直
日
霊
は
動
植
物
の
中
で
人
に

し
か
授
か
ら
な
い
も
の
で
す
。
人
は
神
の
手
代
わ
り
と
し

て
こ
の
世
に
授
け
ら
れ
た
と
さ
れ
、
そ
の
こ
と
わ
り
を
命

＝
ミ
コ
ト
持
ち
と
言
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
ゆ
え
神
に
命
を

つ
け
お
呼
び
し
、
人
に
も
尊
称
と
し
て
使
い
ま
す
。

私
た
ち
の
戴
く
こ
の
上
な
く
尊
い
産
霊
神
の
分
御
魂
（
直

日
霊
）
は
神
そ
の
も
の
で
あ
り
、
直
日
霊
は
私
た
ち
の
顕

在
意
識
の
働
き
で
は
捉
え
る
こ
と
が
出
来
ま
せ
ん
。
日
常

考
え
た
り
思
い
込
む
顕
在
意
識
の
働
き
が
止
ま
る
と
直
日

霊
が
働
き
ま
す
。
そ
れ
で
古
来
よ
り
無
心
に
な
る
こ
と
が

あ
ら
ゆ
る
宗
教
体
験
の
場
で
重
要
視
さ
れ
て
い
ま
す
。

日
本
の
武
道
を
始
め
芸
道
で
は
禅
の
影
響
か
ら
か
無
心

と
言
う
こ
と
が
良
く
言
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
は
直
日
霊
の
働

き
が
最
も
良
く
進
ん
で
い
る
日
本
人
の
霊
性
の
高
さ
故
の

こ
と
と
思
い
ま
す
。
そ
の
霊
性
の
輝
き
を
日
常
生
活
の
中

に
落
と
し
込
ん
で
い
る
と
こ
ろ
に
、
日
本
人
と
日
本
文
化

の
す
ご
さ
が
あ
る
と
感
じ
て
い
ま
す
。

日
本
国
を
和
の
国
と
す
る
の
は
、
日
本
神
道
で
は
世
界

中
の
人
々
が
人
種
や
国
籍
宗
教
に
関
係
な
く
神
よ
り
直
日

霊
を
授
か
っ
て
、
神
々
の
前
で
は
人
は
平
等
で
あ
る
と
し

ま
す
。
そ
の
当
然
の
帰
結
な
の
で
す
。

そ
れ
ゆ
え
に
、
日
本
文
化
に
憧
れ
や
注
目
が
集
ま
っ
て

い
る
の
で
し
ょ
う
が
、
同
時
に
誤
解
や
理
解
し
が
た
い
と

こ
ろ
も
多
分
に
あ
り
ま
す
。
私
た
ち
日
本
人
が
日
本
文
化

や
そ
の
心
の
有
り
様
を
深
く
掘
り
下
げ
自
覚
し
つ
つ
伝
え

て
い
く
こ
と
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
言
語
化
さ
れ
る
以
前

の
意
識
を
言
語
化
せ
ず
そ
の
ま
ま
伝
え
た
り
共
有
す
る
能

力
を
押
し
広
げ
、
さ
ら
に
言
語
化
を
進
め
、
あ
ら
ゆ
る
手

段
を
講
じ
て
そ
れ
な
り
に
伝
え
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に

な
ら
な
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

禅
で
は
「
不
立
文
字
」
と
言
っ
て
悟
り
や
禅
の
本
質
は

言
葉
に
出
来
な
い
と
断
っ
た
上
で
、
禅
問
答
を
は
じ
め
見

解
や
偈
や
絵
画
な
ど
あ
ら
ゆ
る
手
立
て
を
使
っ
て
伝
え
よ

う
と
し
ま
す
。
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直
日
霊
は
日
本
人
や
日
本
文
化
、
神
道
な
ど
と
言
っ
た

限
定
的
な
枠
組
み
で
無
く
、
人
が
戴
く
直
日
霊
は
人
の
本

質
で
あ
り
世
界(

宇
宙)

の
本
質(

神
そ
の
も
の)

と
理
解
さ

れ
る
こ
と
が
ら
で
す
。
直
日
霊
に
私
た
ち
人
が
触
れ
、
命

の
大
元
に
還
元
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
世
界
が
よ
り

良
く
な
っ
て
い
く
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
天
の
岩
戸
開
き
の
モ
チ
ー
フ
で
も
あ
り
、
私
た

ち
が
自
分
自
身
の
神
聖
に
気
付
き
そ
こ
に
回
帰
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
自
己
の
尊
厳
を
得
る
と
同
時
に
世
界
が
変
わ
る

こ
と
を
示
唆
し
て
お
り
ま
す
。
ま
た
大
己
貴
大
神
が
自
己

の
幸
御
魂
奇
御
魂
出
会
う
の
も
、
人
の
魂
が
持
つ
本
来
の

姿
を
現
し
そ
の
向
か
う
べ
き
可
能
性
を
伝
え
て
お
り
ま
す
。

三
大
神
勅
や
古
事
記
等
に
顕
さ
れ
る
世
界
の
本
質
を
表

象
す
る
事
柄
は
、
天
孫
た
る
ご
皇
室
だ
け
に
限
っ
た
こ
と

で
は
無
く
、
日
本
人
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
人
類
す
べ
て
に

対
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
ハ
ッ
キ
リ
申
せ
ば
そ
の
霊
性

の
高
さ
に
よ
っ
て
開
示
さ
れ
る
世
界
で
す
か
ら
、
日
本
国

に
必
然
と
顕
れ
ご
皇
室
に
継
承
さ
れ
た
も
の
と
解
し
て
お

り
ま
す
。
余
り
多
く
の
こ
と
を
知
っ
て
い
る
訳
で
は
あ
り

ま
せ
ん
が
、
諸
外
国
の
宗
教
や
信
仰
に
は
霊
性
の
高
さ
を

感
じ
ら
れ
る
も
の
は
さ
ほ
ど
あ
り
ま
せ
ん
。

◇

開
運
家
庭
百
日
行

満
行
者

（
四
～
五
月
）

第
四
十
回
満
行

冨
田
末
子

殿

第
三
八
回
満
行

久
野
貴
子

殿

安
河
内
由
美
子

殿

第
三
七
回
満
行

原
口
豊
子

殿

第
三
五
回
満
行

宮
﨑
祐
暢･

純
子

殿

第
三
十
回
満
行

小
山
田
昌
弘

殿

第
二
九
回
満
行

久
野
智
教･
睦
子

殿

第
二
三
回
満
行

右
田
カ
ズ
ミ

殿

第
二
十
回
満
行

山
本
香
代
子

殿

第
十
三
回
満
行

篠
原
素
子

殿

第

十
日
満
行

川
村
佳
子

殿

第

六
回
満
行

伊
藤
洋
子

殿

石
田
チ
カ

殿

吉
澤
久
美
子

殿

第

五
回
満
行

森
実
真
寿
美

殿

第

四
回
満
行

川
村
冨
子

殿

第

二
回
満
行

北
古
賀
理
圭

殿

第

一
回
満
行

柴
田
真
紀
子

殿

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
開
催
日
が
猛
暑
日(

野
外
活
動
要
注
意
）

で
し
た
の
で
、
今
年
は
新
暦
に
て
行
い
ま
す
。

七
月
の
行
事

月
次
祭

朔
日
・
十
五
日

十

時

神
道
講
座

六
日

(

土)

十
四
時

八
月
の
行
事

月
次
祭

朔
日
・
十
五
日

十

時

神
道
講
座

夏
休
み


