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黒 
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主 

計 

戦
後
六
十
年
目
の
大
切
な
年
が
意
義
深
く

経
過
し
、
日
本
の
国
が
本
当
に
独
り
立
ち
す
る

道
筋
が
見
え
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。 

私
た
ち
の
国
が
世
界
に
肩
を
並
べ
る
に
は
、

日
本
ら
し
い
文
化
が
花
開
き
、
そ
れ
を
自
分
の

力
で
護
っ
て
い
か
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。 

い
う
ま
で
も
な
く
、
少
資
源
国
日
本
の
大
き

な
宝
は
、
国
民
の
知
恵
と
行
動
力
で
す
。
自
動

車
や
通
信
産
業
な
ど
が
ニ
ュ
ー
ス
を
賑
わ
し

て
い
ま
す
が
、
方
向
さ
え
間
違
わ
な
け
れ
ば
た

い
へ
ん
喜
ば
し
い
傾
向
で
、
そ
の
舵
取
り
だ
っ

て
知
恵
で
す
。 

さ
ら
に
、
国
を
護
っ
た
英
霊
に
感
謝
と
平
和

の
誓
い
を
毎
年
欠
か
さ
な
か
っ
た
政
権
が
大

き
な
評
価
を
得
て
前
進
で
き
た
こ
と
は
、
喜
ば

し
い
こ
と
す
。
資
源
を
輸
入
し
な
が
ら
自
立
す

る
に
は
国
際
平
和
こ
そ
が
基
本
。
こ
の
平
和
は

他
国
に
頼
る
の
で
な
く
、
硬
軟
相
ま
っ
て
自
ら

護
る
べ
き
も
の
。
英
霊
の
の
ぞ
み
を
基
と
し
て
、

自
ら
切
り
開
く
未
来
に
期
待
し
ま
し
ょ
う
。 

そ
し
て
、
そ
の
国
の
人
々
の
命
を
支
え
、
自

立
の
基
盤
と
な
る
の
は
、
当
地
の
主
幹
産
業
、

農
業
で
す
。
今
年
も
い
い
稔
り
が
収
穫
で
き
ま

し
た
。
誠
に
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。 

こ
れ
か
ら
も
目
前
に
あ
る
課
題
、
例
え
ば
耕

地
の
活
性
化
は
私
達
の
知
恵
で
、
少
子
化
や
若

者
の
就
職
、
犯
罪
な
ど
気
に
な
る
傾
向
は
大
人

の
姿
勢
で
改
善
し
て
行
き
た
い
も
の
で
す
。 

第５５号      さ  く  ら  ゐ  川       平成１７年１０月１５日 （１） 

霜月。色づいた銀杏の葉が、寒さにあたりこらえきれずにはらはらと舞い、苔むした境

内はあっという間にいちめんの黄色にかわる。そこへ午後の柔らかな光が差し込んだ

一瞬、あたりは黄金色に輝いた。 



七
五
三
詣

も
う
で 

十
一
月
十
三
日
（
日
）
を
中
心
に 

 

今
年
の
七
五
三
詣
の
日
に
ち
を
十
一
月
十

三
日
と
設
定
し
て
ご
案
内
し
て
お
り
ま
す
。 

七
五
三
詣
は
本
来
十
一
月
十
五
日
と
い
う

の
が
定
番
。
し
か
し
、
寒
さ
が
速
い
当
地
で
は
、

少
々
早
め
て
十
月
末
か
ら
十
一
月
前
半
で
行

っ
て
お
り
ま
す
。
ご
都
合
に
よ
っ
て
お
問
い
合

わ
せ
い
た
だ
け
ば
、
出
来
る
だ
け
応
じ
た
く
思

い
ま
す
の
で
、
早
め
に
申
し
込
ま
れ
る
よ
う
お

願
い
い
た
し
ま
す
。 

十
一
月
十
三
日
は
午
前
十
時
頃
か
ら
午
後

三
時
頃
ま
で
、
一
応
熱
日
髙
彦
神
社
拝
殿
で
お

ま
い
り
い
た
だ
く
よ
う
に
準
備
し
ま
す
が
、
そ

の
他
の
日
に
は
社
務
所
の
神
前
に
お
ま
い
り

い
た
だ
く
よ
う
に
な
り
ま
す
。 

 

七
五
三
の
お
参
り
は
、
七
歳
、
五
歳
、
三
歳

を
成
長
の
節
目
と
し
て
、
氏
神
様
に
ご
覧
い
た

だ
き
、
今
後
の
無
事
成
長
を
願
う
祭
で
す
。
子

ど
も
の
成
長
に
は
、
と
り
ま
く
家
族
や
地
域
が

健
全
で
あ
る
こ
と
が
大
事
で
す
。
保
護
者
の
方

も
神
前
に
詣
で
頭
を
下
げ
る
、
そ
の
姿
を
示
す

こ
と
こ
そ
大
切
で
あ
る
と
い
え
ま
す
。 

ま
た
本
人
に
と
っ
て
は
、
厄
年
や
年
祝
い
と

同
じ
よ
う
に
、
子
ど
も
自
身
の
自
覚
の
節
目
に

な
る
年
で
す
の
で
、｢

ま
だ
幼
い
か
ら｣

な
ど
と

遠
慮
な
さ
ら
ず
、
参
詣
さ
れ
る
こ
と
を
お
勧
め

い
た
し
ま
す
。 

事 

業 

だ 

よ 

り 

い
よ
い
よ
具
体
的
に 

第
一
期
寄
付
奉
納
六
百
三
十
万
円 

境
内
整
備
、
社
殿
修
復
事
業
に
つ
き
ま
し
て
、

四
期
中
第
一
期
目
の
ご
奉
賛
を
七
月
よ
り
お

願
い
し
て
お
り
ま
す
。
現
在
の
寄
付
金
額
は
六

百
三
十
万
円
ほ
ど
で
、
お
示
し
し
た
額
を
上
ま

わ
る
方
も
多
く
、
お
か
げ
さ
ま
で
順
調
な
進
捗

状
況
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
氏
子
以
外
の
崇
敬

者
、
事
業
者
な
ど
に
も
お
願
い
を
し
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
り
ま
す
が
、
夫
々
出
身
者
な
ど
に
お

声
掛
け
い
た
だ
け
れ
ば
と
存
じ
ま
す
。
今
後
と

も
更
な
る
ご
協
力
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
よ
ろ

し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
な
お
、
工
事
に
つ

き
ま
し
て
は
、
今
初
冬
に
先
ず
危
険
木
等
の
伐

採
を
行
う
予
定
で
進
め
て
お
り
ま
す
。 

 社 

頭 
あ 
れ 

こ 

れ 

と
う
ろ
う
一
七
〇
個
を
上
回
る 

神
楽
は
子
ど
も
中
心
に
ー
夏
祭
ー 

 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
検
索
し
た
と
い
う
仙
台
の
方

か
ら
、
早
々
と
電
話
で
問
い
合
わ
せ
が
あ
る
な
ど
、

広
が
り
を
見
せ
て
き
た
今
年
の
夏
祭
は
、
神
楽
会
の

奉
納
神
楽
や
花
火
、
有
志
青
年
た
ち
の
賄
で
、
参
拝

客
を
魅
了
し
ま
し
た
。 

紙
と
う
ろ
う
は
、
幼
稚
園
、
小
学
校
、
養
護
学
校
、

は
ぐ
く
み
学
園
、
そ
れ
に
一
般
の
方
々
の
申
し
出
も

あ
り
一
七
〇
個
を
上
回
り
、
絵
柄
も
年
々
落
ち
着
い

た
見
や
す
い
物
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。 

舞
台
で
は
、
巫
女
舞
と
神
楽
が
奉
納
さ
れ
ま
し
た
。

こ
と
に
子
供
神
楽
で
は
佐
藤
拓
摩
君
（
三
年
）
と
黒

須
悠
君
（
二
年
）
が
デ
ビ
ュ
ー
。
家
族
も
見
守
る
中

佐
藤
君
は
、「
す
こ
し
緊
張
し
た
」
と
い
い
な
が
ら
も

お
じ
い
さ
ん
か
ら
伝
授
さ
れ
た
腰
つ
き
で
剣
舞
を
見

事
に
披
露
し
喝
采
を
浴
び
ま
し
た
。 

花
火
は
、
例
年
ご
奉
仕
い
た
だ
い
た
引
地
智
善
さ

ん
が
亡
く
な
ら
れ
た
た
め
、
今
年
は
白
石
の
小
関
煙

火
さ
ん
に
お
願
い
し
、
篤
志
の
皆
様
の
ご
奉
納
で
無

事
打
ち
上
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。 

こ
れ
を
支
え
て
い
る
の
が
有
志
の
方
々
の
奉
仕
賄

い
。
地
域
青
年
と
地
元
業
者
さ
ん
の
ご
協
力
に
よ
り
、

今
年
も
参
拝
者
に
満
足
い
た
だ
け
る
振
る
舞
い
が
で

き
ま
し
た
。 

ご
協
力
い
た
だ
き
ま
し
た
皆
様
に
心
か
ら
感
謝
申

し
上
げ
ま
す
。
行
く
夏
の
夜
の
ひ
と
時
、
例
年
以
上

に
盛
り
上
が
っ
た
夏
祭
で
し
た
。 
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遺
族
会
な
ど
で
慰
霊
祭 

 
忠
魂
碑 

雨
の
還
暦
八
月
十
五
日 

 

終
戦
六
十
年
目
に
当
た
る
今
年
の
八
月
十
五
日
は

あ
い
に
く
の
雨
。
枝
野
の
遺
族
会
の
方
々
を
は
じ
め
、

市
議
会
議
員
や
区
長
の
方
々
な
ど
、
大
勢
の
参
列
が

あ
り
、
熱
日
髙
彦
神
社
の
社
務
所
の
特
設
祭
壇
で
、

大
変
賑
々
し
く
斎
行
出
来
ま
し
た
。 

            

香
取
神
社
・
高
魂
神
社
も
交
え
て 

神
輿
担
ぎ
手
懇
話
会 

恒
例
の
神
輿
担
ぎ
手
懇
話
会
が
、
去
る
九
月
四
日

に
石
川
口
公
民
館
に
て
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
雷
が
鳴

り
響
く
あ
い
に
く
の
天
気
で
し
た
が
、
三
十
名
を
越

す
参
加
者
が
あ
り
ま
し
た
。
今
回
初
め
て
、
関
わ
り

の
深
い
香
取
神
社
と
高
魂
神
社
の
方
々
も
お
誘
い
し

ま
し
た
。
祭
や
神
輿
、
地
域
の
こ
と
な
ど
、
共
通
の

課
題
に
つ
い
て
膝
を
交
え
て
語
り
合
い
ま
し
た
。
も

ち
ろ
ん
美
酒
と
旬
の
肴
に
舌
鼓
を
打
っ
た
の
は
言
う

ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。 

 島
田
の
丘
に
地
域
振
興
基
地
出
現 

舘
島
田
遊
楽
会
「
ふ
れ
あ
い
広
場
」 

               

舘
島
田
（
三
区
）
有
志
で
結
成
さ
れ
た
舘
島
田
遊

楽
会
（
会
長
佐
藤
勝
征
さ
ん
）
が
、
七
月
に
同
区
内

の
高
橋
に
「
舘
島
田
ふ
れ
あ
い
広
場
」
を
オ
ー
プ
ン

さ
せ
ま
し
た
。
地
域
活
性
と
会
員
相
互
の
親
睦
の
場

と
し
て
運
営
す
る
こ
と
を
目
的
に
し
て
い
る
そ
う
で

す
。
活
動
と
し
て
毎
週
土
・
日
に
市
を
開
い
て
、
会

員
持
ち
寄
り
の
地
場
産
品
販
売
を
行
っ
て
い
ま
す
。

現
在
の
と
こ
ろ
「
予
想
を
超
え
る
盛
況
に
う
れ
し
い

悲
鳴
」
だ
そ
う
で
、
固
定
客
か
ら
口
コ
ミ
の
見
物
人

ま
で
多
く
の
人
で
賑
わ
っ
て
い
ま
す
。
停
滞
気
味
だ

っ
た
農
村
部
に
突
然
、
ま
っ
た
く
民
間
主
導
で
立
ち

上
が
っ
た
事
業
。
こ
れ
か
ら
の
可
能
性
を
示
し
て
く

れ
る
の
で
は
と
期
待
さ
れ
ま
す
。
運
営
の
秘
訣
を
会

長
に
お
聞
き
し
た
と
こ
ろ
、「
一
生
懸
命
に
な
り
す
ぎ

ず
、
先
ず
楽
し
む
こ
と
」
と
の
お
答
え
で
し
た
。 

 

豪
雨
の
た
び
す
ば
や
い
対
応
に
感
謝 

竹
内
組
が
車
参
道
補
修
ご
奉
仕 

 

こ
の
夏
も
数
回
の
豪
雨
が
当
地
を
襲
い
ま
し
た
が
、

そ
の
た
び
に
竹
内
組
（
社
長 

竹
内
政
夫
氏
）
が
車
参

道
補
修
を
奉
仕
し
て
下
さ
い
ま
し
た
。
急
坂
の
参
道

は
大
雨
が
降
る
と
川
の
様
に
な
り
、
深
く
掘
れ
た
り

砂
利
が
下
ま
で
流
さ
れ
た
り
し
て
、
補
修
に
苦
労
し

ま
す
。
お
か
げ
で
良
好
な
状
態
を
維
持
で
き
、
参
拝

者
に
安
心
し
て
利
用
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。 

 

当初はテント、現在は常設の販売所が建っ

ています。 
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ま 

ほ 

ろ 

ば 

良
き
氏
神
様
と
成
る
た
め
に 

 

葬
後
の
祓
（
ソ
ウ
ゴ
ノ
ハ
ラ
エ
） 

近
ご
ろ
葬
祭
会
館
で
の
葬
儀
が
急
増
し
、
葬
後
の

祓
い(

後
祓)

を
ど
う
す
る
か
と
聞
か
れ
ま
す
。
こ
こ
で

死
の
穢
れ
（
ケ
ガ
レ
）
と
、
そ
の
祓
い
（
ハ
ラ
イ
）
に
つ
い
て

考
え
ま
し
ょ
う
。 

死
の
穢
れ 

世
の
た
め
人
の
た
め
に
尽
く
し
た
人
の
来
世
に
、
神

様
は
き
っ
と
す
ば
ら
し
い
安
楽
を
準
備
し
て
下
さ
っ
て

い
る
に
違
い
な
い
。 

し
か
し
人
間
は
通
常
、
今
の
生
活｢

郷
里｣
を
捨
て

て
別
の
処
へ
移
る
こ
と
は
滅
多
に
望
み
ま
せ
ん
。
や
が

て
は
自
分
も
行
く
処
な
が
ら
、
行
っ
た
き
り
元
の
姿
で

帰
れ
な
い
死
は
、
生
き
と
し
生
け
る
も
の
、
出
来
る
だ

け
遅
く
あ
り
た
い
と
願
う
の
が
人
情
で
す
。 

そ
こ
で
死
は
怖
く
な
い
、
穢
れ
は
無
い
と
説
く
教
え

も
分
り
ま
す
が
、
さ
り
と
て
自
ら
死
を
選
ん
だ
り
殺

し
た
り
す
る
こ
と
を
褒
め
る
人
は
居
ま
せ
ん
。
や
は
り

｢

死｣

は
、
生
物
に
と
っ
て
最
も
恐
る
べ
き
、
最
も
忌
む
べ

き
こ
と
で
す
。 

考
え
て
み
て
も
心
が
滅
入
る
死
こ
そ
最
大
の
穢
れ

な
の
で
す
。 

お
祓
い
の
思
想 

わ
が
国
に
は
古
く
か
ら
、
良
い
こ
と
で
も
悪
い
こ
と

で
も
、
そ
の
作
用
が
他
に
及
ぶ(

う
つ
る
・
あ
や
か
る)

と

い
う
信
仰
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
病
気
が
う
つ
っ
た
り
、

汚
い
手
で
握
手
を
し
た
ら
相
手
の
手
も
汚
す
の
と
似

て
い
ま
す
。
そ
れ
を
避
け
て
用
便
の
後
に
手
を
洗
い
ま

す
。
こ
れ
は
お
祓
い
の
一
種
。 

死
の
穢
れ
も
他
に
及
ぶ
と
し
て
、
つ
い
こ
の
間
ま
で
、

｢

火
を
交
え
な
い｣

と
言
っ
て
ご
く
近
い
身
内
し
か
お
茶

も
口
に
せ
ず
、｢

二
度
在
る
こ
と
は
三
度
在
る｣

と
言
っ

て
二
人
目
を
葬
る
と
き
人
形
を
入
れ
る
の
も
、
そ
れ

を
避
け
る
た
め
で
す
。
亡
き
骸
を
、
生
き
て
い
た
時
と

逆
の
北
向
き
に
す
る
こ
と
か
ら
始
ま
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る

こ
と
を
逆
さ
ま
に
す
る
の
も
同
じ
忌
避
で
、
お
祓
い
の

思
想
で
す
。 

人
間
の
生
活
を
清
浄
に
護
っ
て
下
さ
る
神
様
は
、
こ

の
穢
れ
が
有
っ
て
は
お
喜
び
に
な
ら
な
い
。
神
職
が
、
世

の
人
の
た
め
に
祈
る
と
き
、
自
分
が
知
ら
ず
知
ら
ず
に

犯
し
た
罪
・
穢
を
恐
れ
て
、
禊(

ミ
ソ
ギ)

を
し
た
り
、
お

祭
の
最
初
に｢

祓
詞(

ハ
ラ
エ
コ
ト
バ)｣

を
称
え
て
祓
い
串

(

大
幣
＝
オ
オ
ヌ
サ)

で
供
物
や
参
列
者
を
祓
い
ま
す
。 

よ
い
日
常
を
続
け
る
た
め
、
心
身
や
物
、
家(

処)

な

ど
を
穢
れ
か
ら
隔
絶
す
る
。
こ
れ
が
祓
い
で
す
。 

葬
後
の
祓(

後
祓
い
＝
ア
ト
ハ
ラ
イ) 

 

お
葬
式
を
出
し
た
後
神
職
が｢

葬
後
の
祓
＝
後
祓

い｣

を
し
ま
す
。｢
死｣

の
穢
れ
に
染
ま
っ
て
し
ま
っ
た
そ

の
家
や
家
族
親
族
、
参
列
者
か
ら
そ
の
穢
れ
を
取
除

い
て
清
々
し
い
日
常
に
早
く
戻
そ
う
と
祓
う
の
で
す
。 

亡
き
骸
も
葬
式
も
清
ら
か
に
装
っ
て
は
い
ま
す
が
、

そ
の
雰
囲
気
を
我
が
家
に
持
ち
帰
ろ
う
と
い
う
人
も
、

あ
や
か
り
た
い
人
も
居
ま
せ
ん
。
実
際
は
、
こ
の
雰
囲

気
か
ら
早
く
抜
け
出
し
て
日
常
生
活
に
戻
り
た
い
と

思
う
は
ず
。 

そ
の
上
、
自
宅
に
入
る
と
き
、
自
分
の
身
に
塩
を
振

り
、
幾
重
に
も
祓
う
の
で
す
。｢

死｣

の
著
し
い
穢
れ
か

ら
隔
絶
し
、
日
常
に
戻
ろ
う
と
す
る
の
が
葬
後
の
祓

と
言
え
ま
す
。 

祖
神
と
な
る
後
押
し 

と
こ
ろ
で
、
後
祓
を
し
た
う
え
に
喪
家
に
は
喪
の
期

間
が
あ
っ
て
忌
篭
り
（
イ
ミ
ゴ
モ
リ
）
ま
す
。
で
は
祓
え

は
効
果
が
無
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
に
は
併
せ
て
、

古
い
大
切
な
意
味
が
あ
る
の
で
す
。 

日
本
の
氏
神
様
は
、
実
は
先
祖
の
御
霊
（
ミ
タ
マ
）
で

あ
り
ま
す
。
弔
い
挙
げ(

三
十
三
年
忌
等)

を
終
え
た

霊
は
神
に
成
る
の
だ
と
さ
れ
て
い
ま
す
。 

神
葬
が
わ
り
と
多
い
四
国
地
方
で
は
、
そ
の
葬
式
の

中
で｢

大
祓
詞(

オ
オ
バ
ラ
エ
ノ
コ
ト
バ
＝
最
も
詳
し
い
祓

詞)｣

を
何
べ
ん
か
唱
え
る
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。

死
者
の
霊
を
早
く
神
に
近
付
け
る
た
め
穢
れ
を
最
大

限
祓
う
も
の
で
、
そ
の
後
の
御
霊
祭(

ミ
タ
マ
マ
ツ
リ
＝

当
り
日)

で
も
行
わ
れ
ま
す
。 

江
戸
幕
府
が
葬
祭
を
仏
式
に
一
元
化
す
る
以
前

か
ら
、
死
者
の
穢
れ
を
祓
い
落
と
し
、
清
ら
な
神
と
し

て
神
棚
に
お
迎
え
す
る
の
が
、
生
存
者
の
大
切
な
役

目
で
あ
っ
た
様
で
す
。 

葬
式
が
仏
式
に
な
っ
て
幾
百
年
、
神
職
に
よ
る
祓
い

が
こ
の
よ
う
に
続
い
て
い
る
の
は
、
こ
の
辺
に
在
る
よ
う

で
す
。
葬
後
の
祓
い
は
霊
魂
の
祓
い
で
も
あ
る
。
死
そ
の

も
の
の
穢
れ
と
、
現
世
で
犯
し
た
罪
穢
も
、
祓
い
清
め

て
立
派
な
家
の
神
に
な
る
よ
う
に
。
そ
こ
に
大
き
な
安

ら
ぎ
が
あ
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。 

古
く
か
ら
伝
わ
る
習
俗
に
は
、
深
い
意
味
と
、
豊
か

な
感
性
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
も
の
。
大
切
な
文
化
と
し

て
守
り
伝
え
た
い
も
の
で
す
。 
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お
日
髙
さ
ん
の
自
然
⑮ 

熱
日
髙
彦
神
社
の
森
に
も
自
生
す
る 

―
ド
ク
ツ
ル
タ
ケ
―
猛
毒
キ
ノ
コ 

十
月
の
は
じ
め
、
岩
手
県
の
六
十
歳
代
の
夫

婦
の
ド
ク
ツ
ル
タ
ケ
に
よ
る
中
毒
事
故
が
テ

レ
ビ
な
ど
で
報
道
さ
れ
た
。
妻
は
死
亡
、
夫
は

い
ま
だ
に
入
院
中
で
重
症
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
こ
の
ド
ク
ツ
ル
タ
ケ
は
神
社
の
モ
ミ
の
木

の
下
な
ど
に
も
発
生
す
る
。
全
体
が
白
く
、
柄

に
は
ツ
バ
が
あ
り
だ
ん
だ
ら
模
様
が
見
ら
れ

る
。
ベ
ト
ッ
と
し
た
感
じ
で
、
大
抵
の
人
は
少

し
も
食
欲
が
わ
か
な
い
キ
ノ
コ
で
あ
る
が
、
ま

ち
が
う
と
す
れ
ば
オ
シ
ロ
イ
シ
メ
ジ
な
ど
が

考
え
ら
れ
る
。
一
〜
三
本
位
で
散
生
し
、
い
わ

ゆ
る
シ
ロ
を

つ
く
ら
な
い
。

こ
の
ド
ク
ツ

ル
タ
ケ
の
毒

に
は
体
重
六

十
キ
ロ
の
大

人
を
死
亡
さ

せ
る
だ
け
の

威
力
が
あ
る

と
い
わ
れ
て

い
る
。
中
毒

症
状
は
、
初

期
の
段
階
で

は
吐
き
気
や
め
ま
い
を
訴
え
、
や
が
て
後
期
に

な
る
と
肝
臓
や
腎
臓
の
組
織
が
破
壊
さ
れ
死

に
至
る
。
現
代
医
学
で
も
こ
の
治
療
方
法
は
な

い
。 一

方
、
二
、
三
日
前
宮
城
県
内
の
キ
ノ
コ
中

毒
事
件
が
新
聞
に
載
っ
た
。
中
毒
に
あ
っ
た
も

の
は
ド
ク
サ
サ
コ
で
あ
る
。
こ
の
キ
ノ
コ
は
別

名
を
ヤ
ブ
シ
メ
ジ
ま
た
は
ヤ
ケ
ド
キ
ン
と
呼

ば
れ
、
地
味

で
主
と
し
て

サ
サ
や
ぶ
な

ど
に
発
生
す

る
。
た
ぶ
ん

ナ
ラ
タ
ケ
と

ま
ち
が
え
た

の
だ
ろ
う
と

思
わ
れ
る
。

な
お
、
昨
年

大
さ
わ
ぎ
を

起
こ
し
た
ス

ギ
ヒ
ラ
タ
ケ

は
、
青
酸
カ
リ
を
含
む
こ
と
が
わ
か
り
猛
毒
キ

ノ
コ
の
仲
間
入
り
を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。 

キ
ノ
コ
の
食
毒
の
判
別
に
王
道
は
な
い
。
細

心
の
注
意
を
怠
ら
ず
、
あ
い
ま
い
な
判
別
を
せ

ず
、
疑
わ
し
い
も
の
は
口
に
し
な
い
こ
と
が
、

中
毒
を
な
く
す
最
良
の
方
法
で
あ
る
。 

（
文
／
小
島
和
夫
氏
） 

※
写
真 

山
渓
フ
ィ
ー
ル
ド
ボ
ッ
ク
ス 

 

『
き
の
こ
』
よ
り 

神
社
Ｑ
＆
Ａ 

Ｑ 

子
供
夫
婦
の
ア
パ
ー
ト
に
は
神
棚
が
無
い
が
、

受
け
た
お
札
や
破
魔
矢
は
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
か
？ 

        

Ａ 

ほ
と
ん
ど
の
ア
パ
ー
ト
や
マ
ン
シ
ョ
ン
に
は
神

棚
は
設
計
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
し
、
取
り
付
け
る
こ
と

が
で
き
な
い
場
合
が
多
い
よ
う
で
す
。
そ
れ
で
い
な

が
ら
子
供
の
七
五
三
の
お
札
や
お
正
月
の
破
魔
矢
な

ど
を
粗
末
に
は
で
き
な
い
。 

神
棚
と
い
う
ご
と
く
、
も
と
も
と
座
敷
の
梁
や
奥

の
間
に
棚
を
設
け
お
札
な
ど
を
お
祭
り
し
て
い
た
訳

で
、
必
ず
立
派
な
お
宮
が
無
く
て
は
な
ら
な
い
も
の

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
明
る
い
部
屋
の
、
日
向
き
の
箪

笥
や
ボ
ー
ド
の
上
を
定
め
て
整
え
、
お
札
を
お
祭
り

す
れ
ば
、
そ
こ
が
そ
の
家
の
神
棚
と
な
る
の
で
す
。 

そ
も
そ
も
、
実
家
を
出
て
別
に
居
を
か
ま
え
た
ら

そ
こ
は
立
派
な
「
家
」
。
ぜ
ひ
家
の
中
心
、
家
族
の
心

の
支
え
と
し
て
、
神
棚
を
設
け
家
の
守
り
神
様
＝
氏

神
様
を
お
祭
り
い
た
だ
き
た
い
も
の
で
す
。
無
料
で

お
分
か
ち
で
き
る
簡
易
な
お
宮
、
自
立
木
枠
の
御
神

像
（
歳
徳
神
さ
ま
）
立
て
な
ど
も
ご
用
意
し
て
あ
り

ま
す
。
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。 

ド
ク
ツ
ル
タ
ケ 

ド
ク
サ
サ
コ 

高さは目通り以上に 

南か東を向けて 
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○お 

○し 

○ら 

○せ 
平
成
十
八
年
版 

『
宮
城
県
神
社
祭
事
暦
』
で
き
ま
し
た 

         

一
年
の
暦
は
も
ち
ろ
ん
、
日
常
の
習
慣
や
神
社
の

こ
と
が
良
く
わ
か
る
総
合
誌
で
す
。
各
区
総
代
ま
た

は
社
務
所
に
て
ご
購
入
く
だ
さ
い
。
販
価
四
〇
〇
円 

 

厄
年
祓
・
歳
祝
い
の
確
認
は
お
早
め
に 

歳
祝
い
や
、
同
級
会
を
兼
ね
た
厄
祓
い
の
お
問
い

合
わ
せ
、
お
申
込
を
い
た
だ
く
季
節
に
な
り
ま
し
た
。

平
成
十
八
年
の
厄
年
は
次
の
と
お
り
で
す
。 

男
性 

二
五
歳
（
満
二
四
）
昭
和
五
七
年
生
ま
れ 

四
二
歳
（
満
四
一
）
昭
和
四
〇
年
生
ま
れ 

 
 

 

六
一
歳
（
満
六
〇
）
昭
和
二
一
年
生
ま
れ 

女
性 

一
九
歳
（
満
一
八
）
昭
和
六
三
年
生
ま
れ 

 
 

 

三
三
歳
（
満
三
二
）
昭
和
四
九
年
生
ま
れ 

 
 

 

三
七
歳
（
満
三
六
）
昭
和
四
五
年
生
ま
れ 

※
太
字
は
大
厄 

前
後
一
年
は
前
厄
・
後
厄 

♠
♠
♠ 

ご
奉
納
・
ご
奉
仕 

♠
♠
♠
♠
♠
♠ 

◎
米
、
野
菜
、
果
実
な
ど
奉
献 

各
区 

神
社
総
代
各
位
（
夏
季
例
大
祭
神
饌
） 

一
区 

佐
藤
幸
男
、
斎
藤
正
志
、
斎
藤
實
、 

 

斎
藤
公
一
、
佐
藤
俊
一
、
只
野
安
博
、 

只
野
吉
次
、
佐
藤
雅
邦
、
木
幡
市
郎
、 

赤
坂
誠
、
赤
坂
敏
栄
、
赤
坂
昭
海
、 

斎
藤
茂
夫
、
黒
須
嘉
次
男
、
八
島
等 

二
区 

室
井
君
夫
、
渡
辺
郷
司
、
只
野
政
義
、 

斎
藤
仁
、
戸
村
賢
治 

三
区 

中
野
栄
喜
、
佐
藤
善
一
、
三
品
久
志
、 

酒
井
貞
八
、
小
野
良
雄
、
戸
村
巧
、 

佐
藤
和
由
、
小
野
勝 

四
区 

佐
藤
武
覚
夫
、
佐
藤
敏
、
戸
村
真
喜
夫
、 
 
 
 

戸
村
勝
雄
、
佐
藤
孝
一 

枝
野 

笠
松
英
明
、
星
智
宏
、
遠
藤
信 

横
倉 

柄
目
克
子 

大
内 
阿
部
喜
六
、 

福
島 

黒
須
み
ね 

相
馬 

菊
地
恵
美
子 

◎
神
具
な
ど
奉
納 

三
区 

佐
藤
善
通
（
神
輿
担
手
木
札
） 

◎
境
内
整
備
な
ど
奉
仕 

二
区 

富
田
正
（
配
線
）
、
竹
内
政
夫
（
道
路
） 

三
区 

佐
藤
勝
征
（
整
備
全
般
） 

角
田 

黒
須
清
一
（
除
草
） 

※
順
不
同
、
敬
称
は
略
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

 
 

祭
典
中
ご
芳
名
を
紹
介
し
た
件
は
割
愛
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
。 

社 

頭 

暦 

十
月 

一
日 

月
次
祭 

六
日 

ご
縁
日 

一
一
日 

九
月
節
句(

旧
九
月
九
日)

 

十
一
月
一
日 

月
次
祭 

六
日 

ご
縁
日 

一
三
日 

七
五
三
詣 

二
三
日 

新
嘗
祭 

十
二
月
一
日 

月
次
祭 

六
日 

ご
縁
日 

三
一
日 

大
祓 

越
年
祭 

 

編
集
後
記 

 

九
月
に
浪
江
の
神
社
で
、
お
祭
り
準
備
中
の
お
世

話
の
方
が
蜂
に
刺
さ
れ
亡
く
な
る
事
故
が
あ
り
ま
し

た
▼
先
日
テ
レ
ビ
で
ス
ズ
メ
バ
チ
の
事
故
を
防
ぐ
妙

案
を
紹
介
し
て
い
ま
し
た
。
円
筒
型
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル

の
上
カ
ー
ブ
の
あ
た
り
３
箇
所
に
１
６
ミ
リ
角
の
穴

を
切
っ
た
も
の
に
、
砂
糖
７
５
０
グ
ラ
ム
・
酢
６
０

０
ｃ
ｃ
・
酒
一
升
を
混
ぜ
四
分
の
一
ほ
ど
満
た
し
ま

す
。
こ
れ
を
日
陰
の
軒
下
や
庭
木
の
枝
に
数
箇
所
吊

り
下
げ
る
と
、
蜂
の
数
が
か
な
り
減
り
、
事
故
も
防

げ
る
と
の
こ
と
▼
神
社
や
社
務
所
の
周
辺
に
何
本
か

ぶ
ら
下
げ
た
と
こ
ろ
、
あ
ら
不
思
議
、
蜂
が
勝
手
に

入
り
お
ぼ
れ
て
し
ま
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
驚
く

ほ
ど
の
効
果
で
す
。
益
虫
と
は
い
え
参
拝
者
の
命
に

か
か
わ
る
こ
と
。
人
の
領
域
の
み
を
護
る
の
で
あ
れ

ば
、
神
様
も
お
許
し
下
さ
る
で
し
ょ
う
。 

http://hitaka.org  atuhitaka@
hitaka.org 
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