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全
日
本
災
害
復
興
祈
願
祭

一
毎
月
］

つ
き
な
み
さ
い

月
次
祭
．
：

戌
の
日
．
：

一
日
・
五
日
・
十
五
日
。
毎
月
定
め
ら
れ
た
日
に
、
神
様
へ
日
々
の
奉
告
と
感
謝
を
申
し
上
げ
ま
す
。

十
二
日
に
一
度
巡
っ
て
く
る
戌
の
日
。
安
産
を
祈
る
参
拝
者
で
大
変
賑
わ
い
ま
す
。

…
…
・
…
…
：
。
…
…
．
．
…
・
…
四
日

…
…
…
…
…
…
…
…
・
十
一
日

（
午
後
二
時
四
十
六
分
よ
り
）

�
：
…
…
…
：
…
・
・
・
・
・
春
分
の
日

水
天
宮
由
緒
記

．：．・・・・…：五日

第
二
巳
の
日

水
天
宮
で
は
、
左
記
の
御
祭
を
斎
行
し
国
の
平
安
、
ご
参
拝
の
皆
様
の
お
幸
せ

ご
健
康
を
お
祈
り
致
し
て
お
り
ま
す
。

。
…
三
日

十
七
日

五
日

六
日

［
六
月
］

夏
越
の
大
祓
…

｛
九
月
］

秋
季
祖
霊
祭
…

［
十
一
月
｝

秋
葉
神
社
祭
…

新
嘗
祭
…
…
…
…

｛
十
二
月
｝

納
め
の
水
天
宮

年
越
の
大
祓
…

神
様
の
前
に
人
々
が
集
い
「
真
の
煙
を
以
っ
て
」

お
参
り
す
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

水
天
宮
社
務
所
の
号
①
品
匡
ｂ
「
も

蕊

秋
分
の
日

…
…
。
．
テ
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口
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�
�
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三
十
一
日

：
十
八
日

二
十
三
日

一
二
十
‐
［
ロ



み
す

悪
お
ひ

「
水
天
宮
安
産
御
守
」
鈴
の
緒
絢
芋
守
帯

皆
様
が
社
殿
に
向
か
っ
て
お
参
り
を
さ
れ
る
時
に
鈴
を
鳴
ら
し
ま
す
が
、

そ
の
鈴
か
ら
下
が
る
紐
を
鈴
の
緒
と
申
し
ま
す
。
神
様
と
の
架
け
橋
と
も
言

え
る
鈴
の
緒
で
す
が
、
私
共
に
は
特
別
な
思
い
が
ご
ざ
い
ま
す
。

水
天
宮
が
江
戸
時
代
に
久
留
米
藩
上
屋
敷
内
に
鎮
座
し
て
い
た
頃
よ
り
鈴

の
緒
に
は
晒
木
綿
が
使
わ
れ
て
お
り
ま
し
た
。
月
に
一
度
そ
の
晒
を
交
換
し

ま
す
が
、
当
時
そ
の
お
下
が
り
を
受
け
ら
れ
た
方
が
腹
帯
と
し
て
お
使
い
に

な
っ
た
と
こ
ろ
、
殊
の
外
安
産
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
た
ち
ま
ち
そ
の
御
評

判
が
人
づ
て
に
広
ま
り
ま
し
た
。

上
屋
敷
の
塀
越
し
に
参
拝
さ
れ
る
方
々
の
様
子
を
こ
覧
に
な
っ
た
殿
様
の

計
ら
い
に
よ
り
、
毎
月
五
日
に
限
り
門
を
開
い
て
、
爾
来
鈴
の
緒
の
お
下
が

り
と
し
て
晒
を
お
分
か
ち
し
て
参
り
ま
し
た
。

現
在
も
、
母
子
共
に
神
様
の
御
加
護
を
頂
い
て
健
や
か
に
お
産
を
迎
え
て

頂
く
た
め
に
「
戌
の
日
」
を
佳
き
日
と
定
め
て
、
早
朝
に
御
祈
祷
し
た
当
時

の
ま
ま
の
生
成
の
晒
を
お
分
か
ち
し
て
お
り
ま
す
。

お
腹
の
中
の
大
切
な
お
子
様
は
、
神
様
か
ら
確
か
に
お
預
か
り
致
し
ま
し

た
と
い
う
お
気
持
ち
と
、
一
人
の
女
性
か
ら
母
と
な
る
決
意
を
受
け
、
私
共

は
鈴
の
緒
を
「
御
子
守
帯
」
と
名
付
け
、
一
体
々
々
暦
を
籠
め
て
お
分
か
ち

申
し
上
げ
て
お
り
ま
す
。

二
位
の
尼
（
に
い
の
あ
ま
）

平
清
盛
の
正
室
で
、
御
名
を
時
子
と
申
さ
れ
ま
す
。
清
盛
の
死
後
出
家
し
、

従
二
位
に
叙
せ
ら
れ
た
の
で
、
二
位
の
尼
と
呼
ば
れ
ま
す
。

孫
の
安
徳
天
皇
と
京
か
ら
西
に
逃
れ
て
、
壇
ノ
浦
に
て
入
水
さ
れ
ま
し
た
。

建
礼
門
院
（
け
ん
れ
ぃ
も
ん
い
ん
）

父
清
盛
、
母
時
子
（
二
位
の
尼
）
の
間
に
お
生
ま
れ
に
な
り
、
十
八
歳
で

高
倉
天
皇
の
中
宮
と
な
ら
れ
ま
し
た
。

建
礼
門
院
と
は
安
徳
天
皇
を
生
ん
で
か
ら
の
院
号
で
あ
り
、
壇
ノ
浦
の
合

戦
後
、
余
生
は
平
家
一
門
の
菩
提
を
弔
い
ま
し
た
。

安
徳
天
皇
（
あ
ん
と
く
て
ん
の
う
）

高
倉
天
皇
と
建
礼
門
院
の
皇
子
と
し
て
お
生
ま
れ
に
な
り
、
三
歳
に
し
て

第
八
十
一
代
天
皇
に
即
位
さ
れ
ま
し
た
。

み
ぎ
り

寿
永
四
（
二
八
五
）
年
、
八
歳
の
湖
、
祖
母
の
二
位
の
尼
に
抱
か
れ
、

壇
ノ
浦
に
そ
の
身
を
海
中
に
投
げ
ら
れ
ま
し
た
。

天
御
中
主
大
神
（
あ
め
の
み
な
か
ぬ
し
の
お
お
か
み
）

誰
も
そ
の
形
を
知
ら
な
い
宇
宙
の
は
じ
ま
り
に
、
高
天
原
と
呼
ば
れ
る
天

の
も
っ
と
も
高
い
所
に
現
れ
た
神
様
が
、
天
御
中
主
大
神
で
あ
り
ま
す
。

日
本
の
神
々
の
祖
先
神
で
あ
り
、
安
産
、
子
授
け
等
に
広
大
無
辺
な
ご
神

徳
を
あ
ら
わ
さ
れ
ま
す
。

水
天
宮
の
ご
祭
神

赤
松
家
を
祖
と
す
る
摂
津
有
馬
家
は
、
応
仁
の
乱
の
引

か
き
つ

き
金
と
な
っ
た
嘉
吉
の
乱
の
後
に
有
馬
の
郷
（
現
神
戸
市

北
区
）
・
に
落
ち
延
び
て
隠
れ
住
み
、
そ
の
土
地
か
ら
姓
を

取
っ
て
有
馬
と
名
乗
り
ま
し
た
。
後
年
、
太
閤
秀
吉
に
見

出
さ
れ
て
中
央
に
戻
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。
そ
の
幸
運
を

授
け
て
下
さ
っ
た
有
馬
（
有
間
）
神
社
の
ご
祭
神
で
あ
る

天
御
中
主
大
神
の
ご
神
徳
を
代
々
忘
れ
ぬ
よ
う
、
有
馬
神
社

の
社
紋
で
あ
る
三
つ
巴
を
有
馬
家
の
家
紋
と
し
ま
し
た
。

現
在
で
も
、
当
主
に
の
み
三
つ
巴
の
紋
を
付
け
る
こ
と
が

許
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

大
名
家
と
し
て
の
有
馬
家
は
、
元
和
六
年
（
一
六
二
○
）
に

久
留
米
藩
二
十
一
万
石
を
拝
領
し
、
当
時
は
尼
御
前
大
明
神

と
尊
称
さ
れ
て
い
た
水
天
宮
に
対
し
て
、
第
二
代
藩
主
有
馬

忠
頼
公
は
、
城
下
の
筑
後
川
に
臨
む
広
大
な
土
地
を
寄
進

し
、
社
殿
を
造
営
致
し
ま
し
た
。

敬
神
の
念
は
代
々
の
当
主
に
受
け
継
が
れ
、
参
勤
交
代

の
折
に
江
戸
で
水
天
宮
を
親
し
く
お
参
り
で
き
る
よ
う
に

第
九
代
藩
主
有
馬
頼
徳
公
は
、
文
政
元
年
（
一
八
一
八
）

芝
赤
羽
根
橋
の
上
屋
敷
内
へ
国
元
久
留
米
よ
り
御
分
霊
を

勧
請
致
し
ま
し
た
。
爾
来
、
水
天
宮
は
当
主
と
共
に
あ
り
、

明
治
四
年
に
は
青
山
、
翌
五
年
に
は
日
本
橋
蛎
殻
町
へ
と

移
転
致
し
ま
し
た
。
関
東
大
震
災
を
は
じ
め
数
多
の
苦
難

を
乗
り
越
え
、
現
在
に
至
っ
て
お
り
ま
す
。

情
け
有
馬
の
水
天
宮

～
深
い
温
情
～

文
政
元
年
、
久
留
米
藩
有
馬
家
上
屋
敷
内
に
祀
ら
れ
て

い
た
水
天
宮
は
、
人
々
の
信
仰
が
篤
く
、
塀
越
し
に
ぉ
春

銭
を
投
げ
る
人
が
後
を
絶
た
ち
ま
せ
ん
で
し
た
。
時
の
藩

主
は
毎
月
五
日
に
限
り
、
お
屋
敷
の
門
を
開
き
、
人
々
の

お
参
り
を
許
し
ま
し
た
。

そ
の
こ
と
か
ら
有
馬
家
と
「
情
け
深
い
」
こ
と
を
掛
け
て
、

「
な
さ
け
あ
り
ま
の
水
天
宮
」
と
い
う
酒
落
が
江
戸
っ
子
た

ち
の
流
行
語
と
な
り
ま
し
た
。

湯
も
水
も
火
の
見
も
有
馬
の
名
が
高
し

～
日
本
一
と
称
さ
れ
た
火
の
見
櫓
～

幕
府
に
よ
り
大
名
火
消
し
を
命
ぜ
ら
れ
た
第
八
代
藩
主

有
馬
頼
貴
公
は
当
時
と
し
て
は
異
例
の
高
さ
で
あ
る
三
丈

（
約
九
メ
ー
ト
ル
）
に
も
及
ぶ
火
の
見
櫓
を
組
み
ま
し
た
。

こ
れ
が
江
戸
の
町
で
評
判
に
な
り
、
有
馬
温
泉
・
水
天
宮
．

火
の
見
櫓
を
掛
け
て
「
湯
も
水
も
火
の
見
も
有
馬
の
名
が

高
し
」
と
い
う
言
葉
が
う
ま
れ
ま
し
た
。

水
天
宮
の
由
来


