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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

◇

即
位
礼
正
殿
の
儀

十
月
二
十
二
日

天
皇
陛
下
が
即

位
を
国
民
及
び
諸
外
国
に
対
し
宣
明
な
さ
い
ま
す
。
皇

居
正
殿
松
の
間
に
天
皇
陛
下
が
登
ら
れ
る
高
御
座
、
そ

の
脇
に
皇
后
陛
下
の
御
帳
台
が
置
か
れ
ま
す
。
天
皇
陛

下
は
黄
櫨
染
御
袍
の
御
束
帯
を
着
装
さ
れ
高
御
座
に
て

国
民
の
代
表
で
あ
る
内
閣
総
理
大
臣
を
前
に
し
て
即
位

に
際
し
て
の
お
言
葉
を
述
べ
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
に
応
え

て
国
民
を
挙
げ
て
奉
祝
致
し
ま
し
ょ
う
。

大
嘗
祭

十
一
月
十
四
・
五
日

毎
年
秋
に
天
皇
陛
下

は
新
穀
を
ご
先
祖
で
あ
る
天
照
大
御
神
を
は
じ
め
、
神

々
に
お
供
え
し
、
感
謝
申
し
上
げ
る
「
新
嘗
祭
」
を
宮

中
で
行
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
陛
下
が
御
即
位
後
、
初
め

て
行
わ
れ
る
新
嘗
祭
を
「
大
嘗
祭
」
と
称
し
、
天
皇
御

一
代
に
一
度
の
最
高
の
重
儀
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

◇

秋
季
大
祭

◇

十
月
二
十
七
日

十
三
時
半

夜
神
楽
・
琉
球
舞
踊

十
六
時
半

※

鬼
だ
っ
こ(

神
楽)

二
歳
児
以
下
の
子
ど
も
を
鬼
が

追
っ
か
け
抱
き
上
げ
ま
す
、
大
声
で
泣
け
ば
泣
く
ほ
ど

元
気
に
育
つ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。(

先
着
十
五
名)

秋
祭
り
は
神
・
自
然(

大
地･

郷
土)

の
恵
に
よ
っ
て
生

か
さ
れ
て
い
る
こ
と
へ
の
感
謝
に
神
社
に
お
参
り
し
ま

し
ょ
う
。
そ
し
て
、
神
自
然
の
御
栄
え
と
共
に
人
々
の

繁
栄
を
祈
り
ま
し
ょ
う
。

秋
祭
り
は
実
り
の
秋
に
行
わ
れ
る
収
穫
感
謝
祭
で

産
土
神
を
囲
む
氏
子
の
新
嘗
祭
で
す
。

日
本
の
新
穀
を
神
々
に
捧
げ
る
祭
祀
は
神
話
か
ら
続

く
長
い
伝
統
で
あ
り
、
変
わ
る
こ
と
の
な
い
天
皇
陛
下

の
お
務
め
で
す
。
陛
下
は
大
嘗
祭
を
通
じ
て
天
照
大
御

神
の
御
手
振
り
を
再
現
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
神
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勅
を
守
り
国
家
・
国
民
の
安
寧
や
五
穀
豊
穣
を
祈
念
さ

れ
て
い
ま
す
。

そ
れ
は
神
々
の
教
え
を
守
り
平
和
で
豊
か
な
国(

和
の

国
・
食
国
＝
お
す
く
に
）
と
し
て
永
遠
に
続
く
と
い
う
、

神
々
と
の
約
束
を
神
祭
り
を
通
し
て
果
た
し
て
い
る
の

で
す
。
天
皇
陛
下
の
皇
室
祭
祀
は
国
家
国
民
の
為
に
全

身
全
霊
で
行
わ
れ
る
も
の
で
す
。
陛
下
の
祈
り
に
国
民

は
同
じ
く
応
え
て
お
祭
り
を
行
う
も
の
と
考
え
ら
れ
ま

す
。
そ
の
君
民
一
体
の
祈
り
に
よ
っ
て
、
日
本
人
は
神

と
共
に
終
わ
る
こ
と
の
な
い
繁
栄
を
し
て
い
く
の
で
す
。

御
世
代
わ
り
の
こ
の
時
、
日
本
人
は
国
の
行
く
末
を

ど
の
よ
う
に
考
え
、
ど
う
生
き
る
の
か
。
日
本
人
の
生

き
様
を
問
い
直
し
、
改
め
て
体
現
し
て
い
く
時
が
来
た

よ
う
で
す
。

◇
「
神
道
行
法
」
考

鎮
魂
力
を
鍛
え
る

◇

文
学
博
士

渡
辺
勝
義

一
、

は
じ
め
に
ー
あ
る
三
歳
の
孫
の
話

神
道
は
敢
え
て
言
う
な
ら
ば
祖
先
崇
拝
の
道
で
あ
り
、

忠
・
孝
・
敬
神
・
崇
祖
の
道
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
神
道

を
持
ち
出
す
ま
で
も
な
く
、
親
・
先
祖
を
大
切
に
す
る
こ

と
は
人
と
し
て
最
も
大
切
な
根
本
の
道
で
あ
る
と
言
っ
て

よ
い
。
そ
も
そ
も
神
祇
の
奉
斎
は
報
本
反
始
の
ま
こ
と
を

致
す
も
の
で
あ
る
。
恩
に
な
っ
た
ら
恩
に
報
い
る
、
受
け

た
御
恩
は
お
返
し
す
る
と
い
う
至
孝
の
精
神
が
失
わ
れ
た

ら
、
そ
れ
こ
そ
殺
伐
と
し
た
世
の
中
に
な
る
こ
と
は
必
至

で
あ
ろ
う
。
今
日
、
一
般
人
ば
か
り
か
神
職
の
方
々
で
あ

っ
て
も
、
幽
と
現
と
の
区
別
が
分
ら
ず
、
た
め
に
神
典
を

誤
っ
て
人
為
に
解
釈
し
、
幽
事
を
現
事
と
し
、
神
を
人
と

し
、
幽
現
を
ま
っ
た
く
混
同
し
て
い
る
御
仁
が
甚
だ
多
い

の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
霊
学
を
学
ん
だ
こ
と
が
無
き
た
め

で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

神
霊
の
実
在
や
神
界
の
厳
在
す
る
こ
と
、
霊
魂
（
霊
・
魂
）

ひ

た
ま

と
魄
と
の
関
係
、
親
・
先
祖
な
ど
死
者
の
御
霊
を
慰
霊
安

は
く

鎮
す
る
こ
と
の
大
切
さ
な
ど
等
、
霊
魂
に
関
す
る
諸
問
題

は
人
間
の
知
性
や
理
性
の
は
た
ら
き
を
は
る
か
に
超
え
た

も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
そ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
に
は
「
霊

に
は
霊
を
以
て
対
す
る
」
霊
学
よ
り
他
に
な
い
も
の
で
あ

る
が
、
神
仕
え
す
る
神
職
に
と
っ
て
は
「
霊
魂
観
の
確
立
」

は
重
要
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。

先
日
、
何
気
な
く
某
新
聞
に
目
を
通
し
て
い
る
と
、
そ

の
「
聴
診
記
」
と
い
う
欄
に
次
の
よ
う
な
記
事
が
目
に
入

っ
た
。私

の
祖
父
、
祖
母
、
伯
父
の
三
十
三
回
忌
の
法
要
が

先
月
営
ま
れ
た
。
お
経
の
あ
と
で
お
坊
さ
ん
は
、
「
そ

も
そ
も
仏
に
な
っ
た
死
者
を
供
養
す
る
必
要
は
な
く
、

法
事
と
は
生
き
て
い
る
人
た
ち
の
た
め
に
あ
る
の
で
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す
」
と
言
っ
た
。

と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
僧
侶
は
死
者
の
御
霊
に
対
す
る

み

た

ま

慰
霊
供
養
が
如
何
に
大
切
な
こ
と
で
あ
る
か
を
全
く
知
ら

ず
、
死
者
を
偲
ぶ
心
や
そ
の
作
法
が
ス
ッ
ポ
リ
と
抜
け
落

ち
て
い
る
。
こ
の
お
坊
さ
ん
は
恐
ら
く
浄
土
宗
系
の
僧
侶

だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
法
事
と
は
本
来
仏
の
教
え

を
説
法
し
ま
た
そ
れ
を
聴
聞
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
日
本

人
古
来
か
ら
の
霊
魂
観
に
照
ら
し
て
言
え
ば
、
仏
教
は
日

本
人
の
御
霊
ま
つ
り
と
は
本
来
異
質
な
教
え
で
あ
り
、
民

俗
学
の
柳
田
國
男
が
言
っ
た
如
く
、
仏
教
は
神
道
を
取
り

込
み
、
今
日
ま
で
生
き
な
が
ら
え
て
来
た
も
の
で
あ
る
。

仏
教
は
も
と
も
と
無
神
論
、
無
霊
魂
観
で
あ
り
、
イ
ン

ド
の
ヒ
ン
ズ
ー
教
徒
で
は
、
古
く
か
ら
一
般
民
衆
は
墓
を

造
ら
ず
、
火
葬
し
て
骨
に
し
て
か
ら
ガ
ン
ジ
ス
河
に
流
す

の
が
し
き
た
り
で
、
イ
ン
ド
建
国
の
父
で
あ
る
ガ
ン
ジ
ー

と
ネ
ル
ー
も
墓
は
単
な
る
記
念
碑
で
遺
骨
は
川
に
流
さ
れ

て
い
る
。

浄
土
真
宗
の
親
鸞
聖
人
は
「
閉
目
し
た
ら
加
茂
川
に
流

し
て
魚
の
餌
に
し
て
く
れ
」
と
遺
言
し
た
が
、
ど
う
し
た

こ
と
か
立
派
な
墓
が
建
ち
、
今
日
に
及
ん
で
い
る
。
実
に
、

信
従
す
べ
か
ら
ず
で
あ
る
。

『
歎
異
抄
』
に
は
、

「
親
鸞
は
、
父
母
の
孝
養
の
た
め
と
て
、
一
返
に

て
も
念
仏
申
し
た
る
こ
と
、
い
ま
だ
さ
ふ
ら
わ
ず
。

そ
の
ゆ
ゑ
は
、
一
切
の
有
情
は
、
皆
も
っ
て
、
世
々

生
々
の
父
母
・
兄
弟
な
り
。
い
づ
れ
も
い
づ
れ
も
、

こ
の
順
次
生
に
、
仏
に
な
り
て
、
た
す
け
候
ふ
べ
き

な
り
。

と
あ
る
よ
う
に
、
親
鸞
聖
人
は
自
分
の
父
母
の
た
め
に
追

善
供
養
を
し
た
こ
と
は
一
度
も
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

僧
侶
が
六
道
を
輪
廻
転
生
す
る
迷
い
の
淵
に
在
る
身
で
あ

れ
ば
、
到
底
先
祖
の
御
霊
な
ぞ
助
け
ら
れ
ま
い
。
死
者
の

み

た

ま

御
霊
供
養
が
不
要
と
あ
れ
ば
、
葬
式
や
戒
名
、
お
墓
な
ど

の
無
用
論
が
出
て
く
る
の
も
宜
な
る
か
な
で
あ
る
。

む
べ

も
と
も
と
仏
教
は
葬
式
と
は
無
縁
の
も
の
で
あ
り
、
ま

た
、
奈
良
時
代
に
我
が
国
に
成
立
し
た
仏
教
（
南
都
六
宗
）

は
鎮
護
国
家
仏
教
で
あ
り
、
仏
教
寺
院
は
葬
式
仏
教
と
は

一
切
関
わ
り
が
無
か
っ
た
の
で
あ
る
。

生
を
明
ら
め
死
を
明
ら
む
る
こ
と
こ
そ
仏
家
一
大
事
の
因

縁
な
の
で
あ
っ
た
が
、
今
で
は
真
の
意
味
で
出
家
得
道
す

る
よ
う
な
僧
侶
は
見
ら
れ
ず
、
次
々
に
イ
ン
ス
タ
ン
ト
住

職
が
増
え
つ
つ
あ
る
と
い
っ
た
現
状
で
あ
る
。

数
年
前
、
「
私
の
御
墓
の
前
で
泣
か
な
い
で
く
だ
さ
い
。

そ
こ
に
私
は
い
ま
せ
ん
。
眠
っ
て
な
ん
か
い
ま
せ
ん
」
な

ど
と
い
っ
た
歌
詞
の
歌
が
一
時
流
行
っ
た
が
、
墓
場
に
は

御
霊
（
魄
）
が
鎮
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
全
く
知

は
く

ら
ず
、
ま
た
霊
魂
に
関
し
て
考
え
て
み
た
こ
と
も
な
い
無

知
な
者
の
作
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
明
治
一

一
年
に
風
葬
が
禁
止
さ
れ
、
土
葬
す
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
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鹿
児
島
県
与
論
島
で
は
死
者
を
弔
う
ヤ
ー
ナ
ー
祭
、
即
ち

洗
骨
儀
礼
が
行
わ
れ
て
い
る
。
立
派
に
守
り
神
と
な
っ
た

死
者
霊
は
や
が
て
海
に
帰
り
、
そ
し
て
海
の
神
と
一
体
と

な
り
、
人
々
に
恵
み
を
齎
す
と
い
う
信
仰
が
今
も
生
き
て

い
る
。
死
者
の
遺
骸
を
埋
め
た
墓
を
掘
り
起
こ
し
、
も
し

も
遺
骸
が
未
だ
き
れ
い
に
白
骨
化
し
て
い
な
い
時
に
は
、

此
の
世
に
ま
だ
未
練
が
あ
り
、
「
守
り
神
」
に
な
っ
て
い
な

い
の
だ
と
し
て
、
元
の
土
に
戻
す
。
ま
た
、
沖
縄
で
は
シ

ー
ミ
ー
（
清
明
祭
）
が
あ
り
、
親
・
先
祖
の
墓
の
前
で
家

族
が
食
事
を
す
る
し
き
た
り
を
今
で
も
守
っ
て
い
る
。

土
葬
に
よ
ら
ず
し
て
遺
体
を
焼
く
と
い
う
の
は
果
し
て

死
者
に
と
っ
て
喜
ば
し
い
こ
と
で
あ
る
の
か
、
一
考
を
要

す
る
で
あ
ろ
う
。
火
葬
は
道
昭
（
飛
鳥
時
代
の
法
相
宗
の

僧
）
を
そ
の
初
め
と
す
る
が
、
今
日
で
は
殆
ど
（
九
六
～

九
七
％
）
が
火
葬
に
付
さ
れ
て
い
る
。
遺
体
を
焼
か
れ
た

死
者
の
恨
み
は
深
く
、
墓
地
は
例
え
霊
学
者
で
も
ス
ッ
カ

リ
祓
い
清
め
ら
れ
ぬ
と
い
う
の
が
現
状
で
あ
る
。
ま
た
そ

の
上
、
遺
骨
を
単
な
る
物
と
し
て
し
か
見
て
い
な
い
者
た

ち
が
、
お
骨
を
粉
に
し
て
海
や
山
、
空
に
撒
き
散
ら
す
「
散

骨
」
が
流
行
っ
て
い
る
よ
う
だ
が
、
こ
れ
は
霊
学
者
か
ら

見
れ
ば
、
魄
を
ば
ら
撒
い
て
、
世
界
を
穢
し
汚
し
ま
く
っ

て
い
る
行
為
そ
の
も
の
で
あ
る
。
霊
魂
観
が
無
い
と
は
い

え
、
あ
ま
り
に
無
知
な
者
の
仕
業
で
あ
る
。

約
二
〇
万
年
前
に
出
現
し
た
ネ
ア
ン
デ
ル
タ
ー
ル
人
に

は
す
で
に
死
者
を
埋
葬
す
る
習
慣
が
あ
り
、
使
者
を
悼
ん

で
数
種
類
の
花
を
添
え
る
習
慣
が
あ
っ
た
と
も
言
わ
れ
て

い
る
が
、
日
本
で
は
縄
文
時
代
に
は
す
で
に
死
者
を
埋
葬

す
る
習
慣
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
『
日
本
書
紀
』
神

代
上
、
第
五
段
、
一
書
第
五
に
は
、

伊
奘
冉
尊
、
火
神
を
生
む
時
に
、
灼
か
れ
て
神
退
去

り
ま
し
ぬ
。
故
、
紀
伊
国
の
熊
野
の
有
馬
村
に
葬
り

ま
つ
る
。
土
俗
、
此
の
神
を
祭
る
に
は
、
花
の
時
に

は
亦
花
を
以
て
祭
る
。
又
鼓
吹
幡
旗
を
用
て
、
歌
い

舞
ひ
て
祭
る
。

と
見
え
、
頭
注
に
「
当
時
の
地
方
の
魂
祭
り
の
状
況
を
知

る
こ
と
が
出
来
る
」
と
説
明
し
て
い
る
。
ま
た
、
同
書
の

補
注
Ⅰ
‐
四
六
に
は
、
三
重
県
熊
野
市
有
馬
の
海
浜
に
花

ノ
窟
と
い
う
巨
岩
が
あ
り
、
毎
年
二
月
・
十
月
に
巨
岩
か

ら
付
近
の
松
の
梢
に
注
連
縄
を
懸
け
、
神
官
や
村
人
が
花

を
供
え
る
、
と
あ
る
。

こ
の
所
伝
は
『
古
事
記
』
上
巻
、
神
々
の
生
成
の
段
に
は

故
、
其
の
神
避
り
し
伊
邪
那
美
神
は
、
出
雲
国
と
伯

伎
国
と
の
堺
の
比
婆
の
山
に
葬
り
き
。

と
見
え
る
。

日
本
文
化
を
破
壊
し
て
い
る
の
は
な
に
も
流
行
歌
だ
け

で
は
な
い
。
映
画
も
ま
た
同
様
で
あ
る
。
伊
邪
那
美
神
は

黄
泉
神
と

論

う
間
「
我
を
な
視
た
ま
ひ
そ
」
と
願
っ
た

あ
げ
つ
ら

に
も
拘
ら
ず
、
伊
邪
那
岐
神
は
そ
の
「
見
る
な
」
の
タ
ブ

ー
（
禁
忌
）
を
犯
し
て
一
つ
火
を
灯
し
て
遺
体
を
見
て
し

ま
う
。
そ
の
為
、
見
畏
み
て
逃
げ
帰
る
こ
と
に
な
る
の
だ

み
か
し
こ
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が
、
そ
の
時
に
伊
邪
那
美
神
は
「
吾
に
辱
見
せ
つ
」
と
言

あ
れ

は
ぢ

っ
て
豫
母
都
志
許
賣
を
遣
わ
し
て
伊
邪
那
岐
神
を
追
わ
せ

よ

も

つ

し

こ

め

て
い
る
。

つ
ま
り
、
死
体
を
覗
き
見
す
る
こ
と
は
死
者
を

辱

め

の
ぞ

は
ず
か
し

る
行
為
で
あ
り
、
死
者
へ
の
最
大
の
冒
瀆
に
な
る
の
で
あ

る
が
、
古
典
を
読
ん
だ
こ
と
も
な
い
者
た
ち
に
は
そ
う
し

た
こ
と
す
ら
も
分
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
今
日
、

死
装
束
や
死
化
粧
、
納
棺
、
野
辺
の
送
り
の
一
切
を
第
三

者
で
あ
る
納
棺
師
や
葬
儀
社
が
一
つ
の
職
業
と
し
て
執
行

し
、
遺
族
は
そ
れ
を
為
す
が
ま
ま
に
ジ
ッ
と
見
守
る
と
い

う
状
況
が
生
じ
て
い
る
。
高
度
経
済
成
長
期
（
一
、
九
六

〇
～
七
〇
年
代
）
に
伝
統
的
な
葬
儀
の
あ
り
方
が
一
変
し
、

在
宅
死
か
ら
病
院
死
へ
、
土
葬
か
ら
火
葬
へ
と
比
率
が
逆

転
し
て
し
ま
い
、
最
も
人
間
の
尊
厳
を
守
る
べ
き
死
や
葬

儀
と
い
う
も
の
が
ス
ッ
カ
リ
商
品
化
さ
れ
、
企
画
化
さ
れ

て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

い
ま
や
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
の
神
社
や
墓
地
が
出
現

し
、
神
社
参
拝
も
お
墓
参
り
も
キ
ー
ボ
ー
ド
操
作
で
行
う

と
い
う
、
寒
々
と
し
た
光
景
が
現
出
し
つ
つ
あ
る
の
で
あ

る
。七

月
末
に
某
知
人
の
母
親
が
帰
幽
さ
れ
た
が
、
斎
場
で

三
歳
に
な
る
そ
の
孫
が
祭
壇
を
指
さ
し
て
「
お
母
さ
ん
、

あ
そ
こ
に
人
が
い
る
ョ
」
と
言
っ
た
と
い
う
。
ま
た
、
お

墓
参
り
に
行
っ
た
時
に
、
や
は
り
三
歳
に
な
る
他
の
孫
が

墓
地
を
見
渡
し
な
が
ら
「
周
り
に
人
が
い
っ
ぱ
い
い
る

ヨ
！
」
と
い
う
の
で
、
父
親
た
ち
の
方
が
「
そ
ん
な
こ
と

を
言
う
と
、
恐
く
な
る
じ
ゃ
な
い
か
」
と
震
え
た
と
い
う
。

例
え
目
に
は
見
え
ず
と
も
、
霊
魂
と
く
に
人
間
の
「
魄
」

た
ま
し
ひ

は
く

が
墓
場
に
寄
り
集
ま
っ
て
い
る
の
は
確
か
な
事
実
で
あ
る
。

一
、
祈
り
の
力

「
も
う
、
駄
目
だ
ろ
う
」
と
誰
か
ら
も
思
わ
れ
て
い
た

人
が
、
あ
ら
ゆ
る
失
意
や
挫
折
、
困
難
、
病
苦
な
ど
の
絶

望
の
淵
か
ら
奇
跡
的
に
脱
出
し
、
死
の
淵
か
ら
見
事
に
生

還
す
る
こ
と
が
あ
る
。
奇
跡
と
も
い
え
る
よ
う
な
出
来
事

が
信
仰
の
有
無
や
神
・
仏
な
ど
と
い
っ
た
信
仰
対
象
の
違

い
を
問
わ
ず
、
ま
た
宗
教
の
有
無
を
超
え
て
頻
繁
に
起
こ

っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
一
体
何
故
な
の
か
、
助
か
る
人
と

助
か
ら
な
い
人
の
間
に
は
一
体
ど
ん
な
違
い
が
あ
る
と
い

う
の
か
、
私
と
は
果
し
て
何
者
か
、
生
き
る
と
は
ど
う
い

う
こ
と
な
の
か
、
人
は
ど
の
よ
う
に
生
き
る
べ
き
な
の
か
、

人
は
死
ん
だ
ら
何
処
へ
往
く
の
か
。
こ
う
し
た
誰
も
が
皆
、

真
摯
に
直
面
す
べ
き
実
存
的
不
安
を
避
け
、
そ
れ
か
ら
必

死
に
逃
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。

お
里
と
座
頭
の
沢
市
が
壺
坂
寺
の
観
音
様
に
必
死
に
祈

願
し
、
最
後
に
は
観
音
の
霊
験
に
浴
し
て
劇
的
に
目
が
開

く
と
い
う
、
う
る
わ
し
い
夫
婦
愛
の
物
語
で
あ
る

『
壺
坂
霊
験
記
』
は
、
誰
も
が
知
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

つ
ぼ
さ
か

れ

い

げ

ん

き

人
は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
絶
望
的
な
極
限
状
況
に
置
か
れ

た
と
き
に
何
か
が
は
じ
け
、
何
か
が
目
覚
め
る
。
そ
の
時
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初
め
て
、
人
は
大
い
な
る
生
命
に
生
か
さ
れ
て
生
き
て
い

る
と
い
う
こ
と
を
現
実
に
思
い
知
る
の
だ
。
そ
れ
に
私
た

ち
は
誰
も
気
付
い
て
は
い
な
い
が
、
人
は
誰
も
目
に
見
え

ざ
る
も
の
に
生
か
さ
れ
て
生
き
て
い
る
の
で
あ
り
、
日
々

生
き
て
死
ん
で
、
ま
た
、
生
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
自
分

の
身
体
と
い
え
ど
も
お
預
か
り
し
た
も
の
で
あ
り
、
決
し

て
自
分
の
自
由
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
人
間
と
は
ま

こ
と
に
霊
妙
か
つ
無
限
の
可
能
性
を
秘
め
た
存
在
で
あ
る

と
い
え
よ
う
。

「
あ
の
患
者
は
今
日
が
峠
だ
」
と
思
わ
れ
る
重
病
人
が

い
た
。
病
人
が
「
最
後
に
お
坊
さ
ん
の
有
り
難
い
お
話
を

聞
き
た
い
」
と
し
き
り
に
願
う
の
で
、
患
者
の
最
後
の
願

い
を
叶
え
て
や
ろ
う
と
、
快
く
僧
侶
が
病
室
に
入
る
こ
と

を
許
可
し
た
。
そ
の
お
坊
さ
ん
が
病
人
に
一
体
何
を
話
し

た
か
は
分
ら
な
い
が
、
な
ん
と
そ
の
重
病
人
は
そ
れ
か
ら

み
る
み
る
元
気
を
回
復
し
、
一
ケ
月
後
に
は
立
派
に
回
復

し
て
退
院
し
て
い
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
荻
野

式
で
著
名
な
荻
野
久
作
医
師
が
体
験
し
た
実
話
で
あ
る
。

信
仰
と
か
信
心
な
ど
と
い
う
が
、
そ
れ
は
「
信
」
な
く
し

て
は
有
り
得
な
い
し
、
成
り
立
た
な
い
も
の
で
あ
る
。
一

心
不
乱
と
い
う
が
、
必
死
の
う
ち
に
こ
そ
神
は
居
給
う
の

で
あ
る
。
決
死
一
番
、
ど
う
に
も
な
ら
な
い
状
況
か
ら
引

き
上
げ
ら
れ
た
体
験
を
持
つ
者
は
、
「
信
」
の
一
文
字
が
生

死
を
分
け
る
の
だ
と
い
う
、
そ
の
真
の
意
味
を
心
底
知
っ

て
い
る
。
ま
さ
に
人
生
は
修
業
道
場
で
あ
り
、
「
身
を
捨
て

て
こ
そ
浮
か
ぶ
瀬
も
あ
れ
」
で
あ
る
。

本
田
親
徳
翁
の
『
産
土
百
首
』
の
初
め
に
「
産
土
に
生
れ
出

う
ぶ
す
な

い
で

つ
つ
産
土
に
帰
る
此
の
身
と
知
ら
ず
や
も
人
」
と
い
う
歌

が
あ
る
が
、
人
は
如
何
な
る
時
に
も
産

土
神
と
心
を
通
わ

う
ぶ
す
な
の

せ
て
お
く
こ
と
が
大
切
で
あ
り
、
咄
嗟
の
時
に
は
思
わ
ず

「
神
様
！
」
或
い
は
「
惟
神
霊
幸
倍
坐
世
」
と
心
に
強
く

か
み
さ
ま

か
ん
な
が
ら
た
ま
ち
は
え
ま
せ

念
じ
る
こ
と
に
よ
り
、
産
土
神
に
ス
ゥ
ー
ッ
と
救
い
上
げ

ら
れ
る
。
神
の
実
在
を
心
の
底
か
ら
信
じ
て
、
常
に
「
わ

れ
、
神
と
倶
に
あ
り
」
と
い
う
強
固
な
信
念
を
養
成
す
る

と
も

こ
と
こ
そ
が
大
切
で
あ
る
。

鎮

守

の

杜

か

ら

六
十
二

○

神
と
人

禊
ぎ

「
人
＝
霊
止
＝
ヒ
を
止
め
る
の
意
」
。
霊
学
で
は
人
と
は

と
ど

神
の
み
た
ま
「
直
日
霊
」
を
止
め
て
い
る
存
在
と
解
し
て

い
ま
す
。
そ
れ
を
人
は
神
の
御
子
と
さ
れ
る
所
以
で
す
。

私
ど
も
人
は
神
と
同
じ
霊
性
を
戴
い
て
い
る
、
あ
る
意
味

で
は
神
そ
の
も
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
地
上
を

神
の
代
わ
り
と
し
て
創
り
上
げ
治
め
る
使
命
を
持
つ
者
、

す
な
わ
ち
ミ
コ
ト
持
ち
な
の
で
す
。
人
は
そ
の
目
的
の
為

に
こ
の
世
に
生
ま
れ
出
て
、
自
分
の
魂
を
成
長
さ
せ
つ
つ
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使
命
を
果
た
す
存
在
な
の
で
す
。
ま
た
、
人
は
等
し
く
神

の
分
け
御
魂
を
持
つ
存
在
で
あ
る
が
ゆ
え
、
神
の
御
前
で

は
霊
魂
の
存
在
と
し
て
完
全
な
平
等
で
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
人
は
誰
し
も
、
し
ば
し
ば
意
識
的
、

無
意
識
的
に
関
わ
ら
ず
、
私
利
私
欲
私
情
の
影
響
を
受
け
、

情
動
、
行
動
し
て
し
ま
う
も
の
で
す
。
こ
の
私
利
私
欲
私

情
か
ら
、
争
う
こ
と
、
怒
る
こ
と
、
悲
し
む
こ
と
、
悔
や

む
こ
と
、
ね
た
む
こ
と
、
取
り
越
し
苦
労
、
過
ぎ
越
し
苦

労
が
生
じ
、
果
て
は
、
神
道
で
い
う
と
こ
ろ
の
ケ
ガ
レ
と

し
て
そ
の
関
連
し
た
人
や
物
、
空
間
に
残
留
す
る
の
で
す
。

そ
う
し
た
ケ
ガ
レ
が
人
に
積
も
っ
て
い
く
と
不
幸
の
因
と

し
て
、
子
孫
に
継
承
さ
れ
て
い
き
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
状

態
で
は
、
折
角
賜
っ
た
「
直
日
霊
」
も
台
無
し
で
す
。

そ
う
し
た
状
態
を
脱
す
る
為
、
神
道
で
は
「
禊
ぎ
に
始

ま
り
禊
ぎ
に
終
わ
る
」
と
い
う
言
葉
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う

に
「
禊
ぎ
」
を
大
切
に
し
て
参
り
ま
し
た
。
私
利
私
欲
私

情
で
曇
り
穢
れ
た
霊
魂
を
祓
い
清
め
て
、
浄
心
し
、
無
心

と
な
っ
た
時
に
直
日
霊
は
、
本
来
の
輝
き
を
取
り
戻
し
、

活
動
す
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
神
心
を
写
し
取
る

鏡
の
よ
う
な
も
の
と
な
り
、
神
の
ご
意
志
に
適
う
形
で
、

多
く
の
場
合
、
当
人
も
周
囲
も
気
付
か
ぬ
ま
ま
に
そ
の
恩

恵
を
受
け
ま
す
。
霊
学
で
は
こ
れ
を
「
幽
の
神
懸
か
り
」

と
呼
び
、
知
ら
ぬ
間
に
正
し
い
判
断
し
た
り
、
思
わ
ぬ
ほ

ど
物
事
が
上
手
く
行
っ
た
時
に
は
、
こ
の
作
用
に
近
い
こ

と
が
起
こ
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。

そ
し
て
、
そ
れ
は
個
人
レ
ベ
ル
の
こ
と
に
止
ま
り
ま
せ
ん
。

日
本
文
化
で
は
古
く
よ
り
、
こ
の
世
の
正
し
い
発
展
に
は

無
私
無
欲
、
一
視
同
仁
の
神
心
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

さ
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
為
政
者
や
リ
ー
ダ
ー
な

ど
人
の
上
に
立
つ
者
に
は
、
仁
徳
が
求
め
ら
れ
公
に
準
ず

る
無
私
な
精
神
が
必
要
と
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
私
心
を
祓

っ
た
清
浄
な
心
を
一
人
で
も
多
く
の
人
々
が
獲
得
す
る
こ

と
で
、
よ
り
よ
い
社
会
が
実
現
さ
れ
ま
す
。

い
わ
ゆ
る
「
天
孫
降
臨
」
に
際
し
て
、
天
孫
邇
邇
芸
命

は
天
照
大
御
神
か
ら
、
祭
祀
と
食
料
の
絶
え
な
い
、
永
遠

に
発
展
し
続
け
る
国
を
つ
く
る
こ
と
を
神
勅
と
し
て
お
授

か
り
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
意
志
を
継
い
で
居
ら
れ
る
の

が
天
皇
陛
下
で
あ
り
、
そ
の
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
は
ま
さ
に
先

述
の
理
想
的
な
霊
性
の
在
り
方
の
お
手
本
な
の
で
す
。

当
宮
で
は
、
皆
様
に
日
々
自
ら
行
っ
て
戴
け
る
「
禊
ぎ
」

の
方
法
と
し
て
、「
家
庭
百
日
行
」
を
推
進
し
て
お
り
ま
す
。

実
は
、
「
お
か
げ
ば
な
し
」
の
内
容
の
殆
ど
は
、
百
日
行
満

行
者
の
体
験
談
で
す
。
ご
興
味
の
あ
る
方
は
お
問
い
合
わ

せ
下
さ
い
。

最
後
に
、
心
身
の
禊
ぎ
を
日
々
続
け
る
こ
と
が
神
へ
の
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真
を
捧
げ
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。
霊
学
で
は
神
へ
の
真
を

捧
げ
浄
心
す
る
こ
と
が
「
神
霊
に
出
会
う
唯
一
無
二
の
法
」

と
さ
れ
て
お
り
、
神
と
密
接
に
な
り
神
と
真
の
意
味
で
「
出

会
う
」
と
い
う
古
神
道
の
本
質
に
接
続
し
て
い
く
の
で
す
。

(

神
と
繋
が
る
と
い
う
こ
と
＝
随
神
）

お
か
げ
ば
な
し

神
徳
記

四
五

神
道
講
座
で
霊
学
の
お
話
を
聞
い
て
お
り
ま
す
。
先
日
あ

る
新
宗
教
の
新
聞
広
告
を
見
て
お
り
ま
し
た
。
実
に
そ
れ
ら

し
く
、
面
白
く
、
興
味
深
く
書
い
て
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
、

あ
る
時
は
友
人
か
ら
別
の
宗
教
の
話
を
聞
い
た
り
本
を
薦
め

ら
れ
た
り
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
中
の
九
九
パ
ー
セ
ン

ト
以
上
は
問
題
は
な
い
の
で
す
が
、
言
葉
の
端
々
に
ほ
ん
の

少
し
違
和
感
を
感
じ
ま
し
た
。
神
霊
と
御
魂
と
霊
物
の
違
い

や
見
分
け
る
ヒ
ン
ト
を
講
座
の
中
で
、
繰
り
返
し
聞
い
て
お

り
ま
し
た
の
で
直
ぐ
分
か
り
し
ま
し
た
。
こ
れ
を
知
ら
な
い

と
誰
も
が
信
じ
込
ん
で
し
ま
う
と
思
わ
れ
ま
し
た
。
い
た
ず

ら
に
迷
う
こ
と
な
く
、
正
し
い
信
仰
を
先
祖
と
同
じ
く
神
社

と
お
寺
で
行
え
る
の
は
本
当
に
有
り
難
い
こ
と
と
感
謝
申
し

上
げ
ま
す
。

Ｉ
・
Ｋ

◇

開
運
家
庭
百
日
行

満
行
者

（
四
～
五
月
）

第
四
一
回
満
行

冨
田
末
子

殿

第
三
九
回
満
行

久
野
貴
子

殿

第
三
八
回
満
行

原
口
豊
子

殿

第
三
六
回
満
行

宮
崎
祐
暢･
純
子

殿

第
三
一
回
満
行

小
山
田
昌
弘

殿

第
三
十
回
満
行

野
口
正
子

殿

久
野
智
教･

睦
子

殿

第
二
五
回
満
行

篠
原
キ
ミ
ヨ

殿

第
二
四
回
満
行

右
田
カ
ズ
ミ

殿

第
二
四
回
満
行

山
本
香
代
子

殿

第
一
五
日
満
行

古
河
和
子

殿

第
十
一
回
満
行

川
村
佳
子

殿

第

十
回
満
行

佐
藤
美
由
紀

殿

第

二
回
満
行

柴
田
真
紀
子

殿

牛
込
明

殿

第

一
回
満
行

小
松
潤
子

殿

林
楠
実

殿

九
月
の
行
事

月
次
祭

朔
日
・
十
五
日

十

時

神
道
講
座

朔
日

(

日)

十
一
時

十
月
の
行
事

月
次
祭

朔
日
・
十
五
日

十

時

神
道
講
座

五
日

(

土)

十
四
時

秋
季
大
祭
・
夜
神
楽

二
十
七
日(

日)

十
三
時

十
一
月
の
行
事

月
次
祭

朔
日
・
十
五
日

十

時

神
道
講
座

二
日

十

時

七
五
三
祈
願
受
付
中




