
鎮
魂
婦
神
の
意
味
世
界
－
統
合
的
解
釈
の
試
み
1

望
　
月

幹
　
巳

は
じ
め
に

　
本
論
文
で
取
り
上
げ
る
の
は
、
復
古
神
遺
の
流
れ
の
中
で
登
場
し
て
き
た
、

鎮
魂
帰
神
と
い
う
神
が
か
り
の
行
法
で
あ
る
。
こ
の
行
法
は
、
幕
末
か
ら
明
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
か
あ
つ
一
王
）

期
に
か
け
て
活
動
し
た
鹿
児
島
出
身
の
神
道
家
、
本
田
親
徳
一
一
八
二
二
－
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｛
2
）

八
八
九
一
に
よ
っ
て
打
ち
立
て
ら
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
従
来
の
日
本
の
宗
教

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｛
3
一

史
の
研
究
に
お
い
て
、
本
田
親
徳
は
、
大
本
教
と
の
関
連
で
言
及
さ
れ
る
こ
と

が
多
か
っ
た
。
ま
た
そ
の
行
法
は
、
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
研
究
の
枠
組
み
の
中
で

論
じ
ら
れ
、
理
パ
さ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
、
た
。

　
鎮
魂
帰
神
は
、
神
糧
り
の
行
法
と
い
う
性
格
が
濃
摩
で
あ
る
。
そ
こ
で
は

「
変
性
意
識
状
態
」
に
入
り
、
神
と
交
流
す
る
宗
教
者
が
見
ら
れ
る
。
そ
こ

で
、
こ
れ
を
シ
ャ
i
マ
ニ
ズ
ム
の
観
点
か
ら
研
究
し
て
行
こ
う
と
す
る
方
向
性

が
出
て
く
る
の
は
、
不
自
然
な
こ
と
で
は
な
い
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
鎮
魂
帰
神
に
関
す
る
限
り
、
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
論
を
適
用

し
た
事
例
の
解
釈
を
検
討
し
て
行
く
過
程
に
お
い
て
、
こ
の
視
点
か
ら
で
は
現

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
5
一

象
の
全
体
的
な
理
解
が
困
難
で
あ
る
こ
と
が
、
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
本
論
文
で
は
、
。
ま
ず
先
行
研
究
に
お
け
る
、
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
論
に

拠
っ
た
鎮
魂
帰
神
の
理
解
事
項
を
検
討
し
、
そ
の
問
題
の
所
在
を
明
ら
か
に
す

る
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
変
わ
る
、
よ
り
統
合
的
な
解
釈
の
視
点
の
提
示
を
目
指

し
て
い
る
。シ

ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
鎮
魂
帰
神

　
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
呼
ば
れ
て
い
る
宗
教
現
象
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
と
き

に
、
あ
る
宗
教
者
が
シ
ャ
ー
マ
ン
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
る
た
め
に
は
、
多
く
の

場
合
、
　
「
意
識
の
変
性
状
態
」
と
言
わ
れ
る
現
象
が
、
そ
の
指
標
と
な
っ
て
い

る
。
日
本
に
お
け
る
、
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
人
類
学
的
研
究
の
代
表
者
で
あ
る

佐
々
木
宏
幹
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
シ
ャ
ー
マ
ン
を

他
の
呪
術
－
宗
教
的
職
能
者
か
ら
区
別
す
る
基
準
・
指
標
は
、
一
般
的
に
い

え
ば
彼
一
彼
女
）
が
シ
ャ
ー
マ
ン
に
な
る
一
成
巫
一
過
程
お
よ
び
シ
ャ
ー
マ
ン

と
し
て
儀
礼
一
セ
ア
ン
ス
一
を
行
う
過
程
に
お
い
て
あ
る
種
の
、
異
常
心
理
状

態
、
ま
た
は
、
通
常
意
識
の
変
異
状
態
、
に
な
り
、
超
自
然
的
存
在
ま
た
は
領
域

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
6
一

と
直
接
接
触
・
交
流
す
る
こ
と
に
あ
る
」
と
し
て
い
る
。
他
の
宗
教
者
か
ら
、

特
に
「
シ
ャ
ー
マ
ン
」
と
呼
ば
れ
る
人
々
を
区
別
す
る
た
め
の
、
も
っ
と
も
特

徴
的
な
境
界
線
を
な
し
て
い
る
の
が
、
こ
の
「
通
常
意
識
の
変
異
状
態
」
な
の
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で
あ
る
。

　
通
常
意
識
の
変
異
状
態
と
は
、
従
来
日
本
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
宗
教
者
に

つ
い
て
論
じ
る
際
に
、
忘
我
、
失
神
、
幻
覚
体
験
、
神
懸
り
、
悦
惚
、
と
い
っ

た
言
葉
で
表
さ
れ
て
き
た
、
日
常
の
そ
れ
と
は
異
質
な
意
識
の
状
態
を
示
す
さ

ま
ざ
ま
な
宗
教
現
象
を
、
包
括
す
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
な
っ
て
い
る
。

　
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
世
界
的
な
研
究
が
進
ん
で
行
く
中
で
、
日
本
に
お
け
る

巫
現
研
究
に
お
い
て
も
、
よ
り
広
い
比
較
研
究
の
視
点
が
重
要
に
な
っ
て
き
て

い
る
。
こ
れ
は
、
M
・
エ
リ
ア
ー
デ
の
記
A
、
山
碑
的
な
大
作
、
『
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ

ム
ー
エ
ク
ス
タ
シ
ー
の
古
代
的
技
術
1
』
二
九
五
一
年
一
に
負
う
と
こ
ろ
が

大
き
い
。
た
と
え
ば
、
ト
ラ
ン
ス
一
意
識
の
変
異
状
態
一
に
お
け
る
超
自
然
的

存
在
と
の
交
流
が
シ
ャ
ー
マ
ン
的
宗
教
者
の
指
標
で
あ
り
、
シ
ャ
ー
マ
ン
に
は

懸
霊
（
唱
易
g
a
暮
一
型
と
脱
魂
一
8
ω
募
＜
一
型
の
二
大
類
型
が
あ
る
、
と
い

う
共
通
認
識
が
、
一
九
七
〇
年
代
を
通
じ
て
、
研
究
者
の
問
で
出
来
上
が
っ
て

き
た
。
そ
れ
以
来
、
巫
現
的
宗
教
者
を
、
広
く
シ
ャ
ー
マ
ン
と
し
て
論
じ
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
ヱ

と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
視
点
が
、
先
行
研
究
に
お

け
る
鎮
魂
帰
神
の
研
究
に
も
、
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
鎮
魂
帰
神
に
対
し
て
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
研
究
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
適
用
す
る
と

き
に
、
ま
ず
問
題
と
な
る
の
が
、
鎮
魂
帰
神
は
脱
魂
型
の
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
的

実
践
で
あ
る
の
か
、
懸
霊
型
の
実
践
で
あ
る
の
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
ろ
う
。

　
実
は
、
一
口
に
鎮
魂
帰
神
と
言
っ
て
も
、
実
際
に
本
田
親
徳
の
テ
キ
ス
ト
を

検
討
し
て
み
る
と
、
鎮
魂
と
帰
神
は
、
密
接
に
関
連
し
な
が
ら
も
、
厳
然
と
別

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
8
一

の
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
区
別
さ
れ
て
い
る
。
大
正
期
の
大
本
教
で
用
い
ら
れ
た

「
鎮
魂
帰
神
法
」
と
い
う
言
い
方
は
、
こ
の
点
で
誤
解
を
招
き
や
す
い
名
称
と

言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
鎮
魂
帰
神
の
行
法
全
体
を
、
一
義
的
に
脱
魂
型
・
懸
霊

型
の
ど
ち
ら
か
に
分
類
し
て
し
ま
う
こ
と
は
出
来
な
い
。
そ
の
本
質
を
明
確
に

す
る
た
め
に
は
、
鎮
魂
と
帰
神
を
そ
れ
ぞ
れ
別
の
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
理
解
す
る

必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
行
法
の
具
体
的
内
容
に
関
し
て
は
、
本
田
は
記
述
し
て
い

な
い
一
例
え
ば
、
鎮
魂
の
具
体
的
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
は
、
た
だ
「
口
伝
」
と

　
一
9
）

あ
る
一
。
そ
こ
で
、
鎮
魂
と
は
本
来
何
で
あ
り
、
帰
神
と
は
何
で
あ
る
の
か
、

両
者
の
関
係
を
ど
う
捉
え
る
か
、
と
い
う
問
題
が
生
ず
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
問

題
を
先
行
研
究
が
ど
の
よ
う
に
扱
っ
て
い
る
か
を
見
て
み
よ
う
。

　
先
行
研
究
の
中
で
も
も
っ
と
も
網
羅
的
に
鎮
魂
帰
神
を
扱
っ
て
い
る
の
が
、

津
城
寛
文
の
『
鎮
魂
行
法
論
　
近
代
神
遼
世
界
の
霊
魂
論
と
身
体
論
』
で
あ
る

一
注
4
、
注
5
参
照
一
。
こ
の
研
究
に
お
い
て
津
城
は
、
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
研

究
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
利
用
し
て
、
鎮
魂
帰
神
の
諸
相
を
、
「
想
霊
」
な
ら
び
に

「
脱
魂
」
と
い
う
二
つ
の
概
念
を
図
式
的
に
用
い
て
、
類
型
化
し
よ
う
と
試
み

て
い
る
。
津
城
の
問
題
設
定
は
、
「
鎮
魂
と
帰
神
の
区
別
は
、
懸
霊
と
脱
魂
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
r
〇
一

区
別
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
基
準
に

し
た
が
っ
て
彼
は
、
鎮
魂
の
諸
相
を
次
の
よ
う
に
類
型
化
し
て
い
る
。
類
型
化

の
根
拠
と
し
て
彼
は
、
典
拠
を
そ
れ
ぞ
れ
挙
げ
て
い
る
。

　
　
一
！
）
日
常
的
な
霊
魂
の
訓
練
の
よ
う
な
も
の
。

　
　
　
　
　
　
　
き
上
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
め
か
み

　
「
霊
学
は
心
を
浄
く
す
る
を
以
て
本
と
為
す
。
故
に
皇
神
鎮
魂
を
以
て
之
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
1
1
一

　
主
と
為
す
。
百
姓
尊
奉
し
て
日
に
真
心
を
練
る
。
」

　
「
此
鎮
魂
法
ハ
天
授
ノ
神
法
ニ
シ
テ
現
世
神
界
ノ
学
則
ナ
レ
バ
、
上
ハ
天
皇

　
ノ
治
国
平
天
下
ノ
御
事
ヨ
リ
シ
テ
、
下
ハ
人
民
修
身
斉
家
ノ
基
本
、
事
業
ノ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
面
一

　
閑
暇
ハ
謹
ミ
テ
是
ヲ
省
ミ
之
ヲ
行
ヒ
、
霊
魂
ノ
運
転
活
動
ヲ
学
習
ス
ベ
シ
。
」

　
　
一
2
一
帰
神
H
想
霊
の
た
め
の
準
備
的
行
法
。

88



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｛
蔓

　
「
続
テ
無
形
ノ
神
界
ヲ
探
知
ス
ル
ノ
基
礎
」

　
一
3
一
帰
神
H
懸
霊
に
類
義
の
も
の
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｛
独
）

　
「
大
御
神
ノ
御
心
ノ
懸
付
玉
フ
三
種
ノ
神
宝
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
壼
一

　
「
霊
魂
ノ
其
物
体
二
婚
依
ス
ル
ノ
神
法
」

　
一
4
一
自
他
の
霊
魂
を
外
部
の
物
体
に
瀬
依
集
中
さ
せ
る
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
理

　
「
霊
魂
ヲ
鎮
安
ス
ル
ノ
神
法
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
1
7
一

　
「
天
照
大
御
神
ノ
玉
鏡
剣
二
御
心
ヲ
付
ケ
玉
フ
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
壼
）

　
以
上
の
四
つ
の
項
目
で
あ
る
。

　
右
の
類
型
化
を
よ
く
見
て
み
る
と
、
四
つ
の
分
類
は
、
さ
ら
に
大
き
く
二
つ

の
範
溝
に
分
か
れ
て
い
る
の
が
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
、
（
1
一
と
（
2
）
は
行

法
の
準
備
的
な
段
階
と
し
て
ひ
と
ま
と
め
に
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま

た
一
3
一
と
一
4
一
は
そ
れ
ぞ
れ
、
霊
の
着
腕
と
い
う
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
実

践
段
階
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
典
拠
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
記
述
は
す
べ

て
、
鎮
魂
に
関
す
る
説
明
部
分
か
ら
引
か
れ
て
き
て
い
る
が
、
よ
く
見
る
と
、

一
1
）
と
一
2
一
の
類
型
、
一
3
一
と
一
4
一
の
類
型
で
は
、
文
献
の
同
じ
箇

所
か
ら
引
用
さ
れ
て
来
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
、
原
典
の
同
じ
説

明
箇
所
の
文
章
が
、
多
様
な
解
釈
を
許
す
も
の
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。

　
こ
の
こ
と
か
ら
津
城
は
、
鎮
魂
帰
神
に
お
い
て
は
事
象
が
複
合
的
に
絡
み

合
っ
て
い
る
こ
と
、
か
つ
、
霊
学
家
の
概
念
は
多
義
的
で
多
面
性
を
孕
ん
で
い

る
こ
と
を
、
指
摘
し
て
い
る
。
「
説
明
1
む
し
ろ
読
み
手
の
側
の
印
象
と
い
う

べ
き
か
1
が
動
揺
す
る
。
し
た
が
っ
て
結
果
的
に
、
鎮
魂
と
帰
神
の
区
別
が
陵

昧
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
を
避
け
ら
れ
な
い
の
で
あ
蘂
じ
と
い
う
の
が
、
こ
の

鎮
魂
と
帰
神
の
興
係
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
の
、
津
城
の
評
価
な
の
で
あ
る
。

　
た
し
か
に
霊
学
家
の
説
明
は
難
解
な
と
こ
ろ
が
あ
り
、
彼
ら
の
教
説
自
体

が
、
基
本
的
に
は
口
伝
で
伝
え
ら
れ
る
性
質
の
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
事
実
が

あ
る
。
そ
れ
を
、
整
二
者
が
文
献
資
料
か
ら
理
解
し
、
再
構
成
し
よ
う
と
い
う

試
み
で
あ
れ
ば
、
陵
昧
さ
や
理
解
の
混
乱
が
、
少
な
か
ら
ず
生
ず
る
で
あ
ろ
う

こ
と
は
、
十
分
予
測
で
き
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
鎮
魂
と
帰
神
の
関
係
に
関
す
る
議
論
に
つ
い
て
言
え

ば
、
果
た
し
て
津
城
が
言
う
ほ
ど
錯
綜
し
て
お
り
、
理
解
し
が
た
い
も
の
な
の

だ
ろ
う
か
。

　
た
と
え
ば
、
次
の
よ
う
な
記
述
、
「
鎮
魂
お
よ
び
帰
神
と
い
う
、
ど
ち
ら
も

と
も
に
霊
魂
の
運
動
を
目
的
と
す
る
行
厳
㌣
あ
る
い
は
・
「
本
田
親
徳
は
一
つ

の
霊
魂
懸
依
と
い
う
現
象
を
め
ぐ
っ
て
そ
の
二
つ
の
側
面
一
態
霊
の
能
動
と
受

動
、
引
用
者
注
一
を
対
立
さ
せ
た
上
で
、
婚
依
さ
せ
る
こ
と
を
「
鎮
魂
」
と
表

現
し
、
懸
依
さ
れ
る
こ
と
を
「
帰
神
」
と
表
現
し
た
の
で
は
な
い
浮
と
い
っ

た
分
析
を
見
る
限
り
、
津
城
は
、
霊
学
家
が
、
シ
ャ
；
マ
ニ
ズ
ム
に
お
け
る
懸

霊
・
脱
魂
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
し
た
が
っ
て
自
ら
の
行
法
を
理
解
し
、
体
系

づ
け
、
律
し
て
い
る
、
と
考
え
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

　
こ
の
よ
う
な
見
方
に
よ
っ
て
霊
学
家
た
ち
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
検
討
し
て
行
け

ば
、
「
そ
こ
で
は
、
懸
霊
傾
向
と
脱
魂
傾
向
が
相
互
に
か
ら
み
あ
っ
て
お
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｛
2
2
）

何
か
単
純
な
一
対
一
の
対
応
関
係
に
は
な
い
の
で
あ
る
」
と
、
結
論
づ
け
ら
れ

て
し
ま
う
。

　
研
究
者
が
、
あ
る
現
象
に
理
論
や
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
適
用
す
る
の
は
、
現
象
の

本
質
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
な
の
で
あ
る
。
も
し
も
、
当
の
現
象
が
一
貫
し
た

も
の
と
し
て
立
ち
現
れ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
理
論
や
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
、
当

の
現
象
に
対
し
て
適
切
な
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
が
、
間
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
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な
い
。

　
津
城
の
分
析
は
最
後
ま
で
、
懸
霊
・
脱
魂
の
二
分
法
に
沿
っ
た
も
の
と
な
っ

て
い
る
。
彼
は
、
鎮
魂
1
－
脱
魂
、
帰
神
”
婚
霊
と
い
う
図
式
を
固
持
し
た
上

で
、
鎮
魂
と
は
、
脱
出
魂
を
他
の
対
象
に
煩
依
せ
し
め
る
こ
と
、
帰
神
は
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
冤
一

の
脱
出
魂
を
懸
依
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
、
と
し
て
公
式
化
し
て
い
る
。
し
か
し
こ

う
な
る
と
、
脱
魂
と
は
、
シ
ャ
ー
マ
ン
の
魂
が
そ
の
身
体
を
離
れ
て
他
界
へ
赴

く
こ
と
、
と
い
う
、
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
研
究
に
お
け
る
．
岡
婁
g
、
の
本
来
の
意

味
か
ら
も
ず
れ
て
き
て
し
ま
っ
て
い
る
。

　
シ
ャ
ー
マ
ン
の
エ
ク
ス
タ
シ
ー
の
技
術
と
は
、
「
シ
ャ
ー
マ
ン
が
、
脱
魂
の

問
に
参
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
知
ら
れ
ざ
る
世
界
へ
と
、
い
か
に
白
分
の
魂
を

　
　
　
一
翌

向
け
る
か
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
自
ら
の
魂
を
脱
出
さ
せ
て
他
の
人
問
や
物

体
に
懸
け
る
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
ま
た
、
鎮
魂
帰
神
の
中
に
も
、
術
者

の
霊
魂
を
脱
出
せ
し
め
て
他
の
人
閲
に
廠
け
る
と
い
う
行
法
は
、
存
在
し
な
い

　
　
　
一
2
5
一

の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
津
城
の
研
究
に
お
い
て
は
、
霊
魂
の
婚
・
脱
と
い
う
二

分
法
的
な
解
釈
に
固
執
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
象
を
統
合
的
に
見
る
視
点
が

失
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
津
城
の
研
究
は
、
鎮
魂
帰
神
に
関
す
る
最
初
の
網
羅
的
な
研
究
と
い
う
こ
と

も
あ
っ
て
か
、
試
論
風
に
議
論
が
進
め
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
側
面
が
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
鎮
魂
帰
神
の
理
解
に
関
す
る
、
理
論
提
出
の
初
め
て
の
試
み
と

し
て
、
包
括
的
な
研
究
の
扉
を
開
い
た
点
が
評
個
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
研
究
に
お
け
る
概
A
，
心
に
つ
い
て
の
吟
味
一
検
討
が
無
い
ま

ま
、
そ
れ
ら
を
導
人
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
た
ず
ら
に
理
解
の
混

乱
を
深
め
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
の
で
あ
る
。

二
　
鎮
魂
帰
神
の
宗
教
的
慧
味

　
こ
こ
で
ひ
と
ま
ず
立
ち
止
ま
っ
て
、
本
田
一
圓
身
の
記
述
か
ら
、
現
象
の
あ
り

方
を
明
ら
か
に
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
鎮
魂
、
帰
神
そ
れ
ぞ
れ
の
行
法
の
本

質
的
な
特
徴
と
は
、
何
で
あ
る
の
か
。
何
が
鎮
魂
で
あ
り
、
何
が
帰
神
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
か
。
懲
霊
・
脱
魂
の
二
元
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
や
機
械
的
な

モ
デ
ル
に
こ
だ
わ
ら
ず
に
、
事
態
を
理
解
し
て
み
る
な
ら
ば
、
ど
の
よ
う
な
鎮

魂
帰
神
の
様
態
が
立
ち
現
れ
て
く
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
間
題
を
立
て

て
考
察
を
進
め
て
み
よ
う
。

　
ま
ず
、
鎮
魂
に
つ
い
て
で
あ
る
。
本
田
親
徳
が
鎮
魂
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
ど

の
よ
う
な
性
質
の
行
法
な
の
か
、
も
っ
と
も
簡
潔
に
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
爺
一

箇
所
は
、
津
城
も
引
用
し
て
い
た
、
「
霊
魂
ノ
運
転
活
動
ヲ
学
習
ス
ベ
シ
」
と

い
う
記
述
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
霊
の
懸
・
脱
と
い
っ
た
方
向
性
へ
の
言
及
は
全

く
な
い
が
、
し
か
し
な
が
ら
鎮
魂
と
い
う
行
法
の
性
質
を
も
っ
と
も
端
的
に
表

し
て
お
り
、
こ
の
理
解
に
よ
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
鎮
魂
に
関
す
る
記
述
は
読
み
解

く
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
先
に
挙
げ
た
津
城
の
四
つ
の
鎮
魂
類
型
で
は
、
一
ユ
一
日
常
的
な
霊
魂
の
訓
練

の
よ
う
な
も
の
、
一
2
一
帰
神
1
－
想
霊
の
た
め
の
準
備
的
行
法
、
一
3
一
帰
神
H
婚

霊
に
類
義
の
も
の
、
一
4
一
白
他
の
霊
魂
を
外
部
の
物
体
に
煩
依
集
中
さ
せ
る
こ

と
、
と
い
っ
た
よ
う
に
、
鎮
魂
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
異
質
な
側
面
が
混
在
し
て
い

る
か
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
懸
霊
・
脱
魂
と
い
っ
た
先
入
見

を
取
り
除
く
な
ら
、
こ
れ
ら
は
す
べ
て
、
「
霊
魂
の
運
転
活
用
」
披
術
と
し
て

の
鎮
魂
、
と
い
う
一
つ
の
一
貫
し
た
行
法
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
な
の

で
あ
る
。
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霊
魂
の
運
転
活
用
の
た
め
の
技
法
と
し
て
、
鎮
魂
が
、
「
霊
的
な
訓
練
・
準

備
の
行
」
と
い
う
性
質
を
供
え
て
い
る
こ
と
は
、
筆
者
も
津
城
に
同
意
す
る
。

し
か
し
間
題
は
、
津
城
の
類
型
一
3
一
と
一
4
一
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
、
懸

霊
、
脱
魂
と
捉
え
ら
れ
、
互
い
に
柵
反
す
る
側
面
が
、
鎮
魂
と
い
う
一
つ
の
行

法
巾
に
存
在
し
て
い
る
、
と
見
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
鎮
魂

は
、
「
オ
盾
に
満
ち
た
複
雑
な
用
語
と
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
。
以
下
に
検
討
し

て
み
よ
う
。

　
ま
ず
、
津
城
が
引
い
て
い
る
の
が
、
『
本
田
親
徳
全
集
』
八
三
－
九
三
頁
の

「
本
教
真
訣
内
篇
」
で
あ
る
。
津
城
が
引
用
し
て
い
る
部
分
は
、
本
田
が
、
記

紀
を
典
拠
に
災
の
岩
戸
開
き
、
榊
功
皇
后
の
帰
神
、
ま
た
天
孫
降
脇
な
ど
の
故

事
を
引
い
て
、
霊
魂
を
鎮
安
す
る
技
法
、
す
な
わ
ち
鎮
魂
が
、
ー
ヨ
本
古
来
の
秘

法
で
あ
っ
た
こ
と
を
論
じ
た
部
分
で
あ
る
。
本
㎜
白
身
が
鎮
魂
行
法
の
神
話
的

根
拠
を
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
津
城
の
引
用
は
適
切
で
あ
る
と
言
え

る
。　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
迎

　
さ
て
、
津
城
は
、
「
霊
魂
ノ
其
物
体
二
悠
依
ス
ル
ノ
神
法
」
を
「
ど
ち
ら
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
2
8
一

と
い
え
ぱ
」
廠
霊
と
読
み
、
「
霊
魂
ヲ
鎮
安
ス
ル
ノ
榔
法
」
を
「
ど
ち
ら
か
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
函
一

い
え
ば
」
脱
魂
、
と
理
解
し
て
い
る
。
し
か
し
、
霊
魂
着
脱
の
方
向
性
の
問
題

を
考
慮
に
入
れ
ず
に
素
直
に
文
脈
逓
り
に
読
め
ば
、
ど
ち
ら
も
、
霊
魂
を
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
し
て
一
誰
の
、
ど
の
霊
魂
を
ど
の
よ
う
に
、
と
い
っ
た
詳
細
に
は
、

本
閉
は
注
意
を
払
っ
て
い
な
い
一
、
物
体
に
鎮
め
る
神
法
の
存
在
が
説
か
れ
て

い
る
こ
と
が
、
読
み
取
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
煙
霊
か
脱
魂
か
、
と
い
う

視
点
で
は
な
く
、
本
田
は
、
「
霊
魂
の
運
転
活
用
」
技
法
の
存
在
に
つ
い
て
記

し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。

　
ま
た
、
帰
神
に
っ
い
て
も
、
こ
れ
は
文
字
ど
お
り
神
に
感
合
す
る
こ
と
で
あ

る
と
考
え
れ
ば
、
一
貫
し
た
読
み
方
が
可
能
に
な
る
。
津
城
が
帰
神
1
－
婚
霊
の

例
外
と
し
て
挙
げ
て
い
る
、
二
意
二
吾
霊
魂
ノ
天
御
中
主
太
神
ノ
御
許
二
至

　
　
　
　
　
　
一
3
0
一

ル
ヲ
蛾
一
冷
心
ス
ベ
シ
」

　
と
い
う
記
述
に
し
て
も
、
患
霊
で
あ
ろ
う
と
脱
魂
で
あ
ろ
う
と
、
文
字
ど
お

り
神
に
帰
す
る
こ
と
が
帰
神
と
考
え
る
な
ら
、
何
の
矛
盾
も
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
気
一

実
際
に
こ
の
記
述
の
前
後
に
は
、
「
神
界
二
感
合
ス
ル
ノ
道
」
、
「
宇
、
宙
ノ
主
宰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
菊
一

二
感
合
シ
親
シ
ク
八
百
万
神
二
接
ス
」
と
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
婚
霊
・

脱
魂
と
い
う
二
分
法
に
と
ら
わ
れ
て
い
な
け
れ
ぱ
、
誤
解
の
余
地
は
な
か
っ
た

は
ず
で
あ
る
。

　
以
上
、
本
田
親
徳
の
記
述
に
沿
っ
て
検
討
し
て
来
た
と
こ
ろ
に
し
た
が
え

ば
、
鎮
魂
と
は
、
霊
魂
を
運
転
活
用
す
る
た
め
の
行
法
で
あ
り
、
帰
神
と
は
、

神
に
感
合
す
る
こ
と
で
あ
る
、
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
が
、
文
献
か
ら

読
み
と
る
こ
と
の
で
き
る
、
も
っ
と
も
基
本
的
な
、
最
小
限
の
鎮
魂
帰
神
の
定

義
で
あ
る
と
蕎
え
よ
う
。

　
さ
ら
に
、
鎮
魂
帰
神
の
性
格
を
、
本
旧
肉
身
が
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の

か
を
見
て
み
よ
う
。
本
田
は
、
幽
斎
一
鎮
魂
帰
神
の
セ
ア
ン
ス
一
を
行
っ
て
得

ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
其
ノ
修
シ
得
ル
ニ
至

テ
ハ
至
大
無
外
、
至
小
無
内
、
無
逮
近
、
無
大
小
、
無
広
狭
、
無
明
暗
、
過
去

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
堕

ト
現
在
ト
未
来
ト
ヲ
闘
ハ
ズ
　
モ
逓
ゼ
ザ
ル
ハ
無
シ
」
。
す
な
わ
ち
鎮
魂
帰
榊

に
お
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
宇
宙
全
体
の
あ
ら
ゆ
る
事
柄
に
つ
い
て
の
知
識
を
得

る
こ
と
が
で
き
る
、
と
主
張
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
古
事
記
口
本
紀
ノ
真

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
荻
一

奥
ヲ
知
リ
、
古
先
達
ノ
説
々
悉
ク
皆
謬
解
タ
ル
ヲ
知
リ
弁
タ
リ
キ
」
と
い
う
本

田
の
白
負
も
、
こ
の
よ
う
な
神
的
知
識
を
獲
得
し
て
い
る
と
い
う
強
い
確
信

に
、
基
礎
、
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

引



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
3
5
）

　
本
田
親
徳
に
よ
れ
ば
、
鎮
魂
と
は
、
「
天
授
ノ
神
法
ニ
シ
テ
現
世
神
界
ノ
学
則
」

な
の
で
あ
る
。
こ
の
世
界
と
神
の
世
界
、
両
者
に
共
通
す
る
学
則
で
あ
る
と
い

う
こ
と
は
、
鎮
魂
を
学
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
、
二
つ
の
世
界
双
方
に
通
暁
す
る
こ

と
が
で
き
る
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ

し
て
ま
た
鎮
魂
が
、
「
無
形
ノ
神
界
ヲ
探
知
ス
ル
ノ
基
礎
」
で
あ
る
こ
と
は
も

ち
ろ
ん
、
さ
ら
に
は
、
上
は
治
国
平
天
下
か
ら
下
は
修
身
斎
家
の
事
ま
で
を
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
嘉
）

支
え
る
、
基
で
も
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
次
に
、
注
目
さ
れ
る
の
は
、
中
世
以
来
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
帰
神
が
、
「
神

法
二
依
リ
其
古
二
復
ス
」
と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
記
紀

に
お
け
る
、
仲
哀
天
皇
、
神
功
皇
后
の
記
事
に
あ
る
「
帰
神
」
を
根
拠
と
し

て
、
古
代
に
行
わ
れ
て
い
た
帰
神
法
を
、
本
田
は
自
身
の
探
究
に
よ
っ
て
復
元

し
た
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
「
神
法
」
に
よ
る
と
言
う
の
で
あ
る
。

先
に
、
鎮
魂
法
が
「
天
授
ノ
神
法
」
と
定
義
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
思
い
起
こ
す

な
ら
、
こ
こ
に
言
わ
れ
て
い
る
「
神
法
」
と
は
当
然
、
鎮
魂
法
の
こ
と
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
本
田
が
帰
神
の
セ
ア
ン
ス
を
確
立
す
る
こ
と
が
出

来
た
の
も
、
天
授
の
神
法
た
る
鎮
魂
を
極
め
た
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
で
あ
っ

た
、
止
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
ま
で
記
述
し
て
き
た
こ
と
か
ら
も
う
一
度
整
理
し
て
み
る
な
ら
、
鎮
魂

帰
神
の
実
践
と
は
、
次
の
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
を
た
ど
っ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

一
－
一
ま
ず
「
霊
魂
の
運
転
活
動
の
修
得
↑
鎮
魂
一
」
が
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ

て
、
一
2
）
「
宇
宙
の
主
宰
を
は
じ
め
と
す
る
神
々
と
の
感
合
↑
帰
神
）
」
が
可

能
と
な
り
、
そ
し
て
そ
の
目
的
と
は
、
一
3
）
「
字
宙
一
切
の
知
識
（
大
小
・
内

外
・
遠
近
・
広
狭
・
明
暗
、
過
去
・
現
在
・
未
来
一
の
獲
得
、
そ
し
て
そ
れ
に

よ
っ
て
、
古
代
の
秩
序
を
回
復
す
る
こ
と
」
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
う
し
た

実
践
・
探
究
が
人
間
に
開
か
れ
て
い
る
の
は
、
「
霊
魂
ハ
神
界
ノ
賦
与
ニ
シ
テ

　
　
＾
3
7
〕

即
チ
分
霊
」
で
あ
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
ま
た
人
問
だ
け
で
は
な
く
、
　
「
宇

　
　
　
　
あ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
3
8
一

宙
の
間
、
豊
に
生
機
無
き
も
の
有
ら
む
や
」
と
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
宇
宙

間
に
存
在
す
る
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
、
神
的
な
生
機
↑
生
気
一
が
行
き
渡
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
人
は
、
神
に
感
合
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し

て
、
神
霊
の
世
界
の
、
知
識
の
無
限
の
源
泉
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ

が
、
鎮
魂
帰
神
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
の
了
解
な
の
で
あ
る
。

　
す
な
わ
ち
、
鎮
魂
帰
神
は
、
そ
の
セ
ア
ン
ス
の
外
面
的
観
察
か
ら
は
、
神
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
3
9
一

人
と
が
直
接
交
流
す
る
と
い
う
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
形
態
を
一
見
取
っ
て
い
る

と
言
え
る
が
、
と
り
わ
け
そ
こ
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
神
的
知
識
の

開
示
で
あ
る
、
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
神
的
知
識

の
獲
得
を
本
田
は
、
治
国
平
天
下
・
修
身
斉
家
の
基
礎
、
と
考
え
て
い
た
。
こ

こ
に
は
、
超
越
的
世
界
か
ら
現
世
へ
の
、
秩
序
の
導
入
と
い
う
宗
教
的
観
念
が

見
ら
れ
る
。
こ
れ
こ
そ
が
、
鎮
魂
帰
神
の
眼
目
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
鎮
魂
帰
神
は
、
天
上
へ
の
飛
翔
や
、
見
え
な
い
世
界
に
関
す
る
知
識
の
統

御
、
と
い
っ
た
モ
チ
i
フ
を
、
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
共
有
し
て
は
い
る
が
、
し

か
し
、
ま
っ
た
く
違
っ
た
意
味
に
よ
っ
て
統
合
さ
れ
た
宗
教
現
象
の
体
系
を
形

づ
く
っ
て
い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
わ
れ
わ
れ
が
次
に
考
察
し
て

行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
鎮
魂
帰
神
を
、
神
的
知
識
の
開
示
に
よ
る
秩

序
の
導
入
、
と
い
う
鍵
概
念
に
基
づ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
宗
教
学
的
に
捉
え
た

な
ら
よ
い
の
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

三
　
デ
ィ
ヴ
ィ
ネ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
の
鎮
魂
帰
神

ま
ず
、
神
知
へ
の
接
近
と
獲
得
と
い
う
営
為
が
、
日
本
の
宗
教
史
に
お
い
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て
、
決
し
て
新
し
い
も
の
で
も
、
ま
た
稀
な
も
の
で
も
な
い
、
と
い
う
こ
と
を

知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
宗
教
的
営
み
は
、
日
本
の
基
層
的
な
信

仰
の
中
に
、
し
っ
か
り
と
根
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
一
例
と
し
て
、
一
般
に
「
託
宣
祭
り
」
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
村
祭
り
を
見

て
み
よ
う
。
そ
こ
で
は
、
懸
祈
祷
の
形
式
が
広
く
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う
。
懸

祈
祷
と
は
、
霊
媒
と
行
者
が
共
同
し
て
霊
界
と
接
触
す
る
も
の
で
あ
る
。
霊
媒

は
神
霊
の
患
依
の
器
と
な
り
、
行
者
が
そ
の
神
霊
を
呼
び
出
し
、
尋
問
し
、
最

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
4
0
一

後
に
送
り
返
す
。
そ
れ
ぞ
れ
が
役
割
を
分
担
し
て
受
け
持
っ
て
い
る
。
近
代
以

前
、
日
本
各
地
の
農
村
に
お
い
て
広
く
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
の
懸
祈
祷
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
刎
〕

ま
た
、
帰
神
の
行
法
に
お
い
て
「
他
感
法
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
と
、
同
じ

形
式
で
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
注
目
に
値
す
る
。

　
占
い
・
託
宣
等
の
知
識
・
技
術
が
生
活
の
生
き
た
部
分
を
な
し
て
い
る
所
に

お
い
て
は
、
重
要
な
出
来
事
や
決
断
が
必
要
と
さ
れ
る
様
々
な
局
面
に
お
い
て

－
婁
一
曇
一
§
，
、
が
用
い
ら
れ
る
。
現
在
や
未
来
に
起
こ
る
出
来
事
に
対
し
て
指
針

が
求
め
ら
れ
る
、
あ
ら
ゆ
る
事
柄
に
っ
い
て
、
デ
ィ
ヴ
ィ
ネ
ー
シ
ョ
ン
（
占

い
・
託
宣
一
の
技
術
が
使
用
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
、
「
デ
ィ
ヴ
ィ
ネ
ー
シ
ョ
ン
」
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
i
に
つ
い
て
、
少

し
検
討
し
て
み
よ
う
。
エ
ン
サ
イ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ア
・
オ
ブ
・
レ
リ
ジ
ョ
ン
に
お

い
て
、
人
類
学
者
の
エ
ヴ
ァ
ン
・
ズ
ー
ス
は
、
現
在
・
過
去
・
未
来
に
わ
た
っ

て
、
あ
る
個
人
、
あ
る
い
は
共
同
体
に
と
っ
て
、
出
来
事
の
も
つ
意
味
を
発
見

す
る
た
め
の
技
法
と
し
て
、
占
い
や
託
宣
を
、
「
デ
イ
ヴ
ィ
ネ
ー
シ
ョ
ン
」
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
4
2
一

い
う
項
目
の
下
に
、
広
く
扱
っ
て
い
る
。
ズ
ー
ス
は
、
現
象
の
普
遍
的
－
本
質

的
な
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
宗
教
現
象
学
の
立
場
を
と
っ
て
お
り
、
筆

者
も
、
一
」
う
し
た
視
点
を
援
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
鎮
魂
帰
神
を
論
ず
る
た

め
の
、
新
し
い
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。

　
こ
れ
ま
で
の
宗
教
研
究
に
お
い
て
デ
ィ
ヴ
ィ
ネ
i
シ
ョ
ン
（
占
い
・
託
宣
一

と
い
う
現
象
は
、
と
り
わ
け
人
類
学
的
研
究
に
お
い
て
扱
わ
れ
る
こ
と
が
多

か
っ
た
が
、
何
ら
か
の
杜
会
学
的
、
あ
る
い
は
心
理
学
的
な
還
元
主
義
的
説
明

を
被
ら
な
い
こ
と
は
、
稀
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
ら
の
技
法
は
、
占
い

師
の
下
を
訪
れ
る
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
に
イ
ン
バ
ク
ト
を
与
え
る
た
め
の
仕
掛
け
で

あ
る
、
と
い
っ
た
説
明
で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
な
見
方
が
な
さ
れ
て
い
る
隈
り
、
こ
の
種
の
現

象
の
「
意
味
」
に
関
す
る
研
究
を
進
展
さ
せ
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
な
ぜ
な

ら
、
デ
イ
ヴ
イ
ネ
ー
シ
ョ
ン
に
お
い
て
は
、
当
事
者
た
ち
に
と
っ
て
の
実
存
的

な
リ
ア
リ
テ
ィ
が
、
現
象
の
不
可
欠
な
構
成
要
素
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ

ゆ
え
に
、
そ
れ
を
完
全
に
杜
会
的
・
心
理
的
操
作
に
帰
す
る
解
釈
は
、
常
に
一

面
的
な
も
の
と
な
る
。

　
デ
ィ
ヴ
ィ
ネ
ー
シ
ョ
ン
に
お
い
て
は
、
そ
の
ト
占
・
託
宣
の
結
果
が
、
人
々

の
杜
会
的
合
意
や
心
理
的
操
作
の
意
図
、
そ
し
て
現
実
の
状
況
と
さ
え
、
矛
盾

す
る
こ
と
が
、
し
ば
し
ば
起
こ
る
。
こ
の
こ
と
は
す
で
に
、
人
類
学
的
研
究
に

お
い
て
も
、
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
も
し
、
デ
ィ
ヴ
ィ
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
目
的
が
、

ま
さ
に
社
会
的
・
心
理
的
な
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
す
な
わ
ち
、
「
占
い

師
の
仕
事
が
、
公
衆
の
意
見
を
感
じ
と
り
、
効
果
的
な
合
意
を
う
ち
た
て
、
あ

る
い
は
人
々
の
あ
い
だ
で
感
じ
ら
れ
て
い
る
願
望
を
再
確
認
す
る
と
い
う
こ
と

で
あ
れ
ば
、
な
ぜ
彼
は
、
一
握
り
の
小
石
を
投
げ
た
り
、
呪
物
を
篭
の
中
で
ゆ

り
動
か
し
た
り
す
る
か
わ
り
に
、
よ
り
直
接
的
に
、
つ
ま
り
人
々
と
の
議
論
や

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
坐

会
話
を
つ
う
じ
て
、
そ
れ
を
行
わ
な
い
の
だ
ろ
う
か
」
と
い
う
問
い
が
生
じ
て

来
る
の
で
あ
る
。
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こ
こ
か
ら
、
占
い
や
託
宣
は
、
た
だ
端
的
に
杜
会
的
：
心
理
的
な
効
果
を

狙
っ
た
営
み
で
は
な
い
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
背
景
に
は
、
ま
た
別
の
意
味
世
界

が
存
在
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
よ
り
重
大
な
問
題
と
し
て
考

察
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
デ
ィ
ヴ
ィ
ネ
ー
シ
ョ
ン
に
お
い
て
は
、
日
常
性
や
合
理
性
と
は
違
っ
た
原
理

が
そ
の
中
心
に
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
占
う
と
い
う
行
為
そ
の
も
の
が
成
り

立
っ
て
い
る
こ
と
が
、
ま
ず
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
占
い

の
結
果
の
矛
盾
や
窓
意
性
が
、
見
慣
れ
た
世
界
の
秩
序
に
疑
間
を
投
げ
か
け
、

新
し
い
視
点
を
切
り
開
く
と
い
う
こ
と
が
、
そ
こ
で
は
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
具
体
的
な
事
例
を
観
察
し
て
行
く
と
、
デ
ィ
ヴ
ィ
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
悉

意
性
や
非
合
理
性
は
、
問
題
な
く
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な

い
こ
と
が
わ
か
る
。
実
際
に
は
、
占
い
者
の
全
く
予
測
で
き
な
い
答
え
が
出
た

と
き
で
あ
っ
て
も
、
そ
こ
で
は
、
そ
の
答
え
が
検
討
す
る
に
値
す
る
も
の
で
あ

り
、
妥
当
な
も
の
で
あ
る
の
か
、
も
し
く
は
本
当
に
単
な
る
悉
意
的
な
も
の
に

過
ぎ
な
い
の
か
、
と
い
う
区
別
が
、
あ
る
一
貫
し
た
原
理
に
基
づ
い
て
行
わ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。

　
鎮
魂
帰
神
に
お
け
る
審
神
者
は
、
こ
う
し
た
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
い
う

　
　
　
　
　
一
坐

こ
と
が
で
き
る
。
帰
神
の
セ
ア
ン
ス
の
場
合
、
そ
の
識
別
は
、
審
神
者
の
熟
練

。
と
主
観
に
頼
っ
た
も
の
も
あ
る
が
、
同
時
に
ま
た
、
問
答
を
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
神
霊
の
言
説
を
他
界
に
つ
い
て
の
霊
学
理
論
と
照
ら
し
合
わ
せ
た
り
、
古

窮
記
等
の
記
事
や
歴
史
的
事
実
と
突
き
合
わ
せ
た
り
と
い
っ
た
、
客
観
的
な
判

断
方
法
も
重
視
さ
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
こ
の
こ
と
は
、
患
依
現
象
が
、
審
神
者
と
い
う
術
者
に
よ
っ

て
完
全
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で

は
な
い
。
そ
も
そ
も
セ
ア
ン
ス
の
目
的
が
、
人
間
の
、
こ
の
世
（
現
世
一
的
な

知
識
の
み
に
よ
っ
て
は
窺
い
知
る
こ
と
の
で
き
な
い
、
見
え
な
い
世
界
に
由
来

す
る
知
識
を
、
そ
の
源
泉
か
ら
直
接
得
る
こ
と
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
神
霊
と
の
や
り
と
り
は
、
完
全
に
審
神
者
の
手
中
に
あ
る
の
で
は
な
く
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
坐

そ
の
場
に
お
い
て
、
審
神
者
の
理
解
や
知
識
を
超
え
た
こ
と
が
託
宣
さ
れ
る
こ

と
も
あ
り
う
る
の
で
あ
り
、
む
し
ろ
、
そ
う
し
た
こ
と
が
望
ま
れ
て
さ
え
も
い

る
の
で
あ
る
。
一
方
で
は
、
人
間
の
側
に
よ
る
収
捨
選
択
や
、
時
と
し
て
は
操

作
が
加
え
ら
れ
て
は
い
る
が
、
し
か
し
確
か
に
、
人
間
的
は
か
ら
い
を
超
え
た

神
的
な
世
界
・
秩
序
が
、
託
宣
の
源
泉
と
し
て
、
は
っ
き
り
と
意
識
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。

　
E
・
ズ
i
ス
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
様
々
な
デ
ィ
ヴ
ィ
ネ
ー
シ
ョ
ン
の

技
法
を
通
じ
て
見
い
だ
せ
る
基
本
約
な
特
徴
と
は
、
占
い
者
も
柵
談
者
も
、
真

理
の
超
越
的
な
源
泉
と
考
え
ら
れ
る
も
の
に
対
し
て
、
根
源
的
に
従
う
こ
と
が

要
求
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ズ
i
ス
は
、
そ
う
し
た
源
泉
へ
向

か
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
部
分
的
で
あ
れ
全
体
的
で
あ
れ
、
彼
ら
の
生
は
変
容
さ

れ
、
宇
宙
と
調
和
的
に
再
統
合
さ
れ
る
、
と
い
う
構
造
が
、
普
遍
的
に
見
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
死
一

る
と
指
摘
し
て
い
る
。

　
C
・
ブ
ラ
ッ
カ
i
に
従
う
な
ら
ば
、
占
い
一
隻
乏
審
ぎ
己
あ
る
い
は
託
宣

一
〇
蟹
o
工
と
は
、
普
段
は
分
離
さ
れ
て
い
る
、
二
つ
の
泄
界
、
二
つ
の
次
元

の
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
方
法
の
こ
と
を
指
す
、
と
い
う
。
す
な
わ

ち
、
我
々
の
世
界
と
、
わ
れ
わ
れ
の
世
界
の
地
平
の
限
界
を
は
る
か
に
超
え
た

別
の
世
界
が
、
想
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
超
自
然
的
な
」
他
界
と
わ
れ
わ
れ

の
世
界
と
が
、
存
在
論
的
な
ギ
ャ
ッ
プ
を
越
え
て
交
流
す
る
と
い
う
こ
と
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
坦

も
っ
と
も
重
大
な
関
心
事
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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デ
イ
ヴ
イ
ネ
i
シ
ョ
ン
の
よ
う
な
宗
教
現
象
に
お
い
て
は
、
こ
の
世
を
超
え

た
原
理
や
体
験
が
、
人
間
の
営
み
を
規
定
し
、
ま
た
新
し
い
局
面
を
切
り
開
い

て
行
く
、
と
い
う
事
態
が
し
ば
し
ば
見
出
さ
れ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ

れ
ら
「
他
界
」
を
、
単
な
る
文
化
的
構
築
物
と
し
て
処
理
し
去
る
わ
け
に
は
い

か
な
く
な
る
。
確
か
に
、
神
的
杜
界
の
原
理
・
秩
序
が
、
現
性
の
文
化
的
構
築

物
創
造
の
源
泉
と
な
り
、
歴
史
が
作
ら
れ
、
変
容
さ
れ
て
い
く
と
い
う
局
面

も
、
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。

　
何
か
こ
の
世
界
の
も
の
で
は
な
い
も
の
が
、
自
身
を
顕
に
し
、
人
々
の
生
に

方
向
性
を
指
示
す
る
、
と
体
験
さ
れ
る
よ
う
な
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
が
あ
る
。
ま

た
、
徴
が
自
ら
を
現
さ
な
い
と
き
は
、
人
間
の
側
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
儀
礼
や
象

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
埜

微
を
通
し
て
、
徴
を
招
き
寄
せ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
な
ら
、
動
物
・
植
物
・
鉱
物
・
岩
石
等
の
様
態
、
自

然
の
中
の
前
兆
や
地
形
を
読
む
こ
と
、
夢
や
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
や
霊
感
、
あ
る
い
は

何
か
道
具
を
使
っ
た
ト
占
な
ど
、
あ
ら
ゆ
る
デ
ィ
ヴ
ィ
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
も
っ
て

い
る
宗
教
学
的
意
味
は
、
い
ま
や
明
白
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
エ
リ
ア
ー
デ
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
些

指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
根
源
的
な
「
方
向
づ
け
の
技
術
」
で
あ
る
、
と
言
う

こ
と
が
で
ぎ
る
。
鎮
魂
帰
神
の
セ
ア
ン
ス
も
ま
た
、
超
越
的
な
世
界
か
ら
の
照

射
に
よ
っ
て
、
日
常
世
界
を
方
向
、
づ
け
る
と
い
う
営
み
が
、
そ
の
意
味
世
界
を

支
え
る
、
も
っ
と
も
重
要
な
中
心
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　
第
一
節
で
は
、
先
行
研
究
の
検
討
か
ら
、
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
研
究
の
カ
テ
ゴ

リ
ー
が
、
か
え
っ
て
現
象
の
理
解
を
妨
げ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
を
見
た
。
そ
こ

で
第
二
節
で
は
、
本
田
親
徳
白
身
が
、
鎮
魂
帰
神
を
ど
の
よ
う
な
営
み
で
あ
る

と
考
え
て
い
る
の
か
、
と
い
う
間
い
を
立
て
て
、
現
象
自
身
の
本
質
を
よ
り
明

ら
か
に
し
よ
う
と
試
み
た
。
そ
の
結
果
、
そ
れ
は
、
宇
宙
間
の
あ
ら
ゆ
る
こ
と

を
知
る
こ
と
が
で
き
る
「
神
法
」
で
あ
り
、
同
時
に
、
あ
ら
ゆ
る
社
会
秩
序
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
5
0
一
」

基
礎
で
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
は
、
ー
ヨ
常
世
界
を
超
え
た
、
他
な
る
秩
序
の
優
位
性
を
認
め
、
そ
こ
か

ら
よ
り
有
効
で
広
範
な
知
識
・
情
報
を
得
よ
う
と
す
る
宗
教
的
試
み
で
あ
る
。

そ
こ
に
は
、
他
な
る
秩
序
の
優
位
性
、
神
的
知
識
の
獲
得
、
そ
の
知
識
に
よ
る

日
常
世
界
の
秩
序
の
再
構
築
、
と
い
っ
た
指
標
が
顕
著
に
見
ら
れ
る
。
同
様
の

意
味
を
持
っ
た
宗
教
的
営
み
に
は
、
占
い
、
託
宣
、
卜
占
、
と
い
っ
た
も
の
が

あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
g
く
ぎ
蚤
婁
と
い
う
包
括
的
な
宗
教
学
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
で

規
定
で
き
る
こ
と
を
、
第
三
節
で
論
じ
て
来
た
。

　
鎮
魂
帰
神
は
、
無
限
の
神
的
知
識
の
源
泉
と
し
て
体
験
さ
れ
た
神
霊
の
世
界

に
ア
ク
セ
ス
し
、
そ
の
智
恵
と
秩
序
に
従
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
た
な
調
和
を

こ
の
世
に
回
復
し
よ
う
と
す
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
鎮
魂
帰
神
が
、
世
界
の
「
立
て
替
え
立
て
直
し
」
を
聖
な
る

目
標
と
し
て
掲
げ
る
大
本
教
に
お
い
て
、
そ
の
発
展
期
に
重
要
な
役
割
を
果
た

し
た
こ
と
は
、
偶
然
で
は
な
か
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
む
し
ろ
両
者
は
、
聖

な
る
世
界
と
の
関
わ
り
方
に
お
い
て
、
本
質
的
に
同
様
の
志
向
性
を
も
っ
て
い

た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
も
、
秋
序
の
解
体
に
対
す
る
危
機
意
識
と
、
秩
序
の
回

復
へ
の
希
求
を
も
っ
た
多
く
の
人
々
を
惹
き
つ
け
続
け
、
そ
こ
か
ら
多
く
の
新

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
堅

し
い
運
動
が
生
ま
れ
て
い
っ
た
。

　
杜
会
的
・
心
理
的
操
作
の
手
段
の
た
め
の
単
な
る
霊
術
と
し
て
で
は
な
く
、

根
源
的
な
秩
序
と
調
和
を
こ
の
世
界
に
回
復
・
導
入
す
る
た
め
の
聖
な
る
メ

ソ
ッ
ド
一
神
法
一
と
し
て
鎮
魂
帰
神
を
理
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
宗
教
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現
象
が
、
日
本
の
近
代
宗
教
史
に
与
え
て
き
た
さ
ま
ざ
ま
な
衝
撃
を
、

貫
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

註

よ
り
一

一
－
一
「
本
田
翁
の
お
名
前
は
一
般
に
は
親
徳
一
チ
カ
ノ
リ
一
と
言
は
れ
て

　
い
る
が
、
翁
の
御
自
筆
に
は
親
徒
一
チ
カ
ア
ツ
一
と
あ
り
。
…
故
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
つ
た
て

　
　
「
チ
カ
ア
ツ
」
が
本
当
で
あ
り
、
長
沢
翁
一
本
田
の
高
弟
、
長
沢
雄
楯

　
の
こ
と
。
引
用
者
註
一
も
”
チ
カ
ア
ツ
”
と
謂
は
れ
て
い
た
。
」
と
あ

　
る
。
本
田
霊
学
の
学
統
の
中
で
は
、
「
チ
カ
ア
ツ
」
と
い
う
呼
称
が
定

　
着
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
筆
者
も
こ
れ
に
従
う
一
佐
藤
卿
彦
一

　
九
七
八
、
『
顯
神
本
田
露
学
法
典
』
、
山
雅
房
、
一
六
一
。

一
2
）
本
田
親
徳
の
詳
し
い
経
歴
に
つ
い
て
は
、
わ
か
ら
な
い
こ
と
が
多

　
く
、
各
伝
承
で
相
違
点
も
多
い
が
、
一
〇
代
後
半
か
ら
二
〇
代
に
か
け

　
て
、
水
戸
に
出
て
会
沢
正
志
斉
の
下
で
学
び
、
国
学
者
と
し
て
そ
の
経

　
歴
を
出
発
し
た
こ
と
は
、
確
か
な
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
井
上
円
了

　
は
、
本
田
親
徳
に
直
接
会
っ
て
神
煩
り
の
種
類
に
つ
い
て
教
唆
を
受
け

　
た
と
い
う
一
津
城
寛
文
一
九
九
〇
、
門
鎮
魂
行
法
論
　
近
代
神
遭
世
界

　
の
霊
魂
論
と
身
体
論
』
、
春
秋
社
、
第
三
刷
一
九
九
三
、
三
二
一
。
そ

　
の
こ
と
を
記
し
た
記
事
を
、
「
哲
学
茶
話
」
と
い
う
著
作
に
残
し
て
い

　
る
一
井
上
円
了
、
『
井
上
円
了
選
集
』
第
二
巻
、
東
洋
大
学
、
一
八
四

　
－
一
八
五
）
。

一
3
）
「
大
本
教
し
は
通
称
で
あ
る
。
明
治
二
五
年
二
八
九
二
）
開
教
と

　
さ
れ
る
。
組
織
名
と
し
て
は
、
多
く
の
変
遷
を
経
て
い
る
た
め
（
二
一

　
回
の
改
称
を
経
て
、
現
在
は
「
大
本
」
。
井
上
順
孝
他
編
一
九
九
六
、

　
　
『
新
宗
教
　
教
団
・
人
物
事
典
』
、
弘
文
堂
一
、
村
上
重
良
に
習
っ
て
、

　
便
宜
的
に
本
稿
で
は
、
「
大
本
教
」
と
す
る
。

一
4
一
主
な
先
行
研
究
は
、
次
の
通
り
。

　
鎌
田
東
二
一
九
八
七
、
『
神
界
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
』
、
青
弓
杜
、

　
一
九
九
三
。

　
津
城
寛
文
一
九
九
〇
、
『
鎮
魂
行
法
論
　
近
代
神
遭
世
界
の
霊
魂
論
と

　
身
体
論
』
、
春
秋
杜
、
第
三
刷
一
九
九
三
。

一
5
一
先
行
研
究
の
中
で
も
、

　
渡
辺
勝
義
一
九
九
三
、
『
古
神
道
の
秘
儀
－
鎮
魂
と
帰
神
の
メ
カ
ニ
ズ

　
ム
ー
」
、
海
鳥
社
、
第
二
刷
一
九
九
四
。

　
は
、
鎮
魂
帰
神
の
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
論
に
よ
る
解
釈
に
対
し
て
、
慎
重

　
な
態
度
を
取
っ
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
第
二
部
第
三
章
「
審
神
者
の
職

　
掌
」
一
二
八
八
⊥
三
四
一
参
照
。

一
6
一
佐
々
木
宏
幹
一
九
八
四
、
『
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
人
類
学
』
、
弘
文

　
堂
、
三
九
。

一
7
一
日
本
に
お
い
て
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
研
究
用
語
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
出

　
来
上
が
っ
た
の
は
、
一
九
七
五
年
前
後
か
ら
で
あ
る
と
い
う
一
佐
藤
憲

　
昭
一
九
八
九
、
「
戦
後
日
本
に
お
け
る
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
研
究
ー

　
シ
ャ
ー
マ
ン
の
性
格
と
特
質
を
め
ぐ
っ
て
1
」
、
『
文
化
人
類
学
』
α

　
く
〇
一
し
亥
◎
」
所
収
、
ア
カ
デ
ミ
ア
出
版
会
、
一
九
八
九
一
。

一
8
一
本
田
親
徳
、
鈴
木
重
遺
編
、
『
本
田
親
徳
全
集
』
、
山
雅
房
一
九
七

　
　
六
、
三
七
一
－
三
七
六
。
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一
9
一
本
田
一
前
掲
書
一
、
三
六
四
。
ま
た
、
帰
神
に
つ
い
て
は
、
そ
の
一

　
部
に
つ
い
て
、
や
や
詳
し
い
説
明
が
見
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
よ
く
行
わ

　
れ
る
「
他
感
法
」
の
帰
神
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
女
性
を
霊
媒
に

　
使
っ
て
い
る
こ
と
、
霊
媒
と
、
霊
を
懸
か
せ
る
者
と
の
、
役
割
分
担
が

　
あ
る
こ
と
、
竹
笛
を
特
別
の
仕
方
で
吹
く
こ
と
に
よ
っ
て
霊
媒
を
煙
依

　
に
導
い
て
い
る
こ
と
、
霊
媒
は
懸
依
さ
れ
る
と
ト
ラ
ン
ス
の
状
態
に
な

　
る
こ
と
、
懸
依
し
た
神
霊
と
問
答
す
る
の
は
笛
を
吹
い
て
霊
を
掻
か
せ

　
た
者
で
あ
る
こ
と
、
が
わ
か
る
一
本
田
一
前
掲
書
一
、
三
六
〇
1
三
六
三
一
。

一
m
一
津
城
一
九
九
〇
一
前
掲
書
一
、
一
四
二
。

一
H
一
本
田
一
前
掲
書
一
、
四
〇
。

一
2
本
田
一
前
掲
書
一
、
三
七
二
。

一
1
3
）
本
田
一
前
掲
書
）
、
三
七
二
。

一
1
4
一
本
田
一
前
掲
書
一
、
三
三
二
。

一
ど
本
田
一
前
掲
書
一
、
九
二
。

（
些
本
田
（
前
掲
書
一
、
九
二
。

一
η
一
本
田
一
前
掲
書
一
、
…
二
二
。

24　23 22　21 20　19 18

津
城
一
九
九
〇
一
前
掲
書
一
、
一
四
二
。

津
城
一
九
九
〇
一
前
掲
書
一
、
一
四
二
。

津
城
一
九
九
〇
一
前
掲
書
一
、
一
四
六
。

津
城
一
九
九
〇
一
前
掲
書
一
、
一
四
八
。

津
城
一
九
九
〇
一
前
掲
書
一
、
一
互
二
。

津
城
一
九
九
〇
一
前
掲
書
一
、
一
四
八
－
一
四
九
。

望
邑
巴
湯
一
、
，
ω
＞
慧
＞
髪
ω
慧
＞
目
○
く
婁
丘
婁
．
一
ぎ
穿
2
2
0
勺
＆
宣

○
叶
殉
①
冨
ざ
貝
＆
’
ぎ
o
巨
昆
憲
－
匡
｛
邑
9
宝
＞
o
雲
冒
r
＞
ヌ
s
o
。
ド

一
2
5
一
佐
藤
卿
彦
が
、
長
沢
雄
楯
か
ら
直
接
伝
聞
し
た
話
と
し
て
、
次
の
よ

　
う
な
記
事
が
あ
る
。

　
　
四
国
か
ら
来
た
あ
る
婦
人
が
、
長
沢
に
短
期
閥
師
事
し
た
後
に
国
へ

　
帰
り
、
神
想
り
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
長
沢
雄
楯
の
霊
が
懸
か
っ
た
と
い

　
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
長
沢
の
コ
メ
ン
ト
は
、
　
「
本
田
は
人
間
の
生
霊
が

　
人
に
懸
か
る
と
云
う
こ
と
は
教
の
中
に
は
指
導
し
て
居
な
か
っ
た
」
、

　
　
「
邪
霊
に
ヤ
ラ
レ
た
所
業
で
あ
り
ま
す
。
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
と

　
い
う
一
佐
藤
卿
彦
一
前
掲
書
一
、
八
八
）
。

一
2
6
一
本
田
一
前
掲
書
一
、
三
七
二
。

一
2
7
一
本
田
一
前
掲
書
一
、
九
二
。

一
2
8
一
本
田
一
前
掲
書
一
、
九
二
。

（
2
9
）
津
城
一
九
九
〇
一
前
掲
書
一
、
一
四
二
。

一
3
0
一
本
田
一
前
掲
書
一
、
三
七
三
。

一
引
一
本
田
一
前
掲
書
一
、
三
七
二
。

一
3
2
一
本
田
一
前
掲
書
一
、
三
七
三
。

一
3
3
一
本
田
一
前
掲
書
一
、
三
七
三
。

一
3
4
一
本
田
一
前
掲
書
一
、
二
二
四
。

一
3
5
一
本
田
一
前
掲
書
一
、
三
七
二
。

一
3
6
一
本
田
一
前
掲
書
一
、
三
七
二
。

一
3
7
一
本
田
一
前
掲
書
一
、
三
七
三
。

一
3
8
一
本
田
一
前
掲
書
一
、
五
四
－
五
五
。

一
3
9
）
佐
々
木
宏
幹
一
九
八
O
、
『
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
　
エ
ク
ス
タ
シ
ー
と

　
　
懸
霊
の
文
化
』
、
中
公
新
書
、
第
六
版
一
九
九
二
、
四
一
。

一
4
0
）
ブ
ラ
ッ
カ
一
〇
二
九
七
五
、
秋
山
さ
と
子
訳
、
　
『
あ
ず
さ
弓
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日
本
に
お
け
る
シ
ャ
ー
マ
ン
的
行
為
』
上
・
下
、
岩
波
書
店
、
同
時
代

　
　
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、
一
九
九
五
、
下
一
一
九
。

一
包
こ
れ
は
、
帰
神
の
中
で
も
、
セ
ア
ン
ス
を
主
導
す
る
「
審
神
者
」

　
と
、
神
の
依
代
と
な
る
「
神
主
」
の
二
人
一
組
で
行
わ
れ
る
も
の
で
あ

　
る
。
本
稿
註
一
9
一
参
照
。

（
4
2
）
N
竈
9
o
。
①
μ
旧
o
〇
一
．
O
肖
く
㎞
Z
＞
弓
H
○
之
、
一
ぎ
固
目
o
k
g
o
℃
⑭
9
陣
o
怖
肉
9
－
o
q
川
o
P
①
α
－

　
　
｛
鰯
o
ぼ
帥
⑰
叶
慧
．
向
饒
陣
α
⑰
｝
竃
＞
o
竃
納
ピ
ご
＞
プ
「
｝
ゆ
o
〇
一
．

一
4
3
一
浜
本
満
一
九
八
三
、
「
卜
占
一
9
く
ぎ
邑
8
一
と
解
釈
」
、
吉
田
禎
吾

　
教
授
還
暦
記
念
論
文
集
、
『
儀
礼
と
象
徴
－
文
化
人
類
学
的
考
察
1
』

　
所
収
、
九
州
大
学
出
版
会
、
一
九
八
三
。

一
4
4
一
渡
辺
勝
義
一
九
八
九
、
「
「
本
田
親
徳
」
の
榔
道
行
法
に
み
る
「
審

　
神
者
」
の
宗
教
的
機
能
に
つ
い
て
」
、
『
西
日
本
宗
教
学
雑
誌
』
十
一
号

　
所
収
、
一
九
八
九
。
露
学
実
践
者
の
視
点
か
ら
、
鎮
魂
帰
神
に
お
け
る

　
審
神
者
の
活
動
に
つ
い
て
、
具
体
的
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。

一
竺
予
言
は
、
そ
の
も
っ
と
も
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
。
長
沢
雄
楯
の
審

　
神
者
に
お
い
て
、
も
っ
と
も
収
穫
の
あ
っ
た
神
懸
り
は
、
明
治
二
七
年

　
　
の
日
清
戦
争
の
予
言
と
、
明
治
三
四
年
の
日
露
戦
争
の
予
言
で
あ
っ
た

　
と
い
う
。
こ
の
う
ち
、
後
者
の
神
主
一
鎮
魂
帰
神
に
お
け
る
霊
媒
一
を

　
　
つ
と
め
た
の
は
、
上
田
喜
三
郎
（
の
ち
の
出
口
王
仁
三
郎
一
で
あ
っ
た

　
　
一
佐
藤
卿
彦
一
前
掲
書
一
、
九
六
一
。

（
4
6
）
N
富
①
ω
8
H
Φ
o
〇
一
（
◎
P
o
声
）

一
4
7
一
ブ
ラ
ッ
カ
ー
、
ロ
ー
ウ
ェ
一
九
八
一
、
島
田
裕
巳
他
訳
、
『
占
い
と

　
神
託
』
、
海
鳴
社
、
七
一
。

（
4
8
）
固
－
宣
Q
⑭
－
⑩
い
一
↓
ぼ
①
ω
陣
o
H
⑰
α
馳
饒
Q
オ
げ
⑭
勺
門
o
詳
口
P
H
げ
⑰
乞
帥
9
冒
◎
叶
殉
①

　
一
恒
昌
一
慧
易
ξ
＆
即
o
昌
け
ぎ
軍
昌
象
耳
峯
．
声
箏
蟹
打
⑳
馨
8
§
撃
弩
①

　
脚
峯
o
ま
ぎ
o
j
z
婁
く
o
芦
畠
S
一
電
．
家
i
ミ
．

一
4
9
一
雲
邑
①
δ
S
一
・
℃
．
・
己
、
事
睾

一
5
0
）
本
田
一
前
掲
書
一
、
三
七
二
⊥
二
七
三
。

一
引
一
弘
文
堂
『
新
宗
教
事
典
』
の
項
目
「
分
派
と
影
響
関
係
」
参
照
。
と

　
り
わ
け
、
対
馬
路
人
・
津
城
寛
文
に
よ
る
「
大
本
の
影
響
」
に
く
わ
し
い
。

一
も
ち
づ
き
・
も
と
み
　
筑
波
大
学
大
学
院
博
士
課
程
哲
学
・
思
想
研
究
科
一
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