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【
論
文
】

邪
視
と
雑
神

田　

中　

宣　

一

は
じ
め
に

現
代
に
お
い
て
も
、
若
者
の
間
に
お
い
て
さ
え
も
、
お
守
り
と
い

う
も
の
を
身
に
つ
け
て
い
る
者
は
少
な
く
な
い
。
鞄
や
財
布
、
ポ

ケ
ッ
ト
な
ど
に
忍
ば
せ
て
い
た
り
、
直
接
肌
身
に
つ
け
て
い
る
者
も

い
る
。
社
寺
に
参
れ
ば
、
家
内
安
全
、
交
通
安
全
、
商
売
繁
盛
、
厄

災
・
病
魔
・
盗
難
除
け
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
お
守
り
が
並
べ
ら
れ
て
い

て
、
需
要
の
多
い
こ
と
が
一
目
で
わ
か
る
。
少
し
大
き
な
紙
製
・
木

製
の
お
札
も
授
与
さ
れ
て
い
て
、
家
の
門
口
や
柱
、
天
井
な
ど
に
貼

り
つ
け
ら
れ
た
り
し
て
い
る
。
船
に
は
も
ち
ろ
ん
、
車
に
ぶ
ら
下
げ

ら
れ
て
い
る
の
も
よ
く
見
か
け
る
。
バ
ス
の
運
転
席
に
も
あ
り
、
す

べ
て
、
科
学
が
発
達
し
合
理
的
思
考
に
馴
染
ん
だ
と
さ
れ
る
現
代
の

事
実
で
あ
る
。

お
守
り
や
お
札
は
護
符
と
総
称
さ
れ
、
そ
こ
に
は
神
仏
の
名
や

姿
、
呪
文
、
特
定
の
図
像
な
ど
が
書
か
れ
た
り
描
か
れ
て
い
て
、
神

仏
の
前
で
霊
魂
込
め
な
ど
宗
教
的
作
用
が
施
さ
れ
て
い
る
は
ず
の
も

の
で
あ
る
。
呪
文
や
図
像
な
ど
に
潜
ん
で
い
る
で
あ
ろ
う
霊
的
な
力

が
、
誰
に
で
も
あ
る
少
し
の
弱
み
や
ち
ょ
っ
と
し
た
隙
・
油
断
に
つ

け
こ
も
う
と
す
る
、
何
ら
か
の
厄
介
な
存
在
を
防
遏
し
て
く
れ
る
で

あ
ろ
う
と
信
じ
ら
れ
て
、
身
近
に
置
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
厄
介

な
存
在
を
防
い
で
く
れ
る
の
で
、
安
全
な
日
々
を
送
る
こ
と
が
で
き

る
で
あ
ろ
う
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

護
符
の
歴
史
は
古
く
、
形
状
も
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
人
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類
誕
生
以
来
と
い
っ
て
も
よ
い
ほ
ど
長
く
、
人
は
、
周
辺
に
何
ら
か

の
厄
介
な
存
在
、
い
う
な
れ
ば
邪
ま
な
力
を
お
よ
ぼ
し
か
ね
な
い
存

在
を
意
識
し
つ
づ
け
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
へ
の
対
抗
手
段
を
講

じ
つ
つ
今
日
に
い
た
っ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
述

べ
て
い
く
こ
と
は
、
や
や
古
い
事
例
が
含
ま
れ
て
い
よ
う
と
も
、
今

な
お
色
褪
せ
る
こ
と
の
な
い
、
す
ぐ
れ
て
現
代
的
な
問
題
で
あ
る
。

人
と
い
う
も
の
は
、
人
間
関
係
に
も
悩
む
が
、
そ
れ
ら
厄
介
な
存
在

に
も
悩
ま
さ
れ
つ
づ
け
て
い
る
生
き
物
な
の
だ
と
、
つ
く
づ
く
思

う
。小

稿
の
目
的
は
、
そ
う
い
う
心
意
に
蟠
る
厄
介
な
困
っ
た
と
し
か

言
い
よ
う
の
な
い
存
在
を
、
祭
り
に
お
け
る
主
祭
神
に
対
す
る
雑

神
（
（
（

と
関
わ
ら
せ
て
考
え
て
み
る
こ
と
に
あ
る
。

一
、
邪
視
論
の
登
場

明
治
四
十
二
年
（
一
九
〇
九
）
一
月
、
出
口
米
吉
は
「
小
児
と
魔

除
（
（
（

」
と
い
う
興
味
深
い
論
考
を
発
表
し
た
。
出
口
は
そ
こ
で
、
人
の

弱
味
や
隙
に
つ
け
こ
も
う
と
す
る
厄
介
な
存
在
を
悪
魔
と
呼
び
、
人

の
う
ち
、
ま
だ
身
体
的
に
も
精
神
的
に
も
弱
々
し
い
小
児
に
災
い
を

お
よ
ぼ
し
か
ね
な
い
そ
れ
ら
へ
の
、
古
来
の
い
く
つ
か
の
対
抗
手
段

に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。

出
口
は
、
か
つ
て
幼
名
に
丸（（
（

の
字
を
用
い
た
り
、
あ
こ
く
そ
（
紀

貫
之
の
幼
名
）
と
か
尿
な
ど
と
い
う
穢
れ
た
名
を
つ
け
る
こ
と
の

あ
っ
た
例
を
挙
げ
て
、
そ
の
理
由
を
考
え
た
。
そ
し
て
、
大
人
の
場

合
で
も
、
重
病
者
の
寝
床
に
馬
糞
を
入
れ
た
り
、
枕
頭
に
泥
草
鞋
を

置
い
て
病
魔
を
除
か
ん
と
願
う
俗
信
の
あ
っ
た
こ
と
か
ら
み
て
、

汚
・
穢
は
鬼
魔
（
悪
魔
）
も
避
け
る
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
て
い
た

と
し
、
幼
児
守
護
の
意
味
で
命
名
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
と
解
釈
し
た

の
で
あ
る
。
出
産
や
誕
生
の
さ
い
に
（
こ
れ
ら
の
と
き
は
母
子
共
に

無
防
備
で
弱
々
し
い
）、
守
り
刀
や
犬
張
子
を
贈
っ
た
り
、
鳴
弦
の

儀
を
行
な
っ
た
り
、
乳
幼
児
の
額
に
犬
の
字
を
書
い
た
り
し
た
の
も

同
じ
思
い
か
ら
で
、
こ
れ
ら
の
行
為
は
、「
悪
魔
が
有
ら
ゆ
る
機
会

を
利
用
し
て
害
を
小
児
に
加
へ
」
る
と
考
え
て
い
た
こ
と
へ
の
、
対

抗
手
段
な
の
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

日
常
の
伝
承
を
取
り
上
げ
こ
の
よ
う
に
解
釈
す
る
こ
と
は
、
当
時

で
は
斬
新
だ
っ
た
か
と
思
わ
れ
、
出
口
に
啓
発
さ
れ
る
形
で
南
方
熊

楠
が
す
ぐ
、
同
年
五
月
に
、「
出
口
君
の
『
小
児
と
魔
除
』
を
読
む
」

を
発
表
し
た
の
で
あ
っ
た（（
（

。

出
口
米
吉
が
悪
魔
に
よ
る
災
い
、
危
害
だ
と
考
え
た
も
の
を
、
南

方
熊
楠
は
も
っ
と
絞
っ
て
、
厄
介
な
存
在
に
よ
る
邪
視
の
結
果
だ
と
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み
な
し
た
。
出
口
は
眼
・
目
に
つ
い
て
は
ま
っ
た
く
触
れ
る
こ
と
が

な
か
っ
た
が
、
南
方
は
、
何
ら
か
の
意
図
を
持
っ
て
見
る
眼
の
力
、

睨
む
力
に
よ
る
危
害
だ
と
直
感
し
た
の
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
留
学
中

に
読
ん
だ
エ
ル
ワ
ー
ジ
の
い
うevile  eye

を
邪
視
と
訳
し
、
エ
ル

ワ
ー
ジ
の
所
説
（
（
（

や
日
頃
の
豊
富
な
読
書
の
知
識
を
も
と
に
、
出
口
が

問
題
に
し
た
魔
除
に
つ
い
て
考
え
よ
う
と
し
た
わ
け
で
あ
る
。

南
方
は
、
古
今
東
西
で
邪
視
を
発
す
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
も
の

と
し
て
、
悪
神
、
鬼
、
魔
神
、
産
女
霊
な
ど
人
の
抱
く
抽
象
的
観
念

の
ほ
か
、
特
定
の
人
、
蛇
、
奇
鳥
（
神
鳥
）、
狼
な
ど
を
挙
げ
て
い

る
。
そ
し
て
邪
視
の
背
景
に
は
常
に
そ
れ
ら
の
抱
く
嫉
妬
、
貪
欲
、

憎
悪
の
情
が
渦
巻
い
て
い
る
の
だ
と
述
べ
、
一
般
に
幸
せ
と
思
わ
れ

て
い
る
者
、
富
め
る
者
、
美
し
い
人
、
弱
い
者
、
お
よ
び
そ
れ
ら
の

人
が
所
有
す
る
優
れ
た
物
（
衣
装
・
調
度
品
・
農
作
物
・
家
畜
な

ど
）
が
、
邪
視
の
対
象
に
さ
れ
て
き
た
の
だ
と
い
う
。

邪
視
へ
の
対
抗
手
段
と
し
て
用
い
ら
れ
る
物
も
し
く
は
行
為
と
し

て
は
、
十
字
形
・
三
角
形
・
特
別
な
人
の
手
形
な
ど
と
い
う
聖
性
を

秘
め
た
形
象
、
聖
者
の
名
前
、
聖
句
、
聖
性
を
帯
び
た
石
、
数
の
多

い
も
の
（
星
・
砂
・
米
穀
類
）、
目
の
多
い
仮
面
、
目
数
の
多
い
籠

類
、
赤
・
白
・
青
な
ど
特
定
の
色
、
特
定
の
香
、
特
別
な
言
語
（
法

則
と
は
逆
の
言
い
方
・
攻
撃
語
・
不
完
全
な
言
葉
な
ど
）、
刀
剣
、

鉄
、
男
児
の
女
装
、
悪
声
、
唾
、
糸
、
特
定
の
貝
・
虫
・
動
物
・
樹

木
、
そ
し
て
邪
視
を
発
す
る
も
の
よ
り
も
さ
ら
に
醜
悪
だ
と
思
わ
れ

る
も
の
、
な
ど
が
多
く
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
南
方
の
例
示
に
意
図
的
な
偏
り
が
な
い
と
す
れ
ば
、

邪
視
を
発
す
る
も
の
の
種
類
が
少
な
い
こ
と
や
漠
然
と
し
た
存
在
で

あ
る
の
に
対
し
て
、
こ
れ
へ
の
対
抗
手
段
が
多
様
で
具
体
的
で
あ
る

こ
と
が
わ
か
る
。
邪
視
が
霊
意
と
い
お
う
か
、
邪
意
の
発
動
と
い
う

心
意
に
内
在
す
る
こ
と
が
ら
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
対
抗
手
段
は
人

の
具
体
的
な
行
な
い
で
あ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
対
照
は
興
味

深
く
、
注
意
し
て
お
い
て
よ
い
。

南
方
の
述
べ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
邪
視
は
、
南
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や

西
ア
ジ
ア
、
北
ア
フ
リ
カ
、
イ
ン
ド（（
（

で
盛
ん
に
怖
れ
ら
れ
て
い
た

し
、
近
代
に
お
い
て
も
怖
れ
ら
れ
て
い
る
の
だ
と
い
う（（
（

。
し
か
し
日

本
で
は
邪
ま
な
眼
の
力
へ
の
恐
怖
は
、
一
般
的
だ
っ
た
と
は
い
え
な

い
。
そ
の
た
め
、
南
方
以
前
に
は
も
ち
ろ
ん
、
南
方
の
論
考
発
表
以

後
に
お
い
て
も
し
ば
ら
く
は
、
こ
の
問
題
に
特
段
関
心
を
寄
せ
る
人

は
出
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
眼
は
五
官
の
中
で
も
特
に
外
界
の
事
物
を
捉
え
や
す

く
、
日
本
で
も
眼
力
（
が
ん
り
き
・
め
ぢ
か
ら
）
と
い
う
言
葉
が
持

ち
出
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
り
、「
眼
は
心
の
鏡
」
と
か
「
眼
は
口
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ほ
ど
に
も
の
を
言
う
」
と
い
う
成
句
が
あ
る
し
、
虎
視
眈
々
の
語
も

よ
く
使
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
一
つ
目
小
僧
の
伝
説
が
語
ら
れ
て
い
た

り
、
古
代
に
は
天
目
一
箇
神
が
想
像
さ
れ
て
も
い
た
。
研
究
上
特
段

問
題
に
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
眼
に
関
心
を
寄
せ
る
下
地

は
充
分
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
へ
昭
和
四
十
年
代
後
半
、『
南

方
熊
楠
全
集
』
が
刊
行
さ
れ
た
。
今
度
は
、
南
方
の
邪
視
に
影
響
さ

れ
た
の
で
あ
ろ
う
か（（
（

、
そ
の
後
は
眼
の
力
に
つ
い
て
だ
い
ぶ
注
目
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る（（
（

。

南
方
が
出
口
の
魔
除
の
例
に
惹
か
れ
た
の
は
確
か
な
問
題
意
識

だ
っ
た
と
思
う
し
、
そ
れ
を
邪
視
へ
の
対
抗
手
段
と
し
て
理
解
し
よ

う
と
し
た
こ
と
は
、
新
鮮
で
鋭
い
発
見
で
あ
っ
た
。
た
だ
、
眼
の

力
、
邪
視
除
け
と
い
う
こ
と
に
限
定
し
な
け
れ
ば
、
南
方
が
邪
視
除

け
と
し
て
挙
げ
た
よ
う
な
例
を
含
め
て
、
出
口
の
い
う
魔
除
、
魔
除

け
に
つ
い
て
は
、
古
来
、
日
本
に
お
い
て
も
多
く
の
人
が
腐
心
し
、

関
心
が
持
た
れ
て
き
た
こ
と
が
ら
で
あ
る（10
（

。

二
、
魔
へ
の
対
応

1
、
対
抗
と
慰
撫

（
1
）
対
応
の
方
法

誰
に
で
も
あ
る
弱
味
や
少
し
の
隙
に
つ
け
こ
も
う
と
す
る
厄
介
な

困
っ
た
観
念
上
の
存
在
を
、
出
口
は
悪
魔
と
呼
び
、
南
方
は
悪
神
、

鬼
、
魔
神
な
ど
と
し
た
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
茫
漠
と
し
て
い
て

焦
点
の
定
め
に
く
い
雑
然
た
る
存
在
で
あ
る
。
以
下
小
稿
で
は
、
悪

と
は
決
め
つ
け
ず
に
、
ひ
と
ま
ず
、
単
に
魔
と
総
称
し
て
進
め
て
い

き
た
い
。

魔
は
好
む
と
好
ま
ざ
る
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
近
づ
い
て
く
る
と
い

お
う
か
、
つ
け
こ
ん
で
こ
よ
う
と
す
る
の
だ
と
怖
れ
て
い
た
の
で
あ

る
か
ら
、
病
気
に
な
っ
た
り
災
害
を
蒙
る
の
を
こ
れ
ら
魔
の
仕
業
だ

と
考
え
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
呪
法
を
駆
使
し
こ
れ
を
取
払
う
試
み
が
な

さ
れ
て
き
た
。

と
同
時
に
、
そ
の
前
に
、
こ
れ
に
侵
さ
れ
ま
い
と
し
て
さ
ま
ざ
ま

工
夫
も
な
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
最
も
確
実
な
予
防
は
、
魔
に
近

づ
か
な
い
よ
う
に
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
祭
り
の
前
に
関
係
者
が
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一
定
期
間
浄
屋
に
籠
る
と
い
う
の
が
こ
れ
で
あ
る
が
、
し
か
し
い
く

ら
な
ん
で
も
常
時
籠
り
つ
づ
け
て
い
た
の
で
は
、
日
常
生
活
が
な
り

た
た
な
い
。

そ
こ
で
平
素
の
生
活
の
中
で
は
、
蟠
り
浮
遊
し
て
い
る
で
あ
ろ
う

魔
へ
の
対
応
策
が
工
夫
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
蓄
積
さ

れ
て
き
た
予
防
策
と
し
て
の
魔
対
応
の
伝
承
を
、
ひ
と
ま
ず
筆
者
な

り
に
整
理
し
て
み
る
と
、
対
抗
と
い
う
形
を
と
る
も
の
と
慰
撫
に
よ

る
も
の
と
に
分
け
ら
れ
、
対
応
の
手
段
は
、
次
の
よ
う
に
ま
と
め
る

こ
と
が
で
き
る
。
従
来
は
、
対
抗
と
い
う
観
点
か
ら
捉
え
る
こ
と
が

多
か
っ
た
が
、
魔
を
慰
撫
し
て
退
散
願
う
と
い
う
対
応
策
に
も
、
注

意
が
向
け
ら
れ
る
べ
き
だ
と
思
う
の
で
あ
る
。

Ⅰ
、
対
抗
的
対
応

（
ア
）
聖
性
に
頼
る
も
の

（
イ
）
異
形
を
用
い
る
も
の

（
ウ
）
言
語
や
笑
い
に
よ
る
も
の

（
エ
）
色
・
臭
い
・
音
な
ど
に
よ
る
も
の

（
オ
）
火
を
用
い
る
も
の

Ⅱ
、
慰
撫
と
い
う
対
応

右
に
つ
い
て
、
い
く
ら
か
敷
衍
し
て
い
き
た
い
。

（
2
）
対
抗
的
対
応

魔
を
好
む
人
は
誰
も
い
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
、
魔
の
接
近
は
何
と

し
て
も
峻
拒
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
、
そ
の
手
段
と
し
て

と
ら
れ
て
き
た
の
が
先
の
（
ア
）
～
（
オ
）
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は

相
互
に
絡
み
合
っ
て
い
て
単
純
で
は
な
い
。
ま
た
さ
ら
に
細
分
類
す

る
こ
と
も
で
き
て
、
と
て
も
分
類
し
尽
す
こ
と
な
ど
で
き
る
も
の
で

は
な
い
が
、
こ
こ
で
は
卑
近
な
事
例
を
い
く
つ
か
挙
げ
て
、
大
要
を

押
さ
え
て
お
き
た
い
。

（
ア
）
聖
性
に
頼
る
も
の　
　

魔
と
い
え
ど
も
聖
な
る
力
に
は
抗
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
と
思
わ
れ
て
お
り
、
修
験
道
や
仏
教
の
一
部
で

は
、
複
雑
な
呪
術
的
儀
礼
を
用
い
て
退
散
さ
せ
よ
う
と
し
た
り
、
神

道
で
は
祓
っ
て
近
づ
け
な
い
よ
う
に
し
た
り
落
と
し
た
り
し
て
い

る
。
ま
た
、
神
仏
の
図
像
や
神
名
・
経
文
の
一
部
が
避
魔
の
手
段
に

用
い
ら
れ
る
の
は
一
般
的
で
、
冒
頭
に
挙
げ
た
護
符
は
そ
の
一
つ
で

あ
る
。
祈
願
を
こ
め
て
拝
す
る
対
象
物
を
、
本
来
備
え
て
い
る
と
思

わ
れ
る
聖
性
に
頼
っ
て
、
魔
へ
の
対
抗
と
い
う
第
二
義
的
な
用
い
方

を
し
て
い
る
の
だ
と
い
え
る
。
各
種
の
呪
物
・
呪
符
も
、
当
然
避
魔

の
用
具
で
あ
る
。
注
連
縄
も
、
祭
り
の
時
と
場
を
狙
う
魔
の
侵
入
防

禦
の
用
具
だ
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

（
イ
）
異
形
を
用
い
る
も
の　
　

異
形
と
は
、
普
通
に
は
あ
り
え
な
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い
極
端
な
大
・
強
・
多
・
偉
・
秀
・
奇
・
醜
な
ど
の
特
性
を
持
つ
物

で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
・
地
域
に
生
き
る
人
び
と
の
、
自
由
な
発
想

に
よ
っ
て
作
ら
れ
て
き
た
し
、
現
在
で
も
作
ら
れ
て
い
る
。
宗
教
者

に
よ
る
作
用
が
施
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
意
味
で
聖
性
は
帯
び
て
い

な
い
が
、
一
般
と
は
あ
ま
り
に
も
異
な
る
と
い
う
点
で
、
そ
こ
に
聖

性
の
感
得
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。

集
落
の
入
口
に
大
き
な
藁
人
形
や
大
草
鞋
を
掲
げ
る
の
は
、
巨
大

な
物
に
よ
っ
て
、
地
域
を
う
か
が
う
魔
を
怯
え
さ
せ
よ
う
と
い
う
仕

掛
け
で
あ
る
。
事
八
日
に
家
ご
と
に
門
口
に
目
籠
を
置
い
た
り
、
節

分
に
柊
な
ど
を
挿
す
の
は
、
目
の
多
さ
で
怯
え
さ
せ
た
り
鋭
い
棘
に

よ
っ
て
魔
を
避
け
よ
う
と
の
目
的
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
さ
れ
て

い
る
。
竹
竿
の
先
に
目
籠
を
高
く
掲
げ
る
こ
と
を
、
神
霊
の
依
代
だ

と
す
る
解
釈
も
あ
る
が
、
た
と
い
元
来
は
そ
う
い
う
も
の
だ
っ
た
と

し
て
も
、
こ
こ
で
は
第
一
義
的
な
目
的
で
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
は

な
い
で
あ
ろ
う
。
大
陸
伝
来
の
方
相
氏
が
、
平
安
時
代
の
宮
中
に
お

い
て
四
つ
眼
の
仮
面
を
つ
け
て
魔
を
追
払
っ
た
と
い
う
の
に
は
、
そ

の
所
作
と
と
も
に
、
眼
の
多
さ
の
呪
力
に
頼
ろ
う
と
す
る
側
面
も

あ
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。
屋
根
に
鬼
瓦
を
飾
り
つ
け
た
り
、
沖
縄
の

よ
う
に
シ
ー
サ
ー
を
置
く
の
も
、
同
じ
く
異
形
を
用
い
た
試
み
で
あ

ろ
う
。

男
子
が
女
装
す
る
こ
と
や
、
和
歌
や
或
る
種
の
成
句
の
記
さ
れ
た

紙
を
、
門
口
な
ど
に
上
下
逆
に
し
て
掲
げ
た
り
貼
り
つ
け
た
り
す
る

の
も
、
同
じ
趣
意
で
あ
ろ
う
。
時
に
性
器
を
露
わ
に
し
た
り
そ
れ
を

誇
張
し
た
模
造
品
を
置
い
た
り
す
る
の
も
、
明
ら
か
に
豊
作
を
願
う

呪
術
と
し
て
な
さ
れ
る
場
合
を
除
け
ば
、
奇
と
い
お
う
か
醜
と
い
お

う
か
、
と
に
か
く
魔
を
避
け
よ
う
と
す
る
異
形
な
る
も
の
し
て
用
い

ら
れ
て
い
る
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

葬
礼
の
さ
い
死
者
の
上
に
刀
剣
・
鋏
な
ど
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
の

は
、
か
つ
て
鉄
の
力
に
絶
大
な
信
頼
を
寄
せ
て
い
た
こ
ろ
、
避
魔
用

に
そ
の
力
を
頼
ん
で
い
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
異
形
は
出
土
遺
物
に
も
そ
れ
ら
し
き
も
の
が
あ
り
、

時
代
に
よ
り
地
域
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が
工
夫
さ
れ
て
き

た
。
類
例
は
枚
挙
に
遑
が
な
い
の
で
あ
る
。

（
ウ
）
言
語
や
笑
い
に
よ
る
も
の　
　

言
語
に
は
言
霊
、
す
な
わ
ち

言
語
に
宿
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
不
思
議
な
力
に
よ
っ
て
、
魔
が
防
が

れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
鬼
丸
・
糞
丸
な
ど
と
い
う
幼
名
は
確
か

に
そ
の
よ
う
に
解
釈
で
き
る
。
鬼
丸
の
鬼
は
強
い
と
い
う
意
味
で
、

悪
源
太
義
平
の
悪
と
同
じ
強
烈
な
力
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
言
葉
を

尽
く
し
て
相
手
方
を
悪
口
に
よ
っ
て
圧
倒
し
よ
う
と
す
る
各
地
の
悪

口
祭
は
、
こ
う
い
う
心
意
を
背
景
に
持
つ
行
事
で
あ
る（11
（

。
誕
生
時
に
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臍
の
緒
を
、
袈
裟
を
着
け
る
よ
う
に
巻
き
つ
け
て
生
れ
て
き
た
児
に

対
し
て
、
長
野
県
な
ど
で
僧
侶
が
袈
裟
治
と
か
袈
裟
義
な
ど
と
名
づ

け
る
例
が
み
ら
れ
る
。
危
険
な
そ
の
様
子
を
袈
裟
と
い
う
聖
性
を
帯

び
た
語
で
表
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
魔
が
避
け
ら
れ
る
と
信
じ
ら

れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る（12
（

。

「
急
急
如
律
令
」「
ア
ビ
ラ
ウ
ン
ケ
ン
ソ
ワ
カ
」
を
は
じ
め
「
チ
チ

ン
プ
イ
プ
イ
」「
ク
ワ
バ
ラ
ク
ワ
バ
ラ
」
な
ど
多
様
な
呪
文
・
呪
い

言
葉
も
、
そ
の
意
味
が
忘
れ
ら
れ
て
い
よ
う
と
も
、
避
魔
の
言
葉
と

し
て
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
用
い
ら
れ
て
い
る（13
（

。

笑
い
に
は
親
愛
の
情
を
示
す
微
笑
（
ほ
ほ
え
み
）
も
あ
る
が
、
相

手
の
失
敗
や
非
力
に
向
け
て
発
せ
ら
れ
る
嘲
笑
も
あ
る
。
昔
話
の
笑

話
の
中
の
笑
い
は
後
者
で
あ
っ
て
、
愚
昧
・
臆
病
・
吝
嗇
・
失
敗
な

ど
を
侮
蔑
し
、
攻
撃
す
る
武
器
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

る
（
14
（

。
日
常
の
笑
い
に
も
こ
の
性
格
は
満
ち
て
い
る
し
、
漫
才
・
落
語

な
ど
は
こ
う
い
う
笑
い
を
現
出
さ
せ
る
芸
だ
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

避
魔
の
方
法
と
し
て
、
力
あ
る
こ
の
よ
う
な
笑
い
を
発
し
よ
う
と
す

る
例
も
少
な
く
な
い
の
で
あ
る
。

（
エ
）
色
・
臭
い
・
音
な
ど
に
よ
る
も
の　
　

避
魔
の
色
と
し
て
は

赤
と
白
が
代
表
的
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
他
の
色
も
用
い
ら
れ
て
い

る
。
疱
瘡
に
罹
患
し
た
り
罹
患
の
怖
れ
の
あ
る
さ
い
に
赤
い
も
の
を

多
用
し
た
り
、
神
輿
の
行
列
の
先
頭
を
赤
色
の
天
狗
が
行
く
の
も
そ

の
た
め
で
あ
ろ
う
し
、
社
寺
の
柱
で
赤
く
染
め
ら
れ
て
い
る
の
が
あ

る
の
も
、
同
じ
考
え
で
あ
ろ
う
。
産
着
に
赤
糸
で
模
様
を
縫
う
の

も
、
同
じ
心
意
か
ら
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
清
浄
な
白
は
聖
性
を
帯

び
て
い
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
か
つ
て
の
女
性
の
鉄
漿

は
、
鉄
分
に
意
味
を
認
め
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
の
み

で
な
く
黒
に
も
避
魔
を
期
待
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

臭
気
の
強
い
大
蒜
な
ど
が
、
し
ば
し
ば
魔
除
け
に
用
い
ら
れ
た
り

し
て
い
る
。
節
分
に
ヤ
イ
カ
ガ
シ
と
し
て
鰯
の
頭
を
炙
っ
た
り
毛
髪

を
焦
が
し
て
門
口
に
挿
す
の
も
、
同
じ
趣
旨
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
な

お
、
田
畑
の
案
山
子
と
し
て
悪
臭
を
発
す
る
物
を
立
て
る
例
が
多

く
、
案
山
子
に
は
も
と
も
と
嗅か

ガ
シ
の
意
が
籠
め
ら
れ
て
い
た
と
も

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

避
魔
の
た
め
に
皆
で
大
声
を
発
し
た
り
、
何
か
を
叩
い
て
騒
が
し

く
大
き
な
音
を
た
て
る
こ
と
も
、
し
ば
し
ば
試
み
ら
れ
て
い
る
方
法

で
あ
る
。

（
オ
）
火
を
用
い
る
も
の　
　

火
の
機
能
は
多
様
で
あ
る
が
、
そ
の

強
烈
な
赤
さ
、
強
烈
さ
、
明
る
さ
は
魔
も
嫌
う
と
思
わ
れ
て
い
た
の

で
あ
ろ
う
、
避
魔
の
手
段
と
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
場
で
用
い
ら
れ
て
き

た
の
で
あ
る
。
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（
3
）
慰
撫
と
い
う
対
応

以
上
の
よ
う
な
対
抗
的
手
段
を
用
い
て
、
は
な
か
ら
魔
を
退
散
さ

せ
避
け
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
、
近
づ
い
て
き
た
魔
を
い
っ
た
ん

は
受
け
入
れ
る
よ
う
に
し
な
が
ら
、
結
局
は
遠
ざ
け
よ
う
と
す
る
対

応
策
の
と
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
れ
が
慰
撫
と
い
う
方
法
で
、
受

け
入
れ
な
が
ら
も
、
害
が
及
ぶ
前
に
早
々
に
お
引
取
り
願
お
う
と
い

う
わ
け
で
あ
る
。
要
す
る
に
祀
り
上
げ
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
と
考

え
ら
れ
る
が
、
慰
撫
＝
祀
り
上
げ
に
つ
い
て
は
次
節
で
論
じ
る（15
（

。

以
上
、
魔
と
い
う
総
称
で
述
べ
て
き
た
が
、
各
地
の
伝
承
を
み
る

と
、
人
び
と
は
周
囲
に
蟠
る
何
ら
か
の
霊
的
存
在
を
常
に
意
識
し
、

身
を
護
る
さ
ま
ざ
ま
な
方
策
を
講
じ
よ
う
と
し
て
き
た
（
あ
る
い
は

講
じ
よ
う
と
し
て
い
る
）
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
の
で
あ
る
。

三
、
魔
と
雑
神

1
、
魔
と
い
う
も
の

観
念
上
の
存
在
で
あ
る
魔
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
所
詮

不
可
能
で
あ
る
が
、
古
来
人
び
と
は
そ
の
と
き
ど
き
の
怖
れ
に
よ
っ

て
、
魔
に
、
時
に
は
明
確
に
時
に
は
漠
然
と
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
イ

メ
ー
ジ
を
結
ん
で
き
た
。

例
え
ば
、
夏
季
に
流
行
す
る
痢
病
を
心
配
す
れ
ば
、
そ
の
原
因
と

し
て
疫
病
神
を
イ
メ
ー
ジ
し
、
子
供
の
天
然
痘
に
は
疱
瘡
神
を
考
え

て
、
防
禦
の
手
段
に
腐
心
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
山
間
の
長
い
歩
行

で
疲
れ
て
空
腹
に
な
れ
ば
、
ヒ
ダ
ル
神
と
い
う
も
の
に
と
り
憑
か
れ

な
い
よ
う
に
用
心
す
る
地
域
も
あ
っ
た
。
災
害
の
危
険
を
感
じ
れ

ば
、
風
神
・
雷
神
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
そ
れ
へ
の
対
応
に
心
悩
ま
し
て

き
た
の
で
あ
る
。
幽
霊
、
河
童
、
天
狗
、
産
女
霊
な
ど
、
各
時
代
各

地
域
の
各
種
各
様
の
い
わ
ば
妖
怪
変
化
も
、
す
べ
て
怖
れ
か
ら
生
み

出
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
魔
と
い
う
も
の

は
、
雑
然
た
る
霊
的
存
在
群
だ
と
思
わ
れ
れ
て
き
た
の
だ
と
考
え
る

こ
と
が
で
き
る
。

い
ま
、
疫
病
神
、
ヒ
ダ
ル
神
、
風
神
な
ど
と
述
べ
た
が
、
こ
れ
ら

は
神
典
に
登
場
す
る
よ
う
な
神
道
上
の
神
で
は
な
く
、
超
人
間
的
・

超
自
然
的
な
存
在
（
神
道
上
の
神
も
そ
う
で
は
あ
る
が
）、
そ
し
て

不
可
思
議
な
迷
惑
な
存
在
で
、
神
道
上
の
神
と
区
別
す
る
た
め
に
カ

ミ
と
表
記
し
た
方
が
よ
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
存
在
は

ま
た
、
単
に
タ
マ
、
モ
ノ
、
ミ
サ
キ
と
か
シ
ョ
ウ
リ
ョ
ウ
な
ど
と
呼

ば
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
カ
ミ
、
タ
マ
な
ど
は
無
個
性
の
プ
リ
ミ
テ
ィ

ヴ
な
存
在
で
、
現
在
で
も
交
通
事
故
や
水
難
事
故
の
多
発
す
る
場
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所
、
建
物
の
或
る
空
間
（
い
わ
ゆ
る
学
校
の
怪
談
な
ど
は
こ
れ
に
よ

る
）
な
ど
、
い
た
る
と
こ
ろ
に
蟠
り
、
潜
み
、
蠢
き
、
浮
遊
し
て
い

て
、
隙
あ
ら
ば
あ
る
い
は
弱
い
対
象
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
に
向
け
て
侵

入
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
、
迷
惑
が
ら
れ
た
り
怖
れ

ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
日
柄
や
方
角
を
気
に
す
る
人
が
い
る
の

は
、
そ
の
こ
と
が
ら
は
陰
陽
道
の
知
識
の
影
響
か
も
し
れ
な
い
が
、

こ
の
よ
う
な
漠
然
た
る
怖
れ
を
も
含
め
た
縁
起
か
つ
ぎ
の
心
境
も
、

こ
れ
と
無
縁
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

カ
ミ
、
タ
マ
、
モ
ノ
、
ミ
サ
キ
、
シ
ョ
ウ
リ
ョ
ウ
な
ど
な
ど
、
す

な
わ
ち
今
ま
で
魔
と
総
称
し
て
き
た
も
の
の
原
像
を
解
釈
す
る
の
は

な
か
な
か
難
し
い
。
そ
れ
を
民
俗
学
で
は
、
各
地
の
伝
承
か
ら
帰
納

し
て
、
人
（
ま
れ
に
は
動
物
）
の
死
し
て
の
ち
誰
に
も
祀
ら
れ
る
こ

と
の
な
い
（
あ
る
い
は
供
養
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
）
霊
だ
と
解
釈
し

て
き
た
。

民
俗
的
霊
魂
観
で
は
、
人
生
を
全
う
し
て
死
に
い
た
っ
た
の
ち
、

定
期
的
に
祀
ら
れ
つ
づ
け
れ
ば
、
死
霊
は
浄
化
を
遂
げ
て
先
祖
霊
と

い
う
よ
う
な
穏
や
か
な
存
在
に
な
る
。
し
か
し
事
故
死
・
異
常
死
を

し
た
場
合
に
は
、
か
つ
て
は
正
規
な
葬
ら
れ
方
を
さ
れ
な
い
こ
と
が

多
く
、
そ
う
い
う
死
霊
は
い
つ
ま
で
も
浄
化
し
な
い
、
あ
る
い
は
な

か
な
か
浄
化
を
遂
げ
え
な
い
と
考
え
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る（16
（

。
ま
た

か
つ
て
は
、
身
寄
り
の
わ
か
ら
な
い
旅
中
で
の
死
者
、
海
難
死
者
、

合
戦
で
の
死
者
も
多
く
い
て
、
彼
ら
の
多
く
は
、
充
分
に
供
養
さ
れ

つ
づ
け
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
浄
化
を
遂
げ
え

な
い
霊
が
各
所
に
蟠
り
、
折
り
あ
ら
ば
近
づ
い
て
来
て
活
動
す
る
と

怖
れ
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
魔
と
い
う
も
の
の
原
像
は
、
そ
う
い

う
霊
の
群
れ
だ
と
理
解
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
思
わ
れ
る
。

人
び
と
は
日
々
の
伝
承
生
活
の
中
で
そ
れ
ら
の
存
在
を
感
得
し
、

そ
の
上
で
さ
ら
に
自
ら
の
経
験
に
照
ら
し
て
も
、
そ
う
い
う
霊
の
存

在
に
つ
い
て
納
得
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
の
心
意
が
現
代
に
も
伝

承
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
今
ま
で
述
べ
て
き
た
さ
ま
ざ
ま
な
防
禦
の

手
段
の
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
明
ら
か
だ
と
い
え
る
。

2
、
祭
り
の
場
を
う
か
が
う
魔

し
か
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
避
魔
の
手
段
を
講
じ
て
も
な
お
、
避
け
る

の
が
ど
う
し
て
も
困
難
だ
と
思
わ
れ
て
い
た
場
所
が
あ
る
。
そ
れ
は

祭
り
（
17
（

の
場
で
あ
る
。
祭
り
の
場
は
、
あ
ら
か
じ
め
祓
わ
れ
た
り
注
連

縄
も
張
り
渡
さ
れ
て
は
い
る
が
、
各
地
の
祭
り
を
細
か
に
み
て
み
る

と
（
18
（

、
か
つ
て
は
そ
れ
だ
け
で
は
十
全
な
対
応
だ
と
思
わ
れ
て
い
な

か
っ
た
よ
う
な
の
で
あ
る
。

福
井
県
大
飯
郡
お
お
い
町
納の

田た

終お
い

の
加
茂
神
社
は
、
全
国
の
ど
こ
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に
で
も
あ
る
普
通
の
地
域
神
社
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
春
祭
り
の

本
殿
祭
の
と
き
、
本
殿
に
供
え
る
神
饌
と
は
別
に
、
何
枚
も
の
ヘ
ギ

板
（
薄
い
板
）
の
上
に
餅
や
野
老
・
甘
酒
・
生
大
豆
を
載
せ
て
、
拝

殿
の
縁
・
階
段
や
境
内
の
狛
犬
・
鳥
居
・
杉
大
木
の
下
な
ど
七
、
八

カ
所
に
、
何
か
に
供
え
る
の
だ
と
い
う
気
持
で
置
い
て
い
る
。
本
殿

の
神
饌
と
は
、
内
容
に
お
い
て
も
供
え
方
に
お
い
て
も
明
ら
か
に
異

質
な
供
物
で
あ
る
。
そ
し
て
本
殿
の
神
饌
が
直
会
に
用
い
ら
れ
る
の

に
対
し
て
、
ヘ
ギ
板
上
の
供
物
は
そ
の
ま
ま
放
置
さ
れ
、
犬
・
猫
や

烏
な
ど
の
食
い
散
ら
す
に
任
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
現
在
で
は
単
に

仕
来
り
に
し
た
が
っ
て
行
な
っ
て
い
る
だ
け
だ
と
は
い
え
、
本
殿
の

祭
神
（
主
神
）
と
は
別
に
、
か
つ
て
は
そ
こ
に
は
明
ら
か
に
何
か
別

の
霊
格
・
カ
ミ
が
意
識
さ
れ
た
（
あ
る
い
は
か
つ
て
は
意
識
さ
れ
て

い
た
）
上
で
の
行
為
だ
と
、
考
え
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

岡
山
市
の
吉
備
津
神
社
は
、
か
つ
て
の
備
中
国
一
宮
と
い
う
堂
々

た
る
神
社
で
、
祭
神
は
大
吉
備
津
彦
命
で
あ
る
。
こ
こ
の
春
季
・
秋

季
大
祭
の
「
七
十
五
膳
据
神
事
」
に
は
、
七
十
五
と
い
う
数
が
示
し

て
い
る
よ
う
に
、
た
い
へ
ん
多
く
の
神
饌
が
用
意
さ
れ
て
い
る
。
そ

し
て
そ
の
中
に
は
、
本
殿
内
陣
に
供
え
ら
れ
る
格
の
高
そ
う
な
神
饌

（
内
容
も
器
も
立
派
）
と
は
別
に
、
艮
御
崎
御
高
杯
と
か
西
六
所
御

崎
御
膳
と
い
う
よ
う
な
、
比
較
的
簡
素
な
も
の
が
多
数
含
ま
れ
て
お

り
、
内
陣
以
外
の
本
殿
各
所
や
周
辺
部
に
供
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

大
社
で
あ
る
だ
け
に
、
先
の
加
茂
神
社
と
は
異
な
っ
て
そ
れ
な
り
に

重
々
し
い
体
裁
は
と
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
本
殿
内
陣
の
主
祭
神

へ
の
神
饌
と
は
明
ら
か
に
異
質
な
、
御
崎
（
艮
方
向
の
御
崎
、
西
六

所
に
い
る
御
崎
な
ど
）
と
い
う
も
の
へ
の
神
饌
群
な
の
で
あ
る
。

現
在
、
神
社
で
は
、
御
崎
は
オ
ン
ザ
キ
と
呼
ん
で
主
神
の
守
護
神

だ
と
解
釈
し
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
現
代
の
解
釈
は
尊
重
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
も
、
元
来
は
お
そ
ら
く
、
十
二
世
紀
後
半
の

『
梁
塵
秘
抄
』
巻
第
二
の
「
四
句
神
歌
」
中
に
、「
一
品
聖
霊
吉
備
津

宮
…
…
艮う

し
と
ら
み
さ
き

御
崎
は
恐
ろ
し
や
」
と
詠
わ
れ
て
、
当
時
京
畿
に
ま
で

「
恐
ろ
し
」
と
し
て
聞
こ
え
て
い
た
ミ
サ
キ
と
い
う
霊
格
と
同
じ
も

の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
の
祭
り
に
も
、
主
祭
神
と
は
明
ら
か
に
異
質
な

多
く
の
霊
が
意
識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

事
例
の
紹
介
は
二
例
に
と
ど
め
る
が
、
問
題
意
識
を
持
っ
て
よ
く

み
れ
ば
、
類
例
は
地
域
神
社
、
官
社
ク
ラ
ス
の
大
社
に
関
係
な
く
、

実
に
多
く
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る（19
（

。
近
代
の
神
社
政
策
に
よ
っ
て
消

滅
し
て
し
ま
っ
た
か
、
祀
ら
れ
て
は
い
て
も
解
釈
変
更
さ
れ
て
い
る

も
の
も
あ
る
で
は
あ
ろ
う
が
、
今
後
祭
り
研
究
上
、
留
意
さ
れ
て
よ

い
こ
と
が
ら
か
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
述
べ
る
な
ら
ば
、
こ
れ
は
盆

行
事
に
お
け
る
無
縁
霊
・
餓
鬼
へ
の
対
処
に
通
じ
る
こ
と
が
ら
で
も
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あ
る
。

神
を
祀
ろ
う
と
す
る
さ
い
に
供
物
を
す
る
の
は
必
須
の
こ
と
が
ら

で
あ
る
。
供
物
が
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
は
、
と
り
も
な
お
さ

ず
、
そ
の
対
象
を
祀
ろ
う
と
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
多
く
の
不
思
議
な
供
物
が
用
意
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
祭

り
に
は
祈
願
を
こ
め
よ
う
と
す
る
主
祭
神
と
は
別
に
、
か
つ
て
は
多

く
の
霊
の
群
来
が
意
識
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

同
じ
霊
的
存
在
で
あ
る
主
祭
神
を
祀
ろ
う
と
す
る
祭
り
の
場
は
、

同
時
に
他
の
霊
に
対
し
て
も
開
放
さ
れ
て
い
る
空
間
だ
と
思
わ
れ
、

主
祭
神
と
同
様
に
祀
ら
れ
る
こ
と
を
求
め
て
や
っ
て
く
る
の
だ
と
観

念
さ
れ
て
い
て
、
対
抗
手
段
を
講
じ
て
の
防
禦
は
で
き
ず
に
、
供
物

を
し
て
祀
る
と
い
う
対
応
を
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
な

の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
霊
は
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き

た
雑
然
た
る
霊
的
存
在
群
と
し
か
考
え
よ
う
の
な
い
魔
と
、
異
な
る

点
が
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。
対
応
の
仕
方
に
は
、
対
抗
と
慰
撫
と
い
う

相
違
が
認
め
ら
れ
る
と
し
て
も
、
同
じ
性
格
の
霊
と
考
え
ざ
る
を
え

な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、
祭
り
の
中
で
の
こ
の
よ
う
な
慰
撫
せ
ざ
る
を
え
な
い
霊

の
祀
り
方
に
は
、
二
つ
の
特
徴
が
認
め
ら
れ
る
。
一
つ
は
先
の
加
茂

神
社
・
吉
備
津
彦
神
社
の
例
で
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
供
物
が
一
度

に
た
く
さ
ん
用
意
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と

は
、
そ
れ
だ
け
多
く
の
霊
的
存
在
が
意
識
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
、
霊

格
群
と
い
っ
て
も
よ
い
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
霊
は
、
主
祭
神

祭
祀
の
場
に
勝
手
に
侵
入
し
て
く
る
迷
惑
な
雑
多
な
神
々
、
す
な
わ

ち
雑
神
と
総
称
す
る
の
が
最
も
適
当
だ
と
、
筆
者
は
考
え
る
の
で
あ

る
（
20
（

。も
う
一
つ
の
特
徴
は
、
先
の
二
社
の
例
で
は
明
ら
か
で
な
か
っ
た

が
、
こ
の
よ
う
な
事
例
の
中
に
は
、
主
祭
神
へ
の
神
饌
よ
り
も
早
く

に
供
え
ら
れ
て
す
ぐ
に
撤
下
さ
れ
て
し
ま
う
例
が
、
意
外
に
多
い
。

と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
霊
（
雑
神
）
は
供
物
を
し
て
い
っ
た
ん

祀
る
こ
と
は
祀
っ
て
も
、
早
々
に
退
散
さ
せ
て
、
祭
り
全
体
に
お
よ

び
か
ね
な
い
迷
惑
を
、
未
然
に
防
ぎ
た
い
と
考
え
て
い
た
の
だ
と
み

て
よ
い
の
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
供
物
を
し
て
慰
撫
し
、
早
く
に
祀
り

上
げ
て
し
ま
お
う
と
し
て
い
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

で
は
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
に
し
て
ま
で
祀
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
各
所
に
蟠
っ
た
り
浮

遊
し
て
い
て
祭
り
の
場
に
侵
入
し
て
く
る
で
あ
ろ
う
霊
（
雑
神
）

が
、
充
分
に
祀
り
を
受
け
ず
浄
化
を
遂
げ
て
い
な
い
霊
だ
と
考
え
ら

れ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
浄
化
を
求
め
て
祀
り
を
乞
う
て
群
来
す

る
が
ゆ
え
に
、
主
祭
神
の
祀
り
に
支
障
を
お
よ
ぼ
し
か
ね
な
い
と
怖
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れ
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
祭
り
本
体
に
支
障
の
お
よ
ぶ
前

に
、
独
自
に
供
物
を
し
て
慰
撫
し
、
祀
り
上
げ
し
て
し
ま
お
う
と
し

て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
は
な
か
ら
防
禦
を
試
み
る
に
せ
よ
、

い
っ
た
ん
受
け
入
れ
て
祀
り
上
げ
て
し
ま
お
う
と
し
て
い
る
に
せ

よ
、
ま
た
、
日
々
の
生
活
に
お
い
て
も
祭
り
の
場
に
お
い
て
も
、
と

に
か
く
人
び
と
は
、
周
辺
に
多
く
の
浄
化
を
遂
げ
え
な
い
、
邪
ま
な

迷
惑
を
お
よ
ぼ
し
か
ね
な
い
茫
漠
か
つ
雑
然
と
し
た
霊
的
存
在
を
観

念
し
、
心
悩
ま
せ
て
き
た
（
あ
る
い
は
心
悩
ま
せ
て
い
る
）
の
で
あ

る
。

お
わ
り
に

出
口
米
吉
に
啓
発
さ
れ
た
南
方
熊
楠
の
邪
視
論
か
ら
始
め
、
日
本

各
地
の
、
伝
承
に
潜
む
霊
的
存
在
へ
の
さ
ま
ざ
ま
な
防
禦
の
対
応
に

つ
い
て
考
え
て
き
た
。

こ
れ
だ
け
科
学
が
発
達
し
合
理
的
思
考
に
馴
染
ん
で
い
る
と
思
わ

れ
る
現
代
に
お
い
て
も
、
人
び
と
は
、
日
常
生
活
に
お
い
て
も
清
浄

で
あ
る
べ
き
祭
り
の
場
に
お
い
て
も
、
迷
惑
を
お
よ
ぼ
し
か
ね
な
い

厄
介
な
迷
惑
な
雑
多
な
霊
的
存
在
を
周
囲
に
意
識
し
、
そ
れ
へ
の
対

応
に
腐
心
し
つ
つ
日
々
を
送
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
人
間
と
い
う
生

き
物
は
、
そ
の
と
き
ど
き
で
形
を
変
え
る
そ
う
い
う
観
念
の
存
在

に
、
今
後
と
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
工
夫
を
こ
ら
し
つ
つ
付
き
合
わ
ざ
る

を
え
な
い
の
で
あ
ろ
う
。

註（
1
）　
「
雑
神
」
に
つ
い
て
は
、
拙
著
『
祀
り
を
乞
う
神
々
』（
吉
川
弘
文

館
、
平
成
十
七
年
）
に
お
い
て
論
じ
て
お
い
た
。

（
2
）　

出
口
米
吉
「
小
児
と
魔
除
」『
東
京
人
類
学
会
雑
誌
』
二
七
四
号
、

明
治
四
十
二
年
一
月
。
同
誌
二
七
七
号
の
出
口
「
節
分
の
夜
門
口

に
挿
す
鰯
頭
に
つ
き
て
」
も
、
同
じ
視
点
に
立
っ
て
い
る
。

（
3
）　
「
丸
」
に
つ
い
て
出
口
は
、
前
掲
註
（
2
）
の
中
で
「
ま
る
は
不

浄
を
入
る
る
器
な
り
。
不
浄
は
鬼
魔
の
た
ぐ
ひ
も
嫌
ふ
も
の
な
り
」

と
の
考
え
に
立
っ
て
述
べ
た
が
、
南
方
熊
楠
は
次
の
註
（
4
）
に

お
い
て
、
わ
が
国
の
丸
に
は
悪
の
意
は
な
い
の
で
、
単
な
る
偶
合

か
も
し
れ
な
い
が
、
ど
こ
か
で
イ
ン
ド
・
パ
ン
ジ
ャ
ム
の
悪
を
意

味
す
る
マ
ル
と
い
う
語
の
影
響
を
受
け
た
の
か
も
し
れ
な
い
と
匂

わ
せ
て
い
る
。

（
4
）　

南
方
熊
楠
「
出
口
君
の
『
小
児
と
魔
除
』
を
読
む
」『
東
京
人
類

学
会
雑
誌
』
二
七
八
号
、
明
治
四
十
二
年
五
月
。
な
お
こ
の
論
文

は
、『
南
方
熊
楠
全
集
』
二
巻
（
平
凡
社
、
昭
和
四
十
六
年
）
に

「
小
児
と
魔
除
」
と
し
て
収
載
さ
れ
て
い
る
。
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（
5
）　

エ
ル
ワ
ー
ジ
の
著T

he E
vile E

ye

は
、
平
成
四
年
、
奥
西
峻
介

訳
『
邪
視
』（
リ
ブ
ロ
ポ
ー
ト
）
と
し
て
邦
訳
さ
れ
て
い
る
。

（
6
）　

現
在
で
は
東
南
ア
ジ
ア
や
中
国
、
中
・
南
ア
メ
リ
カ
、
ロ
シ
ア
、

そ
の
他
も
っ
と
広
い
範
域
で
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
て

い
る
。

（
7
）　

清
水
芳
見
「
邪
視
研
究
の
動
向
」（『
民
族
学
研
究
』
四
十
八
―
一
、

昭
和
五
十
八
年
）
に
は
、
昭
和
五
十
年
ご
ろ
ま
で
の
諸
外
国
の
研

究
が
整
理
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、
管
見
に
入
っ
た
清
水
芳
見
「
ア

ラ
ブ
、
ム
ス
リ
ム
社
会
の
邪
視
信
仰
―
ヨ
ル
ダ
ン
北
部
の
村
の
場

合
―
」（『
民
族
学
研
究
』
五
十
四
―
二
、
平
成
元
年
）、
片
岡
浩
史

「
ロ
シ
ア
の
邪
視
―
呪
文
に
お
け
る
邪
視
を
放
つ
も
の
の
姿
を
め

ぐ
っ
て
」（『
説
話
・
伝
承
学
』
八　

平
成
十
二
年
）、
内
藤
順
子

「
日
常
生
活
の
な
か
の
邪
視
―
邪
視
論
再
考
」（『
西
日
本
宗
教
学
雑

誌
』
二
十
二
、
平
成
十
二
年
）、
千
葉
泉
「
現
代
チ
リ
社
会
に
お
け

る
『
邪
視
』
習
俗
に
関
す
る
証
言
」（E

studies H
ispanics

二
十
七
、

平
成
十
四
年
）
な
ど
に
よ
っ
て
、
日
本
以
外
の
邪
視
の
研
究
を
垣

間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
8
）　
『
南
方
熊
楠
全
集
』
全
十
二
巻
は
、
昭
和
四
十
六
（
一
九
七
一
）

～
五
十
年
に
平
凡
社
か
ら
刊
行
さ
れ
た
（
昭
和
二
十
年
代
に
乾
元

社
か
ら
も
刊
行
さ
れ
て
い
る
）。
そ
の
後
、
南
方
の
日
記
や
書
簡
類
、

さ
ら
に
は
松
尾
竜
五
・
田
村
義
也
編
『
南
方
熊
楠
大
事
典
』（
勉
誠

出
版
、
平
成
二
十
四
年
）
な
ど
、
南
方
関
係
の
出
版
物
が
次
々
ま

と
め
ら
れ
、
南
方
ブ
ー
ム
と
さ
え
言
わ
れ
た
。
そ
う
い
う
中
で
、

邪
視
と
い
う
こ
と
が
広
く
知
ら
れ
て
い
っ
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

（
9
）　

前
掲
註
（
7
）
の
清
水
「
邪
視
研
究
の
動
向
」
も
そ
う
だ
と
思
わ

れ
る
が
、
管
見
で
は
あ
る
が
、
季
刊
『
自
然
と
文
化
』
昭
和
六
十

一
年
新
春
号
（
日
本
ナ
シ
ョ
ナ
ル
ト
ラ
ス
ト
）
は
「
眼
の
力
」
特

集
を
組
ん
で
、
邪
視
関
係
の
い
く
つ
か
の
論
考
・
エ
ッ
セ
ー
を
掲

載
し
て
い
る
し
、
小
池
淳
一
「
目
の
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
―
兆
・
応
・

禁
・
呪
の
ひ
と
つ
の
基
盤
―
」（『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報

告
』
一
七
四
集
、
平
成
二
十
四
年　

所
収
）
も
発
表
さ
れ
て
い
る
。

な
お
、
歌
舞
伎
の
役
者
の
化
粧
と
し
て
の
隈
取
り
も
そ
の
一
つ
か

も
し
れ
な
い
し
、
邪
視
除
け
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
仏
像
の

開
眼
供
養
も
眼
の
力
の
重
要
性
を
考
え
て
の
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。

（
10
）　

陰
陽
道
の
知
識
や
修
験
道
の
実
践
の
ほ
と
ん
ど
は
、
こ
れ
だ
と

い
っ
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
11
）　

山
本
孝
司
『「
悪
口
」
と
い
う
文
化
』（
平
凡
社
、
平
成
十
八
年
）

（
12
）　

拙
著
『
名
づ
け
の
民
俗
学
』（
吉
川
弘
文
館
、
平
成
二
十
六
年
）

（
13
）　

奥
野
義
雄
『
ま
じ
な
い
習
俗
の
文
化
史
』（
岩
田
書
院
、
平
成
九

年
）、
山
里
純
一
『
呪
符
の
文
化
史
―
習
俗
に
見
る
沖
縄
の
精
神
文

化
』（
三
弥
井
書
店
、
平
成
十
六
年
）、
花
部
英
雄
『
ま
じ
な
い
の

文
化
誌
』（
三
弥
井
書
店
、
平
成
二
十
六
年
）
な
ど
。

（
14
）　

柳
田
国
男
『
笑
の
本
願
』（『
柳
田
国
男
全
集
』
第
十
五
巻　

筑
摩

書
房
、
平
成
十
年　

所
収
）

（
15
）　

祀
り
上
げ
と
い
う
語
は
、
か
つ
て
宮
田
登
が
盛
ん
に
用
い
た
こ
と

が
あ
る
（
宮
田
『
民
俗
神
道
論
』
春
秋
社
、
平
成
八
年　

な
ど
）。
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た
だ
、
宮
田
は
和に
ぎ

魂た
ま

と
荒あ
ら

魂た
ま

を
対
比
さ
せ
、
一
般
に
氏
神
祭
祀
な

ど
で
神
を
祀
る
こ
と
を
祀
り
上
げ
と
呼
ん
だ
の
に
対
し
、
流
行
神

な
ど
を
一
時
熱
狂
的
に
祀
り
な
が
ら
、
そ
の
必
要
が
薄
れ
て
放
置

し
て
し
ま
う
こ
と
を
祀
り
棄
て
と
呼
び
、
祀
り
棄
て
に
対
し
て
、

一
般
に
祀
る
こ
と
を
祀
り
上
げ
と
呼
ん
で
い
る
に
す
ぎ
な
い
と
い

え
る
。
筆
者
の
い
う
慰
撫
＝
祀
り
上
げ
は
、
形
式
的
に
は
祀
り
つ

つ
も
、
敬
し
て
遠
ざ
け
よ
う
と
い
う
意
味
な
の
で
あ
る
（
前
掲
註

〈
1
〉
同
書
）。

（
16
）　

か
つ
て
は
、
妊
産
婦
の
死
も
正
常
な
ら
ざ
る
死
と
考
え
ら
れ
て
特

別
な
葬
法
の
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、『
日
本
産
育
習
俗
資
料
集
成
』

（
第
一
法
規
、
昭
和
五
十
年
）
を
は
じ
め
、
各
種
民
俗
調
査
報
告
書

に
よ
っ
て
わ
か
る
。
そ
れ
ゆ
え
魔
の
一
つ
と
し
て
、
各
地
で
産
女

霊
が
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

（
17
）　

小
稿
で
は
、「
祭
り
」
は
行
事
と
し
て
の
神
祭
り
全
体
を
意
味
す

る
と
き
に
用
い
、
直
接
に
神
を
ま
つ
る
行
為
そ
の
も
の
を
指
す
場

合
「
祀
り
」
と
表
記
す
る
。

（
18
）　

以
下
の
類
例
と
解
釈
は
、
前
掲
註
（
1
）
同
書
、
お
よ
び
拙
稿

「『
雑
神
』
再
考
」（『
伝
承
文
化
』
通
巻
四
十
六
号
、
平
成
二
十
八

年
）
に
も
と
づ
い
て
い
る
。

（
19
）　

に
わ
か
に
神
道
学
者
の
賛
同
を
得
る
こ
と
は
難
し
い
か
も
し
れ
な

い
が
、
筆
者
は
、
大
社
中
の
大
社
と
い
う
べ
き
伊
勢
神
宮
の
三
節

祭
の
由
貴
大
御
饌
を
献
じ
る
さ
い
に
、
同
時
に
正
宮
正
殿
の
瑞
垣

四
隅
に
お
い
て
献
饌
対
象
と
な
っ
て
い
る
四
至
神
も
、
同
じ
性
格

の
霊
格
か
と
考
え
て
い
る
し
、
出
雲
大
社
の
新
嘗
祭
に
、
本
殿
下

段
に
お
い
て
土
器
に
飯
三
十
を
盛
っ
て
供
え
る
天
神
地
祇
（
い
わ

ゆ
る
八
百
万
の
神
）
も
同
じ
よ
う
な
霊
だ
と
考
え
て
い
る
。

（
20
）　

前
掲
註
（
1
）
同
書


