
特集・方法としての祭

１
「
方
法
と
し
て
の
祭
り
」
と
共
同
体
論
、
表
現
論

「
古
代
文
学
」
の
読
象
の
方
法
と
し
て
の
〈
祭
り
〉
と
い
っ
た
と
き
、
も
っ

と
も
象
徴
的
に
語
ら
れ
る
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
沖
縄
・
南
西
諸
島
の
〈
祭

り
〉
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
今
の
私
自
身
に
と
っ
て
「
方
法
と
し
て
の
祭
り
」
と

い
う
テ
ー
マ
が
な
り
た
つ
と
す
れ
ば
、
沖
縄
の
祭
り
と
の
出
逢
い
に
よ
っ
て
導

か
れ
た
古
代
文
学
の
読
承
の
方
法
を
、
い
か
に
・
ど
れ
だ
け
相
対
化
し
う
る
か

と
い
う
点
に
関
わ
っ
て
し
か
な
い
。
自
分
が
け
つ
こ
う
本
気
に
な
っ
て
祭
り
を

見
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
と
、
「
表
現
論
」
や
「
共
同
体
論
」
と
し
て
括
ら
れ

る
読
承
の
方
法
へ
異
和
を
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
と
は
、
ほ
ぼ
対
応
し
て

い
た
の
で
あ
る
。

沖
縄
の
祭
り
と
出
逢
う
こ
と
で
導
か
れ
た
古
代
文
学
の
読
承
の
方
法
と
は
、

一
言
で
い
え
ば
〈
共
同
性
〉
と
い
う
概
念
で
括
る
こ
と
が
で
き
る
。
今
ま
で
個

人
の
嘆
き
や
悲
し
ゑ
と
い
っ
た
想
い
入
れ
で
読
ま
れ
て
い
た
『
万
葉
集
』
の
歌

も
、
い
っ
た
ん
〈
共
同
性
〉
の
表
現
と
し
て
読
む
こ
と
で
、
古
代
の
歌
と
し
て

の
位
相
が
見
え
て
く
る
、
と
い
う
よ
う
に
。
そ
し
て
こ
の
〈
共
同
性
〉
と
い
う

概
念
を
支
え
て
い
る
の
は
、
外
部
の
人
間
を
か
た
く
な
に
拒
否
し
て
守
ら
れ
て

い
る
南
島
・
沖
縄
の
祭
り
の
リ
ア
リ
テ
ィ
で
あ
り
、
そ
れ
を
支
え
て
い
る
強
固

ｌ
特
集
・
方
法
と
し
て
の
祭

伊
葵
諾
流
の
祭
祀
儀
礼

ｌ
あ
る
い
は
「
表
現
論
・
共
同
体
論
」
以
降
Ｉ

に
完
結
し
た
村
落
の
共
同
性
で
あ
っ
た
。
読
承
の
方
法
と
し
て
の
〈
共
同
性
〉

と
は
、
単
に
村
落
共
同
体
の
祭
り
の
習
俗
や
実
体
で
は
な
く
、
古
代
文
学
の
表

現
を
成
立
せ
し
め
て
い
る
〈
様
式
〉
や
〈
呪
性
〉
の
問
題
と
し
て
抽
出
さ
れ
た

（１）

の
で
あ
る
。
そ
れ
が
表
現
や
言
葉
そ
の
も
の
の
解
釈
に
肉
迫
し
た
と
い
う
点
に

お
い
て
、
具
体
的
な
表
現
の
解
釈
に
ま
で
届
か
な
か
っ
た
従
来
の
「
民
俗
学
的

（２）

方
法
」
と
は
一
線
を
画
し
た
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
。

厳
し
く
他
者
を
排
除
し
、
神
へ
の
禁
忌
に
よ
っ
て
守
ら
れ
た
沖
縄
の
村
落
の

祭
祀
の
リ
ァ
リ
テ
ィ
を
身
に
感
じ
る
こ
と
で
、
文
献
と
し
て
の
古
代
を
こ
え

て
、
よ
り
豊
か
な
生
き
生
き
と
し
た
表
現
の
現
場
を
再
現
し
え
た
と
は
い
え
よ

う
。
だ
が
見
過
ご
せ
な
い
の
は
、
他
者
を
排
除
し
、
自
ら
に
よ
っ
て
完
結
し
て

い
る
と
い
う
「
沖
縄
の
祭
り
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
、
古
代
の
表
現
そ
の
も
の
を
も

一
つ
の
自
己
完
結
し
た
世
界
に
閉
じ
込
め
て
し
ま
う
と
い
う
逆
説
で
あ
る
。
そ

の
場
合
の
自
己
完
結
し
た
世
界
と
は
、
古
代
の
表
現
が
個
体
と
共
同
性
と
の
絶

対
的
矛
盾
を
前
提
と
す
る
こ
と
で
、
い
つ
も
そ
の
矛
盾
の
修
復
を
求
め
続
け
ね

ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
論
理
に
関
わ
る
。
「
個
体
と
共
同
性
」
と
い
う
対
称
的

（３）

な
二
極
の
間
に
閉
ざ
さ
れ
た
世
界
像
と
い
っ
て
も
よ
い
。

さ
て
こ
こ
で
私
は
、
「
沖
縄
の
祭
り
」
と
は
異
な
る
〈
祭
り
〉
と
の
出
逢
い

を
語
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
「
神
」
と
の
交
渉
の
仕
方
、
そ
の
プ
ロ
セ
ス

斎
藤
英
喜
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伊美諾流の祭祀儀礼

２
な
ぜ
「
伊
美
諾
流
」
か

奥
三
河
の
「
花
祭
り
」
Ｉ
。
こ
の
あ
ま
り
に
も
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
な
祭
り
が
自
分

の
最
初
の
祭
り
体
験
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
も
は
や
形
骸
化
・
通
俗
化
し
、
原
型

的
な
祭
り
の
姿
を
失
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
。
し
か
し
何
回
か
そ
の
祭
り
を
見
て

い
る
う
ち
に
、
変
貌
し
た
姿
の
奥
に
秘
さ
れ
て
い
る
、
神
と
の
交
渉
の
生
食
し

い
場
面
を
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
祭
り
は
ま
ず
神
勧
請
と
し
て
、
祭
り
の
庭

に
全
国
の
神
々
を
招
き
迎
え
る
の
だ
が
、
し
か
し
そ
の
儀
礼
次
第
を
見
て
い
る

と
、
神
々
を
迎
え
招
く
こ
と
よ
り
も
祭
り
を
終
え
て
神
を
送
り
返
す
行
事
の
ほ

う
が
、
き
わ
め
て
厳
重
に
繰
り
返
し
行
な
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
花
祭
り
で

い
え
ば
、
「
ひ
い
な
お
ろ
し
」
「
象
る
め
お
ろ
し
」
「
五
穀
祭
り
」
「
荒
神
祭
り
」

げ
ど
う

「
鎮
め
」
「
外
道
が
り
」
と
い
っ
た
神
事
で
あ
り
、
ま
た
長
野
県
側
の
坂
部
の

「
冬
祭
り
」
で
は
、
一
度
の
祭
り
の
中
に
五
回
も
神
送
り
が
行
な
わ
れ
て
い
る

（４）

のである。

こ
う
し
た
祭
り
の
実
態
は
、
祭
り
の
成
り
立
ち
そ
の
も
の
の
複
合
性
や
信
仰

の
重
層
性
と
し
て
説
明
さ
れ
る
。
し
か
し
神
送
り
が
一
度
の
祭
り
の
中
で
執
よ

う
に
繰
り
返
さ
れ
る
構
成
は
、
「
神
」
が
い
つ
ま
で
も
居
残
っ
て
し
ま
う
こ
と

へ
の
畏
れ
そ
の
も
の
の
表
出
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
見
え
て
く
る

の
は
、
共
同
体
に
来
臨
し
祝
福
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
「
神
」
と
い
う
イ
メ
ー

ジ
よ
り
も
、
交
渉
の
仕
方
し
だ
い
で
は
、
共
同
体
に
崇
り
を
な
し
、
人
々
に
禍

い
を
も
た
ら
し
た
り
す
る
凶
荒
な
パ
ワ
ー
そ
の
も
の
で
あ
る
。
花
祭
り
の
中
で

ど
く
う
し
ん

ご
ｆ
て
ん
の
う

は
、
五
帝
龍
王
・
土
公
神
・
天
白
神
・
荒
神
・
牛
頭
天
王
な
ど
と
し
て
現
わ
れ

る
神
々
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
ま
さ
し
く
祭
却
儀
礼
に
深
く
関
わ
る
恐
る
べ
き
神

そ
の
も
の
が
共
同
体
論
・
表
現
論
の
前
提
と
な
っ
た
そ
れ
と
は
い
か
に
違
う
か

を
明
示
す
る
こ
と
で
あ
る
。

（５）

格
で
あ
っ
た
。

た
し
か
に
「
神
送
り
」
と
い
う
視
点
か
ら
〈
祭
り
〉
を
見
る
こ
と
で
、
私
自

身
の
中
で
の
祭
り
や
神
の
イ
メ
ー
ジ
は
か
わ
っ
た
よ
う
に
思
う
。
そ
れ
は
共
同

体
自
身
を
窪
示
忌
」
の
側
か
ら
捉
え
て
承
る
こ
と
と
も
繋
が
っ
た
。
し
か
し

「
神
送
り
」
の
反
復
と
い
う
こ
と
自
体
は
、
結
局
、
共
同
体
が
不
断
に
自
ら
の

「
外
部
」
を
作
り
出
す
こ
と
で
共
同
体
の
内
部
の
輪
郭
を
確
認
し
て
い
く
と
い

っ
た
、
人
類
学
的
な
認
識
に
絡
め
取
ら
れ
て
し
ま
う
し
か
な
い
。
つ
ま
り
そ
れ

も
ま
た
自
己
完
結
し
た
共
同
体
の
中
に
閉
じ
込
め
ら
れ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ

る
。
理
論
的
に
は
、
共
同
体
が
そ
う
し
た
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
に
陥
る
し
か
な
い
こ

（６）

と
を
認
識
す
る
こ
と
は
必
要
だ
ろ
う
。
し
か
し
人
類
学
的
な
認
識
に
固
定
さ
れ

る
前
の
、
つ
ま
り
内
部
と
外
部
に
分
割
さ
れ
る
前
の
、
神
々
と
じ
か
に
接
す
る

現
場
に
立
ち
会
い
、
神
々
と
駆
け
引
き
す
る
こ
と
の
危
さ
を
身
体
的
に
感
じ
取

い
ざ
な
ぎ
り
ゆ
う

っ
て
承
た
い
と
い
う
気
持
ち
が
、
私
に
「
伊
美
諾
流
」
の
祭
祀
と
の
出
逢
い
を

導
い
て
く
れ
た
よ
う
に
思
え
る
。

も
の
ぺ

「
伊
笑
諾
流
」
と
は
高
知
県
東
部
、
物
部
川
上
流
の
山
間
集
落
に
伝
承
さ
れ

て
い
る
陰
陽
道
系
の
民
俗
宗
教
で
あ
る
。
最
近
に
な
っ
て
「
呪
い
」
の
法
術
を

伝
え
る
祈
祷
師
の
存
在
や
、
中
世
期
の
御
伽
草
子
や
民
間
説
話
と
共
通
す
る
物

語
り
的
な
祭
文
が
豊
か
に
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
注
目
さ
れ
、
け
つ
こ
う
知
ら

（７）

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
私
も
ま
ず
そ
の
「
祭
文
」
の
物
語
り
世
界
を
読
承
進

め
る
こ
と
か
ら
、
祭
文
の
バ
ッ
ク
に
あ
る
複
雑
な
祭
り
の
実
態
や
、
そ
れ
が

現
在
も
行
な
わ
れ
て
い
る
「
物
部
村
」
と
い
う
土
地
や
、
そ
し
て
「
伊
美
諾

流
」
を
実
践
し
管
理
し
て
い
る
「
太
夫
」
と
い
う
宗
教
者
・
祈
祷
師
の
存
在
に

（８）

関
心
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
伊
美
諾
流
の
祭
祀
は
、
花
祭

り
や
冬
祭
り
の
よ
う
に
、
毎
年
定
期
的
に
行
な
わ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
臨
時

的
な
祭
り
と
し
て
実
修
さ
れ
る
も
の
で
簡
単
に
は
見
ら
れ
そ
う
も
な
か
っ
た
。
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特集・方法としての祭

私
が
初
め
て
そ
の
祭
祀
の
実
際
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
一
九
八
七
年
十

ぺ
つ
ち
や
く

一
月
に
行
な
わ
れ
た
物
部
村
別
役
と
い
う
集
落
の
「
小
松
神
社
」
の
祭
礼
で
あ

る
。
そ
れ
は
神
社
の
祭
礼
で
は
あ
っ
た
が
、
定
例
の
祭
り
で
は
な
く
、
神
社

の
境
内
の
改
修
工
事
に
伴
っ
て
行
な
わ
れ
た
臨
時
祭
だ
っ
た
。
そ
の
あ
と
一

九
八
九
年
の
一
月
に
物
部
村
山
崎
の
「
半
田
家
」
で
行
な
わ
れ
た
宅
神
祭
を
見

み
こ
が
み

る
機
会
を
得
た
。
宅
神
祭
は
亡
く
な
っ
た
家
の
主
人
を
「
巫
神
」
と
い
う
神
に

祭
り
あ
げ
る
た
め
の
も
の
で
、
こ
れ
も
死
後
不
定
期
に
行
な
わ
れ
る
祭
り
で
あ

る
。
ど
ち
ら
も
数
人
の
太
夫
に
よ
っ
て
、
四
日
間
に
わ
た
っ
て
行
な
わ
れ
る
大

祭
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
「
伊
美
諾
流
」
の
祭
り
は
豊
年
祭
と
か
霜
月
祭
と

い
っ
た
毎
年
決
ま
っ
た
月
日
に
行
な
う
も
の
で
は
な
く
、
村
の
神
社
に
祭
ら
れ

て
い
る
神
や
個
人
の
家
の
神
の
都
合
で
「
今
年
は
特
別
な
こ
と
が
あ
っ
た
の

で
」
と
か
「
そ
ろ
そ
ろ
お
祭
り
し
て
あ
げ
な
け
れ
ば
」
と
か
い
っ
た
具
合
に
、

ま
さ
し
く
臨
時
的
な
形
で
執
行
さ
れ
る
も
の
が
主
体
と
な
っ
て
い
る
。
し
た
が

っ
て
伊
美
諾
流
の
祭
り
は
「
祭
祀
」
よ
り
も
「
祈
祷
」
と
呼
ん
だ
ほ
う
が
ふ
さ

わ
し
い
形
態
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

定
例
の
も
の
と
臨
時
の
も
の
と
ど
ち
ら
が
本
来
的
な
祭
祀
形
態
で
あ
る
か
は

議
論
の
別
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
が
、
伊
芙
諾
流
に
お
け
る
祭
祀
の
か
か
る
実

態
は
、
そ
の
神
観
念
と
不
可
分
な
関
係
に
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
定
例
的
に
来

臨
し
送
却
さ
れ
る
神
と
の
交
渉
よ
り
も
、
そ
れ
こ
そ
突
発
的
に
神
々
の
側
の
都

合
で
交
渉
を
迫
ら
れ
る
在
り
方
に
、
一
回
一
回
の
コ
ン
タ
ク
ト
の
方
法
を
確
認

し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
危
さ
や
気
粉
れ
さ
が
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
神
と
そ
れ
を
祭
る
者
と
の
関
係
は
け
っ
し
て
安
定
し
た
も
の
で
は
な
い
わ

け
だ
。
そ
し
て
そ
れ
は
神
と
直
接
渡
り
合
う
こ
と
を
専
門
的
に
担
う
宗
教
者

（
太
夫
）
の
特
異
な
位
相
と
も
密
接
に
繋
が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
「
伊
笑
諾
流
」
の
祭
り
の
中
で
何
よ
り
も
注
目
し
た
い
の
は
「
取
り

分
け
」
（
読
承
分
け
、
祓
い
分
け
と
も
）
と
呼
ば
れ
る
儀
礼
で
あ
る
。
そ
れ
は

「
本
神
楽
」
（
本
祭
）
を
執
行
す
る
に
先
だ
っ
て
、
「
す
そ
」
と
い
う
諸
々
の
罪

穣
れ
、
魔
群
魔
性
の
も
の
を
世
界
か
ら
取
り
分
け
て
、
清
浄
な
地
に
鎮
め
封
じ

る
儀
礼
と
さ
れ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
「
す
そ
」
を
も
た
ら
す
様
々
な
魔
物
や

悪
霊
の
類
い
を
御
幣
の
元
に
謂
承
集
め
、
そ
の
御
幣
を
，
縄
で
縛
り
括
っ
て
、

「
す
そ
林
」
（
鎮
め
林
）
と
呼
ば
れ
る
村
の
境
い
の
よ
う
な
場
所
に
穴
を
堀
っ
て

（９）

埋
め
て
く
る
の
で
あ
る
。
ま
さ
し
く
そ
れ
は
祭
却
儀
礼
と
い
え
よ
う
。
例
え
ば

四
日
間
に
わ
た
る
大
祭
の
場
合
、
ま
る
ま
る
一
日
が
こ
れ
に
当
て
ら
れ
る
。
太

夫
た
ち
は
本
神
楽
（
本
祭
）
で
は
、
五
色
の
シ
デ
を
垂
ら
し
た
綾
笠
と
い
う
独

特
な
被
り
物
と
浄
衣
で
正
装
す
る
が
、
「
取
り
分
け
」
は
ま
っ
た
く
の
普
段
着

で
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
、
祭
り
そ
の
も
の
と
い
う
よ
り
も
、
そ
の
準
備
段
階
と

も
認
識
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
。

祭
祀
構
造
全
体
か
ら
見
れ
ば
、
た
し
か
に
「
取
り
分
け
」
儀
礼
は
「
本
神

楽
」
（
本
祭
）
に
先
だ
つ
次
第
で
、
祭
り
の
庭
に
神
々
を
勧
請
す
る
前
に
、
祭

場
を
祓
い
清
め
る
儀
礼
と
一
般
化
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
例
え
ば
奥
三
河
の

た
か
ね

花
祭
り
に
お
け
る
「
高
嶺
祭
り
」
「
辻
固
め
」
や
、
坂
部
の
冬
祭
り
に
お
け
る

「
天
狗
祭
り
」
の
よ
う
に
、
祭
り
（
神
楽
）
の
庭
に
招
か
ざ
る
精
霊
や
天
狗
、

魔
物
た
ち
が
入
っ
て
こ
な
い
よ
う
に
、
そ
れ
ら
を
予
め
祭
っ
て
お
き
、
遮
断
し

（皿）

て
お
く
と
い
う
儀
礼
の
構
造
で
あ
る
。
伊
芙
諾
流
の
「
取
り
分
け
」
儀
礼
は
そ

れ
ら
を
よ
り
複
雑
に
し
た
も
の
と
い
え
な
く
も
な
い
。
し
か
し
そ
の
よ
う
に
位

置
付
け
て
お
く
だ
け
で
は
納
ま
り
き
れ
な
い
何
か
を
こ
の
儀
礼
は
抱
え
て
い
る

の
も
た
し
か
だ
。
そ
こ
に
こ
そ
、
太
夫
と
い
う
宗
教
者
が
「
神
」
と
直
接
接
触

し
て
い
く
姿
を
、
も
っ
と
も
リ
ア
ル
に
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ

ヲ（》◎
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３
「
取
り
分
け
」
の
儀
礼
構
造

と
も
あ
れ
「
取
り
分
け
」
儀
礼
が
ど
の
よ
う
に
行
な
わ
れ
る
か
、
具
体
的
に

見
て
お
こ
う
。
次
に
引
用
す
る
の
は
、
現
在
活
動
し
て
い
る
太
夫
の
中
で
最
長

老
に
あ
た
る
Ｋ
・
Ｎ
氏
が
、
「
取
り
分
け
」
の
次
第
進
行
に
つ
い
て
説
明
し
て

く
れ
た
文
章
の
一
節
で
あ
る
。

Ｎ
氏
が
書
い
て
く
れ
た
文
章
の
原
文
の
ま
ま
を
あ
げ
た
。
ま
ず
儀
礼
の
次

第
を
Ｈ
目
…
：
．
と
順
序
立
て
て
整
理
し
つ
つ
、
し
か
し
国
以
降
で
は
そ
の
よ
う

に
番
号
を
つ
け
て
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
、
そ
の
文
体
に

注
目
し
た
い
。
太
夫
が
伊
美
諾
流
に
つ
い
て
説
明
し
て
く
れ
る
言
葉
は
、
私
な

ど
に
も
わ
か
り
や
す
い
よ
う
に
と
、
そ
れ
こ
そ
現
代
的
・
日
常
的
な
言
い
回
し

を
使
っ
て
く
れ
る
の
だ
が
、
そ
の
う
ち
に
い
つ
の
ま
に
か
祭
文
や
唱
え
言
の
調

子
そ
の
ま
ま
に
な
っ
て
し
ま
う
の
だ
。
も
っ
と
も
太
夫
た
ち
は
、
祈
祷
で
一
番

Ｈ
け
が
ら
い
け
し
㈲
こ
り
く
ば
り
目
祓
い
五
つ
か
。
七
つ
か
。
式
の
歌
神

途
で
神
迎
へ
。
㈲
み
て
ぐ
ら
祈
り
。
国
祭
文
。
え
ぶ
す
。
荒
神
。
地
神
。

ど
ん
く
う
。
伊
芙
諾
。
山
の
神
。
水
神
。
天
神
。
セ
ツ
の
祭
文
を
読
む
。

「
天
神
の
祭
文
は
鎮
め
を
頼
む
也
」
縁
切
り
祈
り
。
読
割
祈
。
た
た
き
集
。

祓
い
集
め
。
総
縁
切
り
祓
い
集
め
て
。
唐
士
極
問
の
尊
（
太
夫
）
様
に
頼

ん
で
。
御
九
じ
。
を
見
る
。
御
九
じ
が
揃
え
ば
。
唐
土
極
問
の
（
太
夫
）

に
礼
儀
と
し
て
。
尺
寸
返
し
の
祭
文
を
読
む
。
又
縁
切
を
す
る
。
そ
し

て
。
九
じ
を
見
て
よ
ろ
し
け
れ
ば
。
送
り
鎮
め
を
高
田
の
王
子
様
に
頼
ん

で
送
り
鎮
め
る
（
必
伝
ア
リ
・
九
伝
ア
リ
・
家
伝
ア
リ
）
神
送
り
以
上
と

で
送
り
鎮
め
る
○

な
っ
て
居
り
ま
す
。

重
要
な
の
は
、
次
第
の
順
序
を
正
確
に
守
る
こ
と
だ
と
も
い
う
。
順
序
と
お
り

進
行
す
る
儀
礼
の
言
葉
と
、
そ
の
順
序
を
説
明
す
る
言
葉
の
秩
序
と
が
矛
盾
し

て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
彼
ら
に
と
っ
て
「
神
」
と
直
接
に
交
渉
す
る
過

（ｕ）

程
が
い
か
に
デ
リ
ケ
ー
ト
な
も
の
で
あ
る
か
を
あ
ら
わ
し
て
い
よ
う
。
太
夫
た

ち
が
じ
か
に
接
触
す
る
神
々
が
、
け
っ
し
て
単
一
な
世
界
観
に
還
元
で
き
な
い

重
層
的
な
世
界
の
中
に
生
き
て
い
る
姿
、
と
い
っ
て
も
よ
い
。

さ
て
「
取
り
分
け
」
儀
礼
で
中
心
に
な
る
の
は
㈲
の
「
ゑ
て
ぐ
ら
祈
り
」
で

あ
る
。
そ
れ
は
「
す
そ
」
と
い
う
諸
々
の
罪
稜
れ
を
世
界
の
中
か
ら
「
ゑ
て
ぐ

ら
」
の
元
に
謂
ゑ
集
め
て
く
る
こ
と
を
具
現
化
す
る
マ
ジ
ヵ
ル
・
パ
フ
ォ
ー
マ

ン
ス
で
あ
っ
た
。
ま
ず
「
法
の
枕
」
（
一
斗
二
升
の
米
が
入
っ
た
円
い
容
器
）

と
「
ゑ
て
ぐ
ら
」
と
呼
ば
れ
る
二
つ
の
祭
壇
を
用
意
す
る
。
そ
し
て
太
夫
た
ち

て
ん
げ
し
よ
う
し
そ
く

が
山
ノ
神
幣
・
水
神
幣
・
天
刑
星
幣
・
四
足
幣
・
す
そ
幣
・
六
道
幣
な
ど
の
御

幣
を
「
法
の
枕
」
に
一
本
一
本
刺
し
な
が
ら
「
御
幣
立
て
」
と
い
う
唱
文
を
唱

え
て
い
く
。
と
き
お
り
錫
杖
を
ふ
り
鳴
ら
し
な
が
ら
、
ま
る
で
読
経
の
よ
う
な

調
子
で
謂
ま
れ
る
唱
文
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
長
く
な
る
が
全
文
を

あげよう。
幣
で
飾
れ
ば
、
こ
こ
は
へ
ぎ
が
元
と
も
な
り
給
ふ
。
幣
で
飾
れ
ば
、
こ
こ

は
伊
勢
は
神
明
、
高
天
原
、
御
祈
祷
殿
神
の
舞
台
と
な
り
給
ふ
。
幣
で
飾

れ
ば
、
ふ
ま
ぬ
し
氏
子
へ
取
り
て
は
、
十
二
が
方
か
ら
神
の
位
を
取
り
た

る
、
神
等
仏
の
位
を
取
り
た
る
か
御
尊
等
、
高
き
大
神
、
ひ
け
き
小
神
、

山
の
神
王
大
神
、
木
竹
に
木
霊
の
荒
神
、
半
徳
水
神
か
、
末
代
金
神
、
は

ぐ
ん
さ
す
神
、
大
金
神
の
ご
い
ぜ
ん
様
か
ら
、
お
叱
り
前
が
強
く
に
御
座

れ
ば
、
命
の
立
替
え
、
身
の
立
替
え
、
身
が
わ
り
、
ひ
け
い
に
、
へ
ぎ
や

飾
り
て
ま
い
ら
す
る
。
身
膚
は
離
れ
て
、
春
属
集
め
て
白
紙
御
幣
、
花
べ
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冒
頭
の
「
幣
で
飾
れ
ば
、
こ
こ
は
へ
ぎ
が
元
と
も
な
り
給
ふ
。
幣
で
飾
れ

ば
、
こ
こ
は
伊
勢
は
神
明
、
高
天
原
、
御
祈
祷
殿
神
の
舞
台
と
な
り
給
ふ
」
と

い
う
始
ま
り
か
ら
、
「
白
紙
御
幣
、
花
く
ら
、
花
ゑ
て
ぐ
ら
へ
、
御
遊
び
影
向

成
り
給
へ
」
と
結
ば
れ
る
形
を
見
れ
ば
、
ミ
テ
グ
ラ
に
神
を
降
ろ
し
迎
え
る
一

種
の
神
勧
請
の
詞
章
で
あ
っ
た
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
そ
こ
で
謂
承
迎
え
ら
れ

る
神
々
は
、
「
神
等
仏
の
位
を
取
り
た
る
か
御
尊
等
、
高
き
大
神
、
ひ
け
き
小

神
、
山
の
神
王
大
神
、
木
竹
に
木
霊
の
荒
神
、
半
徳
水
神
か
、
末
代
金
神
、
は

ぐ
ん
さ
す
神
、
大
金
神
の
ご
い
ぜ
ん
様
」
と
い
っ
た
山
や
川
な
ど
の
土
地
神
の

ら
、
花
ゑ
て
ぐ
ら
へ
、
御
遊
び
影
向
成
り
給
へ
・

幣
で
飾
れ
ば
、
ふ
ま
主
病
者
へ
取
り
て
は
、
十
二
が
方
か
ら
空
を
通
れ

む
つ
ら
お
う
や
つ
ら
お
う

ば
、
通
り
者
、
六
面
王
、
八
面
王
、
に
や
、
や
ぎ
り
夜
行
人
、
空
の
お
じ

ぐ
ひ
ん

や
に
、
天
の
魔
群
、
さ
ん
か
の
四
足
、
芝
天
狗
、
狗
賓
の
化
け
者
、
山
主

魔
性
、
川
主
魔
性
、
木
竹
の
化
性
、
魔
群
魔
性
、
山
ふ
さ
ぎ
、
川
象
さ

も
り
め

ぎ
、
道
承
さ
き
、
王
の
承
さ
き
、
主
元
守
目
の
祓
う
た
守
目
の
承
さ
き
、

お
ん
ど
ん
な
さ
れ
た
お
ん
ど
ん
承
さ
き
、
ち
よ
わ
い
な
さ
れ
た
ち
よ
わ
い

神
、
し
ほ
れ
神
、
し
ほ
れ
仏
、
三
万
三
千
五
百
四
十
四
人
の
童
子
に
死

神
、
塵
神
、
塵
巻
属
、
節
神
、
昔
、
中
頃
、
今
当
代
の
、
南
無
す
そ
神
祇

に
、
ほ
う
の
き
ゑ
さ
き
、
ゆ
う
た
か
、
ゆ
う
た
か
承
さ
き
、
狗
神
、
猿

神
、
猿
回
し
、
式
法
き
る
ま
、
す
い
か
ん
、
長
縄
、
四
足
、
生
霊
、
死

霊
、
邪
魔
外
道
に
、
霊
気
り
ょ
う
承
さ
き
者
に
、
行
き
合
い
強
く
に
御
座

れ
ば
、
命
の
立
替
え
に
白
紙
御
幣
、
花
く
ら
、
花
ゑ
て
ぐ
ら
も
取
り
と
う

立
て
、
ひ
け
い
に
ょ
ら
め
て
出
ま
い
ら
し
た
。
身
盧
を
離
れ
て
、
唐
よ
を

離
れ
て
、
春
属
集
め
て
、
白
紙
御
幣
、
花
く
ら
、
花
ゑ
て
ぐ
ら
へ
さ
ら
さ

（辺）

ら
御
遊
び
影
向
成
り
給
へ
。

類
い
と
い
え
る
。

し
か
し
こ
の
唱
文
が
単
な
る
神
勧
請
で
は
な
い
こ
と
は
、
「
お
叱
り
前
が
強

く
に
御
座
れ
ば
」
と
か
「
身
層
は
離
れ
て
」
と
い
っ
た
表
現
か
ら
す
ぐ
に
わ
か

る
。
い
わ
ば
人
に
災
厄
や
疫
病
を
も
た
ら
し
た
り
す
る
凶
荒
な
．
〈
ワ
ー
と
し
て

表
象
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
士
地
神
に
続
い
て
「
通
り

者
、
六
面
王
、
八
面
王
、
に
や
、
や
ぎ
り
夜
行
人
」
「
芝
天
狗
、
狗
賓
の
化
け

者
、
山
主
魔
性
、
川
主
魔
性
、
木
竹
の
化
性
」
と
い
っ
た
妖
怪
、
魔
物
の
類

い
、
「
さ
ん
か
の
四
足
」
「
狗
神
、
猿
神
、
長
縄
（
蛇
）
」
と
い
っ
た
掻
き
物
、
ま

た
「
生
霊
、
死
霊
、
邪
魔
外
道
、
霊
気
承
さ
き
」
と
い
っ
た
死
霊
、
悪
霊
の
類

い
な
ど
が
、
「
身
膚
を
離
れ
て
、
膚
よ
を
離
れ
て
」
ミ
テ
グ
ラ
の
元
に
諦
承
集

め
ら
れ
て
い
く
と
こ
ろ
に
は
っ
き
り
と
具
現
し
て
い
よ
う
。
人
間
の
身
体
や
山

川
の
自
然
に
ひ
そ
む
「
す
そ
」
と
呼
ば
れ
る
．
〈
ワ
ー
の
生
々
し
い
姿
が
こ
こ
に

見
て
取
れ
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
ミ
テ
グ
ラ
の
元
に
謂
承
集
め
ら
れ
た
物
ど
も
の
正
体
は
も
は
や

判
然
と
し
な
い
も
の
が
多
い
が
、
物
部
村
の
深
い
山
々
に
住
ま
う
妖
怪
や
精
霊

の
類
い
で
あ
る
こ
と
は
た
し
か
で
あ
ろ
う
。
「
取
り
分
け
」
祈
祷
と
は
、
だ
か

ら
山
や
川
に
ひ
そ
む
力
と
の
交
感
と
い
え
る
。
ち
な
承
に
「
六
面
王
」
「
八
面

王
」
は
ヤ
マ
タ
ノ
オ
ロ
チ
の
よ
う
な
大
蛇
と
さ
れ
、
つ
い
最
近
ま
で
物
部
村
の

山
盈
で
実
際
に
見
た
と
か
、
そ
れ
を
打
ち
殺
し
て
葬
っ
た
墓
が
あ
ち
こ
ち
に
あ

る
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
興
味
深
い
の
は
、
そ
れ
ら
が
山
々
を
渡
り
歩

い
て
い
る
木
地
師
の
伝
承
と
結
び
つ
い
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
六
面
王
・
八

面
王
が
殺
さ
れ
埋
め
ら
れ
た
墓
は
五
尺
余
り
あ
る
横
に
長
い
墓
で
、
そ
う
し
た

墓
は
木
地
師
た
ち
が
も
っ
て
い
る
横
長
の
免
許
状
を
一
緒
に
埋
め
た
跡
だ
っ
た

（週）

と
も
伝
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
。
ま
た
木
地
師
と
八
面
王
と
の
繋
が
り
は
、
彼
ら

が
八
面
王
を
描
い
た
掛
け
軸
を
自
ら
の
「
宝
」
と
し
て
持
ち
歩
い
て
い
た
と
い
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（皿）

う
伝
承
に
窺
え
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
六
面
王
や
八
面
王
が
村
人
に
災

厄
や
凶
事
を
な
す
こ
と
は
「
木
地
の
怒
り
」
と
も
い
う
の
で
あ
る
。
八
面
王
の

伝
承
が
山
々
に
自
生
す
る
妖
怪
（
土
地
の
精
霊
）
で
は
な
く
、
山
々
を
渡
り
巡

る
者
た
ち
に
結
び
つ
い
て
い
る
と
こ
ろ
は
注
目
さ
れ
る
。
そ
れ
は
先
の
詞
章
で

「
十
二
が
方
か
ら
空
を
通
れ
ば
、
通
り
者
…
…
」
と
語
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に

も
呼
応
し
よ
う
。
太
夫
が
相
手
に
し
て
い
る
の
は
、
け
っ
し
て
共
同
体
の
中
で

常
在
す
る
物
で
は
な
か
っ
た
わ
け
だ
。

こ
の
こ
と
は
、
彼
ら
が
儀
礼
の
中
で
交
渉
し
て
い
る
相
手
が
、
「
神
」
に
た

い
す
る
「
妖
怪
」
「
魔
物
」
「
悪
霊
」
な
ど
と
分
類
さ
れ
る
存
在
で
は
な
い
こ
と

と
通
底
し
て
い
く
。
相
手
に
向
け
た
交
信
の
言
葉
が
ま
ず
、
「
幣
で
飾
れ
ば
、

こ
こ
は
伊
勢
は
神
明
、
高
天
原
、
御
祈
祷
殿
神
の
舞
台
と
な
り
給
ふ
」
と
い
っ

た
神
々
を
招
き
降
ろ
す
よ
う
な
調
子
で
始
め
ら
れ
る
よ
う
に
、
太
夫
た
ち
は
あ

く
ま
で
も
一
-
神
」
に
向
け
て
交
信
を
発
し
て
い
る
。
そ
し
て
「
高
き
大
神
、
ひ

け
き
小
神
、
山
の
神
王
大
神
、
木
竹
に
木
霊
の
荒
神
、
半
徳
水
神
か
、
末
代
金

神
」
か
ら
「
通
り
者
、
六
面
王
、
八
面
王
」
や
「
生
霊
、
死
霊
、
邪
魔
外
道
、

霊
気
承
さ
き
」
な
ど
が
一
応
順
序
立
て
て
謂
承
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
実

際
に
祈
祷
を
行
な
う
太
夫
た
ち
は
、
「
取
り
分
け
」
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
相

手
が
出
て
く
る
か
は
．
回
一
回
祈
っ
て
ふ
ん
こ
と
に
は
わ
か
ら
ん
」
と
平
然

と
語
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
彼
ら
が
御
幣
を
切
り
だ
し
た
あ
と
の
「
切

り
く
ず
」
を
大
切
に
し
て
い
る
こ
と
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
切
り
く
ず
は
そ

の
ま
ま
捨
て
ず
に
、
き
ち
ん
と
ま
る
め
て
、
ミ
テ
グ
ラ
の
元
に
納
め
ら
れ
る
。

「
御
幣
」
と
い
う
形
の
定
ま
っ
た
神
灸
に
た
い
し
て
、
幣
の
切
り
く
ず
が
、
そ

れ
こ
そ
一
回
一
回
祈
る
中
で
出
現
し
て
く
る
正
体
不
明
の
相
手
に
た
い
す
る

「
幣
」
の
役
目
を
す
る
か
ら
だ
と
い
う
。
だ
か
ら
村
人
た
ち
は
、
御
幣
の
切
り

く
ず
を
恐
れ
て
、
け
っ
し
て
触
れ
よ
う
と
し
な
い
の
だ
。
以
上
の
こ
と
は
、
彼

ら
が
接
し
、
交
渉
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
相
手
が
諺
そ
れ
こ
そ
未
知
の
不
確
定

な
領
域
に
ま
で
及
ん
で
し
ま
う
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
け
っ
し
て
「
神

／
妖
怪
」
と
明
確
に
区
別
で
き
る
よ
う
な
存
在
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

「
取
り
分
け
」
の
進
行
が
、
「
承
て
ぐ
ら
祈
り
」
か
ら
「
縁
切
り
祈
り
。
読
割

祈
。
た
た
き
集
。
祓
い
集
め
。
総
縁
切
り
祓
い
集
め
」
と
い
う
具
合
に
続
く
の

は
、
「
ゑ
て
ぐ
ら
祈
り
」
の
中
で
謂
み
あ
げ
ら
れ
た
神
霊
た
ち
だ
け
で
は
完
了

し
な
い
、
未
知
の
相
手
を
捜
し
求
め
て
い
る
様
を
如
実
に
あ
ら
わ
し
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
儀
礼
は
「
唐
土
掘
間
の
尊
（
太
夫
）
様
に
頼
ん
で
。
御

九
じ
。
を
見
る
」
と
展
開
す
る
。
「
御
九
じ
」
（
ミ
ク
ジ
）
と
は
、
具
体
的
に
は

太
夫
が
手
に
し
て
い
る
数
珠
を
く
く
っ
て
、
そ
の
玉
の
数
か
ら
「
す
そ
」
が
残

り
な
く
「
ゑ
て
ぐ
ら
」
の
元
に
諦
象
集
め
ら
れ
た
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
の
で

あ
る
。
そ
こ
に
は
太
夫
た
ち
が
儀
礼
の
中
で
交
渉
す
る
相
手
が
、
未
知
で
不
可

視
な
世
界
に
ま
で
及
ぶ
こ
と
、
そ
の
交
渉
の
プ
ロ
セ
ス
を
「
ミ
ク
ジ
」
で
一
回

一
回
確
認
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
が
果
た
し
て
成

功
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
、
太
夫
の
手
に
か
か
っ
て
い
る
と
同
時
に
彼
の
裁
量

や
操
作
を
こ
え
た
と
こ
ろ
で
決
定
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
よ
う
。
こ
の
よ

う
に
し
て
太
夫
た
ち
が
送
り
鎮
め
る
相
手
は
「
す
そ
」
と
呼
ば
れ
る
わ
け
だ
。

４
「
す
そ
」
と
い
う
問
題

伊
美
諾
流
に
お
け
る
「
す
そ
」
と
い
う
言
葉
が
呪
い
調
伏
の
「
呪
誼
」
と
関

（巧）

わ
っ
て
い
た
こ
と
は
、
す
で
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
「
取
り
分
け
」
の
要

め
に
請
ま
れ
る
「
尺
寸
（
釈
尊
）
返
し
の
祭
文
」
が
別
名
「
す
そ
の
祭
文
」
と

呼
ば
れ
、
呪
誼
の
起
源
と
そ
の
鎮
め
を
語
る
祭
文
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
も
そ
れ

は
わ
か
る
。
祭
文
の
中
で
呪
誼
神
を
操
り
、
そ
れ
を
送
り
鎮
め
た
「
唐
土
じ
よ

う
も
ん
の
尊
」
と
い
う
人
物
が
、
伊
笑
諾
流
の
太
夫
た
ち
の
始
祖
と
さ
れ
て
い
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特集・方法としての祭
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
だ
か
ら
と
い
っ
て
「
取
り
分
け
」
祈
祷
が
扱
う
「
す

そ
」
が
、
呪
い
調
伏
の
「
呪
誼
」
そ
の
も
の
を
意
味
し
て
い
な
い
こ
と
も
、
今
ま

で
見
て
き
た
中
で
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
「
す
そ
」
は
罪
穣
れ
・
魔
性

魔
物
と
い
っ
た
言
葉
で
説
明
付
け
ら
れ
る
。
し
か
し
太
夫
た
ち
に
と
っ
て
「
す

そ
と
は
何
か
」
と
い
う
説
明
の
言
葉
は
、
そ
こ
で
論
む
「
釈
尊
返
し
の
祭
文
」

の
中
に
し
か
な
か
っ
た
点
に
注
目
し
た
い
。

「
取
り
分
け
」
祈
祷
の
要
め
に
話
ま
れ
る
「
釈
尊
返
し
の
祭
文
」
は
、
呪
誼

の
由
来
を
語
る
祭
文
で
も
あ
っ
た
。
太
夫
た
ち
に
と
っ
て
の
「
呪
誼
」
（
す
そ
）

が
な
ん
で
あ
っ
た
か
を
明
瞭
に
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
祭
文
の
中
で
は
ま

ず
互
い
に
争
っ
て
い
る
当
時
者
で
あ
る
「
大
婆
殿
の
后
」
が
「
釈
尊
」
に
呪
い

調
伏
の
術
を
か
け
る
の
だ
が
、
釈
尊
の
ほ
う
が
正
当
な
立
場
で
あ
っ
た
の
で

「
答
な
き
釈
尊
殿
の
儀
」
で
あ
る
か
ら
、
調
伏
は
効
き
目
が
な
い
。
そ
こ
で
大

婆
殿
の
后
は
通
り
か
か
っ
た
「
唐
土
じ
ょ
も
ん
巫
殿
」
を
財
物
で
雇
っ
て
調
伏

を
依
頼
す
る
。
彼
が
呪
い
調
伏
を
か
け
る
と
釈
尊
は
病
い
に
な
っ
て
し
ま
う
。

次
に
唐
土
じ
ょ
も
ん
巫
は
、
釈
尊
の
側
か
ら
「
調
伏
返
し
」
の
術
を
使
う
こ
と

を
頼
ま
れ
る
と
同
じ
よ
う
に
財
物
を
受
け
取
っ
て
そ
の
術
を
使
う
。
そ
し
て
今

度
は
大
婆
殿
の
后
が
外
に
出
ら
れ
な
い
よ
う
な
病
気
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ

る。物
語
り
の
中
で
語
ら
れ
る
「
呪
い
調
伏
」
を
使
う
唐
士
じ
ょ
も
ん
巫
は
、
い

わ
ば
金
で
雇
わ
れ
る
こ
と
で
ど
ち
ら
の
側
に
も
つ
い
て
し
ま
う
、
と
ん
で
も
な

い
人
物
の
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
伊
美
諾
流
の
太
夫
た
ち
に
と
っ
て
は
、
こ

の
人
物
こ
そ
を
自
ら
の
術
の
も
っ
と
も
重
要
な
始
祖
と
考
え
て
い
る
の
だ
。
こ

こ
に
は
彼
ら
が
耳
を
そ
ば
だ
て
て
い
る
こ
と
と
、
我
々
の
側
の
そ
れ
と
が
異
な

っ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
よ
う
。
妬
永
や
恨
承
で
争
っ
て
い
る

当
事
者
と
は
ま
っ
た
く
違
う
論
理
の
中
に
い
る
こ
と
で
、
つ
ま
り
ど
ち
ら
が
善

で
ど
ち
ら
が
悪
と
い
っ
た
倫
理
観
と
は
別
の
世
界
に
立
つ
こ
と
で
初
め
て
、

「
呪
文
の
術
」
の
効
果
を
あ
ら
わ
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

祭
り
の
間
の
休
憩
時
間
な
ど
で
、
太
夫
た
ち
は
私
な
ど
余
所
者
の
い
る
前
で

も
わ
り
と
平
然
と
「
呪
い
調
伏
」
に
関
わ
る
よ
う
な
話
を
し
て
い
る
。
例
え
ば

あ
る
太
夫
が
、
壁
に
吊
る
し
て
お
い
た
背
広
の
背
が
何
か
鋭
利
な
刃
物
で
切
り

付
け
ら
れ
た
よ
う
な
跡
が
あ
っ
た
と
い
う
と
、
そ
の
師
匠
に
あ
た
る
太
夫
が
即

座
に
そ
れ
は
「
天
神
金
切
り
の
法
」
に
よ
る
も
の
だ
ろ
う
と
答
え
る
。
そ
し
て

そ
の
後
で
「
呪
文
と
い
う
の
は
こ
わ
い
も
の
だ
か
ら
：
：
：
」
と
、
自
分
た
ち
が

伝
え
て
い
る
法
術
の
．
〈
ワ
ー
が
い
か
に
す
ご
い
も
の
で
あ
り
、
そ
の
取
り
扱
い

に
は
細
心
の
注
意
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
、
師
匠
が
弟
子
た
ち
に
「
講
義
」
す

る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
彼
ら
の
話
を
聞
い
て
い
る
と
、
「
呪
い
調
伏
」
と
か

「
呪
誼
」
と
か
い
っ
た
こ
と
が
、
個
人
的
な
恨
承
や
妬
承
な
ど
か
ら
発
生
す
る

の
と
は
違
う
体
系
の
中
に
あ
る
こ
と
が
感
じ
ら
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り

ブ
ラ
ッ
ク
マ
ジ
ッ
ク
／
ホ
ワ
イ
ト
マ
ジ
ッ
ク
と
区
別
す
る
世
界
観
と
は
別
の
世

界
認
識
の
中
に
、
彼
ら
の
「
呪
文
の
術
」
が
あ
る
よ
う
な
の
だ
。
太
夫
た
ち
に

と
っ
て
「
呪
い
調
伏
」
と
か
「
呪
誼
」
と
か
に
つ
い
て
話
す
こ
と
は
、
自
分
た

ち
が
身
に
付
け
て
い
る
法
術
の
神
秘
的
な
効
果
を
確
認
し
あ
う
よ
う
な
意
味
を

持
っ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
そ
の
話
は
「
伊
美
諾
流
と
は
何
か
」
と
い
っ
た
こ

と
に
つ
い
て
の
、
師
匠
か
ら
の
講
義
の
よ
う
に
な
る
。
よ
う
す
る
に
「
伊
芙
諾

流
」
の
マ
ジ
カ
ル
。
ハ
ワ
ー
が
も
っ
と
も
濃
密
に
発
揮
さ
れ
る
の
が
、
結
果
的
に

は
「
呪
い
調
伏
」
と
呼
ば
れ
る
領
域
だ
っ
た
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

い
う
ま
で
も
な
く
こ
の
こ
と
は
、
「
取
り
分
け
」
の
中
で
交
渉
す
る
諸
灸
の

神
霊
が
、
神
／
妖
怪
と
二
分
さ
れ
な
い
よ
う
な
、
未
知
で
不
確
定
な
存
在
で
あ

っ
た
こ
と
と
呼
応
す
る
。
太
夫
た
ち
が
「
祈
っ
て
ゑ
ん
こ
と
に
は
何
が
出
て
く

る
か
わ
か
ら
ん
」
と
語
る
よ
う
な
、
一
回
一
回
交
渉
す
る
プ
ロ
セ
ス
の
中
で
現
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伊美諾流の祭祀儀礼
出
し
て
く
る
人
間
の
身
体
や
山
川
の
自
然
に
ひ
そ
む
．
ハ
ワ
ー
だ
か
ら
、
そ
れ
を

「
す
そ
」
と
呼
ん
で
い
る
わ
け
だ
。

５
再
び
「
方
法
と
し
て
の
祭
り
」
に
つ
い
て

と
こ
ろ
で
「
伊
美
諾
流
」
の
信
仰
世
界
や
儀
礼
次
第
は
、
歴
史
的
に
は
中
世

期
を
遡
る
こ
と
は
で
き
ず
、
し
た
が
っ
て
そ
こ
か
ら
見
え
て
く
る
祭
祀
の
イ

メ
ー
ジ
は
「
古
代
」
の
も
の
で
は
な
く
あ
く
ま
で
も
中
世
的
な
祭
祀
で
し
か
な

い
、
と
い
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
は
そ
の
通
り
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
無

媒
介
に
「
古
代
的
」
な
も
の
を
導
い
て
く
る
こ
と
は
危
険
だ
。
し
か
し
と
同
時

に
、
そ
う
い
っ
た
と
き
の
「
古
代
」
と
は
い
か
な
る
も
の
な
の
か
、
何
を
元
に

し
て
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
た
も
の
な
の
か
が
問
わ
れ
て
く
る
は
ず
だ
。
つ
ま
り
そ
の

問
い
こ
そ
が
私
に
と
っ
て
の
「
方
法
と
し
て
の
祭
り
」
で
あ
っ
た
。

「
伊
美
諾
流
」
の
祭
祀
に
お
い
て
祭
り
の
担
い
手
で
あ
る
太
夫
た
ち
は
、
村

や
家
の
祭
り
に
雇
わ
れ
る
存
在
と
な
っ
て
い
る
。
彼
ら
は
村
人
か
ら
依
頼
さ
れ

る
と
祭
具
や
衣
装
を
入
れ
た
ス
ー
ツ
ケ
ー
ス
を
ひ
も
で
背
中
に
括
り
付
け
て
山

道
を
歩
い
て
や
っ
て
く
る
。
そ
し
て
祭
り
が
無
事
に
す
み
、
自
分
た
ち
の
役
目

が
お
わ
る
と
、
村
人
た
ち
の
祝
い
（
直
会
）
の
席
の
途
中
で
、
「
い
と
ま
ご
い

（妬）

の
歌
」
（
家
ぽ
め
の
歌
）
を
う
た
い
な
が
ら
、
す
ぷ
や
か
に
去
っ
て
ゆ
く
。
も

ち
ろ
ん
現
在
は
太
夫
た
ち
も
村
の
定
住
者
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
祭
り
の
中
で

の
太
夫
た
ち
と
村
人
と
の
関
係
か
ら
わ
か
る
こ
と
は
、
祭
り
と
い
う
も
の
が
外

か
ら
入
っ
て
く
る
宗
教
者
、
例
え
ば
陰
陽
師
で
あ
り
、
修
験
者
で
あ
り
と
い
っ

た
人
々
に
よ
っ
て
担
わ
れ
る
こ
と
で
、
絶
え
ず
「
変
容
」
し
て
い
く
と
こ
ろ
で

あ
る
。
こ
の
こ
と
は
最
初
に
土
地
に
発
生
し
た
祭
り
が
あ
っ
て
、
後
に
歴
史
的

に
変
貌
し
て
い
っ
た
と
い
う
よ
り
も
、
〈
祭
り
〉
と
い
う
神
々
と
の
交
渉
の
プ
ロ

セ
ス
そ
の
も
の
が
け
っ
し
て
一
義
的
に
、
原
型
的
に
決
定
さ
れ
た
も
の
で
は
あ

り
え
な
い
こ
と
、
新
た
な
「
神
」
と
の
交
渉
に
よ
っ
て
不
断
に
流
動
し
て
い
く

も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
そ
れ
は
神
を
と
の
交
信
が
一
定
の
回
路

を
も
ち
な
が
ら
、
し
か
し
そ
れ
に
納
ま
り
き
れ
な
い
、
も
っ
と
不
可
則
で
掴
承

所
の
な
い
相
手
が
出
現
し
て
く
る
と
い
う
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。
お
そ
ら
く
こ
う
し
た
〈
祭
り
〉
の
イ
メ
ー
ジ
は
「
古
代
」
の
世
界
を
も
貫

通
す
る
と
い
え
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
原
型
的
な
「
共
同
体
」
（
個
体
と
共
同

性
の
絶
対
的
矛
盾
）
と
い
う
概
念
の
自
己
完
結
性
を
揺
さ
振
っ
て
く
る
も
の
と

してである。

そ
れ
に
し
て
も
私
に
と
っ
て
「
伊
芙
諾
流
」
と
の
出
逢
い
か
ら
〈
祭
り
〉
を

見
る
こ
と
は
、
い
わ
ゆ
る
「
不
変
の
民
俗
」
と
か
「
伝
統
社
会
」
い
う
発
想
か

ら
祭
り
を
観
察
し
記
述
す
る
「
民
俗
学
者
」
や
「
人
類
学
者
」
と
は
違
う
関
係

を
、
〈
祭
り
〉
に
た
い
し
て
持
つ
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
神
々

と
の
交
渉
の
た
だ
中
を
生
き
る
宗
教
者
の
技
術
や
知
識
に
、
「
民
俗
」
や
「
伝

承
」
と
し
て
記
述
す
る
の
で
は
な
く
、
ま
さ
し
く
自
ら
の
身
体
感
覚
や
意
識
の

変
容
の
問
題
と
し
て
ど
れ
だ
け
接
近
し
う
る
か
Ｉ
。
と
り
あ
え
ず
は
、
「
共
同

性
」
や
「
外
部
」
な
ど
と
い
う
概
念
化
さ
れ
た
く
神
〉
を
自
ら
の
文
体
か
ら
消

、

、

し
て
い
く
こ
と
、
と
い
っ
て
よ
い
。
文
体
と
は
、
そ
れ
こ
そ
神
々
と
交
渉
す
る

身
体
技
法
の
よ
う
な
も
の
だ
か
ら
。

注
（
１
）
こ
の
方
法
が
古
橋
信
孝
「
万
葉
集
を
読
み
な
お
す
』
、
『
古
代
和
歌
の
発
生
』
に

お
い
て
達
成
さ
れ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

（
２
）
「
民
俗
学
的
方
法
」
に
つ
い
て
は
、
斎
藤
「
民
俗
学
的
研
究
」
（
森
淳
司
編
『
万

葉
集
研
究
入
門
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
』
一
九
八
八
年
）
で
、
そ
の
問
題
点
に
つ
い
て
述

べた。

（
３
）
こ
の
あ
た
り
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
斎
藤
「
文
学
発
生
論
の
現
在
ｌ
〈
共
同
性
〉

概
念
の
検
証
と
し
て
」
（
『
国
文
学
』
一
九
八
九
年
一
月
号
）
、
「
逆
言
・
狂
言
と
挽

歌
」
（
セ
ミ
ナ
ー
古
代
文
学
詔
『
総
括
・
表
現
論
』
一
九
八
九
年
十
二
月
）
で
論
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特集・方法としての祭

じた。

（
４
）
冬
祭
り
に
つ
い
て
は
、
藤
木
典
子
「
坂
部
の
冬
祭
り
試
論
」
（
『
神
語
り
研
究
』

一
号
、
一
九
八
六
年
）
が
現
在
も
っ
と
も
水
準
の
高
い
研
究
成
果
で
あ
る
。

（
５
）
牛
頭
天
王
に
つ
い
て
は
花
祭
り
の
祭
文
の
一
つ
で
あ
る
「
牛
頭
天
王
島
渡
り
祭

文
」
の
徹
底
し
た
解
読
が
、
山
本
ひ
ろ
子
「
異
神
の
像
容
ｌ
牛
頭
天
王
島
渡
り
祭

文
の
世
界
」
（
『
神
語
り
研
究
」
一
号
、
一
九
八
六
年
）
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
て

い
る
。
同
時
に
そ
れ
は
従
来
の
花
祭
り
研
究
を
塗
り
変
え
る
よ
う
な
視
点
を
提
出

し
、
研
究
の
新
た
な
画
期
を
な
し
て
い
る
。

（
６
）
呉
哲
男
「
王
権
」
（
『
古
代
文
学
』
記
号
、
一
九
八
九
年
三
月
）
な
ど
。

（
７
）
小
松
和
彦
「
い
ざ
な
ぎ
流
・
地
神
の
祭
文
ｌ
若
干
の
検
討
と
資
料
」
（
「
社
会
人

類
学
年
報
』
第
三
巻
、
一
九
七
九
年
）
．
い
ざ
な
ぎ
の
祭
文
」
と
「
山
の
神
の
祭

文
」
ｌ
い
ざ
な
ぎ
流
祭
文
の
背
景
と
考
察
」
（
山
岳
宗
教
史
研
究
叢
書
坊
『
修
験

道
の
美
術
・
芸
能
・
文
学
』
一
九
八
一
年
）
、
『
懇
霊
信
仰
論
』
（
一
九
八
二
年
）
、

「
呪
誼
神
再
考
」
「
現
代
思
想
」
一
九
八
四
年
七
月
号
、
「
い
ざ
な
ぎ
流
祭
文
研
究

覚
帖
」
（
「
春
秋
』
一
九
八
九
年
。
八
月
九
月
合
併
号
、
十
月
号
十
一
月
号
連
載

中
）
な
ど
の
成
果
。
ま
た
祭
文
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
テ
キ
ス
ト
の
翻
刻
は
、
吉
村
淑
甫

「
い
ざ
な
ぎ
流
神
道
祭
文
集
」
（
『
土
佐
民
俗
』
一
九
六
七
年
八
、
九
合
併
号
’
一

九
七
一
年
十
九
号
）
、
高
木
啓
夫
「
神
道
諸
法
伝
祭
文
集
」
（
『
土
佐
民
俗
・
共
同
採

集
報
告
１
』
一
九
六
九
年
）
『
い
ざ
な
ぎ
流
御
祈
祷
』
一
’
三
（
一
九
七
九
年
’

一九八六年）など。

（
８
）
斎
藤
「
山
ノ
神
祭
文
考
」
（
『
神
語
り
研
究
』
三
号
、
一
九
八
九
年
）
で
そ
の
一

端に触れた。

（
９
）
「
取
り
分
け
」
祈
祷
の
次
第
に
つ
い
て
は
、
高
木
啓
夫
『
い
ざ
な
ぎ
流
御
祈
癬
』

一
九
七
九
年
、
小
松
、
前
掲
「
呪
狙
神
再
考
」
を
参
考
。

（
、
）
こ
う
し
た
視
点
か
ら
の
花
祭
り
論
の
最
近
の
成
果
と
し
て
は
、
上
野
誠
「
〈
花

祭
り
〉
と
天
狗
伝
承
」
（
『
民
俗
芸
能
研
究
』
九
号
、
一
九
八
九
年
）
と
い
う
論
文

がある。

（
ｕ
）
例
え
ば
祭
文
を
見
る
と
、
「
呪
文
に
字
落
ち
、
字
は
ず
れ
、
字
に
読
み
変
え
、

読
み
や
落
と
し
が
ご
ざ
ろ
う
共
、
昔
を
今
に
、
今
を
昔
に
交
い
て
、
し
っ
し
ょ
次

第
と
、
よ
き
喜
び
を
、
御
聞
き
入
れ
な
さ
れ
て
、
御
た
び
候
」
（
「
大
土
宮
神
本

地
」
）
と
い
っ
た
具
合
に
、
神
々
へ
の
言
葉
に
た
い
し
て
ひ
じ
ょ
う
に
神
経
を
使
う

様
子
が
窺
え
る
。
ま
た
太
夫
は
、
そ
の
言
葉
を
現
代
語
に
し
て
し
ま
っ
た
ら
、
神

様
と
言
葉
が
通
じ
な
く
な
る
と
も
い
っ
て
、
現
代
語
へ
の
ホ
ン
ャ
ク
を
嫌
う
の

だ。
（
岨
）
オ
リ
ジ
ナ
ル
テ
キ
ス
ト
は
高
木
、
前
掲
書
（
９
）
。
た
だ
し
引
用
に
さ
い
し
て
適

宜
漢
字
に
直
し
た
。

（
超
）
物
部
の
民
話
編
集
委
員
会
編
『
こ
れ
も
方
丈
も
の
が
た
り
』
一
九
八
五
年
。

（
Ｍ
）
前
出
の
太
夫
、
Ｎ
氏
に
よ
る
。

（
鴫
）
小
松
、
前
掲
「
呪
組
神
再
考
」

（
妬
）
こ
の
様
子
は
、
一
九
八
九
年
十
二
月
の
物
部
村
別
府
「
山
中
家
」
の
宅
神
祭
で

実
際
に
見
る
磯
会
を
得
た
。

ち
な
み
に
、
こ
う
し
た
太
夫
と
村
人
、
家
と
の
関
係
に
近
い
姿
は
、
長
野
県
遠

山
、
下
栗
の
霜
月
祭
に
お
け
る
「
三
太
夫
の
精
進
召
」
や
、
奥
三
河
小
林
の
花
祭

り
に
お
け
る
「
本
尊
門
立
」
と
い
う
次
第
の
中
に
も
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
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