
一

通
常
、
憑
霊
型
の
シ
ャ
ー
マ
ン
は
、
霊
的
存
在
（
神
霊
・
精
霊
・
そ
の
他
）
を
自
ら
の
身
体
に
招
い
た
り
、
離
し
た
り
す
る

こ
と
を
単
独
で
行
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
宗
教
者
の
中
に
は
、
霊
的
存
在
を
「
憑
け
る
者
」
と
「
憑
け
ら
れ
る
者
」
と
が
コ

ン
ビ
を
組
ん
で
儀
礼
を
執
行
し
、
単
独
の
シ
ャ
ー
マ
ン
と
同
じ
機
能
を
果
た
し
て
い
る
者
が
存
在
す
る
。

例
え
ば
、「
験
者
」
と
「
憑
坐
」
と
の
コ
ン
ビ
で
執
行
し
て
い
る
修
験
道
の
「
憑
祈
禱
」
や
、「
前
座
」
と
「
中
座
」
と
の
コ

ン
ビ
で
行
っ
て
い
る
木
曽
御
嶽
行
者
の
「
御
座
立
て
」、あ
る
い
は
「
日
蓮
宗
僧
侶
」
と
「
ヨ
リ
ダ
イ
（
寄
台
）」（
ま
た
は
「
ヨ

リ
（
寄
）」）
と
の
コ
ン
ビ
で
執
り
行
っ
て
い
る
「
ヨ
リ
カ
ジ
（
寄
加
持
）」
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
う
し
た
コ
ン
ビ
を
組
ん

で
行
っ
て
い
る
儀
礼
は
、
民
間
の
宗
教
者
の
間
で
も
見
ら
れ
る
が
、
彼
ら
の
場
合
に
は
特
定
の
名
称
を
欠
い
て
い
る
こ
と
が
多

い
。
こ
う
し
た
状
況
を
現
在
は
見
せ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
コ
ン
ビ
型
の
諸
儀
礼
は
、
元
来
、
奈
良
・
平
安
時
代
に
新
た
に
登

場
し
た
「
憑
祈
禱
」
と
呼
ば
れ
る
儀
礼
、
あ
る
い
は
「
憑
祈
禱
」
の
影
響
下
に
お
い
て
成
立
・
誕
生
し
た
も
の
で
あ
る
と
見
ら

れ
て
い
る（

1
）。
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か
つ
て
、
中
山
太
郎
氏
は
、
そ
の
著
『
日
本
巫
女
史
』
の
中
で
、「
憑
り
祈
禱
」
と
は
、「
一
名
の
男
女
（
又
は
子
供
）
を
、

憑
座
（
仲
座
、
御
弊
持
、
尸
童
、
乘
童
、
お
こ
う
さ
ま
、
一
ッ
者
、
護
法
實
、
護
法
付
、
護
因
坊
、
古
年
童
な
ど
と
も
云
ふ
）

と
定
め
、
こ
れ
に
神
を
祈
り
著
け
て
、
そ
の
者
の
口
よ
り
、
神
の
意
と
し
て
、
善
惡
吉
凶
等
を
語
ら
せ
る
方
法
で
あ
る
」
と
規

定
し
た
こ
と
が
あ
る
が（

2
）、

こ
の
コ
ン
ビ
型
が
登
場
す
る
以
前
に
お
い
て
は
、
例
え
ば
、
三
世
紀
頃
の
邪
馬
台
国
の
女
王
・
卑
弥

呼
の
よ
う
に
、
霊
媒
型
シ
ャ
ー
マ
ン
と
し
て
単
独
で
儀
礼
を
担
当
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
単
独
型
の
伝
統
は
、
そ
の

後
登
場
し
た
コ
ン
ビ
型
と
並
ん
で
、
現
在
に
継
承
さ
れ
て
い
る
。

近
年
、小
山
聡
子
氏
は
、コ
ン
ビ
型
の
登
場
に
つ
い
て
、『
天
台
南
山
無
動
寺
建
立
和
尚
伝
』
に
記
さ
れ
て
い
る
相
応
（
八
三
一

〜
九
一
八
）
に
よ
っ
て
内
裏
で
修
さ
れ
た
阿
尾
奢
法
が
、
憑
祈
禱
の
最
古
の
記
録
で
あ
る
と
指
摘
す
る
酒
向
伸
行
氏
の
見
解
に

触
れ
て
い
る
が（

3
）、

こ
う
し
た
憑
祈
禱
は
、
や
が
て
平
安
時
代
の
末
に
体
系
化
さ
れ
た
修
験
道
の
独
自
の
巫
術
と
し
て
日
本
宗
教

史
上
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る（

4
）。

以
上
の
よ
う
な
経
緯
を
考
慮
し
て
、
こ
の
小
文
の
タ
イ
ト
ル
で
は
「
憑
祈
禱
」
の
語
を
用
い
て
い
る
が
、
以
下
に
お
い
て
は
、

修
験
道
の
「
憑
祈
禱
」
を
再
考
す
る
の
で
は
な
く
、
コ
ン
ビ
を
組
ん
で
執
行
し
て
い
る
、
い
わ
ゆ
る
「
憑
祈
禱
形
式
の
儀
礼
」

に
つ
い
て
再
考
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
お
断
り
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い（

5
）。

二

ま
ず
、
事
例
を
挙
げ
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
よ
う
。

岩
手
県

石
市
の
周
辺
に
在
住
し
て
い
る
シ
ャ
ー
マ
ニ
ッ
ク
な
オ
ガ
ミ
ヤ
の
Ｌ
（
男
性
、
六
十
七
歳
）
は
、
巫
女
と
コ
ン
ビ

を
組
ん
で
憑
祈
禱
形
式
の
儀
礼
を
執
行
し
て
い
る
。
Ｌ
の
と
こ
ろ
で
は
、
こ
の
儀
礼
を
指
し
示
す
用
語
は
特
に
無
い
。
以
下
で
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は
、
昨
年
（
平
成
二
十
四
年
）
の
夏
（
八
月
十
八
日
）、
筆
者
が
実
見
し
た
儀
礼
に
つ
い
て
取
り
上
げ
る
も
の
で
あ
る
。
だ
が
、

実
は
こ
の
儀
礼
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
本
誌
の
前
号
（
三
十
一
号
）
で
報
告
済
み
な
の
で
あ
る（

6
）。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
全

く
同
じ
儀
礼
を
再
び
取
り
上
げ
る
の
は
、
次
の
よ
う
な
理
由
か
ら
で
あ
る
。

本
年
（
平
成
二
十
五
年
）
の
夏
（
八
月
十
八
日
）、
追
跡
調
査
を
実
施
し
た
際
に
、
前
号
で
発
表
し
た
儀
礼
の
解
釈
は
間
違

い
で
あ
る
こ
と
に
気
が
つ
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
発
端
は
、
こ
の
儀
礼
と
は
別
件
で
あ
っ
た
が
、
自
宅
で
フ
ィ
ー
ル
ド
・
ノ
ー

ト
を
読
み
返
し
て
い
た
時
、
ノ
ー
ト
に
記
載
し
て
い
た
内
容
に
つ
い
て
も
う
少
し
知
り
た
い
と
思
い
、
本
年
の
六
月
二
十
五
日

の
夜
、
Ｌ
に
電
話
を
か
け
て
み
た
の
で
あ
る
。
そ
の
時
、
話
が
多
方
面
に
及
び
、
新
し
い
情
報
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
そ

の
電
話
取
材
の
情
報
か
ら
、
前
号
発
表
し
た
内
容
は
間
違
っ
て
い
る
と
直
感
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
を
明
ら
か
に
し
た
い
こ

と
も
あ
っ
て
、
本
年
の
夏
、
追
跡
調
査
に
赴
い
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
結
果
は
予
想
通
り
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
以
下
で
は
、

憑
祈
禱
形
式
に
よ
る
儀
礼
の
実
際
に
つ
い
て
、
正
し
い
解
釈
を
施
す
と
と
も
に
、
Ｌ
と
巫
女
と
の
双
方
の
所
感
等
を
も
交
え
な

が
ら
、
改
め
て
取
り
上
げ
る
も
の
で
あ
る
。

【
事
例
】　

平
成
二
十
四
年
八
月
十
八
日
の
午
後
三
時
か
ら
憑
祈
禱
形
式
の
儀
礼
は
執
行
さ
れ
た
が
、
こ
の
時
の
依
頼
者
（
女

性
、
四
十
六
歳
）
は
、
東
京
で
生
ま
れ
育
ち
、
当
地
に
嫁
い
で
十
年
目
に
な
る
夫
人
で
あ
っ
た
。
彼
女
は
、
こ
の
日
、
東
京
の

実
母
よ
り
「
二
、
三
日
前
か
ら
、
身
体
の
具
合
が
悪
く
な
り
、
医
者
に
診
て
も
ら
っ
て
い
る
が
怠
く
て
た
ま
ら
な
い
」
と
い
う

メ
ー
ル
が
入
っ
た
の
で
、
Ｌ
を
訪
ね
て
き
た
の
だ
と
い
う
。

儀
礼
は
、「
Ｌ
」、「
巫
女
」、「
依
頼
者
」
の
三
人
が
祭
壇
の
前
に
坐
り
、
深
々
と
頭
を
下
げ
て
、
お
祈
り
を
捧
げ
る
こ
と
か

ら
始
め
ら
れ
た
。
お
祈
り
が
済
む
と
、
Ｌ
は
祭
壇
を
背
に
し
て
巫
女
と
対
坐
し
た
。
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こ
の
対
坐
し
た
時
の
状
況
に
つ
い
て
、
Ｌ
は
「
ま
ず
、
自
分
の
守
護
神
で
あ
る
揉
己
治
神
（
も
み
じ
が
み
）
を
自
ら
の
身
体

に
招
く
と
、
ヒ
ュ
ー
と
風
が
吹
い
て
き
た
よ
う
な
感
じ
と
な
り
、
揉
己
治
神
の
力
が
自
分
の
身
体
と
同
化
し
、
儀
礼
が
終
了
す

る
ま
で
自
分
は
揉
己
治
神
自
身
と
し
て
振
る
舞
っ
て
は
い
る
が
、
自
分
に
は
意
識
が
明
確
に
あ
る
の
で
、
霊
媒
の
状
態
と
は
異

な
っ
て
い
る
」
と
語
っ
て
く
れ
た
。

「
写
真
１
」（
筆
者
は
、
儀
礼
を
理
解
す
る
た
め
に
は
写
真
を
掲
載
し
た
方
が
効
果
的
で
あ
る
と
判
断
し
て
、
前
号
と
全
く
同

じ
写
真
を
使
用
す
る
こ
と
に
し
た
）
は
、
Ｌ
と
巫
女
と
が
対
坐
し
て
、
互
い
に
合
掌
を
し
て
い
る
姿
で
あ
る
。
こ
の
後
、
揉
己

治
神
の
力
と
同
化
し
た
Ｌ
が
、
大
声
で
『
祝
詞
』
を
唱
え
、
し
ば
ら
く
し
て
、
Ｌ
と
巫
女
は
、
同
時
に
「
エ
イ
ィ
」
と
気
合
い

を
か
け
た
。
す
る
と
、
巫
女
の
身
体
に
「
宇
迦
御
魂
（
う
が
の
み
た
ま
）」
が
憑
入
し
た
。

こ
の
時
の
感
覚
に
つ
い
て
、
Ｌ
は
「
大
声
で
『
祝
詞
』
を
唱
え
て
い
る
最
中
に
、〈
神
が
入
る
な
〉
と
感
じ
た
そ
の
時
、『
エ

イ
ィ
』
と
気
合
い
を
か
け
る
と
、
巫
女
の
頭
の
上
か
ら
、
ス
ー
と
身
体
に
神
が
入
っ
て
い
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
。

巫
女
の
口
か
ら
「
我
は
宇
迦
御
魂
で
あ
る
」
と
第
一
声
が
発
せ
ら
れ
る
と
、
Ｌ
と
依
頼
者
は
「
お
越
し
い
た
だ
き
、
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
す
」
と
御
礼
を
述
べ
た
（「
写
真
２
」）。
巫
女
に
憑
入
し
た
宇
迦
御
魂
は
「
お
酒
が
飲
み
た
い
」
と
所
望
し
、

Ｌ
は
、
別
の
巫
女
に
命
じ
て
、
日
本
酒
の
入
っ
た
一
升
瓶
と
グ
ラ
ス
を
用
意
さ
せ
、
Ｌ
自
身
が
グ
ラ
ス
に
日
本
酒
を
な
み
な
み

と
注
い
で
宇
迦
御
魂
（
＝
巫
女
）
に
渡
す
と
、
嬉
し
そ
う
に
「
あ
り
が
と
う
」
と
御
礼
を
言
い
、
美
味
し
そ
う
に
ゴ
ク
ゴ
ク
と

一
気
に
飲
み
ほ
し
た
。

そ
の
後
、
揉
己
治
神
（
＝
Ｌ
）
は
、
宇
迦
御
魂
に
依
頼
者
の
依
頼
用
件
を
伝
え
る
と
、
宇
迦
御
魂
は
「
東
京
の
母
親
が
本
当

に
怠
く
て
苦
し
ん
で
い
る
の
か
ど
う
か
、
様
子
を
見
て
く
る
」
と
言
っ
て
、
巫
女
の
魂
を
連
れ
て
身
体
か
ら
抜
け
出
し
、
東
京

へ
飛
ん
で
行
っ
た
（「
写
真
３
」
は
、
宇
迦
御
魂
と
巫
女
の
魂
と
が
身
体
か
ら
離
脱
す
る
直
前
の
姿
で
あ
る
）。
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こ
の
時
の
状
況
に
つ
い
て
、
巫
女
は
「
身
体
か
ら
抜
け
出
る
時
、
黒
い
筒
を
通
り
抜
け
て
、
い
っ
た
ん
天
上
界
に
出
る
と
、

あ
と
は
目
的
地
ま
で
飛
ん
で
行
っ
た
」
と
語
っ
て
く
れ
た
。
他
方
、
相
方
の
Ｌ
は
「
こ
う
し
た
遠
方
の
地
ま
で
飛
ん
で
行
く
状

態
を
『
神
飛
ば
し
』」
と
呼
ん
で
い
る
」
と
説
明
し
て
く
れ
た
。
こ
の
「
神
飛
ば
し
」
に
よ
っ
て
、
東
京
に
到
着
し
た
宇
迦
御

魂
と
巫
女
の
魂
は
、
母
親
の
行
動
を
観
察
し
て
み
る
と
、
母
親
は
身
体
が
怠
く
て
横
に
な
っ
て
い
る
の
か
と
思
え
ば
、
そ
う
で

は
な
く
、
テ
ー
ブ
ル
の
上
の
お
菓
子
を
食
べ
な
が
ら
、
テ
ー
ブ
ル
の
周
り
を
う
ろ
う
ろ
と
歩
い
て
い
る
。
そ
う
し
た
姿
を
観
察

し
て
東
京
に
帰
る
と
、
宇
迦
御
魂
（
＝
巫
女
）
は
依
頼
者
に
、「
お
母
さ
ん
は
心
配
す
る
ほ
ど
の
こ
と
で
は
な
い
の
で
安
心
し

な
さ
い
。
お
母
さ
ん
は
身
体
が
怠
い
と
言
っ
て
い
る
が
、
本
当
は
、
あ
な
た
の
こ
と
が
心
配
で
、
あ
な
た
と
話
が
し
た
い
だ
け

な
の
で
す
」
と
報
告
し
た
（「
写
真
４
」）。

こ
の
時
の
儀
礼
空
間
の
状
況
は
、
儀
礼
の
最
中
に
宇
迦
御
魂
と
巫
女
の
魂
と
が
東
京
へ
飛
ん
で
行
き
、
母
親
の
行
動
を
観
察

し
て
か
ら
帰
り
、
巫
女
の
口
を
通
し
て
依
頼
者
に
報
告
し
て
い
る
間
、
Ｌ
は
、
ず
っ
と
祝
詞
を
大
声
で
唱
え
つ
づ
け
て
い
る
た

め
、Ｌ
の
大
声
と
、巫
女
が
依
頼
者
に
伝
達
し
て
い
る
声
と
が
重
な
り
あ
い
、わ
ず
か
六
畳
の
部
屋
は
ま
る
で
喧
噪
状
態
で
あ
っ

た
。宇

迦
御
魂
（
＝
巫
女
）
か
ら
神
意
を
聞
い
た
依
頼
者
は
、「
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
直
ち
に
母
へ
電
話
を
す

る
こ
と
に
し
ま
す
」
と
言
っ
て
、
こ
の
依
頼
用
件
は
落
着
し
た
。
Ｌ
は
、
巫
女
の
身
体
か
ら
宇
迦
御
魂
を
除
去
す
る
た
め
の
儀

礼
を
行
い
（「
写
真
５
」）、
巫
女
の
背
中
を
ポ
ン
と
叩
き
（「
写
真
６
」）、
巫
女
の
身
体
か
ら
宇
迦
御
魂
を
離
脱
さ
せ
て
、
憑
祈

禱
形
式
に
よ
る
儀
礼
は
終
了
し
た
の
で
あ
る
。
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さ
て
、
右
の
事
例
に
は
興
味
深
い
事
柄
が
幾
つ
か
含
ま
れ
て
い
る
が
、
さ
し
あ
た
り
三
点
に
絞
っ
て
次
に
言
及
す
る
こ
と
に

し
た
い
。

三

【
１
】　

第
一
は
、「
憑
霊
」
を
基
調
と
す
る
儀
礼
の
中
に
「
脱
魂
」
が
介
在
し
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
現
象
は
「
憑

霊
と
脱
魂
と
の
併
用
型
」
あ
る
い
は
「
憑
霊
と
脱
魂
と
の
併
存
型
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
が
、
こ
の
型
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
本

誌
の
前
号
で
言
及
し
て
い
る
の
で（

7
）、

以
下
で
は
、
前
号
で
触
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
事
柄
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
に
し
た

い
。従

来
、
報
告
さ
れ
て
き
た
中
国
・
韓
国
・
日
本
な
ど
に
お
け
る
「
憑
霊
と
脱
魂
と
の
併
用
型
（
併
存
型
）」
の
事
例
は
、
総

じ
て
、
単
独
で
執
行
し
て
い
る
シ
ャ
ー
マ
ン
の
儀
礼
の
中
で
展
開
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
こ
の
小
文
で
取
り
上
げ
て
い
る
Ｌ

の
事
例
は
、
コ
ン
ビ
型
の
儀
礼
の
中
で
展
開
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
大
き
な
特
徴
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
も
、
脱
魂
現
象
に

つ
い
て
、
Ｌ
は
「
神
飛
ば
し
」
と
呼
ん
で
お
り
、
憑
祈
禱
形
式
に
お
け
る
儀
礼
の
主
導
権
は
Ｌ
が
握
っ
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し

て
い
る
。

こ
の
「
神
飛
ば
し
」
は
、
右
の
事
例
か
ら
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
依
頼
者
が
持
ち
込
ん
だ
依
頼
要
件
の
原
因
を
突
き
止
め
る
た

め
、
遠
い
現
地
へ
探
索
に
行
く
必
要
が
生
じ
た
場
合
に
限
り
、
巫
女
の
身
体
に
憑
入
し
て
い
る
宇
迦
御
魂
が
、
巫
女
の
魂
を
連

れ
て
急
行
す
る
、
と
い
う
形
が
と
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
脱
魂
現
象
に
類
似
し
て
い
る
現
象
は
、
木
曽
御
嶽
講
に
お
け
る
御

座
儀
礼
に
お
い
て
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

例
え
ば
、
中
山
郁
氏
は
、
そ
の
著
『
修
験
と
神
道
の
あ
い
だ
―
木
曽
御
嶽
信
仰
の
近
世
・
近
代
―
』
の
中
で
、「
こ
の
託
宣

55　「憑祈禱」再考



に
お
い
て
、
御
座
は
中
座
の
魂
が
抜
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
神
仏
が
降
臨
す
る
、
神
仏
と
の
『
直
談
』
の
手
段
で
あ
り
、
更
に
そ

れ
は
役
行
者
や
聖
宝
な
ど
の
、
修
験
道
の
開
祖
で
す
ら
出
来
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
（
註
）。
…
…
中
座
自
身
の
魂
が
抜
け
る

こ
と
で
、
そ
の
体
が
神
仏
の
器
と
な
る
と
さ
れ
る
よ
う
に
、
中
座
に
関
す
る
基
本
的
な
観
念
が
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か

る（
8
）」

と
論
じ
て
お
り
、
さ
ら
に
中
山
氏
は
、
右
の
引
用
文
の
中
の
（
註
）
に
お
い
て
、「
中
座
の
魂
が
体
か
ら
完
全
に
抜
け
る

こ
と
に
よ
っ
て
神
の
容
器
と
な
る
と
い
う
考
え
方
は
、
現
在
も
各
講
に
お
い
て
継
承
さ
れ
て
い
る（

9
）」

と
指
摘
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
、
中
座
の
魂
が
体
か
ら
抜
け
出
る
点
に
つ
い
て
は
、
深
瀬
央
道
氏
も
ま
た
、
現
在
の
木
曽
御
嶽
信
仰
に
お
け
る
御

座
儀
礼
で
は
「
神
霊
が
降
臨
し
て
い
る
時
に
、
中
座
の
魂
が
体
か
ら
抜
け
出
る
と
さ
れ
る
状
態
が
最
も
理
想
と
さ
れ
、
中
に
は

座
に
入
っ
た
最
中
、
気
が
つ
け
ば
御
嶽
山
の
頂
上
、
剣
が
峰
の
神
前
に
い
て
、
神
々
か
ら
、
そ
の
中
座
に
対
し
て
の
お
告
げ
を

頂
い
た
と
い
う
夢
を
見
て
い
た
よ
う
だ
っ
た
と
語
る
中
座
も
い
る）

10
（

」
と
報
告
し
て
い
る
。

中
山
・
深
瀬
の
両
氏
が
、
そ
れ
ぞ
れ
指
摘
し
て
い
る
、
中
座
の
体
か
ら
魂
が
抜
け
出
る
現
象
に
つ
い
て
、
両
者
の
間
に
は
微

妙
な
相
違
点
が
あ
る
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
中
山
氏
は
、「
中
座
の
魂
が
抜
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
神
仏

が
降
臨
す
る
」
と
指
摘
し
て
お
り
、
そ
こ
で
は
「
脱
魂
↓
憑
霊
」
と
い
う
順
序
を
示
唆
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
深
瀬
氏
の
場

合
に
は
、「
神
霊
が
降
臨
し
て
い
る
時
に
、
中
座
の
魂
は
体
か
ら
抜
け
る
」
と
指
摘
し
て
お
り
、「
憑
霊
↓
脱
魂
」
と
い
う
順
序

を
示
唆
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

今
、
筆
者
は
、「
中
座
の
体
か
ら
魂
が
抜
け
る
」
現
象
に
つ
い
て
「
脱
魂
」
と
呼
ん
で
み
た
が
、
中
山
・
深
瀬
の
両
氏
は
「
脱

魂
」
と
は
記
述
し
て
い
な
い
。
周
知
の
よ
う
に
、「
脱
魂
」
と
は
《
シ
ャ
ー
マ
ン
が
自
己
の
魂
を
身
体
か
ら
脱
出
さ
せ
て
天
上

界
や
地
下
界
な
ど
の
超
自
然
的
領
域
に
飛
翔
し
、そ
こ
に
在
す
神
霊
と
直
接
交
流
を
す
る
仕
方
を
意
味
す
る
用
語
》
で
あ
る
が
、

《
シ
ャ
ー
マ
ン
が
遠
方
の
場
所
に
探
索
に
出
か
け
て
い
る
場
合
》
な
ど
に
も
用
い
ら
れ
る
用
語
で
あ
り
、「ecstasy

」
の
訳
語
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で
あ
る
。
こ
の
訳
語
は
、
佐
々
木
宏
幹
氏
に
よ
る
造
語
で
あ
る
が）

11
（

、
そ
の
後
、
堀
一
郎
氏
が
、
そ
の
著
『
日
本
の
シ
ャ
ー
マ
ニ

ズ
ム）

12
（

』
の
中
で
、「
脱
魂
」
の
語
を
多
用
し
た
こ
と
か
ら
、
次
第
に
人
口
に
膾
炙
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
「
脱
魂
」
の
語

に
は
、
右
で
触
れ
た
よ
う
な
内
容
を
有
し
て
い
る
た
め
、
身
体
か
ら
魂
が
脱
出
し
た
現
象
を
す
べ
て
「
脱
魂
」
と
表
現
さ
れ
る

こ
と
は
な
く
、
例
え
ば
、
ク
シ
ャ
ミ
を
し
た
際
に
身
体
か
ら
魂
が
抜
け
出
た
場
合
や
、
沖
縄
県
の
マ
ブ
イ
ウ
ト
ゥ
シ
（
魂
落
と

し
）
な
ど
は
「
脱
魂
」
と
呼
ば
な
い
の
が
普
通
で
あ
る
。

中
山
氏
は
、
恐
ら
く
、
右
の
事
柄
を
考
慮
し
て
、
御
座
儀
礼
に
見
ら
れ
る
中
座
の
現
象
は
、
体
か
ら
抜
け
出
た
魂
の
行
方
が

不
明
で
あ
る
た
め
、
安
易
に
「
脱
魂
」
の
語
を
使
用
し
な
か
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
だ
が
、
中
山
氏
の
提
示
す
る
内
容
を
、

今
、
仮
に
「
脱
魂
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
か
つ
て
、
Ｍ
・
エ
リ
ア
ー
デ
が
《
シ
ャ
ー
マ
ン
の
魂
が
身
体

か
ら
抜
け
て
、
カ
ラ
ッ
ポ
に
な
っ
た
身
体
に
精
霊
が
憑
入
す
る）

13
（

》
と
指
摘
し
た
脱
魂
現
象
に
す
こ
ぶ
る
類
似
し
た
構
図
を
見
せ

て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
な
エ
リ
ア
ー
デ
の
見
解
に
対
し
て
、
ツ
ン
グ
ー
ス
系
の
オ
ロ
チ
ョ
ン
・
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
を
調
査
し
た
萩
原
秀
三

郎
氏
は
、
エ
リ
ア
ー
デ
の
脱
魂
説
に
あ
て
は
ま
る
事
例
に
一
つ
も
出
合
う
こ
と
は
な
か
っ
た
と
報
告
し
、
現
地
で
展
開
し
て
い

る
脱
魂
は
、
守
護
霊
が
シ
ャ
ー
マ
ン
に
憑
霊
し
た
後
に
起
き
て
お
り
、
憑
霊
を
前
提
と
し
て
脱
魂
が
生
じ
て
い
る
と
指
摘
し
て

い
る
。
そ
し
て
、
エ
リ
ア
ー
デ
の
脱
魂
説
は
事
実
誤
認
で
は
な
い
か
と
論
じ
て
い
る）

14
（

。
こ
う
し
た
エ
リ
ア
ー
デ
説
に
対
す
る
反

論
を
見
る
と
、
中
山
氏
が
提
示
し
た
内
容
は
エ
リ
ア
ー
デ
説
を
支
持
す
る
構
図
で
あ
り
、
実
に
興
味
深
い
。
だ
が
、
中
座
の
体

か
ら
抜
け
出
た
魂
の
行
方
を
知
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
今
後
に
期
待
し
た
い
。

他
方
、深
瀬
氏
が
取
り
上
げ
て
い
る
事
例
は
、中
座
の
体
に
「
神
霊
が
降
臨
し
て
い
る
時
、中
座
の
魂
が
体
か
ら
抜
け
出
」
て
、

「
御
嶽
山
の
頂
上
、
剣
が
峰
の
神
前
に
い
て
」
と
記
述
さ
れ
て
い
る
の
で
、「
憑
霊
↓
脱
魂
」
の
事
例
と
解
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
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と
す
る
な
ら
ば
、
深
瀬
氏
の
事
例
や
、
こ
の
小
文
で
取
り
上
げ
て
い
る
巫
女
の
事
例
な
ど
は
、
い
ず
れ
も
憑
霊
を
基
調
と
す
る

儀
礼
の
中
で
見
ら
れ
る
脱
魂
で
あ
り
、
構
図
的
に
中
山
氏
の
提
示
す
る
内
容
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
、
双
方
の
脱
魂

の
違
い
に
つ
い
て
、
今
後
、
比
較
の
視
座
か
ら
追
究
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

【
２
】　

第
二
は
、
憑
祈
禱
形
式
の
儀
礼
に
お
い
て
、
Ｌ
は
「
ホ
ト
ケ
オ
ロ
シ
」（
＝
死
者
の
口
寄
せ
）
の
儀
礼
も
執
行
し
て

い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
だ
が
、
残
念
な
こ
と
に
、
筆
者
は
未
だ
Ｌ
の
ホ
ト
ケ
オ
ロ
シ
の
儀
礼
を
見
る
機
会
に
恵
ま
れ
て
は
い

な
い
。
そ
こ
で
、
以
下
で
は
聞
き
書
き
し
た
事
柄
を
提
示
し
て
、
ホ
ト
ケ
オ
ロ
シ
の
実
態
に
迫
る
こ
と
に
し
た
い
。

通
常
、
ホ
ト
ケ
オ
ロ
シ
は
、
例
え
ば
、
イ
タ
コ
系
の
宗
教
者
（
イ
タ
コ
、
オ
ガ
ミ
サ
マ
、
オ
ナ
カ
マ
、
ミ
ゴ
、
ワ
カ
、
そ
の

他
）
が
実
施
し
て
い
る
よ
う
に
、
単
独
で
儀
礼
を
執
行
し
て
い
る
場
合
が
多
く
、
Ｌ
の
よ
う
に
コ
ン
ビ
を
組
ん
で
執
行
し
て
い

る
儀
礼
は
す
こ
ぶ
る
僅
少
の
よ
う
で
あ
る
。
か
つ
て
、
新
潟
県
の
八
海
山
で
執
行
し
て
い
た
「
引
座）

15
（

」
や
、
種
子
島
在
住
の
法

華
僧
が
代
人
と
コ
ン
ビ
を
組
ん
で
執
行
し
て
い
た
「
仏
オ
ロ
シ）

16
（

」
な
ど
は
、
数
少
な
い
例
と
い
え
よ
う
。
し
か
も
、
双
方
の
ホ

ト
ケ
オ
ロ
シ
は
、
現
在
、
行
わ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
今
も
な
お
執
行
し
て
い
る
Ｌ
の
儀
礼
は
貴
重

で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
イ
タ
コ
系
の
宗
教
者
な
ど
、
い
わ
ゆ
る
「
口
寄
せ
巫
女
」
が
ホ
ト
ケ
オ
ロ
シ
を
執
行
す
る
場
合
、
巫
女
は
自
ら

の
身
体
に
ホ
ト
ケ
を
憑
入
し
、
巫
女
の
口
を
借
り
て
語
っ
て
い
く
と
い
う
方
法
が
と
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
Ｌ
が
執
行
し

て
い
る
憑
祈
禱
形
式
に
よ
る
ホ
ト
ケ
オ
ロ
シ
の
場
合
に
は
、
Ｌ
が
相
方
の
巫
女
の
身
体
に
ホ
ト
ケ
を
憑
入
す
る
と
い
う
方
法
を

と
っ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
ホ
ト
ケ
に
語
っ
て
も
ら
う
ま
で
の
手
順
に
つ
い
て
、
箇
条
書
的
に
示
し
て
み
よ
う
。
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（
１
）　

Ｌ
は
、
ま
ず
、
自
己
の
守
護
神
で
あ
る
揉
己
治
神
を
自
ら
の
身
体
に
招
い
て
、
揉
己
治
神
の
力
と
同
化
す
る
。
こ
の

場
合
、
Ｌ
自
身
に
は
意
識
が
明
確
に
あ
り
、
こ
の
意
味
で
霊
媒
と
は
一
線
を
画
さ
れ
る
。

 
（
２
）　

Ｌ
は
、
揉
己
治
神
と
同
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
霊
的
存
在
を
自
在
に
操
作
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
と

な
る
。

 

（
３
）　

こ
の
状
態
を
つ
く
り
だ
す
と
、
次
に
、
揉
己
治
神
と
同
化
し
て
い
る
Ｌ
は
、
相
方
の
巫
女
の
身
体
に
宇
迦
御
魂
を
憑

入
す
る
。

 

（
４
）　

Ｌ
に
同
化
し
て
い
る
揉
己
治
神
は
、
巫
女
の
身
体
に
憑
入
し
て
い
る
宇
迦
御
魂
と
自
在
に
会
話
が
で
き
る
状
態
と
な

る
。

 

（
５
）　

揉
己
治
神
（
＝
Ｌ
）
は
宇
迦
御
魂
（
＝
巫
女
）
に
、
依
頼
者
が
希
望
し
て
い
る
ホ
ト
ケ
を
連
れ
て
来
て
も
ら
う
よ
う

に
お
願
い
を
す
る
。

 （
６
）　

宇
迦
御
魂
は
、
ホ
ト
ケ
を
探
し
出
し
て
連
れ
て
来
て
く
れ
る
。

 （
７
）　

連
れ
て
来
ら
れ
た
ホ
ト
ケ
は
、
巫
女
の
口
を
借
り
て
語
り
だ
す
。

こ
う
し
て
ホ
ト
ケ
オ
ロ
シ
は
開
始
さ
れ
る
が
、
き
わ
め
て
複
雑
な
手
順
を
踏
ん
で
行
わ
れ
て
い
る
た
め
、
他
に
例
を
見
な
い

特
異
な
方
法
で
あ
る
と
い
う
印
象
を
与
え
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
。
だ
が
、
こ
れ
に
類
似
す
る
ホ
ト
ケ
オ
ロ
シ
の
方
法
は
、
か

つ
て
筆
者
が
調
査
を
行
っ
た
新
潟
市
に
も
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

新
潟
市
の
女
性
シ
ャ
ー
マ
ン
（
Ｓ
、
六
十
五
歳
）
の
場
合
に
は
、
単
独
で
ホ
ト
ケ
オ
ロ
シ
を
執
行
し
て
い
る
点
に
お
い
て
、

Ｌ
の
よ
う
な
コ
ン
ビ
型
の
儀
礼
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
だ
が
、
Ｓ
も
ま
た
、
イ
タ
コ
系
の
宗
教
者
の
よ
う
に
、
ホ
ト
ケ
を
直
ち
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に
身
体
へ
憑
入
す
る
と
い
う
方
法
を
と
っ
て
は
い
な
い
。
Ｓ
の
場
合
に
は
、（
１
）自
己
の
身
体
に
阿
弥
陀
如
来
を
憑
入
し
、（
２
）

憑
入
し
た
阿
弥
陀
如
来
に
お
願
い
を
し
て
、
依
頼
者
が
希
望
し
て
い
る
ホ
ト
ケ
を
連
れ
て
来
て
も
ら
い
、（
３
）
連
れ
て
来
ら

れ
た
ホ
ト
ケ
が
Ｓ
の
口
を
借
り
て
語
っ
て
い
く
、
と
い
う
手
順
で
ホ
ト
ケ
オ
ロ
シ
を
執
行
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
複
雑
な
手
順
を
踏
ん
で
ホ
ト
ケ
オ
ロ
シ
を
執
行
し
て
い
る
シ
ャ
ー
マ
ン
が
、
わ
が
国
に
ど
れ
く
ら
い
存
在
し
て

い
る
の
か
、
現
在
の
と
こ
ろ
不
明
で
あ
る
。
だ
が
、
新
潟
市
に
お
け
る
Ｓ
の
ホ
ト
ケ
オ
ロ
シ
の
方
法
と
、
Ｌ
の
相
方
の
巫
女
の

ホ
ト
ケ
オ
ロ
シ
の
方
法
に
は
、
も
ち
ろ
ん
単
独
型
か
コ
ン
ビ
型
か
の
違
い
は
あ
る
が
、
双
方
と
も
身
体
に
憑
入
し
て
い
る
神
霊

か
ら
ホ
ト
ケ
を
連
れ
て
来
て
も
ら
い
、
連
れ
て
来
ら
れ
た
ホ
ト
ケ
が
宗
教
者
の
口
を
借
り
て
語
っ
て
い
く
、
と
い
う
手
順
は
共

通
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
見
る
と
、
Ｌ
の
と
こ
ろ
で
執
行
さ
れ
て
い
る
ホ
ト
ケ
オ
ロ
シ
は
、
ホ
ト
ケ
が
語
る
ま

で
の
プ
ロ
セ
ス
に
複
雑
な
手
順
を
要
し
て
は
い
る
が
、
決
し
て
突
飛
な
儀
礼
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

Ｌ
に
よ
れ
ば
、
ホ
ト
ケ
が
降
り
て
く
る
と
、
ホ
ト
ケ
は
亡
く
な
る
直
前
の
姿
や
恰
好
を
す
る
と
い
う
。
例
え
ば
、
当
事
者
が

生
前
、
正
坐
を
す
る
な
ど
の
特
徴
的
な
姿
は
、
巫
女
の
身
体
を
通
し
て
現
す
の
で
、
依
頼
者
は
そ
の
姿
を
見
る
と
、
直
ち
に
「
う

ち
の
息
子
に
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
」
と
か
、「
娘
で
す
」、
と
い
う
よ
う
に
す
ぐ
に
分
か
る
の
で
、
依
頼
者
は
巫
女
の
姿
や
恰
好

な
ど
を
見
て
、
身
内
の
ホ
ト
ケ
で
あ
る
こ
と
を
確
定
し
て
い
る
と
い
う
。

二
〜
三
ヶ
月
前
に
依
頼
に
来
た
人
の
ホ
ト
ケ
は
、
死
の
直
前
に
胡
座
を
か
い
て
い
た
そ
う
で
あ
る
が
、
ホ
ト
ケ
が
降
り
た
巫

女
は
胡
座
の
姿
を
し
た
の
で
、
依
頼
者
は
「
や
っ
ぱ
り
う
ち
の
娘
だ
」
と
納
得
し
た
と
い
う
。
こ
の
時
、
成
仏
し
て
い
な
い
ホ

ト
ケ
の
場
合
に
は
、
神
道
系
の
ホ
ト
ケ
は
「
高
天
原
」
へ
、
ま
た
、
仏
教
系
の
ホ
ト
ケ
は
「
極
楽
浄
土
」
へ
、
そ
れ
ぞ
れ
宇
迦

御
魂
に
よ
っ
て
届
け
て
も
ら
う
と
、
成
仏
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
こ
の
場
合
、
宇
迦
御
魂
が
届
け
る
の
は
、
高
天
原

ま
た
は
極
楽
浄
土
の
目
的
地
ま
で
の
距
離
の
う
ち
、
八
割
に
相
当
す
る
距
離
だ
け
で
あ
り
、
残
り
の
二
割
に
当
た
る
距
離
は
、
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ホ
ト
ケ
自
身
が
自
力
で
目
的
地
ま
で
行
か
な
け
れ
ば
成
仏
で
き
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
独
特
の
成
仏
観
に
お
い
て
、

Ｌ
は
ホ
ト
ケ
オ
ロ
シ
を
執
行
し
て
い
る
。

【
３
】　

第
三
は
、
Ｌ
が
執
行
し
て
い
る
憑
祈
禱
形
式
の
儀
礼
に
関
与
し
て
い
る
「
巫
女
」
の
呪
術
‐
宗
教
的
性
格
の
特
色
に

つ
い
て
理
解
を
深
め
て
お
き
た
い
点
で
あ
る
。

通
常
、Ｌ
の
相
方
の
「
巫
女
」
の
よ
う
に
、憑
祈
禱
形
式
の
儀
礼
に
お
い
て
「
霊
媒
」
の
役
割
を
担
当
す
る
人
物
は
、シ
ャ
ー

マ
ン
で
あ
れ
、
普
通
の
人
で
あ
れ
、
憑
祈
禱
形
式
の
儀
礼
を
成
立
さ
せ
る
た
め
に
は
、
常
に
「
霊
媒
型
」
を
示
し
つ
づ
け
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
霊
媒
型
と
は
い
う
の
は
、
単
独
で
あ
れ
、
コ
ン
ビ
型
で
あ
れ
、
神
霊
が
身
体
に
憑
入
す
る
と
自
己
の

意
識
が
無
く
な
り
、
何
を
語
っ
て
い
る
か
分
か
ら
な
い
と
い
う
状
態
に
な
る
と
こ
ろ
に
、
そ
の
特
徴
が
見
ら
れ
る
。
櫻
井
徳
太

郎
氏
が
、
そ
の
大
著
『
日
本
の
シ
ャ
マ
ニ
ズ
ム
』（
上
巻
）
の
中
で
、「
巫
者
は
、
依
頼
者
に
口
寄
せ
の
内
容
を
問
わ
れ
て
も
、

神
が
か
り
状
態
で
の
託
宣
で
あ
る
た
め
、『
何
も
覚
え
が
な
い
か
ら
答
え
ら
れ
ぬ
』
と
返
事
を
す
る）

17
（

」
と
指
摘
し
て
い
る
の
は
、

そ
の
好
例
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
Ｌ
と
コ
ン
ビ
を
組
ん
で
い
る
「
巫
女
」
の
場
合
に
は
、
宇
迦
御
魂
を
憑
入
さ
れ
て
、
神
霊
自
身
と
し
て
直
接
話

法
で
伝
達
し
て
い
て
も
、
自
己
に
意
識
が
あ
り
、
語
っ
て
い
る
内
容
を
覚
え
て
い
る
と
言
う
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
状
態
に
あ

る
の
で
、
儀
礼
の
最
中
に
「
神
飛
ば
し
」
に
よ
っ
て
東
京
へ
出
か
け
て
も
、
そ
の
状
況
を
は
っ
き
り
と
記
憶
し
て
い
る
の
で
、

東
京
か
ら
帰
っ
て
来
て
、
依
頼
者
に
東
京
の
様
子
を
し
っ
か
り
と
語
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
ま
た
、
儀
礼
の
終
了
後
も
語
る
こ

と
が
で
き
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
事
実
は
、
霊
媒
の
役
割
を
担
当
す
る
者
は
、
通
常
、
記
憶
が
無
い
と
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
な

状
態
だ
け
で
は
な
く
、
記
憶
し
て
い
る
霊
媒
も
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
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こ
の
よ
う
な
霊
媒
に
つ
い
て
、
例
え
ば
、
木
曽
御
嶽
講
の
御
座
に
お
け
る
中
座
に
つ
い
て
調
査
し
た
小
林
奈
央
子
氏
は
、「
そ

の
無
我
の
状
態
と
は
、『
一
○
○
％
自
分
が
無
く
な
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
』
と
い
う
。
多
く
の
中
座
は
、
意
識
は
一
応
あ

る
が
自
分
で
は
な
い
、
出
て
く
る
言
葉
は
自
分
の
も
の
で
は
な
い
と
い
う
感
覚
で
あ
り
、
自
己
の
意
識
を
非
常
に
低
い
状
態
に

し
た
よ
う
な
感
覚
で
あ
る
と
い
う）

18
（

」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
深
瀬
央
道
氏
も
、
中
座
の
意
識
状
態
に
つ
い
て
「
い
ろ
ん
な
先

達
さ
ん
に
聞
い
て
見
た
の
だ
が
、
大
別
す
る
と
、
全
く
意
識
が
残
ら
ず
に
何
が
な
ん
だ
か
わ
か
ら
な
い
と
い
う
タ
イ
プ
と
、
い

く
ら
か
は
意
識
が
残
る
タ
イ
プ
と
に
分
か
れ
る
よ
う
で
あ
る）

19
（

」
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
見
解
は
、
霊
媒
の
役
割
を
担
当

す
る
者
は
必
ず
し
も
自
己
の
意
識
が
無
く
な
る
状
態
に
限
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
自
己
に
意
識
が
あ
る
場
合
も
見
ら
れ

る
こ
と
を
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。

筆
者
は
、
か
つ
て
、
こ
う
し
た
意
識
の
あ
る
霊
媒
型
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
「
霊
媒
と
予
言
者
と
の
複
合
型
」
と
位
置
づ
け
て

考
察
し
た
こ
と
が
あ
る）

20
（

。
最
近
、
東
京
大
学
医
学
部
教
授
の
矢
作
直
樹
氏
は
、
そ
の
著
『
人
は
死
な
な
い
―
あ
る
臨
床
医
に
よ

る
摂
理
と
霊
性
を
め
ぐ
る
思
索
―
』
の
中
で
、
霊
媒
を
介
し
て
亡
き
母
親
と
会
話
を
交
わ
し
た
自
ら
の
経
験
に
つ
い
て
述
べ
て

い
る
。
そ
の
時
、
霊
媒
の
役
割
を
担
当
し
た
Ｅ
氏
は
、
後
日
、「
交
霊
中
は
体
の
八
割
方
が
霊
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
、
自
分
は

か
ろ
う
じ
て
意
識
だ
け
が
あ
る
よ
う
な
状
態
で
、
霊
が
勝
手
に
し
ゃ
べ
る
の
を
横
で
普
通
に
聞
い
て
い
る
と
い
っ
た
感
じ
」
で

あ
っ
た
と
矢
作
氏
に
話
し
た
と
い
う）

21
（

。
Ｅ
氏
の
場
合
も
ま
た
、Ｆ
氏
と
コ
ン
ビ
を
組
ん
で
ホ
ト
ケ
オ
ロ
シ
を
執
行
し
て
い
る
が
、

「
霊
媒
と
予
言
者
と
の
複
合
型
」
の
実
態
が
よ
く
描
写
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
こ
う
し
た
複
合
型
が
、
憑
祈
禱
形
式
の
儀

礼
を
担
当
す
る
霊
媒
に
も
見
ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
突
っ
込
ん
で
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

62



四

前
節
で
は
、
Ｌ
が
執
行
し
て
い
る
憑
祈
禱
形
式
の
儀
礼
に
見
ら
れ
る
問
題
点
に
つ
い
て
、
三
点
に
絞
っ
て
言
及
し
て
き
た
が
、

本
節
で
は
、
も
う
少
し
幅
を
広
げ
て
、
憑
祈
禱
形
式
の
儀
礼
全
般
に
言
及
で
き
る
よ
う
な
問
題
に
つ
い
て
言
及
し
て
み
た
い
。

さ
て
、
こ
れ
ま
で
取
り
上
げ
て
き
た
「
Ｌ
」
の
よ
う
な
宗
教
者
は
、
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
研
究
に
お
い
て
は
「
精
霊
統
御
者
」

と
呼
ば
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
《
神
霊
・
精
霊
を
自
在
に
操
作
し
て
他
者
や
事
物
に
憑
依
さ
せ
る
こ
と
の
で
き
る
宗
教
者
》
を
指

す
学
術
用
語
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、「
精
霊
統
御
者
」
の
語
は
、
佐
々
木
宏
幹
氏
が
、
シ
ロ
コ
ゴ
ロ
フ
と
宮
家
準
氏
と
の

研
究
成
果
を
比
較
検
討
し
た
結
果
、「
シ
ベ
リ
ア
の
シ
ャ
ー
マ
ン
と
修
験
者
に
は
〈
精
霊
の
統
御
〉
と
〈
精
霊
の
操
作
〉
と
い

う
点
で
形
式
上
、
役
割
上
の
類
似
性
が
あ
る
」
と
い
う
点
を
見
い
だ
し
、
シ
ャ
ー
マ
ン
の
ひ
と
つ
の
型
で
あ
る
「m

aster of 

spirits

」 

に
対
し
て
「
精
霊
統
御
者
」
と
い
う
訳
語
を
与
え
た
こ
と
か
ら）

22
（

、
使
用
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
用
語
で
あ
る
。

こ
う
し
た
精
霊
統
御
者
が
日
本
の
歴
史
に
登
場
す
る
の
は
、
冒
頭
で
触
れ
た
よ
う
に
、
奈
良
・
平
安
時
代
か
ら
で
あ
る
。
こ

の
時
代
に
な
る
と
、
こ
れ
ま
で
単
独
で
儀
礼
を
執
行
し
て
き
た
シ
ャ
ー
マ
ン
と
並
ん
で
、
コ
ン
ビ
を
組
ん
で
儀
礼
を
執
行
す
る

憑
祈
禱
形
式
の
儀
礼
が
現
れ
、
さ
ら
に
、
こ
れ
ま
で
活
躍
し
て
き
た
シ
ャ
ー
マ
ン
は
霊
媒
型
で
あ
っ
た
が
、
奈
良
・
平
安
時
代

に
な
る
と
予
言
者
型
の
シ
ャ
ー
マ
ン
が
現
れ
る
の
で
あ
る）

23
（

。
こ
の
予
言
者
型
と
は
、
シ
ャ
ー
マ
ン
が
神
霊
を
招
い
て
自
己
の
身

体
に
付
着
さ
せ
、
付
着
し
た
神
霊
と
会
話
を
交
わ
し
た
内
容
を
「
神
の
ご
意
向
は
○
○
で
す
」
な
ど
の
よ
う
に
間
接
話
法
で
伝

え
た
り
、
あ
る
い
は
シ
ャ
ー
マ
ン
が
身
体
の
外
側
か
ら
神
霊
の
影
響
を
受
け
て
、
神
霊
の
姿
や
声
を
目
・
耳
に
し
た
事
柄
や
、

心
に
浮
か
ん
だ
内
容
な
ど
を
神
意
と
し
て
間
接
話
法
で
伝
達
す
る
と
い
う
型
を
い
う
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
予
言
者
型
は

自
己
に
意
識
が
明
確
に
あ
る
と
い
う
点
に
大
き
な
特
徴
が
見
ら
れ
る
。
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こ
う
し
た
型
の
中
に
は
、
神
霊
・
精
霊
を
目
や
耳
に
し
な
が
ら
、
こ
れ
を
自
在
に
操
作
し
て
他
者
や
事
物
に
憑
依
さ
せ
る
力

能
を
も
つ
者
が
あ
る
。
こ
の
型
は
予
言
者
型
の
特
殊
型
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
予
言
者
型
の
特
殊
型
と
い
う
言
い
方
を

す
る
と
す
こ
ぶ
る
紛
ら
わ
し
い
。
そ
こ
で
予
言
者
型
と
一
線
を
画
し
て
「
精
霊
統
御
者
型
」
と
名
づ
け
る
の
で
あ
る
。
す
で
に

触
れ
た
精
霊
統
御
者
と
い
う
の
は
、
こ
の
型
の
シ
ャ
ー
マ
ン
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
奈
良
・
平
安
時
代

に
な
る
と
、
こ
れ
ま
で
の
霊
媒
型
シ
ャ
ー
マ
ン
と
並
ん
で
、
予
言
者
型
・
精
霊
統
御
者
型
の
シ
ャ
ー
マ
ン
が
新
た
に
現
れ
た
と

い
う
わ
け
で
あ
る
。

奈
良
・
平
安
時
代
の
憑
祈
禱
形
式
に
よ
る
儀
礼
で
は
、
そ
の
主
導
権
を
握
っ
て
い
た
の
は
験
者
・
密
教
僧
な
ど
の
男
性
の
精

霊
統
御
者
型
シ
ャ
ー
マ
ン
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
深
山
で
修
行
を
積
ん
だ
結
果
、
神
霊
・
精
霊
を
自
在
に
操
作
す
る
力
能
を
獲
得

し
、
霊
媒
型
の
女
性
シ
ャ
ー
マ
ン
や
、
霊
媒
的
性
格
を
具
え
て
い
る
普
通
の
男
女
と
コ
ン
ビ
を
組
み
、
相
方
の
身
体
に
神
霊
を

憑
入
し
て
語
ら
せ
た
り
、
病
人
に
憑
依
し
て
い
る
物
怪
を
相
方
の
身
体
に
駆
り
移
し
、
物
怪
の
心
情
を
聞
い
た
後
に
、
相
方
の

身
体
か
ら
物
怪
を
祓
除
す
る
、
と
い
う
方
法
を
用
い
て
病
気
治
し
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
憑
祈
禱
の
原
型
と
い
わ
れ
る

儀
礼
で
あ
る
。
こ
の
間
の
事
情
に
つ
い
て
佐
々
木
宏
幹
氏
は
、「
精
霊
統
御
者
と
し
て
の
男
性
シ
ャ
ー
マ
ン
が
活
動
舞
台
を
手

に
入
れ
る
た
め
に
は
、
霊
媒
と
し
て
の
女
巫
と
提
携
し
、
あ
る
い
は
こ
れ
を
配
下
に
置
く
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
の
で
あ
る）

24
（

」

と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
コ
ン
ビ
を
組
む
二
人
の
関
係
に
つ
い
て
、
精
霊
統
御
者
が
「
主
」、
霊
媒
が
「
従
」
と
い
う
指

摘
は
、
現
在
、
地
域
社
会
で
展
開
し
て
い
る
憑
祈
禱
形
式
の
儀
礼
に
ほ
ぼ
継
承
さ
れ
て
い
る
観
が
あ
る
。
も
っ
と
も
、
現
在
の

木
曽
御
嶽
講
の
御
座
儀
礼
の
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
主
従
関
係
が
逆
転
し
た
姿
を
見
せ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る）

25
（

。

と
に
か
く
、
こ
う
し
た
コ
ン
ビ
型
が
世
に
登
場
し
、
こ
れ
を
継
承
し
て
存
続
さ
せ
た
一
つ
の
意
味
づ
け
と
し
て
、
小
松
和
彦

氏
は
、密
教
系
の
加
持
祈
禱
（
＝
憑
祈
禱
形
式
の
儀
礼
）
に
お
け
る
「
憑
坐
」
に
注
目
し
て
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。「
こ
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の
憑
坐
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
、
密
教
系
の
宗
教
者
た
ち
が
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
伝
統
を
利
用
し
て
創
り
上

げ
た
文
化
装
置
、
つ
ま
り
祈
禱
の
有
効
性
を
明
示
す
る
た
め
の
仕
掛
け
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
病
人
と
憑
坐
は
一
組
に
な
っ

て
お
り
、
憑
坐
は
病
人
の
肉
体
に
い
る
と
観
念
さ
れ
た
物
怪
を
人
々
に
見
え
る
状
態
に
す
る
道
具
、
つ
ま
り
病
人
の
肉
体
に
い

る
も
の
を
映
し
出
す
『
鏡
』
な
の
で
あ
る）

26
（

」。
こ
の
小
松
氏
の
解
釈
に
従
え
ば
、病
人
か
ら
物
怪
を
除
去
す
る
証
明
と
し
て
「
憑

坐
」
が
「
鏡
」
の
役
割
を
演
じ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
単
独
の
儀
礼
で
は
不
可
能
な
こ
と
で
あ
り
、
こ
こ
に

憑
祈
禱
形
式
に
よ
る
儀
礼
の
存
在
意
義
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

と
り
あ
え
ず
、
以
上
を
も
っ
て
こ
の
小
文
を
終
わ
る
こ
と
に
し
た
い
。

註（
１
） 

中
山
太
郎
『
日
本
巫
女
史
』
パ
ル
ト
ス
社
、
一
九
八
四
年
（
初
版
は
一
九
三
○
年
）、
宮
家
準
『
修
験
道
儀
礼
の
研
究
〈
増

補
版
〉』
春
秋
社
、
一
九
八
五
年
、
鈴
木
昭
英
『
霊
山
曼
荼
羅
と
修
験
巫
俗
―
修
験
道
歴
史
民
俗
論
集
２
―
』
法
藏
館
、
二

○
○
四
年
、
参
照
。
な
お
、
筆
者
は
か
つ
て
、
憑
祈
禱
形
式
に
よ
る
儀
礼
を
執
行
す
る
宗
教
者
の
シ
ャ
ー
マ
ン
的
性
格
に
つ

い
て
考
察
し
た
こ
と
が
あ
る
（
拙
稿
「〈
前
座
〉
と
〈
中
座
〉
―
そ
の
シ
ャ
ー
マ
ン
的
性
格
に
関
す
る
一
考
察
―
」『
宗
教
学

論
集
』
第
十
九
輯
、
駒
沢
宗
教
学
研
究
会
一
九
九
六
年
）。

（
２
） 

中
山
太
郎
、
同
右
。

（
３
） 

小
山
聡
子
「
憑
祈
祷
の
成
立
と
阿
尾
奢
法
―
平
安
中
期
以
降
に
お
け
る
病
気
治
療
と
の
関
わ
り
を
中
心
と
し
て
―
」（『
親

鸞
の
水
脈
』
第
五
号
、
真
宗
文
化
セ
ン
タ
ー
、
二
○
○
九
年
）。
な
お
、
酒
向
伸
行
「
平
安
期
に
お
け
る
憑
霊
現
象
―
「
も

の
の
け
」
の
問
題
を
中
心
と
し
て
―
」（
井
阪
康
三
編
『
御
影
史
学
論
集
』
七
、
御
影
史
学
研
究
会
、
一
九
八
二
年
）、
同
「
平
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安
期
の
憑
祈
祷
―
智
証
門
流
と
の
関
係
を
中
心
と
し
て
―
」（
同
上
、
八
、一
九
八
三
年
）
を
参
照
し
た
。

（
４
） 

宮
家
準
、
註
（
１
）。

（
５
） 

こ
の
小
文
は
、
平
成
二
十
五
年
九
月
七
日
、
國
學
院
大
學
で
開
催
さ
れ
た
日
本
宗
教
学
会
第
七
十
二
回
学
術
大
会
に
お
い

て
、「「
憑
祈
禱
」
再
考
」
と
題
し
て
発
表
し
た
原
稿
に
加
筆
を
施
し
た
も
の
で
あ
る
（
拙
稿
「「
憑
祈
禱
」
再
考
」『
宗
教
研
究
』

第
八
十
七
巻
第
四
輯
、
日
本
宗
教
学
会
、
二
○
一
四
年
）。

（
６
） 

拙
稿
「
宗
教
者
の
性
格
と
役
割
に
つ
い
て
」（『
駒
澤
大
学
文
化
』
第
三
十
一
号
、
平
成
二
十
五
年
）。

（
７
） 

同
右
。

（
８
） 

中
山
郁
、『
修
験
と
神
道
の
あ
い
だ
―
木
曽
御
嶽
信
仰
の
近
世
・
近
代
―
』
弘
文
堂
、
二
○
○
七
年
。

（
９
） 

同
右
。

（
10
） 

深
瀬
央
道
「「
御
座
」
に
つ
い
て
―
関
東
「
一
心
講
」
系
の
伝
承
に
基
づ
い
て
―
」（
菅
原
壽
清
編
『
木
曽
御
嶽
信
仰
と
ア

ジ
ア
の
憑
霊
文
化
』
岩
田
書
院
、
二
○
一
二
年
）。

（
11
） 

佐
々
木
宏
幹
「
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
社
会
・
文
化
的
背
景
に
関
す
る
覚
え
書
」（『
宗
教
学
論
集
』
第
三
輯
、
駒
澤
大
学
宗

教
学
研
究
会
、
一
九
六
九
年
）。

（
12
） 

堀
一
郎
『
日
本
の
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
』
講
談
社
、
一
九
七
一
年
。

（
13
） 

Ｍ
・
エ
リ
ア
ー
デ
（
堀
一
郎
訳
）『
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
』
冬
樹
社
、
一
九
七
四
年
。

（
14
） 

萩
原
秀
三
郎
「
中
国
東
北
地
区
の
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
調
査
報
告
書
―
Ｍ
・
エ
リ
ア
ー
デ
の
脱
魂
説
は
正
し
い
か
―
」（『
日

本
民
俗
学
』
第
二
一
二
号
、
日
本
民
俗
学
会
、
一
九
九
八
年
）。

（
15
） 

宮
家
準
、
註
（
１
）、
鈴
木
昭
英
、
註
（
１
）。

（
16
） 

高
重
義
好
「
種
子
島
の
『
物
知
り
』
に
つ
い
て
」（
谷
川
健
一
編
『
巫
女
の
世
界
―
日
本
民
俗
文
化
資
料
集
成　

第
六
巻
―
』
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三
一
書
房
、
一
九
八
九
年
）。

（
17
） 

櫻
井
徳
太
郎
『
日
本
の
シ
ャ
マ
ニ
ズ
ム
』
上
巻
、、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
四
年
。

（
18
） 

小
林
奈
央
子
「
東
海
地
域
の
御
嶽
講
と
御
座
儀
礼
」（
菅
原
壽
清
編
『
木
曽
御
嶽
信
仰
と
ア
ジ
ア
の
憑
霊
文
化
』
岩
田
書
院
、

二
○
一
二
年
）。

（
19
） 
深
瀬
央
道
、
註
（
10
）。

（
20
） 

拙
稿
「
霊
媒
と
予
言
者
の
あ
い
だ
」（
櫻
井
徳
太
郎
編
著
『
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
そ
の
周
辺
』
第
一
書
房
、
二
○
○
○
年
）。

（
21
） 

矢
作
直
樹『
人
は
死
な
な
い
―
あ
る
臨
床
医
に
よ
る
摂
理
と
霊
性
を
め
ぐ
る
思
索
―
』バ
ジ
リ
コ
株
式
会
社
、二
○
一
一
年
。

（
22
） 

佐
々
木
宏
幹
『
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
―
エ
ク
ス
タ
シ
ー
と
憑
霊
の
文
化
―
』
中
央
公
論
社
、
一
九　
　

八
○
年
。

（
23
） 

佐
々
木
宏
幹
「
男
巫
（
覡
）
の
系
譜
」（
小
野
泰
博
ほ
か
編
『
日
本
宗
教
事
典
』
弘
文
堂
、
一
九
八
五
年
。

（
24
） 

同
右
。

（
25
） 

菅
原
壽
清
編
『
木
曽
御
嶽
信
仰
と
ア
ジ
ア
の
憑
霊
文
化
』
岩
田
書
院
、
二
○
一
二
年
）
参
照
。

（
26
） 

小
松
和
彦
「
怨
霊
調
伏
の
空
間
―
『
北
野
天
神
縁
起
絵
巻
』
―
」（
小
松
和
彦
ほ
か
『
絵
画
の
発
見
―
〈
か
た
ち
〉
を
読

み
解
く
19
章
―
』
イ
メ
ー
ジ
・
リ
ー
デ
ィ
ン
グ 
叢
書
、
平
凡
社
、
一
九
八
六
年
。

67　「憑祈禱」再考




