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平

良

直

箕
の
「
呪
具
」
性
が
意
味
す
る
も
の

は
じ
め
に

私
た
ち
は
モ
ノ
に
囲
ま
れ
て
生
き
て
い
る
。
衣
服
、
生
活
用
品
、
道
具
な
ど
の
身
の
回
り
の
も
の
か
ら
、
建
築
物
な
ど
、
す
べ
て

が
モ
ノ
で
あ
る
。
あ
ら
た
め
て
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
世
界
は
物
質
（
モ
ノ
）
を
基
礎
に
し
、
私
た
ち
を
と
り
ま
く
モ

ノ
は
、
与
え
ら
れ
た
自
然
環
境
の
な
か
で
人
間
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
、
環
境
を
改
変
し
、
居
住
可
能
な
世
界
を
作
り
だ
し
て
い
る
。

作
り
だ
さ
れ
た
モ
ノ
は
し
ば
し
ば
「
文
化
」
と
し
て
認
識
さ
れ
る
。
こ
の
「
文
化
」
は
、
モ
ノ
を
越
え
た
価
値
の
よ
う
に
理
解
さ
れ

が
ち
で
あ
る
が
、
実
際
は
モ
ノ
と
分
か
ち
が
た
く
結
び
つ
い
て
い
る
側
面
が
あ
る
。
モ
ノ
は
人
間
が
作
り
だ
し
た
モ
ノ
で
あ
り
な
が

ら
、
し
ば
し
ば
人
間
の
意
識
や
精
神
に
影
響
を
与
え
、
ま
た
と
き
に
人
間
の
身
体
と
連
続
し
、
モ
ノ
が
身
体
化
し
、
ま
た
と
き
に
人

間
と
モ
ノ
が
一
体
化
す
る
。
人
は
モ
ノ
を
作
り
出
す
と
同
時
に
モ
ノ
に
よ
っ
て
作
ら
れ
て
い
る
の
だ
と
も
い
え
る
。

人
が
モ
ノ
と
絡
み
合
い
な
が
ら
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
具
体
的
で
物
理
的
な
世
界
に
生
き
て
い
る
と
い
う
、
ご
く
あ
た
り
ま

え
の
在
り
方
を
こ
の
よ
う
に
表
現
す
る
こ
と
を
、
仰
々
し
く
感
じ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
人
間
の
文
化
が
物
質
性
と
分
か
ち
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が
た
く
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
く
こ
と
は
文
化
事
象
を
研
究
す
る
者
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
。

文
化
の
研
究
を
学
の
名
称
に
冠
し
て
牽
引
し
て
き
た
文
化
人
類
学
研
究
の
大
き
な
流
れ
は
、
博
物
学
的
な
関
心
か
ら
異
文
化
の
モ

ノ
（
西
洋
人
に
よ
る
非
西
洋
世
界
の
モ
ノ
）
の
収
集
の
時
代
を
経
て
、
対
象
と
す
る
文
化
の
社
会
構
造
の
把
握
や
、
文
化
の
象
徴
論
的

解
釈
の
隆
盛
の
後
、
人
類
学
自
体
の
他
者
記
述
の
在
り
方
を
め
ぐ
る
反
省
が
な
さ
れ
、（
文
化
）
人
類
学
の
あ
ら
た
な
文
化
研
究
の

対
象
を
模
索
す
る
な
か
で
、
あ
ら
た
め
て
人
間
の
文
化
と
モ
ノ
と
の
関
係
性
に
関
心
が
向
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
（
1
）。

宗
教
研

究
の
領
域
で
も
、
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
概
念
が
歴
史
的
に
ど
の
よ
う
に
構
築
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
、
そ
の
系
譜
を
再
検
討
し
、
人
と
モ

ノ
と
身
体
の
交
錯
す
る
現
代
の
諸
事
象
を
新
た
な
視
角
か
ら
読
み
解
こ
う
と
す
る
研
究
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
（
2
）。

ま
た
、
モ
ノ
と
人
の
関
係
で
い
え
ば
、
古
く
か
ら
文
化
と
モ
ノ
に
つ
い
て
関
心
を
持
ち
続
け
て
き
た
日
本
の
民
俗
学
研
究
に
お
い

て
は
、
か
ね
て
よ
り
民
具
研
究
（
日
本
民
具
学
会
）
を
中
心
と
し
て
民
俗
文
化
を
構
成
す
る
モ
ノ
に
注
目
し
、
ね
ば
り
づ
よ
く
研
究

が
な
さ
れ
て
き
た
。
そ
こ
に
は
、
単
に
伝
統
が
消
失
し
て
い
く
と
い
う
危
機
意
識
だ
け
で
は
な
く
、
文
化
は
モ
ノ
と
い
う
形
あ
る
も

の
と
切
り
離
せ
な
い
と
い
う
認
識
が
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
（
3
）。

人
が
モ
ノ
を
作
り
だ
す
と
同
時
に
、
モ
ノ
が
私
た
ち
の
生
活
世
界
、
文
化
、
そ
し
て
我
々
の
意
識
を
作
り
だ
す
と
い
う
こ
と
は
、

古
く
か
ら
の
伝
統
の
な
か
だ
け
に
み
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
現
代
社
会
に
お
い
て
も
み
と
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
日
々
あ
ふ
れ

る
よ
う
に
作
り
だ
さ
れ
る
モ
ノ
は
、
私
た
ち
の
生
活
世
界
や
社
会
を
ま
さ
に
作
り
だ
し
続
け
、
そ
し
て
私
た
ち
の
世
界
に
つ
い
て
の

認
識
を
作
り
続
け
て
い
る
。
近
年
の
人
類
学
に
限
ら
ず
、
諸
領
域
で
注
目
さ
れ
る
主
題
と
な
っ
て
い
る
人
と
モ
ノ
の
関
係
性
を
、
あ

る
伝
統
的
な
道
具
を
通
し
て
そ
の
一
端
を
検
討
す
る
こ
と
が
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。

考
察
の
対
象
と
な
る
伝
統
的
な
道
具
と
は
表
題
に
し
め
し
た
、
箕
で
あ
る
。
箕
は
現
代
の
都
市
民
に
は
な
じ
み
の
な
い
も
の
か
も

し
れ
な
い
が
、
穀
物
を
収
穫
し
、
穀
物
の
実
を
不
要
な
も
の
と
選
別
す
る
農
具
と
し
て
古
く
よ
り
用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
日
本
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で
は
、
弥
生
時
代
に
使
用
さ
れ
て
い
た
竹
製
の
箕
が
奈
良
の
唐
古
・
鍵
遺
跡
に
お
い
て
ほ
ぼ
完
全
な
形
で
発
掘
さ
れ
て
い
る
。
そ
の

形
状
を
見
る
と
、
ほ
ぼ
現
在
の
箕
と
同
じ
で
あ
る
。
日
本
以
外
で
も
、
穀
類
の
実
と
殻
の
選
別
用
具
と
し
て
、
ま
た
農
に
関
連
す
る

作
業
に
古
く
か
ら
用
い
ら
れ
て
い
た
。

箕
は
、
穀
物
の
農
作
業
の
実
用
的
な
農
具
で
あ
り
な
が
ら
、
祖
霊
祭
祀
、
人
生
儀
礼
な
ど
民
俗
の
諸
儀
礼
で
祭
具
と
し
て
も
用
い

ら
れ
て
き
た
。
民
俗
学
の
研
究
で
は
、
し
ば
し
ば
民
俗
信
仰
の
心
意
表
現
と
し
て
理
解
さ
れ
、
儀
礼
で
使
用
さ
れ
る
箕
は
、「
呪
具
」

と
し
て
把
握
さ
れ
て
き
た
。
本
稿
で
は
、
こ
の
箕
の
「
呪
具
」
性
に
つ
い
て
、
先
行
研
究
を
援
用
し
つ
つ
、
考
察
し
て
い
き
た
い
。

考
察
は
主
に
箕
が
儀
礼
の
な
か
で
用
い
ら
れ
る
事
例
を
通
し
て
行
う
が
、
人
と
モ
ノ
の
関
係
と
い
う
、
よ
り
大
き
な
主
題
へ
と
つ
な

げ
て
い
き
た
い
。

一
、
箕
と
は

（
1
）
農
具
と
し
て
の
箕

箕
は
、
図
1
に
あ
る
よ
う
に
片
口
が
外
に
開
き
、
取
っ
手
部
分
が
Ｕ
字
状
に
な
っ
た
選
別
用
の
農
具
で
あ
る
。
農
業
に
は
欠
か
せ

な
い
も
の
と
し
て
農
家
の
納
屋
に
何
枚
も
保
管
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

ひ

材
質
が
異
な
る
こ
と
が
あ
る
が
、
形
状
は
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
。
箕
は
、
主
に
「
簸
る
」
作
業
の
た
め
の
も
の
で
あ
る
。「
簸
」
と

は
『
字
通
』
に
は
、「
ひ
る
・
あ
お
る
」
と
訓
読
し
、「〈
米
を
揚
げ
て
糠
（
ぬ
か
）
を
去
る
な
り
〉
と
あ
り
、
箕
（
み
）
に
入
れ
た
米

を
ふ
り
あ
げ
る
よ
う
に
し
て
、
そ
の
も
み
が
ら
な
ど
を
去
る
を
い
う
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。「
簸
る
」
と
は
箕
を
あ
お
る
よ
う
に
動

か
す
こ
と
で
穀
類
な
ど
の
実
と
殻
と
を
選
り
分
け
る
作
業
の
こ
と
を
指
す
。
明
治
の
百
科
事
典
『
古
事
類
苑
』
に
は
箕
で
「
簸
る
」


