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日
蓮
宗
と
呪
術

柴

　田

　章

　延

は
じ
め
に

　呪
術
に
は
、
公
益
的
或
い
は
利
己
的
な
利
益
を
求
め
る
呪
術
（w

hite m
agic

）
と
、
加
害
性
を
求
め
る
呪
術
（black m

agic

）
が
存

在
す
る
と
さ
れ
る
。

　前
者
は
国
土
安
穏
や
五
穀
豊
穣
、
或
い
は
当
病
平
癒
や
商
売
繁
盛
な
ど
を
祈
念
す
る
も
の
で
あ
り
、
後
者
は
、
敵
対
す
る
人
物
や
集
団

に
た
い
し
健
康
を
損
な
っ
た
り
死
を
願
う
な
ど
、
所
謂
「
呪
詛
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　平
成
二
十
七
年
八
月
二
十
七
日
、
経
済
産
業
省
前
テ
ン
ト
広
場
に
お
い
て
「
呪
殺
祈
祷
僧
団
四
十
七
士 

Ｊ
Ｋ
Ｓ
47
」
を
名
乗
る
団
体

が
、「
呪
殺
祈
祷
会
│
死
者
が
裁
く
│
」
と
題
さ
れ
た
宗
教
性
の
強
い
行
事
を
行
っ
た
。
こ
の
祈
祷
会
と
さ
れ
る
行
事
は
、
日
蓮
宗
の
修

法
の
法
式
に
則
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
が
、
マ
ス
コ
ミ
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
し
て
そ
の
様
子
が
拡
散
さ
れ
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
本
宗
の

宗
教
性
に
対
し
て
、
世
間
の
大
き
な
関
心
と
疑
問
を
呼
ぶ
こ
と
と
な
っ
た
。

　本
稿
で
は
、
呪
殺
祈
祷
会
と
は
何
だ
っ
た
の
か
を
検
証
し
、
ま
た
日
蓮
宗
の
中
に
呪
詛
は
体
系
的
に
存
在
し
う
る
の
か
、
そ
し
て
、
伝

統
教
団
と
し
て
呪
詛
を
含
む
呪
術
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
べ
き
な
の
か
、
に
つ
い
て
現
代
教
化
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら
確
認
す
る
。
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33 日蓮宗と呪術（柴田）

１　本
稿
執
筆
の
動
機
は
先
に
述
べ
た
「
呪
殺
祈
祷
僧
団
」（
以
下
Ｊ
Ｋ
Ｓ
47
）
に
よ
る
行
動
が
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
拡
散
さ
れ
る
様
子

を
見
た
こ
と
で
あ
る
。

　Ｓ
Ｎ
Ｓ
や
個
人
ブ
ロ
グ
等
で
語
ら
れ
て
い
る
内
容
は
、
九
割
方
嫌
悪
か
困
惑
に
満
ち
た
内
容
で
あ
り
、
日
蓮
宗
そ
の
も
の
に
対
し
て
の

罵
詈
雑
言
も
数
多
く
み
ら
れ
た
。
Ｊ
Ｋ
Ｓ
47
は
、
こ
の
祈
祷
会
で
注
目
を
集
め
る
こ
と
が
と
り
あ
え
ず
の
目
的
で
あ
っ
た
ろ
う
。
動
画
サ

イ
ト
に
ア
ッ
プ
さ
れ
た
彼
ら
の
映
像
は
一
六
、
五
二
五
回
の
再
生
回
数
を
現
時
点
（
一
月
二
十
五
日
現
在
）
で
記
録
し
て
い
る
。

　こ
の
行
為
を
受
け
、
日
蓮
宗
で
は
九
月
一
日
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
こ
の
団
体
と
は
一
切
関
係
が
無
い
と
の
声
明
を
掲
載
し
た
が
、
こ
の

行
為
に
参
加
し
た
僧
侶
は
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
代
表
の
上
杉
清
文
師
を
は
じ
め
本
宗
の
教
師
で
構
成
さ
れ
て
い
る
の
も
事
実
で
あ
る
。

　Ｊ
Ｋ
Ｓ
47
の
主
張
は
、
反
原
発
、
反
安
保
法
制
で
あ
り
、
こ
れ
を
「
死
者
と
共
闘
す
る
」
事
に
よ
っ
て
動
か
そ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
安
倍
晋
三
首
相
は
岸
信
介
・
佐
藤
栄
作
両
元
総
理
か
ら
の
「
悪
し
き
遺
伝
子
」
を
受
け
継
い
で
お
り
、
こ
れ
を
「
打
ち
砕
く
」

と
い
う
（
式
中
読
み
上
げ
ら
れ
た
表
白
文
よ
り
）。

　式
次
第
を
見
れ
ば
、「
呪
殺
祈
祷
僧
団
」
と
書
か
れ
た
輪
袈
裟
状
の
布
を
付
け
、
黒
地
に
「
呪
殺
」
と
白
字
で
染
め
抜
い
た
幟
を
掲
げ
、

祈
祷
唱
題
の
際
に
サ
ッ
ク
ス
の
即
興
演
奏
を
か
ぶ
せ
る
と
言
う
部
分
以
外
は
全
く
の
日
蓮
宗
で
よ
く
行
わ
れ
て
い
る
宗
教
行
事
で
あ
る
。

　主
催
者
は
『
仏
教
タ
イ
ム
ス
』
等
の
取
材
に
対
し
、「
呪
殺
」
と
は
呪
い
殺
す
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
我
々
の
煩
悩
を
呪
術
で
滅
殺

す
る
こ
と
で
あ
る
と
説
明
し
て
い
る
（
二
〇
一
五
・
九
・
三

　週
刊
仏
教
タ
イ
ム
ス
等
）。

　Ｊ
Ｋ
Ｓ
47
に
は
前
身
と
い
え
る
集
団
が
あ
る
。
一
九
七
〇
年
、
真
言
宗
お
よ
び
日
蓮
宗
僧
侶
達
に
よ
っ
て
結
成
さ
れ
た
「
公
害
企
業
主

呪
殺
祈
祷
僧
団
」
で
あ
る
。
こ
の
集
団
は
当
時
社
会
問
題
化
し
て
い
た
公
害
企
業
の
責
任
者
に
対
し
て
、「
公
害
企
業
主
地
獄
冥
府
ニ
落

チ
ン
事
ヲ
」
と
は
っ
き
り
呪
詛
し
て
い
る
（
稲
垣
足
穂
・
梅
原
正
紀
『
終
末
期
の
密
教
│
人
間
の
全
体
的
回
復
と
解
放
の
論
理
』
一
九
七
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三
産
報
）。「
公
害
企
業
主
呪
殺
祈
祷
僧
団
」
に
と
っ
て
、
呪
殺
と
い
う
言
葉
は
文
字
通
り
呪
い
殺
す
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
Ｊ
Ｋ
Ｓ
47
は
、

こ
の
集
団
の
再
結
成
で
あ
る
と
う
た
っ
て
い
る
。

　こ
こ
で
、
傍
観
者
は
激
し
く
混
乱
す
る
。
呪
詛
を
目
的
と
し
た
集
団
を
再
結
成
し
た
と
い
う
Ｊ
Ｋ
Ｓ
47
が
、
呪
詛
は
し
て
い
な
い
と
い

う
。
さ
ら
に
安
倍
首
相
を
死
者
が
審
判
し
、
彼
の
目
的
や
行
為
を
非
難
す
る
の
で
は
な
く
遺
伝
子
を
打
ち
砕
く
と
い
う
。
安
倍
首
相
の
身

体
機
能
に
何
ら
か
の
障
害
が
発
生
す
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
こ
れ
は
害
意
が
存
在
す
る
と
考
え
て
良
い
だ
ろ
う
。

　誰
か
が
間
違
っ
た
企
み
を
し
た
と
し
て
、
そ
の
原
因
を
究
明
す
る
場
合
、
議
論
の
俎
上
に
昇
る
べ
き
は
常
識
的
に
は
生
育
環
境
で
あ
っ

た
り
、
教
育
で
あ
っ
た
り
、
思
想
で
あ
っ
た
り
す
る
。
遺
伝
子
に
良
い
も
悪
い
も
な
い
。

　ま
た
煩
悩
を
滅
殺
す
る
と
言
う
が
、
日
蓮
聖
人
自
身
、
こ
の
問
題
に
は
大
し
た
関
心
は
持
っ
て
い
な
か
っ
た
。
信
徒
か
ら
酒
や
肌
着
や

芋
を
送
ら
れ
る
た
び
、
涙
し
て
喜
ん
だ
と
消
息
に
は
あ
る
。
こ
れ
は
煩
悩
の
滅
尽
し
た
聖
者
の
姿
で
は
な
い
。
天
台
智
顗
は
『
法
華
玄

義
』
に
煩
悩
即
菩
提
と
説
い
て
い
る
。
国
内
に
存
在
す
る
主
要
な
仏
教
教
団
で
、
煩
悩
は
滅
殺
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
定
義
し
て
い
る
宗
派

を
筆
者
は
知
ら
な
い
。
日
蓮
宗
で
は
煩
悩
は
「
断
」
じ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
不
可
逆
的
に
消
し
去
っ
て
し
ま
っ
て
い
い
も
の
と
は
し
て
い

な
い
。

　こ
の
よ
う
に
、
Ｊ
Ｋ
Ｓ
47
の
主
張
す
る
こ
と
は
、
ち
ょ
っ
と
冷
静
に
な
っ
て
推
敲
す
れ
ば
す
ぐ
に
気
が
つ
く
よ
う
な
矛
盾
に
満
ち
て
い

る
。　代

表
の
上
杉
師
に
よ
る
「
序
章 

一
九
六
八
年
の
思
想
と
立
正
安
国
」（『
現
代
世
界
と
日
蓮
』
所
収 

二
〇
一
五

　春
秋
社
）
の
中
で
、

公
害
企
業
主
呪
殺
祈
祷
僧
団
に
つ
い
て
の
記
述
が
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
当
時
、
こ
の
呪
殺
祈
祷
会
は
「
ハ
プ
ニ
ン
グ
」
と
よ
ば
れ
て

い
た
と
い
う
。

　ハ
プ
ニ
ン
グ
と
は
日
常
空
間
に
非
日
常
の
要
素
を
突
然
投
入
し
、
そ
こ
に
居
合
わ
せ
た
人
々
を
含
め
て
空
間
全
体
を
芸
術
化
し
て
し
ま

お
う
と
い
う
前
衛
的
な
試
み
で
あ
る
。
成
功
す
れ
ば
日
常
の
定
義
、
芸
術
の
枠
組
み
自
体
に
揺
さ
ぶ
り
を
か
け
、
そ
こ
に
参
加
し
た
、
或
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い
は
偶
然
居
合
わ
せ
た
人
の
（
哲
学
的
意
味
で
の
）
存
在
理
由
さ
え
も
大
き
く
変
容
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
役
者
と
観
客
の
立
場
が
瞬
時

に
入
れ
替
わ
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
り
得
る
。
ハ
プ
ニ
ン
グ
は
米
国
、
日
本
で
盛
ん
に
試
み
ら
れ
、
こ
の
時
代
の
流
行
語
に
な
っ
て
い
た
。

　さ
て
、
こ
こ
か
ら
は
筆
者
の
想
像
で
あ
り
、
確
証
に
基
づ
く
厳
密
な
論
考
で
は
な
い
。

　上
杉
師
は
著
名
な
劇
作
家
で
も
あ
る
。
フ
ィ
ー
ル
ド
は
ア
ン
ダ
ー
グ
ラ
ウ
ン
ド
の
舞
台
芸
術
で
あ
る
。
師
が
Ｊ
Ｋ
Ｓ
47
で
試
み
た
の
は
、

ハ
プ
ニ
ン
グ
の
再
現
で
は
な
か
ろ
う
か
。
師
が
こ
れ
を
芸
術
表
現
と
と
ら
え
て
い
た
た
め
に
、
教
学
的
な
問
題
に
ま
で
注
意
が
行
き
届
か

な
か
っ
た
と
言
う
こ
と
で
は
な
い
か
。
さ
ら
に
、
舞
台
に
登
場
し
た
僧
侶
達
に
は
芸
術
表
現
で
あ
る
と
の
認
識
が
全
く
な
か
っ
た
。
大
真

面
目
に
祈
祷
会
を
粛
々
と
こ
な
し
た
の
で
あ
る
。
芸
術
集
団
の
一
員
と
し
て
の
役
割
期
待
を
全
く
理
解
で
き
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い

か
。　ア

ン
グ
ラ
が
血
肉
と
す
る
の
は
エ
ロ
ス
・
グ
ロ
テ
ス
ク
・
ナ
ン
セ
ン
ス
で
あ
る
。
エ
ロ
ス
は
も
と
よ
り
無
い
。
グ
ロ
テ
ス
ク
は
呪
殺
と

書
か
れ
た
幟
だ
け
で
あ
り
、
現
在
の
ア
ー
ト
シ
ー
ン
の
中
で
、
こ
の
程
度
の
刺
激
で
は
イ
ン
パ
ク
ト
に
は
な
ら
な
い
。
ナ
ン
セ
ン
ス
に
つ

い
て
は
、
白
昼
堂
々
と
呪
殺
祈
祷
を
す
る
と
い
う
の
は
考
え
て
み
れ
ば
か
な
り
不
条
理
だ
が
、
実
際
の
式
次
第
は
我
々
が
普
段
日
常
的
に

執
り
行
っ
て
い
る
祈
祷
会
と
変
わ
ら
な
い
の
で
面
白
い
画
に
は
な
ら
な
か
っ
た
。

　詰
ま
る
と
こ
ろ
、
芸
術
作
品
と
し
て
の
作
り
込
み
が
皆
無
に
近
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
不
謹
慎
な
カ
ル
ト
的
行
為
と
し
か
見

な
さ
れ
ず
、
原
発
・
安
保
法
制
の
推
進
派
、
反
対
派
双
方
か
ら
批
判
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

２　大
手
通
販
サ
イ
ト
で
は
、
呪
い
の
わ
ら
人
形
を
五
寸
釘
、
石
、
軍
手
の
四
点
セ
ッ
ト
で
販
売
し
て
い
る
。
呪
い
方
の
ハ
ウ
ツ
ー
本
も
数

多
く
出
回
っ
て
い
る
し
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
は
そ
の
種
の
Ｈ
Ｐ
は
数
限
り
な
く
存
在
し
て
い
る
。
現
代
社
会
は
歴
史
上
呪
詛
が
最
も

身
近
に
存
在
す
る
時
代
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
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　文
化
人
類
学
的
に
日
蓮
宗
の
宗
教
活
動
に
従
事
す
る
も
の
を
分
類
す
る
と
僧
侶
（priest

）、
験
者
（m

agician

）、
魅
女
（sham

an

）

と
な
る
。
験
者
は
僧
侶
を
兼
務
し
て
い
る
場
合
が
多
い
。
魅
女
は
近
年
少
な
く
な
っ
て
き
た
が
、
教
師
資
格
を
有
す
る
者
も
い
る
。
性
別

は
女
性
で
、
験
者
が
修
法
す
る
際
に
異
界
と
の
交
信
（
口
寄
せ
）
を
担
当
す
る
と
さ
れ
る
。

　一
般
的
な
視
野
で
宗
教
従
事
者
を
分
類
す
る
と
、
司
祭
（priest

）、
祈
祷
師
（m

agician

）、
民
間
宗
教
者
（sham

an

）
と
な
る
。

民
間
宗
教
者
に
は
男
性
も
い
る
。
ヒ
ー
ラ
ー
（healer

）
と
呼
ば
れ
る
職
業
は
、
本
人
の
自
覚
と
関
係
な
く
宗
教
的
な
要
素
（
宇
宙
文
明

や
超
古
代
文
明
と
交
信
す
る
な
ど
）
を
含
む
も
の
も
あ
る
。
フ
レ
ー
ザ
ー
（
人
類
学
者
サ
ー
・
ジ
ェ
イ
ム
ス
・
フ
レ
ー
ザ
ー
『
金
枝
篇
』

石
塚
正
英
・
神
成
利
男
訳
二
〇
〇
四

　国
書
刊
行
会
）
に
よ
る
と
、
呪
術
と
言
う
文
化
は
科
学
技
術
の
発
達
と
共
に
衰
退
し
て
い
く
と
し

て
い
た
が
、
近
年
の
様
子
で
は
一
部
で
疑
似
科
学
の
論
法
を
援
用
し
て
ま
す
ま
す
増
え
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。

　さ
て
、
日
蓮
宗
の
修
法
体
系
に
呪
詛
は
存
在
す
る
か
。

　筆
者
の
調
べ
た
範
囲
で
は
、

・
五
番
神
呪
を
特
殊
な
読
み
方
で
唱
え
る
。

・
呪
い
た
い
相
手
の
名
前
を
紙
に
書
き
木
剣
に
特
殊
な
作
法
を
も
っ
て
貼
り
付
け
、
数
珠
で
打
つ
。

と
言
っ
た
口
承
が
あ
っ
た
。

　文
献
資
料
で
は

・
祈
祷
指
南
書
（
小
山
田
日
寿 

大
正
五
年
刊

　日
蓮
宗
祈
祷
聖
典
所
収
）

　鬼
子
母
神
此
の
心
持
に
書
く
べ
し

　〓
字
如
此
放
す
は
呪
詛
及
び
離
別
也
（
〓
は
筆
者
に
よ
る
伏
字
）

・
法
華
祈
祷
秘
抄
（
赤
本 

成
立
年
月
日
不
明
）

　蒙
古
退
治
日
月
簱
曼
荼
羅
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・
妙
法
祈
祷
秘
傳
書
（
黄
本 

遠
藤
日
鏡 

成
立
年
月
日
不
明
）

　頭
破
七
分
九
字
（
こ
れ
は
障
碍
に
対
し
て
用
い
る
と
あ
る
の
で
呪
詛
返
し
で
あ
る
）

な
ど
が
あ
っ
た
。
何
れ
も
現
在
は
修
さ
れ
て
い
な
い
。

３　日
蓮
宗
は
伝
統
教
団
で
あ
る
。

　伝
統
教
団
と
は
、
歴
史
的
に
数
百
年
と
い
う
十
分
な
時
間
を
か
け
て
検
証
さ
れ
、
開
宗
か
ら
現
在
ま
で
存
続
し
て
い
る
教
団
を
言
う
。

こ
れ
は
社
会
の
発
展
と
安
定
の
た
め
に
有
益
（
も
し
く
は
無
害
）
と
判
断
さ
れ
た
宗
教
団
体
で
な
け
れ
ば
生
き
残
る
こ
と
は
出
来
な
い
。

日
蓮
宗
は
東
西
浄
土
真
宗
、
曹
洞
宗
、
浄
土
宗
に
つ
い
で
、
五
番
目
の
規
模
を
持
つ
「
大
規
模
な
伝
統
教
団
」
で
あ
る
。

　為
政
者
に
よ
る
保
護
か
ら
出
発
し
た
教
団
（
南
都
六
宗
・
真
言
宗
・
天
台
宗
・
臨
済
宗
な
ど
）
と
違
い
、
日
蓮
宗
や
浄
土
真
宗
は
迫
害

か
ら
出
発
し
て
お
り
、
社
会
的
信
用
を
獲
得
す
る
ま
で
に
は
大
変
な
時
間
と
努
力
を
要
し
た
。
日
蓮
宗
で
は
、
日
像
の
帝
都
開
教
に
よ
り

後
醍
醐
天
皇
か
ら
綸
旨
を
賜
っ
た
（
建
武
元
年
＝
一
三
三
四
）
が
、
そ
の
後
も
大
規
模
な
迫
害
に
繰
り
返
し
あ
い
、
安
定
し
た
教
団
運
営

が
可
能
と
な
っ
た
の
は
寛
永
七
年
（
一
六
三
〇
）
に
身
池
対
論
が
決
着
を
見
て
か
ら
と
言
っ
て
良
い
だ
ろ
う
。

　権
力
者
か
ら
存
続
を
安
堵
さ
れ
る
こ
と
が
伝
統
教
団
と
し
て
の
基
本
用
件
と
は
決
し
て
言
わ
な
い
が
、
大
衆
か
ら
必
要
な
集
団
で
あ
る

と
認
識
さ
れ
な
け
れ
ば
、
長
い
時
間
の
中
で
規
模
が
縮
小
し
、
或
い
は
淘
汰
さ
れ
る
こ
と
は
必
然
で
あ
る
。
は
じ
め
か
ら
信
仰
の
純
粋

性
・
純
血
性
を
継
承
す
る
こ
と
の
み
を
目
的
と
し
て
、
あ
え
て
小
規
模
な
ま
ま
存
続
し
続
け
る
と
い
う
道
を
選
ん
だ
教
団
も
あ
り
（
五
島

列
島
の
隠
れ
キ
リ
シ
タ
ン
信
仰
な
ど
）
大
規
模
教
団
と
比
べ
て
ど
ち
ら
が
信
仰
者
に
と
っ
て
宗
教
的
幸
福
を
感
じ
る
こ
と
が
出
来
る
か
は
、

人
そ
れ
ぞ
れ
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
が
、
教
学
的
に
「
弘
宣
流
布
」
或
い
は
「
大
乗
思
想
に
よ
る
救
済
」「
菩
薩
行
の
実
践
」
な
ど
を
標

榜
し
て
い
る
日
蓮
宗
に
於
い
て
は
、「
大
規
模
な
伝
統
教
団
」
と
い
う
形
態
を
取
ら
ざ
る
を
え
な
い
。

05　柴田.indd   37 2017/04/25   11:34



「教化学研究７」2016. 3 38

　言
う
ま
で
も
無
く
、
大
乗
と
は
一
切
衆
生
を
得
道
さ
せ
成
仏
に
導
く
こ
と
で
あ
り
、
菩
薩
行
と
は
抜
苦
与
楽
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
個

人
の
幸
福
感
を
満
た
し
、
社
会
の
発
展
と
安
定
に
貢
献
す
る
行
為
で
あ
る
。
そ
の
先
に
は
必
ず
「
弘
宣
流
布
」
と
「
立
正
安
国
」
が
繋
が

っ
て
い
る
。
呪
詛
と
は
、「
害
意
を
伴
っ
た
宗
教
行
為
」
の
こ
と
と
定
義
で
き
る
が
、
こ
れ
は
、
大
乗
思
想
や
菩
薩
行
と
は
真
反
対
の
ベ

ク
ト
ル
を
持
つ
行
為
で
あ
る
。
こ
れ
を
実
践
し
て
し
ま
う
団
体
を
カ
ル
ト
教
団
と
い
う
。

　日
蓮
宗
の
修
法
に
は
、
先
に
見
た
よ
う
に
呪
詛
の
体
系
は
そ
の
形
跡
が
確
認
で
き
る
が
、
現
在
は
継
承
さ
れ
て
い
な
い
。「
呪
詛
返
し
」

の
修
法
は
、
相
談
者
と
の
信
頼
関
係
を
築
く
上
で
の
方
便
と
し
て
一
時
的
に
使
う
こ
と
が
出
来
る
ぎ
り
ぎ
り
の
線
で
あ
る
。
相
談
者
が

「
他
人
か
ら
呪
詛
を
受
け
て
い
る
」
と
訴
え
た
場
合
、
被
害
妄
想
な
ど
の
精
神
疾
患
が
疑
わ
れ
る
こ
と
は
当
然
で
あ
り
、
祈
祷
に
よ
る
快

癒
が
見
込
ま
れ
な
い
と
き
（
劇
的
に
快
方
す
る
こ
と
も
ま
ま
あ
る
）
は
、
信
頼
関
係
の
継
続
に
留
意
し
つ
つ
、
し
か
る
べ
き
タ
イ
ミ
ン
グ

で
医
療
機
関
へ
の
受
診
を
薦
め
た
方
が
良
い
。

　呪
詛
は
、
民
間
宗
教
者
（sham

an

）
や
一
般
人
で
あ
る
本
人
（
害
意
を
持
つ
当
人
）
に
よ
っ
て
主
に
な
さ
れ
て
き
た
。
伝
統
教
団
に

所
属
す
る
僧
侶
（priest

）・
験
者
（m
agician
）
は
、
こ
の
害
意
に
と
ら
わ
れ
た
相
談
者
を
健
全
な
精
神
活
動
が
出
来
る
状
態
に
戻
す

よ
う
努
力
す
る
べ
き
で
あ
り
、
修
法
は
そ
の
方
向
性
を
見
失
う
こ
と
な
く
施
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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