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盲

巫

女

の

入

巫

と

・カ

テ

ゴ

リ

・1

変

化

～
宮
城
県
北
部
を
中
心
と
し
て

杉

野

昭

博

凹
、

は

じ

め

に

.

本

論

で
考

察

す

る

オ
ガ

ミ

サ

マ
と

は

、
柳

田
国

男

が
分

類

し

た

「
口

寄

ミ

コ
」

(H)の

流

れ
を

く

む
も

の

で
、
東

北

地

方

に
今

な

お
分

布

す

る
盲

巫
女

の

呼

び

方

の

一
つ
で
あ

る
。

」
般

に

は

「
イ
タ

コ
」

と

い
う
名

称

が

「
恐
山

」

と

と

も

に

有
名

で
あ

る
が

、

「
オ

ガ

ミ

サ

マ
」

と

い

う
呼

び
方

は
宮

城

県

北
部

の
農

村

地

帯

(栗

原

・
登
米

・
遠

田

郡

な

ど
)

で

用

い
ら

れ

る

も

の

で
あ

り
(・。)
、

こ

こ

で
考

察

す

る

事
例

も

こ
の
地

域

を
中

心

と

し

て

い

る
。

一
般

に
東

北

地

方

の

盲

巫

女

を

考

察

し
た

研

究

は

、

ジ

ャ
ー

ナ

リ

ス

テ

ィ

ッ
ク
な

関

心

に
く

ら

べ

て

か

な

か

少

な

く

、
実

地

調

査

を

ふ
ま

え

た

本

格

的

研

究

と

な

る

と
わ

ず

か

で
あ

る

(ω)。
今

日

、
盲

巫

女

の

ラ

イ

フ
ヒ

ス
ト
リ

ー

に

関

し

て

は

、
桜

井

徳

太

郎

の

業

績

を

き

っ
か

け
と

し

て
か

な

り

わ

か

っ
て
き

た

が

、
社

会

的

脈

絡

の
中

で
あ

る

い

は
信

仰

構

造

の
中

で

、
盲

巫

女

が

ど

の
よ

う

に
位

置

づ

け

ら

れ

る

の
か

と

い

っ
た

問

題

に
答

え

る

べ
く

、
さ

ら

な

る

イ

ン

テ

ン

シ
ブ

な

調

査

を

す

す

め

る

こ
と

が

当

面

の
課

題

と

な

ろ

う

。

と

こ
ろ

で
、

シ

ャ

マ

ニ
ズ

ム
あ

る

い
は
憑

霊

と

い

っ
た

現
象

に

人
類

学

的

に

ア
プ

ロ
ー
チ
す
惹
場
合
、
1

・
M

・
ル
イ
ス
の
方
法
論
が
い
く
つ
か
の
手
が
か

り
を
与
え
て
く
れ
る
。
ル
イ
ス
は
エ
ク
ス
タ
シ
ー
の
社
会
学
を
構
想
す
る
上
で

次
の
よ
う
な
問
題
点
を
抽
出
し
て
い
る
。

「
エ
ク
ス
タ
シ
ー
は
社
会
秩
序
と
ど

の
よ
う
に
関
連
す
る
か
。
憑
霊
は
ま

っ
た
く
気
ま
ぐ
れ
に
偶
然
起
き
る
出
来
事

、

な
の
か
、
そ
れ
と
も
あ
る
程
度
き
ま

っ
た
社
会
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
人
た
ち
が
憑

霊
す
る
の
か
。
後
者
で
あ
る
と
し
て
、
憑
霊
が
社
会
的
に
型
に
は
ま

っ
て
い
る

な
ら
ば
、
こ
の
こ
と
か
ら
何
が
問
題
と
な
る
の
か
。
何
故
特
定
の
社
会
的
地
位

に
あ
る
人
た
ち
が
、
他
の
人
た
ち
に
く
ら
べ
て
よ
り
憑
霊
し
や
す
い
の
か
。

エ

ク
ス
タ
シ
ー
の
経
験
は
彼
ら
に

一
体
何
を
与
え
る
の
か
。」
(い
Φ蠡
ω

一
九
七

一

:
二
七

.
八
)
ル
イ
ス
は
こ
う
し
た
問
題
を
解
明
す
る
た
め
に
、
中
心
霊
と
周

辺
霊
と
い
う
分
析
概
念
を
用
い
る
。
す
な
わ
ち
精
霊
の
性
格
と
し
て
、
道
徳
に

無
関
係

で
気
ま
ぐ
れ
に
人
問
に
と
り
つ
く
と
考
え
ら
れ
る
周
辺
的
な
精
霊
と
、

「
社
会
の
監
察
官
」
と
し
て
そ
の
社
会
の
公
的
道
徳
を
支
持
す
る
よ
う
に
働
く

と
考
え
ら
れ
る
中
心
的
な
精
霊

(祖
霊
や
神
)
と
に
分
類

で
き
る
。

(い
Φ註
の

一
九
七

一
:
三

一
.
四
)
従

っ
て

一
つ
の
憑
霊
現
象
が
、
当
該
の
文
化
体
系
の

中
で

「善
霊
」
に
よ
る
も
の
と
し
て
み
な
さ
れ
る
の
か

「
悪
霊
」
に
よ
る
も
の

一72一



と

し

て

み
な

さ

れ

る

の
か

、
と

い
う

こ
と

が

ま

た

重

大

な

関

心

事

と

な

る
。

こ

う

し

た
相

違

を
決

定

す

る

の
が

社

会

的

サ

ン

ク

シ

ョ

ン

で

あ

る

(
川

村

一
九

八

○

・
.
七

〇

・

一
)

。

さ

て

、

こ

う

し

た
視

点

か

ら

オ

ガ

ミ

サ

マ
に

ア
プ

ロ
ー

チ
す

る

な

ら
ば

、

そ

の
憑

霊

が

き

わ

め

て
制

度

化

し

て

い

る

こ

と

が

わ

か

る

。
憑

依

さ

れ

る
人

間

の

.カ

テ
ゴ

リ

ー

と

し

て

は

「
盲

目

の
女

性

」

で

あ
り

、

そ

れ

以
外

の

人
間

が

オ

ガ

ミ
サ

マ
に

な

る

こ
と

は

な

い
。

カ

テ
ゴ

リ

ー

は
固

定

的

で
あ

る

。

ど

の

よ

う

な

精

霊

が

オ

ガ

ミ

サ

マ
に
憑

依

す

る

か

と

い
う

と

、
守

護

霊

及

び
依

頼

者

の
祖

霊

で
あ

り

、

ル

イ

ス
の
言

う

o
o
U
q
巴

b
o
器
①
臨
o
具

い
Φ
≦
一ω

一
九

七

一
:
三

四
)

と

言

え

る
。

オ

ガ

ミ

サ

マ
の
よ

う

に

巫

儀

を
職

業

的

に

お

こ
な

う
場

合

は

一
般

に
そ

の
憑

霊

が

、

え

た

い

の
知

れ

な

い

マ
モ

ノ

で
は

な

く

、
守

護

霊

に
よ

る
も

の

で
あ

る
と

い
う

こ
と

が

社

会

的

に
認

め
ら

れ

な

け

れ
・ば

な

ら

な

い
。

(い
?

註

の

一
九

七

一
:

=

二
八
)

以

上

の
よ

う

に

、
憑

依

さ

れ

る
者

の
カ

テ
ゴ

リ

ー

が

確

定

的

で
あ

る

こ

と

、
及

び

8

ロ
窪
巴

℃
8
。・
。
ω
訟
o
づ

と

し

て
社

会

的

サ

ン

ク

シ

ョ
ン
が

重

視

さ

れ

る
点

か

ら

、

オ
ガ

ミ

サ

マ
の

憑

霊

は
き

わ

め

て
制
度

化

し

て

い

る
と

考

え

ら

れ

、

そ

の
入

巫

過

程

も

パ

タ

ー

ン
化

し

て

い

る
。

こ

の
よ

う

な

特

徴

を

指

摘

で
き

る
以

上

、

オ
ガ

ミ

サ

マ
の
巫

俗

を

社

会

的

コ

ン

テ

ク

ス
ト

の
中

で
考

え

て

み

る
必

要

が

あ

る
。

す

な

わ

ち

オ
ガ

ミ

サ

マ

へ
の

入

巫

に
よ

っ
て
盲

女

は
ど

の
よ

う

に
変

わ

る

の
か

。

何

故

、
社

会

は

オ
ガ

ミ

サ

マ
を

作

り

、
ま

た

必

要

と

す

る

の
か

。

こ
う

し

た

ア
プ

ロ
ー

チ

は
今

ま

で
な

さ

れ

な

か

っ
た
。

エ
リ

ア
ー

デ

の

シ

ャ

マ

ニ
ズ

ム
論

は
盲

巫

女

研

究

に
も

影

響

を

与

え

、
堀

一
郎

や
ブ

ラ

ッ
カ

ー

の
研

究

が

生

ま

れ

た

。

(
堀

一
九

七

一

・
ブ

ラ

ッ
カ

ー

一
九

七
七

)

し

か

し

、

エ
リ

ア

ー
デ

の
方

法

論

は

シ

ャ

マ

ニ
ズ

ム
の

宇

宙

に
む

か

う
も

の

で

あ
り

、

「
シ

ャ

マ

ニ
ズ

ム
社

会

」

を
描

く

も

の

で

は

な

か

っ
た

。

一
方

、

「
シ

ャ

マ

ン
に
人

が
依

頼

し

、

シ

ャ

マ

ン
が
社

会

構

造

の

な

か

に

お

い
て

、

そ

の

コ

ン

テ
ク

ス
ト

の
中

に

お

い

て
機

能

を

た

も

つ
と

い
う

こ

と

は

、

い
う

ま

で
も

な

く
社

会

的

な

こ
と

な

の

で
、

い
ろ

い
ろ

な

レ

ベ

ル
、

い

ろ

い
ろ

な
範

囲

の

こ
と

に
お

い

て

、

シ

ャ

マ

ニ
ズ

ム
は

社
会

的

な

も

の

で

あ

り

、

こ

の

こ
と

な

く

し

て
は

、

シ

ャ

マ

ニ
ズ

ム
は

地

上

に
存

在

し

な

い

で
あ

ろ

う

。
」

(
石

津

照
璽

一.
九

六

九

・

=

二
)

と

い
う

の
も

真
実

で
あ

る
。
と

こ

ろ

で
、

盲

巫

女

の
入

巫

過

程

は
桜
井

徳

太
郎

が

津

軽

の
事
例

に

つ
い

て
パ

タ

ー

ン
化

し

て

い

る
が

、

(
桜

井

一
九

七
〇
)

形

式

上

の
整

理

に
と

ど

ま

っ
て

い

る
。

そ

も

ー
そ
も

入

巫

過

程

は
社

会

に
設

け
ら

れ

た

「
ト

ン
ネ

ル
」

の
よ

う

な

も

の

で

あ

り

、
単

に

そ

の
形

式

を

整

理

す

る
だ

け

で
な

く

、

そ

の
中

を

通

過

す

る

モ

ノ

の

動

き

と

、

こ

の

「
ト

ン
ネ

ル
」

に

よ

っ
て
貫

か
れ

て

い

る
社

会

と

の
関

連

の
も

と

に

、
分

析

し
整

理

し
な

け

れ
ば

な

ら

な

い

の

で

あ

る
。

本

論

で

は

こ
う

し

た

観

点

を

ふ
ま

え

て

、
盲

巫

女

の
入

巫

過

程

と

そ
れ

に
よ

る

カ

テ
ゴ

リ

ー
変

化

の

問

題

を

考

察

す

る

こ

と

を
足

が

か

り

と

し

て

、
社

会

の
申

で

の
盲

巫

女

の
あ

り

よ

う

に

ア
ブ

ロ
ー

チ
し

て

み

た

い

。
尚

、
実

地

調

査

は

、

一
九

八

一
年

八
月

十

日

か

ら

九
月

二
十

五

日
ま

で

、
宮

城

県

遠

田
郡

、
登

米

郡

、
本

吉

郡

、
気

仙

沼

市

に
わ

た

っ
て

お

こ

な

っ
た

。

二
、
入
巫
の
背
景

「
当

地

方

の
盲

女

に

と

っ
て

オ
ガ

ミ

サ

ン

・
オ
ガ

ミ

ン

へ
の
道

を

進

む

こ

と

が

、
も

っ
と

も
普

通

に

た

ど

る

べ
き
人

生

コ
ー

ス
で

あ

っ
た

。」
(
桜

井

一
九

六

九

一73一



'

:

三

〇

」
)

「
彼

女

を

イ

タ

コ
と

し

て
教

育

す

る

の

は

、
彼

女

を

と
り

か

こ

む

親

族

集

伺

で
あ

る

。
彼

女

は
先

天

的

に

か
後

天

的

に
失

明

す

る

。

…

…
科

学

的

に
も

治

療

で

き
ず

、

で

き

て
も

経

済

的

に

お
金

が

な

い
場

合

、
親

族

集

団

は

、

彼

女

を

イ

タ

コ
に

す

る

こ

と

を
き

め

る

。

そ

し

て

、
彼

女

に

、

こ

の

こ

と
を

伝

え

て
納

得

さ

せ

、
師

匠

を
定

め

て
教

育

を

依

頼

し

、
彼

女

を

師

匠

の
家

に
あ

ず

け

る
。

・…

:
こ
れ

を

み

て
も

分

る

よ
う

に

、

イ
タ

コ
の
入

巫

の
動

機

は
他

律

的

で

あ

る
。

そ

し

て

、
親

族

集

団

が

彼

女

を

イ

タ

コ
に
す

る
目

的

は

、

霊

媒

に

よ

っ
て
彼

女

に

一
人

前

の
収

入

を

得

さ

せ

る

こ
と

で
あ

ゐ
。
」

(楠

一
九

七
三

:

三

七

・
八

)

盲

巫

女

の

エ
キ

セ

ン

ト
リ

ッ
ク
な

一
面

が

強

調

さ

れ

が

ち

な

申

で

、

オ

ガ

ミ

サ

マ
が
生

き

て

い
る
社

会

の
中

で
は

、
盲

女

が

オ

ガ

ミ

サ

マ
に

な

る

こ
と

は

き

わ

め

て

あ

た
り

ま

え

の

こ

と

で

あ

る

、

と

い
う

事

実

を
認

め

る

こ

・

と

が

理
解

へ
の
第

一
歩

と
な

る
(a
。

何

故

あ

た
り

ま

え

な

の

か

と

い
う

と

、
盲

女

が

オ
ガ

ミ

サ

マ
に
な

る
入

巫

過

程

に

は

、
共

同

体

の
申

で

「
一
人

前

」
.に
な

る

と

い
う

企

て
が

し
く

ま

れ

て

い

る
か

ら

.で
あ

る
。

オ
ガ

ミ

サ

マ
が

師

匠

か

ら

・

独

立

す

る

こ
と

を

「
身

あ

が

り

」

と

言

う

が

、

こ

の
言

葉

は

、

「
コ

ッ
ク
の
身

あ

が

り

」

な

ど

と

い
う

使

い
方

も

き

れ

、

一
般

に

「
一
人

前

に
な

る
」

と

い
う

意

味

を

持

つ
。

ま

た

、

ブ

ラ

ッ
カ

ー

は

次

の

よ

う

に
述

べ
て

い
る

。

「
霊
媒

に

な

る

こ
と

で

、
彼
女

は

共

同
体

の

重

荷

で
あ

る
よ

り

も

む

し

ろ

生
活

力

の

あ

る

一
員

と

な

る

で
あ

ろ

う

。
役

立

た
ず

と

い
う
烙

印

か

ら
彼

女

を
救

う

た

め

に

、

両

親

は
年

長

の

、

す

で

に
評

価

を
得

て

い
る

イ

タ

コ
に
弟

子

入

り

を

さ

せ

、

そ

の
家

で
必

要

な

訓
練

を

受

け

る

こ
と

に

な

る

の

で

あ

る

。
」

(
ブ

ラ

ッ

カ

ー

一
九

七

九

・
.・
=
二
六
)

入

巫

の
時

期

に

つ
い

て
も

、
初

潮

前

が

適

当

な

時

期

と

考

え

ら

れ

て

い

る
。

「
初
潮
後
と
く
に
結
婚
後
の
入
巫
で
は
、
修
業
に
十
分
身
が
は
い
ら
な
い
し
、

途
中
で
挫
折
す
る
例
も
多

い
。
」
ま
た
、

一
入
前
の
女
に
な

っ
て
し
ま
う
と
神

が

つ
き
に
く
く
、
カ
ミ

ツ
ケ
の
成
功
率
も
少
な
く
な
る
の
で
、
け
が
れ
を
し
ら

な
い
少
女
の
頃
が
よ
い
と
考
え
ら
れ
る
。

「
か
く
し
て
当
地
方
の
盲
女
は
、『
イ

ロ
ケ
の
つ
か
な
い
う
ち
に
手
ば
な
す
も
の
だ
』
と
い
わ
れ
、
10
歳
を
過
ぎ
て
身

の
廻
り
の
始
末
に
こ
と
欠
か
な
い
こ
ろ
を
見
計

っ
て
、
適
当
な
師
匠
を
求
め
入

巫
す
る
。
」
(桜
井

「
九
六
九
:
一二
〇
二
)
実
際
に
は
、
失
明
す
る
時

期

が

遅

か
っ
た
場
合
な
ど
は
初
潮
後
の
入
巫
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
が
、
入
巫
の
条
件

と
し
て
年
齢
が
重
視
さ
れ
て
い
る
点
は
注
目
す
べ
き
だ
。
当
地
方
に
共
存
す
る

「
カ
ミ
サ
マ
」
な
ど
と
呼
ば
れ
る
目
あ
き
の
女
性
の
霊
能
者
、
あ
る
い
は
津
軽

の
ゴ
ミ
ソ
な
ど
の
場
合
、
四
十
才

・
五
十
才
か
ら
の
入
巫
は
珍
し
く
な
い
が
、

イ
タ
コ
や
オ
ガ
ミ
サ
マ
の
場
合
は
そ
う
い
う
事
例
は
報
告
さ
れ
て
い
な
い
。「
イ

タ
コ
は
入
巫
当
時
未
婚
で
あ
り
無
垢
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
ゴ
ミ

ソ
の
場
合
に
は
、
結
婚
経
験
の
有
無
は
入
巫
の
条
件
に
関
係
し
な
い
。
」

(楠

一
九
七
三
:
三
八
)

こ
の
よ
う
に
オ
ガ
ミ
サ
マ
の
入
巫
に
は
、

「
霊
能
者
に
な
る
た
め
の
修
業
」

と
い
う
宗
教
的
テ
4
マ
の
裏
側
で
、

「
目
の
見
え
な
い
少
女
が

一
人

前

に

な

る
」
と
い
う
社
会
的
テ
ー

マ
が
埋
め
こ
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
入
巫

過
程
を
、
盲
目
の
少
女
の
た
め
の
特
殊
な
成
女
式
と
し
て
、
人
生
儀
礼
11
通
過

儀
礼

の
枠
組
の
も
と
に
社
会
的

コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
中

で
分
析
す
る

意

義

が

あ

る
。
も
ち
ろ
ん
職
業
的
霊
能
者
に
な
る
の
だ
か
ら
、
盲
目
の
少
女
全
て
が
オ
ガ

ミ
サ
マ
に
な
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
修
業
の
途
中
で
挫
折
し
た
り
弟
子
入
り
し

な
い
少
女
た
ち
も
居
た
。
こ
の
点
は
、
誰
も
が
通
過
す
る

一
般
の
人
生
儀
礼
と
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は
異
な

っ
て
い
る
。
た
だ
し
、

一
般

の
人
も
オ
ガ
ミ
サ
マ
も

「
オ
ガ
ミ
サ
マ
」

に
な
れ
な
か

っ
た
人
に
つ
い
て
語
る
時
は
、
必
ず

「
あ
の
人
は
な
ん
ぼ
か
目
え

見
え
た
ん
だ
ね
。
」
と
言
う
こ
と
に
は
注
意
し
た
い
。
オ
ガ
ミ
サ
マ
に
な
れ
な

い
あ
る
い
は
な
ら
な
い
盲
女
は
、
今

日
の
よ
う
に
マ
ッ
サ
ー
ジ
が
普
及
す
る
以

前
は
、
.結
局
家
事
や
農
業
な
ど
の
手
伝

い
を
し
て

「
目
あ
き
の
世
界
」
で
暮
ら

す
こ
と
に
な
る
。
従

っ
.て
、
実
際
に
全
盲
か
半
盲
か
に
か
か
わ
ら
ず

「
な
ん
ぼ

か
目
が
見
え
た
」
と
い
う
こ
と
に
し
て
、

「
目
あ
き
」
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
周
辺

部
に
ふ
り
わ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で

「
盲
人
」

コ

人
前
」
と
い
っ
た

言
葉
の
意
味
を
、
オ
ガ
ミ
サ
マ
・の
居

る
社
会
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
中
で
さ
ぐ

っ

て
み
る
必
要
が
あ
る
。
東
北
の
農
村

で
言
わ
れ
る

「
盲
人
」
「
一
人
前
」
と
い
っ

た
言
葉
の
意
味
す
る
内
容
と
、
近
代
的
な

「
視
覚
障
害
者
」

h
成
人
」
と
い
っ

た
言
葉
の
内
容
と
の
間
に
は
、
か
な
り
大
き
な

へ
だ
た
り
が
あ
る
。

こ
の
地
方
で
、
人
を
ほ
め
て
言
う
時
に
最
も
よ
く
使
わ
れ
る
の
は
「働
き
者
」

と
い
う
言
葉
で
あ
る
。
こ
れ
は
男
は
も
ち
ろ
ん
女
に
対
し
て
も
用
い
ら
れ
、
こ

の
社
会
に
お
け
る
人
間
の
理
想
像
と
言
え
よ
う
。
今

で
こ
そ
ほ
と
ん
ど
が
兼
業

農
家
と
な

っ
て
お
り
農
業
以
外
の
仕
事
に
従
事
し
て
い
る
世
帯
も
多
い
が
、
今

だ
に
農
業
に
従
事
し
て
い
な
い
人
間

(例
え
ば
都
会
か
ら
来
た
教
師
な
ど
)
を

さ
す

「
ム
ダ
人
」
と
い
っ
た
言
葉
が
残

っ
て
い
る
農
村
地
帯
で
あ
る
。従

っ
て
、

こ
の
社
会
の

「
成
人
」
観
は
農
作
業

に
基
盤
を
お
い
て
い
る
。

「働
き
者
」
と

同
様
に

「
よ
く
か
せ
ぐ
」
と
い
う
の
も
ほ
め
こ
と
ば
だ
が
近
代
的

ニ
ュ
ア
ン
ス

を
含
む
。

「
働
き
者
」
と
は
、
朝
は
ま
だ
暗
い
う
ち
か
ら
田
畑
に
出
て
日
が
暮

れ
る
ま
で
農
作
業
に
従
事
し
て
、
女
性
な
ら
、
夜
遅
く
ま
で
家
事
労
働
を
し
て

い
る
人
の
こ
と
を
言
う
。
こ
れ
に
対

し
て

「
よ
く
か
せ
ぐ
」
と
い
う
の
は
、「働

き
者

」

と

同
様

に

用

い

ら

れ

る

こ

と
も

あ

る

が

、

現
金

収

入

が
多

い

と

い

う
近

代

的

ニ

ュ
ア

ン

ス
を
含

む

。

オ

ガ

ミ

サ

マ
も

「
男

の

三

人

分

も

四

人

分

も

か

せ

ぐ

ん

だ

よ
」

と
評

判

に

な

る

が

、

カ

ー

ア
ク

セ

サ
リ

ー
店

の

経
営

に
成

功

し

た

男

性

も

「
あ

そ

こ
の

息

子

は

よ

く

か

せ

ぐ
」

と

い
う
具

合

に

評
判

に

な

る

。

ま

た

特

に
開
拓

部
落

な

ど

で
は

、

「
オ

レ
な

ん

か
食

う

も

の

も
食

わ

ず

に

ヒ
ト

の

二
倍

も

三

倍

も
働

い
た

ん

だ

か

ら

。

(
水

田

の

開
拓

は
)

全
部

オ

レ
が

や

っ
た

ん

だ

か

ら

。

」

と

い

っ
た

こ
と

が

最
大

の
苦

労

話

で

あ

る

と

同
時

に
自

慢

話

と

な

る

。

女

性

の

前

か

け

や

エ
プ

ロ
ン
の

使

用

も

、

機

能
的

に

説

明

す

る

こ
と

は

不

可

能

の

よ

う

に

思

え

る
っ

彼

女

た

ち

は

、

オ

ガ

ミ

サ

マ
の
所

に
祈

濤

や

口
寄

を
依

頼

し

に
来

る
時

も

、
婦

人
会

の
集

ま

り

の
時

で
も

、
医

者

に

行

く

時

で

も

、

と

に

か

く

一
日
中

前

か

け

や

エ
プ

ロ

ン
を

は
ず

さ

な

い

。
前

か

け

や

エ
プ

ロ
ン
は

、

こ
の
社

会

の

「

一
人

前

の
女

性

」

「
働

き
者

の
女

性

」

を
表

示

す

る

記

号

で

あ

る

と
言

え

る

。

ち

な

み

に

オ

ガ

ミ

サ

マ
も

前

か

け

を

し

て

い

る
。

こ

う

し

た

理
想

的

人

間

像

に
対

し

て

、

「
こ
ぎ

れ

い

に

し

て

い

る
女

性

」

や

「
大

メ

シ
食

ら

い
」

は

、

ど

ち

ら

か

と
言

え
ば

負

の
価

値

を
帯

び

て
く

る
。

も

ち

ろ

ん

、
世

代

や
地

域

に

よ

っ
て

、

こ
う

し

た
価

値

は
近

代

的

な

価

値

観

に

と

っ
て

か

わ

ら

れ

て

く

る

の

だ

が

、

オ

ガ

ミ

サ

マ
の
顧

客

と

な

る

よ

う

な
人

々

、

す

な

わ

ち

オ

ガ

ミ

サ

マ
を

と
り

囲

ん

で

い

る
世

界

の
価

値

観

と

し

て

は

、
今

日
な

お

こ

う

し

た
人

間

像

が
描

か

れ

て

い

る

と

い

え

る

。

き

て

、

こ

の

よ

う
な

「
働

き
者

文

化

」

乏

で
も

言

い

た
く

な

る

よ
う

な

社

会

の
申

で

、
障

害

者

は
ど

の

よ
う

に
位

置

づ

け

ら

れ

る

の
だ

ろ
う

か

。

結

婚

の
条

件

と

し

て

、

「
五
体

満

足

で

あ

る

こ

と
」

と

「
お

か
し

な

こ

と

は
言

わ

な

い
」

.

と

い
う

二

つ
が

あ

げ

ら

れ
た

。

こ

の
素

朴

な

ま

で

に
簡

単

な

こ

と
ば

は

、
あ

ぎ
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冖や
か
に
身
心
障
害
者
を
切
り
捨
て
て
い
る
。
こ
う
し
た
文
化
の
中

で
は
、
視
力

O

.
一
～
○

・
三
未
満
イ
コ
ー
ル

「
軽
度
弱
視
」
乏
い

っ
た
、
近
代
的

・
医
学

的
分
類
基
準
は
意
味
を
な
さ
な
い
。

一
般
に
、
盲
人
の
こ
と
は

「
目
の
見
え
な

い
人
」

「
め
く
ら
」

「
座
頭
」
な

ど
と
呼
ば
れ
る
が
、
視
か
が
ど
の
よ
う
に
測

定
さ
れ
よ
う
と
、

「
め
く
ら
」
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
と
ら
え
ら
れ
て
し
ま
う

と

「
五
体
満
足
」
で
は
な
く
な

っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

「
視
力
障
害
」
と
い

う
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
社
会
の
脈
絡
か
ら
断
ち
切
ら
れ
た
所
に
存
在
す
る
が
、

「
盲

目
」
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
き
わ

め
て
文
化
的
な
も
の
で
あ
り
、
現
実
の
社
会

の
中
で
動
い
て
い
る
為
の
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。

「
盲
目
」
と

「
目
あ
き
」
と
い
う
の
は
、

「
男
」
と

「
女
」
の
よ
う
な
対
比

関
係
に
は
な
い
。

「
盲
目
」
と
い
う
の
は
、

「
そ
れ
を
も
つ
こ
と
で
〔
ひ
と
の
〕

信
頼
を
失
う
こ
と
に
な
る
よ
う
な
重
大
な
属
性
」

(ゴ

ッ
フ
マ
ン

一
九
八
○
:

一
四
)
す
な
わ
ち
ス
テ
ィ
グ

マ
な
の
で
あ
る
。
従

っ
て
盲
目
な
ど
の
身
体
障
害

は
ま
ず
.劣
性
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
の
だ
が
、
こ
れ
は
農
作
業
の
場
面
で
明
ら
か

に
な
る
。
上
述
の
よ
う
に
、
こ
の
地
方
の

「
常
人
」
の
伝
統
的
理
想
像
は
農
作

業
の
場
面
で
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
、

「
常
人
」
に
課
さ
れ
る
実
践
す
べ
き
規

準
も
主
に
農
作
業
の
場
面
で
規
定

さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
従

っ
て
、
農
作
業

に
お
い
て
平
均
的
労
働
力
が
期
待

で
き
な
い
よ
う
な
場
合
、
そ
の
人
は
「常
人
」

か
ら
逸
脱
し
て
し
ま
い
、
共
同
体

の
中
で
劣
位
な
人
間
、
周
辺
的
な
人
間
と
な

る
。
農
作
業
に
お
け
る
周
辺
性
は
そ
の
ま
ま

社
会
的
周
辺
性
に

平
行
移
動
す

る
。身

体
障
害
の
種
類
を
、
農
作
業

に
お
い
て
問
題
と
な
る
順
に
あ
げ
て
も
ら
う

と
次
.の
よ
う
に
な

っ
た
。

「
キ
ン
ポ

・
オ
ッ
ツ
」

(聾
唖
)

「
ビ

ッ
コ
・
テ
ン
ポ
」

(肢
体
不
自
由
)

「
イ
ザ
リ

・
座
頭
」

実
際
の
農
作
業
に
お
い
て
、
ま
た
社
会
的
評
価
に
お
い
て
、
必
ず
し
も

こ
の
よ

う
な
三
段
階
の
分
類
が
な
さ
れ
る
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
が
、
聴
覚
障
害
な
ど

に
比

べ
て
視
覚
障
害
が
、
最
も
農
作
業
に
参
加

で
き
る
範
囲
が
狭
く
、
農
業
労

働
力
と
し
て
は
ほ
と
ん
ど
期
待

で
き
な
い
こ
と
は
、
当
該
社
会
の
申
で
は
っ
き

り
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
ス
テ
ィ
グ

マ
に
対
し
て

「
常
人
」
の
世
界

が
硬
直
化
し
て
い
る
か
と
い
う
と
そ
う
で
は
な
く
、
色
々
な
形
で
共
同
体
の
申

に
と
り
こ
ま
れ
て
い
く
過
程
が

一
方
に
あ
る
。
精
神
薄
弱
の
場
合
極
端
な
も
の

は
、
座
敷
牢
に
と
じ
こ
め
ら
れ
朝
か
ら
晩
ま
で
叫
ん
で
い
た
と
い
う
事
例
も
あ

る
が
、
あ
る
程
度
通
常
の
生
活
が
可
能
な
も
の
は
、
家
族
や
親
戚

の
協

力

に

よ

っ
て
結
婚
し
別
家
す
る
と
こ
ろ
ま
で
こ
ぎ

つ
け
た
事
例
も
あ
る
。
こ
の
地
方

で
は

「
別
家
」
と
い
う
の
も

「
独
立
」

「
一
人
前
」
の
指
標
の

一
つ
で
あ
る
。

今

日
の
近
代
的
福
祉
が
普
及
す
る
以
前
は
、
結
局
あ
ら
ゆ
る
身
心
障
害
は
家

族
及
び
地
域
共
同
体
の
セ
ク
タ
ー
で
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
で
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
従

っ
て
障
害
者
は
農
業
共
同
体
の

「
常
人
」
の
世
界
か
ら

排
除
さ
れ
る

一
方
、

「
常
人
」
も
ま
た
彼
ら
と
世
界
を
共
有
せ
ざ

る

を

得

な

か

っ
.た
。
盲
目
な
ど
の
身
体
障
害
が

「
劣
性
」
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
の
は
、
こ

う
し
た
背
景
に
お
い
て
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
今
日
の
よ
う
に
障
害
者
が

「
常

人
」
の
目
の
届
か
な
い
所
に
隔
離
さ
れ
、

「障
害
者
」
と

「健
常
者
」
と
い

っ

た
対
比
的
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
発
生
す
る
背
景
は
な
い
。
あ
ら
ゆ
る

「
障
害
者
」

は
個
別
性
を
持
ち
、
各
々
、
社
会
的

コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
中

で
具
現
化
さ
れ
る
。
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「
障

害

」

は
病
院

の
中

の

、

「
不

具

」

は
神

話

の
申

の

こ
と

ば

で
あ

る
。

社

会

の
中

に

は

、
た

だ

「
キ

ン
ポ

」

「
オ

ッ

ツ
」

「
ビ

ッ

コ
」

な

ど

と

い
う

こ
と

ば

が

あ

る
だ

け

で
、

そ
れ

さ

え

も

個

人

の

属
性

を

あ

ら

わ

す

形
容

詞

で
あ

り

、

人

間

の
カ

テ
ゴ

リ

ー

と

し

て
は

き

わ

め

て
あ

い
ま

い
な
も

の

で
あ

る

。

そ

の
中

で

「
座
頭

」

と

い
う

言

葉

は

、

「
盲

目
」

と

い
う

属
性

を
言

う

の

で

は

な

.く

、

「
盲

人

」

の

こ
と

を
意

味

し

て

い
る

わ

け

で
、

こ

こ
に

あ

げ

た
名

称

の
中

で

は

人

問

の

カ

テ
ゴ

リ

ー

と

し

て

最
も

明
確

な
も

の

と
言

え

る

。

こ
こ

に

、
農

業

共

同

体

に

お

け

る
視

覚

障

害

者

の
特

異

性

が

あ

る

。
,さ

て

、

コ

人

前

L
及

び
「
盲

目

」

と

い
う

こ

と
ば

を
社

会

的

脈

絡

の
中

で
見

て
ぎ

た

の
だ

が

、
こ
う

し

た
「
成

人

」

観

、

「
障

害

」

観

を

背

景

と

し

て
目

の
見

え

な

い
少

女

は

オ
ガ

ミ

サ

マ
に

な

っ
て

い
く

。

冒

頭

に
述

べ
た

よ

う

に

こ

の
地

方

の
盲

女

は

ほ

と

ん

ど

が

オ

ガ

ミ

サ

マ
に
な

る
わ

け

だ

が

、

決

し

て
盲
女

と

オ
ガ

ミ
サ

マ
は

同

一
視

き

れ

て

い

な

い
。

「
オ

ガ

ミ

サ

マ

っ
て

い
う

の

は

な

ん

で
か
知

ら

ね

え

け

ど

み
ん

な

目

が

見

え

な

い
ん

だ

よ

。

」

と

言

わ

れ

る

よ

う

に

、

オ

ガ

ミ

サ

マ
と

い

う

カ

テ

ゴ

リ

ー

と
盲

女

と

い

う

カ

テ
ゴ

リ

ー

を

区
別

す

る
前

提

が

あ

る

。
従

っ
て

、

オ

ガ

ミ

サ

マ
に

な

る

プ

ロ
セ

ス
に

は

、

「
霊

能

者

」

「

一
人

前

」

に

な

る

と

い

う

テ

ー

マ
の
も

と

に

、

カ

テ

ゴ

リ

ー
変

化

の
契

機

が

あ
り

、
条

件

と
し

て
「
盲

女

」

と

「
入
巫

の
時

期

」

が
意

識

さ

れ

て

い

る
。

三
、
入
巫
の
事
例

宮
城
県
北
部
の
盲
巫
女
の
入
巫
に

つ
い
て
は
す
で
に
い
く
つ
か
報
告
さ
れ
て

い
る
(g
。
ま
た
、
桜
井
徳
太
郎
は
東
北
地
方
全
般
に
わ
た

っ
て
、
盲
巫
女
の
入

巫
過
程
を
数
多
く
紹
介
し
整
理
し
て
い
る
。

(桜
井

・一
九
七
四
)
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
こ
こ
で
新
た
な
事
例
を
独
自
の
調
査
か
ら
紹
介
す
る
理
由
は
、
特
に
以

下
の
二
点
に
よ
る
。
第

{
に
、
従
来

の
調
査
で
は
、
入
巫
過
程
を
弟
子
入
り
か

ら
身
あ
が
り
ま
で
と
し
て
と
ら
え
る
の
で
、
入
巫
以
前
と
以
後
の
状
況
や
そ
の

変
化

に
関
す
る
記
述
が
見
ら
れ
な
い
。
従

っ
て
盲
女
が
盲
巫
女

へ
と
変
化
し
て

い
く
社
会
的
な
過
程
を
と
ら
え
に
く
い
。
第
二
に
、
こ
れ
と
関
連
し
て
、
盲
女

の
入
巫
に
関
与
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
人
の
情
報
が
き
わ
め
て
少
な
い
。

つ
.ま
り
、

従
来
の
調
査
は
も

っ
ぱ
ら
盲
巫
.女
本
人
だ
け
の
イ
ン
タ
ビ

ュ
ー
か
ら
な
の
で
、

入
巫
過
程
の
社
会
的
ひ
ろ
が
り
を
把
握
で
き
な
い
。

こ
う
し
た
理
由
か
ら
、
こ
こ
で
は
入
巫
過
程
を
長
期
的
枠
組
の
も
と
に
、
社

会
的

コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
中
で
と
ら
え
る
こ
と
を
目
的
に
、
登
米
郡
の
地
方
都
市

T
の
周
辺
部
に
住
む
F
さ
ん
と
い
う
オ
ガ
ミ
サ
マ
の
事
例
を
紹
介
す
る
。
イ
ン

フ
ォ
マ
ン
ト
は
F
ざ
ん
本
人
の
他
、
姉
妹
、
家
族
、
近
所

の
人
な
ど
複
数

で
あ

る
。
こ
こ
で
は
紙
数
の
都
合
及
び
、
繁
雑
さ
を
避
け
る
た
め
、
F
さ
ん
の
事
例

を

一
つ
だ
け
紹
介
し
て
、
,後
の
分
析
に
お
い
て
必
要
に
応
じ
て
他
の
事
例
を
引

用
す
る
こ
と
に
し
た
。
し
か
し
、
前
述
し
た
既
存
の
報
告
に
照
ら
し
て
も
、
後

述
す
る
分
析
が
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
明
記
し
て
お
く
。
ま
た
、
F

さ
ん
以
外
の
オ
ガ
ミ
サ
マ
の
入
巫
過
程
に
つ
い
て
は
、
資
料
の
ま
と
め
と
し
て

別
の
機
会
を
得
て
報
告
し
た
い
。

F
き
ん
は
昭
和
十
四
年
に
、
今

の
住
居
か
ら

一
キ

ロ
程
離
れ
た
別
の
部
落
の

農
家
の
四
女
と
し
て
生
ま
れ
た
。
F
さ
ん
の
母
親
億
地
主
の
長
女

で
家
督
だ

っ

た
の
で
ム
コ
を
も
ら

っ
た
が
、
結
局
本
家
は
後
妻
の
長
男
が
相
続
レ
た
た
め
、

F
さ
ん
の
両
親
は
別
家
し
て
苦
労
し
た
よ
う
だ
が
、
決
し
て
貧
し
い
農
家
で
は
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な
か

っ
た
よ
。う
だ
。
現
在
、
男

一
人
女
五
人
の
兄
弟
姉
妹
の
う
ち
、
長
男
が
家

を
継
ぎ
、
姉
二
人
は
北
海
道
、
姉

一
人
、
妹

一
人
は
宮
.城
県
内
に
嫁

い

で

い

る
。
両
親
は
他
界
し
て
い
る
。
F
き
ん
は
生
後
ま
も
な
く
眼
病
の
た
め
視
力
が

お
と
ろ
え
た
。
し
か
し
最
近
ま

で
は

一
人
歩
き
が
で
き
る
く
ら
い
は
見
え
た
の

で
、
小
学
校
も

一
年
遅
れ
な
が
ら
も
四
年
間
通
学
し
て
い
た
。
そ
し
て
四
年
生

の
申
頃
に
、
黒
板
の
字
も
見
え
な
く
な
り
学
習
効
果
も
あ
が
ら
な
い
の
で
、
中

途
で
や
め
た
。
担
任

の
教
師
は
盲
学
校
に
入
学
す
る
こ
と
を
勧
め
た
が
、
昭
和

二
十
七
年
当
時
は
盲
学
校
は
新
し
く
不
安
な
感
じ
が
し
た
し
、
バ
リ

・
灸
は
野

の
仕
事
だ

っ
た
の
で
、
女
な
ら
オ
ガ
ミ
サ
マ
の
方
が
く
い

っ
ぱ
ぐ
れ
が
な
い
と

両
親
と
兄
が
相
談
し
て
オ
ガ
ミ
サ

マ
に
す
る
こ
と
に
決
め
た
。
か
く
し
て
、
F

さ
ん
は
、
か
ぞ
え
で
十
四
才
の
年

に
、
地
方
都
市
T
在
住
の
オ
ガ
ミ
サ
マ
馴
ボ

サ
マ

(男
盲
の
祈
濤
師
)
夫
婦
の
も
と
に
弟
子
入
り
し
た
。
弟
子

入

り

の
時

は
、
師
匠
宅
ま
で
は
、
本
人
に
両
親
と
兄
が
付
き
添

っ
て
行

っ
た
。師
家

で
は
、

神

つ
け
の
進
行
役
と
な
る
S
と
い
う
ボ
サ
マ
を
呼
ん
で
、
師
匠
夫
婦
と
供
に
、

両
親
が
ご
ち
そ
う
を
出
し
た
。
ま
た
、
弟
子
入
り
に
あ
た

っ
て
は
契
約
が
か
わ

さ
れ
る
の
で
、
生
家
の
近
所
の
人

に
保
証
人
に
な

っ
て
も
ら

っ
た
。
こ
の
契
約

に
お
い
て
、
弟
子
入
り
期
間
五
年

、
食
い
ぶ
ち

一
日
米
五
合
と
い
っ
た
ご
と
が

決
め
ら
れ
た
(①)。

き
て
、
弟
子
入
り
後
の
F
さ
ん
は
、
住

み
込
み
で
朝
は
掃
除
や
子
守
り
な
ど

を
し
て
、
だ
い
た
い
昼
聞
に
経
文

・
祝
詞
な
ど
を
教
え
ら
れ
た
。
師
匠
の
オ
ガ

ミ
サ

マ
は
仕
事
に
忙
し
く
、
、主
に
、
ボ
サ

マ
の
方
に
教
え
ら
れ
た
。
F
さ
ん
自

身
は
、
実
際
は
ボ
サ
マ
が
自
分
の
師
匠
だ
と
考
え
て
い
る
が
、
カ
ミ
ツ
ケ
の
際

あ
き
ら
か
に
な
.る
よ
う
に
、
形
式
的
に
は
あ
く
ま
で
オ
ガ
ミ
サ
マ
が
師
匠
と
な

る

。
盆

、
正

月

、

お
祭

り

の
時

な

ど

は
実

家

に
帰

っ
た

。

こ

う

し

て
修

業

生

活

を

お

く
り

、

四
年

目

の

、

か

ぞ

え

で

十

七
才

の
春

に

カ

ミ

ツ

ケ
が

お

こ
な

わ

れ

た

。カ
.ミ

ツ

ケ
に

は
大

勢

の
人

が
集

ま

る

の

で
、
師

家

が

せ
ま

い
時

な

ど

は
本

人

の
実

家

で
お

ご

な

う

こ
と

も

あ

る

が

、

本
来

は
師

家

で
や

る

べ
き

も

の

で

あ

る

。

F

さ

ん

の
場

合

も

師

匠

の
家

で
お

こ
な

っ
た

。

カ

ミ

ツ
ケ
の

儀

式

の

前

に

、

一
週
間

の
行

に

入

る

。
本

来

は

二

十

一
日
間

の
行

で
、

一
週
間

ご

と

に
穀

断

ち

、
火

断

ち

、
塩

断

ち

が
課

さ

れ

る

の

だ

が

、

一
週
間

に

短
縮

き

れ

て

い

る

の

で
行

に

入

っ
た

と

た

ん

に

、
穀

(
ご

は

ん
)

、
火

に

か

け

た
も

の

、
塩

も

の

は
食

べ
ら

れ

な
く

な
り

、

リ

ン
ゴ

・
.バ

ナ

ナ

・
ナ

ス

・
ミ

カ

ン
な

ど

を
食

べ
て

す

ご

す

。
行

者

の
食

事

の
用

意

は
汚

れ

の
な

い

よ
う

に
実

家

か
ら

年

老

い
た
母

親

が

や

っ
て

き

て
泊

ま

り

こ

み

で

用
意

を

す

る

。
行

の
間

は

、
朝

・
昼

・
晩

と

日

に

三
回

、
白

装

束

で
水

垢

離

を

と

る
。

水

垢

離

は

一
入

で
師

家

の
裏

に
設

置

し

た
小

屋

の
中

で

と

る

。
水

垢

離

を

と

る
以

外

は

、
師

家

の
道

場

の
中

に
居

て

経

文

を

あ
げ

、

そ

の
敷

居

か

ら

さ

が
ら

せ

て
も

ら

え
ず

、
俗

人

と
会

わ

な

い

よ

う

に

し

て
過

ご

す
。

行

者

は
水

垢

離

の
時

以

外

は
柄

ず

り

の
着

物

を

着

て

い

.
る
。

こ
う

し

て
行

に
入

っ
て

七

日
目

の
晩

に

カ

ミ

ツ
ケ

が

お

こ
な

わ

れ

た
。

カ

ミ

ツ
ケ

は
全

般

に
師

匠

が
執

行

者

・
司

祭

と
な

り

、
親

(
家

族

)

が
ホ

ス
ト

と

な

る
と

い
え

る
。

F
さ

ん

の
母

親

は
上

述

の

よ
う

に

、
行

に
入

っ
て
か

ら

泊

ま

り

こ
ん

で

い

る
が

、
カ

ミ

ツ
ケ

の
当

日

に

は
実

家

か

ら

兄

夫

婦

と

姉

も

準

備

の

手

伝

い

に
や

っ
て
く

る
。

昼

に
は

、
カ

ミ

ツ
ケ
を

手
伝

っ
て
も

ら

う

近

在

の
先

輩

オ

ガ

ミ
サ

マ
と

そ

の
夫

の

ボ

サ

マ
た

ち

が

集

ま

り

、

実
家

の
者

た

ち

が

彼

ら

に

お
膳

を
出

す

。
儀

式

の
準

備

は

、
弟

子

入

り

し

た
時

の
祝

宴

に
招

い
た

ボ

S
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サ
マ
が
お
こ
な

っ
た
。
こ
の
人
は
い
く
ら
か
目
の
見
え
る
人
で
、
道
場
飾
り
を

し
た
り
、
神
々
の
名
を
書
い
た
札
を
作

っ
た
り
し
て
い
て
、
カ
ミ
ツ
ケ
の
実
質

的
な
執
行
者
と
な

っ
て
い
る
。

「
S
さ
ん
が
居
な
い
と
カ
ミ
ツ
ケ
が

で

き

な

い
」
と
言
わ
れ
、

「
先
に
た

つ
人
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
行
者
は
夕
方
、
両
親

(F
さ
ん
の
場
合
、
母
親
が
弱
か

っ
た
の
で
近
所
の
M
女
と
父
親
)
に
抱
か
れ

て
水
垢
離
を
す
ま
せ
て
か
ら
晴
れ
着

を
着

て
道
場
に
入
り
、
後
ろ

か

ら

師

匠

(オ
ガ
ミ
サ
マ
)

の
ひ
ざ
の
上
に
抱

か
れ
て
祭
壇
に
向
か
う
。
そ
の
ま
わ
り
を

集
ま

っ
た
オ
ガ
ミ
サ

マ
、
ボ
サ

マ
た
ち
二
十
人
位
が
コ
の
字
型
に
と
り
囲
ん
で

す
わ
る
。
隣
の
部
屋
に
は
家
族

(両
親
、
兄
夫
婦
、
姉
)
、親
戚
(父
方
オ
バ
、

母
方
オ
ジ
ニ
人
、
オ
バ

一
人
)
、
近
所
の
人

(母
の
代
理
で
水
垢
離
し
た
M
女

と
、
入
門
時
の
保
証
人
の
男
性
)
が
集
ま

っ
て
見
守
る
。
こ
の
人
た
ち
は
、
汚

れ
が
入
る
の
で
道
場
の
中
に
は
入
れ
な
い
。
ま
た
当
日
は
、
近
在
か
ら
多
勢
の

見
物
人
が
集
ま

っ
て
道
路
か
ら
中
を

の
ぞ
い
て
い
る
の
で
、
汚
れ
が
入
ら
な
い

よ
う
に
S
ボ
サ
マ
が
塩
を
ま
い
て
道
場
を
浄
め
る
。
そ
し
て
い
よ

い

よ

暗

く

な

っ
て
か
ら
電
気
を

つ
け
て
オ
ガ
ミ
サ
マ
た
ち
が
心
経
を
く
り
か

え

し

あ

げ

る
。
三
時
間
程
た

っ
て
か
ら
、
夢
中

に
な

っ
て
、
記
憶
が
な
く
な
り
、
気
が
つ

い
た
ら
オ
ガ
ミ
サ
マ
た
ち
が
観
音
経
か
不
動
経
を
あ
げ
て
い
て
、
神
さ
ま
を
さ

げ
て
い
た
(お
く
り
か
え
し
て
い
た
)
。
F
さ
ん
の
持

っ
て
い
た
幣
束
に
摩
利
支

天
の
札
が
つ
い
た
の
で
、
F
さ
ん
に
は
摩
利
支
天
が
守
護
神
と
し
て
つ
い
た
こ

と
が
S
ボ
サ
マ
か
ら
発
表
さ
れ
た
。

そ
の
晩
は
ミ
ソ
汁
を
飲
ん
で
か
ら
夜
中
の

十
二
時
頃
に
参
加
者
ば
休
ん
だ
。
行
者
と
オ
ガ
ミ
サ
マ
た
ち
は
師

家

に
泊

ま

り
、
家
族
、
親
戚
た
ち
は
近
所
の
家

に
泊
ま
り
、
見
物
人
は
居
な
く
な

っ
た
。

翌
朝
は
朝
の
つ
と
め
を
し
て
か
ら
晴
着
を
着
て
弓
開
き

(初
め
て
の
口
寄
)

を
お
こ
な

っ
た
。
ま
ず
先
輩

二
人
が
や

っ
て
か
⑤
F
さ
ん
が
口
寄
し
た
。
普
通

は
実
家
の
仏
さ
ん
を
呼
ぶ
の
だ
が
、
F
さ
ん
の
所
に
は
ま
だ
仏
さ
ん
が
な
か

っ

た
の
で
師
匠
の
親
た
ち
の
口
寄
を
し
た
。
午
前
十
時
頃
に
な

っ
て
祝
儀
の
お
膳

が
出
た
。

師
匠
が
あ
い
さ
つ
し
て
父
が
お
礼
を
述

べ
た
。

席
順
は
上
座
か
ら

師
匠
、
先
輩

、
F
さ
ん
の
順
で
あ

っ
た
。
師
家
が
狭
か

っ
た
の
で
、
座
敷
は
二

回
催
し
た
。

一
回
目
が
オ
ガ
ミ
サ
マ
た
ち
で
、
二
回
目
は
親
戚
の
人
た
ち
の
た

め
で
あ

っ
た
。
こ
の
祝
儀
は

「
お
嫁
き
ん
に
な
る
の
と
同
じ
」
と
言
わ
れ
て
お

り
、
婚
姻
の
祝
儀
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
祝
儀
の
費
用
は
親

の
負

担

に

な

る

が
、
他
に

「
ひ
き
も
の
」
と
二
日
分
の
日
当
を
、
参
加
し
た
オ
ガ
ミ
サ
マ
、
ボ

サ

マ
全
員
に
現
金
で
払

い
、
師
匠
に
は
礼
金
也
払
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

こ
う
し
て
オ
ガ
ミ
サ
マ
に
な

っ
た
F
さ
ん
は
、
約
束
が
五
年
だ

っ
た
の
で
、

あ
と
の

一
年
間
は
師
家
に
居
て
仕
事
の
手
伝
い
な
ど
し
て

(
お
礼
奉
公
)
、
あ

し
か
け
五
年
、
ま
る
四
年
で
身
あ
が
り
し
た
。
身
あ
が
り
の
当
日
は
S
ボ
サ
マ

と
師
匠
夫
婦
と
F
さ
ん
で
師
家
に
て
簡
単
に
お
祝
い
し
て
か
ら
、
師
匠
に
連
れ

ら
れ
て
実
家
に
帰

っ
た
。
師
匠
は
こ
こ
で
F
さ
ん
を
実
家
に

「
返
し
」
、
実
家

か
ら
は
礼
金
が
払
わ
れ
た
。
実
家
で
は
、
師
匠
と
カ
ミ
ツ
ケ
の
時
参
加
し
た
親

戚
の
う
ち
で
近
在
の
者
と
特
に
親
し
い
M
き
ん
を
呼
ん
で
.、
身
あ
が
り
の
お
礼

と
報
告
を
兼
ね
て
簡
単
に
祝

っ
た
。

実
家

で
商
売
を
始
め
る
と
、
お
礼
奉
公
の
時
か
ら
の
お
客
さ
ん
の
つ
て
な
ど

で
す
ぐ
に
お
客
さ
ん
が
あ

っ
た
。
家
族
の
方
で
は
特
に
宣
伝
な
ど
し
な
か

っ
だ

が
、
M
さ
ん
な
ど
は
宣
伝
し
て
歩
い
て
く
れ
た
。
ま
た
、
先
輩
か
ら
仕
事
を
ま

わ
し
て
も
ら
う
こ
と
も
あ
る
。
こ
う
し
て
実
家
で
数
年
商
売
し
て
か
ら
、
商
売

の
た
め
に
便
利
な
現
在
の
住
所
に
別
家
し
た
。
結
婚
す
る
昭
和
四
十
年
ま
で
は
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母
や
兄
嫁
が
お
客
さ
ん
の
接
待
な
ど

に
手
伝
い
に
通

っ
た
が
、

「
お
じ
き
ん
」

(夫
)
を
も
ら

っ
て
か
ら
は
実
家
の
方
で
は
あ
ま
り
タ

ッ
チ
し
な
く
な

っ
た
。

夫
は
精
眼
者
だ
が
足
が
少
し
不
自
由

で
、「農
作
業
の
手
伝

い
な
ど
で
日
当
を
か

せ
い
で
い
る
よ
う
だ
。
家
族
は
夫
婦

と
娘

一
人
で
あ
る
。

現
在
、
F
さ
ん
は
立
派
な
家
を
新
築
し
た
ば
か
り
だ
が
、
こ
の
地
方
で
は

一

般
に

「
女
手

」
つ
で
家
を
建
て
ら
れ

る
の
は
オ
ガ
ミ
サ
マ
と
産
婆
さ
ん
」
と
言

わ
れ
て
い
る
。
部
落
内
で
の
つ
き
あ

い
に
関
し
て
は
、
契
約
講

(葬
式
講
)
に

は
入
ろ
う
か
と
思

っ
て
い
た
が
ま
だ
加
入
し
て
お
ら
ず
、
観
音
講
に
は
将
来
入

り
た
い
と
思

つ
て
い
る
そ
う
だ
。
近
所
の
申
年
の
婦
人
が
よ
く
お
茶
を
飲
み
に

・来
る
が
、
こ
の
人
の
実
家
は
F
さ
ん

の
生
家
の
近
所
で
あ
る
。
こ
の
人
以
外
に

は
あ
ま
り
近
所
付
き
合
い
は
な

い
。

一
般
に

「
オ
ガ
ミ
サ
マ
は
あ
ま
り
近
所
付

き
合
い
を
し
な
い
も
の
だ
」
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
口
寄
の
依
頼
者
と

な
る
人
々
の
事
情
を
前
も

っ
て
知

っ
て
い
る
と
き
れ
る
こ
と
を
嫌
う
か
ら
で
あ

る
。
従

っ
て
部
落
内
の
交
際
は
、
契

約
講
な
ど
の
公
的
な
レ
ベ
ル
で
は
参
加
す

る
が
、

「
お
茶

っ
こ
飲
み
に
行
く
」

と
い
っ
た
私
的
な
レ
ベ
ル
で
は
参
加
し
な

い
と
い
う
こ
と
が
、
オ
ガ
ミ
サ

マ
と

一
般
人
の
双
方

で
規
範
化
さ
れ
て
い
る
。

当
地
方
で
は
近
所
の
家
を
訪
問
し
合

っ
て
お
茶
を
飲
む
と
い
う
形
式
の
私
的
交

際
は
、
日
常
的
な
社
会
関
係
の
領
野

に
お
い
て
非
常

に
大
き
な
比
重
を
占

め
て

い
る
の
で
、
オ
ガ
ミ
サ
マ
の
私
的
な
近
所
付
き
合
い
が
タ
ブ
ー
視
き
れ
る
の
は

特
徴
的
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
わ
け

で
、
F
さ
ん
の
暮
ら
し
ぶ
り
は
、
月
に
八

回
ぐ
ら
い
新
口

(新
仏
の
口
寄
)
に
出
か
け
る
以
外
は
、
自
宅
で
御
祈
薦

・
占

い
な
ど
の
依
頼
に
こ
た
え
る
。
近
所

の
人
な
ど
の
私
的
訪
問
は
た
ま
に
受
け
る

が
、
自
分
の
方
か
ら
積
極
的
に
出
て
行
く
こ
と
は
ま
ず
な
い
。
古
口

(古
仏
の

口
寄
)
は
春
の

「
彼
岸
口
」
だ
け
で
、
三
月

一
ヵ
月
間
、
自
宅
で
お
こ
な
う
。

現
在
は
こ
の
期
間
以
外
の
古
口
は
お
こ
な
わ
な
い
こ
と
に
組
合
で
と
り
決
め
ら

れ
て
い
る
。

四
、

分

析

「
ど

の

よ
う

な

タ

イ
プ

の
社

会

に

お

い

て
も

、
個

々
人

の

一
生

に

は
順

次

に

年

齢

の
階

梯

を
経

て

い
く

こ

と

と

、

あ

る
仕

事

か

ら
別

の
仕

事

へ
の
移

行

と

が

あ

る

。

…
…

あ

る
集

団

か
ら

他

の
集

団

へ
、
ま

た

あ

る

ス
テ

ー

タ

ス
か

ら
次

の

ス
テ

ー

タ

ス

へ
、
次

か

ら
次

へ
と
な

ぜ
移

っ
て

い

か
ね

ば

な

ら
な

い

の

か

と

い

う

こ

と

は

、

『
生

き

る
』

と

い
う

事
実

そ

の
も

の
か

ら

来

る

の

で
あ

る
。

つ
ま

り

、

あ

る
個

人

の

一
生

は

、
誕

生

、
社

会

的

成

熟

、
結

婚

、
父

親

に

な

る

こ
と
、

あ

る

い

は
階

級

の
上

昇

、
職

業

上

の
専

門

化

お
よ

び

死

と

い

っ
た

よ
う

な

、
終

り

が

す

な

わ

ち

初

め
と

な

る

よ
う

な

一
連

の
階

梯

か

ら

な

っ
て

い

る

の

で

あ

る
。

こ

れ
ら

の
区

切

り

の

一
つ

一
つ
に

つ
い

て
儀

式

が

存

在

す

る
が

、

そ

の
目

的

と

す

る

と

こ

ろ

は
同

じ

で

あ

る

。

つ
ま

り

、
個

人

を

あ

る
特

定

の

ス
テ

ー

タ

ス
か

ら
別

の

、

や

は
り

特

定

の

ス
テ

ー

タ

ス

へ
と
通

過

き

せ

る

こ

と

に

目
的

が

あ

る

。

目
的

が
同

じ

で

あ

る

た

め

、

そ

の
達

成

手

段

は

、
細

.部

に
至

る
ま

で
全

く

同

じ

と

い
う

こ

と

は

な

い
に

し

て
も

、
少

な
く

と
も

類

似

す

る

よ

う

に

な

る

。
」

(
ヘ
ネ

ッ
プ

一
九

七

七

:

三
)

こ

う

し

て

、

A

・
フ

ァ
ン

・

ヘ

ネ

ッ

プ

は

、
分

離

、
過

渡

(
境

界

)

、
統

合

と

い
う

三
局

面

か

ら
構

成

さ

れ

る

「
通

過

儀

礼

の
図

式

」

を

発
見

す

る

。

さ

て

、

こ

の

よ

う

に

ヘ
ネ

ッ
プ

に

よ

っ
て
整

理

き

れ

た

「
通

過

儀

礼

」

は

、
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そ
れ
自
体
が
人
類
学
の
理
論
的
課
題
で
も
あ
る
。例
え
ば
タ
ー
ナ
ー
は
、
ヘ
ネ

ッ

プ
が
指
摘
し
た
三
局
面
の
う
ち
境
界
局
面
に
注
目
し
て
、
リ
ミ
ナ
リ
テ
ィ
と
、コ

ム
ニ
タ
ス
と
い
っ
た
概
念
を
展
開

し
た
。

(タ
ー
ナ
ー

一
九
七
六
)

従

っ
て

「
通
過
儀
礼
」
の
問
題
、

「
ス
テ
ー
タ
ス
」
の
移
行
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
い
っ
た

問
題
は
今
日
で
も

一
つ
の
課
題
で
あ
る
と
言
え
る
。
し
か
し

一
方
で
は
、
眼
前

の
個
々
の
儀
式
を

「
通
過
儀
礼
の
図
式
」
に
よ
っ
て
分
析
す
る
こ
と
も
、
特
に

そ
の
儀
式
の
持

つ
社
会
的
目
的
や
機
能
を
考
え
る
時
は
有
効
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
。
本
論
で
問
題
と
し
て
い
る
盲
巫
女
は
、
今
ま
で
シ
ャ
マ
ニ
ズ
ム
の
枠
組

の
中
で
研
究
さ
れ
て
き
た
。

(桜
井

一
九
七
八

・
堀

一
九
七

一
)
従

っ
て
盲
巫

女
に
至
る
入
巫
過
程
も
、
そ
こ
に
お
け
る
ト
ラ
ン
ス
体
験
が
重
視
さ
れ
、
そ
の

社
会
的
目
的
や
機
能
は
軽
視
さ
れ
て
き
た
。
そ
こ
で
、
盲
巫
女
の
入
巫
過
程
を

「
通
過
儀
礼
」
と
し
て
社
会
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
中
で
と
ら
え
る
こ
と
は
、
今

ま

で
軽
視
さ
れ
、て
き
た
盲
巫
女
の
社
会
的
側
面
、
社
会
の
申

で
現
実
に
生
き
て

い
る
盲
巫
女

の
ナ
マ
の
姿
を
と
ら
え
る
第

一
歩
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。

「
常
人
」
の
社
会
の
中
で
生
き

る
以
上
、
盲
女
と
て
例
外
で
は
な
く
、
人
生

の
階
梯
を
通
過
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

「
生
き
る
」
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。

オ
ガ
ξ
サ
マ
へ
の
入
巫
が
盲
女
の
社
会
的
成
熟
の
通
過
儀
礼
と
な
る
背
景
は
す

で
に
述
べ
た
の
で
こ
こ
で
は
触
れ
な
い
が
、
カ
ミ
ツ
ケ
が
婚
儀
と
し
て
解
釈
さ

れ
て
い
る
こ
と
も
こ
の
意
味
で
重
要
で
あ
る
。

一
般
に
、
誕
生
や
成
人
や
出
産

に
お
い
て
特
別
な
儀
式
が
お
こ
な
わ
れ
な
い
当
地
方
に
お
い
て
は
、
結
婚
式
は

重
要
な
人
生
儀
礼
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
従

っ
て
オ
ガ
ミ
サ
マ
の
カ
ミ
ツ
ケ

が

「
お
嫁
さ
ん
に
な
る
の
と
同
じ
」
と
理
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
入
巫
過
程

が
盲
女
の

「
通
過
儀
礼
」
で
あ
る

こ
と
の

一
つ
の
証
拠
で
あ
る
と
言
え
る
。
そ

こ
で
先
の
事
例
を

「
通
過
儀
礼
の
図
式
」
に
よ

っ
て
分
析
し
て
み
る
。

桜
井
は
津
軽
イ
タ
コ
の
成
巫
過
程
を
パ
タ
ー
ン
化

し

て

い

る

が

(
桜

井

一
九
七
〇
:
三
二
四
)

こ
の
事
例
も
同
じ
形
式
を
持

っ
て
い
る
。
通
過
の
ポ
イ

ン
ト
と
し
て
は
、
弟
子
入
り
、
カ
ミ
ツ
ケ
、
身
あ
が
り
の
三
点

が
あ
げ
ら
れ
る

が
、
こ
れ
が
入
巫
過
程
の
大
枠
に
お
け
る
分
離

・
境
界

・
統
合
の
儀
礼
構
造
を

な
し
て
い
る
。
さ
ら
に
こ
の
儀
礼
構
造
の
中
に
、
よ
り
小
さ
な
枠
組

で
ま
た
通

過
儀
礼
の
図
式
を
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
の
こ
と
は
通
過
儀
礼

一
般

に
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
ま
ず
盲
目
の
少
女

の
分
離
は
弟
子
入
り
に
お
け
る

家
族
か
ら
の
分
離
と
い
う
形
で
お
こ
な
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
社
会
か
ら
の
分

離

で
あ
る
と
言
え
る
。

一
般
に
東
北
地
方
の
村
落
構
造
は

「
同
族
団
に
よ
る
上
下
的
主
従
関
係
」
(蒲

生
正
男

一
九
六
〇
:
七
二
)
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
と
言
わ
れ
る
。
岩
手

県
二
戸
郡
石
神
部
落
で
は
、
全
て
の

「
家
」
は
大
屋

(総
本
家
)
も
し
く
は
そ

の
血
縁
分
家
で
あ
る
別
家
と
系
譜
的
関
係
を
結
ん
で
い
る
。

(蒲
生

【
九
六
〇

:
三
二
)
こ
の
よ
う
な
東
北
型
農
村
の
モ
デ
ル
は
今
日
で
は
変
容
し
て
き
て
い
・

る
し
、
ま
た
東
北
地
方
の
全
て
の
部
落
が
こ
う
し
た
モ
デ
ル
に
あ
て
は
ま
る
わ

け
で
も
な
い
が
、
私
の
調
査
し
た
範
囲
で
は
、
唐
桑
半
島
に
お
い
て
こ
う
し
た

特
徴
が
顕
著
だ

っ
た
。
F
さ
ん
の
住
む
登
米
郡
の
あ
た
り
は
、
葬
式
講
に
見
ら

れ
る
よ
う
に
地
縁
的
結
合
の
要
素
も
う
か
が
え
る
。
し
か
し
、
盆
礼
、
年
始
、

婚
礼
な
ど
、
葬
式
以
外
の
ほ
と
ん
ど
の
儀
礼
は
同
族

・
姻
族
関
係
の
申
で
お
こ

な
わ
れ
る
。
結
局
、
こ
の
地
方
に
お
け
る
共
同
体
H
社
会
と
い
う
も
の
は
、
家

族
を
単
位
と
し
て
、
同
族
と
姻
族
の
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
に
よ

っ
て
成

立

し

て

い

る
。
す
な
わ
ち
、

一
つ
の
村
落
全
体
が

}
つ
の
同
族
団
と
言
え
る
よ
う
な
東
北

一si一



型
農

村

は

も

ち

ろ

ん

の

こ
と

、
そ

う

で
な

い
場

合

も

、

同

族

と
姻

族

に

よ

る
結

合

が
重

視

さ

れ

る

の

で

あ

る

。
従

っ
.て

、

同
族

関
係

や
姻

族

関

係

を
持

っ
て

い

な

い

「
家

」

や

、

「
家

」

の

な

い
個

人

と

い

っ
た
も

の

は

、
社

会

か

ら
孤

立

し

て

い

る

と
言

え

る
。

そ
れ

は

こ

の
地

方

の
人

が

初

対

面

の
人

を

ア
イ

デ

ン
テ

ィ

フ

ァ
イ
す

る

や
り

方

に
端

的

に
あ

ら

わ

れ

て

い

る
。

ま

ず

、

「
あ

ん

た

ど

こ
さ

ね

。

」

と

出

身

地

を

聞

き

、
出

身
部

落

が

判

明

す

る
と

、

「
あ

ん

た

ん

所

の
○

△

の
嫁

っ
こ
は

、

オ

レ
ん

と

こ
の
本

家

か

ら
行

っ
て

ん

だ

。
」

と

い

っ
た
具

合

に
自

分

の

血
縁

、
姻

戚

関

係

の

ネ

ッ
ト

ワ
1

ク

を
総

動
員

し

て
接

点

を

求

め

る

。

そ
う

す

る

と

た

い
て

い
相

手

は

「
オ

レ
は

○
△

の
分

家

だ

」

と

い

っ
た
具

合

に

な
り

、

「
そ

れ

じ

ゃ
あ

イ

ト

コ
同
士

だ
」

と

い

う

こ

と

に

な

る

。

こ

う

な

っ
て
初

め

て

コ
ミ

ュ

ニ
ケ

ー

シ

ョ

ン
の
回

路

が

開

か

れ

る
わ

け

で

、

「
イ

ト

コ
」

と

い
う

こ

と
ば

の
広

範

な

使

用

は

こ

の
社

会

の
性

格

を

も

の

語

っ

て

い

る
。

逆

に

、
私

の
よ

う

に

、
出

身

地

を
聞

か

れ

て

「
東
京

で
す

」

と

答

え

た
場

合

、

通
常

の

コ
ン

テ

ク

ス
ト

で
は

そ

れ

以

上
相

手

の

方

か

ら

話

題

が

出

て
く

る

こ
と

は
な

い
の

で
あ

る
。

こ

の

よ

う
な

社

会

で

は

、
家

族

や
親

戚

と

の
交

渉

を
断

っ
て
他

人

で
あ

る
師

匠

の
家

に
住

み

こ
む

と

い
う

こ

と

は

、
社

会

か

ら

の
分

離

で
あ

る
と

い
え

る
。

ま

た

、
弟

子
入

り

は

、

オ
ガ

ミ

サ

マ
の

社

会

へ
の
統

合

の
第

一
歩

で
も

あ

る
。

山

形

で

は

ふ
盲

巫

女

と

し

て
商

売

す

る

こ
と

を

想

定

し

て

、
弟

子
入

り

の
時

に

近

在

の
先

輩

た

ち

を

招

い

て
あ

い
さ

つ
す

る

こ
と

も

あ

る
。

(
桜

井

一
九

七
四

:
五

五

七
)

F

さ

ん

の
場

合

も

う
カ

ミ

ツ
ケ
の

時

に

世

話

に
な

る

こ
と

を

想

定

し

て

S

ボ

サ

マ
を

招

い
て

い

る

。

ま

た

、
師

匠

と
弟

子

の
間

に

は

、

こ
の
時

擬

制

親

子

関
係

が
生

ま

れ

、
師

系

に

よ

る

ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク

が
生

じ

る

。
オ

ジ
弟

子

、

オ

バ
弟

子

、
兄

弟

姉

妹

弟

子

な

ど

と

い
う

関
係

が

生

ま

れ

る
の

だ

が

、

本
吉

郡

で

は
師

の

こ
と

を

「
法

の

オ

ヤ
」

と
呼

び

、
実

際

の
親

子
関

係

同
様

に
重

視

さ

れ

て

い
た

。

身

あ

が

り

は

弟

子

入

り

に
対

応

し

て

い

る
。

F

さ

ん

の

身

あ

が

り

の
時

は
、

師

家

で
S

ボ

サ

マ
と
共

に
祝

っ
て

い
る

が

、

こ
れ

は
独

立

の
祝

い

で
あ

る

と

同

時

に

、
師

か

ら
離

れ

る
別

れ

の
祝

宴

で

あ

ろ
う

。
ま

た

、
師

匠

が

F

き

ん

に
付

き

添

っ
て
実

家

に
送

り

届

け

、
実

家

の
親

に
F

さ

ん

を

「
返

す

」

こ

と
を

明

言

し

て

い

る

の

は

、
弟

子

入

り

の
時

の
状

況

と

対

極

を

な

し

て

い

る
。

こ

こ

で
は

親

戚

や
近

所

の
人

を

呼

ん

で
へ

弟

子

入

り

前

に

居

た

社

会

の
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
の

中

に
ま

た

再

び

「
送

り

返

さ

れ

て
」

き

た

こ
と

を
確

認

し

て
祝

う

。
宴

会

は

一

般

的

な
統

合

儀
礼

の

一
つ

で
あ

る

。

(
ヘ
ネ

ッ
プ

一

一
三
)

し

か

し

、

送
り

返

さ

れ

た

F

き

ん

は

、

す

で

に
弟

子

入
り

前

の

「
ス
テ

ー

ト
」

と

は
異

っ
て

一
人

前

の

オ

ガ

ミ

サ

マ
に

な

っ
て

い

る

。
従

っ
て

、
弟

子

入
り

と
身

あ

が

り

の

間

に

、

カ

ミ

ツ
ケ
を

中

心

と
し

て

「
ス
テ

ー

ト
」

の
移

行

が

な

さ
れ

た

こ

と

に
な

る
わ

け

で
あ

り

、
入

巫

過

程

の
大

枠

の
中

で

こ

の
期

間

を

境

界
眼

過

渡

期

と

呼

ぶ

こ
と

が

で
き

る
(5
。

カ

ミ

ツ

ケ
は

、
弟

子

入

り

と
身

あ

が

り

に

比

べ

て
象

徴

的

に
手

が

こ
ん

で

い

る

と

い
え

る

。
弟

子

入

り

、
身

あ

が

り

で
は

、

形

式
的

あ

い
さ

つ
と
祝

宴

11

共

食

が
主

な
内

容

だ

っ
た

が

、

カ

ミ

ッ

ケ
に
際

し

て

は

、

行

、
汚

れ

の
排

除

、
神

の

顕

現

な

ど

と

い

っ
た
神

秘

的

な
概

念

が
強

調

さ

れ

る

。

ラ

フ

ォ

ン

テ

ン
は

、

技

術

的

活

動

と
儀

礼

的

活

動

と

は

二
極

間

の

一
連

の
申

に
配

置

さ

れ

て

い
る
も

.

の

で

あ
り

、

あ

る
行

為

が
儀

礼

活

動

か

ど
う

か
を

決

定

す

る

の

は

そ

の
行

為

の

持

つ
象

徴

性

の
度

合

の

問

題

で
あ

る
と

し

て

い
る

。
(ピ
。

閃
〇
三
践
口
Φ

一
九

七

二

一82一



:

}
六

こ

そ

し

て

、

ギ

ス
族

の
女

性

の

三

つ
の

人

生
儀

礼

、

す

な

わ

ち

、
初

潮

、
結

婚

、
初

産

の

う

ち

最

も

望

B
げ
。
一甘

o
一筈

。
冨
ま

昌

の
度

合

が

高

い

の

は

「
結

婚

囗

処

女

破

・り
」

に

お

い

て

で

あ
り

、

こ
れ

は
結

婚

が

、
初

潮

や
初

産

に
比

べ
て

最
も

自

然

か

ら
遠

い
所

、
文

化

の
極

に
位

置

し

て

い
る

こ
と

に
対

応

し

て

い
る

と

い
う

。

そ

し

て

、
象

徴

的

に
手

が

こ

ん

で

い
れ
ば

い
る

程

、
儀

礼

が

生

み
出

す

力

は
強

力

な

も

の

に

な

り

、

こ
の

力

は

個

人

の

「
ス

テ
ー

ト

」

の

変

化

に
向

け

ら

れ

る
と

い
う

の

で
あ

る
。
(い
騨

国
o
葺

o
ぎ
Φ

一
九

七

二
:

一
八

○

・

一
)

オ
ガ

ミ

サ

マ
の

弟

子

入

り

、
カ

ミ

ツ
ケ
、
身

あ

が

り

に
は

、
ギ

ス
族

の

女

性

の
初

潮

,
結

婚

、
初

産

に
関

し

て

ラ

フ
ォ

ン

テ

ン

の
見

い
出

し

た

よ

う

な

図

式

は
発

見

で
き

な

い
が

、
象

徴

性

が

最

も

高

い

レ
ベ

ル

に

お

い

て
最

も

強

力

な

変

化

の
力

が

生

み
出

さ
れ

る
と

い
う

指

摘

は

オ
ガ

ミ

サ

マ
の
入

巫

を

考

え

る

上

で
も

重

要

で
あ

る
。

す
な

わ

ち

、
盲

目

の
少

女

の
変

型

は
最

も

象

徴

性

の
高

い

カ

ミ

ツ
ケ

に

よ

っ
て

な

き

れ

る

の

で

あ

る

。

先

に
紹

介

し
た

F

さ

ん

の
事

例

は

、

オ
ガ

ミ

サ

マ
の

ラ

イ

フ

ヒ

ス
ト

リ

ー

と

し

て

は
典

型

的

な

も

の

と

い

え

る

が

、

カ

ミ

ツ
ケ

に
関

し

て

、
特

に

そ

の
象

徴

性

に

つ

い
て

は

、
伝

統

的

な

形

式

と

だ

い

ぶ
異

っ
て

い

る

。
伝

統

的

な

オ
ガ

ミ

サ

マ
の

カ

ミ

ツ
ケ

に

つ

い
て

は

、
佐

藤

正
順

(
一
九

五

八

、

一
九

五

九
)

桜

井

(
一
九

六

九

:
三

〇

四
ー

三

一

一
)

な

ど

で
報

告

さ

れ

て

い
る

が

、

こ

こ
で

は

本

吉

郡

の

N

オ
カ

ミ
サ

.ン
の

事
例

を
若

干

紹

介

し

て
か

ら

カ

ミ

ツ

ケ
の

分
析

に

移

ザ

た

い
。

カ

ミ

ツ
ケ

の
百

日
前

か

ら

「
百

日

の
行

」

に
入

る
ゆ

し

の
百

日
行

の
最
後

の

三

週
問

が
本

格

的

な

行

と
な

る
。

師

匠

の
家

に
行

場

を

設

定

す

る
。

行

者

は
朝

起

き

て
床

を

あ
げ

る

と

、
水

垢

離

を

と

っ
て

か
ら

行

場

に
入

っ
て
教

わ

っ
た

経

文

を

繰

り

返

す

。

行

場

は
ま

っ
く

ら

で

、
行

者

は
太

陽

に

あ
た

ら
な

い
よ

う

に

す

る
。

水

垢

離

は

一
日
六

回

と

る
。

一
週

問

目

は
塩

断

ち

で

、
穀

物

を

食

べ

て

い

る
が

、

二
週

間

目

は
火

断

ち

で
、

果
物

、
木

の
実

を
食

べ

、
三

週

間

目

は
穀

断

ち

で
、

水

五

合

を

飲

ん

で
す

ご
す

。

行

者

は

白

装

束

で
、

色

の

つ
い
た

も

の

は
避

け

る
。

こ
う

し

て

二
十

一
日

目

の

朝

か

ら

カ

ミ

ツ
ケ
を

お

こ
な

う

。

(。。)ま

ず

祭

場

が

設

定

さ

れ

て

、
東

西

南

北

と

中

央

に
赤

、
黒

・
紫

・
黄

な

ど

の

色

の

違

っ
た

布

旗

を

吊

る

す
。

(りv
そ

し

て

「
ト

ウ

ボ

ウ
ダ

テ

(
東

方

立

て
)
」
と

い

っ

て

、
師

匠

の
師

匠

と

オ

ジ
弟

子

と

イ

ト

コ
弟

子
が

塩

と

ボ

ン
デ

ン
で

四
方

を

清

め

て

日
本

申

の
神

々

を
招

き

よ

せ

る

。

カ

ミ

ツ
ケ

に

あ

た

っ
て

は

「
法

に

つ
い

て

の
縁

故

関

係

を
頼

み
」

、

オ

カ

ミ

サ

ン
と

オ

シ

ョ
ウ

サ

ン

(
オ

カ

ミ

サ

ン
の

夫
)

が

三

十
人

ぐ

ら

い
祭

場

に
集

ま

る
。

実

際

の
家

族

や
縁

者

は

、
母

方

の

オ

バ

・
オ

ジ

、
父

、
父

方

の

オ

バ

・
オ

ジ

、

イ

ト

コ
な

ど
十

二

・
三
人

が
集

ま

っ

た

が

、

こ
れ

ら

の
人

々

は
祭

場

に

は

入

れ

ず

、
裏

方

で
手

伝

っ
た
り

、
隣

室

で

待

.っ
て

い
た
り

す

る

。
神

が

つ
か

な

い
よ

う

な
時

は

、

こ
取

ら

の
人

々

の

う

ち

か

ら
誰

か

が

行

者

の

か

わ

り

に
水

垢

離

を

と

る

。
行

者

は
白

の
キ

ャ

ハ
ン
、

コ

テ

」

タ

ビ
を

つ
け

て

、

「
あ

の

世

に

行

く

か

っ
こ
う
」

つ
ま

り

死

装
束

に
な

る
。

た

だ

し

、
赤

い
水

引

を

.つ
け

る

こ

と

は
死

装

束

と

は
異

な

る

。
「
神

親

」

に

・
は
師

匠

夫

婦

が

な

る
。

行

者

は

、
昔

は
米

俵

を

三

つ
重

ね

た

上

に
座

っ
た

が

、

今

は

、
米

俵

を

三
角

形

に
な

ら

べ

て

そ

の
申

に
幣

束

を

二
本

持

っ
て
座

る
。

米

俵

の
外

側

を

オ

カ

ミ
サ

ン
た
ち

(
法

の
縁

者

)

が

と
り

囲

む

の
だ

が

、
行

者

の

正

面

に

は
前

験

者

(
師

匠

の

オ

カ

ミ

サ

ン
)

、
後

ろ

に

は
後

験

者

(
前

験

者

の

夫

:
実

際

の
師

匠

)

が

つ
き

馬
脇

験

者

は
姉

弟

子

た

ち

だ

っ
た

。

そ

れ

以
外

の

オ
カ

ミ

サ

ン
た

ち

は
米

俵

の
ま

わ

り

を
歩

い

て
ま

わ

る
。

そ

し

て
心

経

を

繰

抄

一83一



返
し
て
い
る
う
ち
に
神
が

つ
い
て
き
て
、
本
人
の

全
身
が

ゆ
れ
て
バ
タ
ン
と

倒
れ
る
。
こ
の
時
N
さ
ん
に
は
成
田
不
動
さ
ん
が

つ
い
た
。
行
者
が
倒
れ
る
と

「
セ
ン
ダ
ン
オ
ク
リ
」
を
す
る
。
倒

れ
た
行
者
の
両
脇

で
麻
縄
を
ぴ
ん
と
張
り
わ

た
し
て
、
仲
間
の
オ
カ
ミ
サ
ン
た
ち
が
神
歌
を
歌
い
な
が
ら
(§
数
珠
を
持

っ
て

縄
に
す
が

っ
て
ゆ
ら
す
。
こ
れ
は
憑
依
し
た
神
が
逃
げ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め

で
あ
る
。
同
じ
よ
う
な
目
的
で

「
ユ
ミ
コ
シ
」
が
お
こ
な
わ
れ
る
。
こ
れ
も
や

は
り
、
倒
れ
た
行
者
の
両
脇
の
二
人
が

一
つ
の
青
竹
の
弓
の
両
端
を
持

っ
て
押

し
引
き
す
る
。
こ
の
後
、
家
族

の
者
が
行
者
を
別
室

に
移
し
、

一
時
間
程
た

つ

と
行
者
は
正
気
に
戻
る
。
そ
れ
か
ら
髪
を
島
田
に
結

い
、
留
袖
に
着
が
え
て
、

「
こ
の
商
売

一
方
に
は
げ
み
ま
す
。
」
と
宣
言
す
る
。
そ
し
て
、
師
弟
が
向
き

合
い
、

「
ギ

ョ
ウ
ジ
ャ
は
何
を
好
む
?
」

「
○
△
を
ほ
し
い
」
と
い

っ
た
問
答

が
繰
り
返
さ
れ
て
、
数
珠
、
袈
裟

、

イ

ン

キ

ン

(引
磐
)
な
ど
の

「
道
具
渡

し
」
が
お
こ
な
わ
れ
る
。
道
具
を
頂
い
て
か
ら
、

「
弓
開
き
」
で
親
戚
の
ホ
ト

ケ
サ
ン
を
お
ろ
し
た
。
そ
し
て
夜

に
な
り
婚
礼
ブ
ル
マ
イ
と
同
じ
披
露
の
祝
宴

が
な
さ
れ
た
。
カ
ミ

ツ
ケ
の
後
は
百
日
間
の
慎
し
み
の
行
を
お
こ
な

っ
た
。

以
上
が
N
さ
ん
の
カ
ミ
ツ
ケ
の
あ
ら
ま
し
だ
が
、
先
の
F
さ
ん
の
場
合
と
比

べ
て
、
象
徴
的
行
為
が
だ
い
ぶ
手

の
こ
ん
だ
も
の
に
な

っ
て
い
る
。
こ
ち
ら
の

方
が
、
よ
り
伝
統
的
な
ス
タ
イ
ル
に
近

い
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、
F
さ
ん
の
場

合
も
実
際
に
は
こ
の
く
ら
い
手
の
こ
ん
だ
こ
と
が
な
さ
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い

が
、
F
さ
ん
自
身
が
こ
の
よ
う
な
儀
礼
的
行
為
に
関
す
る
知
識
が
な
か

っ
た
の

か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
レ
ろ
、
盲
巫
女
の
入
巫
式
の
事
例
報
告
は
ほ
と
ん

ど
本
人
か
ら
の
聞
き
書
き
な
の
で
、
象
徴
的
行
為
を
詳
細
に
知
ろ
う
と
し
た
場

合

、
本
人
以
外
の
目
の
見
え
る
参
加
者
な
ど
か
ら
も
多
く
の
情
報
を
集
め
る
こ

と

が

期
待

さ

れ

よ

う

。

さ

て

、

カ

ミ

ツ
ケ

の
過

程

を

見

て

み

る

と

、

こ

こ

に
も

ま

た

ヘ
ネ

ッ
プ

の
通

過

儀
礼

の
図

式

が

う

か

が

え

る
。

カ

ミ

ツ
ケ
は

ま

ず

行

入

り

に

よ

っ
て
始

ま

る

の
だ

が

、

行

に

お

い

て
見

ら

れ

る
食

物

の

タ

ブ

ー

、
水

垢

離

、
道

場

・
行
場

で

の
隔

離

は

、

全

て
世

俗

の
汚

れ

か

ら
行

者

を
切

り

離

す
企

て

で

あ
り

、
俗

界

か

ら

の
象

徴

的

な
分

離

儀

礼

と

い

え

る

。
桜

井

は

、
行

の
間

、
行

者

が
他

人

の

目

を

嫌

う

と

い
う

事

例

を

報

告

し

て

い

る
が

(
桜

井

一
九

七
四

:

五
六

〇

)

、
登

米

郡

の
あ

る

オ
ガ

ミ

サ

マ
は

、
行

の
間

は
び

ょ
う

ぶ

の
内

に
入

っ
て
居

て

、
普

通

の
人

と
会

っ
て

は
な

ら

ず

、
家

事

を

す

る
時

も

人

目

に

つ
か

な

い
よ

う

に
夜

中

や

早
朝

に

お

こ
な

っ
た

そ

う

だ

。
ま

た

、

N

さ

ん

が

「
太

陽

に

あ

た

ら

な

い

よ

う

に
」

さ

れ

た

の
も

同

じ

且
的

が
含

ま

れ

て

い
る

と

い
え

る

。

す

な

わ

ち

、

盲

巫

女

の

カ

ミ

ツ
ケ

一
般

に

見

ら

れ

る

、
道

場

・
行

場

・
別

小

屋

(
桜

井

一
九

七

〇

:

三

一
三
)

な

ど

へ
の
隔

離

は

、
人

目

を

避

け

る

こ

と

、
俗

人

と

の

交

渉

を

断

ち

切

る
と

い
う

こ
と

で
あ

る

の

は
明

ら

か

だ

。

ま

た

、
行

者

の
状

態
.

に

は
、
絶

え

ざ

る
隔

離

・
服
従

・
受
容

、

白

装
束

、
聖

な

る
性

質

と

い

っ
た

リ

ミ

ナ
リ

テ

ィ
の
諸

属
性

が

う

か

が

わ

れ

る
。

(
V

・
タ

ー

ナ
ー

一
九

七

六

:

一
四

三
ー

五
)

こ
う

し

て
俗

界

か

ら

の

分
離

が
完

成

さ

れ

た
頃

合

い

に

、
カ

ミ

ツ

ケ
、

す

な

わ

ち
神

と

の
象

徴

的

合

体

の
儀

礼

が

お

こ
な

わ

れ

る

。

こ
の
地

方

で
も

カ

ミ

ツ
ケ

は

「
お
嫁

さ

ん

に

行
く

の

と

同

じ
」

と
考

え

ち

れ

て

い
る

し

、

津

軽

で
も

そ

う

い

っ
た
報

告

が

あ

る

。

(
桜

井

一
九

七

〇

:

三

一
七
)

ま

た

、

初

潮

後

や
結

婚

後

で

は
神

が

つ
き

に
く

い
と

い
う

考

え

方

も

、

一
面

で

、
神

と

の
性

的

合

体

と

い
う

イ

メ
ー

ジ
を

示

唆

す

る

。

カ

ミ

ツ
ケ
が

行

者

と
神

の
性

的

合

体

で

あ

る

と

い

う
考

え

は

、

ヘ
ネ

ッ
プ

の
婚

礼

の
整

理

に

よ

っ
て
も

あ

る
程
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度
説
明
で
き
る
び
彼
は
婚
礼
に
お
け
る
統
合
儀
礼
を
、
二
人
の
若
人
を
互
い
に

結
び
つ
け
る
儀
礼
と
し
て
の
合

一
の
儀
礼
と
、
個
人
と
新
し
い
集
団
あ
る
い
は
'

集
団
同
士
を
結
び
つ
け
る
儀
礼
と
し
て
の
統
合
の
儀
礼
と
に
区
別
す
る
こ
ど
が

で
き
る
と
主
張
す
る
。

(
ヘ
ネ

ッ
プ

「
九
七
七
:

一
一
二

・
三
)
こ
の
よ
う
に

考
え
る
な
ら
ば
、
祝
宴
が
婚
礼
の
集

団
的
な
統
合
の
儀
礼
だ
と
す
る
と
、
行
者

と
神
が

一
つ
の
身
体
を
共
有
す
る
カ
ミ
ッ
ケ
は
二
者
合

一
の
儀
礼
だ
と
考
え
ら

れ
る

。し
か
し
カ
ミ
ツ
ケ
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
性
的
合

一
の
イ
メ
ー
ジ
よ
り

も
な
お
明
確
な
の
は
、
死
と
再
生

の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
。
N
さ
ん
は
ま
さ
に
死

装
束
そ
の
も
の
だ
し
、
F
さ
ん
は
師
匠
の
ひ
ざ
に
抱
か
れ
た
胎
児
の
シ
ン
ボ
ル

で
あ
る
。
こ
う
し
て
失
神
し
て
、
そ
れ
ま
で
の
自
分
は
死
ん
で
盲
巫
女
と
し
て

生
ま
れ
変
わ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
後
祝
宴

に
な
る
の
だ
が
、
N
さ
ん
の
道
具
渡

し
の
際
に
、
神
が

つ
い
た
後
で
あ

る
の
に
今
だ
に

「
ギ

ョ
ウ
ジ
ャ
」
と
呼
ば
れ

て
い
る
こ
と
に
は
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
神
が
降
臨
し
た
と

い
う
こ
と
は
、

一
人
前
の
オ
カ
ミ
サ
ン
に
な
る
資
格
が
で
き
た
と

い
う

だ

け

で
、
今
だ
に

「
行
者
」
の
ま
ま
な
の

で
あ
る
。
社
会
の
中

で
実
際
に
オ
カ
ミ
サ

ン
と
な
る
た
め
に
は
さ
ら
な
る
過
程

が
必
要
と
な
る
。
そ
れ
は
象
徴
の
レ
ベ
ル

で
は
な
く
社
会
の
地
平
で
あ
る
。
失
神
ま

で
の
カ
ミ
ツ
ケ
が
き
わ
め
て
象
徴
性

の
高

い
レ
ベ
ル
で
お
こ
な
わ
れ
た
の
に
対
し
て
、
こ
れ
に
続
く
祝
宴
は
行
者
を

社
会
的
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
に
ひ
き
戻
す
(Hじ
。
F
さ
ん
の
事
例
で
、
偶
然
な
が
ら
も

端
的
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
統
合
儀
礼
と
し
て
の
祝
宴
に
は
二
つ

の
側
面
が
う
か
が
え
る
。
F
さ
ん
の
場
合
、
場
所
が
狭
か

っ
た
の
で
二
座
敷
に

わ
け
て
祝
宴
を
お
こ
な

っ
た
の
だ
が

、

一
回
目
の
座
敷
で
は

「
法
の
縁
故
」
す

な
わ
ち
オ
ガ
ミ
サ
マ
の
社
会
の
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク

へ
の
統
合
が
お
こ
な
わ
れ
、
二

回

目

の
座

敷

で

は
家

族

、
親

族

な

ど

の

一
般

社

会

の

ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク

へ
統

合

さ

」

れ

る

の

で
あ

る
。

ま

た

こ

の
祝

宴

は
、
身

あ

が
り

や
道

場

開

き

(
桜
井

【
九

六

九

・
.
三

二

)

の

時

の

祝
宴

と

同

じ

よ

う

な

性

格

を
持

つ
。

津
軽

で
は

、
師

匠

が

仲

間

に
対

し

て

「
こ
れ

で

一
人

前

に

な

っ
た

の

で
あ

る
か

ら
私

同
様

に
目

を

か

け

て

く

れ

」

と

い
う

あ

い
さ

つ
を

す

る

の

だ

が

、

こ
の

あ

い
さ

つ
は

「
ユ
ル

シ

の
祝

い
」

の
時

に

し

て
も

「
一
本

立

ち
」

の
時

に

し

て
も

ど

ち

ら

で

も

よ

い
と

い
う

。

(桜

井

一
九

七

〇

:
三

二
四
)

こ

の

こ
と
は

カ

ミ

ツ
ケ

の
祝

宴

と

、
身

あ

が
り

や
道

場

開

き

の
祝

宴

が
類

似

の

目
的

を
持

っ
て

い

る

こ

と

を
裏

づ

け

る

一
つ
の
証

拠

と

な

る

。

カ

ミ

ツ
ケ

の
祝

宴

な

ど

一
連

の
祝

宴

は

、
冒

頭

に
指

摘

し

た

オ
ガ

ミ

サ

マ
の
憑

霊

の
社

会

的

サ

ン
ク

シ

ョ
ン
を

得

る
実

際

の
契

機

な

の

で

あ

る
(§
。

以

上

の
入

巫

過

程

の
分

析

は
次

の

よ
う

に
整

理

で
き

る
。

弟

子
入

り

に

よ

っ

て
社

会

的

に
分

離

さ

れ
た

少

女

は

、
行

に
入

る

こ
と

に
よ

っ
て
俗

界

か

ら

も

分

離

さ

れ
き

わ

め

て
象

徴

的

な

時

空

間

に
身

を

置

く

こ

と

に
な

る
。

こ
う

し

た

状

態

の
申

で

、
念

入

り

で
手

の

こ
ん

だ

象

徴

的

行

為

が

な

さ

れ

る

こ
と

に
よ

っ
て

.神

に
憑

依

さ

れ

失

神

す

る
少

女

は
、

強

力

な

変

型

作

用

に

身

を

さ

ら

す

こ
と

に

な

る
。

こ

こ

で
得

ら

れ

た

変

形

の

た

め

の

力

は

、
後

に

続

く
祝

宴

や
実

際

の
社

会

生

活

の
場

面

で
サ

ン
ク

シ

ョ
ン
を
受

"

て
、
少

女

は

「
オ

ガ

ミ
サ

マ
」

と

い

う

カ

テ
ゴ

リ

!

を

次

第

に
身

に

つ
け

て

い
く

の

で
あ

る

。

こ
の

プ

ロ

セ

ス
は

、
.

T

・
タ

ー

ナ
ー

の
提

出

し

た

通
過

儀

礼

の
構

造

モ
デ

ル
に
対

応

し

て

い

る

。

本

論

で

は

、

ヘ
ネ

ッ
プ

の

「
ス
テ

ー

タ

ス
」

、

V

・
タ

ー

ナ

ー

の

「
ス

テ
ー

ト
」

と
共

に

、

「
カ

テ
ゴ

リ

ー
」

と

い

う
分

析

概

念

を

用

い

て
き

た

が

、

こ

れ

は

T

・
タ

ー

ナ

ー

に

よ

っ
て

い

る
。

T

・
タ

ー

ナ

ー

は

、
通

過

儀

礼

に

お

け

る
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社

会

的

移

行

の
構

造

的

モ
デ

ル
を

考

え

る
上

で

、
「
役

割

H

地

位

カ

テ
ゴ

リ

ー
」

と

い
う

概

念

を
用

い

る

。

「
例

と

し

て

、
げ
o
団

と

旨
9
"

と

い
う

二

.つ

の

役

割

陛

地

位

カ

テ
ゴ

リ

ー
か

ら

な

る
最

少

の

シ

ス

テ

ム
と

、

こ

の

二

つ
の

ス

テ

ー

タ

ス
の
間

を

男

性

個

人

が

移

行

す

る
場

合

を

考

え

て

み
よ

う

。

カ

テ
ゴ

リ

ー
と

し

て

の

ぴ
②

と

旨
p。
5
は
役

割

の

二
項

マ
ト

リ

ク

ス
を
形

成

す

る

。

こ
の

く

役

割

マ
ト

リ

ク

ス
V

は
、

役

割

同
志

の
関
係

性

に
お

け

る
諸

特

徴

の

組

み
合

わ

せ

に
よ

っ
て
分

類

さ

れ

た

も

の

で
あ

る
と

考

え

ら

れ

る
。

こ
れ

ら

の
特

徴

は
、

」

つ
の

二
項

対

比

の
個

別

性

を

決
定

す

る

の
だ

が

、

こ

こ

で
は

性

と

世
代

に
よ

漏

特

徴

が

あ

げ

ら

れ

る
。

性

と

い
う

面

に

お

い

て

ヨ
碧

と

び
亀

は

同

一
の

ア

イ

デ

ン

テ

ィ
テ

ィ
を

共

有

し

、
≦
o
日
0
5

と

σq
巳

と

い
う
女

性

カ

テ
ゴ

リ

}

に

対

応

す

る
。
.世

代

と

い
う

面

で

は

ヨ
き

と

ぴ
昌

は
大

人

と

子

ど

も

と

い
う
対

立

的

価

値

を

示

し

て

い

る
。

全

て

の
社

会

に
お

い

て
、

こ
の

よ

う

に
定

義

さ

れ

た

多

く

の
役

割

カ

テ
ゴ

リ

ー

が

、

社
会

の
実

践

的

・
規
範

的

目
的

の

た

め

に

、

他

の
役

割

カ

テ
ゴ

リ

ー

セ

ッ
ト
全

体

や

、
他

の
特

定

の
役

割

対

比

(例

え
ば

、

父

と
息

子

、
夫

と

兄
弟

、
性

交

可

能

な
者

と

不
可

能

な
者

、
法

的

に
責

任

の

あ

る
者

と

な

い
者

)

と

結

び

つ
い

て

い

る
。
」

(↓
ロ
言

興

.
↓

一
九

七

七

.
・
五

五
)

ヘ
ネ

ッ
プ

の

「
ス

テ
ー

タ

ス
」

、

V

・
タ

ー

ナ
ー

の

「
ス

テ
ー

ト

」

が

共

に

「
移
行

」

あ

る

い
は

「
境

界

」

と

い
う
状

況

に
対

し

て
対

比

的

に
定

義

さ

れ

て

い

る

の

に
く

ら

べ
て

、

T

・
タ

ー

ナ

ー

の

「
カ

テ
ゴ

リ

ー
」

と

い

う
用

語

は

、

「
移
行

」

の
問

題

に

入

る
以

前

に
定

義

さ

れ

る
概

念

で

あ

る

。
「
カ

テ
ゴ

リ
ー
」

と

い
う

用
語

は

、
分

類

及

び
分

類

規
準

を
前

提

と

し

て

い

る

。
「
ス

テ

、ー
タ

ス
」

や

「
ス

テ
ー

ト
」

は
独

自

に
決

定

さ

れ

る

の

に
対

し

て

、

「
カ

テ
ゴ

リ

ー
」

は

組

み
合

わ

せ

セ

ッ
ト

、

T

・
タ

レ

ナ

ー

の

こ

と
ば

で

は

「
役

割

マ
ト

リ

ク

ス
」

の

中

で
相

互

対

比

的

に
決
定

さ

れ

る
。

従

っ
て
、

「
カ

テ
ゴ

リ

ー
」

と

い
う

用

語

を
用

い

て

T

・
タ

ー

ナ
ー

が
問

題

に

し

よ

う

と

し

て

い
る

の

は

、

こ
れ

ら

の

役

割

カ

テ
ゴ

リ

ー

の

一
連

の

セ

ッ
ト

を

生

み
だ

し

て

い
る

、
社

会

に
共

通

の

分

類

コ
ー

ド

で

あ

る

。

ど

の

よ

う

な
社

会

で
も

人

間

の
色

々

な
役

割

を
分

類

す

る

丘
ハ
通

コ
ー

ド

が

あ

る

。
通

常

は

こ
の

コ
ー

ド

の
枠

組

の
も

と

に

、
色

々

な
役

割

は

、

あ

た

か
も

パ
ズ

ル
の

よ

う

に
秩

序

だ

っ
て

は

め

こ
ま

れ

て

い

る
。

こ

の

パ

ズ

ル
の
申

で

、

パ
ズ

ル

の
小

片

を

移

動

さ

せ

る
た

め

に

は

、

い

っ
た
ん

全

て

の

小

片

を

パ
ズ

ル

の
枠

か

ら

は
ず

し

て
し

ま

っ
て

、
ま

た

は

め
な

お

さ
な

け
れ

ば

な

ら

な

い
。

彼

が

「
カ

テ
ゴ

リ

ー
」

と

「
ヒ

エ
ラ

ル

ヒ

ー
」

と

い
う

こ

と
ば

を

用

い

て
通

過

儀

礼

の
中

に
見

い
出

そ
う

と
し

て

い

る
構

造

と

は

こ

の

こ

と

で
あ

る
。

「
変

型

作

用

は

、
〈

役

割

マ
ト

リ

ク

ス
〉

の
構

造

を

包

括

す

る
分

類

作

用

(
二
項

対

立

な

ど

)

に
比

べ

て
よ

り

強

い
力

を

持

っ
て

い

る
。

何

故

な

ら

ば

変

型

作

用

は

、
順

に
並

ん

で

い
.る

、

一
組

の
あ

る

い

は

一
連

の

、

マ
ト
リ

ク

ス

の

椙

互

に
矛

盾

す

る
状

態

を

結

び

つ
け

て
し

ま

う

こ
と

が

で
き

る
か

ら

で
あ

る
。

ま

た

、

こ

の
力

は

、
〈

構

造

V

の

下

層

に
お

い

て
は

相

互

に
排

他

的

な

カ

テ
ゴ

リ

ー
や

関

係

性

を

、

同

一
の

関
係

の
中

で
共

存

し

相

互

に
乗

り

入

れ

で
き

る

よ

う

な
非

11

排

他

的

な

カ

テ
ゴ

リ

ー

に
変

え

て

し

ま

う

力

で
あ

る
と

も

言

え

る

。

〈
構

造

V

の
下

層

と

は

、
関
係

の

束

の

色

々

な

状

態

に

よ

っ
て
構

成

さ

れ

る

も

の

で
、
簡

単

に
言

え

ば

、

関
係

の

あ

ら

ゆ

る

分
類

が
構

成

し

て

い
る

、

い
わ

ゆ

る

固
定

的

か

つ
静

的

な
構

造

の

こ
と

で
あ

る

。

こ
の
意

味

で
、

先

に

、

相

互

に

対

比

的

な

一
組

の

カ

テ
ゴ

リ

ー
の
片

方

(ぴ
。
団
)

に

分
類

ざ

れ

て

い
た

行

為

者

あ

る

い

は
実

体

を

、
も

う

一
方

の

カ

テ
ゴ

リ

ー

(日
碧

)

に

分
類

し

な

お

す

た

め

に

は
、

変

型

作

用

の
持

つ
こ

の
力

が

必

要

と

な

る
。

こ
れ

は

す

な

わ

ち

、
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〈人巫過程の図式〉

通過者の聖性
の変化

神の憑依

(失神)

憑依 祝宴
神)

トー
二次的

過 渡

統合 第二の統合
的)傑 鷁)

身あが り

第三の統合

(社会的)

行入り弟子入り

一
過 渡

第 一 の

(象 徴

第二の分離

(象徴的)

ト
第一の分離

(社会的)

変
型
作
用
が
構
成
す
る
乏
こ
ろ
の
、
〈
構
造
〉
の
上
層
に
お
い
て
、
再
分
類
は

可
能
と
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。」
(↓
舞
ロ
奠
.
↓
Ψ
一
九
七
七
:
五
六

・
七
)

以
上
の
よ
う
な
理
論
的
問
題
を
ふ
ま
え
て
オ
ガ
ミ
サ
マ
の
入
巫
過
程
を
図
式

化
し
て
み
る
と
上
の
よ
う
に
な
る
。

先
に
も
述

べ
た
よ
う
に
、
祝
宴
に
は
必
ず
社
会
的
次
元
が
含
ま
れ
て
い
る
と
言

え
る
。
従

っ
て
、
弟
子
入
り
と
カ
ミ
ツ
ケ
の
祝
宴
と
身
あ
が
り
は
社
会
的
な

レ

ベ
ル
で
お
こ
な
わ
れ
る
と
い
え
よ
う
。
た
だ
し
カ
ミ
ツ
ケ
の
祝
宴
は
、
神
と
の

婚
礼
と
い
う
意
味
で
象
徴
的
な
次
元
を
も
含
ん
で
い
る
。
行
入
り
か
ら
カ
ミ
ツ

ケ
の
失
神
ま
で
は
、
手
の
こ
ん
だ
象
徴
的
行
為
に
よ

っ
て
儀
式
が
お
こ
な
わ
れ

る
。
従

っ
て
第
二
の
分
離
と
第

一
の
統
合
は
象
徴
的

レ
ベ
ル
で
お

こ
な

わ

れ

る
。
こ
こ
で
社
会
的
、
象
徴
的
と
い
う
分
け
方
を
し
た
が
、
こ
れ
は
程
度
の
問

題
で
あ

っ
て
、
入
巫
過
程
の
ど
の
時
点
も
、
本
来
は
、
双
方
の
次
元
を
含
ん
で

い
る
。
通
過
者
の
聖
性
は
、
弟
子
入
り
に
よ

っ
て
や
や
高
ま
り
、
行
入
り
以
後

増
大
し
て
い
き
、
神
の
憑
依

(失
神
)
に
お
い
て
頂
点
に
達
す
る
。
こ
れ
は
「聖

な
る
霊
媒
」
と
し
て
の
オ
ガ
ミ
サ
マ
に
至

る
過
程
を
図

に
示
し
た

も

の

で

あ

る
Q次

に
、
リ
ー
チ
の
時
間
の
流
れ
の
ダ
イ
ア
グ
ラ
ム

(
リ
ー
チ

一
九

七

四

:

二
二
七

・
八
)
と
、
T

・
タ
ー
ナ
ー
の
モ
デ
ル
を
参
考
に
し
て
、
入
巫
過
程
に

お
け
る
儀
礼

の
構
造
を
図
示
し
て
み
よ
う
。

先
の
〈
入
巫
過
程

の
図
式
〉
が
通
過
者
の
状
態
の
変
化
を
示
す
図
式
で
あ
る
の

に
対
し
て
、
こ
の
く
カ
テ
ゴ
リ
ー
変
化

の
図
式
V
は
入
巫
過
程
に
お
け
る
時
空

間
の
性
質
の
変
化
を
示
し
て
い
る
。
弟
子
入
り
後

の
修
業
と
行
は
通
過
者
が
俗

な
る
世
界
か
ら
離
れ
て
い
く
過
程
で
あ
る
。
こ
の
過
程
を
支
配
し
て
い
る
の
は
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〈カテゴリー変化の図式〉

一 一 一 一 一 一 聖 な る 世 界

T・ 夕 一ナ ーの 「上 層 」

脱
聖
化

俗 な る世 界

T・ターナーの 「下 層」

変 型

一一一一一一一一一一

 

聖

化

祝
宴
と
礼
奉
公

カ

ミ
ツ

ケ

-
-
-
-
-
修

業

ど

行

厳

格

さ

、

リ

ー

チ

の

こ

と
ば

で

い
う

と
形

式

性

で

あ

る

。

そ

し

て
最

も

聖

性

の

高

ま

っ
た

時

空

間

に

お

い

て

、
カ

ミ

ツ
ケ

に

よ

る
通

過

者

の
変

型

が

お

こ
な

わ

れ

る
。

通

過

者

は
境

界

に

い

る
状

態

で

あ
り

、
.失

神

し

て
ま

さ

に
仮

死

状

態

に

な

る
。

こ
の

レ

ベ

ル

で

は
T

・
タ

ー

ナ
ー

が
言

う

と

こ
ろ

の
強

力

な
変

型

作

用

が
働

き

、

こ
の
力

は
手

の

こ
ん

だ
象

徴

行
為

(。・団
B
び
。
ま

o
冨
げ
o
蕁
江
o
昌
)

に

よ

っ
て
生

み
だ

さ

れ

る

。
神

が
憑

依

し

た

通

過
者

は

こ
の
後

、
俗

な

る
世

界

に

ま

い
戻

っ
て
来

る

。

カ

ミ

ツ

ケ
の
直

後

、
身

あ

が
り

、
道

場

開

き

な

ど

の
際

に

繰

り

返

さ

れ

る
祝

宴

は
脱

聖

化

の
過

程

で

あ

る

。

リ

ー

チ
に

よ

れ
ば

こ

の
・局

面

は
乱

痴

気

騒

ぎ

に

な

る

わ

け

だ

が

、
祝

宴

は
多

か

れ
少

な

か

れ
気

楽

な

も

の

で

あ

る

。
ま

た

、
独

立

す

る
ま

で

の
礼

奉

公

は
今

ま

で
あ

ま

り

注

目

さ

れ

て

い
な

か

っ
た

が

、

カ

ミ

ツ
ケ
ま

で

の
修

業

と

は
対

比

的

な

側

面

を

持

っ
て

い

る

よ
う

だ

。
修

業

中

は
全

て

に

お

い

て
師

匠

に
従

属

し

て

い

る

の
だ

が

、
礼

奉

公

で
は

、

師

匠

の
代

理

と

し

て
積

極

的

に
巫

業

を

お

こ
な

い

、
信

者

(
客

)

と
独

自

に
接

触

す

る

。
.」こ

れ

は
今

後

オ
ガ

ミ

サ

マ
と

し

て
通

常

の
社

会

の
中

で

お

こ
な

う

商

.

売

の
予

行

演

習

に

あ
た

る
も

の

で

あ

る
。

修

業

生

活

の
中

で

は
社

会

か

ら

遠

ざ

か

る

ベ

ク

ト

ル
が

見

ら

れ

る

の

に
対

し

て

、
礼

奉

公

で

は
再

び

社

会

へ
向

か

う

ベ

ク

ト

ル
が

見

い
だ

さ

れ

る
。

こ

の
よ

う

な

通

過

儀
礼

の
構

造

的

し

か

け

の
中

で

カ

テ
ゴ

リ

ー
変

化

が

お

こ
な

わ

れ

る
わ

け

だ

が

、
そ

れ

は
ど

の
よ

う

な

も

の

な

の
だ

ろ

う

か

。

T

・
タ

ー

ナ
ー

に
よ

れ

ば

カ

テ
ゴ

リ

ー
は

ま

ず

マ
ト

リ

ク

ス

の
中

で
考

え

な

け

れ

ば

な

ら

な

い
。

結

局

、
入

巫

過

程

を

通

し

て
盲

女

が

オ
ガ

ミ

サ

マ
に
な

る
わ

け
だ

が

、

こ

の

二

つ
の

ス
テ

ー

ト
か

ら

対

比

的

な

関
係

が

い

く

つ
か

見

い
だ

さ

れ

る
。

ま

ず

ブ

ラ

ッ
カ

ー
が

指

摘

し

た

「
重

荷
/

一
人

前

」

と

い
う

マ
ト

リ

ク

ス
が

考

え

ら

れ

る
。

こ

の

マ
ト

リ

ク

ス
に
関

わ

る
も

の
と

し
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て

「
少
女
/
成
女
」

「
子
供
/
大
人
」

「
共
同
体
の
厄
介
/
共
同
体
の
救
い
」

「
俗
/
聖
こ

「
過
度
の
不
能

(盲
目
)
/
過
度
の
可
能

(霊
能
)
」
な
ど
が
あ

げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
マ
ト
リ
ク
ス
の
申
の
排
他
的
な
二
項
目
の
間
に
移
行
を
・

も
た
ら
す
の
が
、
上
記
の
図
式
に
よ

っ
て
示
し
た
儀
礼
の
構
造
で
あ
る
。
し
か

し

「盲
目
の
少
女
」
と

「
オ
ガ
ミ
サ

マ
」
と
い
う
二
つ
の

「
ス
テ
ー
ト
」
の
対

比
的
関
係
と
、
こ
れ
ら
の
役
割

マ
ト
リ
ク
ス
と
の
連
関
が
、
現
実
の
社
会
の
中

で
の
分
類

コ
ー
ド
に
よ

っ
て
確
認

で
き
る
の
か
と
い
う
問
題
が
残
さ
れ
る
。

五
、
社
会

の
中

の
オ
ガ
ミ
サ
マ

今
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
盲
目

の
少
女
は
オ
ガ
ミ
サ
.マ
に
な

る

こ

と

に

よ

っ
て

「重
荷
」
か
ら

「
一
人
前
」

へ
の
新
た
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
獲
得
す
る
わ

け
で
あ
る
が
、
通
過
儀
礼
を
経
た
か
ら
と
い
っ
て
名
実
と
も
に

「
一
人
前
」
に

な
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
あ
る
意
味
で
.は
、
儀
礼
は
ほ
ん
の
少
し
の
こ

と
し
か
し
て
く
れ
な
い
。
た
だ
そ
れ
が
と
て
も
大
切
な
だ
け
で
あ
る
。
た

っ
た

一
日
の
結
婚
式
が
男
女
の
カ

ッ
プ
ル
を
大
き
く
変
型
し
て
く
れ
る
が
、
二
人
に
'

残
さ
れ
た
課
題
は
気
が
遠
く
な
る
程
長
い
期
間
に
わ
た
る
努
力
を
要
求
す
る
。

通
過
儀
礼
を
完
了
し
て
身
あ
が
り
し
た
オ
ガ
ミ
.サ
マ
に
つ
い
て
も
こ
れ
と
同
じ

こ
と
が
言
え
る
。
儀
礼
は
社
会
が
盲
女
を
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
フ
ァ
イ
す
る
た
め
の

枠
組
と
し
て
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
提
供

す
る
が
、
当
の
盲
女
は
現
実
の
社
会
生
活

の
場
で
そ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
自
分
の
も
の
と
し
て
獲
得
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
こ
こ
で
と
り
あ
げ
た
事
例

の
F
さ
ん
の
場
合
、
独
立
し
て
か
ら
し
ば

ら
く
は
実
家
に
お
い
て
巫
業
を
営
ん
で
い
る
が
、
数
年
後
に
別
家
し
て
結
婚
し

て

独
力

で
家

を
新

築

し

て

い
る

。

別
家

、
結

婚

、
家

の

新
築

は

、

現
実

の
社

会

生

活

に

お

い

て

コ

人

前

」

で
あ

る

こ
と

を
示

す

行
為

で
あ

る
。

ま

た

、
遠

田

郡

の
あ

る
オ

ガ

ミ

サ

マ
の
近

所

の

人

は

次

の

よ

う

に
語

っ
て
く

れ

た

。

「
あ

そ

こ

の

オ
ガ

ミ

サ

マ
は
本

家

か

ら

別

家

し

た

ん

だ

け

ど

、
う

ち

の
物

置

み
た

い
な

の
を

建

て

て
も

ら

っ
た

だ

け

で

、
家

の
内

装

は
全

部

一
人

で

や

っ

て

建

て

ち

ゃ

っ
た

ん

だ

よ

。

目

が

見

え

な

い

の

に
よ

く

で
き

る
な

あ

と
思

っ
て

、

や

っ

ぱ

り

神

さ
ま

が

つ
い

て

ん

の
か

な

あ
な

ん

て
ね

。

」

こ

の

よ
う

に

オ
ガ

ミ

サ

マ

は

、
現

実

の
社

会

生

活

の
中

で
自

分

の
地

位

を
確

立

し

て

い

か

ね

ば

な

ら

な

い

。

こ

う
し

た
地

位

の
確

立

に

お

い

て
最

も

重

要

な

の

は

「
あ

て

る
」

と

い
う

こ

と
だ

。

「
あ

の

オ
ガ

ミ

サ

マ
は

あ

た

ん
ね

エ
」

-と

い
う

評

判

が

た

っ
て

し
ま

う

と

オ

ガ

ミ

サ

マ
の
地

位

は
不

安

定

に

な

る

。

「
あ

た

ら
な

い
」

と

い

う
評

判

は

、
た

だ
ち

に

、

オ
ガ

ミ

サ

マ
に

口
寄

を

頼

む

こ

と

は

「
人

助

け
」

で

あ

る

と

い

う
潜

在

的

な
考

え
方

を
助

長

す

る
。

通

常

は

、

「
オ
ガ

ミ

サ

マ
な

ん

て

メ
ク

ラ
助

け

だ
」

と
言

う
人

々

(
主

に
男

性

)

に
対

し

て

、

「
で
も

あ

た

る

ん

だ

よ
」

と

い
う

人

々

(
主

に
女

性

)

が
対

抗

し

て
均

衡

を

保

っ
て

い

る

の

で

あ

る

。
(。・ご

従

っ
て
オ

ガ

ミ

サ

マ
は

商

売

と

し

て

の
巫

業

を

う

ま

く

や

っ
て

い
か

ね

ば

な

ら

な

い
わ

け

で

、

「
あ

た
ら

な

く

て
」

や

め

て
し

ま

う

人

も

居

る
。

こ

こ

に
存

在

す

る

の

は
儀

礼

分

析

と

は
別

の

レ
ベ

ル

の
問

題

で
あ

る
。

儀

式

に
よ

る

カ

テ
ゴ

リ

ー
変

化

と

は
別

に

、
よ

り

長

期

の
社

会

的

過

程

に

お
け

る
個

人

の
質

的

変

化

、
あ

る

い

は
社

会

的

サ

ン

ク

シ

ョ
ン

の
変

化

と

い

っ
た

問

題

が

残

さ

れ

る
Q次

に

モ
デ

ル
と

変

数

の
問

題

が

あ

る

。

本

論

に
お

い

て
事
例

分

析

か

ら
導

き

出

さ

れ

た

図

式

が

、
他

の
色

々
な

事
例

を

ど

こ
ま

で
表

出

し

て

い

る
か

と

い
う

・一89一



問
題
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
本
論
で
提
出
し
た
図
式
は
、
オ
ガ
ミ
サ
マ
の
入
巫
過

程
、
さ
ら
に
盲
巫
女

一
般
の
入
巫
過
程
に
も
あ
て
は
ま
る
も
の
で
あ
る
と
確
信

し
て
い
る
が
、
決
し
て
、
こ
の
図
式
が
盲
巫
女
の
入
巫
過
程
の
全
て
を
表
わ
し

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
個
々
の
事
例

に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
多
様
な

特

徴

が

あ

り
、
色
々
な
変
数
を
持

っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
変
数
が
、

「
般
的
な
モ
デ
ル
と

し
て
の
図
式
の
中
に
、
ど
の
よ
う

に
し
て
適
合
し
て
い
く
か
と
い
う
点
が
ま
た

重
要
で
あ
る
。
登
米
郡
の
あ
る
オ
ガ
ミ
サ
マ
は
三
度
師
匠
を
変
え
て
い
る
。
こ

れ
は
、
修
業
が

つ
ら
く
て
逃
げ
だ
し
た
の
で
は
な
く
て
、
ど
ゲ
し
て
も
民
謡
歌

手
に
な
り
た
か

っ
た
の
で
逃
げ
だ
し
た
そ
う
だ
。
か
ぞ
え
で
四
才
の
時
か
ら
視

力
が
お
と
ろ
え
始
め
て
、
十
五
才

の
時
に
見
え
な
く
な
り
、
最
初
の
師
匠
に
入

門
し
た
。
こ
れ
は
二
週
間
で
や
め
た
。
次
に
別
の
師
匠
に
入
門
し
た
が
、
こ
れ

も
十

一
ヵ
月
で
や
め
た
。
そ
し
て
十
九
才
の
時
に
民
謡
歌
手
を
断
念
し
て
、
自

分
で
決
意
し
て
三
人
目
の
師
匠
に
.入
門
し
た
そ
う
だ
。
こ
の
オ
ガ
ミ
サ
マ
の
場

合
、
失
明
の
時
期
が
十
五
才
の
時

で
あ
り
、
か
な
り
遅
い
と
い
え
る
。
小
学
校

も
卒
業
し
て
い
る
の
で
世
間
の
こ
と
を
か
な
り
広
く
知

っ
て
い
る
。
民
謡
歌
手

に
あ
こ
が
れ
た
の
も
、

一
般
の
防
ガ
ミ
サ
マ
に
比
べ
た
ら
珍
し
い
こ
う
b
た
状

況
が
影
響
し
て
い
る
だ
ろ
う
し
、
ま
た
、
オ
ガ
ミ
サ
マ
の
世
界
あ
る
い
は
盲
人

の
世
界

に
限
定
さ
れ
ず
に
、
広
く
外
に
向
か

っ
て
行
こ
う
と
す
る
ベ
ク
ト
ル
が

う
か
が
え
る
。
こ
の
よ
う
な
期
待

が
現
実
の
社
会
の
中

で
改
変
さ
れ
て
、
オ
ガ

ミ
サ
マ
の
道
を
歩
く
よ
う
に
な
る
ま
で
の
過
程
は
、
子
供
が
大
人
に
な

っ
て
い

く
よ
う
な
も
の
な
の
か
、
そ
れ
と
も
ち
が
う
の
か
。

三
番
め
の
問
題
は
、
本
論
に
お
け
る
結
論
と
そ
こ
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
理
論

的
課
題
で
あ
る
と
言
え
る
。
先
の
分
析
で
明
ら
か
に
な

っ
た
よ
う
に
、
盲
巫
女

の

入
巫

過

程

は
通

過

儀

礼

の
図

式

に

よ

っ
て

と

ら

え

る

こ

と

が

で

き
、
T

・
タ

ー

ナ

ー

の

カ

テ

ゴ

リ

ー
変

化

の

理
論

を

導

入

す

る

こ

と

に

よ

っ
て

、

こ

の
通

過

儀

礼

を

「
重

荷

/

「
人

前

」

の

カ

テ
ゴ

リ

ー
変

化

の
契

機

と

し

て
理

解

す

る

こ
と

が

で
き

た

。

し

か

し

こ

の
考

察

は
次

の
よ

う

な

課

題

を

提

出

し

て

い

る
。

第

一

に

、

「
盲

目

の
少

女

」

と

「
オ
ガ

ミ

サ

マ
」

は

、
当

該

社

会

の
分

類

規

準

に

よ

っ
て

「
重

荷

」

と

「
一
人

前

」

と

い
う

カ

テ
ゴ

リ

ー

に

そ

れ

ぞ

れ

類

別

さ

れ

て

い
る

の
か

と

い
う

問

題

で
あ

る

。

「
盲

目

の

少
女

」

が

「
重

荷
」

で
あ

る

こ

と

に

つ
い

て
億

、
農

業
共

同
体

に

お

け

る
視

力

障
害

者

の

位
置

づ

け

を

、

こ

こ

で

は
実

地

調
査

に
も

と

つ

い

て

述

べ
た

が

、
加

藤

康

昭

(
一
九

七

四
)

の
歴

史

的

研
究

か

ら
も

明

ら

か

に

さ

れ

て

い

る

。

「
方

「
オ

ガ

ミ

サ

マ
」

が
「
一
人

前
」

と

い
う

カ

テ
ゴ

リ

ー

に
類

別

さ

れ

る

の

か

ど

い

う
問

題

は

、
盲

巫

女

の
巫

業

及

び
信

仰

構

造

を

明

ら

か

に

す

る

こ

と

を
前

提

と

し

て

い

る

。

こ

の
問

題

に
対

し

て

は

、

「
口
寄

せ
」

と

い

う
巫

俗

を

人

類

学

的

に
分

析

す

る

こ

と

に

よ

っ
て

ア

プ

ロ
ー

チ

で

き

る
。

こ

こ

で

は

、
盲

巫

女

の
主

要

な

巫

業

で
あ

る

「
口
寄

せ
」

と

は

、
葬

送

儀

礼

の

「
つ
で
あ

り

生

者

に

と

っ
て
死

者

の
持

つ
危

険

性

を

除

去

す

る
行

為

で
あ

る

こ

と

、
従

っ
て

「
オ
ガ

ミ

サ

マ
」

は

「
こ

の
世

」

と

「
あ

の

世

」

と

い
う

二

つ
の
世

界

の
不

可

侵

性

を
管

理

す

る
者

と

し

て
共

同

体

に

そ
の

地

位

を

保

つ
と

い
う

こ
と

を
仮

説

と

し

て
提

出

し

て
お

く

。

第

二
の
課

題

は
か

な

り

こ

み

い

っ
て

い

る
。

本
論

に
お

い

て
援

用

し

た

T

・

タ

ー

ナ

ー

に
よ

れ

ば

、
役

割

対

比

的

カ

テ
ゴ

リ

ー
の

マ
ト

リ

ク

ス
と

い
う

も

の

は
次

の
よ

う

な

〈
構

造
〉

の
中

に
位

置

し

て

い

る
。

彼

に

よ

る

と

儀
礼

が
実

効

性

を
持

つ
の

は

「
儀

礼

」

と

「
社

会

」

が

イ

コ

ニ

ッ
ク
な

関
係

に
あ

る
か

ら

だ

と

、
う

。

ど

の

よ

う

に

イ

コ

ニ

ッ
ク

で
あ

る

か

と

い
う

と

、
ま

ず
儀

礼

行
為

と

一90一



そ

れ

が

な

さ

れ

る
社

会

的

関
係

性

と

の

間

に

は
、

生

成

原

理

(
変

型

作

用

)

の

レ

ベ

ル
と

分

類

作
.用

の

レ
ベ

ル
と

い
う

ヒ

エ
ラ

ル

ヒ
カ

ル
な

関

係

が

見

ら

れ

る
。

次

に
儀
礼

の

内

部

構

造

自

体

が

こ
う

し

た

ヒ

エ
ラ

ル

ヒ
カ

ル

な

構

造

を

持

っ
て

い
る

。

さ

ら

に

儀
礼

に

お

け

る

個

々

の
象

徴

的

要

素

も

こ
の

ヒ

エ
ラ

ル

ヒ
カ

ル
な

局

面

を

反

映

し

て

い

る
。

(↓
霞

5
興

・
↓
.

一
九

七

七

:
六

二
)

す

な

わ

ち

、

「
儀
礼

」

も

そ

の

コ
ン

テ
ク

ス
ト

と

な

る

「
社

会

」

も

同

じ
〈
構

造
〉

の
中

に

あ

る

と

い

う

の

だ

。

そ

し

て

こ

の

〈
構

造
〉

と

は

、
相

互

依

存

的

な

「
上

層

」

之

「
下
層

」

か

ら

な

る

ヒ

エ
ラ

ル

ヒ
ー

で

あ

る

。

「
下

層

」

は

、

さ

ま

ざ

ま

な

カ

テ

ゴ

リ

ー

や

グ

ル

ー
プ

や
関

係

性

を
分

類

し
固

定

化

す

る

こ

と

し

か
能

が

な

く

、

こ
れ

ら

の

カ

テ
ゴ

リ

ー
な

ど
が

無

秩

序

化

す

る

こ

と

に
対

し

て

脆

弱

で

、
本

質

的

に

ス
タ

テ

ィ

ッ
ク

で
あ

る
。

こ
れ

に
対

し

て

「
上

層

」

は

、

分

類

の
も

と
と

な

る

あ
ら

ゆ

る

カ

テ
ゴ

リ

ー

や
グ

ル

ー
プ

を

生

成

し

そ
れ

ら

を

変

型

す

る
能

力

を

持

ち

、
本

質

的

に
ダ

イ

ナ

ミ

ッ
ク

で
あ

る
。

そ

し

て

こ

の

「
上

層

」

と

「
下

層

」

と

い
う

二

つ
の

レ

ベ

ル

は
接

触

11

媒
介

さ

れ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い
が

、

同
時

に

分
離

貯

絶

縁

さ

れ

て

い
な

け

れ

ば

な

ら

な

い
。

こ
の

困

難

な

関
係

を
処

理

す

る
た

め

に

儀
礼

行
為

が

あ

る
。

(↓
霞

昌
奠

.
目

一
九

七

七

:
六

五
)

本

論

で
援

用

し

た

T

・
タ

ー

ナ

ー

の

カ

テ
ゴ

リ

ー
変

化

の

理
論

は

こ

の

よ
う

な

理
論

的

枠

組

の
中

で
規

定

さ

れ

て

い

る

。

こ

こ

で

は

「
カ

テ

ゴ

リ

i
」

と

い

う

の

は

、
〈

構

造

V

の

「
下

層

」

レ
ベ

ル

に

お

い

て
役

割

対

比

的

に
分

類

き

れ

る
も

の

で

あ
り

、
水

平

的

次

元

で

の

み
し

か

と

ら
え

ら
れ

て

い
な

い
。

従

γ
て

T

・
タ

ー

ナ
ー

の
枠

組

で

は

、
カ

テ
ゴ

リ

i
変

化

は
常

に
水

平

的

な

移

行

で
し

か

な

く

、

地
位

上

昇

の
局

面

を

と

ら

え

る

こ
と

は
不

可

能

で
あ

る
。

つ
ま

り

、

「
子
供

」

か

ら

「
大

人

」

に

な

る

こ

と

は

二
次

元

的

平

面

に

お

け

る
移

動

で

し

か
な

く

、

「
子
供

」

の

「
大

人

」

に
対

す

る
従

属

11

劣

位

と

い

っ
た

側

面

は
無

視

さ

れ

る

。

こ

う

し

た

理
論

的

枠

組

の
中

で

は
盲

巫

女

の

入
巫

を

論

じ
き

る

こ

と

は

で

き

な

い

。
何

故

な

ら
ば

、

「
盲

目

の
少

女

」

も

「
オ
ガ

ミ

サ

マ
」

も

共

に

「
盲

目

」

と

い
う

属

性

を

持

ち

、

こ
う

し
た

属

性

を

持

つ
人

に
付

与

き

れ

る

カ

テ
ゴ

リ

;

は
水

平

的

次

元

よ
り

も

垂

直

的

次

元

に
並

べ
ら

れ

る
煩

向

が

強

い

か

ら

で
あ

る
。

盲

巫

女

へ
の
入

巫

を

カ

テ
ゴ

リ

i
変

化

に

よ

っ
て
論

じ
き

っ
て

し
ま

う

と

、

「
重

荷

」

か

ら

「
一
人

前

」

に
な

る

こ

と

に
対

す

る

社

会

的

評

価

、
す

な

わ

ち

「
価

値

」

の
次

元

が

捨
象

さ

れ

て
し

ま

う

。

こ

の
問

題

を

解

決

す

る
た

め

に
は

「
カ

テ
ゴ

リ

ー

の
変

化

」

を

「
レ

ッ
テ

ル

の
貼

り

か

え

」

に
置

き

か

え

て
考
察

し

て

み
る

こ
と

も
有

益

で
あ

る

。

ゴ

ッ
フ

マ
ン
が

「
ス
テ

ィ
グ

マ
は
実

際

は
属

性

と

ス

テ

レ
オ

タ

イ

プ

の

間

の
特

殊

な
関

係

」

で
あ

る

と
指

摘

し

た

よ

う

に

、

(
ゴ

ッ
フ

マ
ン

「
九

八

○

:

一
三
)

「
盲

目
」

と

い
う

属

性

は

社

会

的

脈

絡

に

よ

っ
て

、
信

頼

を

失

わ

せ

る
も

の

で

あ

っ
た
り

そ
う

で
な

か

っ

た
り

す

る
。

盲

巫

女

へ
の
入

巫

が

こ
う

し

た

ス
テ

ィ
グ

マ
の
性

質

の
上

に
成

立

し

て

い

る

の

は

明
ら

か

で

あ

る
。

普

通

の
入

問

の

「
盲

目

」

と

い
う

属

性

は

そ

の
人

の
社

会

的

信

頼

や
成

員

権

を

失

わ

せ

る

ス

テ

ィ
グ

マ
で
あ

る
。

し
か

し

、

霊

能

者

で

あ

る

オ
ガ

ミ

サ

マ
の

「
盲

目

」

と

い
う

属

性

は

「
オ
ガ

ミ

サ

マ
」

と

し

て

の
正

常

性

を

保

証

す

る
も

の
と

な

る
。

こ

こ

に

は
同

じ
障

害

者

に
付

与

さ

れ

る

レ

ッ
テ

ル

の
閥

に
質

的

変

化

が

見

ら

れ

る
。

こ

の
よ

う

な

変

化

は

、
T

・

タ

ー

ナ

ー

の
カ

テ
ゴ

リ

i
変

化

の
理

論

と

は
別

の

レ

ベ

ル

で

、
社

会

的

サ

ン

ク

シ

ョ
ン

の
問

題

を

含

め

て
考

え

て

い
か

ね

ば

な

ら

な

い
。

こ
れ

は
最

初

に
指

摘

し

た

、
儀

礼

分

析

の

レ

ベ

ル
と

は
異

な

る
課

題

の
具

体

的

な

一
例

と
言

え

る
。
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以
上
、
分
析
の
結
果
と
し
て

一
般
的
な
問
題
を
二
つ
あ
げ
、
最
後
に
特
定
化

し
た
課
題
を
あ
げ
た
わ
け
だ
が
、
こ
れ
ら
の
問
題
は
従
来
の
シ
ャ
マ
ニ
ズ
ム
論

に
よ
る
盲
巫
女
研
究
で
は
全
く
無
視
さ
れ
て
い
た
。
私
は
、
日
本
の
盲
巫
女
を

シ
ャ
マ
ニ
ズ
ム
の
枠
組
で
と
ら
え

よ
う
と
す
る
考
え
方
に
は
、
擬
似

シ
ャ
ー
マ

ン
説
を
も
含
め
て
反
対
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
盲
巫
女
の
巫
俗
と
シ
ベ
リ
ア
や
南

ア
ジ
ァ
の
シ
ャ
マ
ニ
ズ
ム
に
共
通

す
る
要
素
は
あ
る
。
し
か
し
盲
巫
女
の
最
大

の
特
徴
で
あ
る

「
盲
目
」
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
シ
ャ
マ

ニ
ズ
ム
の
枠
組
に
よ
っ
て
盲
巫
女
を
解
釈
で
き
る
と
強
弁
す
る
た
め
に
は
次
の

よ
う
な
方
策
が
必
要
と
な
る
。
第

一
に
、
世
界
の
シ
ャ
マ
ニ
ズ
ム
の
事
例
の
中

か
ら
、

「
盲
目
」
あ
る
い
は

「
不
具
」
が
入
巫
の
条
件
と
な
る
よ
う
な
事
例
を

見
出
す
こ
と
で
あ
る
。
第
二
に
、

「盲
目
」
と
シ
ャ
マ
ニ
ズ
ム
の
関
係
を
シ
ャ

マ
ニ
ズ
ム
論
内
部

で
説
明
す
る
こ
と
で
あ
る
。
現
時
点
で
は
こ
の
ど
ち
ら
も
な

さ
れ
て
い
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
盲
巫
女

の

「盲
目
」
と
い
う
問
題
に
対
し

て
理
論
的
ア
プ

ロ
ー
チ
が
な
さ
れ
な
い
以
上
、
ど
の
よ
う
な
盲
巫
女
研
究
も

一

面
し
か
と
ら
え
て
い
な
い
と
言
え
る
。

註

ω

柳
田
国
男
は
ミ

コ
を
神
社
に
附
属

す
る
者
と
、
タ
タ
キ
ミ

コ
あ
る
い
は
口
寄
と

呼
ば
れ
る
者
と
に
分
類
し
た
。

(柳
田

一
九
六
九

:
二
二
三
)

さ
ら
に

こ
れ
を
う

・
け
て
中
山
太
郎

は
、
ミ

コ
を

「
神
和
系
の
神

子
」
と

「
口
寄
系

の
巫
子
」
と
の

二

種
類
に
分
類
し

て
い
る
。

(申
山
太
郎

一
九

三
〇

:
三
)

、②

宮
城
県
北
部
の
盲
巫
女

の
名
称

に

つ
い
て
は
、
古
く

は
佐
藤
正
順

が

「
オ
カ
ミ

ン
」
「
オ
カ
ミ
サ
ン
」
と
し
て
報
告

し
て
い
る
の
に
始
ま
り

(佐
藤

正
順

一
九
五
八

:

三
五
)

、
桜
井
徳
太
郎

に
よ
れ
ば

「
オ
ガ
ミ

ン
」

「
オ
.ガ
ミ
サ

ン
」
と
さ
れ

(桜

井

一
九
六
九

:
二
九

二
)

、
こ
の
他

「
オ
カ
ミ
サ

マ
」
と
い
う
名
称

も

あ

る

。

(後
藤
哲
弘

一
九
七

一
)

こ
の
よ
う
に
い
ま
だ
統

一
的
な
名
称

は
確
立
さ
れ
て
い

な

い
よ
う
な

の
で
、
本
論

に
お

い
て
は
、
私
自
身

の
調
査
体
験

の
中

で
聞

い
た
名

称
を
用
い
る
こ
と
に
し
た
。
.す
な
わ
ち
、
登
米
郡

、
遠
田
郡
な
ど

の

「
オ
カ
」

と

呼
ば

れ
る
農
村
地
帯

で
は

「
オ
ガ

ミ
サ

マ
」

で
あ
り
、
本
吉
郡

、
気
仙
沼
市
な
ど

の

「
ハ
マ
」
と
呼
ば
れ
る
海
岸
部

で
は

「
オ
カ
ミ
サ
ン
」
で
あ
る
。
論
文
の
表
題

に
は
、
こ
う
し
た
名
称

に
よ
る
混
乱
を
避

け
て

「
盲
巫
女
」
と
し
た
。

㈲

桜
井
徳
太
郎

の

一
連
の
研
究

の
集
大
成
.
(桜
井

一
九
七
四
)

、
及
び
楠
正
弘

の

一
連
の
研
究

の
盲
巫
女

に
関
す
る
部

分

(楠

一
九
七
三
な
ど
)
が
代
表

的
な
も

の

と

い
え
る
。

ω

今

日
で
は
盲
学
校

に
行
く

の
が
当
然

と
考
え
ら
れ
て
い
る
が

、
昭
和

三
〇
年
頃

は
盲
学
校

へ
の
勧
誘

を
断

っ
て
オ
ガ
ミ
サ

マ
に
な

っ
た
盲
女
も
居
て
、
オ
ガ
ミ
・サ

マ
の
社
会
的
基
盤

の
強
さ
を
う
か
が
わ

せ
て
い
る
。

㈲

佐
藤
正
順

(
一
九
五
八

、

一
九
五
九
)

、
後
藤
哲
弘

(
一
九
七

一
)

、
斎
藤
光

司

(
一
九
七
五
)
な
ど
が
あ
る
。
ま
た
当
地
方
に
お
け
る
盲
巫
女
研
究

の
手
引
き

と
し
て
三
崎

一
夫

(
一
九
七
七
)
が

あ
る
。

㈹

一
般
に
、
盲
巫
女

に
す
る
た
め
の
親

の
経
済
的
負
担

は
か
な
り
大
き

い
と
報
告

さ
れ

て
い
る
が

、

(桜
井

一
九
六
九

:
三
〇
二
)
私

の
調
査
の
範
囲

で
は
、

一
日

米
五
合
の
供
出

は

一
年
間
で
田
ん
ぼ
約

一
反
分
に
あ
た
り
、
平
均
的
農
家

に
と

っ

て
は
そ
れ
程
大
き
な
負
担
で
は
な

い
と

い
う
こ
と
で
あ

っ
た
。
負
担
と
な

る
の
は

現
金

に
よ
る

「
お
礼
」
で
、
F
さ
ん

の
場
合

、
弟
子
入
り
、
カ
ミ

ツ
ケ
、
身
あ
が

り

の
三
回
に
わ
た

っ
て
払

っ
て
い
る
。

こ
の
う
ち
最
も
大
き
い
の
は
カ
ミ
ツ
ケ

の

費
用
だ
が
、

一
定

の
金
額
が
決
ま

っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
人

に
よ

っ
て
ま
ち

ま
ち
で
あ

る
。
F
さ
ん
の
実
家

は
、
カ
ミ

ツ
ケ
の
た
め
に
田

一
反
を

売

却

し

た

が
、
後

で
事
情
通
の
人
か
ら

「
お
宅

、
ず

い
ぶ
ん
高
か

っ
た
べ
ね
。
」
と
言
わ
れ

た
そ
う
だ
。
両
親
の
居
な

い
少
女
な
ど
は
、
借
金
や
授
業
料
免
除

に
よ

っ
て
修
業

し
て
、
カ

ミ
ツ
ケ
が
す
ん

で

一
人
前

に
な

っ
て
か
ら
礼
奉
公
し
た
り
借

金
の
返
済

を
す
る
。
こ
の
よ
う

に
、
入
巫
の
た
め

の
経
済
的
条
件

は

一
応
存
在
す

る
が
、
実
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、

際
に
は
ケ
ー

ス
バ
イ
ケ
ー

ス
で
あ

る
。
入
巫
に
あ
た

っ
て
経
済
的
負
担
が
本
人
や

家
族
に
課

さ
れ

る
に
は
ち
が
い
な

い
が
、
だ

か
ら
と
言

っ
て

「
入
巫
し
う
る
者
は

階
層
的
に
限
ら
れ

て
い
た
」

(加
藤
康
昭

一
九
七
四
:
九
四
)
と
考
え
る
の
は
適

当
で
な
い
。

ω

こ
こ
で
使
用
し
た

「
ス
テ
ー
ト
」
と
は
V

・
タ
ー
ナ
ー
(
一
九
七
六

:

=

一
五
)

に
よ

っ
て
い
る
。
彼
は
、

ヘ
ネ

ッ
プ

の

「
ス
テ
ー
タ
ス
」
よ
り
も
包
括
的
な
概
念

と
し

て

「
ス
テ
ー
ト
」
と

い
う
用
語
を
使

っ
て
い
る
。

㈹

昔

は
丑
満
刻

に
お
こ
な

っ
た
と
報
告
さ
れ
て
い
る
。

(佐
藤
正
順

一
九
五
九

:

一
九
)

㈲

桜
井

(
一
九
六
九
:
三
〇
五
ー

六
)
参
照

⑩

桜
井

(
一
九
六
九
:
三
〇
八
)
参
照

ω

.カ
ミ

ツ
ケ
の
式

に
お
け
る
二
局
面

の
こ
の
対
照
性

は
、
リ
ー

チ
が
提
出

し
た
、

形
式
性
と
乱
痴
気

騒
ぎ
と

の
対
照
の
モ
デ
ル
に
も
合
致
す

惹
。
行
者
に
神
が
憑
依

す
る
ま

で
は
、
法

の
縁
者
た
ち
に
よ

っ
て
お
ご
そ
か
に
儀
式
が
お

こ
な
わ
れ

、
俗

な
る
縁
者
た
ち
は

一
線
を
画
し
て
儀
式

に
参
加
す
る
。
こ
れ

に
対
し
て
、
行
者
が

失
神

し
た
後

の
祝
宴

は
無
礼
講
で
あ
る
。

(桜
井

一
九
七
〇

:
三

二
四
)
ま
た
、

こ
の
二
局
面
は
聖
化
と
脱
聖
化
、
俗
界
か
ら
聖
界

へ
、
聖
界
か
ら
俗
界

へ
の
移
行

の
プ

ロ
セ
ス
で
も

あ
る
。

(
リ
ー

チ

一
九
七
四

:
二
二
七

・
二
三

一
)

⑫

こ
の
問
題
を
最
初
に
指
摘
し
た

の
は
石
津
照
璽

で
あ
る
。

「
伝
授

ゆ
る
し
や
神

つ
け
の
式
を
了
え
て
、
披
露

の
集
ま
り

を
す
る
と
か
、
南
部
地
方

で
行
な
わ
れ
る

「
七
軒
も
う
す
」
と
い

っ
て
、
親
戚
、
知

人
に
挨
拶
ま
わ
り

を
す

る
と
.い
う
こ
と

は
、
そ
の
地
域
社
会
に
お
い
て
承
認
さ
れ
た
巫
俗

の
な
か
に
自
ヨ
を
お
く

こ
と
を

披
露
し
、
容
認
を
う
け
る
も

の
と
し
て
、
ミ

コ
に
と

っ
て
、
社
会
的

に
重
要
な
意

味
が
あ
る
。
」

(石
津

一
九
六
九

・・
二
九
)

・

⑬

海
岸
部

で
は
、

一
般

に
男
女
と
も
に
オ
ガ
ミ
サ

マ
を
信
仰

し
て
い
る
。
ま
た
、

こ
の
よ
う
な
評
価
の
対

立
も

オ
が

ミ
サ

マ
信
仰

の
構
造
の
中

に
あ

る

も

の

で

あ

り
、
老
人

の
男
性
が

「
オ
ガ
ミ
サ

マ
な
ん
て
人
助
け
だ
」
と
言
う

こ
と
と
、
現
在

の
若

い
世
代
が

オ
ガ

ミ
サ

マ
慮
頼
ま
な

い
こ
と
と

は
別

の
次
元
に
あ

惹
。

こ
ζ
に

は

肱巽

≦
霞

の
問
題
が
あ
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
論
述
で
き

な

い
。
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一
九
六
九
、
吉

川
弘
文
館
。

「
津
軽

イ
タ

コ
と
巫
俗
」
和
歌
森
太
郎
編

『
津
軽

の
民
俗
』

一
九
七
〇
、
吉
川
弘
文
館

。

『
日
本

の
シ
ャ
マ
ニ
ズ

ム
上
巻
』

一
九
七

四

吉

川
弘
文
館
。

「
シ
ャ
マ
ニ
ズ

ム
研
究

の
諸
問
題
」
桜
井
編

『
シ
ャ
ー

マ
ニ
ズ

ム
の

世
界
』

一
九
七
八
、
春
秋
社
。

佐
藤

正
順

「
宮
城
県
北
地
方
の
ミ

コ
」
『
社
会
と
伝
承
』
二
巻

一
号
、

一
九

五
八

「
牡
鹿
半
島

の
ミ
コ
」

『
日
本
民
俗

学
会
報
』

七
号
、

一
九
五
九
。

V
タ
ー
ナ
ー

(冨
倉
訳
)

『儀
礼

の
過
程
』

一
九
七
六
、
思
索
社
。

中
山
太
郎

『
日
本
巫
女
史
』
.
一
九
三
〇

、
大
岡
山
書
店
。

A

・
フ
ァ
ン
.・
ヘ
ネ

ッ
プ

(綾
部
訳
)

『
通
過
儀
礼
』

一
九
七
七
、
弘
文
堂
。

C

・
ブ

ラ

ッ
カ
ー

(秋
山
訳
)

『
あ
ず

さ
弓
』

一
九
七
九

、
岩
波
書
店
。

堀

一
郎

『
日
本
の

シ
ャ
ー

マ
ニ
ズ
ム
』

一
九
七

一
、
講
談
社
。
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■

「

三

崎

一
夫

「
宮

城

県

に

お

け

る
巫

覡

の
分

布

」
.『
東

北

民
俗

』
第

H
H
号

一
九

七

七

東

北

民

俗

の
会

。

E

」
.ツ

ー・
チ

(青

木

・
井

上
訳

V

『
人

類

学
再

考

』
.
一
九

七

四

、
.思

索

社

。

柳

田
国

男

『
定

本

柳

田

国

男
集

第

九

巻

』

一
九

六
九

、
筑

摩
書

房

。
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