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よ

っ

て

多
く
が

明
ら

か

に

な
っ

た
こ

と

は

も
と

よ

り
、

時
間
・

空

間
の

概

念、

お

よ

び

神
楽
の

類
型
に

関
す
る

理

論
的
な

明
晰
さ

は
、

後
学
に

資
す

と

こ

ろ

非
常
に

大
き

い

と

思
わ

れ
、

評
者
も
大
変
勉
強
に

な
っ

た
。

最
後

に、

霜
月
神
楽
と

い

う
わ
が

国
に

と

っ

て

大
切
な
芸
能
に

対
し

、

真
摯
か

つ

丁
重
に

取
り
組
ま

れ
た

こ

と

に

敬
意
を

表
し
、

小
稿
を

終
え
る

こ

と

に

し
た

い
。

山
里
純
一

著

『

呪

符
の

文
化
史

　
　

ー
習
俗
に

見
る

沖
縄
の

精
神
文
化

ー
』

　
　
三

弥
井
書
店
　
二

〇
〇
四
年
六
月
七
日
刊

A5

判

　
三

五

〇
＋…
m
頁

　
五
八
〇
〇

円
＋

税

小

　
池

　
淳

　
一

　
は
じ
め

に

　
宗
教

的
実
践
の

表

象
と

し

て

の

呪
符
は

、

そ

の

存
在
は

広
く

認
知
さ

れ

て

は

い

る

も
の

の、

調
査
研
究
の

対
象
と

し

て

正
面
か

ら

取
り
上
げ
ら
れ

る
こ

と

は

比

較
的
少
な
か
っ

た
。

本
稿
は

、

呪
術
・

呪
法
の

実

践
の
「

つ

と
い

え

る

呪
符
に

注

目
し
て
、

そ
の

研
究
精
度
を

向
上
さ

せ

た

山
里

純
一

氏
の

『

呪
符
の

文

化
史
　
　
習

俗
に

見
る

沖
縄
の

精

神
文
化
』

（
以

下、

本
書
と

し、

山
里
氏
を
著
者
と

す
る）

を

取
り

h
げ、

内

容
の

紹
介
と

若

干
の

検
討
を

加
え
る

こ

と

を

通
じ

て

呪
術
・

呪
法
研
究
の

課
題
を

明
ら
か

に

し
て

い

く
こ

と

を

目
的
と

し
て

い

る
。

　
こ

こ

で

は

最
初
に

本
書
の

構
成
及

び

成
果
を

整
理
し、

そ
の

上
で

呪

符

研
究
か

ら

導
か

れ

る

呪
術
・

呪

法
研

究
の

課
題
に

つ

い

て

述
べ

て

み

た

い
。

　
［

　

本
書
の

構
成

　
本
書
は

先
に

『
沖
縄
の

魔
除
け
と

ま

じ

な
い
』

（

第
一

書
房、

一

九
九

七

年
）

を
刊

行
し

た

著
者
が

、

そ

の

後
に

積
み

重
ね
て

き
た

精
力
的
な

調

査
事
例
と

そ
れ

に

対
す
る

考
察
を

新
た

に

ま
と

め

た
も
の

で

あ
る

。

最

初

に

本
書
の

構
成
を

掲

げ
よ

う
〔
括
弧

内
は

初
出

時
の

タ

イ

ト
ル

と

初
出

年
）

。

　
「

序
」

で

前
著
と

の

関
わ

り
が

述
べ

ら

れ、

本
書
の

内
容
が

要
約
さ

れ

て

い

る
。

続
く
第
−

部
「

呪
符
木
簡
と

沖
縄
の

フ

ー

フ

ダ
」

は
、

第
一

章

「

日
本
の

呪
符
木
簡
」

（
新
稿）

、

第
二

章
「

沖
縄
の

フ

ー

フ

ダ
」

（

『

沖

縄

の

魔
除
け

と

ま
じ
な

い
』

第
一

章
二

節、

一

九
九
七

年）
、

第
三

章
「

急

急
如
律
令
」

の

呪
句
（
「

『

噫
急

如
律
令
』

考
」 、

］

九
九
九

年）

か

ら

構

成
さ

れ

て

い

る
。

沖
縄
の

事
例
を

中
心
と

す
る

も

の

の、

広
く
呪
符
と

そ

こ

に

記
さ

れ

た
字
句、

記
号
等
に

つ

い

て

の

考
察
が
行
わ

れ
て

い

る
。

　
第
H
部
「

「

墓

中
符
」

・

石
敢
當
」

は

沖
縄
独
自
と

も

思
わ
れ
る
呪
符
の

展
開
が

扱
わ

れ

る
。

第
］

章
「

「

墓

中
符
」

」

（
「

沖
縄
の

『

墓
中
符
』

」

、

二

〇
〇
一

年）
、

第
二

章
「

石
敢
當
」

（

「

石
敢

當
覚

書
」 、

二

〇

〇
三

年
）

、

第
三

章
「

沖
縄
の

石

製
呪
符
」

（
同、

二

〇
〇
四

年）

か

ら

成
る

。

　
第

皿

部
「

習
俗
と

呪

符
」

は

第
一

章
「

沖
縄
の

習
俗
と

呪

符
」

（

新

稿）
、

第
二

章
「

胞
衣
と

呪
符
」

（
「

胞
衣
に

つ

い

て
」

、

一

九
九

七

年
∀

、
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書評 と紹介

第
三

章
「

ウ

テ

ィ

ン

ジ

カ

ビ
」

（
「

ウ
テ

ィ

ン

ジ

カ

ビ

に

つ

い

て
」 、

二

〇

〇
一

年）

の

三

つ

の

論

考
が

集
め

ら

れ

て

お

り
、

生

活
習

俗
と

呪
符
と

の

関
わ
り、

実
際
の

様

相
が

対
象
化
さ

れ

て

い

る
。

　
第
W
部
「

資
料
「

呪
符

集
」

」

は

離
島
に

お

け
る

呪

符
関

連
の

資
料
が

提
示
さ

れ
て

い

る
。

第
一

章
が、

「

多
良
間
島
の

「
玉

黄
記
」

」

（
「

多

良
間

の

『

玉

黄
記
』

に

つ

い

て
」 、

二

〇
〇
〇

年）
、

第
二

章
は

「

久

米
島
に

伝

わ
る

呪

符
資

料
（
「

久

米

島
に

伝
わ

る

呪

符
の

諸
相
」

、

「

九
九

九

年
、

「

上
江
洲
家
に

伝
わ

る

呪

符
関

係
資
料
」 、

二

〇
〇
二

年）
、

そ

し
て

第
三

章
に

は

「

与
那

国
島
に

伝
わ
る

呪

符
資
料
」

（
新
稿）

が

配
さ

れ

て

い

る。

　
以
上

の

構
成
と

初
出
年
次
か

ら
わ

か

る

よ

う

に、

本
書
は

沖

縄
に

お

け

る

呪

符
及
び

関
運
す

る

事

象
を

歴
史
的
に

定
位
し

（
第
−

部）
、

そ

の

範

囲
を
広
げ
（
第
H
部）
、

習
俗
の

な
か

に

も
見
い

だ

す
（
第
皿

部）
、

と

い

う
流
れ

で
叙
述
さ

れ
て

い

る
。

こ

れ

ら

は

比

較
的
短

期
間
に

精
力
的
に

進

め

ら

れ

た
研
究
で

あ
り、

そ
の

豊
か

な

内
容
は

瞠
目
に

値
す

る

も
の

と

い

え
よ

う
。

ま

た

第
W
部
に

収
め

ら
れ

た

呪
符
集
は、

離

島
に

お

い

て

偶
然

に

遺
さ

れ
た

貴
重

な
資
料
で

あ
り、

豊

富
な

経
験
を

持
つ

著
者
に

よ

っ

て

紹
介
さ

れ
る

こ

と

に

よ

っ

て、

沖

縄
に

お

け

る

呪
符
の

広
が

り

を

う

か

が

わ

せ

る

も
の

と

な
っ

て

い

る。

旧

稿
に

は

本
書

収
録
に

あ
た
っ

て

改
訂
が

行
わ

れ

て

お

り
、

呪
符
研
究
の

現
段
階
を
知
る

に

は

格
好
の

書
と

し

て

整

え

ら

れ

て

い

る

と

い

え
よ

う。

　
二

　
本
書
の

達
成

　
内
容
を
さ

ら
に

詳
し

く
見
て

い

こ

う
。

本
書
は
呪

符
を
「

悩
み

や

苦
し

み

を

も

た

ら

す
悪

霊
や

悪
鬼
を
除
去
し
、

願
望
を
叶
え
幸

福
を

招
く
と

信

じ

ら

れ
て

い

る
、

図
形
・

絵
・

文

字
な

ど
が

書
か

れ
た

も
の

」

〔
七

頁
V

と

定

義
し、

「

そ

の

素
材
は

木、

竹、

紙、

石、

瓶
な
ど

が

あ

る

が、

木

製
の

呪

符
を
一

般
に

呪
符
木
簡
と

称
し

て

い

る
」

（
同
頁）

と

す
る

。

そ

う
し

た

認
識
に

基
づ

い

て

第
正

部
第
→

章
で

は
、

呪
符
木

簡
の

起

源
・

形

状
・

使
用
法
・

記

述
内
容
に

つ

い

て

大
ま

か

に

確
認
し

て

い

る
。

こ

れ

は
、

第
二冖
草
で

と

り
あ
げ
る

沖
縄
に

お

け
る
フ

ー

フ

ダ
（
符
札）

を
そ

の

系
譜
に

位

置
づ

け、

呪

符
木

簡
の

現
用

例
（
二

六

頁）

と

し
て

取
り
上
げ

る

た
め

の

準

備
で

あ
る

。

第
二

章
で

は

沖
縄
に

お
け

る

フ

ー

フ

ダ
の

様
相

に

つ

い

て、

 
用

い

ら
れ

る

場
所
（
家
・

屋
敷、

便
所、

畜
舎、

墓）

ご

と
に

ま
と

め
、

 
寺
社
及
び
民
間
で

作
製
さ

れ

る

場
合
が

あ
る

こ

と
（
特

に、

臨
済
宗、

真
言
宗、

浄
土
宗

、

浄
土

真
宗、

天
台
系

修
験
本
宗
の

呪

句
を
明
ら

か

に

し

て

い

る）

を
整
理
し
て

い

る
。

さ

ら

に

 
琉
球
王
国
期

の

呪

符
木
簡
の

出
土
例
と
記
録
も

指
摘
し、

民

間
に

広
が

っ

た

の

は

大
正

期
以
降
か

、

と

し

て

い

る
（
四

九

頁）
。

　

呪
符
が

記
さ

れ

た

札
が

現
代
沖
縄
に

実
際
に
、

数
多
く
用
い

ら
れ
て

い

る

こ

と

を

見
い

だ

し
、

さ
ら

に

呪

符
木

簡
の

末

裔
と

し

て

位
置
づ

け
て
、

呪
符
が

用

い

ら

れ

る

空

間
と

呪
句
を

操
る

宗
教

的
な

存
在
を
ほ

ぼ

明
ら

か

に

し

た

こ

と

は、

現
代
に

お

け

る

呪
術
の

ひ

と

つ

の

あ
り

よ
う
と

し
て

極

め

て

重
要
な

問
題
を

提

起
し

て

い

る
。

　

な
お
、

第
三

章
で

は

「

急
急
如

律
令
」

と
い

う
文
言
を

取
り
上
げ
て
、

そ
の

中
国

・

朝
鮮
・

日

本
に

お

け

る

用

例
を
紹

介
し

た

上
で、

隠
と

い

う

文
字
が
中
世
以
降、

修

験
道
に

お

い

て

創
出
さ

れ
た

と

す
る

（
五
九
−

六

〇
頁）
。

さ

ら
に

沖
縄
の

様
相
を

述
べ
、

日

本
の

呪

符
が

流
布
し

た

と

考

察
し
て

い

る
（
六

四
頁）

。

　

第
11
部
は

沖
縄
に

お

け
る

呪
符
に

類
す
る

も

の

と

し

て

墓
中
符
（
第
一

章）
、

石
敢

當
（
第
二

章
）

、

そ

の

他
の

石

製
呪

符
（

箜、一
章）

を
取
り

ヒ
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げ
て

い

る
。

墓
中
符
に

つ

い

て

は

道
教
系、

仏
教
系
に

分
け

、

さ

ら

に

現

代
に

お

け
る

様
相
に

つ

い

て

述
べ

て

い

る
。

石
敢
當
に

つ

い

て

は
沖
縄
に

お

け
る
起
源
説
話
に

注
意
し

な
が
ら
（
一

〇
ニ

ー
一

〇
六
頁
）

も、

本
来

は

石
の

呪
力
に

基
づ

く
と

し

（

一

二

五

頁
V
、

中
国
か

ら
の

伝

播
、

各

地

の

実
例、

さ

ら

に

特
異
な
事
例
の

紹
介
を
お

こ

な
っ

て

い

る
。

中
国
に

お

け

る

信
仰
対
象
と

は

異
な
り、

辟
邪

物
と

し

て

の

機
能
を
選
択
的
に

受
容

し
、

特
異
な
文
字
や

記
号
も

並

記
す
る

よ
う
に

な
っ

て

い

る

こ

と
を
指
摘

し

て

い

る
（

一

二

五

i
】

二

六

頁）
。

こ

れ

は

第
三

章
に

お

け
る

、

石

製

呪
符
の

造
立
に

あ
た

っ

て

の

三

世
相、

シ

ュ

ム

チ
と
い

っ

た
宗
教

者
の

関

与
の

指
摘
（

＝
二

六

頁
）

と

と
も
に

沖
縄
に

お

け
る

呪

符
の

変
容
と

生
成

に

関
す
る
着
実
な

史
資
料
に

基
づ

く

見
解
で

あ
り、

呪

符
の

実
践
と

そ

の

沖
縄
的
様
相
に

関
す

る

宗
教
者
的
な
存
在
に

対
す
る

視
点
の

必
要
性
が

提

起
さ

れ
て

い

る
と

受
け

と
め

る

こ

と

が

で

き
る

。

　
こ

う
し
た
沖
縄
に

お

け

る

呪

符
の

展
開
の

背
景
と

し
て

重
要
と

考
え
ら

れ

る

習
俗
と

の

関
わ
り

に

つ

い

て

は

第
m
部
で

論
じ
ら
れ

て

い

る
。

第
一

章
で

は

五
月
五

日

の

ハ

ブ
除
け、

九
月
九
日
の

ウ
マ

ー
チ
の

御
願、

火
災

除
け、

棟
札
・

棟
木
に

お

け

る
呪
句、

を

取
り
上
げ
て

い

る
。

い

ず
れ
も

筆
者
の

実
地
踏
査
に

基
づ
く

提
示
で

あ
り、

呪

符
の

生
き

て

い

る

沖
縄
民

俗
文
化
の

様
相
を

具
体
的
に

知
る

こ

と

が

で

き
る

。

第
二

章
は

産

育
儀
礼

に

お

け
る
呪
符
の

使
用

例
と

し
て、

胞
衣
の

処
理
の

問
題
を

取
り
上

げ
て

い

る
。

民
俗、

歴
史
双

方
に

お

け

る

胞
衣
研
究
の

成
果
を
通

覧
し
た

の

ち
、

沖
縄
に

お

け
る
事
例
を

述
べ

て

い

る

が、

特
に

胞
衣
を
処
理
す
る

方

角
に

関
す
る
離
島
の

史
料、

胞

衣
が

下
り
な
い

時
の

ま
じ
な
い

の
一

部
と

し
て

の

呪
符
が

紹
介
さ

れ
て

い

る
。

第
三

章
で

は
沖

縄
で

先
祖
供

養
の

際

に

用
い

ら
れ
る
特
殊
な

紙
で

あ
る

ウ

テ

ィ

ン

ジ
カ

ビ

に

注
目
す

る
。

こ

う

し
た
紙
に

は

地

蔵
菩

薩
ら
し
き
画
像
が

載
せ

ら

れ

て

お

り、

】

九
五

〇
年

代
に

糸
満
の

寺
院
で

考
案
さ

れ
、

那
覇
の

茶
舗
が

作
製
す
る

よ
う
に

な
り

（
二

〇
六

ー
二

〇
九

頁
）

、

一

九
六

〇
年

代
以

降
に

需
要
が

増
え
て

い

っ

た
こ

と

が

述
べ

ら

れ
て

い

る
。

　

最
後
の

第
W
部
は

離
島
に

お

け

る

呪
符
が

記
さ

れ
た
記
録
類
を
具

体
的

に

取
り

上
げ
て

提
示
し
て

く
れ

て

い

る
。

宮
古
島
と

石
垣
島
と
の

中

間
に

位
置
す

る

多
良
間

島
の

仲

本
家
（
現
在
は

宮
古

島
平
良

市
に

伝
存）

の

「

玉
黄
記
」

（

二

七

丁）
、

沖

縄
本
島
の

西
に

あ
る

久
米
島
の

上
江
洲
家、

與

世
永
家、

吉
浜
家

文
書
に

お

け
る

呪
符
関
係
の

記
述、

日
本
最
西
端
の

与
那
国

島
の

西
銘

家
文

書
の

な

か

の

冊
状
の

史

料
が、

紹
介
さ

れ
て

い

る
。

こ

れ
ら
は、

ほ

と

ん

ど
が

著
者
に

よ

っ

て

は

じ

め
て

紹
介
さ

れ
た

も

の

で

あ
り、

な
か

で

も

「

玉

黄
記
」

は
ユ

タ

の

関
与
に

よ

り
、

披
見
が

難

し
か
っ

た
（
二

頁）

も
の

を
提
示
し
た

も

の

で

あ
り
、

沖
絹
に

お

け
る

呪

符
の

記
録
と

し
て

は

重

要
な
も
の

と
い

え

る
。

こ

れ

ら
が

い

ず
れ

も
多
良

間
島
の

三

世

相
（

二

四
六
頁）

、

久
米
島
の

地
頭
代
〔
二

四

七
、

二

五

三

頁）

及
び
そ

の

分
家
（
二

六
一

頁）
、

蔵
元
の

役
人
の

家
（
二

六

六

頁）

と

い

っ

た
識

字
層
に

伝
来
し、

刊
本
の

写

本
で

は

な

く
、

何
ら

か

の

意
図

の

も
と

に

呪

符
や

呪

文
を

集
成
記
録
し

た

も
の

で

あ

る
点
も
重
要
で

あ
ろ

う
。

本
書
で

は、

相
互
の

関
連、

共
通
す

る

呪

符
に

つ

い

て

注
意
さ

れ

て

い

て

断
片
的
な

情
報
を
少
し
で

も
体
系
づ

け

よ
う
と

す
る

意
図
が

感
じ

ら

れ

る
。

　

総
じ

て、

本
書
は

近
年
の

筆
者
の

呪
符
関
連
の

資
料
紹
介、

習
俗
と

の

関
わ

り、

日

本
本
土

、

中
国
と

の

比
較
を

試
み

た

意
欲
的
な

著
作
と

い

う

こ

と

が

で

き
る

。

特
に

呪
符
集
や
フ

ー

フ

ダ
の

実
例
等
に

関
し

て

具
体

的

な

資
料
提
示
に

多
く
の

頁
が

割
か

れ
て

い

る

点
は

極
め

て

有
益
で、

今

後
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書評 と紹介

の

調
査

研
究
に

資
す
る

と

こ

ろ

が

大
き
い

。

沖
縄

地
方
に

こ

れ

だ
け

の

史

資
料
が

存
在
し、

現
在
で

も
展

開
し

て

い

る
こ

と

が

提

示
さ

れ

た

こ

と

は
、

日

本
列
島
全
体
の

呪
術
・

呪
法
を
考
え
て
い

く
上
で

も
絶
え
ず
参
照

し

て

い

く
べ

き

業
績
と

い

え

る
。

さ

ら
に

道

教
を

は
じ

め

と

す

る

中
国
文

化
の

影

響
と

変
容
と
い

う

呪
術
・

呪

法
研

究
に

お

け

る

ひ

と

つ

の

視
点

を、

事

例
の

集
約
と

関
連

史
料
の

指
摘
と

と

も
に

提
示

し

て

く

れ

て

い

る

こ

と

も

方
法

的
な

達
成
と

し
て

高
く

評
価
さ

れ
る

べ

き

も
の

と

考
え
る
。

　
ま

た

索
引
が

付
せ

ら

れ

て

い

る

点

も
周
到
な
本
造
り

と

い

う

こ

と

が

で

き
る

。

こ

う
し
た

多
様
な

様
相
を
呈

す
る

研
究
対

象
を

取
り
上

げ
る

に

あ

た

っ

て

は、

索
引
を
整
え

て

お

く
こ

と

に

よ

っ

て

著
者
の

意
図
や

見
解
と

は

異
な
っ

た

文
脈
か

ら

の

検
索

を

可

能
に

す
る

。

そ
う

し
て

お

く
こ

と

で
、

今
後
の

研
究
の

展
開
に

大

き
く

資
す

る
こ

と

に

な

る

と

考
え

ら

れ

る
。

　

三

　
本
書
の

問
題
点
と

呪
術
研
究
の

課
題

　

本
書
は

以

上
み

て

き
た

よ

う

に

多
く
の

達
成
と

新
知

見
に

富
む

優
れ

た

呪

符
研
究
の

業
績
で

あ
る

が、

い

さ

さ

か

の

問
題

点
も

な
い

わ

け
で

は

な

い
。

特
に、

沖
縄
以

外
の
、

ま

た

習
俗
次

元
の

呪

術
・

呪

法
研

究
か

ら

の

視
点
で

検
討
す

る

と

い

く

つ

か

の

問
題
点
が

指
摘
で

き

る
。

　

第
一

に

第
N
部
に

収
載
さ

れ、

ま

た

全
体
の

叙
述
を
通
し
て

の

基
礎

資

料
と

も
な
っ

て

い

る

で

あ
ろ

う

呪
符

集
の

紹

介
に

つ

い

て

で

あ

る
が
、

必

ず
し

も

書
誌
的
な

情
報
が

充
分
に

示
さ
れ

て

お

ら

ず、

関
連
す

る
で

あ
ろ

う
所
蔵
先
の

蔵
書

内
容
等
を
知
る

こ

と

が

で

き

な

い
。

こ

の

点
で
は

書
物

史
に

関
連
す
る

方

向
で

の

進
展
が

困

難
で

あ
る

こ

と

に

な

り、

い

さ

さ

か

物
足
り
な

い
。

こ

れ
は

呪

符
集
が

伝

存
し

た

地
域

社
会
に

お

け

る

呪
符
の

実
態
と

の

比
較
も
難
し

く
し

て

い

る
。

特
に

呪
符
は

影

印
も

併
せ

て

提
示

す
る

こ

と

が

現
段
階
で

は

必
要
で

あ
る

と

考
え

る
。

　

第
二

に
「

九

三

頁
等
で
、

沖
縄
の

呪

符
類
は

日
本
系

（

対
立
概
念
は

中

国
系
か
）

の

も

の

が

伝
わ

っ

て

い

る、

と

い

う

分
析
の

視
点
や

結
論
が

提

示
さ

れ

て

い

る

が、

呪

符
や

呪
句、

あ
る
い

は

そ

れ

ら

に

伴
う

記
号
が

道

教
や

中

国
の

民

間
信
仰
起
源
で

あ
っ

た
場
合
は、

単
純
に

区

別
が

つ

く
も

の

と

は

思
わ
れ

な
い

。

こ

れ
は

不
充
分
な

系
統

概
念
で

は

な
い

か、

と

い

う
疑
念
が

生
じ
る

。

道
教
的
な

要
素
が

日
本
列

島
全
体
の

民

俗
の

な

か

で

ど

の

よ

う
に

展
開
し

て

い

る

か、

今
後
は

注
意
し
て

い

く
必

要
が
あ
る

だ

ろ

う
。

　

第
三

と
し

て
、

宗
教
者、

易
者
（
三

世

相）
、

ユ

タ

な
ど

の

介
在
が

随

所
で

指
摘
さ

れ

て

い

る

が、

そ

れ

ら
は、

推

測
や

伝
聞
に

と

ど
ま
っ

て

お

り、

実

際
の

使
用
場

面
の

参
与
観
察
や

指
示

者
へ

の

調
査
は

行
わ
れ

て

い

な
い

よ
う

で

あ
る

。

呪
符
を
め

ぐ

る
知
識
の

実

践
や
動
態
を

と

ら

え

る

こ

と
は、

そ

の

展
開
や
変
化
を
見
通
し
て

い

く
た
め
に

も

必
要
で

は

な

い

だ

ろ

う

か
。

　

最
後
に

本
書
の

テ

ー
マ

で

あ

る

呪
符
と

い

う

視
点
は、

副

題
「

習
俗
に

見
る

沖
縄
の

精
神
文
化
」

に

も

示
さ

れ

て

い

る

よ

う
に

、

や

は

り

沖

縄
社

会
の

特
殊
性
に

依
拠
し

て

い

る

と

考
え

ら

れ
る

。

日
本
列
島
全
体
で

は、

時
代
が

下
る

に

つ

れ

て

増
え

る

呪

符
木
簡
そ
の

も
の

の

分
析
や

関
連
す

る

記
録
の

集

成
な

ど

を
ふ

ま

え

て、

呪

符
を

構
成
す
る

要
素
（
呪
句、

記

号
、

文
様
等
）

の

系
譜
の

解

明
や

他
の

宗

教

現
象
と

比

較
が

必
要
で

あ

り、

ま

た

可
能
で

あ
ろ

う
。

さ

ら

に

種
々

の

ま

じ
な

い

の

様
態
を

資

料
そ

の

も

の

以
外
に

も
言
説
や
評
価
と

と

も

に

と

ら

え
る

こ

と

も

不
可
能
で

は

な
い

。

こ

う
し

た

点
は

本
書
を

出

発
点
と

し

て

検
討
を
深
め

て

い

か

ね

ば
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な
ら
な
い

だ

ろ

う
．

　
な
お
、

こ

こ

で

は

細
部
に

わ

た

る

の

で

ふ

れ
な
い

が
、

雑
誌
論
文
の

注

記
が

掲
載

誌
の

号
数
の

み

を

記
し、

発
行
年
を

記
さ

な
い

の

は
い

さ

さ
か

不
親
切
で

あ
る

し
、

全
体
に

わ

た
っ

て

誤
植
も

散
見
さ
れ
る
。

ま
た、

一

八

五

頁
に

記
さ

れ

て

い

る

国
頭

村
の

胞
衣
笑
い

の

事
例
は

島

袋
源
七

の

『

山
原
の

土

俗
』

（
一

九
二

九
年）

が

初
出
で

あ
ろ

う
（
こ

の

書
は

他
の

箇
所
で

は

引
用
さ

れ

て

い

る
。

八

六

頁

等）

が、

注

記
で

は

明
ら

か

で

は

な

い
。

こ

う
し

た

点
は

残
念
で

あ
る

。

　
お

わ
り
に

1
呪
術
・

呪

法
研
究
の

方
向
性

　
な

お
、

本
書
刊
行
後
に

東
ア
ジ

ア

に

お

け

る

呪
物
を
広
く

多
角
的
に

と

ら

え
た

大
形
徹
・

坂
出
祥
伸
・

頼
富
本
宏
編
『
道
教

的
密
教

的
壁

邪
呪
物

の

調
査
・

研
究
』

（
ビ

イ
ン

グ

：
不

ッ

ト
・

プ
レ

ス
、

二

〇

〇
五

年
）

が

刊
行
さ
れ
た

。

本
書
の

著
者
で

あ
る

山
里

氏
も

執
筆
さ
れ
て

い

て
、

こ

こ

で

述
べ

て

き
た

研
究
の

状
況
は

さ

ら
に

前
進
し

て

い

る
。

そ

う
し

た

研
究

の

機
運
が

高
ま
り
つ

つ

あ

る

こ

と
も
踏
ま

え

て

最
後
に

呪
術
・

呪
法
研
究

の

課
題
に

つ

い

て

評
者
な

り
の

展
望
を
述
べ

て

お

き

た
い

。

　

呪
術
・

呪
法
を
広
義
の

歴

史
研

究
の

な

か

に

位
置
づ

け
よ

う
と

す
る
と

き、

ま
じ
な
い

の

具
体
的
な

様
相
を、

身
体
の

使
い

方
や

儀
礼
の

コ

ン

テ

ク

ス

ト、

あ
る

い

は

地
域
や

集
団、

階

層
に

お

け
る

宗
教
体
系
の

な
か

で

位
置
づ

け

て

い

く

視
点
が

必
要
で

あ
ろ

う
。

ま
た
ま

じ
な
い

に

用
い

ら
れ

る

モ

ノ

（
素
材、

道
具
等
）

の

視
点

、

説
話
的
な
解

説
や
呪
法

書
等
の

メ

デ
ィ

ア

（

媒
体）

へ

の

注
意
も

求
め

ら

れ

る
。

　

木
簡
や

出
土

文
字、

墨
書
土

器
と

い

っ

た

古

代
史
に

お

け

る

資
料
の

増

大
及
び

分
析
の

深
化
的
な

視
点
と

近
世
近
現
代
に

お

け

る

民
俗
的
な

デ
ー

タ

の

蓄
積
と

を

中
世
期
の

史

資
料
の

発

掘
や

解
析、

共
有
化
に

よ
っ

て

つ

な

ぎ、

そ

の

上
で
一

定
の

通

史
的
な

様
相
を

提
示
し

て

い

く
（
呪
術

史）

こ

と

を

日
標
と

し

て

意

識
し

つ

つ

研
究
を

進
め

る

こ

と

を
提
言
し

た

い
。

そ

し

て、

そ

の

前
提
及
び
基

底
と

し

て、

考

古
資
料
や

古
代
史
に

お

け
る

実
例、

中
世
に

お

け

る

史
資
料
の

発
掘
と

定

位、

近
世
に

お

け
る

呪

法
書

の

版
行
と

書
写
の

検
討

、

民
俗
事
例
の

整
理、

呪

術
観
の

対
象
化
等
が

求

め

ら

れ

る
で

あ
ろ

う

（
呪
術
誌）

。

　
こ

れ

ら

の

課
題
は

も

ち

ろ

ん
、

著
者
一

人
に

期
待
す

る

の

で

は

な

く、

呪
術
研

究
全
体
の

課

題
と

し

て

捉
え、

考
え

て

い

く
必

要
が
あ

る

だ

ろ

う
。

著
者
が

本
書
を

通
し

て
、

呪
符
の

世
界
の

奥
深
さ、

錯
綜
し

た

様
相

に

光
を
あ
て

、

整
理

が

試
み

ら

れ
た

こ

と

に

敬
意
を
表
し

つ

つ
、

若

干
の

コ

メ

ン

ト
を

記
し

た

所
以
で

も

あ
る

。

　
（

本
稿
は

科
学
研
究
費
基
盤

研

究
「

呪
術
・

呪
法
の

系
譜
と
実
践
に

関

す
る

総
合
的
調
査
研
究
」

の

成
果
を
一

部
含
ん
で

い

る

こ

と

を
付

記
す

る
。

）

222（850）
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