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巫
者
の

呼
称
に
関
す
る
一

考
察
　
　
ワ

カ

と
イ

タ
コ

を

中
心
に

　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
村
上

　
　
晶

　

全

国
各
地

に
見
い

だ

す
こ

と
が

で

き
る

巫

者
に

は
、

そ
れ
ぞ

れ
の

地

域

で

固
有
の

呼
び

名
が
与
え
ら
れ
て

い

る
。

本
発
表
で

は
最
初
に

、

巫

者
の

呼
称
が
地
域

社
会
と
の

か
か
わ

り
の

中
で

、

雄
弁
に

そ
の

巫

者
の

来
歴
と

職
能
を

語
る

も
の

で

あ
る

こ

と
を
確
認
し
た

。

つ

ま
り、

呼
称
と

は

地
域

に

お
け
る

そ
の

特
定
の

巫

者
に
対
す
る

様
々

な

評
判
を
結
晶

化
し
た

も
の

で

あ

り、
「

イ
タ

コ

」

や

「

カ

ミ

サ
マ
」

と
い

っ

た

呼
称
が

与
え
ら
れ

る

と

い

う
こ

と
は

、

そ
の

個
人
の
一

連
の

修
行
過
程
や

職
能
が
「

評
判
」

と

し
て

人
々

に

認
め
ら
れ
た

と
い

う
こ

と

を
意
味

す
る

。

呼
称
は

、

地
域
社

会
が
与
え
る

承
認
の

証
で

あ
り、

巫

者
と

し
て

の

正
当
性
を
担
保
す
る

重

要
な
要
素
で

あ
る

と
い

え

る
。

ま
た
、

巫

者
自

身
も、

そ
う
し
た

呼
称
を

与
え
ら
れ
る

こ

と

に

よ

っ

て
、

巫

者
と

し
て

の

ア

イ

デ

ン

テ

ィ

テ

ィ

を

保

持
・

強
化
し
て
い

く
こ

と
が

で

き
る

と

考
え

ら
れ

る
。

　

し

か

し、

巫

者
伝
統
の

消
失
が

叫
ば
れ

る

現
代
に

お

い

て

は
、

そ

う
し

た

呼
称
と
巫

者、

そ

し

て

地
域

社
会
と
の

関
わ

り
は

大
き
く
変
化
し
て

い

る
。

　

ま

ず、

典
型
的
な
巫

俗
の

消
失
の

事
例
と
し

て
、

茨
城
県
北
部
で

ワ

カ

と

呼
ば
れ

て

い

た
巫

者
の

事
例
が
あ

げ
ら
れ
る

。

同
地

域
で

は、

昭

和
三

〇

年
代
に

ワ

カ

の

活
動
が

見
ら
れ
な

く
な
り

、

ワ

カ

と
い

う
呼
称
は
ワ

カ

と

呼
ば

れ
て
い

た

人
々

と
と

も
に

過
去
の

も
の

と
な
っ

た
。

こ

の

よ
う
に

、

あ
る
呼
称
が
、

そ
の

担
い

手
と

共
に

消
え
去
っ

て

い

く
の

は

常
で

あ
る

よ

う
に
思
わ

れ
る

。

し
か
し、

青
森
県
内
の

イ
タ

コ

の

場

合
、

近
年

、

呼
称

と
巫

者
が
非

常
に

特
異
な
関
係
で

結
ば

れ
る
よ
う
に

な
っ

て

き
て

い

る
。

　

そ
の

知
名
度
の

高
さ
か

ら、

二

ー

ズ

が
衰
え
な
い

イ
タ

コ

の

口

寄
せ

で

あ
る

が
、

イ
タ

コ

そ

の

も
の

の

数
は

激
減
し
て

お

り
、

師
資
相
承
の

イ
タ

コ

の

習

俗
は

消
失
間
近
で

あ
る

と
い

っ

て

も
過
言
で

は
な
い

。

イ

タ

コ

不

足
を
補

う
た
め
に

、

従
来
口

寄
せ

を
生

業
と

し
て

こ

な
か
っ

た

カ

ミ

サ
マ

系
の

巫

者
が
イ
タ

コ

と
し
て

口

寄
せ
を
行
っ

て

い

る
と
い

う
事
例
も

数
多

く
見
ら
れ
る

。

　

た
と

え
ば
、

典
型
的
な
カ

ミ

サ

マ

系
巫

者
で

あ
り
な
が
ら

、

イ
タ

コ

と

し
て

活
躍
し
て

い

る
K
氏
の

場
合

、

イ
タ
コ

と

い

う
名
は

、

イ
タ

コ

ツ

ア

ー

を
企
画
す
る
大
手
旅
行
会
社
か
ら

与
え
ら

れ
た

も
の

で

あ
り、

彼

女
自

身
が
積
極
的
に

イ
タ

コ

を
名
乗
る

こ

と
は

な

い
。

彼
女
に

と

っ

て
、

呼
称

と

は

他
地
域
の

人
び

と
へ

の

わ
か
り
や

す
さ

を

優
先
し
た

、

戦
略
的
で

形

式
的
な
も
の

に

す
ぎ
な
い

。

　

他
方
で
、

積
極
的
に
「

イ
タ

コ

」

を

名
乗
り

、

発
信
し

て

い

く
こ

と
に

よ

っ

て

自
ら

の

巫

者
と

し
て

の

正

当
性
を

証
明
し

て

い

こ

う
と
い

う
事
例

も
見
ら

れ

る
。

男
性
の

イ

タ
コ

で

あ
る

N
氏
は

、

テ

レ

ビ

出
演
や、

大
学

教
授
に

よ

る

調
査
な
ど

と
い

っ

た

よ

り
「

世

俗
的
」

な

権
威
を
、

自
ら
が

真
の

イ
タ
コ

で

あ
る

こ

と
の

根
拠
と
し

て

用
い

る
。

こ

う
し

た

事
例
か
ら

は
、

現
代
社
会
で

「

イ

タ

コ
」

で

在
り
続
け
る

た
め

に

は
、

地

域
の

評
判

や

巫

俗
の

伝
承
の

み

で

は

正

当
性
の

根
拠
と
し

て

は

不
十

分
で

あ
り、

世

俗
的
な

権
威
も

導
入

し
て

い

く
必

要
が
出
て

き
て

い

る

と

い

う
事
態
を
垣

間
見
る

事
が
出

来
る

。

　

師
資
相
承
の

イ
タ
コ

の

習
俗
と

そ
れ
に

評

価
を
下
す
地
域
の

人
び
と
の

「

構
え
」

が

消
失
し
て

い

っ

て

い

る

の

に
反
し
て

、

現
代
で

は

情
報

化
社

会
の

中
で

イ
タ
コ

と
い

う
語
の

み

が
生
き
残
り
広
ま
っ

て

い

る
。

そ
の

中

で、

地
域
の

文
脈
を

離
れ、

意
味
が
希
薄
化
し
た

「

イ
タ

コ

」

と
い

う
名

を
名
乗
る
こ

と

は
容

易
く
な
っ

て

き
て

お
り、

現
在
で

は

従
来
の

イ
タ

コ
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の

理
念
型
か
ら
大
き
く
外
れ

る

者
で

あ
っ

て

も
、

ま
た

、

修
行
や

入
巫

儀

礼
を
経
な
い

者
で

あ
っ

て

も、

イ
タ
コ

を

名
乗
る

こ

と
が

可
能
で

あ
る

。

（

事
実、

イ
ン

タ

ー

ネ
ッ

ト
上
で

は

「

イ

タ

コ

の

電

話
占
い
」

等
の

サ
イ

ト
が

乱
立

し
て

い

る
。

）

し
か
し、

そ
の

正

当

性
を

裏
付

け
る

地
域
の

評

判
と
い

っ

た
内

実
が

伴
っ

て

い

な
い

「

イ
タ
コ

」

を

名
乗

り
続
け
る

た

め

に

は
、

自
ら
の

存
在
を

、

別
の

何
ら

か
の

手
段
で

正

当
化
し
続
け
な

け
れ

ば

な
ら
な
い

と
い

う
事
態
が
生
じ

て

い

る
。

急
速
に

変
化
す
る

現
代
杜
会

の

中
で

、

巫

者
は

ど
の

よ

う
に

し

て

社
会
と

関
係
を
取
り
結
ん

で

い

く
の

か
、

呼
称
の

問
題
を

通
し
て

そ
の
一

端
を
明
ら

か

に

し
た

。

大
衆
文
化
と
し
て
の

〈

イ
タ
コ

〉

と
オ

カ

ル

ト
ブ
ー

ム

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　
大
道

　
晴
香

　
イ
タ

コ

は

青
森
県
か
ら
秋
田
県
・

岩
手
県
に

分
布
す
る

民
間
巫

者
で

あ

り、

特
定
の

地
域
に
根
付

く
民
俗
文
化
で

あ
る
に
も
拘
ら

ず、

そ
の

存
在

は

現
在、

テ

レ

ビ

や

雑
誌
を
通
じ
て

全
国
的
に

広
く
認

知
さ
れ
る
状
況
に

あ
る

。

し
か
し
な
が
ら、

民
俗
文
化
と

し
て

の

イ
タ
コ

と
、

マ

ス
・

メ

デ

ィ

ア

に

よ

っ

て

形
成
さ
れ
た

大
衆
文
化
と
し
て

の

〈

イ
タ
コ

〉

と
の

間
に

は

隔
た
り
が

存
在
し
て

お

り
、

後
者
は

前
者
の

有

り
様
に

も

影
響
を
及
ぼ

す
点
で

、

民

俗
文
化

領
域
の

研
究
を

行
う
に

あ
た
っ

て

も
決
し

て

無
視
す

る

こ

と
の

出

来
な
い

事
象
と
な
っ

て

い

る
。

　

論
者
は

こ

れ

ま
で
、

大
衆
文
化
と
し

て

の

〈

イ
タ

コ
〉

の

具
体
相
を

、

活
字
メ

デ

ィ

ア

（

新

聞
、

雑
誌
）

よ

り
明
ら
か

に

し

て

き
た

。

現
在
ま
で

に

得
ら
れ
た

結
果
を
概

観
す
れ
ば、

〈

イ
タ

コ
〉

が

活
字
メ

デ

ィ

ア

に

登

場
し
始
め

た
の

は
一

九
五

〇

年
代
の

こ

と

で

あ
り、

「

恐
山
」

と

い

う
場

を

通
じ

て

「

恐
山
の

イ

タ

コ
」

に

注
目
が

集
ま
っ

た

結
果

、

六
〇

年
代
の

時
点
で
〈

イ

タ

コ
〉

は

既
に
一

定
の

知
名
度
を
獲
得
し
て

い

た
。

そ
し

て、

こ

う
し

た
く

イ

タ
コ

V

の

知
名
度
を

さ
ら

に
高
め
る
こ

と

と

な
っ

た

の

が、

続
く
一

九
七
〇

年
代
に

生
じ
た
オ
カ

ル

ト
ブ
ー

ム

で

あ
る
。

オ

カ

ル

ト
ブ

ー

ム

は

〈

イ

タ

コ
〉

の

定
着
を
促
が

す
と

同
時
に

、

従
来
の

イ
メ

ー

ジ
を

大
き

く
転
換
す
る

タ

ー
ニ

ン

グ

ポ
イ

ン

ト
で

あ
っ

た

と

み

ら
れ

る
。

　
以
上

の

よ

う
な
問
題
意
識
の

も
と

、

本
発
表
で

は

オ
カ

ル

ト

ブ

ー

ム

影

響
下
の

言
説
と
し

て

中

岡
俊

哉
『

死

霊
を

見
た

1
　
最

後
の

ミ

ス

テ

リ

ー
・

ゾ
ー

ン

「

恐
山
」

の

神
秘
』

（
二

見

書
房

、

一

九
七
七

年）

を

取
り

上

げ、

本
書
に
お
け
る

く

イ
タ

コ
V

の

様
相
と
ブ

ー

ム

以

前
に

出
版
さ

れ

た
一

般
書
に

お
け
る
そ
れ

と
の

比

較
を

通
じ
て
、

オ

カ

ル

ト
ブ

ー

ム

に

よ

る
〈

イ
タ
コ

〉

の

再

表
象
に

つ

い

て

考
察
を

行
っ

た
。

　

比
較
の

結
果
と

し
て

明
ら

か

と

な
っ

た
の

は
、

オ

カ

ル

ト
ブ

ー

ム

前
後

の

〈

イ
タ
コ

〉

に

お
け
る

「

担
い

手
」

の

違
い

で

あ
り、

端
的
に

述
べ

れ

ば、

そ
こ

に

は
「

他
者
」

か
ら

「

我
々
」

へ

と
い

う
変
化
が
生

じ

て

い

た
。

ま

ず、

オ
カ

ル

ト
ブ
ー

ム

以

前
に

お
い

て
〈

イ
タ

コ
〉

の

「

担
い

手
（
利
用

主

体）
」

と

し
て

想
定
さ

れ

て

い

た

の

は
、

「

東
北
の

善
良
な
主
婦
た
ち
」

や

「

素
朴
な

参
詣
人
」

と

い

っ

た

語
で

表
さ
れ

る

「

他
者
」

で

あ
り、

決

し

て

「

語
り
手
」

お
よ

び
そ
の

視

点
を

共
有
す
る

「

読
み

手
」

に

よ
っ

て

形
成
さ
れ

る

「

我
々

（
大

衆
ご

で

は

な
か
っ

た
。

「

我
々
」

に

与
え
ら
れ

た
立

場
と
は

、

あ
く
ま
で

〈

イ
タ
コ

〉

お

よ

び

そ
の

「

担
い

手
」

を

「

見

る

（

観
る

）

」

立
場
で

あ
り、

「

口

寄
せ
を
し

て

も
ら
う
」

立

場
で

は
な
か

っ

た

の

で

あ
る
。

つ

ま

り、

オ
カ

ル

ト
ブ

ー

ム

以
前
の

A

イ

タ

コ
V

と

は
、

『

「

他
者
」

の

文
化
・

風
習
』

で

あ
っ

た
と
い

う
こ

と
が
出

来
る

だ
ろ

う
。

　

こ

れ

に

対
し
て、

オ

カ

ル

ト
ブ
ー

ム

の

影
響

下
で

書
か
れ

た

中
岡
の

『

死
霊
を

見
た
1

』

の

場
合
に
は
、

言

説
に

お

け
る
「

語
り
手
」

自
身
が

積

414（ll36）
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