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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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極
的
に

口

寄
せ

を
し

て

も
ら

う
立
場
に

あ

り
、

そ
の

体
験
談
に

多
く
の

頁

が

割
か
れ

る

と
い

う
特
徴
が

確
認
さ
れ
た

。

す
な
わ
ち、

本
書
が
〈
イ
タ

コ

〉

の

「

利

用
主

体
」

と

し
て

想
定
し
て

い

る
の

は、

他
で

も
な
く
言

説

の

「

語
り
手
」

自

身
で

あ
り

、

こ

こ

に

は

「

他
者
」

か
ら
「

我
々
」

へ

と

い

う、

〈

イ
タ

コ
〉

の

「

担
い

手
」

の

変
化
を

見
て

取
る

こ

と
が

出

来
る

。

　

ま
た
、

本
書
が
「

口
寄
せ

の

体
験
」

に

お

い

て

最
も
重
視
す
る

の

は
、

口

寄
せ
の

内
容
の

”

当
否
”

に

つ

い

て

で

あ

り
、

こ

の

点
か

ら
は
、

「

オ

カ

ル

ト
」

と
い

う
枠
組
み

が
〈

イ
タ

コ
〉

を

「

死
者
を

憑
依
さ
せ

る
」

と

い

う
「

宗
教
性
」

の

観
点
か
ら

価
値
付
け
る
も
の

で

あ
る

こ

と
が
分
か
る

。

し
た
が
っ

て
、

「

オ
カ
ル

ト
」

と

し
て

の

〈

イ
タ

コ
〉

と
は

、

そ
の

「

宗
教

性
」

の

「

担
い

手
」

を
「

我
々
」

と

規
定
す
る

点
で

、

イ
タ

コ

の

有
す
る

「

宗
教
性
」

の

大
衆
化
を
も
た
ら
し
た

と

述
べ

る

こ

と
が

出
来
る
だ

ろ

う
。

　

確
か

に、
〈
イ
タ

コ
〉

は

六

〇

年
代
の

時
点
で
一

定
の

認
知
を
得
て

い

た
。

し
か

し、

「

担
い

手
」

と

「

宗
教

性
」

を

大
衆
に

開
い

た
と
い

う
こ

と

か
ら
す
れ
ば
、

七
〇
年

代
の

オ
カ

ル

ト
ブ
ー

ム

こ

そ
が

、

大
衆
文
化
と

し
て

の

〈

イ
タ
コ

〉

の

浸
透
・

定
着
に

お
け
る
一

つ

の

重
要
な
タ
ー

ニ

ン

グ
ポ
イ
ン

ト
だ

っ

た
の

で

は
な
い

だ
ろ

う
か

。

宗
教
者
の

性
格
と

役
割
に

つ

い

て

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

佐
藤

　
憲
昭

　

釜
石
市
の

シ

ャ

ー

マ

ニ

ズ
ム

は
、

現
在

、

そ
の

中
心
で

あ
る

カ

ミ

サ
ン

（
シ

ャ

ー

マ

ン
）

が

減
少
す
る

と

共
に

高
齢
化
の

た

め
、

住
民
は
カ

ミ

サ

ン

に

代
わ

り
、

他
地

域
の

オ
ガ

ミ

ヤ
や

日
蓮
宗
僧
侶
に

依
頼
を

す
る

と

い

う
「

シ

ャ

ー

マ

ン

ー
依
頼
者
」

関
係
を

見
せ
て

い

る
。

こ

う
し

た

宗
教
者

は
三

種
を

数
え
る

。

　

第
一

は
、

釜

石
市
近
在
の

オ
ガ

ミ

ヤ
で

、

一

人
存

在
す
る
。

彼
の

呪
術

ー
宗
教
的
性

格
は

、

神
霊
を
身
体
に
付
着
さ

せ

た

り
、

あ
る

い

は
神
霊
の

姿
や
声
を

目
・

耳
に

し
た
り
し
て
、

神
意
を

伝
え
る
予

言
者
型
を
示
す
点

に

あ
る

。

同

時
に

ま
た

、

巫
女
と
コ

ン

ビ
を

組
み
、

神
霊
を
目

に

し
な
が

ら

操
作
す
る

精
霊
統
御
者
型
と

し

て
、

憑
祈
疇
形
式
に
お
い

て

儀
礼
を
執

行
し

て

い

る
。

こ

の

儀
礼
で

注
目
さ
れ
る

の

は
、

霊
媒
の

役

割
を
担
当
す

る

巫

女
が
、

自
己
の

身
体
に
憑
入
し
て

い

る

神
霊

に
連
れ

ら
れ
て
、

魂
が

身
体
か
ら

離
脱
し、

依
頼
要
件
に

関
係
す
る

遠
方
の

場
所
（

例
え
ば
、

東

京）

ま
で

飛
ん

で

行
き、

事
実
を

確
認
し
て

帰
っ

て

来
る

と
い

う
脱
魂
状

態
を

介
在
し

な
が
ら
、

儀
礼
を

展
開
し
て

い

る

点
で

あ
る

。

こ

の

儀
礼
に

お
い

て

ホ

ト

ケ
オ
ロ

シ

も
行
っ

て

い

る
。

　

第
二

は、

釜

石
市
周
辺

及
び

岩
手
県
南
部
に

所
在
す
る

日
蓮
宗
寺
院
の

僧
侶
で

あ

り
、

三

人

存
在
す
る

。

彼
ら
に

共
通
し
て

い

る

呪
術
−
宗
教
的

性

格
は、

予

言
者
型
を

見
せ

て

い

る

点
に

あ
る

。

あ
る

僧
侶
は
、

寄
台

（

霊

媒）

と
コ

ン

ビ

を

組
ん

で

寄
加

持
と

称
す
る

憑
祈
疇
形
式
の

儀
礼
を

執
行
し、

精
霊

統
御
者
型
を

示
し
て

い

る
。

ま
た、

別
の

僧
侶
は

ホ
ト
ケ

オ
ロ

シ

を
執

行
し

て

い

る

が、

彼
は、

自
己
の

身
体
に

憑

入
し
た
ホ
ト
ケ

が、

自
ら
の

口

で

語
る

内

容
を
半
分
く
ら
い

は

理

解
で

き
る

と
の

こ

と

で

あ
る

か
ら、

彼
は
霊

媒
型
と

予
言
者
型
と

の

複
合
型
を
示
し
て

い

る
と

い

え
よ

う
。

　

第
三

は
、

釜
石
市

及
び
そ
の

周
辺
と

岩
手
県
南
部
に
所
在
す
る

日
蓮
宗

寺
院
の

住
職
で

あ
る
が、

特
に

霊
断
師
の

資
格
を

有
し
て

い

る

僧
侶
で

あ

り
、

三

人
存
在
す
る

。

そ
の

う
ち
の
一

人
は
、

シ

ャ

ー

マ

ニ

ッ

ク

な
性
格

を

発
揮
し
て

い

る
の

で
、

彼
を
第
二

の

宗
教
者
の

枠
に
入
れ
る

と、

霊
断

師
は
二

人
と

な
る

。

こ

の

霊
断
師
と

は
、

人
間
の

意
識
の

裏
側
に
あ
る
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