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『
日
本
神
話
に
お
け
る
「
タ
マ
」

古
代
日
本
の
神
観
念
を
探
る
』）

岩
澤

知
子

本
書
は
、
西
洋
に
お
い
て
未
だ
十
分
に
紹
介
さ

れ
た
こ
と
の
な
い
日
本
神
話
（
特
に
『
古
事
記
』）

を
テ
キ
ス
ト
と
し
て
取
り
上
げ
、
こ
れ
を
西
洋
哲

学
の
方
法
論
で
あ
る
現
象
学
的
解
釈
学
の
視
点
か

ら
新
た
に
分
析
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
日
本
の
原

初
的
な
宗
教
意
識
の
あ
り
方
を
明
ら
か
に
す
る
と

と
も
に
、
そ
の
原
初
的
意
識
の
さ
ら
に
根
底
に
横

た
わ
る
、
人
類
に
と
っ
て
の
よ
り
普
遍
的
な
価
値

を
探
ろ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

日
本
人
の
宗
教
意
識
を
分
析
す
る
際
、
こ
れ
ま

で
の
西
欧
の
研
究
が
中
心
に
取
り
上
げ
て
き
た
の

は
「
神
」
の
概
念
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ

の
「
神
」
の
概
念
は
し
ば
し
ば
西
欧
的G

o
d

の

概
念
と
混
同
し
て
議
論
さ
れ
る
が
ゆ
え
に
、
誤
解

を
招
く
こ
と
が
多
か
っ
た
。
西
欧
の
超
越
的
一
神

教
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
超
越
神
で
も
、
唯
一
の

創
造
主
で
も
な
く
、
人
間
と
同
じ
よ
う
に
生
ま
れ

て
は
死
ん
で
い
く
日
本
の
神
々
は
、
非
論
理
的
で

野
蛮
な
思
考
の
産
物
と
し
か
み
な
さ
れ
な
い
。
こ

う
し
た
西
欧
の
誤
解
に
対
し
、
本
書
は
「
た
ま
・

た
ま
し
ひ
」
の
概
念
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
日
本
人
の
宗
教
意
識
を
よ
り
正
確
に
叙
述
す

る
こ
と
が
で
き
る
と
主
張
す
る
。

本
書
は
前
半
の
歴
史
的
考
察
（
第
一
部
）
と
後

半
の
解
釈
学
的
考
察
（
第
二
部
）
か
ら
成
る
。
第

一
部
で
は
、「
た
ま
・
た
ま
し
ひ
」
が
日
本
的
宗

教
体
験
に
占
め
る
意
味
を
日
本
思
想
史
上
初
め
て

学
問
的
に
考
察
し
よ
う
と
し
た
江
戸
の
国
学
運
動

に
焦
点
を
あ
て
、「
た
ま
・
た
ま
し
ひ
」
の
概
念

が
歴
史
上
ど
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
て
き
た
か
を
明

ら
か
に
す
る
。
第
一
部
の
歴
史
的
考
察
を
踏
ま

え
、
第
二
部
で
は
、
偏
狭
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に

陥
る
こ
と
な
く
そ
れ
ぞ
れ
の
文
化
に
固
有
な
宗
教

意
識
を
掘
り
起
こ
す
こ
と
の
意
義
と
方
策
を
、
二

十
世
紀
の
現
象
学
的
解
釈
学
が
も
た
ら
し
た
新
た

な
神
話
理
論
に
基
づ
く
日
本
神
話
解
釈
を
通
し
て

論
じ
る
。
具
体
的
な
日
本
神
話
解
釈
に
あ
た
っ
て

は
、
現
象
学
的
解
釈
学
の
主
要
業
績
の
ひ
と
つ
で

あ
る
、
ポ
ー
ル
・
リ
ク
ー
ル
の
『
悪
の
象
徴
論
』

が
提
示
し
た
「
西
欧
神
話
に
現
れ
る
ユ
ダ
ヤ
・
キ

リ
ス
ト
教
的
『
悪
』
の
意
識
の
発
展
段
階
説
」
と

対
比
し
な
が
ら
、
日
本
的
宗
教
意
識
の
特
徴
を
分

析
す
る
方
法
を
と
っ
て
い
る
。

リ
ク
ー
ル
に
よ
る
と
、
西
洋
に
お
け
る
「
悪
」

の
意
識
は
「
身
体
性
」
と
強
く
結
び
つ
い
て
い

る
。
人
間
に
悪
を
も
た
ら
す
の
は
「
身
体
」
で
あ

っ
て
、
こ
の
反
秩
序
的
・
反
理
性
的
「
身
体
」
を

い
か
に
乗
り
越
え
「
精
神
」
が
自
律
を
獲
得
し
て

い
く
か
が
、
長
い
西
洋
の
歴
史
を
通
し
て
理
性
的

人
間
に
求
め
ら
れ
て
き
た
葛
藤
で
あ
っ
た
こ
と

を
、
彼
は
西
欧
神
話
の
解
釈
を
通
し
て
明
ら
か
に

し
て
い
く
。
こ
う
し
た
身
体
蔑
視
の
西
欧
的
世
界

観
・
人
間
観
に
対
し
、
日
本
神
話
は
身
体
に
秘
め

ら
れ
た
力
が
人
間
の
不
断
の
世
界
観
構
築
に
及
ぼ

す
根
源
的
か
つ
有
機
的
な
意
義
を
強
調
す
る
。
日

本
神
話
に
独
特
な
、
こ
の
精
神
と
身
体
が
分
か
ち

が
た
く
結
び
つ
い
た
状
況
を
象
徴
す
る
の
が
、

「
た
ま
・
た
ま
し
ひ
」
と
い
う
概
念
で
あ
る
。
本

書
は
、
日
本
神
話
や
祭
儀
に
現
れ
る
「
た
ま
・
た

ま
し
ひ
」
の
諸
相
を
分
析
し
、
日
本
的
「
精
神
と

身
体
と
の
円
環
的
弁
証
法
」
を
再
考
す
る
こ
と
を



通
し
て
、
西
欧
的
心
身
二
元
論
の
立
場
を
相
対
化

す
る
と
と
も
に
、
こ
の
二
元
論
を
越
え
て
い
く
道

を
拓
く
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
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