
「
怖
が
ら
せ
る
も
の」

と
し
て
の
幽
霊

ー
三
遊
亭
圃
朝
作
『
真
景
累
ヶ
淵』
を
め
ぐ
っ
て
|
_l

一
七

幽
霊
と
は
何
か。

私
た
ち
が
抱
く
幽
霊
像
が
怖
い
と
し
た
ら
そ
れ
は
な
ぜ
怖
い
の
か。

本
稿
で
は、

幕
末
か
ら
明
治
に
か
け
て
活
躍
し
た
噺
家

三
遊
亭
圏
朝
の
怪
談
噺
を
通
し
て、

「
怖
が
ら
せ
る
も
の」

と
し
て
の
幽
霊
像
が
寄
席
の
現
場
に
お
い
て
い
か
に
し
て
捏
造
さ
れ
て
い
る
か
を
考

察
し
て
い
る。

当
時
の
文
明
開
化
に
よ
る
科
学
偏
重
の
世
相
か
ら、

お
客
に
娯
楽
と
し
て
の
「
恐
怖」

体
験
を
享
受
さ
せ
る
よ
う
な
「
怪
談

文
化」

の
芸
能
は
大
い
に
衰
退
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た。

怪
異
そ
の
も
の
が
「
神
経
病」

と
し
て
頭
ご
な
し
に
否
定
さ
れ
る
風
潮
の
中
で、

圏
朝

は
自
ら
口
演
す
る
怪
談
噺
に
お
い
て、

話
芸
の
利
を
駆
使
し
て
お
客
を
怖
が
ら
せ、

維
新
後
の
聴
衆
に
と
っ
て
も
幽
霊
が
恐
る
べ
き
怪
異
と
し
て

本
稿
で
は
「
怖
が
ら
せ
る
も
の」

と
し
て
の
幽
霊
を
考
察
す
る
前
段
と
し
て、

ま
ず
は
フ
ラ
ン
ス
の
宗
教
心
性
史
家
で
あ
る
ジ
ャ
ン
・

ド
リ
ュ

モ
ー
氏
の
記
述
を
手
掛
か
り
に、

「
恐
れ」

を
定
義
し
て
い
る。

ド
リ
ュ
モ
ー
氏
の
提
案
す
る
「
恐
れ」
（
「
大
文
字
の

お
よ
び
「
不
安」

か
ら
名
付
け
ら
れ
捏
造
さ
れ
た
「
恐
怖」

を
包
括
す
る
上
位
概
念
で
あ
り、

あ
る
特
定
の
社
会
的
な
状
況
や
文
化
的
な
背
景
に

置
か
れ
た
人
間
を
媒
介
に
し
た
習
慣
的
で
集
団
的
な
反
応
行
動
で
あ
る。

こ
の
よ
う
な
ド
リ
ュ
モ
ー
氏
の
議
論
を
踏
ま
え
た
上
で、

後
段
で
は
圏

朝
自
身
の
幽
霊
談
義
を
多
く
含
ん
だ
『
真
景
累
ヶ
淵』

の
口
演
速
記
を
基
に、

「
怖
が
ら
せ
る
も
の」

と
し
て
の
幽
霊
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る。

そ
れ
で
は、

江
戸
か
ら
明
治
と
い
う
思
想
的
な
結
節
点
を
乗
り
切
っ
た
の
ち、

現
代
の
噺
家
に
よ
っ
て
も
高
座
に
掛
け
ら
れ
続
け
て
い
る
園
朝
の

一
、

序

「
怖
が
ら
せ
る
も
の」

と
し
て
の
幽
霊

出
現
す
る
こ
と
を
実
践
し
て
い
た。

斎

藤

〈

Pe
ur〉
」
)
と
は、

「
不
安」

喬



自
己
の
経
験
的
事
実
に
基
づ
い
て
宗
教
体
験
に
お
け
る

な
生
活
場
面
に
お
い
て

よ
っ
て

怪
談
噺
に
出
現
す
る
幽
霊
が
な
ぜ
怖
い
の
か
を、

幽
霊
が
出
現
す
る
場
面
の
語
り
口
を
参
照
し
な
が
ら
見
て
行
く
こ
と
に
し
よ
う。

二、
「
恐
れ」

の
定
義

「
恐
れ」

と
は
い
っ
た
い
何
で
あ
ろ
う
か。

国
語
辞
典
な
ど
に
は
主
に
「
①
恐
怖
②
心
配
③
畏
敬」

と
い
っ
た
意
味
を
指
示
さ
れ
る
こ
と
が
多

（
四）

い
が、

本
稿
で
は
と
り
あ
え
ず
そ
の
感
情
の
質
に
つ
い
て
は
触
れ
な
い。

試
み
に
『
社
会
科
学
大
辞
典』

の
「
お
そ
れ」

の
項
を
参
照
し
て
み
る

と、

北
村
日
出
夫
氏
は
「
恐
れ
〔
英〕

fear
 〔
独〕

F
日
c
h
t

〔
仏〕
pe
ur」

と―――
つ
の
訳
語
を
列
記
し
た
上
で、

る
不
快
な
感
情
を
も
と
に
し
た
一

種
の
情
緒
的
反
応
で
あ
る。

そ
の
危
険
は
直
接
的
な
場
合
に
も、

ま
た
そ
れ
を
予
想
し
た
り
す
る
間
接
的
な
場

合
に
も
恐
れ
が
生
じ
る」

と
定
義
し
て
い
る。

北
村
氏
は
こ
の
よ
う
に、

言
語
を
越
え
た
普
遍
的
な
概
念
と
し
て

で
非
常
に
興
味
深
い。
「
恐
れ」

に
類
す
る
よ
う
な
感
情
の
複
合
体
に
関
し
て、

例
え
ば
心
理
学
的
な
用
法
に
お
い
て
は
対
象
の
有
無
な
ど
に

（
五）

「
恐
怖」

と
「
不
安」

を
区
別
し
定
義
し
て
い
る
が、

社
会
的
な
文
脈
や
文
化
的
な
背
景
な
ど
の
相
異
も
含
め、

実
際
の
個
々
の
日
常
的

「
恐
れ」

が
誰
に
対
し
何
を
契
機
と
し
て
ど
の
よ
う
に
誘
因
さ
れ
て
い
る
か
な
ど、

研
究
は
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
進
め
ら
れ
て
来
な
か
っ
た
と
言
っ
て
良
い
だ
ろ
う。

「
恐
れ」

の
感
情
を
観
察
し
た
の
は、

「
恐
れ
と
は
危
険
な
事
態
に
対
す

そ
の
本
質
を
見
極
め
よ
う
と
す
る

か
の
ル
ド
ル
フ
・

オ
ッ
ト
ー
で
あ
る。

オ
ッ

ト
ー
は
『
聖
な
る
も
の
』
(
Das
Heili
ge)

の
中
で、

「
『
戦
慄
す
べ
き』
(
tre
men
du
m)

と
い
う
要
素」

と
し
て
「
恐
れ」

に
つ
い
て
詳
し
く
言
及

し
て
い
る。

宗
教
体
験
に
お
い
て
み
ら
れ
る
宗
教
に
全
く
独
特
な
性
質
は、

日
常
的
で
自
然
的
か
つ
合
理
的
な
要
素
と
は
本
質
的
に
異
な
る
も
の

で
あ
る
と
し
て、

オ
ッ
ト
ー
は
そ
の
よ
う
な
非
合
理
的
な
要
素
を
指
示
す
る
た
め
に
「
ヌ
ミ
ノ
ー
ゼ」

な
る
語
を
使
用
し
た。
「
ヌ
ミ
ノ
ー
ゼ」

に
よ
っ
て

示
唆
さ
れ
る
内
容
は、

超
世
界
的、

非
自
然
的、

非
合
理
的
で
概
念
化
で
き
な
い
た
め、

合
理
的
な
言
辞
を
「
表
意
文
字」

(Ideo
gr
a

mm)

と
し
て
使
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
類
推
し
得
る
の
み
で
あ
る
と
い
う。

オ
ッ
ト
ー
の
研
究
は、

こ
の
よ
う
に
宗
教
体
験
に
ま
で
立

「
恐
れ」

を
定
義
し
て
い
る
点

一

八



説
す
る
の
に

ち
返
る
こ
と
で、

宗
教
の
本
質
で
あ
る
と
さ
れ
る
そ
の
非
合
理
的
側
面
を
精
緻
に
観
察
し
た
と
こ
ろ
に、

後
世
へ
の
影
響
も
含
め
非
常
に
大
き
な

「
ヌ
ミ
ノ
ー
ゼ」
と
の
関
係
を
踏
ま
え
た
上
で、

字」
に
よ
る
名
付
け
ら
れ
方
の
経
緯
に
つ
い
て
は、

管
見
の
限
り
熱
心
な
言
及
は
無
さ
そ
う
で
あ
る。

言
い
換
え
れ
ば、

オ
ッ
ト
ー
に
よ
る
宗
教

そ
の
も
の
に
つ
い
て
も
少
な
か
ら
ぬ
究
明
が
必
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は、

ン・
ド
リ
ュ
モ
ー
氏
の
言
う、

る
だ
ろ
う。

「
名
付
け
ら
れ
た
種
々
の
恐
怖」

『
恐
怖
心
の
歴
史』
(
La
Pe
ur
 en
 Occident)
に
お
い
て、

ド
リ
ュ
モ
ー
は
自
己
の
経
験
的
事
実
を
踏
ま
え
な
が
ら
も
膨
大
な
歴
史
資
料
を
渉
猟

か、

そ
こ
で
は
誰
が
何
を
恐
れ
て
い
た
の
か
を
丹
念
に
追
求
し
て
い
る。

本
書一
頁
「
日
本
語
版
へ
の
序
文」
に
お
い
て
ま
ず
自
己
の
立
場
を
解

な
ら
ば、

ド
リ
ュ
モ
ー
が
歴
史
的
な
記
述
か
ら
浮
き
彫
り
に
し
よ
う
と
し
て
い
る

反
応
行
動
と
は
限
定
さ
れ
ず、

西
欧
文
明
に
み
ら
れ
る
集
団
的
な
心
理
状
態
と
そ
の
反
応
行
動
で
あ
る
こ
と
が
明
白
に
な
る
で
あ
ろ
う。

以
下
こ

の
よ
う
な
前
提
に
基
づ
い
て、

ド
リ
ュ
モ
ー
の
言
う
「
恐
れ」
に
つ
い
て
よ
り
詳
し
く
見
て
行
く
こ
と
に
す
る。

ド
リ
ュ
モ
ー
の
言
う
「
恐
れ」
（「
大
文
字
の〈Pe
ur〉」）
の
第一
の
特
徴
と
し
て
は、

集
団
的
な
心
理
状
態
を
個
人
を
も
群
衆
を
も
含
む
広
義
な

も
の
と
し
て
捉
え
て
い
る
点
が
挙
げ
ら
れ
る。
ド
リ
ュ
モ
ー
は
前
掲
著
の
序
論
に
お
い
て、

れ
る
情
動
—
衝
撃
で
あ
り、

自
己
保
存
を
脅
か
す
と
私
た
ち
が
信
じ
る
と
こ
ろ
の、

「
怖
が
ら
せ
る
も
の」

と
し
て
の
幽
霊

「
心
性」
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て

す
る
こ
と
で、

西
欧
近
代
（
十
四
S
十
八
世
紀）
に
お
い
て、

一

九

「
恐
れ」
は、

あ
る
特
定
の
個
人
に
お
け
る
心
理
状
態
と
そ
の

〈Pe
ur〉」)
が
ど
の
よ
う
に
捏
造
さ
れ
体
験
さ
れ
て
い
た
の

そ
の
合
理
的
側
面
に
関
す
る
概
念
化
の
さ
れ
方、

「
恐
れ」
に
対
す
る
言
辞
化
の
い
わ
ば
社
会
的
文
脈
に
対
し
て
は
ほ
と
ん
ど
向
け

(peurs
 no
rnmees)
に
関
す
る
記
述
を
参
照
す
る
こ
と
は
た
い
へ
ん
に
有
益
で
あ

「
恐
れ」
（「
大
文
字
の

「
主
と
し
て
集
団
的
な
感
情
と
行
動
を
指
し
示
す
も
の」
と
定
義
し
て
い
る
こ
と
を
併
せ
み
る

ま
ず
個
人
的
な
恐
怖
を
「
し
ば
し
ば
驚
き
に
先
立
た

そ
の
現
場
に
お
い
て
差
し
迫
っ
た
危
険
を
認
知
す
る
こ
と
に

フ
ラ
ン
ス
の
宗
教
心
性
史
家
で
あ
る
ジ
ャ

ら
れ
て
い
な
い。
「
表
意
文
字」
に
よ
る
「
図
式
化」
と
い
う
過
程
を
鑑
み
る
に
つ
け、
「
恐
れ」
に
つ
い
て
考
察
す
る
に
は
こ
の
名
付
け
ら
れ
方

体
験
の
心
理
的
で
個
人
的
な
部
分
に
つ
い
て
の
深
い
洞
察
は、

成
果
が
見
ら
れ
る。

だ
が
し
か
し、

「
表
意
文



よ
っ
て
惹
き
起
こ
さ
れ
る
」

と
定
義
し
た
上
で、

臨
床
研
究
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
個
人
的
な
恐
怖
反
応
の
成
果
を
集
団
の
レ
ベ
ル
に
使
用
す
る
可

「
個
人
的
」

応
は、

心
身
医
学
が
私
た
ち
に
教
え
る
よ
う
に、

か
な
り
広
い
範
囲
に
お
い
て、

個
々
の
情
動
ー
衝
撃
の
累
加
し
た
結
果
と
し
て
生
じ
る
ら

し
い」

と
述
べ
て
い
る。

そ
の
上
で
二
つ
に
は、
「
あ
る
集
団
に
お
い
て、

成
員
た
ち
の
個
々
の
反
応
に
み
ら
れ
る
特
殊
性
を
超
え
た、

匿
名
の

（
十
一
）

サ
ン
プ
ル
と
し
て
の
任
意
の
人
間」

と
い
う
意
味
を
も
表
す
と
し
て
い
る。

ド
リ
ュ
モ
ー
が
重
視
す
る
後
者
の
意
味
に
お
い
て、

恐
怖
反
応
は

え
を
そ
こ
か
ら
予
見
さ
せ
る
よ
う
な、

「
決
め
ら
れ
た
文
脈
に
お
い
て、

多
く
の
個
人
的
な
怯
え
（
中a
ye
ur)
を
暗
に
含
み
か
つ
ま
と
め
上
げ、

（
十
二
）

か
な
り
習
慣
的
な
態
度
を
示
唆
す
る
」

も
の
と
な
る。

恐
怖
と
は、

単
な
る
群
集
心
理
を
超
え
た
「
集
合
的
単
数
」

(sin
gu
lier
co
llecti
f)

と
し
て、

よ
り
広
い
意
味
を
持
ち、

畏
れ
(c
rainte)

や
危
惧
(a
ppre
hension)

か
ら
最
も
活
発
な
極
度
の
恐
怖
(te
rreur)

に
及
ぶ
情
動
の
全
範
囲
を
包
含

ひ
ど
く
恐
れ
る
習
慣
」

す
る
」

も
の
で
あ
る。

ま
た
そ
れ
は
「
あ
る
人
間
の
集
団
（
四ou
pe)

に
お
い
て、

私
た
ち
が
（
現
実
の、

あ
る
い
は
想
像
上
の）

様
々
な
脅
威
を

（
十
三）

の
こ
と
で
も
あ
る
と
い
う。

こ
こ
ま
で
を
踏
ま
え
て、

ド
リ
ュ
モ
ー
は
述
べ
て
来
た
よ
う
な
「
直
面
し
た
ら
反
応
せ
ざ
る

（
十
四）

〈

Peur〉
」

と
呼
ぶ
こ
と
を
提
案
し
て
い
る。

ド
リ
ュ
モ
ー
の
言
う
「
恐
れ
」

（
「
大
文
字
の

「
パ
ニ
ッ
ク
に
襲
わ
れ
た
群
衆、

あ
る
い
は
突
然
に
そ
の
攻
撃
性
を
解
放
す
る
群
衆
の
反

「
大
文
字
の

「
集
団
的
」

〈

Pe
ur〉
」)

の
第
二
の
特
徴
は、
「
不
安
」

と
そ
こ
か
ら
名
付
け
ら
れ
た
「
恐
怖」

を
包
含
す
る
包

「
不
安」
(a
n
goisse)

の
差
異
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る。

基
本
的
に
は
心
理
学
的
な
用
法
の
区
別
を
踏
ま
え
て
い
る

た
め、

本
項
の
冒
頭
と
重
複
す
る
と
こ
ろ
も
あ
る
の
だ
が、

両
者
の
差
異
に
つ
い
て、

さ
ら
に
同
様
の
場
合
に
お
い
て
異
種
の
怯

恐
怖
に
お
い
て
は、

立
ち
向
か
う
こ
と
が
出
来
る
決
め
ら
れ
た
対
象
が
あ
る。

不
安
に
お
い
て
は
そ
れ
が
無
く、

判
然
と
識
別
さ
れ
な
い
だ

怖」
（
小
文
字
の
peu
r)

と

括
概
念
と
し
て
定
義
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る。

ド
リ
ュ
モ
ー
は
ま
ず、
「
名
付
け
ら
れ
た
種
々
の
恐
怖」

に
つ
い
て
述
べ
る
前
段
と
し
て
「
恐

を
得
な
い
よ
う
な
危
険
を
伴
う
諸
々
の
恐
怖」

を
総
括
し
て

「
個
人
的
な
経
験
に
お
け
る
よ
り
も
厳
密
で
は
な
い

つ
ま
り
言
い
換
え
れ
ば、

こ
の
場
合
の
集
団
的
な

ま
ず
―

つ
に
「
群
衆」
(
foule)

と
い
う
意
味
を
示
し、

能
性
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る。

(i
n
di
vi
due
lle)

 に
対
す
る

(c
o
llecti
f)

と
い
う
形
容
詞
が
持
つ
二
つ
の
意
味
と
し
て

二

0



見
え
な
い
絶
望
的
な
日
常
の
生
活
場
面
を
指
す。

そ
れ
に
対
し
て
「
名
付
け」

を
行
い

欧
近
代
に
お
い
て
は、

何
が
相
手
か
も
い
つ
ま
で
続
く
か
も
判
ら
な
い
た
め

と
い
う
こ
と
の
総
括
的
な
感
情
で
あ
る。

「
不
安」

は
経
験
に
基
づ
い
た
想
像
力
の
賜
物
で
あ
り、

け
に
よ
り
い
っ
そ
う
恐
ろ
し
く
な
る
危
険
を
前
に
し
た、

苦
痛
を
与
え
る
待
ち
時
間
と
し
て
体
験
さ
れ
る。

（
十
五）

し
た
が
っ
て
不
安
は、

恐
怖
以
上
に
耐
え
難
い。

と
述
べ
て
い
る。

こ
こ
で
指
摘
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は、

人
間
に
と
っ
て

「
名
付
け」

「
不
安」

を
「
恐
怖」

的
な
状
況
で
あ
る
ペ
ス
ト
や
飢
饉、

「
恐
怖」

よ
り
も
重
症
で
あ
る
と
殊
更
に
強
調
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
ろ
う。

だ
か
ら
こ
そ
西

へ
と
対
象
化
す
る
必
要
が
あ
っ
た
と
言
う。

ド
リ
ュ
モ
ー
は、

こ
れ
を
常
に
一

個
人
か
ら
敷
術
し

て
一

文
明
と
い
う
「
集
団
的」
(c
o
llecti
f)

な
レ
ベ
ル
に
お
け
る
必
要
性
と
し
て
捉
え
て
い
る
の
だ
が、

さ
ら
に
は
当
時
の
人
々
に
と
っ
て
の
現
実

そ
れ
に
戦
争
と
い
っ
た
も
の
が
断
続
的
に
人
間
と
し
て
の
脆
さ
を
露
呈
し
て
い
た
こ
と
を
踏
ま
え
る
こ
と
で、

日
常
的
な
「
不
安」

か
ら
の
解
放
と
し
て

の
プ
ロ
セ
ス
ヘ
と
続
き、

「
名
付
け」

を
希
求
す
る
切
迫
し
た
心
境
が
こ
こ
で
は
よ
り
判
然
と
す
る
で
あ
ろ
う。

本
文
は
こ
の
後

そ
こ
で
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る。

捉
え
ど
こ
ろ
が
無
く、

終
わ
り
も
無
く、

言
い
表
す
こ
と
も
出
来
な
い
不
安
と
い
う
も
の
に、

長
い
間
立
ち
向
か
い
な
が
ら
内
面
の
均
衡
を

保
つ
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
た
め、

人
間
は
不
安
を、

何
か
あ
る
い
は
誰
か
へ
と
明
確
化
さ
れ
た
恐
怖
に
加
工
し
細
分
化
す
る
必
要
が
あ
る。

…
…
（
中
略）

集
団
的
な
心
的
外
傷
が
長
く
続
い
た
間、

西
欧
は
「
名
付
け」、

す
な
わ
ち
識
別
す
る
だ
け
で
な
く、

固
有
の
恐
怖
と
し
て

（
十
六）

「
捏
造」

し
な
が
ら
不
安
を
克
服
し
て
来
た。

簡
略
化
し
て
言
え
ば、

ド
リ
ュ
モ
ー
の
言
う
「
不
安」

の
状
況
と
は
先
述
し
た
よ
う
な
ペ
ス
ト
や
飢
饉、

戦
争
な
ど
に
よ
っ
て
彩
ら
れ
る、

先
の

教
育
的
意
図
を
持
っ
た、

時
の
権
力
者
た
り
得
た
聖
職
者
た
ち
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る。

西
欧
に
お
け
る
良
心
の
指
導
者
(
directe
urs
de
 conscience)

た
ち
は、

「
恐
怖」

を
「
捏
造」

す
る
の
は、

主
と
し
て
神
学
的
な

シ
ョ
ッ
ク
教
育
を
用
い
て、

堆
積
し
た
ス
ト
レ
ス
の
結
果
と
し
て
生

じ
て
い
る
重
度
の
集
団
的
な
不
安
を、

種
々
の
神
学
的
な
恐
怖
に
代
置
し
よ
う
と
努
力
し
た。

彼
ら
は
種
々
の
危
険
の
中
か
ら
選
別
を
行
い、

「
怖
が
ら
せ
る
も
の
」

と
し
て
の
幽
霊

つ
ま
り
そ
れ
は、

安
全
で
な
い



噺
の
現
場
に
お
い
て

の
一

側
面
を
捉
え
よ
う
と
思
う。

具
体
的
に
は、

娯
楽
と
し
て
の

し
て
の
恐
怖
反
応
か
ら
考
察
し
て
行
く
こ
と
に
な
る。

本
稿
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る

自
分
た
ち
の
教
団
や
社
会
的
な
権
力
を
考
慮
し
て、

最
も
重
要
な
脅
威、

（
十
七）

指
示
し
た。

「
大
文
字
の

「
恐
れ」

と
い
う
用
語
を、

こ
こ
で
は
ド
リ
ュ
モ
ー
の
言
う
「
恐
怖」

と

〈

Pe
ur〉
」
（
邦
訳
で
は
「
恐
怖
心」
）

と
同
定
し
て
取
り
扱
う。

こ
れ
は
つ
ま
り、

よ
っ
て
惹
き
起
こ
さ
れ
た
恐
怖
反
応
を、

生
体
の
反
応
行
動
様
式
と
し
て
よ
り
は
む
し
ろ、

心
身
医
学
の
研
究
成
果
を
踏
ま
え
つ
つ
も、

人
間
を

媒
介
に
し
た
習
慣
的
で
集
団
的
な
反
応
行
動
と
し
て
捉
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る。

言
い
換
え
れ
ば、

感
情
体
験
の
現
場
の
時
点
に
ま
で
出
来

る
だ
け
遡
及
し
な
が
ら、

そ
の
社
会
的
文
脈、

文
化
的
背
景
に
お
い
て

い
わ
ば
彼
ら
に
と
っ
て
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
現
れ
る
脅
威
を

こ
こ
で、

対
象
の
範
囲
を
明
確
に
す
る
た
め
に
そ
の
限
界
を
設
け
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う。

「
不
安」

を
包
括
す
る
上
位
概
念
で
あ

「
恐
れ」

に
類
す
る
よ
う
な
感
情
の
複
合
体
に

「
恐
れ」

が
誰
に
対
し
て
ど
の
よ
う
に
誘
因
さ
れ
て
い
る
か
を、

結
果
と

日
常
の
生
活
場
面
に
お
い
て
観
察
し
得
る
全
て
の

恐
怖
反
応
を、

本
稿
で
取
り
扱
う
こ
と
は
出
来
な
い。

ド
リ
ュ
モ
ー
に
お
い
て
は
時
代
（
十
四
S
十
八
世
紀）

と
地
域
（
西
欧）

固
定
し
て
い
た
が、

筆
者
に
お
い
て
は
「
恐
れ」

が
誘
因
さ
れ
る
現
場
を
対
象
と
し
て
固
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て、

朦
朧
と
し
た
感
情
の
複
合
体

「
恐
怖」

体
験
が
人
工
的
に
惹
き
起
こ
さ
れ
る
現
場、

（
十
八）

「
誰
が
何
を
恐
れ
る
の
か」

を
こ
こ
で
は
研
究
の
対
象
と
す
る。

怪
談
噺
の
現
場
を
対
象
と
す
る
理
由
は
二
つ
あ
る。

と
言
っ
た、

名
付
け
ら
れ
た
も
の
と
し
て
の

を
対
象
と
し
て

日
本
の
寄
席
の、

怪
談

―

つ
に
は、

現
行
の
落
語
が
そ
の
原
初
に
お
い
て
仏
教
の
説
教
芸
能
と
し
て
誕
生
し
て
来

た
と
い
う
経
緯
が
挙
げ
ら
れ
る。

こ
れ
は、

ド
リ
ュ
モ
ー
が
「
恐
怖」
（
小
文
字
の
peur)

の
名
付
け
親
と
し
て
特
に
聖
職
者
を
取
り
上
げ
て
い
る

こ
と
と
は
決
し
て
不
可
分
で
は
あ
り
得
な
い。

言
う
な
れ
ば
「
恐
れ」

の
芸
能
と
し
て
の
怪
談
噺
に
は、

ド
リ
ュ
モ
ー
が
聖
職
者
の
教
育
的
意
図

「
恐
怖」

が
ふ
ん
だ
ん
に
取
り
込
ま
れ
利
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る。

と
す
る
な
り
宗
教
的
な
教
化
に
利
用
し
よ
う
と
す
る
な
り、

目
的
の
差
異
は
ど
う
あ
れ
結
果
と
し
て
受
け
手
に

「
恐
れ」

を
楽
し
ま
せ
よ
う

「
恐
怖」

体
験
を
惹
き
起
こ
す
こ



と
を
手
段
と
し
て
い
る
点
で、

そ
の
共
通
性
は
非
常
に
暗
示
的
で
あ
る
と
言
え
よ
う。

こ
れ
は
つ
ま
り、

受
け
手
に
「
怖
い」

思
い
を
さ
せ
る
こ

と
そ
れ
自
体
が、

結
果
と
し
て
最
も
合
目
的
的
な
方
法
に
な
り
得
る
の
み
な
ら
ず、

心
か
ら
「
怖
い」

と
思
わ
せ
る
こ
と
無
く
し
て
日
常
の
生
活

場
面
に
お
い
て
影
響
を
及
ぼ
す
ほ
ど
の
教
化
は
し
難
い、

と
い
う
あ
る
種
逆
説
的
な
関
係
を
生
み
出
す
こ
と
に
も
つ
な
が
る。

「
恐
れ」

の
芸
能

（
十
九）

と
し
て
の
怪
談
噺
を
取
り
扱
う
意
図
の
一

っ
目
は
こ
こ
に
あ
る。

関
山
和
夫
氏
の
著
書
に
お
い
て
多
く
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に、

伝
承
さ
れ
て

き
た
仏
教
的
な
説
教
の
技
術
は、

非
常
に
高
度
な
芸
能
性
を
以
っ
て
今
日
の
話
芸
に
甚
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る。

話
さ
れ
る
内
容
に
関
し
て

(
―

1

0)
 

も
多
分
に
滑
稽
を
盛
り
込
ん
で
い
る
こ
と
か
ら、

聴
衆
の
心
を
掴
も
う
と
す
る
意
図
が
強
く
窺
え
る
の
で
あ
る。

更
に
ま
た
も
う
―

つ
の
理
由
と
し
て、

現
行
の
落
語
が
時
代
性
を
以
っ
て
そ
の
命
脈
を
保
ち
続
け
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る。

例
え
ば、

圏

朝
怪
談
と
し
て
最
も
そ
の
名
を
知
ら
れ
て
い
る
『
怪
談
牡
丹
燈
籠』
（
特
に
「
お
札
は
が
し」
）

「
恐
れ」

園
朝
口
演
の
速
記
本
か
ら
平
成
十
年
に
発
売
さ
れ
た
春
風
亭
小
朝
口
演
の
C
D
に
至
る
ま
で、

記
述
さ
れ
録
音
さ
れ、

継
承
さ
れ
て
来
て
い
る
と

い
う
事
実
が
あ
る。

の
芸
能
と
し
て
確
立
し
て
い
た
と
さ
れ
る
圃
朝
の
怪
談
噺
は、

現
代
の
噺
家
に
よ
っ
て
も
高
座
に
掛
け
ら
れ
続
け

て
い
る
の
で
あ
る。

こ
の
点
を
特
に
重
視
し
て、

現
代
の
聴
衆
に
も
「
恐
怖」

を
惹
き
起
こ
し
て
い
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
を
含
め、

園
朝

怪
談
を
対
象
と
す
る
こ
と
で
娯
楽
と
し
て
の

寄
席
の
現
場
に
お
い
て
幽
霊
が
「
怖
が
ら
せ
る
も
の」

「
恐
れ」

の
系
譜
は、

明
治
十
七
年
に
刊
行
さ
れ
た
三
遊
亭

の
動
向
が
窺
え
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の
が、

怪
談
噺
を

取
り
扱
う
意
図
の
二
つ
目
に
な
る。
こ
の
小
論
で
は、

前
記
し
て
来
た
「
恐
れ」
の
定
義
を
踏
ま
え
た
上
で
恐
怖
惹
起
対
象
と
し
て
の
幽
霊
に
着
目
し、

と
し
て
立
ち
表
れ
る
可
能
性
に
つ
い
て
圏
朝
の
口
演
速
記
を
対
象
に
考
察
し
て
い
る。

本
稿
の
後
半
で
は
具
体
的
な
作
品
を
通
し
て、

近
世
か
ら
現
代
ま
で
続
く
怪
談
噺
の
幽
霊
に
つ
い
て
見
て
行
く
こ
と
に
す
る。

し
か
し
そ
の
前

に、

ま
ず
は
怪
談
噺
の
作
者
で
あ
る
三
遊
亭
園
朝
そ
の
人
に
つ
い
て
簡
単
に
説
明
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う。

後
世
に
「
大
園
朝」

と
も
称

二
、

「
怖
が
ら
せ
る
も
の」

と
し
て
の
幽
霊

『
真
景
累
ヶ
淵』

に
み
る
「
名
付
け
ら
れ
た
も
の」

と
し
て
の
幽
霊

「
恐
怖」

体
験
に
み
ら
れ
る



さ
れ
る
不
世
出
の
噺
家
は、

天
保
十
年
(
-

八
三
九）

て
い
る。

し
ば
し
ば
言
わ
れ
る
通
り、

園
朝
は
前
半
生
（
三
十
年
間）

を
江
戸
に
生
き
後
半
生
（
三
十
二
年
間）

を
東
京
で
過
ご
し
た
こ
と
に
な

る。

怪
談
噺
と
の
関
わ
り
で
言
え
ば、

こ
の
東
京
の
後
半
生
の
高
座
に
お
け
る、

開
化
を
経
た
明
治
時
代
の
聴
衆
を
非
常
に
強
く
意
識
し
た
幽
霊

談
義
が
本
稿
で
は
特
に
重
要
に
な
る
の
だ
が、

こ
れ
は
後
述
す
る。

今
日
の
落
語
家
や
落
語
フ
ァ
ン
に
と
っ
て
も
圏
朝
が
大
き
な
存
在
感
を
持
つ

理
由
と
し
て、
―

つ
に
は
そ
の
創
作
活
動
に
よ
っ
て
残
さ
れ
た
多
く
の
作
品
群
が
あ
る
だ
ろ
う。

永
井
啓
夫
氏
は、

偲
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
代
表
的
な
作
品」
（
落
語
は
抜
い
て
あ
る
が、

む
し
ろ
園
朝
が
創
作、

改
作
し
た
と
言
わ
れ
る
一

席
も
の
の
落
語
の
方
が
今
日

に
お
い
て
は
馴
染
み
深
い
か
も
知
れ
な
い）

と
し
て
三
十
一

篇
を
挙
げ
て
お
ら
れ
る
が、

霊
に
つ
い
て
並
々
な
ら
ぬ
関
心
を
持
ち、

百
幅
を
数
え
る
幽
霊
掛
け
軸
を
熱
心
に
蒐
集
し
て
い
た
こ
と
も
含
め、

圃
朝
も
の
と
し
て
今
日
で
も
特

こ
の
よ
う
な
背
景
を
踏
ま
え
た
上
で、

今
も
っ
て
現
代
の
噺
家
に
よ
っ
て
口
演
さ
れ
続
け
て
い
る
怪
談
噺
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が、

本
稿
に
お

い
て
園
朝
作
を
取
り
上
げ
る
最
大
の
契
機
と
な
っ
て
い
る。

紙
幅
の
都
合
上
現
行
の
怪
談
噺
と
の
連
な
り
を
詳
細
に
見
て
行
く
こ
と
は
出
来
な
い

が、

長
編
の
人
情
噺
で
あ
る
圏
朝
怪
談
四
篇
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も、

幽
霊
の
出
現
す
る
場
面
を
重
要
な
見
所
と
し
て
含
ん
で
い
る
こ
と
は
や
は

り
注
目
す
べ
き
で
あ
る。

も
ち
ろ
ん
噺
に
お
け
る
幽
霊
の
出
現
は、

当
時
の
寄
席
に
お
け
る
演
出
法
や
興
行
形
態
と
不
可
分
で
あ
る
こ
と
も
一

っ

の
事
実
に
違
い
な
い
が、

速
記
か
ら
窺
え
る
の
で
あ
る。

に
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る。

四
月
一

日
に
誕
生
し
明
治
三
十
三
年
(
-

九
0
0)
 

解
く
こ
と
で、

怪
談
噺
の
幽
霊
が
な
ぜ
怖
い
の
か
を
見
て
行
く
作
業
に
な
る
だ
ろ
う。

八
月
十
一

日
に
六
十
二
歳
で
病
没
し

そ
の
中
で
も
「
怪
談
噺」

「
恐
れ」

を
惹
き
起
こ
す
物
語
お
よ
び
高
座
上
の
演
出
と
し
て
も、

「
円
朝
の
芸
風
と
創
作
力
を

の
四
篇
は、

圏
朝
自
身
が
幽

か
な
り
計
算
さ
れ
た
趣
向
で
あ
る
こ
と
が
圏
朝
の

そ
こ
で
本
稿
で
は、

圏
朝
自
身
の
幽
霊
談
義
を
参
照
し
た
上
で、

い
か
に
し
て
寄
席
に
お
い
て

（
二

三）

の」

と
し
て
の
幽
霊
を
作
り
上
げ
て
い
る
か
を
確
認
し
て
行
く。

こ
れ
は
言
わ
ば、

園
朝
の
速
記
か
ら
幽
霊
の
「
名
付
け」

「
怖
が
ら
せ
る
も

の
プ
ロ
セ
ス
を
読
み

そ
の
際、

幽
霊
出
現
に
関
す
る
論
考
と
し
て、

安
永
寿
延

氏
の
意
見
を
大
い
に
参
照
し
た。

安
永
氏
の
言
は、

後
述
す
る
園
朝
の
幽
霊
談
義
と
踵
を
全
く
一

に
す
る
も
の
で
あ
る
た
め
こ
こ
で
詳
し
く
紹
介

ニ

四



常
に
少
な
い 。

題
名
に
「
神
経」

を
利
か
せ
て

り し
て
い
る 。

た
だ
し
圏
朝
の
言
は 、

開
化
を
経
て
な
お
恐
ろ
し
い
怪
談
噺
を
弁
明
す
る
噺
家
と
し
て
の
立
場
や
技
巧
が
ふ
ん
だ
ん
に
見
え
隠
れ
す

る
も
の
で
は
あ
る 。

安
永
氏
に
よ
れ
ば 、

幽
霊
は
「
境
界
的
存
在」

そ
の
上
で
幽
霊
出
現
は 、

で
あ
る 。

そ
れ
は
ま
ず
「
み
ず
か
ら
の
死
を
了
解
不
能
と
し
て
強
い
拒
否
反
応
を
し
め
し
つ
づ

け
る」

と
こ
ろ
か
ら 、

生
だ
け
で
な
く
「
死
か
ら
も
疎
外
さ
れ
た
存
在」

回
想
の
な
か
に
ひ
た
る
べ
き
過
去
を
も
ち
あ
わ
せ
な
い」

と
こ
ろ
か
ら 、

現
在
だ
け
で
な
く
「
過
去
か
ら
も
疎
外
さ
れ
た
存
在」

「
生
者
の
現
在
を
共
有
で
き
な
い
死
者
の 、

悲
し
み
を
こ
め
た
せ
い
一
杯
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
行
為」

「
か
つ
て
有
縁
で
あ
っ
た
も
の
が 、

最
大
の
デ
ィ

ス
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
で
あ
る
殺
害
や 、

生
前
す
で
に
社
会
的
死
を
強
要
さ
れ
た
こ
と
に
よ

で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る 。

こ

一
方
的
に
無
縁
化
さ
れ 、

他
者
化
さ
れ
た
こ
と
に
対
し
て
行
う 、

で
あ
る
し 、

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
回
復
の
試
み」

れ
る
こ
と
が
「
生
者
の
自
分
自
身
に
対
す
る
屈
折
し
た
鎮
魂」

に
も
な
っ
て
い
る 、

二

五

ま
た
「
現
在
を
『
喪
失
』

し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず 、

（
二
四）

で
あ
る
と
言
う 。

こ
で 、

生
者
に
と
っ
て
幽
霊
が
戦
慄
す
べ
き
存
在
と
し
て
出
現
す
る
原
因
と
な
る
の
は
「
生
者
の
呵
責
の
念」

で
あ
り、

（
二

六）

と
安
永
氏
は
述
べ
て
い
る 。

で
あ
り、

そ
れ
に
よ
っ
て
罰
せ
ら

さ
て 、

怪
談
噺
に
お
い
て
は
誰
が
幽
霊
を
恐
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か 。

関
山
氏
の
表
現
を
借
り
れ
ば 、

圏
朝
怪
談
は
「
円
朝
ま
ん
だ
ら」

と
で
も

（―
-

七）

称
す
べ
き
仏
教
的
な
因
果
連
関
で
結
ば
れ
た
有
縁
同
士
の
人
情
噺
で
あ
る
た
め 、

幽
霊
を
恐
れ
る
の
は
基
本
的
に
「
呵
責
の
念」

を
持
つ
そ
の
死

者
の
知
己
で
あ
る 。

こ
の
こ
と
を
念
頭
に
お
い
て 、

圏
朝
自
身
の
言
に
よ
る
幽
霊
談
義
を
多
く
含
ん
だ
『
真
景
累
ヶ
淵』

を
見
て
行
く
こ
と
に
し

よ
う 。
『
累
ヶ
淵
』

は
安
政
六
年 、

園
朝
二
十一
歳
の
時
の
作
と
言
わ
れ
る 。

し
か
し
『
三
遊
亭
円
朝
全
集
』

の

明
治
二
十一
年
五
月
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も 、

速
記
本
は
前
提
と
し
て
そ
の
当
時
ま
で
練
り
上
げ
ら
れ
洗
練
さ
れ
て
来
た
も
の
で
あ
る
こ
と

に
注
意
し
た
い 。

と
こ
ろ
で 、

見
所
の
多
い
こ
の
作
品
の
中
に
お
い
て 、

特
に
は
っ
き
り
と
し
た
形
で
幽
霊
が
出
現
す
る
場
面
は
実
の
と
こ
ろ
非

「
怖
が
ら
せ
る
も
の」

と
し
て
の
幽
霊

「
真
景」

と
冠
し
た
の
は 、

漢
学
者
で
あ
る
信
夫
恕
軒
の
助
言
に
よ
る
と
さ
れ
て
い
る
が 、

噺
の

「
解
題」

に
よ
る
と 、

出
版
が



内
容
と
し
て
も
ま
さ
し
く
そ
の
よ
う
な
怪
異
と
し
て
し
か
幽
霊
は
あ
ま
り
出
て
来
な
い
の
で
あ
る。

（
二
八）

例
え
ば
『
累
ヶ
淵』

の
眼
目
と
さ
れ
る
「
豊
志
賀
の
死」
（
梗
概
は
注）

に
お
い
て
は、

鮨
屋
の
二
階
と
勘
蔵
宅、

駆
け
落
ち
の
道
中
の
土
手
で

怪
異
が
起
こ
っ
て
お
り、

鮨
屋
の
二
階
と
土
手
で
の
豊
志
賀
の
怪
異
が、

し
て
出
現
し
て
い
る
の
に
対
し、

勘
蔵
宅
に
お
け
る
豊
志
賀
の
幽
霊
は
「
怖
が
ら
せ
る
も
の」

と
し
て
は
出
現
し
て
い
な
い。

圏
朝
怪
談
の
他
の

淵』

で
は
非
常
に
特
徴
的
に、

全
編
を
通
し
て
先
の
よ
う
な
「
神
経」

に
こ
だ
わ
っ
た
怪
異
と
し
て
出
現
す
る
こ
と
が
多
い。

以
下
は、

恐
怖
を

惹
き
起
こ
す
「
神
経」

場
面
で
あ
る。

の
趣
向
と
し
て
好
例
な
の
で
挙
げ
る、

道
で
ば
っ
た
り
お
久
と
会
っ
た
新
吉
が、

鮨
屋
の
二
階
で
駆
落
ち
の
算
段
を
す
る

久
「
ほ
ん
と
う
に
豊
志
賀
さ
ん
が
の
た
れ
死
に
に
な
っ
て
も
お
ま
え
さ
ん
わ
た
し
を
つ
れ
て
い
き
ま
す
か」

と
胸
ぐ
ら
を
取
ら
れ
た
か
ら、

見
る
間
に
紫
だ
っ
て
は
れ
あ
が
り、

こ
う
新
吉
の
胸
ぐ
ら
を
取
っ
た
と
き
に
は、

新
吉
が
怖
い
と
も
怖
く
な
い
と
も
グ
ッ
と
息
が
と
ま
る
よ

う
で、

ふ
と
見
つ
め
て
い
る
と、

き
れ
い
な
こ
の
娘
の
目
の
下
に
ぽ
つ
り
と
―

つ
で
き
も
の
が
で
き
た
か
と
思
う
と、

た
だ
む
ち
ゃ
く
ち
ゃ
に
三
尺
の
開
き
戸
を
打
ち
こ
わ
し
て
駆
け
出
し
た
が、

（
二

九）

と
も
わ
か
り
ま
せ
ん。

も
ち
ろ
ん、

し
ば
ら
く
後
に
出
会
う
お
久
に
「
で
き
も
の」

な
ど
無
く、

新
吉
に
は
そ
の
時
そ
う
見
え
た
と
い
う
だ
け
の
話
で
あ
る。

こ
の
後

新
吉
は
豊
志
賀
の
こ
と
を
相
談
し
に
伯
父
の
勘
蔵
の
元
へ
行
く
の
だ
が、

つ
い
先
刻
鮨
屋
で
起
き
た
怪
異
を
受
け
て
驚
い
て
い
る
新
吉
に、

豊
志
賀
は
殊
勝
な
こ
と
を
言
う
の
だ
が、

新
吉
も
勘
蔵
も
こ
の
時
点
で
こ
れ
が

久
「
え
え、

お
ま
え
さ
ん
と
い
う
か
た
は
不
実
な
か
た
で
す
ね
え」

新
「
ほ
ん
と
う
に
つ
れ
て
い
き
ま
す」

二
作
品
に
お
い
て
は、

ど
れ
も
そ
れ
な
り
に
は
っ
き
り
と

ほ
ぼ
同
様
に
新
吉
の

「
怖
が
ら
せ
る
も
の」

と
し
て
幽
霊
が
出
現
す
る
箇
所
が
あ
る
の
に
比
べ
、

『
累
ヶ

は
し
ご
段
を
お
り
た
の
か
こ
ろ
が
り
落
ち
た
の
か
ち
っ

そ
こ
に
は
先
だ
っ
て
寝
た
き
り
の
は
ず
の
豊
志
賀
が
来
て
い
る
と
言
う。

「
神
経」

に
作
用
し
た
「
怖
が
ら
せ
る
も
の」

と

二

六



よ
う
に
比
較
し
て
い
る。

用
箇
所
の
直
前
部
に
な
る
が、

園
朝
は
『
累
ヶ
淵』

を

幽
霊
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
い。

豊
志
賀
の
死
を
知
ら
せ
に
来
る
長
屋
の
連
中
が、

勘
蔵
宅
に
い
た
新
吉
を
「
よ
う
や
く
捜
し
て
き
た」

と
言
っ

て
い
る
こ
と
か
ら
も、

時
間
的
に
は
死
ん
だ
後
に
出
現
し
た
も
の
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
が、

こ
の
豊
志
賀
の
よ
う
に、

幽
霊
が
死
ん
で
か
ら
の
実
存
在
と
し
て
出
現
す
る
と
い
う
よ
り
は、

な
く
も
無
い
が、

そ
の
こ
と
に
つ
い
て
圏
朝
は、

こ
の
噺
の
冒
頭
で
有
名
な
幽
霊
談
義
を
し
て
い
る。

わ
た
く
し
ど
も
は
ど
ち
ら
で
も
知
恵
の
あ
る
か
た
が
お
っ
し
ゃ
る
ほ
う
へ
つ
い
て
ま
い
り
ま
す
る
が、

二

七

し
か
し
な
が
ら
死
者
で
あ
る
こ
と
を
知
ら

ず
に
対
面
し
て
い
る
新
吉
や
勘
蔵
に
と
っ
て、

豊
志
賀
は
「
怖
が
ら
せ
る
も
の」

と
し
て
は
映
ら
な
い。

例
え
生
前
か
ら、

死
後
に
「
恐
れ」

を

誘
発
す
る
よ
う
な
「
呵
責
の
念」

を
幾
分
か
は
胸
の
内
に
含
ん
で
い
る
と
し
て
も、

生
者
と
し
て
眼
前
に
居
る
豊
志
賀
に
そ
の
よ
う
な
感
情
を
抱

も
つ
ば
ら
「
神
経
病」

と
し
て
特
定
の
個
人
の

眼
に
映
る
怪
異
と
い
う
演
出
が
施
さ
れ
て
い
る
点
に
お
い
て、

『
累
ヶ
淵』

は
怪
談
噺
と
し
て
あ
る
種
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
獲
得
し
て
い
る
と
言
え

幽
霊
と
い
う
も
の
は
け
っ
し
て
ご
ざ
い
ま
せ
ん
が、

人
を
殺
し
て
物
を
取
る
と
い
う
よ
う
な
悪
事
を
す
る
者
に
は
必
ず
幽
霊
が
あ
り
ま
す
る。

こ
れ
が
す
な
わ
ち
神
経
病
と
い
っ
て、

自
分
の
幽
霊
を
し
よ
っ
て
い
る
よ
う
な
こ
と
を
い
た
し
ま
す。

た
と
え
ば
あ
い
つ
を
殺
し
た
と
き
に

こ
う
い
う
顔
つ
き
を
し
て
に
ら
ん
だ
が、

も
し
や
お
れ
を
恨
ん
で
い
や
あ
し
な
い
か、

（
三

0)

し
ら
え
た
ら、

な
に
を
見
て
も
絶
え
ず
怪
し
い
姿
に
見
え
ま
す。

は
な
か
ろ
う
か。

「
怖
が
ら
せ
る
も
の」

と
し
て
の
幽
霊

く
は
ず
も
無
い
の
で
あ
る。

と
い
う
こ
と
が
ひ
と
つ
胸
に
あ
っ
て
胸
に
幽
霊
を
こ

圏
朝
の
言
う
「
神
経
病」

に
お
い
て、

安
永
氏
の
言
う
「
生
者
の
呵
責
の
念」

と
ほ
ぼ
同
定
し
得
る
要
素
が
こ
こ
か
ら
如
実
に
読
み
取
れ
る
の
で

せ

き

し
か
し
本
稿
に
お
い
て
重
要
な
の
は、

圏
朝
自
身
が
「
近
来
大
き
に
廃
り
ま
し
て、

あ
ま
り
寄
席
で
い
た
す
者
も
ご
ざ
い
ま
せ

ん」

と
言
っ
て
い
る
怪
談
噺
を
開
化
後
に
演
る
こ
と
の
意
味
付
け
を
含
め、

幽
霊
を
「
神
経
病」

と
し
て
公
に
定
義
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る。

引

「
気
味
の
悪
い
お
話」

と
紹
介
し
た
上
で、

開
化
前
と
開
化
後
の
幽
霊
に
つ
い
て
以
下
の

つ
ま
り
悪
い
こ
と
を
せ
ぬ
か
た
に
は



ま、
，

＇ヽ

な
れ
ど
も
こ
れ
は
そ
の
昔、

幽
霊
と
い
う
も
の
が
あ
る
と
わ
た
く
し
ど
も
も
存
じ
て
お
り
ま
し
た
か
ら、

な
に
か
不
意
に
怪
し
い
も
の
を
見

る
と、

お
お
怖
い、

変
な
も
の、

あ
り
や
あ
幽
霊
じ
や
あ
な
い
か
と
驚
き
ま
し
た
が、

た
か
ら、

と
ん
と
怖
い
こ
と
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん。

狐
に
ば
か
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
あ
る
わ
け
の
も
の
で
な
い
か
ら、

神
経
病、

に
さ
ら
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
も
な
い
か
ら
や
っ
ぱ
り
神
経
病
と
申
し
て、

な
ん
で
も
怖
い
も
の
は
み
な
神
経
病
に
お
っ
つ
け
て
し
ま
い
ま
す

（
三
一
）

や
っ
ぱ
り
神
経
が
ち
と
怪
し
い
の
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う。

が、

鼻
の
先
へ
怪
し
い
も
の
が
出
れ
ば
ア
ッ
と
言
っ
て
し
り
も
ち
を
つ
く
の
は、

現
在
鑑
賞
で
き
る
口
演
速
記
が、

明
治
二
十
一

年
の
出
版
に
際
し
て
整
理
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
最
初
に
創
作
し
た
も
の
と
は
異
同
が
あ
る
こ
と、

こ
の
速
記
自
体
も
口
演
し
た
も
の
を
文
章
と
し
て
直
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
慮
す
る
に
し
て
も、

寄
席
の
現
場
に
お
い
て
な
さ
れ
る
こ
の

恐
怖
は、

新
し
く
「
神
経
病」

と
名
前
を
付
け
理
屈
付
け
る
こ
と
で
払
拭
出
来
る
は
ず
だ
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず、

依
然
と
し
て

に
は
恐
怖
し
て
い
る
と
言
う
こ
こ
で
の
椰
楡
は、

舌
先―――
寸
で
怖
が
ら
せ
る
こ
と
を
本
領
と
し
て
実
現
し
て
来
た
園
朝
な
ら
で
は
の
発
言
で
あ
る

だ
ろ
う。

つ
ま
り
園
朝
は、

元
来
訳
の
判
ら
ぬ

拭
出
来
な
か
っ
た
「
恐
怖」

を
付
加
す
る
た
め、

わ
ざ
わ
ざ
「
悪
事
を
す
る
者」

と
い
う
条
件
を
付
け
る
こ
と
で、

経
病」

に
駆
ら
れ
何
か
ら
何
ま
で
怪
し
く
見
え
る
こ
の
時
に
出
現
す
る

「
怖
が
ら
せ
る
も
の」

「
神
経
病」

と
し
て

が、

悪
事
に
端
を
発
し
た
「
恐
れ」

の
発
症
を
通
し
て 「

幽
霊」

が
出
現
す
る
契
機
で
あ
り、

い
わ
ば
当
事
者
の

る。

開
化
と
な
っ
た
当
ご
時
世
で
は、

て
の
「
幽
霊」

を
新
た
に
捏
造
し
た
の
で
あ
る。

前
項
で
み
た、

「
怪
し
い
も
の」

け」

は、

怖
が
る
聴
衆
に
対
し
て
重
大
な
意
味
を
有
し
て
い
る。

「
幽
霊」

た
だ
い
ま
で
は
幽
霊
が
な
い
も
の
と
あ
き
ら
め
ま
し

と
称
す
こ
と
に
慣
れ
親
し
ん
で
い
た
「
怪
し
い
も
の」

に
含
ま
れ
る

で
あ
っ
た
「
幽
霊」

に、

開
化
以
後
「
神
経
病」

と
名
付
け
ら
れ
て
も
な
お
払

「
不
安」

に
名
前
を
付
け
「
恐
怖」

と
し
て
作
り
出
す
プ
ロ
セ
ス
が
こ
こ
に
あ

「
怪
し
い
も
の」

は
何
か
ら
何
ま
で
恐
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
か
も
知
れ
な
い
が、

悪
事
を
働
い
て

「
幽
霊」

は
未
だ
実
に
恐
ろ
し
い、

を
誘
因
し
て
い
る
の
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う。

と。

悪
事
を
働
く
こ
と
こ
そ
ま
さ
に

（
三一
一
）

「
生
者
の
呵
責
の
念」、

死
者
に
対
す
る
後
ろ
め
た
さ

つ
ま
り、

先
の
幽
霊
談
義
で
述
べ
ら
れ
た
園
朝
の

「
怖
が
ら
せ
る
も
の」

と
し
て
名
付
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
り、

「
怖
が
ら
せ
る
も
の」

と
し

「
幽
霊」

と

「
悪
事
を
す
る
者」

と
限
定
付
け
ら
れ
る
こ
と

「
神

「
怪
し
い
も
の
」

ニ

八

「
名
付

ま
た
天
狗



二

九
（
三

三）

し
か
し
な
が
ら、

怪
談
文
化
の
変
遷
の
中
で
幽
霊
に
「
神
経
病」

を
取
り
込
ん
だ
の
は、

何
も
圃
朝
だ
け
の
目
新
し
さ
で
は
な
い。

横
山
泰
子

氏
に
よ
れ
ば、

明
治
十
三
年
に
河
竹
黙
阿
弥
が
書
い
た
『
木
間
星
箱
根
鹿
笛』

に
お
い
て

幽
霊
が
出
現
し
て
い
る
と
い
う。

こ
の
『
木
間
星』

の
幽
霊
を
受
け
て
横
山
氏
は、

幽
霊
が
神
経
病
の
産
物
と
認
識
さ
れ
た
時、

幽
霊
は
患
者
以
外
の
人
間
に
は
全
く
現
実
感
の
な
い
存
在
と
し
て
否
定
さ
れ
る。

見
物
が
舞
台

（
三
四）

の
上
の
悪
人
11

神
経
病
患
者
と
同
様
に
神
経
病
で
な
い
限
り、

舞
台
の
上
の
幽
霊
に
単
純
に
脅
か
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
な
る
だ
ろ
う。

と
述
べ
ら
れ
て
い
る。

さ
ら
に
横
山
氏
は、

怪
談
狂
言
が
「
神
経
病」

霊
の
怖
さ、

怪
異
の
超
自
然
的
な
凄
み
を
排
除
し
て
し
ま
う」

と
し
て
の
幽
霊
を
取
り
込
む
こ
と
で
新
し
い
芝
居
を
創
作
し
て
も、

と
言
っ
て
お
ら
れ
る。

こ
れ
ら
の
指
摘
は、

開
化
以
後
の
怪
談
作
家
た
ち
が
ど
れ

ほ
ど
打
撃
を
受
け
た
上
で
表
現
活
動
を
し
て
い
た
か
を
端
的
に
物
語
っ
て
い
る
が、

こ
こ
で
の
横
山
氏
の
指
摘
が
あ
く
ま
で

象
に
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と、

言
い
換
え
れ
ば
「
見
物」

「
神
経
病」

と
し
て
出
現
す
る
限
り
に
お
い
て
の
み
「
怖
が
ら
せ
る
も
の」

ま
で
は、

先
の
園
朝
の
名
付
け
と
同
様
に
「
居
る
は
ず
の
無
い
も
の」

と
し
て
帰
結
し
て
い
る。

「
怪
談
狂
言」

を
対

の
芝
居
に
つ
い
て
で
あ
る
こ
と
に
最
大
限
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い。

幽
霊
が

ち
ろ
ん
演
出
の
仕
方
い
か
ん
に
も
よ
る
と
は
思
う
が、

開
化
直
後
の
観
衆
に
と
っ
て
は
さ
す
が
に
興
が
醒
め
怖
く
な
い
の
も
頷
け
る。

『
木
間

で
あ
り
得
た
と
い
う
こ
こ

こ
の
こ
と
に
関
し
て、

園
朝
の
話
芸
に
よ
っ
て
名
付
け
ら
れ
た
幽
霊
は
た
だ
「
神
経
病」

に
は
収
ま
ら
な
い。

怪
談
に
つ
い
て
の
論
考
を
多
く

近
世
怪
談
を
通
じ
て、

幽
霊
の
単
純
存
在
が
素
朴
に
信
じ
ら
れ
て
い
た
時
代
な
ど
は
あ
っ
た
た
め
し
が
な
い
の
で
あ
る。

因
果
応
報
の
教
養

を
信
じ
な
く
て
は
生
き
て
ゆ
け
な
い
人
々
は
い
た
が、

「
怖
が
ら
せ
る
も
の」

と
し
て
の
幽
霊

著
し
て
い
る
高
田
衛
氏
は、

星』

の
幽
霊
が、

特
定
の
相
手
に
と
っ
て

そ
れ
で
も
幽
霊
は、

本
来
夢
の
中
に
い
た
の
で
あ
っ
て、

黙
阿
弥
に
か
ぎ
ら
ず、

怪

経
病」

患
者
に
の
み
「
怖
が
ら
せ
る
も
の」

と
し
て
出
現
し、

同
じ
舞
台
の
上
で
「
居
る
は
ず
の
無
い
も
の」

と
し
て
否
定
さ
れ
る
の
で
は、

も

「
神
経
病」

（
こ
の
作
中
で
は
「
心
経
病」
）

に
よ
っ
て
出
現
す
る
怪
異
な
の
で
あ
る。

「
神

「
幽

と
し
て
の



そ
れ
に
し
て
も、
「
恐
れ」

に
み
ら
れ
る

定
の
個
人
に
よ
っ
て
し
か
そ
の
存
在
が
確
認
さ
れ
な
い

で
あ
る。

「
幽
霊」

が
二
種
に
分
化
し
て
い
る
の
が
読
み
取
れ
る。

「
居
る
も
の」

と
し
て
の
幽
霊
で
あ
る
と
言
え
そ
う
で
あ
る。

前

「
神
経
病」

に
よ
る
怪
異
と
し
て
の
幽
霊。

つ
ま
り、

特

「
な
い
も
の
と
あ
き
ら
め
た」

の

談
の
構
想
に
被
害
・

加
害
と
い
う
人
間
関
係
の
中
の、

病
的
な
妄
想
と
い
う
判
断
力
を
示
し
た
も
の
は、

け
っ
し
て
少
な
く
な
か
っ
た
の
で

（
三
五）

あ
る。

と
し
た
上
で、
「
円
朝
の
神
経
病
談
義
を、

過
大
に
近
代
的
に
解
釈
す
る
こ
と
は
禁
物
で
あ
ろ
う」

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
が、

こ
れ
は
非
常
に
興

味
深
い
指
摘
で
あ
る。

高
田
氏
の
言
う
通
り
開
化
前
で
も
幽
霊
を
「
病
的
な
妄
想」

と
す
る
認
識
は
あ
っ
た
に
違
い
な
い
が、

付
け
否
定
す
る
強
い
風
潮
に
よ
っ
て
人
々
は、

建
前
上
そ
れ
以
前
ま
で
潜
在
し
て
来
た
「
恐
れ」

を
も
丸
ご
と

園
朝
の
捏
造
し
た
「
怖
が
ら
せ
る
も
の」

と
し
て
の
幽
霊
を
考
察
す
る
上
で
ま
ず
重
要
な
こ
と
は、

悪
事
を
働
い
た
こ
と
で

し
よ
っ
て
い
る」、

い
わ
ば
心
理

（
三
六）

的
還
元
と
も
言
え
る
要
素
を
取
り
込
も
う
と
す
る
意
図
で
あ
っ
た。

こ
れ
ま
で
に
も
触
れ
た
が、

絶
対
的
な
区
別
で
は
あ
り
得
な
い
と
し
て
も、

こ
こ
で

つ
ま
り
「
神
経
病」

と
し
て
当
事
者
の
胸
の
内
に
栴
え
る
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て、

幽
霊
を
個
人
所
有
化
し、

て
そ
の
存
在
が
確
認
さ
れ
る
「
居
る
も
の」

と
し
て
の
具
体
的
な
幽
霊。

二
つ
に
は、

度
確
認
す
る
な
ら、

鮨
屋
の
二
階
で
の
怪
異
は
新
吉
を
通
し
て
の
み
出
現
す
る
「
神
経」

を
利
か
せ
た
も
の
で
あ
り、

勘
蔵
宅
に
訪
れ
た
豊
志
賀

の
怪
異
は、

実
存
在
と
し
て
新
吉
と
勘
蔵
お
よ
び
駕
籠
屋
の
前
に
も
出
現
す
る

者
が
「
怖
が
ら
せ
る
も
の」

と
し
て
の
怪
異
で
あ
る
の
に
対
し、

後
者
の
豊
志
賀
は
幽
霊
で
あ
る
と
気
付
か
れ
な
い
分
に
は
「
恐
怖」

こ
す
こ
と
に
は
な
ら
な
い。

圏
朝
は
こ
の
よ
う
に、

常
に
「
恐
れ」

を
誘
引
す
る
「
神
経
病」

と
し
て
の
幽
霊
と
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
実
存

在
と
し
て
の
幽
霊
を
巧
み
に
使
い
こ
な
し
な
が
ら、

開
化
を
経
て
な
お
恐
る
べ
き
怪
談
噺
を
聴
衆
に
聞
か
せ
て
い
た
の
で
あ
る。

「
名
付
け」

―

つ
に
は、

怪
異
の
実
存
在
と
し
て
の
幽
霊。

「
神
経
病」

と
名

「
自
分
の
幽
霊
を

つ
ま
り、

複
数
の
人
間
に
よ
っ

「
居
る
は
ず
の
無
い
も
の」

と
し
て
の
心
理
的
な
幽
霊。
「
豊
志
賀
の
死」

に
お
い
て
再

を
惹
き
起

の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
が、

文
明
開
化
と
い
う
時
代
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
と
ま
さ
に
直
接
的
に

゜



は
な
い
だ
ろ
う
か。

れ
な
い
限
り
は
そ
れ
自
体
で

こ
と
に
な
る。

受
け
手
を
怖
が
ら
せ
る
こ
と
が
娯
楽
の
本
質
と
な
る

「
恐
怖」

呼
応
し
て
い
る
の
は
非
常
に
示
唆
的
で
あ
る。

今
日
ま
で
続
く
園
朝
怪
談
の
時
代
性
を、

あ
る
面
に
お
い
て
表
出
し
て
い
る
と
は
過
言
で
あ
ろ
う

か。

少
な
く
と
も
圏
朝
が
怪
談
噺
で、

開
化
の
空
気
の
蔓
延
す
る
明
治
期
の
聴
衆
を
見
事
に
取
り
込
ん
で
い
た
の
は
確
か
で
あ
る
よ
う
だ。

園
朝

の
怪
談
噺
の
高
座
は
夢
想
す
る
他
無
い
の
だ
が、

敢
え
て
寄
席
の
現
場
に
ま
で
遡
及
し
て
考
え
て
み
る
な
ら
ば、

名
人
の
話
芸
に
よ
っ
て
名
付
け

ら
れ
た
幽
霊
は、

実
存
在
と
し
て
の
幽
霊
と
「
神
経
病」

れ、

開
化
を
経
た
世
相
と
し
て
は
恐
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
と
さ
れ
て
い
る
怪
異
に
よ
っ
て
聴
衆
の
心
を
揺
さ
ぶ
り、

安
心
し
て
怖
が
ら
せ
て
い

た
の
で
は
な
い
か
と
筆
者
に
は
思
わ
れ
る
の
で
あ
る。

言
い
換
え
れ
ば、

開
化
以
後
で
も
怖
が
っ
て
良
い
と
さ
れ
る

を
前
面
に
押
し
出
す
と
と
も
に、

開
化
を
以
っ
て
科
学
的
に
は
否
定
さ
れ
た
と
さ
れ
る
実
存
在
と
し
て
の
幽
霊
を
も
恐
怖
惹
起
対
象
と
し
て
混
交

し
て
出
現
さ
せ
る
こ
と
で、

改
め
て
「
恐
れ」

を
誘
引
す
る
も
の
と
し
て
名
付
け
ら
れ
た
「
幽
霊」

を、

寄
席
に
お
い
て
捏
造
し
て
い
た
と
い
う

「
怖
が
ら
せ
る
も
の」

と
し
て
の
要
素
を
常
に
具
備
し
つ
つ
立
ち
表
れ
て
来
る
こ
と
に
な
る。

園
朝
の
名
付
け
に
お

け
る
最
大
の
功
績
は、

寄
席
の
現
場
に
お
い
て
そ
の
話
芸
に
よ
っ
て、

幽
霊
を
怖
が
る
べ
き
こ
と
を
ま
さ
に
怖
が
ら
せ
る
こ
と
で
聴
衆
に
実
体
験

（一
二
七）

さ
せ
た
こ
と
に
あ
る
だ
ろ
う。

岡
本
綺
堂
の
言
に
依
ら
ず
と
も、

や
は
り
園
朝
の
幽
霊
は
「
怖
か
っ
た」

の
で
あ
る。

娯
楽
と
し
て
の

体
験
を
考
察
す
る
に
あ
た
り、

こ
の
よ
う
に
受
け
手
が
安
心
し
て
怖
が
れ
る
状
況
を
作
り
出
す
の
は
表
現
す
る
側
の
腕
の
見
せ
所
か
も
し
れ
な
い。

往
時
の
話
芸
が、

ど
れ
ほ
ど
の
説
得
力
を
以
っ
て
聴
衆
を
怖
が
ら
せ
て
い
た
か
残
さ
れ
た
速
記
本
か
ら
で
は
知
る
由
も
無
い
が、

凄
ま
じ
い
語
り
口
は、

江
戸
の
終
焉
と
と
も
に
衰
退
し
て
い
た
怪
談
文
化
を
現
代
に
ま
で
引
き
繋
い
だ
少
な
か
ら
ぬ
功
績
が
あ
る
と
言
え
る
の
で

ち
な
み
に
『
累
ヶ
淵』

以
外
で
は、

園
朝
が
幽
霊
の
出
現
を
「
神
経
病」

と
明
言
し
て
い
る
場
面
は
『
鏡
ヶ
池
操
松
影』

に
お
い
て
老
婆
お
松

（
三

八
）

の
幽
霊
が
出
現
す
る
一

箇
所
し
か
な
い。

し
か
も
こ
の
後
に
別
の
場
面
で
出
現
し
た
お
松
は、

実
存
在
と
し
て
娘
の
敵
を
川
へ
落
と
し
て
殺
害
し

「
怖
が
ら
せ
る
も
の
」

と
し
て
の
幽
霊

と
し
て
の
幽
霊
を
曖
昧
に
包
み
込
ん
だ
「
怖
が
ら
せ
る
も
の」

と
し
て
巧
み
に
立
ち
表

「
怪
談
文
化」

「
神
経
病」

と
し
て
の
幽
霊

の
幽
霊
は、

こ
こ
に
お
い
て
や
っ
と、

生
者
と
し
て
誤
認
さ

「
大
圃
朝」



て
い
る。

こ
の
作
品
以
外
で
は、
『
怪
談
牡
丹
燈
籠』

の
お
露
お
米
の
幽
霊
に
し
ろ、
『
怪
談
乳
房
榎』

の
菱
川
重
信
の
幽
霊
に
し
ろ、

複
数
の
人

間
に
目
撃
さ
れ、

具
体
的
な
能
力
を
備
え
た
実
存
在
と
し
て
出
現
し
て
い
る。

こ
の
よ
う
に
圏
朝
怪
談
四
篇
を
総
覧
し
て
み
る
と、

園
朝
が
江
戸

の
怪
談
噺
に
お
け
る
よ
う
な
旧
来
然
と
し
た
幽
霊
像
に
固
執
し
つ
つ
も、

四、

今
後
の
課
題

「
恐
れ」

を
考
察
す
る
に
あ
た
り、

そ
の
実
に
巧
妙
な
語
り
口
で、

開
け
た
後
の
建
前
で
は
「
居
る
は
ず
の

無
い」

幽
霊
を
「
怖
が
ら
せ
る
も
の」

と
し
て
出
現
さ
せ
て
い
る
こ
と
が
判
る
の
で
あ
る。

そ
れ
に
し
て
も、

四
篇
の
中
で
も
最
も
若
い
こ
ろ
に

創
作
さ
れ
た
と
さ
れ
る
『
累
ヶ
淵』

に
お
い
て、

こ
の
よ
う
な
卓
抜
し
た
幽
霊
像
を
捏
造
し
聴
衆
を
怖
が
ら
せ
て
い
た
と
い
う
の
は、

作
家
園
朝

一

昨
年、

筆
者
は
高
座
の
怪
談
噺
を
聞
く
た
め
に
林
家
正
雀
師
匠
を
追
い
掛
け
た
こ
と
が
あ
る。
『
累
ヶ
淵』

の
「
怪
談
芝
居
噺」

と

噺」

を
別
々
に
拝
聴
さ
せ
て
頂
い
た。

前
者
は
所
沢
の
広
い
ホ
ー
ル
の
二
階
席
か
ら
だ
っ
た
の
で
臨
場
感
に
欠
け
て
い
た
が、

明
治
か
ら
ほ
ぼ
そ

の
ま
ま
と
さ
れ
る
「
正
本
芝
居
噺」

の
芸
は
見
事
だ
っ
た。

後
者
は
横
浜
の
寄
席
だ
っ
た
が、

こ
れ
は
高
座
か
ら
近
く
非
常
に
良
い
席
で
拝
聴
出

来
た。
『
累
ヶ
淵』

で
豊
志
賀
が
恨
み
言
を
言
う
場
面、

気
付
い
て
思
わ
ず
ぞ
っ
と
し
た
こ
と
を
覚
え
て
い
る。

は
寄
席
の
話
芸
だ
か
ら
怖
い
の
だ、

正
雀
師
が
醜
く
腫
れ
上
が
っ
た
片
眼
を
庇
う
よ
う
に
瞑
り
な
が
ら
話
し
て
い
る
こ
と
に

ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
の
お
久
を
殺
す
段
に
な
っ
て、

幽
霊
の
人
形
が
出
た
時
の
会
場
の
安
堵

感
は
現
場
に
居
な
け
れ
ば
判
ら
な
い。

寄
席
に
居
る
と
い
う
現
実
に
返
っ
て
肩
の
力
が
抜
け、

み
な
一

様
に
何
と
な
く
に
や
に
や
す
る。

怪
談
噺

と
つ
く
づ
く
思
い
知
ら
さ
れ
感
じ
入
っ
た
貴
重
な
体
験
で
あ
っ
た。

言
う
ま
で
も
無
く、

本
稿
に
は
遣
り
残
し
た
こ
と
が
山
積
し
て
い
る。

数
多
く
の
問
題
点
を
こ
こ
で
全
て
列
挙
す
る
わ
け
に
は
行
か
な
い
た
め、

先
の
見
え
な
い
航
海
の
見
取
り
図
と
し
て
末
尾
に
ひ
っ
そ
り
と
貼
り
付
け
て
置
く
の
み
で
あ
る。

ま
ず
現
代
の

現
代
の
怪
談
噺
と
圏
朝
速
記
と
を
早
急
に
引
き
合
わ
せ
る
必
要
が
あ
る
し、

の
志
向
性
を
見
る
上
で
も
非
常
に
興
味
深
い
こ
と
で
あ
る。

さ
ら
に
寄
席
の
現
場
に
お
け
る
話
芸
が
「
恐
れ」

の
感
情
を
誘
因
す

「
怪
談



注 る
際、

ど
れ
ほ
ど
甚
大
な
力
を
持
っ
て
い
る
か
を
つ
ぶ
さ
に
見
て
行
く
必
要
が
あ
る。

本
稿
で
は
園
朝
の
口
演
速
記
と
い
う
限
ら
れ
た
範
囲
内
で

「
恐
れ」

「
怖
が
ら
せ
る
も
の」．
と
し
て
の
幽
霊

の
名
付
け
を
見
た
が、

登
場
人
物
と
実
際
の
聴
衆
と
の
間
の
感
情
の
連
関
と
い
う
問
題
は、

稿
を
改
め
て
き
ち
ん
と
考
察
し
な
け
れ
ば

〈
キ
ー
ワ
ー
ド〉

「
恐
れ」、

怪
談
噺、

幽
霊

横
山
泰
子
『
江
戸
東
京
の
怪
談
文
化
の
成
立
と
変
遷
|
|‘
十
九
世
紀
を
中
心
に
|
_l』

風
間
書
房、
一

九
九
七
年、

八
頁、

に
お
い
て
横
山
氏
は

「
怪
談
文
化」

を、
「
江
戸
を
中
心
に
流
行
し
た
怪
奇
趣
味
的
な
文
化
の
諸
現
象」

と
定
義
さ
れ
て
い
る。

（
二）

「
怪
談
落
語」

と
「
怪
談
噺」

は
厳
密
に
は
趣
向
を
異
に
す
る。

前
者
が
一

席
も
の
で
オ
チ
の
あ
る
滑
稽
噺
で
あ
る
の
に
対
し、

後
者
は
長
編
の

抜
き
読
み
と
し
て
の
人
情
噺
を
指
示
し
て
い
る。

広
義
に
お
い
て
後
者
に
は、

扇
子
と
手
拭
い
の
み
で
演
ら
れ
る
素
噺
の
他
に、

ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス

で
人
形
や
前
座
の
扮
装
し
た
幽
霊
の
出
て
来
る
も
の
（
狭
義
に
お
い
て
は、

こ
の
幽
霊
の
出
現
す
る
演
出
の
噺
の
み
を
指
示
し
て
「
怪
談
噺」

と
称

す
る）

や、

更
に
は
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
で
芝
居
調
に
な
り
噺
家
に
よ
る
早
替
わ
り
な
ど
が
盛
り
込
ま
れ
た
「
怪
談
芝
居
噺」

な
ど
が
含
ま
れ
る。

（
三）

「
お
そ
れ
【
恐
．

畏
．

憚】」
『
日
本
国
語
大
辞
典

第
二
版

第
二
巻』

日
本
国
語
大
辞
典
第
二
版
編
集
委
員
会
ほ
か
編、

小
学
館、

二
0
0
1

年。

（
四）

北
村
日
出
夫
「
お
そ
れ」
『
社
会
科
学
大
辞
典
ー
2
』

社
会
科
学
大
辞
典
編
集
委
員
会
編、

鹿
島
研
究
所
出
版
会、
一

九
六
八
年、

三
一

四
頁。

（
五）

高
橋
徹
「
不
安
と
恐
怖」
『
異
常
心
理
学
講
座
4

神
経
症
と
精
神
病
1』

土
井
健
郎
ほ
か
編、

み
す
ず
書
房、
一

九
八
七
年、

を
特
に
参
考
に

し
た。

本
書
三
三
頁
に
お
い
て
高
橋
氏
は、
「
不
安
は、

同
じ
危
機
の
感
情
で
あ
る
恐
怖
と
共
通
し
た
点
を
そ
な
え
て
お
り、

し
ば
し
ば
重
な
り

合
っ
て
生
ず
る」

と
し
た
上
で、
「
恐
怖
が
外
界
に
生
ず
る
危
険
を
は
ら
ん
だ
具
体
的
な
対
象
の
出
現
に
よ
っ
て
ひ
き
起
こ
さ
れ、

そ
し
て
そ
の
危

機
感
は
恐
い
感
じ
と
し
て
そ
の
対
象
に
集
中
す
る
の
に
対
し、

不
安
の
危
機
感
は
内
界
か
ら
湧
き
起
こ
り、

び
ま
ん
性、

無
定
形
に
と
ど
ま
っ
て
い

る」

と
述
べ
ら
れ
て
い
る。

（
六）

オ
ッ
ト
ー、

R.

（
山
谷
省
吾
訳）
『
聖
な
る
も
の
』

岩
波
文
庫、
一

九
六
八
年、

お
よ
び
原
著
o
g,
R•
 Da
s

 He
ilig
e,
 31-
3

5
 au

fl.
Mtin
che
n,
cl
 9
6

3、

を
使
用
し
た。

ち
な
み
に、

山
谷
省
吾
氏
は
そ
の
「
訳
者
注」

三
一

五
S
三
一

六
頁
に
お
い
て、

(

-

）
 

な
ら
な
い。



tre
mor
「
お
そ
れ」
に
漢
字
を
当
て
る
と
き、
「
恐
れ」
「
怖
れ」
「
畏
れ」
の
三
語
が、
さ
し
当
り
出
て
く
る。

漢
語
の
辞
書
に
よ
る
と、
そ

れ
ら
は
は
っ
き
り
し
た
区
別
な
し
に
用
い
ら
れ
る
が、

私
達
の
感
じ
で
は、
「
恐
」

は
む
し
ろ
自
然
的
の
も
の
か
ら
く
る
「
お
そ
れ」
に
適
応

し、
「
怖」
も
ま
た
大
体
同
様
で
あ
る
が、

多
少
「
畏」
に
近
く
あ
り、

そ
し
て
「
畏」
は
人
格
的
尊
敬
を
表
出
し
て
い
る。

宗
教
的
感
情
と

し
て
は
「
畏」
ま
た
は
「
畏
怖」
が
適
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る。

以
下
は
大
体
こ
の
よ
う
な
心
持
ち
を
も
っ
て、
「
恐」
「
怖」
「
畏」
を

用
い
た。
し
か
し
「
仮
名」
に
し
た
場
合
が
少
く
な
い。

と
述
べ
て
い
る。

残
念
な
が
ら
本
稿
で
は、

オ
ッ
ト
ー
が
言
及
し
て
い
る
よ
う
な
「
お
そ
れ
」

の
質
的
差
異
（
宗
教
的
で
あ
る
か
自
然
的
で
あ
る
か

な
ど）
に
つ
い
て、
ま
た
こ
れ
ら
の
訳
語
が
そ
の
差
異
に
関
し
て
ど
れ
ほ
ど
の
妥
当
性
を
持
つ
の
か
に
つ
い
て
を
詳
述
す
る
だ
け
の
紙
幅
を
用
意
で

き
な
い
が、

本
稿
が
「
お
そ
れ」
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
以
上、

山
谷
氏
の
使
用
し
て
い
るtremor
に
関
わ
る
訳
語
六
種
（「
お
そ
れ」
「
恐
れ
」

「
怖
れ
」

「
畏
れ」
お
よ
び
「
恐
怖」
「
畏
怖
」）
の
当
て
方
が、

原
語
（
例
え
ば
合
日cht〉
〈Scheu〉
〈Sc
hrecken〉
〈
Grauen〉
〈Shauer〉
な
ど）

に
対
し
統一
性
を
欠
い
て
い
る
の
で
は
な
い
か、
と
指
摘
し
て
お
く
必
要
は
当
然
あ
る
だ
ろ
う。
「
訳
者
注」
を
見
る
限
り
で
は、

例
え
ば
仮
名
の

「
お
そ
れ」
に
し
た
場
合、

あ
る
い
は
「
恐
怖
」

な
ど
と
し
た
場
合
に
つ
い
て
何
の
説
明
も
な
さ
れ
て
い
な
い
の
は
歴
然
で
あ
る
し、
「
恐」
「
怖」

「
畏」
の
三
語
に
し
て
も
漢
語
辞
典
に
お
い
て
区
別
が
無
い
と
は
首
肯
出
来
な
い。
し
か
し
こ
の
右
記
「
訳
者
注
」

に
は、
「
お
そ
れ」
の
概
念
そ

の
も
の
に
関
わ
る
本
質
的
な
問
題、

漢
語
を
含
め
た
訳
語
と
し
て
の
日
本
語
の
問
題、

そ
の
他
多
く
の
考
察
す
べ
き
重
要
か
つ
困
難
な
問
題
が
含
ま

れ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う。

（
七）

オ
ッ
ト
ー
の
『
聖
な
る
も
の』
に
つ
い
て
は、

．

華
園
聰
麿
「
聖
の
経
験
と
そ
の
根
抵

ル
ド
ル
フ
・
オ
ッ
ト
ー
の
所
論
を
め
ぐ
っ
て

ー」
『
宗
教
研
究』
1

9
5、
一
九
六
八
年。

同
「
ヌ
ミ
ノ
ー
ゼ」
『
宗
教
学
辞
典』
堀一
郎
ほ
か
編、

東
京
大
学
出
版、
一
九
六
八
年。

澤
井
義
次
「
宗
教
研
究
に
お
け
る
現
代
的
課
題
ーー
ー
宗
教
的
多
元
状
況
に
お
け
る
宗
教
の
理
解
ー
|'」
『
宗
教
研
究』
3
2

9、
二
0
0一
年。

な
ど
を
特
に
参
考
し
た。

（
八）

ド
リ
ュ
モ
ー、
J.

（
永
見
文
雄、

西
澤
文
昭
訳）
『
恐
怖
心
の
歴
史』
新
評
論、
一
九
九
七
年、

お
よ
び
原
著
Del
目1eau,J.
La
Puer
 en
 

Occident
 (X
 Ne
 |
X
三e
siecles),
 Collection
 Pl
uri
el,
P
aris,
cl
 97
8、
を
使
用
し
た。

以
下、

本
稿
で
使
用
さ
れ
る
引
用
に
は
改
め
た
と
こ
ろ
が
あ

る。

（
九）

ド
リ
ュ
モ
ー、

前
掲
著
三
六
頁。
お
よ
び
原
著p.
2

7。

(
+)

ド
リ
ュ
モ
ー、

前
掲
著
三
七
頁。
お
よ
び
原
著p.
2
8。

（
十一
）

ド
リ
ュ
モ
ー、

同。

（
十
二）

ド
リ
ュ
モ
ー、

前
掲
著
三
八
頁。
お
よ
び
原
著p,
2

9。

四



「
怖
が
ら
せ
る
も
の」

と
し
て
の
幽
霊

一

九
七
四
年、

四
五
頁。

（
十
三）

ド
リ
ュ
モ
ー、

同。

（
十
四）

ド
リ
ュ
モ
ー、

同。

（
十
五）

ド
リ
ュ
モ
ー、

前
掲
著
三
九
頁。

お
よ
び
原
著
v.

3
0。

（
十
六）

ド
リ
ュ
モ
ー、

前
掲
著
四
一

頁。

お
よ
び
原
著D-
3
1。

（
十
七）

ド
リ
ュ
モ
ー、

前
掲
著
五
五
頁。

お
よ
び
原
著
p.

4
0。

（
十
八）

ま
た、

余
談
に
及
ぶ
が、

自
然
的
な
恐
怖
と
「
娯
楽
と
し
て
の
恐
怖」

の
本
質
的
な
結
節
点
を
探
る
に
あ
た
り、

冒
頭
で
も
参
照
し
た
高
橋
徹
氏

の
前
掲
著
五
頁
に
お
け
る
「
恐
怖
の
反
応
行
動
」

に
関
す
る
以
下
の
文
章
は、

非
常
に
示
唆
に
富
ん
で
い
る
の
で
附
記
し
て
お
く。

そ
の
恐
い
も
の
ご
と
と
の
心
理
的
距
離
が
遠
い
場
合
に
は
回
避
的
防
衛
的
な
心
理
的
動
向
の
み
な
ら
ず、

む
し
ろ
そ
の
も
の
ご
と
を
す
す
ん
で

求
め
よ
う
と
す
る
動
向
を
生
じ
て、

接
近
ー
回
避
の
相
反
す
る
両
方
向
の
動
向
が
葛
藤
す
る
状
態
が
生
じ、

そ
れ
が
行
為
に
現
わ
れ
る。
「
恐

い
も
の
見
た
さ」、
「
ス
リ
ル
を
味
わ
う」

な
ど
は
そ
の
端
的
な
例
で、

恐
い
も
の
ご
と
は、

よ
く、

遊
び
の
な
か
に
と
り
い
れ
ら
れ
て
い
る。

恐
怖
は、

危
険
を
避
け
る
と
い
う
意
味
の
み
な
ら
ず、

危
険
や
新
奇
な
状
況
に
順
応
す
る
と
い
う
意
味
を
も
に
な
っ
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
る。

高
橋
氏
の
指
摘
を、

生
体
に
お
い
て
可
能
な
限
り
安
全
に
「
恐
れ
」

を
享
受
し
よ
う
と
す
る
一

っ
の
必
然
性
と
し
て
解
釈
す
る
の
は
早
計
に
過
ぎ
る

か
も
知
れ
な
い
が、

娯
楽
と
し
て
の
「
恐
怖」

体
験
が
例
え
ば
そ
の
安
全
性
に
お
い
て
日
常
の
生
活
場
面
に
お
け
る
自
然
的
な
「
恐
怖」

体
験
と
区

別
さ
れ
る
と
す
る
な
ら
ば、

こ
の
指
摘
の
持
つ
深
遠
な
含
み
を
こ
こ
に
留
め
て
お
く
こ
と
も
無
駄
で
は
な
い
だ
ろ
う。

と
り
あ
え
ず
本
稿
で
は、

「
恐
れ」

の
質
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
て
こ
れ
以
上
は
触
れ
な
い
こ
と
に
す
る。

（
十
九）

関
山
和
夫
「
落
語
の
歴
史
」

『
国
文
学

解
釈
と
鑑
賞』

至
文
堂、

二
0
0
三
年。

同
『
説
教
の
歴
史

仏
教
と
話
芸』

白
水
社、
一

九
九
二
年。

同
『
落
語
風
俗
帳
』

白
水
社、
一

九
九
一

年。

な
ど
を
特
に
参
考
に
し
た。

（
二
0)

本
稿
に
お
け
る
形
容
詞
「
怖
い」

は、
「
恐
ろ
し
い
」

の
口
語
的
表
現
と
し
て
使
用
し
て
い
る。

日
常
の
生
活
場
面
に
お
い
て
膳
炎
さ
れ
る
感
情

表
現
と
し
て
の
含
み
を
持
っ
た
語
と
し
て
解
釈
さ
れ
た
い。

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は、
『
新
明
解
国
語
辞
典

第
三
版』
「
怖
い」

の
項
を
参
照
し
た。

（
ニ
―
)

い
ま
現
在
手
近
に
聞
け
る
「
お
札
は
が
し
」

の
録
音
(
C
D)

と
し
て
は、

六
代
目
三
遊
亭
園
生、

林
家
彦
六
（
八
代
目
正
蔵）、

五
代
目
古
今
亭

志
ん
生、

春
風
亭
小
朝
の
も
の
が
あ
る。

（
二
ニ）

永
井
啓
夫
『
新
版

三
遊
亭
円
朝』

青
蛙
房、
一

九
九
八
年、

ニ
ニ
六
頁。

（
二
三）
『
三
遊
亭
円
朝
全
集

第
一

巻

怪
談
噺』

角
川
書
店、
一

九
七
五
年。

（
二
四）

安
永
寿
延
「
幽
霊、

出
現
の
意
味
と
構
造」
『
國
文
学

解
釈
と
教
材
の
研
究』

学
灯
社、



（
二
五）

安
永、

前
掲
著、

四
七
頁。

（
二
六）

安
永、

前
掲
著、

五
一

頁。

（
二
七）

関
山、

前
掲
著
一

九
九
二
年‘

―

二
四
S
一

三
六
頁。

（
二
八）
『
累
ヶ
淵』

の
中
で
も
特
に
大
き
な
見
所
で
あ
る
「
豊
志
賀
の
死」
（
ま
た
は
「
豊
志
賀」
）

は、

現
在
一

席
も
の
と
し
て
演
ら
れ
る
抜
き
読
み
の
呼

称
で、

『
三
遊
亭
円
朝
全
集』

の
三
六
二
S
三
八
四
頁
に
当
た
る。

作
品
の
創
作
年
代
に
関
し
て
は
永
井
氏
の
前
掲
著
を
参
照
し
た。

以
下
は、

「
豊

志
賀
の
死」

の
梗
概
で
あ
る。

·

根
津
の
七
軒
町
に
豊
志
賀
と
い
う
富
本
の
師
匠
が
住
ん
で
い
る。

住
み
込
み
で
豊
志
賀
の
世
話
を
し
て
い
る
弟
子
の
新
吉
に
思
い
を
寄
せ、

親
の

仇
同
士
と
は
知
ら
ず
十
八
も
年
下
の
新
吉
と
深
い
仲
に
な
る。

息
子
と
も
亭
主
と
も
情
夫
と
も
弟
と
も
つ
か
な
い
新
吉
を
豊
志
賀
は
め
ち
ゃ
く
ち
ゃ

に
可
愛
が
り、

つ
い
に
は
弟
子
の
お
久
と
の
仲
を
邪
推
し
て
嫉
妬
に
狂
い、

患
い
つ
い
た
挙
句
に
腫
物
で
醜
い
顔
と
な
っ
て
寝
込
ん
で
し
ま
っ
た。

そ
の
上
看
病
疲
れ
の
新
吉
が
休
も
う
と
思
う
度
に、

揺
り
起
こ
し
て
は
愚
痴
や
恨
み
言
を
繰
り
返
す
ば
か
り。

も
と
も
と
臆
病
な
質
の
新
吉
は、

豊
志
賀
の
元
を
逃
れ
た
く
て
伯
父
の
勘
蔵
の
と
こ
ろ
へ

相
談
し
に
行
く
道
す
が
ら、

お
久
に
会
う。

鮨
屋
の
二

階
に
上
が
り、

話
の
弾
み
で
駆
落
ち
の
算
段
に
ま
で
及
ぶ
と
こ
ろ
で、

胸
倉
を
掴
ん
だ
お
久
の
顔
に
ふ
と
腫
物
が
出
来
た
か
と
思
う
と、

見
る
間
に

紫
色
に
腫
れ
上
が
り
豊
志
賀
の
顔
に。

す
ぐ
に
突
き
飛
ば
し
勘
蔵
の
元
へ
行
く
と、

さ
っ
き
か
ら
奥
に
豊
志
賀
が
来
て
待
っ
て
い
る
と
言
う。

驚
い

て
い
る
新
吉
に
豊
志
賀
は、

こ
れ
ま
で
の
料
簡
違
い
を
詫
び、

縁
を
切
っ
て
姉
弟
の
よ
う
に
や
り
直
し
た
い
と
言
う。

勘
蔵
は
と
に
か
く
病
気
を
治

す
こ
と
を
先
決
に
す
る
よ
う
促
し、

新
吉
を
看
病
に
や
る
こ
と
を
約
束
す
る
と、

駕
籠
屋
を
呼
ん
で
豊
志
賀
を
送
ろ
う
と
す
る。

駕
籠
に
病
人
を
乗

せ
引
き
戸
を
閉
め
た
ち
ょ
う
ど
そ
の
時、

長
屋
の
連
中
が
表
に
来
て、

新
吉
の
留
守
中
に
豊
志
賀
が
亡
く
な
っ
た
の
で
探
し
て
い
た
と
言
う。

勝
し

が
っ
て
駕
籠
を
開
け
る
と
豊
志
賀
の
姿
は
無
く、

驚
い
た
新
吉
と
勘
蔵
は
同
道
で
七
軒
町
へ
と
向
か
う。

新
吉
は
ふ
と
ん
の
間
に
書
置
き
を
見
付
け、

読
む
と
そ
こ
に
は
病
人
の
震
え
る
字
で
「
こ
の
恨
み
は
新
吉
の
か
ら
だ
に
ま
つ
わ
っ
て、

こ
の
後
女
房
を
持
て
ば
七
人
ま
で
は
き
っ
と
取
り
殺
す
か

ら
そ
う
思
え」

と
書
か
れ
て
い
た。

三
七
日
の
墓
参
り
で
お
久
に
会
っ
た
新
吉
は、

そ
の
ま
ま
下
総
の
羽
生
村
に
居
る
お
久
の
伯
父
を
頼
り
に
二
人
で
駆
け
落
ち
を
す
る。

道
中、

大

降
り
を
予
感
さ
せ
る
雷
の
中、

土
手
で
滑
っ
た
お
久
は
置
い
て
あ
っ
た
草
刈
鎌
で
膝
に
怪
我
を
し
て
し
ま
う。

新
吉
が
介
抱
し
て
い
る
と、

恨
み
ご

と
を
言
っ
て
い
た
お
久
の
顔
に
た
ち
ま
ち
腫
物
が
出
来
て
豊
志
賀
の
通
り
の
顔
に
な
り、

真
の
闇
に
あ
り
あ
り
と
浮
か
ん
だ。

あ
ま
り
に
慄
い
た
新

吉
は
鎌
で
め
ち
ゃ
く
ち
ゃ
に
打
っ
た
弾
み
で、

逃
げ
に
掛
か
る
お
久
の
喉
笛
を
掻
っ
切
っ
て
殺
し
て
し
ま
っ
た。

（
二
九）

『
三
遊
亭
円
朝
全
集

第
一

巻

怪
談
噺』

三
七
三
頁。

（
三
0)

同、

三
三
0
頁。

（
三
一
）

同、

三
二
九
頁。
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（
三
二
）

死
者
に
対
す
る
「
後
ろ
め
た
さ」

に
つ
い
て
は、

小
松
和
彦
「
『
た
ま
し
い
』

と
い
う
名
の
記
憶
装
置」

『
神
な
き
時
代
の
民
俗
学』

せ
り
か
書
房、

二
0
0
二
年、

を
特
に
参
考
に
し
た。

（
三
三）

「
神
経
病」

の
言
葉
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は、

延
広
真
治
「
三
遊
亭
円
朝
『
真
景
累
ヶ
淵』
」

『
国
文
学

解
釈
と
鑑
賞』

学
灯
社、

一

九
九
二

年
八
月
号、

に
詳
し
い。

（
三
四）

横
山、

前
掲
著、

三
五
三
頁。

（
三
五）

高
田
衛
「
因
果
の
逆
転

1

円
朝
怪
談
ノ
ー
ト
（
一
）
」

『
江
戸
文
学
の
虚
構
と
形
象』

森
話
社、

二
0
0
一

年、

三
五
四
S
三
五
五
頁。

（
三
六）

「
豊
志
賀
の
死」

よ
り
も
前
段
に
な
る
「
宗
悦
殺
し」

に
お
い
て、

豊
志
賀
の
父
皆
川
宗
悦
は
新
吉
の
父
深
見
新
左
衛
門
に
斬
り
殺
さ
れ、

そ
の

後
幽
霊
と
し
て
表
れ
る
の
だ
が、

そ
の
際
実
存
在
と
も
「
神
経
病」

と
も
つ
か
な
い
出
現
の
仕
方
を
し
て
い
る。

（
三
七）

岡
本
綺
堂
「
寄
席
と
芝
居
と」

『
明
治
の
演
劇』

大
東
出
版
社、

一

九
四
二
年。

（
三
八）

参
考
ま
で
に、

お
松
が
「
神
経
病」

と
し
て
出
現
し
た
場
面
を
引
用
し
て
お
く。

こ
こ
で
は
江
島
屋
の
番
頭
金
兵
衛
が
死
ん
だ
老
婆
に
対
し
て

「
呵
責
の
念」

を
抱
い
て
い
る
「
神
経
病」

患
者
で
あ
り、

当
の
老
婆
の
敵
で
あ
る
は
ず
の
江
島
屋
の
主
人
治
右
衛
門
に
は
幽
霊
が
見
え
て
い
な
い。

雨
は
ま
す
ま
す
大
降
り
と
な
り、

雨
だ
れ
が
蔵
の
鉢
前
の
わ
き
ヘ
ド
ー
ッ
ド
ー
ツ
と
落
ち
て
き
ま
す
と、

雨
戸
が
ニ
ヶ
所
ば
か
り
少
し
ず
つ
開

け
て
あ
る
か
ら、

金
兵
衛
は
よ
せ
ば
よ
い
の
に
起
き
上
が
っ
て、

戸
の
隙
間
か
ら
庭
を
見
ま
す
と、

小
松
の
植
え
込
み
の
中
か
ら
出
て
き
て、

な
に
か
雨
だ
れ
の
と
こ
ろ
か
ら
縁
側
へ
手
を
突
い
て、

上
が
っ
て
く
る
者
が
あ
る
よ
う
だ
か
ら、

怖
々
な
が
ら
の
ぞ
い
て
み
る
と、

や
せ
枯
れ

果
て
た
婆
が、

さ
も
恨
め
し
そ
う
に、

こ
っ
ち
を
に
ら
ん
で、

縁
側
へ

這
い
上
が
ろ
う
と
す
る
か
ら、

金
兵
衛
は
キ
ャ
ッ
と
言
っ
て
し
り
も
ち

を
つ
き
ま
し
た。

た
だ
い
ま
で
は
こ
う
い
う
こ
と
は
神
経
病
だ
と
申
し
ま
す
が、

こ
う
い
う
と
き
は
な
に
を
見
て
も
化
け
物
に
見
え
る
も
の
で、

つ
ま
り
神
経
も
あ
り‘

―

つ
は
念
の
残
る
所
も
あ
る
な
ど
と、

も
の
し
り
の
お
方
々
に
は
い
ろ
い
ろ
と
御
議
論
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も、

円
朝

な
ど
に
は
ど
う
い
う
も
の
か
少
し
も
わ
か
り
ま
せ
ん。

番
頭
金
兵
衛
は
震
え
て、

そ
の
晩
は
夢
中
に
な
っ
て、

若
い
者
の
中
へ
飛
び
込
ん
で
寝

て
し
ま
い、

治
右
衛
門
も
笑
止
な
こ
と
だ
と
そ
の
ま
ま
休
み
ま
し
た。

「
怖
が
ら
せ
る
も
の」

と
し
て
の
幽
霊
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The Ghost as <The Fear}> in Rakugo 

Takashi Saito 

What is the ghost? It is evident that the character of the ghost varies from culture to culture, but 
at least in Japanese history the ghost has been treated as something fearful until today, and the 
image has been used in various forms of entertainment. 

In the first half of this article, a description of fear is given. Jean Delumeau, the French 
historian of religious mentality, defines < The Fear�as the overriding concept including 
<anguish>, and <fear> that is extracted from <anguish>, and furthermore as the habitual and 
collective reaction characterized by the cultural background and social circumstance. In the 
second half based on Delumeau's definition, it is revealed how the Japanese ghost is forged as 
something fearful. This article picks up Rakugo, the popular oral narrative art of Japan, and 
examines the process of reproduce a ghostly fear on the Rakugo stage. 
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