
図 1　三代歌川豊国「東海道四谷怪談」 
文久元年（1861）
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「
さ
か
さ
ま
の
幽
霊
」
再
考　
　
　

山
本
陽
子
＊
全
学
共
通
教
育　

教
授　

日
本
・
東
洋
美
術
史

一　

服
部
の
「
さ
か
さ
ま
の
幽
霊
」

　

服
部
論
文
に
は
、
す
で
に
「
さ
か
さ
ま
の
幽
霊
」
に
関
す
る
多
く
の
事
例
と
先
行

論
文
を
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
紹
介
か
ら
始
め
た
い
。
服
部
は
、「
提
灯
抜

け
」
の
よ
う
に
幽
霊
が
さ
か
さ
ま
に
出
現
す
る
演
出
は
、
お
岩
に
限
る
も
の
で
は
な

い
と
い
う
。
役
者
絵
に
は
明
治
二
十
五
年
（
一
八
九
二
）
の
『
皿
屋
敷
化
粧
姿
鏡
』

に
、
お
菊
の
亡
霊
が
傘
を
裂
い
て
上
方
か
ら
さ
か
さ
ま
に
現
れ
る
場
面
（
後
出
図
10

参
照
）
が
あ
り
、
お
岩
の
「
提
灯
抜
け
」
も
、
四
谷
怪
談
に
先
立
つ
文
化
十
二
年

（
一
八
一
五
）
の
『
慚は

じ

紅も
み
じ葉
汗
顔
見
勢
』
で
累か
さ
ねの
亡
霊
出
現
に
用
い
て
好
評
を
博
し

た
手
法
を
応
用
し
た
も
の
と
す
る
。
提
灯
抜
け
の
趣
向
は
さ
ら
に
一
世
紀
以
上
遡
る

正
徳
三
年
（
一
七
一
三
）
の
『
役
者
座
振
舞
』
に
、「
死
霊
て
う
ち
ん
の
中
よ
り
あ

ら
は
れ
出
」
と
あ
る
の
で
、「
軒
先
に
吊
ら
れ
た
提
灯
の
中
か
ら
出
現
す
る
か
ら
に

は
、
そ
の
幽
霊
の
形
は
逆
さ
だ
っ
た
に
違
い
な
い
。「
さ
か
さ
ま
の
幽
霊
」
に
は
そ

れ
な
り
の
歴
史
と
伝
統
が
あ
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。」
と
さ
れ
る
。

「
さ
か
さ
ま
の
幽
霊
」
再
考

　

―
　

屋
根
の
上
の
異
界
　

―
　

山
本
陽
子＊

序

　
「
さ
か
さ
ま
の
幽
霊
」
と
い
う
論
文
が
、
服
部
幸
雄
に
あ
）
1
（
る
。
歌
舞
伎
の
『
東
海

道
四
谷
怪
談
』
に
お
い
て
、
お
岩
の
幽
霊
が
「
提
灯
抜
け
」
で
出
現
す
る
時
に
、
頭

を
下
に
し
て
さ
か
さ
ま
に
降
り
て
く
る
演
出
（
図
1
）
を
糸
口
と
し
て
、
近
世
初
期

の
版
本
の
挿
絵
に
お
い
て
、
幽
霊
が
足
を
上
に
頭
を
下
に
し
た
さ
か
さ
ま
の
姿
で
表

さ
れ
る
こ
と
の
理
由
を
、
複
数
の
観
点
か
ら
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
本
論
は
こ
の

「
さ
か
さ
ま
の
幽
霊
」
に
、
新
た
に
「
幽
霊
の
出
現
す
る
高
さ
」
と
い
う
視
点
を
追

加
す
る
こ
と
で
、
そ
の
思
想
的
背
景
と
し
て
の
、
屋
根
や
軒
の
高
さ
に
想
定
さ
れ
て

い
た
怪
異
の
起
こ
る
と
さ
れ
る
空
間
に
つ
い
て
考
察
を
し
た
い
。



図 3　『因果物語』挿絵　
殺された女の幽霊

図 2　『はんごんかう』挿絵　
さかさまで熊野詣する遠
山の幽霊
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号　

二
〇
一
三
年

あ
る
こ
と
に
因
っ
て
、

死
し
た
る
人
の
熊
野
詣
で
は
。

あ
る
ひ
は
さ
か
さ
ま
後
向
き

生
き
た
る
人
に
は
変
る
と
き

く
。

と
、
相
手
に
幽
霊
と
気
づ
か
れ
る

場
面
を
挙
げ
る
。
さ
ら
に
死
女
の

　

服
部
は
元
禄
十
五
年
（
一
七
〇
二
）
に
上
演
さ
れ
た
『
傾
城
壬
生
大
念
仏
』
に
お

い
て
、
出
現
し
た
お
み
よ
の
亡
霊
が
自
分
を
殺
し
た
男
に
対
し
、

散
々
に
締
付
、
苦
し
め
れ
ば
、
や
う
や
う
と
振
解
き
、
大
手
を
拡
げ
引
摑
み
差

上
れ
ば
、
逆

さ
か
さ
まに
肩
に
立た
つ

を
、
ど
う
ど
投
げ
、
小
袖
に
引
包
み
押
伏
せ

と
い
う
軽
業
事
の
演
出
を
紹
介
し
、「
日
常
な
ら
ざ
る
怨
霊
の
舞
台
的
形
象
化
に
あ

た
っ
て
は
日
常
な
ら
ざ
る
演
技
と
演
出
が
必
要
不
可
欠
で
あ
っ
た
」
と
、
こ
の
幽
霊

の
逆
立
ち
を
、
怨
霊
事
と
結
び
つ
い
た
軽
業
事
と
解
釈
す
る
。
そ
の
前
年
の
『
大
職

冠
二
度
珠
取
』
に
も
、
嫉
妬
の
一
念
か
ら
玉
や
う
夫
人
が
木
戸
の
上
に
逆
立
ち
す
る

軽
業
事
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
挿
絵
（
後
出
図
7
参
照
）
か
ら
も
判
る
。

　

歌
舞
伎
に
於
い
て
こ
の
よ
う
な
逆
立
ち
の
軽
業
事
が
成
立
す
る
前
提
と
し
て
、
服

部
は
江
戸
前
期
に
は
幽
霊
が
さ
か
さ
ま
の
形
で
出
現
し
、
さ
か
立
ち
の
姿
で
歩
く
と

い
う
概
念
が
存
在
し
た
と
考
え
る
。
元
禄
十
二
年
（
一
六
九
九
）
の
『
一
心
女
鳴

神
』
で
は
、
絶
間
姫
に
恋
慕
す
る
頼
豪
法
師
が
恋
ゆ
え
に
死
ん
だ
幽
霊
の
ふ
り
を
す

る
場
面
で
、
弟
子
坊
主
の
手
に
足
袋
を
は
か
せ
て
上
に
上
げ
さ
せ
足
に
見
立
て
る
。

「
幽
霊
の
ま
ね
」
に
過
ぎ
な
い
と
は
い
え
、
当
時
の
観
客
に
「
さ
か
さ
ま
の
幽
霊
」

に
関
す
る
知
識
が
な
け
れ
ば
、
こ
の
趣
向
は
成
立
し
な
か
っ
た
ゆ
え
で
あ
る
。

　

服
部
は
さ
ら
に
宝
永
五
年 

（
一
七
〇
八
） 

近
松
門
左
衛
門
の
『
け
い
せ
い
反
魂

香
』
に
お
い
て
、
恋
で
悶
死
し
た
遠
山
の
熊
野
詣
（
図
2
）
が
、
さ
か
さ
ま
の
姿
で

「
さ
か
さ
ま
の
熊
野
詣
」
が
近
松
に

限
ら
ぬ
当
時
の
共
通
概
念
で
あ
っ
た

こ
と
を
、
青
本
『
五
衰
殿
熊
野
本

地
』
の
、

な
に
よ
り
も
あ
は
れ
な
る
は
、

女
人
の
く
ま
の
も
う
で
な
り
。

一
ど
さ
ん
け
い
申
さ
ん
と
い
の

り
て
、
つ
い
に
む
な
し
く
な
る
と
も
、
そ
の
れ
い
こ
ん
く
ま
の
も
う
で
す
る
の

は
、
あ
る
い
は
さ
か
さ
ま
う
し
ろ
む
き
な
り
。

と
い
う
記
述
に
よ
っ
て
指
摘
す
る
。

　
『
け
い
せ
い
反
魂
香
』
の
こ
の
箇
所
は
、
先
に
松
田
修
が
『
日
本
逃
亡
幻
）
2
（
譚
』
で

取
り
上
げ
、「『
さ
か
さ
ま
』
と
は
最
も
具
体
的
な
非
日
常
で
あ
り
、
現
実
と
生
の
う

ら
が
え
し
の
世
界
な
の
で
あ
る
。」
と
解
し
て
い
る
。
服
部
は
こ
れ
に
、
左
前
や
逆

さ
屛
風
な
ど
「
人
の
死
の
折
に
は
、
普
通
と
は
逆
さ
の
行
為
が
な
さ
れ
る
」
と
い
う

斎
藤
た
ま
の
「
逆
さ
論
）
3
（

理
」
を
併
せ
、
象
徴
と
し
て
の
「
さ
か
さ
ま
」
を
、「
死
者

に
近
づ
こ
う
と
す
る
魔
物
を
退
散
さ
せ
、
寄
り
つ
か
せ
ま
い
と
す
る
下
界
に
向
け
て

働
く
霊
威
と
同
時
に
、
そ
れ
自
体
が
平
穏
な
日
常
に
挑
戦
的
に
発
動
す
る
攻
撃
的
で

デ
モ
ニ
ッ
シ
ュ
な
霊
威
を
内
包
す
る
」
も
の
と
見
る
。

　

ま
た
、
信
田
純
一
が
「
西
鶴
謎
絵
）
4
（

考
」
に
お
い
て
『
西
鶴
織
留
』
の
「
家
主
殿
の

鼻
柱
」
の
「
逆
絵
」
を
解
釈
す
る
根
拠
と
し
て
挙
げ
た
、
江
戸
初
期
の
数
々
の
挿
絵

の
さ
か
さ
ま
の
幽
霊
、
す
な
わ
ち
『
因
果
物
語
』（
図
3
）『
諸
国
ゐ
ん
く
は
物
語
』

『
他
力
本
願
記
』『
念
仏
大
道
人
崙
山
上
人
之
由
来
』『
傾
城
蓮は

ち
す

川
』
な
ど
を
証
と
し

て
、「
以
上
の
諸
例
か
ら
自
ず
か
ら
判
明
す
る
よ
う
に
、〝
逆
幽
霊
〞
と
し
て
西
鶴
当

時
か
ら
か
な
り
知
ら
れ
て
い
る
図
柄
で
あ
り
、
非
業
の
死
を
遂
げ
た
亡
者
の
体
な
の

で
あ
る
。
更
に
言
え
ば
、
そ
の
死
に
ざ
ま
が
、
井
や
川
に
逆
様
に
沈
め
ら
れ
た
姿
そ



図 5　『往生要集』挿絵　
あび（無間）地獄

図 4　『思案閣女今川』挿絵　
まつよひの亡霊

図 6　『諸国百物語』挿絵 
まっすぐなさかさまの幽霊
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「
さ
か
さ
ま
の
幽
霊
」
再
考　
　
　

山
本
陽
子

井
戸
に
投
げ
込
ま
れ
た
わ
け
で
は
な

い
。
さ
か
さ
ま
の
姿
で
熊
野
詣
す
る

女
人
の
幽
霊
も
、
生
前
に
熊
野
詣
を

し
な
か
っ
た
と
い
う
理
由
に
拠
る
も

の
で
、
必
ず
し
も
殺
さ
れ
た
わ
け
で

は
な
か
っ
た
。
幽
霊
が
さ
か
さ
ま
に

描
か
れ
る
理
由
は
こ
れ
だ
け
で
は
あ

る
ま
い
。

　

そ
こ
で
服
部
は
も
う
一
つ
の
概
念

と
し
て
、
無
間
地
獄
に
落
と
さ
れ
た

亡
者
の
、

頭
面
は
下
に
あ
り
、
足
は
上
に

あ
り
て
、
二
千
年
を
経
て
、
皆

下
に
向
か
ひ
て
行
く
。

の
ま
ま
に
現
れ
た
も
の
の
ご
と
く
で
あ
る
。」
と
い
う
信
田
説
を
受
け
、「
こ
の
物
語

（『
他
力
本
願
記
』）
に
見
え
る
嫉
妬
―
井
戸
に
転
落
死
―
怨
念
―
さ
か
さ
ま
の
幽
霊

と
い
う
一
連
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
ま
さ
し
く
歌
舞
伎
演
技
に
お
け
る
嫉
妬
事
―
怨
霊
事

―
軽
業
事
の
イ
メ
ー
ジ
連
関
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
。」
と
文
学
と
歌
舞
伎
の
演

出
と
を
結
合
す
る
。

　

服
部
は
そ
の
一
方
で
、
さ
か
さ
ま
の
幽
霊
の
死
因
は
悶
死
し
た
り
射
殺
さ
れ
た
り

と
、
必
ず
し
も
井
戸
で
殺
さ
れ
た
り
逆
様
に
埋
め
ら
れ
た
り
し
た
物
語
に
は
限
ら
な

い
こ
と
を
指
摘
す
る
。『
思
案
閣
女
今
川
』
の
ま
つ
よ
ひ
（
図
4
）
が
、
殺
さ
れ
て

庭
の
築
山
に
埋
め
ら
れ
た
と
記
さ
れ
る
こ
と
を
例
に
挙
げ
、「
実
際
に
は
必
ず
し
も

井
戸
で
殺
さ
れ
な
く
と
も
、「
さ
か
さ
ま
の
幽
霊
」
は
出
現
し
た
。」
と
い
う
。

　

実
際
、
論
の
発
端
の
歌
舞
伎
の
お
岩
も
、
立
っ
た
刃
に
刺
さ
っ
て
死
ん
だ
と
さ
れ
、

と
、『
往
生
要
集
』
に
記
述
さ
れ
る
、「
足そ

く

上じ
よ

頭う
ず

下げ

」
の
姿
で
奈
落
の
底
へ
落
ち
て
ゆ

く
形
）
5
（
態
を
挙
げ
る
。
こ
の
姿
が
近
世
の
絵
入
り
版
本
の
『
往
生
要
集
』（
図
5
）
な

ど
の
通
俗
的
仏
書
や
、「
浄
土
双
六
」
の
地
獄
の
描
写
に
ま
で
も
描
か
れ
て
い
る
こ

と
を
挙
げ
、
中
世
以
前
に
お
け
る
「
さ
か
さ
ま
」
の
観
念
の
宗
教
的
意
義
付
け
で
あ

っ
た
と
見
る
。
こ
の
よ
う
に
「
さ
か
さ
ま
の
幽
霊
」
の
重
層
的
な
要
因
を
述
べ
た
上

で
、
最
底
辺
に
横
た
わ
る
反
秩
序
・
反
体
制
と
い
う
、「
さ
か
さ
ま
」
自
体
の
持
つ

攻
撃
性
を
指
摘
し
て
論
を
終
え
て
い
る
。

二　
「
さ
か
さ
ま
の
幽
霊
」
と
歌
舞
伎
の
演
出

　

そ
こ
で
服
部
の
論
の
検
討
か
ら
始
め
た
い
。
服
部
に
拠
れ
ば
「
さ
か
さ
ま
の
幽

霊
」
の
要
因
は
単
一
で
は
な
く
、

①　

歌
舞
伎
の
軽
業
事
と
し
て
の
演
出

②　

生
と
死
の
裏
返
し
の
世
界
を
表
現

③　

井
戸
や
川
で
逆
様
に
殺
さ
れ
埋
め
ら
れ
た
姿

④　

地
獄
に
「
足
上
頭
下
」
で
落
ち
る
亡
者
の
姿

と
、「
江
戸
時
代
の
大
衆
の
精
神
文
化
レ
ヴ
ェ
ル
に
お
け
る
、
は
る
ば
る
と
広
い
想

像
世
界
」
の
複
数
の
要
素
が
、
重
層
的
に
存
在
す
る
と
い
う
。

　

こ
の
う
ち
①
の
、
歌
舞
伎
の
軽
業

事
の
影
響
下
で
「
さ
か
さ
ま
の
幽

霊
」
の
視
覚
的
な
形
象
が
成
立
し
た

こ
と
は
、
服
部
論
文
に
付
さ
れ
た
図

版
を
根
拠
と
す
る
だ
け
で
も
、
傍
証

が
可
能
で
あ
る
。
ほ
と
ん
ど
の
挿
絵

が
、
頭
と
身
体
を
反
ら
せ
た
「
逆
立



図 9　提灯抜けの図解（部分・文化デジ
タルライブラリーに拠る）

図 8　『念仏大道人崙山上
人之由来』袴を穿いた
逆立ち姿の幽霊

図 7　『大職冠二度珠取』挿絵 
逆立ちする玉やう夫人の生霊役
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う
に
な
っ
た
契
機
に
歌
舞
伎
の
軽
業
事
が
あ

っ
た
こ
と
は
、
明
ら
か
で
あ
る
。

　

け
れ
ど
も
幽
霊
が
さ
か
さ
ま
に
描
か
れ
る

理
由
は
、
歌
舞
伎
の
影
響
を
は
じ
め
と
す
る
、

こ
こ
に
挙
げ
ら
れ
た
四
つ
の
要
素
の
み
で
、

全
て
が
解
明
で
き
る
の
か
。
こ
こ
で
は
も
う

一
点
、
歌
舞
伎
の
中
で
幽
霊
が
登
場
す
る
高

さ
に
注
目
し
て
、
検
証
し
た
い
。

　

は
じ
め
に
服
部
が
「
さ
か
さ
ま
の
幽
霊
」

ち
」
の
姿
勢
で
描
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
「
さ
か
さ
ま
の
幽
霊
」
が
単
純
に
上
下
の
逆

転
し
た
姿
を
意
味
す
る
な
ら
ば
、『
諸
国
百
物

語
』
の
幽
霊
（
図
6
）
の
よ
う
に
顔
と
胴
体
を

ま
っ
す
ぐ
に
表
す
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
こ
の
姿
勢
の
「
さ
か
さ
ま
の
幽
霊
」
の
絵
は
、

ほ
と
ん
ど
無
）
6
（
い
。
と
こ
ろ
で
、
生
身
の
役
者
が

軽
業
芸
と
し
て
「
逆
立
ち
」
で
演
ず
る
場
合
は
、

狂
言
本
『
大
職
冠
二
度
珠
取
』
の
玉
や
う
夫
人

（
図
7
）
の
よ
う
に
、
平
衡
を
取

る
た
め
顔
を
上
げ
身
体
を
弓
な
り

に
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
狂
言
本
で

あ
る
『
傾
城
蓮
川
』
の
幽
霊
は
当

然
と
し
て
も
、
浄
瑠
璃
本
の
『
け

い
せ
い
反
魂
香
』
や
『
他
力
本
願

記
』、
演
技
を
伴
わ
な
い
は
ず
の

『
因
果
物
語
』（
図
3
参
照
）『
諸
国
ゐ
ん
く
は
物
語
』
や
『
念
仏
大
道
人
崙
山
上
人

之
由
来
』、
草
双
紙
の
『
思
案
女
今
川
』（
図
4
参
照
）『
五
衰
殿
熊
野
本
地
』
の
幽

霊
ま
で
も
が
、
身
体
を
反
ら
せ
た
「
逆
立
ち
」
の
姿
勢
に
描
か
れ
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
逆
立
ち
す
る
玉
や
う
夫
人
の
絵
（
図
7
参
照
）
を
見
る
と
、
小
袖
の
下
に

裾
を
く
く
っ
た
袴
状
の
も
の
を
穿
い
て
い
る
。
逆
立
ち
し
て
小
袖
の
裾
が
乱
れ
る
こ

と
に
対
処
し
た
舞
台
衣
装
で
あ
る
が
、
同
様
の
袴
は
、
説
教
節
の
『
念
仏
大
道
人
崙

山
上
人
之
由
来
』（
図
8
）
や
、
仮
名
草
子
の
『
因
果
物
語
』（
図
3
参
照
）『
諸
国

ゐ
ん
く
は
物
語
』
の
挿
絵
の
幽
霊
に
ま
で
も
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
挿
絵
の

特
徴
に
拠
っ
て
も
、「
さ
か
さ
ま
の
幽
霊
」
が
具
体
的
な
姿
を
以
て
想
像
さ
れ
る
よ

と
し
て
例
に
挙
げ
た
歌
舞
伎
の
お
岩
は
、
軒
先
に
吊
し
た
盆
提
灯
の
中
か
ら
現
れ
る

の
で
、
①
の
軽
業
事
の
延
長
上
に
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
は
、「
提
灯
抜
け
」
と
い

う
大
が
か
り
な
装
置
が
必
要
と
な
る
。
幽
霊
は
軒
先
の
提
灯
と
同
じ
高
さ
の
舞
台
背

後
か
ら
、
箸
箱
と
呼
ば
れ
る
細
長
い
台
で
空
中
に
押
し
出
し
て
も
ら
い
、
半
分
さ
か

さ
ま
に
身
を
乗
り
出
し
た
と
こ
ろ
で
、
下
か
ら
差
し
出
さ
れ
た
橦
木
に
つ
か
ま
っ
て

降
り
て
く
る
（
図
9
）
の
で
あ
）
7
（

る
。
そ
う
ま
で
し
て
も
幽
霊
が
高
い
位
置
か
ら
現
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
は
、
ど
う
い
う
理
由
に
拠
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

こ
の
演
出
が
、
②
の
生
と
死
の
逆
転
を
意
図
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
逆

立
ち
の
み
で
事
足
り
、
高
所
か
ら
の
出
現
を
必
要
と
は
し
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

　

さ
か
さ
ま
が
、
③
の
井
戸
に
さ
か
さ
ま
に
落
と
さ
れ
て
死
ん
だ
、
殺
さ
れ
て
さ
か

さ
ま
に
投
げ
込
ま
れ
た
こ
と
の
表
象
な
ら
ば
、「
さ
か
さ
ま
の
幽
霊
」
は
、
逆
立
ち

の
姿
で
井
戸
か
ら
登
場
す
る
ほ
う
が
妥
当
で
、
演
出
も
は
る
か
に
容
易
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
殺
さ
れ
て
井
戸
に
投
げ
込
ま
れ
た
設
定
の
『
皿
屋
敷
化
粧
姿
見
』
の
お
菊
さ

え
も
、
そ
の
役
者
絵
（
図
10
）
の
縦
三
枚
続
き
と
い
う
特
異
な
形
状
の
半
ば
以
上
を

使
っ
て
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
上
方
か
ら
唐
傘
を
破
っ
て
逆
様
に
出
現
す
る
と
こ
ろ
が

見
所
で
あ
っ
た
と
思
し
い
。
こ
の
よ
う
な
逆
様
は
、
井
戸
に
落
と
さ
れ
た
姿
を
再
現



図 11　鳥文斎栄之画『模文画今
怪談』天明 8年（1788） 
不義者の幽霊

図 10　豊原国周 
「皿屋敷化粧姿見」
明治 25年（1892）
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「
さ
か
さ
ま
の
幽
霊
」
再
考　
　
　

山
本
陽
子

怪
）
9
（
談
』
の
鳥
文
斎
栄
之
の
挿
絵
（
図
11
）
で
は
、
不
義
ゆ
え
に
殺
さ
れ
た
男
女
の
幽

霊
が
、「
消
へ
か
ね
る
は
愛
執
の
妄
念
、
か
た
の
ご
と
く
手
を
と
り
て
夜
毎
に
迷
い

候
な
り
」
と
い
っ
て
座
禅
す
る
僧
の
前
に
現
れ
る
場
面
は
、
二
人
で
抱
き
合
い
つ
つ

屋
根
の
上
か
ら
逆
様
に
降
り
て
き
た
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
「
さ
か

さ
ま
の
幽
霊
」
が
、
こ
と
さ
ら
高
い
と
こ
ろ
か
ら
登
場
す
る
理
由
は
、
何
処
に
あ
る

の
だ
ろ
う
か
。

三　

亡
魂
の
居
場
所

　

通
常
、
遺
体
は
土
の
下
に
埋
め
ら
れ
、
死
者
の
堕
ち
る
地
獄
の
多
く
は
地
下
に
想

定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
幽
霊
は
下
方
か
ら
出
現
す
る
と
考
え
ら
れ

そ
う
な
も
の
で
あ
る
が
、
亡
者
の
魂
に
限
っ
て
は
、
上
方
に
存
在
す
る
と
い
う
伝
承

が
多
い
。

　

古
く
は
『
小
右
記
』
万
寿
二
年
（
一
〇
二
五
）
八
月
に
藤
原
道
長
の
娘
、
嬉
子
が

亡
く
な
っ
た
と
き
の
記
事
と
し
て
、

魂
呼
事

昨
夜
風
雨
間
、
陰
明
師
恒
盛
・
右
衛
門
尉
惟
孝
昇
東
対
上
、
尚
侍
住
所
、
魂
呼
。

す
る
目
的
の
演
出
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

　

な
ら
ば
仮
に
④
の
無
間
地
獄
に
落
下
し
て
ゆ
く
「
足
上
頭
下
」
の
亡
者
の
姿
に
基

づ
く
イ
メ
ー
ジ
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
歌
舞
伎
の
演
出
は
ど
う
な
る
の
か
。
こ
の
観

念
の
根
拠
と
な
っ
た
『
往
生
要
集
』（
註
5
参
照
）
や
、
そ
の
引
用
元
の
『
正
法
念

処
）
8
（
経
』
に
お
い
て
地
獄
は
地
下
に
重
層
的
に
存
在
す
る
と
さ
れ
、
罪
の
深
い
者
ほ
ど

下
方
の
地
獄
に
行
く
。
頭
を
下
に
落
下
す
る
と
い
う
無
間
地
獄
は
、
な
か
で
も
最
下

層
に
想
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
姿
を
再
現
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
舞
台
の
地
下
か
ら
せ

り
上
が
る
た
め
の
装
置
と
し
て
切
り
穴
（
す
っ
ぽ
ん
）
が
あ
る
の
で
、
逆
立
ち
の
姿

で
地
下
の
奈
落
か
ら
せ
り
上
が
る
と
い
う
登
場
の
仕
方
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
け
れ

ど
も
歌
舞
伎
で
、
そ
の
よ
う
に
幽
霊
が
逆
立
ち
で
下
か
ら
せ
り
上
が
る
演
出
は
聞
い

た
こ
と
が
な
い
。
提
灯
抜
け
の
お
岩
に
し
て
も
累
に
し
て
も
、
幽
霊
は
高
い
と
こ
ろ

か
ら
逆
様
に
降
下
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
「
さ
か
さ
ま
の
幽
霊
」
が
、
舞

台
の
高
い
と
こ
ろ
か
ら
登
場
す
る
理
由
に
つ
い
て
は
、
服
部
の
挙
げ
た
四
つ
の
要
素

の
い
ず
れ
に
よ
っ
て
も
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

幽
霊
が
高
い
位
置
か
ら
現
れ
る
の
は
、
こ
の
時
代
の
歌
舞
伎
に
限
っ
た
こ
と
で
は

な
い
。
さ
き
の
服
部
論
文
で
は
、
正
徳
四
年
（
一
七
一
四
）
の
近
松
門
左
衛
門
の
浄

瑠
璃
『
天
神
記
』
に
お
い
て
も
、
娘
十
六
夜
の
亡
霊
が
悪
人
の
藤
太
に
仇
を
な
す
描

写
と
し
て
、

十
六
夜
形
を
あ
ら
は
し
て
、
藤
太
が
た
ぶ
さ
を
む
ん
ず
と
と
り
、
我
身
は
あ
し

を
さ
か
し
ま
に
、
く
も
を
ふ

ん
で
ひ
き
あ
ぐ
る
は
、
天
よ

り
つ
ゝ
た
る
ご
と
く
な
り

と
、
幽
霊
が
雲
の
高
み
か
ら
さ
か

さ
ま
の
姿
で
出
現
す
る
場
面
が
引

か
れ
て
い
る
。

　

ま
た
歌
舞
伎
以
外
に
お
い
て
も
、

江
戸
後
期
の
黄
表
紙
『
模も

文も
ん

画が

今



図 12　『名残花四家怪譚』挿絵　文政 9
年（1826）天井から出た幽霊
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明
星
大
学
研
究
紀
要
【
人
文
学
部
・
日
本
文
化
学
科
】
第
二
十
一
号　

二
〇
一
三
年

家
の
屋
根
や
棟
の
高
さ
が
、
死
の
前
後
に
人

の
魂
が
身
体
か
ら
遊
離
し
、
一
時
的
に
留
ま

る
空
間
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら

れ
る
の
で
あ
る
。

　

幽
霊
の
出
現
す
る
高
さ
は
、
家
屋
の
外
側

に
の
み
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
屋
根
の
内
側

の
天
井
や
欄
間
も
、
同
様
の
高
さ
ゆ
え
に
異

空
間
と
な
り
得
）
20
（
る
。
お
岩
の
提
灯
抜
け
に
先

立
つ
文
政
九
年
（
一
八
二
六
）
の
歌
舞
伎

近
代
不
聞
事
也
。

と
、
道
長
が
陰
陽
師
恒
盛
と
右
衛
門
尉
惟
孝
を
娘
の
住
居
の
あ
っ
た
東
の
対
屋
に
上

ら
せ
、
そ
の
名
を
呼
ん
で
魂
を
呼
び
戻
そ
う
と
す
る
「
魂

た
ま
よ
ば
い

･

た
ま
よ
び

呼
」
を
行
わ
せ
た

こ
と
が
見
え
る
。
屋
根
に
上
っ
て
死
者
の
名
を
呼
ぶ
こ
と
は
、『
儀ぎ

礼ら
い

』
に
も
見
え

る
中
国
古
代
か
ら
の
風
）
10
（
習
で
あ
り
、『
小
右
記
』
で
は
当
時
は
す
で
に
行
わ
れ
な
く

な
っ
て
い
た
と
書
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
佐
藤
弘
）
11
（
夫
に
よ
れ
ば
、
つ
い
近
年
ま
で
こ

の
風
習
が
残
っ
て
い
る
地
域
が
あ
っ
た
と
い
う
。
実
際
、
一
九
八
六
年
の
斎
藤
た
ま

の
聞
き
書
）
12
（

き
に
は
、
人
が
死
に
か
け
た
時
に
家
の
棟
に
登
っ
て
魂
呼
び
を
す
る
風
習

が
長
野
や
広
島
、
島
根
の
事
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
、
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー

の
「
怪
異
・
妖
怪
伝
承
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
に
は
、
近
代
以
降
の
十
数
件
の
事
例
を
日

本
各
地
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
）
13
（
る
。

　

こ
の
「
魂
呼
ば
い
」
は
、
死
者
か
ら
抜
け
出
し
た
魂
が
、
し
ば
ら
く
は
そ
の
家
の

屋
根
や
棟
に
留
ま
っ
て
い
る
と
い
う
考
え
に
拠
る
。
こ
れ
も
『
禮
記
』
郊
特
牲
篇
に

「
魂
氣
歸
于
天
、
形
魄
歸
于
地
」
と
あ
る
よ
う
に
、
古
代
中
国
の
死
者
の
魂
魄
の
う

ち
魂
は
上
方
へ
昇
る
と
い
う
発
想
に
基
づ
く
。
寛
弘
八
年
（
一
〇
一
一
）
七
月
九
日

の
『
権
記
』
に
も
、
一
条
院
葬
送
当
夜
の
伝
聞
と
し
て
、

于
時
自
殿
上
方
有
人
魂
、
指
西
北
角
行
走
云
々
、

と
い
う
記
事
が
載
）
14
（

る
。

　

こ
の
よ
う
に
死
者
の
魂
が
「
四
十
九
日
の
間
、
家
の
屋
根
棟
に
留
ま
っ
て
い
る
」

と
い
っ
た
言
説
は
「
怪
異
・
妖
怪
伝
承
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
に
も
十
数
例
見
ら
）
15
（
れ
、
そ

の
発
想
に
基
づ
い
て
こ
の
期
間
に
は
屋
根
葺
き
を
忌
む
と
い
う
よ
う
な
慣
習
も
四
）
16
（

件

あ
る
。
ま
た
同
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
は
、
人
の
死
ぬ
前
後
に
屋
根
や
棟
に
出
る
人
魂
の

記
事
は
三
十
件
）
17
（

余
に
の
ぼ
る
が
、
死
者
の
家
の
屋
根
か
ら
出
る
、
あ
ま
り
高
く
は
飛

ば
な
）
18
（

い
、
家
の
棟
や
樹
梢
を
す
れ
す
れ
に
飛
）
19
（

ぶ
な
ど
と
、
そ
の
高
度
が
具
体
的
に
述

べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
古
代
か
ら
近
世
、
つ
い
近
年
に
至
る
ま
で
、

『
名
残
花
四
家
怪
譚
』
で
は
、

話
の
う
し
ろ
へ
天
井
の
う
ち
よ
り
、
怪
し
や
お
岩
が
幽
霊
さ
か
さ
ま
に
現
れ
出

で
、
藤
兵
衛
を
し
め
殺
し
、
虚
空
は
る
か
に
飛
び
去
り
し
か
ば
、

と
記
さ
れ
、
天
井
か
ら
さ
か
さ
ま
に
現
れ
る
演
出
が
い
か
に
印
象
的
で
あ
っ
た
か
は
、

挿
絵
（
図
12
）
の
お
岩
が
上
方
か
ら
絵
の
枠
を
超
え
る
形
で
出
現
し
て
い
る
こ
と
か

ら
も
想
像
が
付
く
。

　

ま
た
、
歌
川
国
芳
の
画
く
歌
舞
伎
の
『
東
山
桜
荘
子
』、
通
称
佐
倉
義
民
伝
は
、

直
訴
を
し
て
磔
に
さ
れ
た
浅
倉
当
吾
（
佐
倉
惣
五
郎
）
の
怨
霊
が
現
れ
る
場
面
（
図

13
）
で
あ
る
。
磔
で
殺
さ
れ
た
当
吾
の
幽
霊
は
両
手
を
広
げ
た
姿
と
な
っ
て
、
井
戸

で
殺
さ
れ
た
の
で
も
女
の
嫉
妬
で
も
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
天
井
際
の
欄
間
の
花

の
丸
の
中
か
ら
、
さ
か
さ
ま
に
舞
台
に
登
場
し
て
い
る
。

　

記
述
に
お
い
て
も
、
幽
霊
は
し
ば
し
ば
天
井
に
出
現
す
る
。『
遠
野
物
語
拾
）
21
（

遺
』

百
六
十
七
話
で
は
、
娘
と
二
人
で
暮
ら
し
て
い
た
父
親
が
幽
霊
と
な
っ
て
毎
晩
出
る

の
で
、
町
内
の
若
者
が
番
を
し
に
来
る
と
、
父
親
は
二
階
裏
の
張
板
に
取
り
付
い
て
、

娘
の
方
を
睨
む
よ
う
に
見
て
い
た
と
い
う
。
ま
た
、
浅
井
了
意
『
狗
張
子
』
の
「
蝟

虫
祟
り
を
な
す
」
で
は
、
死
ん
だ
宥
快
法
師
に
魅
入
ら
れ
た
孫
四
郎
が
死
ぬ
場
面
で
、



図 13　歌川国芳『東山桜荘子』（三枚続の内）
欄間から出た浅倉当吾（佐倉惣五郎）の霊

図 14　『夭怪着到牒』天明
7年（1787）「さか女」
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「
さ
か
さ
ま
の
幽
霊
」
再
考　
　
　

山
本
陽
子

た
二
つ
の
空
間
を
上
下
か
ら
交
錯
さ
せ
、
そ
こ
に
超
現
実
的
な
空
間
を
つ
く
り
だ
し

た
」
と
、
評
価
す
る
。
な
ら
ば
幽
霊
の
さ
か
さ
ま
と
は
、
生
者
と
死
者
と
い
う
二
つ

の
世
界
の
接
点
で
、
あ
え
て
異
な
る
世
界
に
顔
を
出
そ
う
と
す
る
姿
と
い
う
こ
と
に

な
る
。

四　

さ
か
さ
ま
と
屋
根
の
上

　

そ
れ
で
は
な
ぜ
、
屋
根
の
高
さ
と
地
上
と
い
う
二
層
の
世
界
間
の
交
錯
が
、
さ
か

さ
ま
と
い
う
形
で
表
現
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
、
こ
こ
で
幽
霊
と
同
じ
く
屋
根

ほ
ど
の
高
さ
に
現
れ
る
と
さ
れ
る
妖
怪
に
視
野
を
拡
げ
て
、
類
例
を
見
た
い
。「
曾

根
崎
の
逆

さ
か
さ
ま

女
」
は
、『
好
色
五
人
女
』
の
「
踊
は
く
づ
れ
桶
夜
更
け
て
化
）
25
（
物
」
に
、

大
阪
天
満
の
「
七
つ
の
化
物
」
の
一
つ
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
特
に
補
足
説
明

が
書
か
れ
て
い
な
い
ほ
ど
当
時
は
有
名
な
怪
異
で
あ
っ
た
と
い
い
、
服
部
は
井
戸
に

投
げ
込
ま
れ
た
幽
霊
の
噂
を
背
景
に
し
た
も
の
と
推
測
す
る
が
、

こ
れ
皆
、
年
を
重
ね
し
狐
狸
の
業
ぞ
か
し
。

と
本
文
に
書
か
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
逆
女
は
化
物
に
分
類
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

こ
れ
と
同
一
か
否
か
は
判
ら
な
い
が
、
こ
の
百
年
後
の
『
夭ば

け

怪も
の

着ち
や
く

到と
う

牒ち
よ
う』

に）26
（

も
、

「
さ
か
女
」（
図
14
）
が
挙
げ
ら
れ
、

ま
さ
し
く
宥
快
ほ
う
し
が
声
と
し
て
、
孫
四
郎
殿
い
ざ
い
ざ
と
い
ふ
声
の
家
の

天
井
に
聞
こ
え
し
こ
そ
お
そ
ろ
し
け
れ
。

と
あ
る
。
天
井
か
ら
現
れ
る
幽
霊
は
「
怪
異
・
妖
怪
伝
承
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
に
も

四
）
22
（
件
、「
天
井
で
声
が
す
る
の
は
魂
が
帰
っ
て
来
た
か
ら
」
と
い
う
聞
き
書
）
23
（
き
な
ど

が
見
出
さ
れ
る
。

　

歌
舞
伎
に
お
け
る
「
さ
か
さ
ま
の
幽
霊
」
が
、
井
戸
に
投
げ
込
ま
れ
た
も
の
で
あ

っ
て
も
高
い
と
こ
ろ
か
ら
出
現
す
る
理
由
は
、
遊
離
し
た
ば
か
り
の
死
者
の
魂
が
い

る
と
さ
れ
る
屋
根
や
棟
の
高
さ
に
求
め
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
こ
の
死

者
の
魂
が
浮
遊
す
る
高
さ
の
異
空
間
か
ら
、
幽
霊
の
さ
か
さ
ま
の
姿
勢
を
説
明
す
る

こ
と
が
で
き
る
の
か
。

　

渡
辺
）
24
（

保
は
、
さ
き
の
人
形
浄
瑠
璃
『
け
い
せ
い
反
魂
香
』
に
お
い
て
、
幽
霊
が
熊

野
詣
の
場
面
で
さ
か
さ
ま
の
姿
と
な
り
、

ま
っ
さ
か
さ
ま
に
天
を
ふ
み
。
両
手
を
は
こ
ん
で
あ
ゆ
み
行
。

こ
と
に
よ
っ
て
相
手
に
幽
霊
と
気
づ
か
れ
る
趣
向
を
取
り
上
げ
、「
次
元
の
異
な
っ

さ
か
女
は
よ
い
の
う
ち
に
て
も

さ
び
し
き
と
こ
ろ
に
は
い
る
も

の
な
り　

ひ
ろ
に
は
、
長
ろ
う

か
ま
た
は
つ
ね
づ
ね
せ
つ
い
ん

に
も
い
る
こ
と
あ
れ
ば
女
中
が

た
は
ご
よ
う
じ
ん

と
あ
る
。
寂
し
い
所
な
ら
あ
ち
こ
ち



図 16　葛飾北斎「化物屋舗之図」（部
分）覗き込む二匹の妖怪

図 15　歌川国芳「百物語化物屋敷の図」（部分）軒から覗き込む女
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身
を
乗
り
出
す
と
こ
ろ
を
家
の
中
か
ら
見
れ
ば
、
軒
端
か
ら
頭
を
下
に
降
り
て
く
る

姿
、
す
な
わ
ち
「
さ
か
さ
ま
の
幽
霊
」
の
形
に
な
る
。

　

化
物
が
こ
の
よ
う
な
現
れ
方
で
描
か
れ
る
の
は
、
国
芳
の
浮
世
絵
に
限
ら
な
い
。

葛
飾
北
斎
の
「
化
物
屋
舗
之
図
」（
図
16
）
に
お
い
て
も
、
屋
根
の
軒
か
ら
逆
さ
に

下
を
覗
く
二
匹
の
妖
怪
が
描
か
れ
て
い
る
。
白
い
大
鼠
の
よ
う
な
妖
怪
の
左
に
、
着

物
を
着
な
が
ら
毛
の
生
え
た
、
異
常
に
胴
の
長
い
妖
怪
が
、
軒
か
ら
逆
さ
に
上
半
身

を
ぶ
ら
下
げ
て
、
下
の
人
間
の
肩
と
手
首
に
両
手
を
か
け
て
い
る
。
軒
か
ら
逆
様
に

覗
く
姿
は
、
家
の
中
を
伺
い
、
人
を
脅
か
そ
う
と
す
る
悪
意
を
感
じ
さ
せ
る
。

　

軒
か
ら
さ
か
さ
ま
に
家
の
中
を
覗
く
こ
の
形
は
、
江
戸
時
代
の
幽
霊
や
妖
怪
が
初

め
て
で
は
な
い
。
よ
く
知
ら
れ
た
も
の
に
、
延
慶
二
年
（
一
三
〇
九
）
の
『
春
日
権

現
験
記
絵
』
巻
八
第
二
段
の
疫
神
（
図
17
）
の
図
像
が
あ
る
。
疫
病
が
流
行
っ
た
と

き
に
、
大
舎
人
入
道
な
る
者
が
『
唯
識
論
』
の
功
徳
で
疫
病
を
免
れ
た
話
を
本
文
と

し
、
疫
病
の
男
の
家
で
軒
か
ら
さ
か
さ
ま
に
ぶ
ら
下
が
っ
て
中
を
覗
き
込
む
赤
鬼
は
、

腰
に
小
槌
を
差
し
て
い
る
。
鷹
巣
）
27
（

純
に
拠
れ
ば
、
こ
の
槌
で
叩
か
れ
た
者
は
そ
の
箇

所
が
痛
み
、
病
む
と
さ
れ
る
の
で
、
こ
れ
は
疫
神
を
意
味
す
る
。

に
出
現
し
女
中
達
を
脅
か
す
と
い
う
の
で
、
化
物
に
類
す
る
と
思
し
い
が
、
こ
の

「
さ
か
女
」
は
足
の
な
い
幽
霊
姿
で
描
か
れ
て
い
る
。
そ
の
姿
は
手
を
合
わ
せ
、
髪

を
靡
か
せ
、
あ
た
か
も
虚
空
か
ら
現
世
へ
と
、
頭
か
ら
さ
か
飛
び
込
み
を
し
て
き
た

よ
う
に
見
え
る
。
さ
か
さ
ま
と
い
う
形
は
、
迷
え
る
魂
が
い
る
屋
根
や
棟
の
高
さ
の

空
間
か
ら
、
地
上
の
現
世
へ
姿
を
現
す
と
き
の
姿
勢
に
由
来
し
た
の
で
は
な
い
か
。

　

こ
こ
で
歌
川
国
芳
の
「
百
物
語
化
物
屋
敷
の
図
」（
図
15
）
を
見
た
い
。「
林
屋
正

蔵
工
夫
の
怪
談
」
と
あ
り
、
当
時
の
怪
談
に
基
づ
い
た
ら
し
い
。
注
目
す
べ
き
は
あ

ば
ら
屋
の
右
側
の
屋
根
で
、
軒
庇
と
の
間
に
白
い
着
物
の
女
が
さ
か
さ
ま
に
這
い
つ

く
ば
り
、
家
の
中
を
覗
き
込
み
、
髪
が
だ
ら
り
と
屋
根
の
外
へ
垂
れ
て
い
る
。
化
物

と
は
あ
っ
て
も
、
白
い
帷
子
や
解
き
放
っ
た
髪
は
幽
霊
に
近
い
。
こ
の
女
が
さ
ら
に



図 18　鳥山石燕『画図百鬼
夜行』「せうけら」

図 19　称名寺蔵「弘法大師修禅図」（部分）覗き込む天狗達

図 17　『春日権現験記絵』巻八第二段（模本・部分）覗き込む疫神
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「
さ
か
さ
ま
の
幽
霊
」
再
考　
　
　

山
本
陽
子

を
妨
げ
る
た
め
僧
を
魔
道
に
落
と
そ
う
と
隙
を
う
か
が
っ
て
い
る
」
場
面
と
解
）
28
（
説
さ

れ
る
。
疫
神
で
あ
れ
天
狗
で
あ
れ
、
軒
か
ら
逆
様
に
家
の
中
を
覗
く
こ
の
よ
う
な
形

は
、
人
に
害
を
な
そ
う
と
す
る
忌
む
べ
き
姿
な
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
に
し
て
も
、
な
ぜ
こ
の
逆
さ
覗
き
の
よ
う
な
苦
し
い
姿
勢
を
取
る
の
だ
ろ
う

か
。
天
狗
で
あ
れ
ば
飛
べ
る
の
だ
か
ら
、
屋
根
に
し
が
み
つ
か
ず
に
空
中
に
留
ま
っ

て
い
れ
ば
良
い
の
で
あ
り
、
そ
も
そ
も
疫
病
神
は
、
病
人
と
同
じ
地
上
か
ら
様
子
を

う
か
が
っ
て
も
良
さ
そ
う
な
も
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
人
魂
や
幽
霊
と
同
じ
く

屋
根
・
軒
・
天
井
の
よ
う
な
高
さ
が
、
天
狗
や
疫
神
た
ち
の
居
場
所
と
考
え
ら
れ
て

い
た
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

　

天
狗
や
疫
神
が
覗
く
と
さ
れ
た
屋
根
の
上
と
い
う
高
さ
は
、
さ
き
に
挙
げ
た
死
者

　

こ
の
よ
う
な
姿
の
疫
神

は
、
十
四
世
紀
の
『
善
光

寺
如
来
絵
伝
』
の
う
ち
満

性
寺
本
や
中
野
太
子
堂
本

で
、
月
蓋
長
者
の
娘
が
病

む
場
面
で
病
室
の
屋
根
に

描
か
れ
、
十
六
世
紀
の
出

光
美
術
館
蔵
「
六
道
十
王

図
」
の
出
産
す
る
女
の
家

の
屋
根
に
も
見
ら
れ
、
さ

か
さ
ま
の
姿
は
、
疫
神
が

取
り
付
く
相
手
の
様
子
を

伺
う
姿
と
考
え
ら
れ
る
。

近
世
に
お
い
て
も
、
屋
根

で
は
な
く
天
窓
か
ら
逆
さ

に
覗
く
よ
う
に
変
え
ら
れ
た
姿
で
、
鳥
山
石
燕
の
『
画
図
百
鬼
夜
行
』
に
「
せ
う
け

ら
」（
庚
申
待
の
夜
に
寝
て
し
ま
っ
た
者
に
災
い
を
も
た
ら
す
鬼
）（
図
18
）
と
し
て

描
か
れ
て
い
る
。

　

同
様
の
姿
勢
を
取
る
も
の
に
天

狗
が
あ
る
。
称
名
寺
蔵
の
「
弘
法

大
師
修
禅
図
」（
図
19
）
で
は
屋

内
で
三
鈷
を
取
り
経
を
読
む
弘
法

大
師
の
家
の
軒
に
、
頭
を
下
に
し

て
中
の
様
子
を
う
か
が
う
二
羽
の

天
狗
が
描
か
れ
、「
仏
法
の
弘
通
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昇
る
方
向
・
沈
む
方
向
、
身
体
の
右
・
左
と
分
け
、
好
ま
し
く
な
い
後
者
を
妖
怪
が

出
る
空
間
と
す
）
33
（
る
が
、
幽
霊
や
疫
神
や
天
狗
が
跋
扈
す
る
屋
根
の
高
さ
は
、
こ
の
分

類
に
は
想
定
さ
れ
て
い
な
い
。

　

し
か
し
、
日
常
の
ほ
ん
の
少
し
上
の
こ
の
高
さ
が
、
か
つ
て
は
迷
え
る
魂
や
、
験

力
は
持
つ
が
妄
執
の
た
め
に
成
仏
で
き
な
い
、
神
と
も
魔
と
も
つ
か
ぬ
者
た
ち
の
跋

扈
す
る
異
界
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
、
こ
こ
で
指
摘
し
た
い
。

　

な
ぜ
そ
れ
が
高
空
で
は
な
く
、
屋
根
棟
す
れ
す
れ
の
高
さ
な
の
か
、
そ
の
意
味
を

う
か
が
わ
せ
る
の
が
『
本
朝
神
仙
伝
』
の
「
竿
打
ち
の
仙
の
）
34
（
事
」
で
あ
る
。

竿
打
ち
の
仙
は
大
和
の
国
の
人
な
り
け
り
。
仙
の
道
を
学
べ
ど
も
俗
骨
猶
し
重

く
し
て
、
薬
餌
の
力
も
施
し
難
く
ぞ
あ
り
け
る
。
地
を
離
れ
て
飛
べ
ど
も
、
そ

の
高
さ
七
八
尺
に
過
ぎ
ざ
り
し
か
ば
、
年
少
き
児
童
ら
皆
竿
を
捧
げ
て
追
ひ
た

り
。
故
に
此
る
名
を
ぞ
得
た
り
け
る
。
そ
の
終
つ
る
と
こ
ろ
を
知
ら
ざ
り
け
り
。

と
、
竿
が
届
い
て
追
い
回
さ
れ
る
高
さ
七
八
尺
ほ
ど
の
高
さ
で
し
か
飛
べ
な
い
の
は
、

俗
骨
が
重
く
仙
人
と
し
て
不
完
全
な
た
め
と
い
う
。
こ
の
竿
が
届
く
ほ
ど
の
高
さ
が
、

多
少
は
験
力
を
使
え
る
が
そ
れ
以
上
に
は
至
ら
な
い
、
中
途
半
端
な
者
達
の
飛
べ
る

限
界
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
地
上
七
八
尺
の
異
界
が
こ
の
世
と
交
わ
る
場
所
が
、
境
界
と
さ
れ
る
。
こ
の

境
界
が
ど
の
よ
う
な
も
の
と
考
え
ら
れ
た
の
か
、
規
範
に
な
っ
た
と
思
し
き
も
う
一

つ
の
異
空
間
が
、
身
近
に
あ
る
。
水
の
世
界
で
あ
る
。
水
の
生
き
物
の
多
く
は
水
か

ら
出
て
は
生
き
ら
れ
ず
、
人
も
水
の
中
で
は
生
き
ら
れ
な
い
。
け
れ
ど
も
人
は
上
か

ら
水
の
中
を
覗
き
込
ん
だ
り
、
手
や
足
を
入
れ
て
脅
か
し
た
り
、
時
に
は
頭
か
ら
水

に
潜
っ
て
、
漁
を
し
た
り
も
す
る
。
す
ぐ
上
の
異
界
か
ら
人
を
覗
き
込
む
幽
霊
や
疫

神
や
天
狗
の
姿
は
、
人
が
優
位
に
水
界
を
見
下
す
様
の
相
似
形
と
し
て
想
定
さ
れ
て

い
た
の
で
は
な
い
か
。

　

人
は
水
に
突
き
出
た
岩
や
橋
か
ら
身
を
乗
り
出
し
て
水
面
を
見
る
。
幽
霊
や
疫

か
ら
抜
け
出
し
た
ば
か
り
の
魂
や
、
浮
か
ば
れ
な
い
幽
霊
の
い
る
空
間
で
も
あ
る
。

天
狗
も
『
源
平
盛
衰
記
』
に
は
住
吉
明
神
に
よ
る
天
狗
の
説
明
と
し
て
、

聊
通
力
を
え
た
る
畜
類
也
。
此
に
付
て
三
品
あ
り
。
一
に
は
天
魔
、
諸
の
智
者

学
匠
の
、
無
道
心
に
し
て
、
驕
慢
の
甚
き
也
。
其
無
道
心
の
智
者
の
死
す
れ
ば
、

必
天
魔
と
申
鬼
に
成
候
也
。（
後
略
）

と
、
知
者
で
は
あ
る
が
、
甚
だ
し
い
驕
慢
や
、
無
道
心
の
持
ち
主
が
死
し
て
な
る
と

さ
れ
る
。
ま
た
『
太
平
記
』
巻
第
二
十
七
「
雲
景
未
来
記
事
」
に
、
権
力
闘
争
に
敗

北
し
て
死
ん
だ
帝
や
高
僧
た
ち
が
天
狗
と
な
っ
て
集
っ
た
場
面
が
書
か
れ
る
よ
う
に
、

高
位
な
が
ら
も
不
遇
の
内
に
死
ん
だ
者
と
も
見
ら
れ
る
。

　

疫
神
に
つ
い
て
も
、
例
え
ば
『
今
昔
物
語
集
』
巻
第
二
十
七
「
或
所
膳
部
見
善
男

伴
大
納
言
霊
語
第
十
一
」
で
、
伴
大
納
言
の
霊
が
自
ら
「
伊
豆
ノ
国
ニ
被
配
流
テ
早

ク
死
ニ
キ
。
其
レ
ガ
行え

や
み
の
か
み

疫
流
行
神
ト
成
テ
有
ル
成
」
と
名
乗
る
よ
う
に
、
浮
か
ば
れ

な
い
死
者
が
疫
神
と
な
る
と
い
う
考
え
方
が
存
在
す
る
。
疫
神
も
天
狗
も
、
人
間
を

超
え
た
神
通
力
を
持
つ
も
の
の
成
仏
は
で
き
な
い
、
浮
か
ば
れ
ぬ
魂
と
い
う
幽
霊
と

共
通
す
る
性
質
を
持
っ
て
い
る
。
死
者
か
ら
抜
け
出
し
た
魂
や
幽
霊
が
浮
遊
す
る
と

さ
れ
た
屋
根
や
棟
の
高
さ
は
、
同
様
の
性
格
を
持
つ
天
狗
や
疫
神
が
跋
扈
す
る
空
間

と
も
さ
れ
て
い
た
。

五　

屋
根
の
上
の
異
界

　

こ
の
日
常
の
す
ぐ
上
に
想
定
さ
れ
た
屋
根
ほ
ど
の
高
さ
の
異
空
間
は
、
仏
教
の
六

道
も
し
く
は
地
獄
極
楽
の
よ
う
な
世
界
）
29
（

観
に
も
、
谷
原
博
）
30
（

信
や
諏
訪
春
）
31
（

雄
が
ま
と
め

る
日
本
の
他
界
観
と
し
て
の
天
上
他
界
・
地
下
他
界
、
山
中
他
界
・
海
上
他
界
・
西

方
他
界
・
東
方
他
）
32
（

界
と
い
う
死
者
の
行
く
他
界
の
概
念
に
も
入
っ
て
は
い
な
い
。
ま

た
、
小
松
和
彦
は
空
間
を
、
近
い
・
遠
い
、
前
方
・
後
方
、
上
方
・
下
方
、
太
陽
が



図 20　鳥山石燕『今昔画図
続百鬼』「天井下」

図 21　歌川国輝「本所七不思議之内」「足
洗邸」
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山
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子

み
魚
を
驚
か
せ
て
戯
れ
る
よ
う
に
、
天
井
か
ら
手
や
足
が
突
き
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

天
井
か
ら
下
が
っ
て
き
た
足
を
洗
え
と
い
う
足
洗
屋
敷
の
怪
も
、
足
を
水
に
浸
し
て

洗
う
こ
と
に
擬
し
て
発
生
し
た
と
解
釈
で
き
る
。

　

そ
こ
で
、
異
界
の
幽
霊
が
屋
根
や
天
井
か
ら
す
ぐ
下
の
こ
の
世
に
全
身
を
現
し
た

と
こ
ろ
は
、
水
に
映
る
上
下
逆
の
影
や
、
さ
ら
に
は
水
中
に
頭
か
ら
飛
び
込
ん
で
潜

る
海
女
の
よ
う
な
さ
か
さ
ま
の
姿
と
し
て
想
像
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
後
者
の
例

と
な
る
、『
模
文
画
今
怪
談
』
の
男
女
の
不
義
者
の
幽
霊
（
図
11
参
照
）
や
、『
夭
怪

着
到
牒
』
の
「
さ
か
女
」（
図
14
参
照
）
の
頭
髪
や
衣
服
の
先
も
、
あ
た
か
も
動
線

の
よ
う
に
描
か
れ
、
上
か
ら
下
へ
の
急
速
な
動
作
を
表
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

結　

異
界
と
さ
か
さ
ま

　

本
論
は
、
近
世
初
期
に
幽
霊
が
さ
か
さ
ま
の
姿
に
想
定
さ
れ
た
理
由
を
、
幽
霊
が

出
現
す
る
と
さ
れ
る
「
高
さ
」
に
拠
っ
て
考
察
し
た
。
歌
舞
伎
に
お
い
て
「
さ
か
さ

ま
の
幽
霊
」
は
、
井
戸
に
投
げ
込
ま
れ
た
者
さ
え
も
、
高
い
位
置
か
ら
登
場
す
る
。

神
・
天
狗
達
の
異
界
で
あ
れ
ば
、
低
木
や
地
面
か
ら
七
八
尺
上
に
突
き
出
た
屋
根
が

こ
れ
に
あ
た
る
。
屋
根
は
人
の
世
と
の
境
界
と
な
り
、
彼
等
が
こ
の
世
へ
出
現
す
る

た
め
の
足
場
と
な
）
35
（
る
。
そ
こ
で
幽
霊
や
疫
鬼
、
天
狗
達
が
家
の
屋
根
に
貼
り
付
き
、

軒
か
ら
顔
を
出
し
て
逆
様
に
覗
い
た
姿
は
、
あ
た
か
も
岩
場
か
ら
水
面
下
を
見
る
か

の
よ
う
に
、
彼
ら
の
い
る
地
上
七
八
尺
の
異
界
か
ら
屋
根
を
足
が
か
り
と
し
て
、
直

下
に
あ
る
現
世
を
覗
き
込
ん
だ
場
面
、
現
世
か
ら
見
れ
ば
水
面
に
映
る
さ
か
さ
ま
の

水
影
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

屋
内
の
境
界
で
あ
る
天
井
の
さ
ま
ざ
ま
な
怪
異
も
、
同
様
に
解
釈
が
で
き
る
。
幽

霊
が
天
井
か
ら
現
れ
た
こ
と
は
先
に
『
名
残
花
四
家
怪
譚
』
の
お
岩
、『
遠
野
物
語

拾
遺
』
一
六
七
話
の
父
親
、『
狗
張
子
』
の
「
蝟
虫
祟
り
を
な
す
」
の
宥
快
法
師
に

見
た
。
鳥
山
石
燕
の
『
今
昔
画
図
続
百
）
36
（
鬼
』
に
は
天
井
を
破
っ
て
逆
様
の
姿
で
垂
下

し
て
く
る
妖
怪
の
「
天て

ん

井じ
よ
う

下く
だ
り」（
図
20
）
が
描
か
れ
て
い
る
。『
宿
直
草
』「
百
物
語

し
て
蜘
蛛
の
足
を
き
る
事
」
に
は
、
百
物
語
で
酒
を
飲
み
交
わ
し
て
い
る
と
こ
ろ
へ

天
井
か
ら
大
き
な
手
が
出
て
「
こ
こ
へ
も
ひ
と
つ
」
と
言
）
37
（

う
蜘
蛛
の
怪
異
が
あ
る
。

大
足
が
天
井
か
ら
出
る
怪
）
38
（
異
も
、『
発
心
集
』
巻
八
「
四
条
宮
の
半
者
人
を
呪
詛
し

て
乞
食
と
成
事
」
で
半
者
が
本
妻
を
呪
っ
た
結
果
の
「
天
井
の
中
か
ら
襪
は
き
た
る

足
の
一
尺
ば
か
り
な
る
を
さ
し
お
ろ
し
た
る
が
見
え
け
れ
ば
」
や
、
本
所
七
不
思
議

の
「
足
洗
屋
敷
」（
図
21
）
等
の
類
例
が
あ
る
。　

こ
れ
ら
の
怪
異
の
出
方
は
天
井

や
屋
根
を
水
面
に
見
立
て
れ
ば
、

理
解
し
や
す
い
。
水
面
に
顔
や
上

半
身
を
浸
け
て
水
中
を
覗
く
よ
う

に
、
幽
霊
は
天
井
か
ら
顔
を
覗
か

せ
手
を
入
れ
人
を
摑
み
上
げ
る
の

で
あ
り
、
水
に
手
や
足
を
突
っ
込
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た
理
由
の
全
て
で
は
な
い
。
葬
儀
が
在
世
時
と
逆
の
手
順
で
行
わ
れ
る
「
逆
さ

論
）
39
（
理
」
や
、
堕
地
獄
の
概
念
、
歌
舞
伎
や
人
形
浄
瑠
璃
の
演
出
に
も
拠
る
で
あ
ろ
う
。

な
か
で
も
服
部
論
の
眼
目
と
な
る
、
歌
舞
伎
の
幽
霊
役
が
逆
立
ち
す
る
軽
業
事
が
、

「
さ
か
さ
ま
の
幽
霊
」
の
視
覚
的
な
概
念
の
確
立
に
与
え
た
影
響
は
大
き
い
。
版
本

挿
絵
に
お
け
る
さ
か
さ
ま
の
幽
霊
が
、
歌
舞
伎
の
軽
業
事
の
場
面
を
も
と
と
し
て
絵

画
化
さ
れ
た
こ
と
は
、
説
教
集
や
物
語
の
挿
絵
の
幽
霊
ま
で
も
が
、
身
体
を
弓
な
り

に
し
て
平
衡
を
保
つ
逆
立
ち
の
姿
勢
で
描
か
れ
、
逆
立
ち
し
て
も
裾
が
は
だ
け
な
い

袴
状
の
も
の
を
穿
い
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
も
歌
舞
伎
の
幽
霊
が
高
い
と
こ
ろ
か
ら
現
れ
る
演
出
が
考
案
さ
れ
、
上
の

方
か
ら
出
現
す
る
役
者
が
幽
霊
で
あ
る
と
観
客
に
認
知
さ
れ
る
前
提
と
し
て
、
こ
の

世
の
ほ
ん
の
少
し
上
に
ま
だ
成
仏
し
て
い
な
い
死
者
の
魂
が
浮
遊
す
る
異
空
間
が
あ

る
、
と
い
う
共
通
し
た
認
識
が
あ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
屋
根
の
高

さ
の
異
界
か
ら
こ
の
世
に
、
水
面
に
影
を
映
し
た
り
、
水
に
潜
る
よ
う
に
現
れ
た
り

す
る
姿
と
し
て
想
像
さ
れ
た
も
の
が
、「
さ
か
さ
ま
の
幽
霊
」
の
原
形
と
な
っ
た
の

で
あ
る
。

　
註（

1
）　

服
部
幸
雄
「
さ
か
さ
ま
の
幽
霊
」『
さ
か
さ
ま
の
幽
霊　
〈
視
〉
の
江
戸
文
化
論
』
七
〇
〜
一
一
四

頁　

平
凡
社　

一
九
八
九
年

（
2
）　

松
田
修
「
補
陀
落
―
さ
か
さ
ま
の
国
」『
日
本
逃
亡
幻
譚
』
五
七
〜
一
〇
二
頁　

朝
日
新
聞
社　

一
九
七
八
年

（
3
）　

斎
藤
た
ま
「
逆
さ
」『
死
と
も
の
の
け
』
七
八
〜
八
一
頁　

新
宿
書
房　

一
九
八
六
年

（
4
）　

信
田
純
一
「
西
鶴
謎
絵
考
」『
語
文
』
三
二
号　

六
四
〜
七
九
頁　

一
九
七
四
年

（
5
）　
「
大
文
第
一
厭
離
穢
土　

第
一　

地
獄　

阿
鼻
地
獄
」
源
信
著　

石
田
瑞
麿
訳
『
往
生
要
集
』
三

六
頁　

岩
波
書
店　

一
九
九
二
年

（
6
）　

こ
の
よ
う
に
身
体
を
一
直
線
に
し
た
姿
の
挿
絵
が
極
め
て
少
な
い
こ
と
か
ら
は
、
ま
っ
す
ぐ
な

「
足
上
頭
下
」
の
姿
で
無
間
地
獄
に
落
下
し
て
ゆ
く
亡
者
の
図
像
は
、
こ
れ
ら
の
挿
絵
の
幽
霊
が
さ

か
さ
ま
に
描
か
れ
る
こ
と
へ
、
少
な
く
と
も
視
覚
的
な
影
響
は
与
え
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
高
さ
の
根
拠
を
求
め
て
、
平
安
時
代
も
し
く
は
古
代
中
国
か
ら
近
世
や
現
代
ま

で
存
続
し
て
い
る
、
死
者
か
ら
抜
け
出
し
た
魂
が
し
ば
ら
く
そ
の
家
の
屋
根
棟
に
留

ま
る
と
い
う
発
想
に
注
目
し
た
。
歌
舞
伎
の
役
者
絵
で
も
説
話
と
伝
承
に
お
い
て
も
、

幽
霊
や
人
魂
の
多
く
は
、
そ
の
屋
根
や
棟
、
天
井
と
い
う
高
さ
に
現
れ
る
と
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
屋
根
の
高
さ
の
異
空
間
は
、
日
本
に
お
い
て
死
者
が
行
く
と

考
え
ら
れ
て
き
た
天
上
・
地
下
、
山
中
・
海
上
の
い
ず
れ
の
他
界
に
も
含
ま
れ
な
い
。

　

屋
根
ほ
ど
の
高
さ
の
異
空
間
に
出
現
す
る
と
さ
れ
る
怪
異
は
、
幽
霊
に
限
ら
な
い
。

浮
世
絵
に
は
、
軒
先
や
天
井
か
ら
頭
を
下
に
半
身
を
ぶ
ら
下
げ
て
、
家
内
の
人
を
驚

か
す
妖
怪
が
描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
縁
起
絵
や
仏
画
に
は
、
屋
根
か
ら
身
を
乗
り
出

し
て
家
の
中
を
覗
く
疫
神
や
、
草
庵
の
屋
根
で
仏
法
修
行
を
妨
げ
よ
う
と
す
る
天
狗

の
姿
が
見
出
さ
れ
る
。
小
松
和
彦
が
分
類
す
る
よ
う
に
、
上
方
の
空
間
は
人
間
に
と

っ
て
好
ま
し
い
方
向
と
捉
え
ら
れ
る
の
に
対
し
、
妖
怪
は
死
体
や
地
獄
の
よ
う
な
忌

ま
わ
し
い
も
の
が
あ
る
下
方
か
ら
出
現
す
る
と
さ
れ
て
き
た
は
ず
で
あ
る
が
、
日
常

の
す
ぐ
上
と
い
う
屋
根
ほ
ど
の
高
さ
に
限
っ
て
は
、
幽
霊
や
疫
神
や
天
狗
と
い
っ
た

好
ま
し
く
な
い
も
の
の
跋
扈
す
る
異
空
間
に
想
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
地
上
七
八
尺
の
高
さ
の
異
界
と
、
地
上
の
世
界
と
の
接
点
と
な
っ
た
の
が
、

屋
根
や
天
井
、
軒
先
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
世
界
が
交
わ
る
面
は
、
も
う
一
つ
の
身

近
な
異
界
で
あ
る
水
の
世
界
の
水
面
に
な
ぞ
ら
え
て
想
定
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
人
が

川
岸
の
岩
か
ら
身
を
乗
り
出
し
て
水
中
の
生
き
物
を
眺
め
る
よ
う
に
、
疫
神
や
天
狗

は
軒
先
か
ら
半
身
を
ぶ
ら
下
げ
て
家
内
を
覗
き
、
人
が
水
に
手
足
を
浸
す
よ
う
に
、

異
界
の
天
井
か
ら
手
や
足
を
突
き
出
し
た
と
す
る
の
が
、
足
洗
屋
敷
な
ど
の
怪
異
で

あ
ろ
う
。
そ
し
て
水
面
に
映
る
よ
う
な
さ
か
さ
ま
の
影
や
、
あ
た
か
も
頭
か
ら
水
に

潜
る
よ
う
に
異
界
か
ら
亡
者
が
直
下
の
こ
の
世
に
逆
飛
び
込
み
を
す
る
よ
う
に
全
身

を
現
し
た
姿
が
、「
さ
か
さ
ま
の
幽
霊
」
と
し
て
想
像
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
異
界
か
ら
の
出
現
の
み
が
、「
さ
か
さ
ま
の
幽
霊
」
が
流
布
し
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山
本
陽
子

C
1130033-000

・C
2010342-000

・C
2020119-000

・C
2020121-000

・C
2020123-000

・

C1920027-000

・C4510196-000

）
棟
で
出
た
追
加
九
件
（1230289

・1232990

・1232991

・

1870007

・1870009

・1140142

・2180421

・0310058

・0200227

）
が
、
該
当
す
る
。

（
18
）　

山
口
最
子
「
遠
野
採
訪
記
」『
女
性
と
経
験
』
七
号　

二
一
〜
二
四
頁　

一
九
八
二
年

（
19
）　

斉
藤
源
三
郎
「
人
魂
に
就
い
て
」『
旅
と
伝
説
』
九
四
号　

四
六
〜
四
七
頁　

一
九
三
五
年

（
20
）　

田
中
貴
子
は
、
足
の
な
い
幽
霊
の
概
念
の
由
来
と
し
て
、
死
者
の
魂
が
戻
っ
て
来
る
と
い
う
「
反

魂
香
」
の
煙
の
中
に
立
ち
現
れ
た
死
者
の
絵
を
考
え
る
。（「「
九
相
図
」
と
「
反
魂
香
」
結
び
つ
い

て
解
け
る
謎
」『
西
日
本
新
聞
』
二
〇
一
二
年
十
月
二
九
日
付
文
化
面
）
香
煙
が
幽
霊
の
概
念
に
関

わ
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
亡
魂
の
居
場
所
と
想
定
さ
れ
る
屋
根
棟
や
天
井
は
ま
た
、
香
煙
が
立
ち
昇

り
漂
う
に
相
応
し
い
高
さ
と
も
言
い
得
る
で
あ
ろ
う
。

（
21
）　

柳
田
国
男
『
遠
野
物
語
』
再
版
増
補
分　

一
九
三
五
年

（
22
）　

国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
「
怪
異
・
妖
怪
伝
承
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」（http://w

w
w
.nichi 

bun.ac.jp/Y
oukaiD

B2/index.htm
l

）
の
「
天
井
」
の
検
索
で
出
た
記
事
の
う
ち
（0570047

・

2360725

・2470066

・0010022

）
の
四
件

（
23
）　
「
岡
山
県
川
上
郡
備
中
町
旧
湯
野
村
」『
民
俗
採
訪
』
昭
和
三
十
六
年
度
号　

三
〜
七
一
頁　

一
九

六
三
年

（
24
）　

渡
辺
保
「
死
に
つ
い
て
の
断
章
」『
も
う
一
つ
の
日
本
美　

前
近
代
の
悪
と
死
』
三
一
〜
三
九
頁　

美
術
出
版
社　

一
九
六
五
年
（
こ
の
箇
所
は
服
部
論
文
の
註
12
に
引
用
さ
れ
、
同
論
文
と
齟
齬
し
な

い
と
さ
れ
る
）

（
25
）　

井
原
西
鶴
『
好
色
五
人
女
』
貞
享
三
年
（
一
六
八
六
）

（
26
）　

北
尾
政
美
画
『
夭ば
け

怪も
の

着ち
や
く

到と
う

牒ち
よ
う』

天
明
七
年
（
一
七
八
七
）

（
27
）　

鷹
巣
純
「
物
語
ら
れ
た
六
道
図
像　

善
光
寺
絵
伝
へ
の
六
道
絵
の
影
響
」『
ア
ジ
ア
遊
学
』
七
九

「
共
生
す
る
神
・
人
・
仏
」
二
一
四
〜
二
三
五
頁　

二
〇
〇
五
年

（
28
）　

称
名
寺
蔵
『
弘
法
大
師
修
禅
図
』
江
戸
時
代
（
十
九
世
紀
）　
（『
天
狗
推
参
！
』
図
版
二
七　

神

奈
川
県
立
歴
史
博
物
館　

二
〇
一
〇
年
）

（
29
）　

宮
次
男
『
日
本
の
美
術
』
二
七
一
号
「
六
道
絵
」
至
文
堂　

一
九
八
八
年
・
加
須
屋
誠
『
国
宝
と

歴
史
の
旅
』
六
「
地
獄
と
極
楽
」
朝
日
新
聞
社　

二
〇
〇
〇
年
・『
異
界
万
華
鏡
―
あ
の
世
・
妖

怪
・
占
い
―
』
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館　

二
〇
〇
一
年
、
鷹
巣
純
『
描
か
れ
た
極
楽
と
地
獄
』
出
光

美
術
館　

二
〇
〇
二
年
、
な
ど

（
30
）　

谷
原
博
信
「
蘇
生
譚
の
系
譜
」『
寺
院
縁
起
と
他
界
』
二
二
〇
〜
二
五
一
頁　

岩
田
書
院　

一
九

九
八
年

（
31
）　

強
い
て
言
え
ば
、
諏
訪
春
雄
（
註
32
参
照
）
が
挙
げ
る
中
有
に
近
い
が
、
こ
れ
は
死
か
ら
死
者
の

行
き
先
が
決
ま
る
四
十
九
日
ま
で
を
指
す
時
間
の
概
念
で
あ
る
。

（
7
）　

日
本
芸
術
文
化
振
興
会
の
「
文
化
デ
ジ
タ
ル
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
」
南
北
劇
の
特
色
（http://w

w
w
2. 

ntj.jac.go.jp/dglib/contents/learn/edc15/tokusyoku/keren/ke3.htm
l

）
に
拠
る
。

（
8
）　
『
正
法
念
処
経
』
巻
十
三
（『
大
正
新
修
大
蔵
経
』
巻
十
七　

七
七
頁
）

（
9
）　

唐
来
参
和
筆　

鳥
文
斎
栄
之
画
『
模
文
画
今
怪
談
」
天
明
八
年
（
一
七
八
八
）
刊
（
近
藤
瑞
木
編

『
江
戸
怪
談
・
妖
怪
絵
本
集
成
』
国
書
刊
行
会　

二
〇
〇
二
年
、
に
よ
る
）・
本
書
に
も
『
因
果
物

語
』
の
「
さ
か
さ
ま
の
幽
霊
」
の
類
話
が
載
る
。

（
10
）　
「
復
者
一
人
、
以
爵
弁
服
、
簪
裳
于
衣
、
左
何
之
、
扱
領
于
帯
。
升
自
前
東
榮
、
中
屋
北
面
招
以

衣
、
曰
皋
、
某
復
三
、」（
後
略
）（
池
田
末
利 

訳
註
「
士
喪
禮
」『
儀
禮
』
Ⅳ　

東
海
大
学
出
版
会　

一
九
七
六
年
）

（
11
）　

佐
藤
弘
夫
「
呼
び
戻
さ
れ
る
魂
」『
死
者
の
ゆ
く
え
』
三
六
〜
三
七
頁　

岩
田
書
院　

二
〇
〇
八

年

（
12
）　

斎
藤
た
ま
「
魂
よ
び
」『
死
と
も
の
の
け
』
一
九
〜
二
八
頁　

新
宿
書
房　

一
九
八
六
年

（
13
）　

国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
「
怪
異
・
妖
怪
伝
承
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」（http://w

w
w
.nichi 

bun.ac.jp/Y
oukaiD

B2/index.htm
l

）
の
「
屋
根
」
の
検
索
で
出
た
以
下
十
六
件
（1232352

・

1232390

・0240014

・2181935

・2360855

・0160067
・0160068

・1830165

・2363122

・

2363123

・C
1040119-000

・0700279

・C
1510187-000

・C
1510270-000

・1680008

・

C1920036-000

）「
棟
」
の
検
索
で
出
た
追
加
五
件
（1232389

・2181905

・1830164

・

2363526

・2366084

）
が
、
魂
呼
ば
い
に
該
当
す
る
。

（
14
）　

萩
原
秀
三
郎
「
飛
来
す
る
タ
マ
、
死
と
病
」『
鬼
の
復
権
』
一
一
八
〜
一
二
六
頁　

吉
川
弘
文
館　

二
〇
〇
四
年

（
15
）　

国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
「
怪
異
・
妖
怪
伝
承
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」（http://w

w
w
.nichi 

bun.ac.jp/Y
oukaiD

B2/index.htm
l

）
の
「
屋
根
」
の
検
索
で
出
た
記
事
以
下
十
一
件

（2180120

・1350032

・1310016

・2363299

・2363322

・1720069

・C
0410322-000

・
1310255

・C1840041-000

・C1840042-000

・C2030002-000

）「
棟
」
の
検
索
で
出
た
追
加
六
件

（1232377

・1232378

・1232404

・1232424

・1232439

・2180120

）
が
挙
げ
ら
れ
る
。
た
だ
し

魂
の
留
ま
る
期
間
は
三
十
五
日
や
三
年
な
ど
、
異
説
も
含
む
。

（
16
）　

国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
「
怪
異
・
妖
怪
伝
承
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」（http://w

w
w
.nichi 

bun.ac.jp/Y
oukaiD

B2/index.htm
l

）
の
「
屋
根
」
の
検
索
で
出
た
以
下
四
件
（2363299

・

2363322

・C0410322-000

・C2220132-000

）
の
記
事
が
該
当
す
る
。

（
17
）　

国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
「
怪
異
・
妖
怪
伝
承
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」（http://w

w
w
.nichi-

bun.ac.jp/Y
oukaiD

B2/index.htm
l

）
の
「
屋
根
」
の
検
索
で
出
た
記
事
の
う
ち
以
下
の
二
十
二

件
（1232767

・1230517

・2180029

・2181849

・2181787

・2180120

・0400005

・1090040

・

0370004

・1100088

・1100099

・1100156

・1100160

・1310286

・C
1130032-000

・
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明
星
大
学
研
究
紀
要
【
人
文
学
部
・
日
本
文
化
学
科
】
第
二
十
一
号　

二
〇
一
三
年

（
32
）　

諏
訪
春
雄
「
日
本
人
の
他
界
観
」『
霊
魂
の
文
化
史　

神
・
妖
怪
・
鬼
の
日
中
比
較
研
究
』
一
七

九
〜
一
九
八
頁　

勉
誠
出
版　

二
〇
一
〇
年

（
33
）　

小
松
和
彦
「
妖
怪
と
は
な
に
か
」『
妖
怪
学
新
考　

妖
怪
か
ら
見
る
日
本
人
の
心
』
小
学
館　

一

九
九
四
年

（
34
）　

大
江
匡
房
「
竿
打
ち
の
仙
の
事
」『
本
朝
神
仙
伝
』（
承
徳
元
年
（
一
〇
九
七
）
頃
）

（
35
）　

大
阪
市
立
美
術
館
蔵
「
平
家
物
語
図
屛
風
」
は
、
屋
根
上
に
天
狗
達
を
描
い
て
い
る
（『
天
狗
推

参
！
』
図
版
二
十
六　

神
奈
川
県
立
歴
史
博
物
館　

二
〇
一
〇
年
）。『
平
家
物
語
』
巻
五
「
物
怪
之

沙
汰
」
の
、
遷
都
先
の
福
原
で
大
木
の
倒
れ
る
音
、
二
三
十
人
が
ど
っ
と
笑
う
声
を
「
天
狗
の
所

為
」
と
し
て
、
声
の
方
へ
蟇
目
の
矢
を
射
さ
せ
る
場
面
で
、
本
文
に
見
え
な
い
天
狗
達
を
屋
根
の
上

に
想
定
し
た
の
で
あ
る
。

（
36
）　

鳥
山
石
燕
『
今
昔
画
図
続
百
鬼
』「
明
」
安
永
八
年
（
一
七
八
八
）

（
37
）　

荻
田
安
静
「
百
物
語
し
て
蜘
蛛
の
足
を
き
る
事
」『
宿
直
草
』
巻
二　

延
宝
五
年
（
一
六
七
七
）

（
38
）　

国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
「
怪
異
・
妖
怪
伝
承
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」（http://w

w
w
.nichi 

bun.ac.jp/Y
oukaiD

B2/index.htm
l

）
の
「
天
井
」
の
検
索
で
出
た
以
下
の
五
件
（2400008

・

1231259

・0180030

・3760006

・C1040305-000
）
が
、
該
当
す
る
。

（
39
）　
『
五
衰
殿
熊
野
本
地
』
に
「
一
ど
さ
ん
け
い
申
さ
ん
と
い
の
り
て
、
つ
い
に
む
な
し
く
な
る
と
も
、

そ
の
れ
い
こ
ん
く
ま
の
も
う
で
す
る
の
は
、
あ
る
い
は
さ
か
さ
ま
う
し
ろ
む
き
な
り
。」
と
、
逆
立

ち
か
後
ろ
向
き
で
熊
野
詣
す
る
と
い
う
言
説
は
、
森
田
た
ま
の
い
う
「
さ
か
さ
論
理
」
に
拠
る
も
の

で
あ
ろ
う
。

　
【
追
記
】　

本
稿
は
、
二
〇
一
二
年
一
一
月
二
四
日
、
東
ア
ジ
ア
恠
異
学
会
第
八
二

回
定
例
研
究
会
に
お
け
る
、「
中
空
（
な
か
ぞ
ら
）
の
異
界
―
「
さ
か
さ
ま
の
幽
霊
」

―
再
考
」
と
題
す
る
発
表
に
基
づ
く
。
恠
異
学
会
の
出
席
者
か
ら
は
多
く
の
ご
教
示

を
い
た
だ
き
、
化
野
燐
・
大
江
篤
・
田
中
貴
子
の
諸
氏
か
ら
は
資
料
を
い
た
だ
き
、

参
考
と
し
た
。
記
し
て
厚
く
お
礼
を
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
る
。


