
國學院大學学術情報リポジトリ

幽霊表象とメディアについて

言語: Japanese

出版者: 

公開日: 2023-02-10

キーワード (Ja): 

キーワード (En): 

作成者: 古山, 美佳

メールアドレス: 

所属: 

メタデータ

https://doi.org/10.57529/00002326URL



105

〈
論
文
〉幽

霊
表
象
と
メ
デ
ィ
ア
に
つ
い
て

古
　
山
　
美
　
佳

　
　
　

一　

問
題
の
所
在

　

本
稿
の
目
的
は
、
現
代
の
日
本
に
お
い
て
、
死
の
文
化
や
表
象
が
ど
の
よ
う
に
し
て
表
現
さ
れ
、
人
々
に
提
供
さ
れ
て
い
る
の
か
を

考
察
す
る
こ
と
に
あ
る
。

　

現
代
日
本
で
は
、
従
来
の
民
俗
的
・
宗
教
的
な
文
化
の
伝
達
を
担
っ
て
き
た
ム
ラ
社
会
や
家
族
制
度
の
崩
壊
、
或
い
は
変
化
、
ま
た

多
様
な
メ
デ
ィ
ア
の
発
達
が
著
し
い
こ
と
は
自
明
で
あ
る
。
故
に
、
そ
こ
か
ら
新
し
い
文
化
・
習
俗
、
そ
し
て
表
象
文
化
を
生
み
出
し

て
来
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　

以
上
を
前
提
と
し
て
、現
代
日
本
の
死
の
表
象
文
化
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、本
稿
で
は
幽
霊
表
象
と
そ
れ
を
取
り
扱
っ
た
メ
デ
ィ

ア
を
主
体
と
し
て
考
察
を
行
う
も
の
と
す
る
。
本
稿
に
お
い
て
は
創
作
物
の
中
の
幽
霊
表
象
を
考
察
し
、
メ
デ
ィ
ア
と
の
関
係
か
ら
幽

霊
表
象
の
現
状
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
具
体
的
に
は
、
江
戸
期
以
降
絵
画
化
さ
れ
た
「
幽
霊
画
」
と
一
九
九
〇
年
代

に
確
立
さ
れ
た
「
ジ
ャ
パ
ニ
ー
ズ
・
ホ
ラ
ー
の
幽
霊
」
を
題
材
と
し
て
比
較
検
討
を
進
め
て
い
く
。
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こ
こ
で
、「
幽
霊
」
表
象
、
そ
し
て
そ
の
研
究
に
関
し
て
確
認
を
行
う
。

　

現
在
で
も
、
幽
霊
の
ヴ
ィ
ジ
ュ
ア
ル
と
し
て
黒
い
髪
・
白
い
衣
装
は
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
一
方
で
現
代
に
お
け
る
既
存
の

幽
霊
の
表
象
研
究
で
は
、
主
に
髪
や
目
（
眼
差
し
）
に
着
眼
点
を
お
い
た
も
の
が
多
く
、
幽
霊
の
衣
装
や
姿
に
関
す
る
研
究
は
見
当
た

ら
な
い
。
具
体
的
な
先
行
研
究
に
関
し
て
は
、
四
章
に
て
概
観
す
る
。

　

幽
霊
表
象
の
中
で
も
、
そ
の
衣
装
を
着
眼
点
と
し
、
伝
統
的
な
幽
霊
表
象
と
何
が
異
な
り
、
何
を
継
承
し
て
い
る
の
か
を
考
察
す
る
。

本
稿
は
、
そ
の
中
か
ら
現
代
日
本
に
お
け
る
幽
霊
像
の
特
徴
を
見
出
す
試
み
で
あ
る
。

　

ま
た
、
本
稿
に
お
け
る
幽
霊
の
概
念
、
範
囲
に
関
し
て
は
、
阿
部
正
路（

１
）の

提
示
し
た
、「
日
本
の
幽
霊
た
ち
に
共
通
し
て
い
る
の
は
、

そ
れ
ら
が
、
す
べ
て
、〈
一
度
は
死
ん
だ
も
の
た
ち
〉
で
あ
っ
て
、
も
と
も
と
は
、〈
人
間
そ
の
も
の
〉
に
ほ
か
な
ら
ぬ
も
の
た
ち
で
あ
っ

た
」
と
い
う
論
と
諏
訪
春
雄（

２
）に
よ
る
「
幽
霊
は
人
間
で
あ
っ
た
も
の
が
人
間
の
か
た
ち
を
と
っ
て
出
現
し
た
も
の
」
と
い
う
論
の
二
点

に
即
し
て
進
め
て
い
く
も
の
と
す
る
。

　

つ
ま
り
、本
論
文
の
対
象
と
す
る
幽
霊
は
、「
人
間
で
あ
っ
た
も
の
が
死
後
、人
間
の
形
と
し
て
あ
ら
わ
れ
た
も
の
」と
し
て
設
定
す
る
。

本
来
で
あ
れ
ば
、
幽
霊
表
象
の
中
に
は
、「
牡
丹
灯
籠
」
等
に
散
見
さ
れ
る
足
音
や
ラ
ッ
プ
音
の
よ
う
な
視
覚
以
外
の
五
感
に
訴
え
る

も
の
も
あ
る
が
、
本
論
文
で
は
視
覚
メ
デ
ィ
ア
を
中
心
に
考
察
す
る
た
め
、
幽
霊
の
姿
に
着
眼
点
を
お
い
て
い
く
。

　　
　
　

二　

江
戸
期
：
絵
画
化
さ
れ
た
死
者
の
姿

　

本
章
で
は
、
幽
霊
が
積
極
的
に
描
か
れ
、
ま
た
、
人
々
の
目
に
触
れ
た
江
戸
時
代
以
降
の
幽
霊
画
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の

か
、
衣
装
の
傾
向
を
確
認
す
る
。

　

こ
こ
で
は
、「
う
ら
め
し
や
～
、
冥
途
の
み
や
げ
展（

３
）」
と
「
大
妖
怪
展　

土
偶
か
ら
妖
怪
ウ
ォ
ッ
チ
ま
で（
４
）」
内
に
展
示
・
公
開
さ
れ

た
幽
霊
画
を
題
材
と
し
て
、
幽
霊
の
衣
装
を
中
心
に
考
察
を
進
め
る
。
ま
ず
、
両
展
覧
会
の
選
出
理
由
を
後
述
す
る
。
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一
つ
め
の
「
う
ら
め
し
や
～
、
冥
途
の
み
や
げ
展
」
は
、
東
京
藝
術
大
学
美
術
館
に
て
圓
朝
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
展
示
し
た
企
画
展
の

こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
明
治
時
代
の
噺
家
、
三
遊
亭
圓
朝
の
菩
提
寺
で
あ
る
谷
中
・
全
生
庵
が
所
蔵
し
て
い
る
圓
朝
が
蒐
集
し
た

幽
霊
画
な
ど
を
中
心
と
し
て
展
示
が
行
わ
れ
た
。
本
展
覧
会
は
、
地
域
連
携
や
幽
霊
画
に
対
す
る
学
術
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
目
的
と
し
て

立
案
さ
れ
た（

５
）と

し
て
い
る
。

　

元
々
、
全
生
庵（

６
）は

、
毎
年
圓
朝
の
命
日
で
あ
る
八
月
一
一
日
を
中
心
と
し
て
、
八
月
一
日
か
ら
八
月
三
一
日
ま
で
「
谷
中
圓
朝
ま
つ

り
」
と
銘
打
ち
、
所
蔵
す
る
幽
霊
画
を
数
十
点
ず
つ
一
般
公
開
し
て
い
る
。

　

そ
も
そ
も
、
全
生
庵
に
お
け
る
幽
霊
画
の
一
般
公
開
は
、
三
三
年
前
に
遡
る
。
当
時
、
本
堂
で
虫
干
し
さ
れ
る
に
留
ま
っ
て
い
た
幽

霊
画
は
、
町
内
住
民
か
ら
先
代
住
職
へ
の
提
案
で
、
町
お
こ
し
の
目
玉
と
し
て
公
開
が
始
め
ら
れ
た（

７
）と

い
う
。
現
在
で
も
、
全
生
庵
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
は
幽
霊
画
に
関
す
る
頁
を
設
け
て
い
る
他
、『
幽
霊
名
画
集
―
全
生
庵
蔵
・
三
遊
亭
円
朝
コ
レ
ク
シ
ョ
ン（

８
）』
の
発
行

に
尽
力
す
る
な
ど
、
寺
院
側
も
幽
霊
画
の
公
開
に
積
極
的
な
姿
勢
を
示
し
て
い
る
。
二
〇
一
七
年
に
は
、
一
九
二
三
年
の
関
東
大
震
災

で
焼
失
し
た
と
さ
れ
て
い
た
鏑
木
清
方
の
幽
霊
画
が
発
見（

９
）さ

れ
た
こ
と
も
あ
り
、
八
月
一
一
日
か
ら
八
月
三
一
日
ま
で
限
定
公
開
さ
れ

た
。
こ
の
際
、
鏑
木
の
幽
霊
画
は
、
安
村
敏
信
に
よ
っ
て
「
茶
を
献
ず
る
お
菊
さ
ん
」
と
名
付
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　

故
に
、
同
展
覧
会
も
地
域
連
携
を
掲
げ
、
同
じ
く
上
野
に
キ
ャ
ン
パ
ス
を
持
つ
東
京
藝
術
大
学
大
学
美
術
館
に
お
い
て
行
わ
れ
た
と

い
え
る
だ
ろ
う
。

　

本
展
覧
会
は
、
近
年
の
怪
異
展
示
の
中
で
も
、
う
ら
み
を
テ
ー
マ
と
し
、
幽
霊
を
中
心
の
主
題
と
し
て
行
っ
た
点
で
特
徴
的
で
あ
り
、

同
時
に
、
全
生
庵
の
所
蔵
す
る
圓
朝
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
全
容
を
明
ら
か
に
す
る
は
じ
め
て
の
機
会
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。

　

前
者
に
関
し
て
は
、
拙
稿
「
二
〇
一
六
年
に
於
け
る
怪
異
展
示
と
紙
面
メ
デ
ィ
ア
の
動
向
に
つ
い
て）

（1
（

」
に
て
明
ら
か
に
し
た
が
、
近

年
の
怪
異
に
ま
つ
わ
る
展
示
は
、
飛
躍
的
に
増
加
し
た
一
方
で
、
妖
怪
を
中
心
と
し
た
も
の
が
多
く
、
幽
霊
画
を
主
題
と
す
る
展
覧
会

は
、
殆
ど
が
寺
院
に
よ
る
極
限
定
的
な
展
示
で
あ
っ
た
。
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こ
の
点
に
お
い
て
、
よ
り
多
く
の
幽
霊
画
が
一
堂
に
会
し
た
点
が
貴
重
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
考
察
対
象
と
し
て
設
定
し
た
。

　
「
大
妖
怪
展　

土
偶
か
ら
妖
怪
ウ
ォ
ッ
チ
ま
で
」
は
、
二
一
万
二
六
七
四
人
（
東
京）

（（
（

）・
五
万
七
〇
七
三
人
（
大
阪）

（1
（

）
の
総
入
場
者
数

を
記
録
し
、
二
〇
一
六
年
に
行
わ
れ
た
怪
異
展
示
の
中
で
も
最
も
大
規
模
な
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
展
覧
会
名
自
体
に
大
妖
怪
展
と

銘
打
っ
て
い
る
よ
う
に
、
同
展
覧
会
の
主
題
は
妖
怪
で
あ
る
。

　
「
大
妖
怪
展
」
は
、
全
体
の
構
成
が
①
江
戸
の
妖
怪
・
大
行
進
！
、
②
中
世
に
う
ご
め
く
妖
怪
、
③
妖
怪
の
源
流　

地
獄
・
も
の
の
け
、

④
妖
怪
転
生　

現
代
の
妖
怪
の
四
つ
に
分
か
れ
て
お
り
、
幽
霊
画
の
展
示
は
①
内
の
更
に
六
つ
に
分
割
さ
れ
た
セ
ク
シ
ョ
ン
の
一
つ
と

し
て
行
わ
れ
た
。

　

展
示
さ
れ
た
作
品
は
一
五
点
と
、
先
の
「
う
ら
め
し
や
～
、
冥
途
の
み
や
げ
展
」
と
比
較
す
る
と
少
な
く
は
あ
る
も
の
の
、

二
〇
一
六
年
に
行
わ
れ
た
怪
異
展
示
で
一
際
盛
況
を
極
め
た
展
覧
会
に
お
い
て
、「
幽
霊
」
が
如
何
な
る
も
の
か
を
人
々
に
提
示
し
た

事
例
と
し
て
、
本
稿
に
お
い
て
考
察
対
象
と
す
る
。

　　
　
　

二
―
一　
「
う
ら
め
し
や
～
、
冥
途
の
み
や
げ
展
」
の
幽
霊
の
姿

　

本
項
で
は
、「
う
ら
め
し
や
～
、冥
途
の
み
や
げ
展
」
に
お
い
て
提
示
さ
れ
た
幽
霊
の
姿
、特
に
衣
装
に
注
目
し
考
察
を
進
め
て
い
く
。

　

ま
ず
、
本
展
覧
会
の
全
体
像
に
つ
い
て
概
観
す
る
。
当
展
覧
会
は
、
二
〇
一
五
年
七
月
二
二
日
か
ら
九
月
一
三
日
に
掛
け
て
東
京
藝

術
大
学
美
術
館
地
下
二
階
展
示
室
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　

展
示
構
成）

（1
（

を
確
認
し
て
み
る
と
、「
Ⅰ
圓
朝
と
怪
談
」「
Ⅱ
圓
朝
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」「
Ⅲ
錦
絵
に
よ
る
〈
う
ら
み
〉
の
系
譜
」「
Ⅳ
〈
う

ら
み
〉
が
美
に
変
わ
る
と
き
」
の
四
部
に
分
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
展
示
コ
ン
セ
プ
ト
の
説
明
を
端
的
に
左
記
に
述

べ
る
も
の
と
す
る
。
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「
Ⅰ
圓
朝
と
怪
談
」
で
は
、鏑
木
清
方
に
よ
る
三
遊
亭
圓
朝
像
に
始
ま
り
、圓
朝
本
人
の
自
筆
本
、湯
呑
や
硯
の
よ
う
な
各
種
所
持
品
、

公
演
ビ
ラ
等
が
展
示
さ
れ
た
。

　
「
Ⅱ
圓
朝
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」
で
は
、
そ
の
名
の
通
り
圓
朝
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
が
展
示
さ
れ
た
。
全
生
庵
所
蔵
の
こ
の
作
品
群
は
、
総
て

圓
朝
に
よ
る
蒐
集
品
と
さ
れ
て
い
た
が
、
現
在
で
は
、
安
村
敏
信
の
調
査
に
よ
っ
て
、
圓
朝
没
後
に
制
作
さ
れ
た
作
品
が
含
ま
れ
る
こ

と
が
解
り
、
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
寄
贈
者
で
あ
り
圓
朝
支
援
者
で
あ
っ
た
藤
浦
家
に
伝
来
し
た
作
品
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　
「
Ⅲ
錦
絵
に
よ
る
〈
う
ら
み
〉
の
系
譜
」
で
は
、
江
戸
か
ら
明
治
へ
至
る
大
き
な
社
会
変
動
の
時
代
を
舞
台
と
し
て
い
た
。

　

同
展
示
に
見
ら
れ
る
錦
絵
、
つ
ま
り
浮
世
絵
の
中
で
も
多
色
摺
の
木
版
画
は
、
一
八
世
紀
後
半
に
起
こ
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の

錦
絵
に
幽
霊
が
描
か
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
一
九
世
紀
の
前
半
を
待
つ
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
大
き
な
要
因
は
、
歌
舞
伎
に
お
け
る

怪
談
物
の
登
場
で
あ
り
、「
髪
梳
き
」「
戸
板
返
し
」「
提
灯
抜
け
」
な
ど
の
ケ
レ
ン
は
浮
世
絵
師
達
の
作
画
意
欲
を
誘
っ
た
と
さ
れ
る
。

古
田
亮）

（1
（

が
論
じ
る
よ
う
に
、
当
該
時
代
に
お
い
て
は
、
歌
舞
伎
舞
台
を
取
材
し
た
芝
居
絵
や
役
者
絵
と
い
う
形
で
幽
霊
が
描
か
れ
た
と

考
え
ら
れ
る
。

　
「
Ⅳ〈
う
ら
み
〉が
美
に
変
わ
る
と
き
」は
、絵
画
に
お
け
る〈
う
ら
み
〉の
表
現
に
つ
い
て
近
世
か
ら
近
代
ま
で
集
め
た
も
の
で
あ
る
。

故
に
本
展
示
品
に
は
、
能
面
や
落
語
に
お
け
る
化
面
な
ど
幅
広
い
展
示
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

本
項
で
は
、
表
一
う
ら
め
し
や
～
、
冥
途
の
み
や
げ
展
に
お
け
る
幽
霊
の
装
束
色
を
題
材
と
し
て
考
察
を
進
め
る
も
の
と
す
る
。
表

一
は
、
図
録
『
う
ら
め
し
や
～
、
冥
途
の
み
や
げ
展
』
か
ら
抽
出
し
た
幽
霊
表
象
、
特
に
衣
装
に
よ
る
分
類
で
あ
る
。
前
述
し
た
よ
う

に
展
覧
会
自
体
は
四
部
構
成
で
は
あ
る
が
、「
Ⅰ
圓
朝
と
怪
談
」
に
関
し
て
は
、
三
遊
亭
圓
朝
所
縁
の
書
籍
・
生
活
用
品
が
主
で
あ
り
、

幽
霊
表
象
に
関
わ
る
も
の
の
展
示
は
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
表
一
に
は
反
映
し
て
い
な
い
。

　

表
一
か
ら
、
錦
絵
で
は
歌
舞
伎
の
怪
談
物
を
モ
デ
ル
と
し
た
こ
と
も
あ
り
、
例
外
的
に
有
色
・
柄
物
の
衣
装
が
多
く
み
ら
れ
る
が
、

総
合
的
に
白
い
装
束
の
比
率
は
高
い
点
が
見
受
け
ら
れ
る
。
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ま
た
、
幽
霊
と
銘
打
っ
て
い
て
も
、
姑
獲
鳥
の
よ
う
に
幽
霊
か
妖
怪
か
判
然
と
し
な
い
作
品
や
髑
髏
や
面
と
い
っ
た
も
の
の
よ
う
に
、

本
稿
に
お
け
る
「
幽
霊
」
の
定
義
か
ら
外
れ
る
も
の
も
複
数
展
示
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
同
展
覧
会
の
展
示
コ
ン
セ
プ
ト
は

正
し
く
死
者
の
〈
う
ら
み
〉
に
主
題
を
お
い
て
い
る
こ
と
が
解
る
。

　

本
稿
で
は
着
手
し
な
い
が
、
幽
霊
表
象
、
即
ち
死
者
が
ど
の
よ
う
な
描
か
れ
方
を
す
る
の
か
と
い
う
総
合
的
な
問
題
は
、
今
後
の
課

題
と
し
て
行
き
た
い
。

　

展
覧
会
全
体
を
通
し
て
み
て
も
、
江
戸
時
代
以
降
形
成
さ
れ
た
幽
霊
像
に
即
す
る
作
品
が
集
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。

勿
論
、
展
示
主
題
が
「
圓
朝
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
当
該
時
代
に
制
作
さ
れ
た
作
品
が
多
い
と
い
う
点
は
前
提
と
さ

れ
る
。
一
方
で
、
現
代
の
人
々
が
「
幽
霊
」
の
姿
を
想
定
す
る
際
に
参
考
と
さ
れ
る
創
作
物
は
、
伝
統
的
と
銘
打
ち
な
が
ら
も
、
江
戸

時
代
以
降
に
形
成
さ
れ
た
と
み
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

少
な
く
と
も
、
圓
朝
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
代
表
さ
れ
る
江
戸
時
代
の
幽
霊
画
に
み
ら
れ
る
幽
霊
の
衣
装
は
、
白
装
束
が
一
般
的
で
あ
っ

た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　　
　
　

二
―
二　
「
大
妖
怪
展　

土
偶
か
ら
妖
怪
ウ
ォ
ッ
チ
ま
で
」
の
幽
霊
の
姿

　

本
項
で
は
、「
大
妖
怪
展　

土
偶
か
ら
妖
怪
ウ
ォ
ッ
チ
ま
で
」
に
お
い
て
明
示
さ
れ
た
幽
霊
表
象
に
つ
い
て
論
ず
る
も
の
と
す
る
。

　

ま
ず
、
本
展
覧
会
内
の
幽
霊
画
の
構
成
を
確
認
す
る
。

　

本
展
示
の
半
分
を
占
め
る
の
は
、
南
相
馬
市
の
金
性
寺
に
受
け
継
が
れ
る
「
釣
灯
籠
を
持
つ
骸
骨
」
や
「
雪
女
」
等
の
幽
霊
画
の
掛

け
軸
八
点）

（1
（

で
あ
る
。
本
来
、
こ
れ
ら
の
幽
霊
画
は
、
毎
年
夏
、
同
寺
の
「
幽
霊
地
獄
絵
展
」
で
公
開
さ
れ
て
い
た
が
、
東
日
本
大
震
災

の
影
響
を
受
け
、
本
堂
が
壊
れ
、
東
京
電
力
福
島
第
一
原
発
事
故
の
避
難
指
示
区
域
に
も
指
定
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
五
年
間
に
渡
り

非
公
開
と
さ
れ
て
い
た
。
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今
回
の
展
覧
会
へ
の
貸
し
出
し
は
、
当
該
寺
院
住
職
と
大
妖
怪
展
を
監
修
し
た
安
村
敏
信
の
間
に
以
前
か
ら
親
交
が
あ
っ
た
こ
と
で

実
現
さ
れ
た
。
本
来
、
金
性
寺
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
幽
霊
画
は
八
〇
点
を
超
え
、
日
本
有
数
の
蒐
集
率
を
誇
る
と
い
え
る
。

　

当
該
寺
院
で
は
、
幽
霊
画
の
公
開
は
供
養
に
繋
が
る
と
し
て
、
毎
年
展
示
を
行
っ
て
い
た
。
金
性
寺
に
お
け
る
幽
霊
画
は
、
先
代
住

職
に
よ
り
供
養
目
的
で
購
入
さ
れ
た
こ
と
に
端
を
発
し
、
以
降
様
々
な
人
々
に
よ
っ
て
寺
院
に
持
ち
込
ま
れ
、
そ
の
数
を
増
や
し
た
。

　

ま
た
、
表
二
大
妖
怪
展　

土
偶
か
ら
妖
怪
ウ
ォ
ッ
チ
ま
で
に
お
け
る
幽
霊
の
装
束
色
か
ら
読
み
取
れ
る
よ
う
に
、
同
展
覧
会
に
お
け

る
幽
霊
の
多
く
は
白
装
束
で
あ
っ
た
こ
と
が
解
る
。
即
ち
、
両
会
場
あ
わ
せ
て
二
七
万
人
に
提
供
さ
れ
た
幽
霊
像
は
、
白
装
束
で
あ
っ

た
の
で
あ
る
。

表 1　�うらめしや～、冥途のみやげ展における幽
霊の装束色

Ⅱ圓朝コレ
ク シ ョ ン

（50 幅中）

Ⅲ錦絵によ
る〈うらみ〉
の系譜（44
幅中）

Ⅳ〈うらみ〉
が美に変わ
るとき（38
幅中）

白装束 38 幅 14 幅 22 幅
有色装束 6 幅 13 幅 3 幅
白・有色両方 7 幅 3 幅
髑髏や面など
人の形以外

6 幅 8 幅
化け猫（有
色衣装1幅）

10 幅

表 2　�大妖怪展　土偶から妖怪ウォッチまでにお
ける幽霊の装束色

D 幽霊画の世界（15 幅中）
白装束 11 幅
有色装束
白・有色両方 1 幅
髑髏や面など人の形以外 3 幅
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二
―
四　

幽
霊
画
制
作
の
背
景

　

現
代
に
至
る
幽
霊
像
の
形
成
に
は
、
円
山
応
挙
が
大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
。
こ
こ
で
示
す
幽
霊
像
と
は
、
右
手
を
懐
に
差

し
い
れ
、
長
い
黒
髪
を
垂
ら
し
て
白
い
装
束
に
身
を
包
み
、
腰
か
ら
下
が
消
さ
れ
る
（
描
か
れ
な
い
）
と
い
う
幽
霊
図
の
型
と
も
い
え

る
も
の
で
あ
る
。
応
挙
の
逸
話
に
は
、
幽
霊
画
制
作
の
時
に
は
、
死
ん
だ
壮
女
の
顔
を
写
し
た
と
い
う
話
に
始
ま
り
、
病
の
妻
を
描
い

た
と
い
う
話
ま
で
複
数
が
存
在
す
る
。

　

後
年
、
月
岡
芳
年
の
描
い
た
「
宿
場
女
郎
」
に
も
、
そ
の
製
作
背
景
の
逸
話
が
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
芳
年
が
甲
州
に
旅
し

た
時
に
泊
ま
っ
た
女
郎
屋
で
、
実
際
に
見
た
幽
霊
と
伝
え
ら
れ
る）

（1
（

他
、
病
み
衰
え
た
宿
場
女
郎
の
姿
を
も
と
に
描
い
た）

（1
（

と
も
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。

　

即
ち
、
江
戸
時
代
以
降
の
幽
霊
画
に
見
ら
れ
る
幽
霊
の
姿
は
、
死
に
面
し
た
女
性
、
或
い
は
、
正
し
く
死
者
を
モ
デ
ル
と
し
て
描
か

れ
た
と
い
う
背
景
を
確
認
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
あ
わ
せ
て
、
死
者
表
象
と
し
て
の
白
装
束
が
浮
世
絵
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
を
通
し
て
、

庶
民
文
化
の
中
で
周
知
・
共
有
さ
れ
た
こ
と
が
指
摘
出
来
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
応
挙
と
い
え
ば
、
足
の
な
い
幽
霊
の
登
場
の
始
ま
り
と
す
る
説
も
あ
る
が
、
正
確
に
は
、
足
の
な
い
幽
霊
像
を
一
般
に
周
知

し
た
第
一
人
者
と
し
て
み
る
こ
と
が
正
し
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

例
え
ば
、
上
田
秋
成
は
、『
胆
大
小
心
録）

（1
（

』
に
お
い
て
、「（
幽
霊
の
）
絵
は
、（
円
山
）
応
挙
が
世
に
出
て
、
写
生
と
い
ふ
事
の
は
や

り
出
て
、
京
中
の
絵
が
皆
一
手
に
な
っ
た
事
じ
ゃ
」
と
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
応
挙
を
契
機
と
し
て
幽
霊
画
・
幽
霊
像
が
広
く

知
ら
れ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。

　

以
後
も
、「
う
ら
め
し
や
～
、
冥
途
の
み
や
げ
展
」
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
よ
う
に
、
怪
談
物
は
歌
舞
伎
を
通
し
て
、
更
に
人
々
の
間

に
浸
透
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
舞
台
衣
装
と
い
う
側
面
を
持
つ
た
め
、
当
時
の
幽
霊
像
、
或
い
は
、
怪
談
物
の
歌
舞
伎
を
描
い

た
錦
絵
の
幽
霊
画
は
有
色
衣
装
が
多
く
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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三　

死
装
束
と
日
本
の
洋
装
化

　
　
　

三
―
一　

江
戸
時
代
と
幽
霊

　

そ
も
そ
も
、
江
戸
時
代
以
降
は
、
幽
霊
や
妖
怪
に
代
表
さ
れ
る
怪
異
文
化
が
、
庶
民
の
間
で
広
く
共
有
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
と
さ

れ
る
。
詳
細
は
、
香
川
雅
信
に
よ
る
『
江
戸
の
妖
怪
革
命）

（1
（

』
等
に
詳
し
い
が
、
特
に
幽
霊
文
化
の
浸
透
に
は
、
日
本
に
お
け
る
仏
教
文

化
と
の
関
わ
り
も
重
要
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

代
表
的
な
も
の
と
し
て
は
、
江
戸
幕
府
に
よ
る
寺
請
制
度
に
よ
っ
て
、
民
衆
が
必
ず
何
れ
か
の
寺
院
に
所
属
し
、
宗
門
人
別
改
帳
の

下
、
統
制
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
点
が
大
き
い
。
一
方
、
同
時
代
に
は
、
一
定
の
世
の
中
の
平
和
が
保
障
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
民

衆
間
で
葬
儀
や
供
養
を
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
も
見
受
け
ら
れ
る
。

　

具
体
的
な
仏
教
と
幽
霊
の
接
近
に
関
し
て
は
、
唱
導
教
材
と
し
て
幽
霊
噺
が
導
入
さ
れ
た
こ
と
を
堤
邦
彦）

11
（

が
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

　

堤
に
よ
れ
ば
、
浄
土
宗
に
お
い
て
は
、
一
八
、九
世
紀
に
用
い
ら
れ
た
葬
儀
指
南
書
で
あ
る
以
下
の
二
冊
で
あ
る
。
版
本
化
し
て
流

布
し
た
『
浄
土
無
縁
引
導
集
』
及
び
幕
末
の
僧
坊
に
影
響
力
を
持
っ
た
写
本
伝
法
書
『
浄
土
名
越
派
伝
授
抄
』
が
そ
れ
に
あ
た
る
。
同

書
は
、
唱
導
僧
の
布
教
マ
ニ
ュ
ア
ル
で
あ
り
、
寺
坊
の
説
き
広
め
た
幽
霊
救
済
や
産
死
供
養
の
宗
義
的
な
解
釈
と
手
順
を
記
し
た
テ
ク

ス
ト
と
し
て
活
用
さ
れ
て
行
っ
た
と
さ
れ
る
。
当
該
時
代
に
お
い
て
、
寺
院
で
は
招
福
除
災
の
加
持
祈
祷
と
共
に
一
般
庶
民
の
葬
送
に

関
す
る
法
儀
は
必
携
知
識
と
さ
れ
た
。

　

あ
わ
せ
て
、
庶
民
文
化
に
根
差
し
た
「
幽
霊
」
の
対
処
を
仏
教
が
行
え
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
仏
教
布
教
の
手
段
と
し
て
幽
霊
が
位

置
付
け
ら
れ
た
こ
と
が
解
る
。
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三
―
二　

伝
統
的
な
幽
霊
と
死
装
束

　

現
在
に
お
い
て
想
定
さ
れ
る
、
伝
統
的
な
死
装
束
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
。
本
項
で
は
、
葬
儀
書
や
葬
儀
研
究
を
資
料

と
し
て
確
認
を
行
う
も
の
と
す
る
。

　

ま
ず
、
日
本
に
お
け
る
古
来
の
先
例
に
基
づ
い
た
朝
廷
・
公
家
・
武
士
の
年
中
行
事
を
始
め
、
官
職
位
階
、
宮
殿
殿
舎
、
服
飾
、
武

具
、
典
礼
を
記
し
た
有
識
故
実
か
ら
確
認
す
る
。

　
『
有
識
故
実
大
辞
典）

1（
（

』
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
「
死
装
束
」
の
項
目
に
は
、
左
記
の
様
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　

�　

死
後
の
世
界
に
赴
く
た
め
の
装
束
。
遺
骸
に
着
せ
か
け
て
棺
の
中
に
納
め
る
衣
服
装
身
具
の
類
の
通
称
。（
中
略
）
死
去
の
季

節
・
場
所
・
家
格
・
年
齢
・
地
位
・
宗
教
な
ど
に
よ
っ
て
相
違
す
る
が
、
普
通
は
、
絹
の
袷
の
小
袖
や
布
の
帷
を
ま
と
っ
て
入
棺

し
、
更
に
生
前
着
用
の
装
束
の
皆
具
を
そ
の
ま
ま
、
と
き
に
葬
送
用
に
新
調
し
て
加
入
す
る
の
を
例
と
し
て
い
る
。

　

あ
わ
せ
て
、
同
項
目
で
は
『
和
長
卿
記
』
一
五
〇
〇
年
一
〇
月
四
日
条
の
後
土
御
門
天
皇
入
棺
の
事
例
も
用
い
ら
れ
て
お
り
、
近
世

に
は
、
死
出
の
旅
路
の
装
束
と
し
て
白
素
地
の
手
甲
・
脚
絆
を
つ
け
、
礼
容
を
整
え
て
三
角
形
の
紙
冠
を
額
に
結
び
、
頭
陀
袋
を
首
に

か
け
る
の
が
風
習
に
な
っ
た
と
締
め
括
っ
て
い
る
。

　

神
葬
祭
に
関
し
て
も
、
一
八
八
一
年
（
明
治
五
年
）
に
発
行
さ
れ
た
『
葬
祭
略
式　

中）
11
（

』
に
お
い
て
、
死
装
束
は
「
白
小
袖　

白
絹

白
木
綿
を
用
ふ
べ
し　

但
し
夏
冬
差
別
あ
り
」「
帯　

同
上
」「
足
袋　

同
上
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
同
年
発
行
の
『
庶
人
喪
儀

式）
11
（

』
に
お
い
て
も
、「
衣
服　

春
冬
は
白
布
の
袷
夏
秋
は
白
布
の
単
衣
」
と
あ
る
よ
う
に
、
近
世
に
は
上
流
階
級
か
ら
庶
民
に
至
る
幅

広
い
層
で
死
装
束
＝
白
が
推
奨
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

死
者
の
姿
が
白
装
束
で
あ
る
こ
と
と
、
幽
霊
の
姿
が
白
装
束
で
あ
る
こ
と
は
、
習
俗
俎
上
に
幽
霊
表
象
と
い
う
文
化
が
生
成
さ
れ
た

こ
と
を
確
認
出
来
る
。
こ
の
こ
と
は
、当
該
時
代
に
お
い
て
、先
述
し
た
浮
世
絵
を
始
め
複
数
の
メ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
周
知
さ
れ
て
い
っ

た
こ
と
が
予
測
さ
れ
る
。
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例
え
ば
、
一
七
七
六
年
に
鳥
山
石
燕
に
よ
っ
て
描
か
れ
た
妖
怪
画
集
『
画
図
百
鬼
夜
行）

11
（

』
に
は
、「
死
霊
」「
幽
霊
」
の
項
目
で
は
、

共
に
先
述
し
た
死
装
束
を
ま
と
っ
た
姿
の
幽
霊
が
確
認
出
来
る
。
江
戸
時
代
当
時
に
お
い
て
は
、幽
霊
と
妖
怪
を
総
称
し
て
「
化
け
物
」

と
し
て
取
り
扱
っ
て
お
り
、
前
述
し
た
『
画
図
百
鬼
夜
行
』
以
外
に
も
、『
百
鬼
の
図）

11
（

』『
化
物
絵
巻）

11
（

』『
百
怪
図
鑑）

11
（

』
な
ど
怪
異
表
象

の
辞
典
的
出
版
物
が
多
数
公
開
さ
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
。

　　
　
　

三
―
三　

昭
和
期
の
死
装
束
と
幽
霊

　

中
村
ひ
ろ
子
は
、「
死
者
の
衣
服
の
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア）

11
（

」
に
お
い
て
、『
日
本
の
葬
送
・
墓
制
』
を
資
料
と
し
て
、
死
者
の
衣
服
を
県
別

に
ま
と
め
、
以
下
の
よ
う
に
考
察
を
行
っ
た
。

　

中
村
は
、
死
の
直
後
に
縫
わ
れ
る
着
物
は
麻
ま
た
は
木
綿
（
晒
）
で
仕
立
て
た
白
い
単
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
、
作
成
し
た
一

覧
を
基
に
、
殆
ど
の
県
で
は
白
い
着
物
が
死
装
束
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
同
表
に
お
い
て
は
、
装

束
の
色
彩
に
調
査
結
果
が
記
入
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
は
、
福
島
・
埼
玉
・
富
山
・
新
潟
・
長
野
・
京
都
・
和
歌
山
・
岡
山
・
熊
本
の

九
県
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
庶
民
に
お
け
る
死
装
束
＝
白
と
い
う
形
体
が
、
全
国
的
に
浸
透
し
、
共
同
体
内
に
お
い
て
共
有
さ

れ
て
い
る
こ
と
が
解
る
。

　

ま
た
、
死
装
束
の
着
装
に
関
し
て
は
、
地
方
に
よ
っ
て
、
着
物
の
合
わ
せ
を
左
前
に
し
た
り
、
足
袋
を
左
右
逆
に
は
か
せ
た
り
し
て

い
た
と
い
う
点
を
指
摘
し
て
い
る
。
後
者
の
習
俗
は
、
生
者
と
死
者
を
明
確
に
分
岐
す
る
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
し
て
の
作
法
で
あ
る
こ
と

が
見
受
け
ら
れ
る
。

　

こ
こ
で
中
村
は
、「
死
装
束
は
衣
服
の
中
で
洋
装
化
が
は
か
ら
れ
な
か
っ
た
唯
一
の
領
域
」
で
あ
る
と
明
言
し
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
死
装
束
文
化
が
継
続
し
て
い
る
一
方
、
メ
デ
ィ
ア
に
進
出
し
て
は
い
な
い
も
の
の
、
昭
和
の
時
代
に
は
、
既
に
洋
装
の

幽
霊
が
噂
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
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小
学
四
年
生
の
教
科
書
に
六
〇
年
に
渡
っ
て
掲
載）

11
（

さ
れ
て
い
る
「
ご
ん
ぎ
つ
ね
」
の
作
者
新
美
南
吉
は
、「
昭
和
一
六
・
一
七
年
ノ
ー

ト
」
内
一
九
四
一
年
一
二
月
一
二
日
に
洋
装
の
幽
霊
の
噂）

11
（

を
記
し
て
い
る
。

　
　

�　

こ
の
頃
太
田
川
の
あ
た
り
か
ら
若
い
女
の
幽
霊
が
終
電
車
に
の
る
と
い
ふ
噂
だ
さ
う
で
あ
る
。
彼
女
は
洋
装
を
し
パ
ー
マ
ネ

ン
ト
で
あ
る
。
い
つ
も
電
車
の
後
部
に
乗
る
。（
中
略
）
先
日
上
の
方
で
若
い
女
が
電
車
か
ら
振
り
落
と
さ
れ
て
死
ん
だ
さ
う
で
、

そ
の
幽
霊
だ
と
い
ふ
。
人
の
顔
を
見
て
に
た
に
た
笑
ふ
の
で
不
気
味
だ
さ
う
だ
。
そ
れ
で
か
ど
う
か
わ
か
ら
ぬ
が
、
そ
の
電
車
の

車
掌
は
、
乗
客
に
前
の
方
に
乗
っ
て
く
れ
と
い
ふ
さ
う
で
あ
る
。

　

こ
の
事
例
に
限
ら
ず
、
昭
和
を
通
し
て
噂
話
・
世
間
話
の
文
脈
に
お
い
て
は
、
洋
装
の
幽
霊
の
登
場
が
見
受
け
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、

一
般
の
人
々
の
洋
装
化
の
傾
向
と
あ
わ
せ
て
み
る
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
。
詳
細
は
次
章
に
譲
る
が
、
こ
れ
ら
の
幽
霊
像
は
江
戸
時
代

の
幽
霊
画
や
近
年
の
ジ
ャ
パ
ニ
ー
ズ
・
ホ
ラ
ー
の
よ
う
に
、
創
作
物
の
主
題
と
し
て
は
中
々
取
り
上
げ
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

日
本
に
お
け
る
洋
装
化
と
幽
霊
表
象
の
形
成
の
変
化
は
、
同
時
期
に
現
れ
始
め
た
一
方
で
、
大
々
的
に
メ
デ
ィ
ア
に
載
せ
ら
れ
る
こ

と
は
な
く
、
む
し
ろ
、
伝
統
的
な
幽
霊
像
と
は
異
な
っ
た
存
在
と
し
て
み
る
こ
と
が
出
来
る
。

　
　
　

　
　
　

三
―
四　

葬
儀
社
の
提
供
す
る
葬
儀
と
死
装
束

　

葬
儀
社
の
興
隆
に
よ
っ
て
、
葬
儀
の
形
式
・
作
法
は
大
き
な
変
化
が
現
れ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

葬
儀
社
の
よ
る
葬
儀
へ
の
流
入
や
影
響
に
関
し
て
は
、
山
田
慎
也
に
よ
る
『
現
代
日
本
の
死
と
葬
儀�

：�

葬
祭
業
の
展
開
と
死
生
観

の
変
容）

1（
（

』
等
に
詳
し
い
が
、
本
項
で
は
、
事
例
と
し
て
、
論
者
が
利
用
し
た
こ
と
の
あ
る
葬
儀
社
「
セ
レ
モ）

11
（

」
を
概
観
す
る
。
セ
レ
モ

は
、
千
葉
県
を
中
心
と
し
て
茨
城
県
・
東
京
都
に
複
数
の
葬
儀
場
を
持
ち
、
二
四
時
間
相
談
・
対
応
を
行
っ
て
い
る
葬
儀
社
で
あ
る
。

　

当
該
葬
儀
社
で
は
、
代
表
的
な
葬
儀
プ
ラ
ン
を
三
つ
設
け
て
お
り
、
プ
ラ
ン
五
〇
は
、
五
〇
万
円
・
会
葬
者
四
〇
人
目
安
、
プ
ラ
ン

三
〇
は
三
〇
万
円
・
会
葬
者
少
人
数
、
プ
ラ
ン
一
五
は
、
一
五
万
円
・
会
葬
者
少
人
数
と
設
定
し
て
い
る
。
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こ
こ
で
は
、
プ
ラ
ン
内
容
の
比
較
を
通
し
て
、
葬
儀
社
の
提
供
す
る
死
者
の
姿
を
確
認
す
る
。

　

セ
レ
モ
に
お
い
て
、
最
も
充
実
し
て
い
る
と
さ
れ
る
プ
ラ
ン
五
〇
は
、
寝
台
車
（
一
〇km

迄
）、
洋
型
リ
ム
ジ
ン
霊
柩
車
、
黄
金

宮
型
霊
柩
車
、
高
級
天
丸
桐
棺
、
高
級
瑠
璃
壷
、
僧
侶
・
神
官
手
配
、
役
所
等
の
手
配
・
手
続
き
、
民
営
・
公
営
斎
場
手
配
、
火
葬
場

手
配
、
蓮
華
・
四
華
花
・
曲
禄
、
司
会
進
行
、
受
付
所
一
式
、
焼
香
所
一
式
（
焼
香
具
セ
ッ
ト
）、
位
牌
・
経
帷
子
、
会
葬
礼
状
、
ド

ラ
イ
ア
イ
ス
（
一
〇kg

）、
蝋
燭
・
線
香
他
、
案
内
看
板
、
受
付
筆
記
具
、
喪
章
・
係
員
表
示
プ
レ
ー
ト
、
記
録
帳
一
式
、
遺
影
写
真

カ
ラ
ー
額
、
仏
壇
用
写
真
カ
ラ
ー
額
、
供
物
一
式
、
音
響
装
置
一
式
、
斎
場
接
待
係
派
遣
、
御
清
め
所
一
式
、
遺
体
保
管
室
の
利
用
（
一

日
分
）、
棺
上
花
、
枕
花
、
守
り
刀
、
焼
香
所
花
、
館
内
表
示
一
式
、
後
飾
り
段
一
式
、
導
師
控
室
、
電
照
写
真
、
枕
飾
り
、
思
い
出
コ
ー

ナ
ー
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。

　

プ
ラ
ン
三
〇
は
、
前
述
し
た
プ
ラ
ン
五
〇
と
ほ
ぼ
同
様
の
構
成
で
は
あ
る
が
、
棺
と
納
骨
具
、
各
写
真
に
関
し
て
、
桐
棺
一
式
、
白

磁
納
骨
具
、
遺
影
写
真
、
仏
壇
用
写
真
に
変
更
さ
れ
、
電
照
写
真
、
枕
飾
り
、
思
い
出
コ
ー
ナ
ー
は
用
い
ら
れ
な
い
。

　

こ
の
セ
レ
モ
に
お
い
て
、注
目
し
た
い
の
は
、同
社
が
「
最
小
限
必
要
な
物
品
だ
け
を
セ
ッ
ト
に
し
た
」
と
す
る
プ
ラ
ン
一
五
で
あ
る
。

当
該
プ
ラ
ン
は
、寝
台
車
（
一
〇km

迄
）、バ
ン
型
霊
柩
車
、桐
棺
一
式
、白
磁
納
骨
具
、棺
上
花
、運
営
ス
タ
ッ
フ
、遺
体
保
管
室
（
一

日
分
）
も
し
く
は
ド
ラ
イ
ア
イ
ス
（
一
〇kg

）、役
所
等
の
手
配
・
手
続
き
、火
葬
場
手
配
、防
水
シ
ー
ツ
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。

　

プ
ラ
ン
一
五
に
お
い
て
特
徴
的
な
点
は
、
宗
教
的
な
物
や
人
の
関
与
が
殆
ど
排
除
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
死
装
束
、
詰
ま
り
経

帷
子
も
、
仏
教
を
始
め
と
し
た
宗
教
的
な
も
の
と
し
て
排
除
さ
れ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
死
装
束
は
、「
必
要
最
低
限
の
物
品
」
に

含
ま
れ
な
く
な
っ
た
こ
と
が
、
明
確
に
解
る
点
で
あ
る
。

　

原
則
と
し
て
、
葬
儀
社
流
入
後
も
白
装
束
を
用
い
る
文
化
の
継
続
が
み
ら
れ
、
一
側
面
に
お
い
て
は
、
葬
儀
文
化
の
伝
達
者
と
し
て

葬
儀
社
は
そ
の
地
位
を
確
立
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。



118

　

反
面
、
葬
儀
社
へ
の
よ
く
あ
る
質
問
に
は
、
規
定
の
死
装
束
以
外
の
装
束
の
着
装
の
希
望
を
出
す
も
の
も
多
く
見
ら
れ
る
。

　

当
該
葬
儀
社
に
お
い
て
は
、
故
人
の
好
ん
だ
服
装
で
も
構
わ
な
い
と
し
、
依
頼
者
の
自
由
度
を
上
げ
て
い
る
。
ま
た
、
最
低
限
の
プ

ラ
ン
に
も
経
帷
子
＝
死
装
束
を
含
ん
で
い
な
い
こ
と
か
ら
、
死
者
儀
礼
・
死
者
の
姿
と
し
て
の
死
装
束
＝
白
い
経
帷
子
の
印
象
・
重
要

度
は
低
下
傾
向
に
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

近
年
の
葬
送
文
化
の
中
心
と
も
い
え
る
葬
儀
社
に
お
い
て
、
江
戸
時
代
以
降
一
般
的
と
さ
れ
て
い
た
死
装
束
文
化
の
提
供
が
ニ
ー
ズ

に
沿
っ
て
と
は
い
え
、
薄
れ
つ
つ
あ
る
点
は
近
年
の
大
き
な
変
化
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
出
来
る
。

　　
　
　

三
―
五　

死
装
束
、
変
容
の
兆
し

　

葬
儀
社
の
提
供
す
る
死
装
束
の
自
由
化
が
進
む
一
方
で
、
一
九
九
〇
年
代
に
は
、
生
前
に
自
己
の
死
装
束
を
選
択
・
制
作
す
る
と
い

う
動
き
が
現
れ
た
。

　

大
原
羑
子
は
、「
死
装
束
は
そ
の
人
の
人
生
を
凝
縮
し
て
、
好
き
だ
っ
た
も
の
を
全
て
表
せ
る
も
の
だ
と
い
い
」
と
し
て
、

一
九
九
五
年
か
ら
二
〇
〇
二
年
に
か
け
て
、「
貝
殻
の
標
本
」
と
い
う
題
で
死
装
束
の
展
覧
会
を
行
っ
た
。
そ
の
後
も
東
京
や
大
阪
で

講
演
、
テ
レ
ビ
出
演
な
ど
を
通
し
、「
死
装
束
デ
ザ
イ
ナ
ー
」
と
し
て
有
名）

11
（

に
な
っ
た
。
本
項
で
は
、
具
体
的
に
そ
の
展
覧
会
を
概
観

す
る
。

　

大
原
の
「
死
装
束
を
用
意
す
る
と
い
う
こ
と）

11
（

」
で
は
、
展
覧
会
に
至
る
経
緯
・
経
過
が
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
、
当
時
の
新
聞）

11
（

に

よ
れ
ば
、一
九
九
五
年
九
月
二
九
日
、東
京
都
内
の
ギ
ャ
ラ
リ
ー
東
池
袋
の
文
芸
坐
ル
・
ピ
リ
エ
に
て
ユ
ニ
ー
ク
な
死
装
束
の
展
覧
会「
貝

殻
の
標
本
―
私
は
死
ん
で
も
好
き
な
服
が
着
た
い
」
が
始
ま
っ
た
。
展
示
さ
れ
て
い
る
二
十
八）

11
（

着
の
死
装
束
は
、
色
も
様
々
で
、
鳥
の

羽
を
つ
け
て
天
使
を
イ
メ
ー
ジ
し
た
も
の
も
見
ら
れ
、
肌
触
り
の
よ
い
絹
や
木
綿
を
主
に
使
い
、
手
足
が
外
に
出
な
い
よ
う
に
ゆ
っ
た

り
と
し
た
デ
ザ
イ
ン
に
し
た
そ
う
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
ド
レ
ス
や
軍
服
と
い
っ
た
衣
装
を
死
装
束
と
し
て
展
示
し
た
と
い
う
。
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初
め
て
の
個
展
を
開
い
た
と
こ
ろ
反
響
が
大
き
く
、
翌
一
九
九
六
年
三
月
に
五
〇
点
、
翌
四
月
に
は
大
阪
市
内
で
五
〇
点
を
展
示
し
、

若
者
か
ら
お
年
寄
り
ま
で
三
回
で
延
べ
二
千
人
が
訪
れ
た）

11
（

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　

四
回
目
の
個
展
は
一
九
九
八
年
三
月
で
あ
り
、
大
阪
市
北
区
の
小
劇
場
に
て
、
実
際
に
装
束
を
着
て
歩
く
シ
ョ
ー
を
初
め
て
行
っ
た

と
さ
れ
る
。
モ
デ
ル
は
全
員
自
ら
希
望
し
た
人
た
ち
で
あ
っ
た
他
、
初
め
て
男
性
を
意
識
し
た
死
装
束
が
公
開
さ
れ
た）

11
（

と
い
う
。

　

二
〇
〇
二
年
に
は
、
熊
本
市
現
代
美
術
館
（CA

M
K

）
の
開
会
記
念
展
と
し
て
も
展
示
が
行
わ
れ
た
。
こ
こ
で
は
見
本
と
し
て
約

三
〇
点
が
展
示
さ
れ
た
。
大
原
は
、
二
〇
〇
二
年
ま
で
に
五
〇
着
弱
を
制
作
し
た
と
さ
れ
る
。
そ
の
注
文
主
の
大
半
は
六
〇
、七
〇
代

女
性
で
あ
っ
た）

11
（

と
の
こ
と
で
あ
る
。

　
「
貝
殻
の
標
本
」
以
外
に
も
、
死
装
束
の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
シ
ョ
ー
は
存
在
し
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、「
貝
殻
の
標
本
」

に
僅
か
に
先
行
す
る
一
九
九
四
年
九
月
一
〇
日
に
巣
鴨
信
用
金
庫
本
店
で
開
か
れ
た
「
死
装
束
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
シ
ョ
ー
・
晴
衣
御
旅
立

勢
揃）

11
（

」
で
あ
る
。

　

本
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
シ
ョ
ー
は
、す
が
も
平
和
霊
苑）

1（
（

が
一
九
九
三
年
に
創
立
し
た
Ｌ
ｉ
Ｓ
Ｓ
本
部
が
企
画
し
た
も
の
と
さ
れ
る
。シ
ョ
ー

と
い
う
形
体
の
た
め
、
当
日
は
会
員
が
「
乗
馬
服
」
か
ら
「
真
っ
赤
な
ド
レ
ス
」
ま
で
様
々
な
「
死
装
束
」
十
七
点
を
ま
と
っ
て
登
場

し
た
と
い
う
。

　

死
装
束
に
展
覧
会
や
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
シ
ョ
ー
が
意
味
す
る
の
は
、
葬
祭
儀
礼
に
お
け
る
宗
教
離
れ
と
も
密
接
に
関
係
し
て
い
る
と
考

察
さ
れ
る
。
先
の
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
江
戸
時
代
以
降
の
死
装
束
は
死
後
の
安
寧
を
求
め
た
庶
民
の
間
に
広
ま
り
、
昭
和
に
至
り
近

年
ま
で
受
け
継
が
れ
た
葬
儀
の
形
式
・
死
者
の
姿
で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

反
面
、
近
年
見
ら
れ
る
死
装
束
の
一
種
の
自
由
化
は
、
無
宗
教
式
の
葬
儀
の
登
場
と
も
無
関
係
と
は
い
え
な
い
。
葬
儀
社
側
と
し
て

も
葬
儀
文
化
の
伝
承
者
と
し
て
の
役
割
が
薄
れ
つ
つ
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
本
来
、
人
生
儀
礼
に
お
い
て
一
際
宗
教
的
で
あ
っ

た
葬
送
儀
礼
か
ら
宗
教
的
な
要
素
を
削
る
傾
向
は
、
現
代
の
一
特
徴
で
も
あ
る
。
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江
戸
時
代
以
降
、
死
者
と
生
者
の
境
界
と
し
て
目
に
見
え
る
形
で
明
示
さ
れ
て
い
た
死
装
束
の
役
割
が
、
変
化
し
て
来
た
こ
と
が
見

受
け
ら
れ
る
。

　

現
代
に
お
い
て
、
死
装
束
は
生
と
死
の
境
界
を
示
す
も
の
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
面
も
あ
る
と
い
え
る
。

　
　

　
　
　

四　

ホ
ラ
ー
映
画
と
幽
霊
画

　

幽
霊
画
と
ホ
ラ
ー
映
画
の
間
に
は
、
製
作
者
の
意
図
に
よ
る
連
続
性
が
示
唆
さ
れ
る
。

　

例
え
ば
、
一
瀬
隆
重）

11
（

は
、
雑
誌
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
て
ジ
ャ
パ
ニ
ー
ズ
・
ホ
ラ
ー
以
前
の
ホ
ラ
ー
映
画
に
つ
い
て
、「
日
本
の
ホ
ラ
ー

映
画
は
、
主
人
公
の
背
後
に
黒
髪
で
白
い
服
を
着
た
女
性
が
う
っ
す
ら
立
っ
て
い
る
よ
う
な
昔
の
幽
霊
画
に
近
い
イ
メ
ー
ジ
」
で
あ
る

と
明
言
し
て
い
る
。
同
じ
く
金
城
誠）

11
（

は
、
一
九
五
〇
年
代
、
六
〇
年
代
に
作
ら
れ
た
一
連
の
怪
談
物
は
、
大
部
分
が
時
代
劇
で
あ
り
、

ま
た
、
そ
の
多
く
は
あ
る
特
定
者
に
向
け
ら
れ
た
怨
念
・
情
念
を
恐
怖
の
根
源
と
す
る
、
情
感
描
写
に
よ
る
ホ
ラ
ー
で
あ
っ
た
と
考
察

し
て
い
る
。
つ
ま
り
一
九
九
〇
年
代
に
ジ
ャ
パ
ニ
ー
ズ
・
ホ
ラ
ー
が
登
場
す
る
以
前
の
日
本
の
ホ
ラ
ー
映
画
の
風
潮
と
し
て
は
、
怪
談

物
が
中
心
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。

　

先
の
章
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
洋
装
の
幽
霊
と
い
う
存
在
や
概
念
は
、
既
に
昭
和
期
に
人
々
の
噂
や
世
間
話
の
中
に
登
場
し
て
い
た
。

そ
の
一
方
で
、
映
画
の
よ
う
な
メ
デ
ィ
ア
を
通
し
た
創
作
物
の
中
の
幽
霊
は
、
ジ
ャ
パ
ニ
ー
ズ
・
ホ
ラ
ー
の
登
場
以
前
、「
伝
統
的
」

な
死
装
束
に
基
づ
い
た
格
好
の
ま
ま
で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

ま
た
、
か
つ
て
浮
世
絵
を
始
め
と
し
た
幽
霊
画
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
人
々
に
提
供
さ
れ
て
い
た
幽
霊
像
は
、
現
代
に
お
い
て

は
ホ
ラ
ー
映
画
を
始
め
と
し
た
映
像
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
で
描
か
れ
て
い
た
こ
と
が
見
出
せ
る
。
あ
わ
せ
て
、
一
九
〇
〇
年
代
半
ば
ま
で

に
描
か
れ
た
幽
霊
は
、
江
戸
時
代
に
形
成
さ
れ
た
幽
霊
像
が
、
メ
デ
ィ
ア
を
変
え
て
再
登
場
し
た
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
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他
方
、
ジ
ャ
パ
ニ
ー
ズ
・
ホ
ラ
ー
の
興
隆
以
降
は
、
新
し
い
幽
霊
像
の
傾
向
が
み
ら
れ
る
た
め
、
そ
の
点
に
関
し
て
、
本
章
で
は
考

察
を
進
め
る
。

　　
　
　

四
―
一　

現
代
の
幽
霊
表
象
研
究

　

一　

問
題
の
所
在
で
述
べ
た
よ
う
に
、
現
代
の
幽
霊
表
象
研
究
、
特
に
ジ
ャ
パ
ニ
ー
ズ
・
ホ
ラ
ー
を
題
材
と
し
た
研
究
に
お
い
て
、

そ
の
衣
装
に
主
眼
を
お
い
た
考
察
は
、
管
見
の
限
り
で
は
見
当
た
ら
な
い
。

　

ジ
ャ
パ
ニ
ー
ズ
・
ホ
ラ
ー
研
究
に
関
し
て
は
、
大
別
す
る
と
二
種
類
の
方
向
性
が
存
在
し
て
い
る
。

　

一
方
は
、
小
中
千
昭
の
『
恐
怖
の
作
法
―
ホ
ラ
ー
映
画
の
技
術
―）

11
（

』
に
代
表
さ
れ
る
、
ジ
ャ
パ
ニ
ー
ズ
・
ホ
ラ
ー
の
作
り
手
で
あ
る

現
場
の
監
督
や
脚
本
家
の
立
場
か
ら
考
察
し
た
、
ホ
ラ
ー
映
画
や
ジ
ャ
パ
ニ
ー
ズ
・
ホ
ラ
ー
と
は
如
何
な
る
も
の
か
を
論
じ
る
も
の
で

あ
る
。
主
に
『
キ
ネ
マ
旬
報
』
な
ど
の
映
画
特
集
を
始
め
と
し
て
雑
誌
を
中
心
に
展
開
さ
れ
て
い
る
。
例
と
し
て
は
、
脚
本
家
自
身
で

あ
る
高
橋
洋
の
「
地
獄
は
実
在
す
る
『
女
優
霊
』
か
ら
『
リ
ン
グ
』
へ
（
作
者
の
ノ
ー
ト）

11
（

）」
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　

も
う
一
方
は
、
ジ
ャ
パ
ニ
ー
ズ
・
ホ
ラ
ー
を
題
材
と
し
て
、
幽
霊
な
ど
の
表
象
文
化
や
現
代
社
会
を
考
察
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ

る
。
こ
の
後
者
に
関
し
て
は
、
大
島
清
昭
の
『
Ｊ
ホ
ラ
ー
の
幽
霊
研
究）

11
（

』
で
は
、「
邪
願
霊
」「
リ
ン
グ
」「
呪
怨
」「
回
路
」
を
題
材
と

し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
心
霊
写
真
や
超
心
理
学
、
感
染
な
ど
を
テ
ー
マ
と
し
て
論
じ
て
い
る
。

　

著
名
な
ジ
ャ
パ
ニ
ー
ズ
・
ホ
ラ
ー
作
品
に
関
す
る
先
行
研
究
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
次
項
の
表
三
で
集
約
す
る
。

　

ジ
ャ
パ
ニ
ー
ズ
・
ホ
ラ
ー
に
先
行
し
た
作
品
と
し
て
は
、先
の
「
邪
願
霊
」
の
他
に
も
、「
女
優
霊
」
が
映
画
と
し
て
公
開
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
作
品
に
関
し
て
は
、中
野
泰
に
よ
っ
て
「『
女
優
霊
』
論
─
あ
る
い
は
、映
画
の
自
己
言
及
作
用
に
潜
む
「
魔
」
に
つ
い
て）

11
（

」
の
他
、

石
田
美
紀
「
メ
タ
映
像
と
し
て
の
幽
霊
表
象
：
中
田
秀
夫
監
督
『
女
優
霊）

11
（

』」
な
ど
、
い
く
つ
か
の
先
行
研
究
を
み
る
こ
と
が
出
来
る
。
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ま
た
、「
リ
ン
グ
」
を
題
材
と
し
た
研
究
は
様
々
存
在
し
、
東
雅
夫
「
貞
子
は
な
ぜ
怖
い
！
？
―
毛
髪
と
ホ
ラ
ー
の
妖
し
い
関
係
を

め
ぐ
っ
て）

11
（

」
や
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
・
ユ
「
髪
、
ホ
ラ
ー
、
ジ
ャ
ン
ル
の
イ
メ
ー
ジ　

中
田
秀
夫
の
『
リ
ン
グ）

11
（

』」
が
長
い
黒
髪
に
つ
い
て
論

じ
た
他
、
感
染
・
増
殖
と
い
っ
た
観
点
か
ら
は
、
吉
田
司
雄
「
回
帰
す
る
恐
怖
―
『
リ
ン
グ
』
あ
る
い
は
心
霊
映
像
の
増
殖）

1（
（

」
や
奈
良

崎
秀
穂
「
心
霊
か
ら
ウ
ィ
ル
ス
へ
―
鈴
木
光
司
『
リ
ン
グ
』『
ら
せ
ん
』『
ル
ー
プ
』
を
読
む）

11
（

」、
メ
デ
ィ
ア
と
の
関
連
つ
い
て
は
、
西

山
哲
郎
「『
リ
ン
グ
』
あ
る
い
は
秀
逸
な
メ
デ
ィ
ア
論
と
し
て
の
ホ
ラ
ー
に
つ
い
て）

11
（

」、鷲
谷
花
「『
リ
ン
グ
』
三
部
作
と
女
た
ち
の
メ
デ
ィ

ア
空
間）

11
（

」、
家
族
論
の
観
点
か
ら
は
、
レ
ー
ナ
・
エ
ー
ロ
ラ
イ
ネ
ン
「
家
族
の
視
点
か
ら
「
Ｊ�

ホ
ラ
ー
」
を
読
み
解
く
：
変
容
す
る
家

族
、
メ
デ
ィ
ア
、
恐
怖）

11
（

」
が
そ
れ
ぞ
れ
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
鈴
木
潤
は
、「
リ
ン
グ
」
の
研
究
を
複
数
発
表
し
て
お
り
、「
レ
ン
タ
ル
ビ
デ
オ
市
場
に
お
け
る
ホ
ラ
ー
ブ
ー
ム
と
Ｊ
ホ
ラ
ー

の
連
続
性�

：�『
邪
願
霊
』
か
ら
『
リ
ン
グ
』
へ）

11
（

」
や
「
第
九
章　
Ｊ
ホ
ラ
ー
に
お
け
る
女
性
幽
霊
の
眼
差
し
と
メ
デ
ィ
ア
―
ロ
ー
ラ
・

マ
ル
ヴ
ィ
の
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
映
画
理
論
を
起
点
と
し
て）

11
（

」
等
、「
リ
ン
グ
」
を
主
な
素
材
と
し
た
ホ
ラ
ー
映
画
、或
い
は
ジ
ャ
パ
ニ
ー
ズ
・

ホ
ラ
ー
の
研
究
内
容
も
多
岐
に
渡
る
。

　

そ
の
一
方
で
、
本
稿
で
主
題
と
し
て
い
る
幽
霊
の
衣
装
に
関
す
る
研
究
は
管
見
の
限
り
見
受
け
ら
れ
な
い
。
次
項
で
は
、
具
体
的
に

そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
中
の
幽
霊
表
象
を
考
察
し
て
い
く
。

　
　
　

四
―
二　

ジ
ャ
パ
ニ
ー
ズ
・
ホ
ラ
ー
に
お
け
る
幽
霊
表
象

　

本
項
で
は
、
ジ
ャ
パ
ニ
ー
ズ
・
ホ
ラ
ー
前
後
、
及
び
派
生
作
品
を
対
象
と
し
て
、
描
か
れ
提
供
さ
れ
た
幽
霊
像
を
確
認
す
る
。

　

作
品
選
出
方
法
は
、
既
存
の
ホ
ラ
ー
映
画
研
究
な
ど
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
も
の）

11
（

を
ベ
ー
ス
と
し
て
、
冒
頭
で
設
定
し
た
「
幽
霊
」

の
範
囲
の
怪
異
が
登
場
す
る
も
の
と
す
る
。
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表
三

　
ホ

ラ
ー

映
像

上
の

幽
霊

公
開

年
表

題
映

像
形

態
幽

霊
の

衣
装

（
色

）
幽

霊
の

衣
装

（
形

態
）

備
考

（
先

行
研

究
の

有
無

）

1
1988

邪
願

霊
オ

リ
ジ

ナ
ル

ビ
デ

オ
白

ワ
ン

ピ
ー

ス
『

Ｊ
ホ

ラ
ー

の
幽

霊
研

究
』（

2010）

2
1996

女
優

霊
劇

場
版

白
ワ

ン
ピ

ー
ス

「
地

獄
は

実
在

す
る

『
女

優
霊

』
か

ら
『

リ
ン

グ
』

へ
（

作
者

の
ノ

ー
ト

）」（
1998）

「
メ

タ
映

像
と

し
て

の
幽

霊
表

象
�:�中

田
秀

夫
監

督
『

女
優

霊
』」（

2006）

3
1998

リ
ン

グ
（

シ
リ

ー
ズ

）
劇

場
版

白
ワ

ン
ピ

ー
ス

「
地

獄
は

実
在

す
る

『
女

優
霊

』
か

ら
『

リ
ン

グ
』

へ
（

作
者

の
ノ

ー
ト

）」（
1998）

「
貞

子
は

な
ぜ

怖
い

!?―
毛

髪
と

ホ
ラ

ー
の

妖
し

い
関

係
を

め
ぐ

っ
て

�（
特

集
�髪

）」（
1999）

「『
リ

ン
グ

』
あ

る
い

は
秀

逸
な

メ
デ

ィ
ア

論
と

し
て

の
ホ

ラ
ー

に
つ

い
て

」（
2002）

「
回

帰
す

る
恐

怖
―

『
リ

ン
グ

』
あ

る
い

は
心

霊
映

像
の

増
殖

」（
2004）

「
心

霊
か

ら
ウ

ィ
ル

ス
へ

―
鈴

木
光

司
『

リ
ン

グ
』『

ら
せ

ん
』『

ル
ー

プ
』

を
読

む
」（

2005）
「『

リ
ン

グ
』

三
部

作
と

女
た

ち
の

メ
デ

ィ
ア

空
間

」（
2008）

『
Ｊ

ホ
ラ

ー
の

幽
霊

研
究

』（
2010）

「
髪

、
ホ

ラ
ー

、
ジ

ャ
ン

ル
の

イ
メ

ー
ジ

　
中

田
秀

夫
の

『
リ

ン
グ

』」（
2012）

「
中

日
ホ

ラ
ー

映
画

の
比

較
研

究
―

日
本

ホ
ラ

ー
映

画
の

優
秀

性
の

分
析

―
」（

2014）
「

レ
ン

タ
ル

ビ
デ

オ
市

場
に

お
け

る
ホ

ラ
ー

ブ
ー

ム
と

Jホ
ラ

ー
の

連
続

性
�:�『

邪
願

霊
』か

ら『
リ

ン
グ

』へ
�」（

2015）
「

第
九

章
　

Ｊ
ホ

ラ
ー

に
お

け
る

女
性

幽
霊

の
眼

差
し

と
メ

デ
ィ

ア
―

ロ
ー

ラ
・

マ
ル

ヴ
ィ

の
フ

ェ
ミ

ニ
ス

ト
映

画
理

論
を

起
点

と
し

て
」（

2016）

4
1999

死
国

劇
場

版
赤

・
白

着
物

（
振

袖
）

5
2000

呪
怨

オ
リ

ジ
ナ

ル
ビ

デ
オ

白
ワ

ン
ピ

ー
ス

『
Ｊ

ホ
ラ

ー
の

幽
霊

研
究

』（
2010）

6
2001

仄
暗

い
水

の
底

か
ら

劇
場

版
黄

レ
イ

ン
コ

ー
ト

「
中

日
ホ

ラ
ー

映
画

の
比

較
研

究
―

日
本

ホ
ラ

ー
映

画
の

優
秀

性
の

分
析

―
」（

2014）

7
2003

呪
怨

劇
場

版
白

ワ
ン

ピ
ー

ス
「

中
日

ホ
ラ

ー
映

画
の

比
較

研
究

―
日

本
ホ

ラ
ー

映
画

の
優

秀
性

の
分

析
―

」（
2014）

8
2003

着
信

ア
リ

白
半

袖
「

中
日

ホ
ラ

ー
映

画
の

比
較

研
究

―
日

本
ホ

ラ
ー

映
画

の
優

秀
性

の
分

析
―

」（
2014）

「
携

帯
電

話
に

於
け

る
怪

異
の

一
考

察
�:�『

着
信

ア
リ

』
を

事
例

と
し

て
」（

2015）

9
2007

叫
劇

場
版

赤
ワ

ン
ピ

ー
ス

「「
文

化
的

」
な

主
体

の
病

─
─

黒
沢

清
と

山
本

文
緒

の
ド

ッ
ペ

ル
ゲ

ン
ガ

ー
、

そ
し

て
『

叫
』」（

2007）
「

記
憶

喪
失

者
の

フ
ラ

ッ
シ

ュ
バ

ッ
ク

―
黒

沢
清

『
叫

』
に

お
け

る
記

憶
・

幽
霊

・
イ

メ
ー

ジ
（

1）�」（
2011）

「
出

会
い

の
準

備
�:�黒

沢
清

『
叫
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こ
れ
ま
で
、
幽
霊
は
白
衣
装
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
自
明
の
理
と
さ
れ
考
察
さ
れ
て
来
な
か
っ
た
が
、
そ
の
理
由
を
こ
こ
で
考
察

す
る
。

　

表
三
か
ら
読
み
取
れ
る
こ
と
は
、
ジ
ャ
パ
ニ
ー
ズ
・
ホ
ラ
ー
の
中
核
を
な
す
作
品
の
幽
霊
は
、
殆
ど
が
白
い
服
を
踏
襲
し
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
全
体
的
に
白
く
裾
の
長
い
衣
装
と
し
て
ワ
ン
ピ
ー
ス
が
あ
て
ら
れ
て
い
る
場
合
が
多
い
が
、
そ
う
で
な
く
と
も
、

白
或
い
は
灰
色
を
中
心
と
し
た
衣
装
を
幽
霊
に
割
り
当
て
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　

幽
霊
と
い
う
存
在
が
如
何
な
る
も
の
か
、
人
々
は
様
々
な
創
作
物
、
メ
デ
ィ
ア
を
通
し
て
情
報
を
受
容
し
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ

の
「
伝
統
的
」
な
幽
霊
像
は
、
江
戸
時
代
・
幽
霊
画
に
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
解
る
。

　

一
方
、
伝
統
的
な
幽
霊
＝
白
装
束
と
い
う
点
は
継
承
さ
れ
て
い
て
も
、
幽
霊
の
衣
装
＝
死
装
束
と
い
う
側
面
は
削
ぎ
落
と
さ
れ
て
い

る
よ
う
で
あ
る
。
ま
ず
、
衣
装
そ
の
も
の
が
洋
装
化
し
、
着
物
要
素
の
欠
落
は
、
大
き
な
変
化
で
あ
る
。
前
章
で
考
察
し
た
よ
う
に
、

死
装
束
の
洋
装
化
は
近
年
漸
く
見
え
始
め
た
兆
候
で
あ
り
、
葬
儀
に
お
い
て
も
、
多
く
の
死
装
束
は
経
帷
子
を
中
心
に
、
故
人
の
和
装

を
取
り
入
れ
て
い
る
状
態
で
あ
る
。

　

ま
た
、
ジ
ャ
パ
ニ
ー
ズ
・
ホ
ラ
ー
の
幽
霊
は
、
葬
儀
を
挙
げ
て
い
る
・
い
な
い
に
関
わ
ら
ず
、
生
前
、
特
に
死
の
直
前
の
装
束
を
踏

襲
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
作
中
で
は
、
白
装
束
の
理
由
を
死
ん
だ
時
・
殺
さ
れ
た
時
の
服
装
で
あ
っ
た
と
理
由
付
け
を
し
て
い
る
。

　

江
戸
時
代
の
応
挙
の
事
例
に
も
あ
る
よ
う
に
、
幽
霊
像
の
形
成
は
、
当
該
時
代
に
お
け
る
メ
デ
ィ
ア
を
経
由
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ

の
地
位
を
確
立
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
現
代
に
お
い
て
は
、
ジ
ャ
パ
ニ
ー
ズ
・
ホ
ラ
ー
の
興
隆
の
影
響
か
ら
、
日
本
の
幽
霊
像
は
白
装

束
を
踏
襲
し
た
ま
ま
、洋
装
化
し
た
こ
と
が
周
知
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
変
化
は
映
画
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
を
通
し
て
人
々
に
提
供
さ
れ
、

受
容
さ
せ
た
と
み
る
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
。

　

幽
霊
像
の
形
成
は
、
人
々
の
生
活
習
慣
や
儀
礼
文
化
の
変
化
と
も
関
わ
り
合
い
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
時
代
の
メ
デ
ィ
ア
を
通
し

て
一
般
に
公
表
さ
れ
て
か
ら
、
漸
く
大
多
数
の
共
通
理
解
を
得
る
こ
と
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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五　

総
括

　

白
装
束
と
幽
霊
と
い
う
密
接
な
関
わ
り
は
、
江
戸
時
代
に
お
い
て
、
仏
教
の
布
教
と
浮
世
絵
の
流
行
と
い
う
宗
教
的
側
面
と
娯
楽
的

側
面
と
い
う
文
化
の
変
容
に
即
す
る
形
で
庶
民
へ
浸
透
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
現
在
に
お
い
て
も
、幽
霊
画
の
展
示
と
い
え
ば
、

江
戸
時
代
か
ら
明
治
時
代
に
描
か
れ
た
も
の
が
主
流
を
占
め
て
い
る
。
怪
異
の
展
示
の
流
行
に
即
す
る
形
で
幽
霊
画
も
同
時
公
開
さ
れ

る
傾
向
の
中
、
現
代
日
本
人
の
幽
霊
像
、
幽
霊
表
象
と
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
の
か
は
、「
幽
霊
画
」
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
を
通
し
て
、

提
供
さ
れ
て
い
る
側
面
が
見
ら
れ
る
。

　

江
戸
時
代
以
前
の
幽
霊
に
関
し
て
は
、
本
稿
で
は
着
手
し
な
か
っ
た
が
、
中
世
絵
巻
な
ど
か
ら
み
る
に
、
葬
儀
や
幽
霊
は
上
流
階
級

の
文
化
と
し
て
み
ら
れ
た
。
特
に
、
幽
霊
と
い
う
よ
り
も
、
災
害
を
齎
す
怨
霊
と
し
て
の
側
面
が
描
か
れ
て
い
る
作
品
な
ど
で
は
、
幽

霊
の
衣
装
に
着
目
し
て
み
る
と
生
前
の
身
分
や
身
元
が
解
る
よ
う
に
衣
装
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。
一
方
で
、誰
か
は
解
ら
な
い
「
幽
霊
」

と
い
う
存
在
は
重
要
視
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
三
章
の
転
機
が
訪
れ
、
浮
世
絵
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
、

幽
霊
像
が
確
立
さ
れ
た
と
い
え
る
。

　

更
に
現
代
に
至
る
に
つ
れ
、
本
来
葬
儀
文
化
や
死
者
表
象
と
直
結
し
て
い
た
幽
霊
表
象
は
、
現
代
の
家
族
葬
を
初
め
と
し
た
葬
儀
そ

の
も
の
へ
の
関
与
の
低
下
と
同
時
に
、
葬
儀
社
の
流
入
に
よ
っ
て
、
葬
儀
運
営
の
中
心
か
ら
地
縁
・
血
縁
の
人
々
が
離
脱
し
た
こ
と
に

よ
り
、
死
者
の
実
態
に
触
れ
な
く
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
死
者
が
人
々
か
ら
隔
絶
さ
れ
た
存
在
と
な
っ
た
と
考
え
ら
る
。

　

ま
た
、
葬
儀
や
死
装
束
に
宗
教
性
を
見
出
さ
な
い
傾
向
も
あ
り
、
死
後
の
弔
い
装
束
と
し
て
の
白
装
束
と
い
う
認
識
が
希
薄
に
な
っ

た
。
三
―
五　

死
装
束
、
変
容
の
兆
し
に
も
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
現
代
の
死
装
束
は
色
彩
の
み
な
ら
ず
形
式
も
自
由
と
さ
れ
る
こ
と
が

多
く
、
宗
教
的
な
意
味
合
い
と
は
乖
離
し
て
い
る
傾
向
が
強
い
。

　

結
果
と
し
て
、
現
代
に
お
い
て
は
、
葬
儀
文
化
を
始
め
と
す
る
宗
教
行
為
な
ど
か
ら
、
幽
霊
像
を
形
成
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
と
い

え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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前
述
し
た
よ
う
に
、
葬
儀
文
化
上
の
白
装
束
を
モ
デ
ル
と
し
て
幽
霊
画
に
代
表
さ
れ
る
「
幽
霊
像
」
が
確
立
し
た
の
は
江
戸
時
代
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
現
代
の
「
幽
霊
像
」
の
形
成
は
、
葬
儀
や
死
装
束
と
直
結
し
て
い
な
い
点
が
見
受
け
ら
れ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
現
代
の
幽
霊
像
は
、
何
処
で
形
成
さ
れ
、
人
々
に
共
有
さ
れ
る
の
か
。

　

そ
れ
は
、
数
々
の
創
作
物
と
そ
れ
を
伝
達
す
る
メ
デ
ィ
ア
を
通
し
て
人
々
に
提
供
さ
れ
た
と
考
え
る
事
が
出
来
る
。

　

例
え
ば
、
幽
霊
画
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
が
展
覧
会
な
ど
を
通
し
て
繰
り
返
し
提
供
さ
れ
、
あ
る
べ
き
「
幽
霊
像
」
と
し
て
継
承
さ
れ
て

き
た
こ
と
は
、
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
こ
こ
で
受
け
継
が
れ
て
き
た
応
挙
に
代
表
さ
れ
る
「
伝
統
的
幽
霊
像
」
は
、
人
々
の
幽
霊
表
象

の
形
成
を
担
っ
て
き
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

一
方
で
、
本
来
内
包
さ
れ
て
い
た
、
白
装
束
の
意
味
合
い
の
欠
落
か
ら
、
何
故
幽
霊
は
和
装
で
あ
り
白
衣
装
で
あ
る
の
か
と
い
う
よ

う
な
意
味
合
い
や
現
実
味
が
薄
れ
て
来
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
葬
儀
文
化
と
の
隔
絶
が
み
ら
れ
る
一
方
で
、
創
作

物
か
ら
受
容
し
た
幽
霊
像
の
形
成
と
い
う
文
化
的
な
継
承
の
継
続
と
い
う
両
側
面
を
見
い
出
す
こ
と
が
出
来
る
。

　

ま
と
め
る
と
、
創
作
物
で
あ
る
幽
霊
画
や
ジ
ャ
パ
ニ
ー
ズ
・
ホ
ラ
ー
に
お
け
る
幽
霊
表
象
、
そ
の
白
装
束
へ
の
人
々
の
受
容
の
下
地

と
し
て
、
葬
儀
文
化
と
死
装
束
（
白
装
束
）
は
未
だ
存
在
す
る
一
方
で
、
宗
教
性
欠
如
の
傾
向
か
ら
、
本
来
の
死
装
束
の
意
味
合
い
が

受
け
継
が
れ
な
い
傾
向
が
み
ら
れ
る
。
近
年
の
葬
儀
社
は
、
依
頼
者
で
あ
る
一
般
の
人
々
の
希
望
に
沿
う
傾
向
も
み
ら
れ
る
た
め
、
葬

儀
や
死
装
束
が
如
何
な
る
も
の
か
伝
達
さ
れ
な
い
こ
と
も
あ
る
よ
う
だ
。

　

他
方
、
具
体
的
な
幽
霊
像
を
想
定
す
る
際
、
人
々
が
起
点
と
す
る
の
は
メ
デ
ィ
ア
を
通
し
て
提
供
さ
れ
た
幽
霊
の
姿
で
あ
る
。
本
来
、

視
認
出
来
な
い
幽
霊
即
ち
魂
に
関
す
る
文
化
に
つ
い
て
、
人
々
は
創
作
物
を
通
し
て
共
通
理
解
を
形
成
し
て
い
る
。

　

本
稿
で
用
い
た
死
の
文
化
や
幽
霊
表
象
に
関
し
て
は
、当
該
時
代
の
文
化
と
共
に
メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
周
知
が
大
き
く
影
響
し
て
い
る
。

　

現
代
で
は
、
幽
霊
画
と
ジ
ャ
パ
ニ
ー
ズ
・
ホ
ラ
ー
の
幽
霊
の
両
面
の
メ
デ
ィ
ア
か
ら
、
人
々
は
幽
霊
表
象
を
認
識
・
確
立
し
て
お
り
、

近
世
に
比
較
す
る
と
生
活
文
化
・
儀
礼
文
化
的
な
担
保
は
重
要
視
さ
れ
な
い
傾
向
に
あ
る
こ
と
が
考
察
さ
れ
る
。
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一
九
六
八
年

（
25
）　

伝
土
佐
吉
光
『
百
鬼
の
図
』
一
七
世
紀

（
26
）　

狩
野
宗
信
『
化
物
絵
巻
』
一
七
世
紀

（
27
）　

佐
脇
崇
史
『
百
怪
図
鑑
』
一
七
四
七
年

（
28
）　

中
村
ひ
ろ
子
「
死
者
の
衣
服
の
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
」（『
よ
そ
お
い
の
民
族
誌　

化
粧
・
着
物
・
死
装
束
』、
二
〇
〇
〇
年
）

（
29
）　
「
ご
ん
ぎ
つ
ね
（
一
）
一
〇
歳
の
壁　
　

四
年
生
で
な
ぜ
学
ぶ
」『
西
日
本
新
聞
』
二
〇
一
六
年
一
二
月
六
日
付

（
30
）　

新
美
南
吉
『
校
定　

新
美
南
吉
全
集
』
第
一
二
巻
、
大
日
本
図
書
株
式
会
社
、
一
九
八
一
年
、
三
三
〇
頁

（
31
）　

山
田
慎
也
『
現
代
日
本
の
死
と
葬
儀�:�

葬
祭
業
の
展
開
と
死
生
観
の
変
容
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
七
年

（
32
）　

葬
儀
社
セ
レ
モH

P　

�http://w
w
w
.cerem

o.com
/plan

（
最
終
閲
覧
二
〇
一
八
年
一
月
二
七
日
）

（
33
）　
「
大
原
ゆ
う
子
さ
ん
自
ら
燃
え
る
燐
の
よ
う
に
（
働
く
）【
西
部
】」『
朝
日
新
聞
（
朝
刊
）』
二
〇
〇
一
年
六
月
二
九
日
付

（
34
）　

大
原
羑
子
「
死
装
束
を
用
意
す
る
と
い
う
こ
と
」（『
よ
そ
お
い
の
民
族
誌　

化
粧
・
着
物
・
死
装
束
』、
二
〇
〇
〇
年
）

（
35
）　
「“

あ
の
世”

で
も
好
き
な
服
を　

東
京
・
東
池
袋
で
死
装
束
展
」『
読
売
新
聞
（
東
京
・
朝
刊
）』
一
九
九
五
年
九
月
三
〇
日
付
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�　
「「
旅
立
ち
」
の
服
も
個
性
的
に　

豊
島
で
「
死
に
装
束
」
の
展
覧
会
／
東
京
」『
朝
日
新
聞（
東
京
・
朝
刊
）』一
九
九
五
年
九
月
二
七
日
付

（
36
）　

前
掲
『
読
売
新
聞
』
で
は
二
四
着
表
記

（
37
）�　
「［
Ｍ
ｅ
ｎ
＆
Ｗ
ｏ
ｍ
ｅ
ｎ
］
死
装
束
デ
ザ
イ
ナ
ー
・
大
原
麦
子
さ
ん
五
五　

貴
い
命
、
終
幕
彩
る
」『
読
売
新
聞
（
東
京
・
朝
刊
）』

一
九
九
八
年
三
月
一
五
日
付

（
38
）�　
「
福
岡
の
女
性
デ
ザ
イ
ナ
ー
、
大
原
姜
子
さ
ん
の
「
現
代
の
死
に
装
束
」
展　

大
阪
市
」『
毎
日
新
聞
（
大
阪
・
朝
刊
）』
一
九
九
八
年
三

月
二
六
日
付

（
39
）　
「［
た
た
か
う
美
術
館
］
Ｃ
Ａ
Ｍ
Ｋ
の
挑
戦
／
四
貝
殻
の
標
本
／
熊
本
」『
毎
日
新
聞
（
熊
本
）』
二
〇
〇
二
年
一
〇
月
一
一
日
付

（
40
）�　
「
死
装
束
の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
シ
ョ
ー　

東
京
・
巣
鴨
で
開
催
（
ｉ
ｎ
・
ｓ
ｈ
ｏ
ｒ
ｔ
）」『
週
刊
ア
エ
ラ
』
一
九
九
四
年
九
月
一
二
日
、

六
六
頁

（
41
）　

高
野
山
真
言
宗
功
徳
院
す
が
も
平
和
霊
苑　

H
P　

http://w
w
w
.haka.co.jp/

（
二
〇
一
八
年
二
月
八
日
最
終
閲
覧
）

（
42
）�　

一
瀬
隆
重
・
聞
き
手
矢
吹
信
「
二
一
世
紀
の
仕
掛
け
人　

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
に
「
Ｊ
ホ
ラ
ー
」
は
つ
く
れ
な
い
」（『V

oice

』
第
三
二
九
巻
、

二
〇
〇
五
年
）

（
43
）　

金
城
誠
「
ジ
ャ
パ
ニ
ー
ズ
・
ホ
ラ
ー
の
現
在
」（『
キ
ネ
マ
旬
報
』
一
一
九
九
巻
、
一
九
九
六
年
）

（
44
）　

小
中
千
昭
『
恐
怖
の
作
法
―
ホ
ラ
ー
映
画
の
技
術
―
』
河
出
書
房
新
社
、
二
〇
一
四
年

（
45
）�　

高
橋
洋
「
地
獄
は
実
在
す
る
『
女
優
霊
』
か
ら
『
リ
ン
グ
』
へ(

作
者
の
ノ
ー
ト)

」（『
シ
ナ
リ
オ�:�

映
画
芸
術
の
原
点
』
第
五
四
巻
第
五
号
、

一
九
九
八
年
）

（
46
）　

大
島
清
昭
『
Ｊ
ホ
ラ
ー
の
幽
霊
研
究
』
秋
山
書
店
、
二
〇
一
〇
年

（
47
）�　

中
野
泰
「『
女
優
霊
』
論
─
あ
る
い
は
、
映
画
の
自
己
言
及
作
用
に
潜
む
「
魔
」
に
つ
い
て
」（『
ホ
ラ
ー
ジ
ャ
パ
ネ
ス
ク
の
現
在
』、

二
〇
〇
五
年
）



130

（
48
）　

石
田
美
紀
「
メ
タ
映
像
と
し
て
の
幽
霊
表
象:

中
田
秀
夫
監
督
『
女
優
霊
』」（『
ア
ー
ト
・
リ
サ
ー
チ
』
第
六
巻
、
二
〇
〇
六
年
）

（
49
）　

東
雅
夫
「
貞
子
は
な
ぜ
怖
い
！
？
―
毛
髪
と
ホ
ラ
ー
の
妖
し
い
関
係
を
め
ぐ
っ
て
」（『
化
粧
文
化
』
第
三
九
巻
、
一
九
九
九
年
）

（
50
）�　

ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
・
ユ/

岩
城
覚
久
訳
「
髪
、
ホ
ラ
ー
、
ジ
ャ
ン
ル
の
イ
メ
ー
ジ　

中
田
秀
夫
の
『
リ
ン
グ
』」（『Ecce

：
映
像
と
批
評
』
第
三

巻
、
二
〇
一
二
年
）

（
51
）　

吉
田
司
雄
「
回
帰
す
る
恐
怖
―
『
リ
ン
グ
』
あ
る
い
は
心
霊
映
像
の
増
殖
」（『
心
霊
写
真
は
語
る
』、
二
〇
〇
四
年
）

（
52
）�　

奈
良
崎
英
穂
「
心
霊
か
ら
ウ
ィ
ル
ス
へ
―
鈴
木
光
司
『
リ
ン
グ
』『
ら
せ
ん
』『
ル
ー
プ
』
を
読
む
」『
ホ
ラ
ー
・
ジ
ャ
パ
ネ
ス
ク
の
現
在
』、

二
〇
〇
五
年
）

（
53
）�　

西
山
哲
郎
「『
リ
ン
グ
』
あ
る
い
は
秀
逸
な
メ
デ
ィ
ア
論
と
し
て
の
ホ
ラ
ー
に
つ
い
て
」（『
文
化
社
会
学
へ
の
招
待
：「
芸
術
」
か
ら
「
社

会
学
」
へ
』、
二
〇
〇
二
年
）

（
54
）　

鷲
谷
花
「『
リ
ン
グ
』
三
部
作
と
女
た
ち
の
メ
デ
ィ
ア
空
間
」（『
怪
奇
と
幻
想
へ
の
回
路
：
怪
談
か
ら
Ｊ
ホ
ラ
ー
へ
』、
二
〇
〇
八
年
）

（
55
）�　

レ
ー
ナ
・
エ
ー
ロ
ラ
イ
ネ
ン
「
家
族
の
視
点
か
ら
「
Ｊ
ホ
ラ
ー
」
を
読
み
解
く
：
変
容
す
る
家
族
、
メ
デ
ィ
ア
、
恐
怖
」（『
メ
デ
ィ
ア
・

コ
ン
テ
ン
ツ
論
』、
二
〇
一
六
年
）

（
56
）�　

鈴
木
潤
「
レ
ン
タ
ル
ビ
デ
オ
市
場
に
お
け
る
ホ
ラ
ー
ブ
ー
ム
と
Ｊ
ホ
ラ
ー
の
連
続
性:

『
邪
願
霊
』
か
ら
『
リ
ン
グ
』
へ
」（『
二
松
学
舎
大

学
人
文
論
叢
』
第
九
四
巻
、
二
〇
一
五
年
）

（
57
）�　

鈴
木
潤
「
第
九
章　
Ｊ
ホ
ラ
ー
に
お
け
る
女
性
幽
霊
の
眼
差
し
と
メ
デ
ィ
ア
―
ロ
ー
ラ
・
マ
ル
ヴ
ィ
の
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
映
画
理
論
を
起
点

と
し
て
」（『
理
論
で
読
む
メ
デ
ィ
ア
文
化　
「
今
」
を
理
解
す
る
た
め
の
リ
テ
ラ
シ
ー
』、
二
〇
一
六
年
）

（
58
）�　

大
島
清
昭
『
Ｊ
ホ
ラ
ー
の
幽
霊
研
究
』、
小
中
千
昭
『
恐
怖
の
作
法
―
ホ
ラ
ー
映
画
の
技
術
―
』、
祁
楽
・
林
勝
彦
・
佐
々
木
和
郎
「
中
日

ホ
ラ
ー
映
画
の
比
較
研
究
―
日
本
ホ
ラ
ー
映
画
の
優
秀
性
の
分
析
―
」、『
キ
ネ
マ
旬
報
』
各
種
和
製
ホ
ラ
ー
・
Ｊ
ホ
ラ
ー
特
集　

他


