
「
夢
十
夜
」
第
三
夜
と
〈
異
人
殺
し
〉

―
―
近
代
小
説
と
異
界
（
一
）
―
―

I
　
第
三
夜
と
「
こ
ん
な
晩
」

I
・
1
　
「
こ
ん
な
晩
」
　
の
構
造

夏
目
淑
石
「
夢
十
夜
」
第
三
夜
に
関
連
し
て
、
平
川
祓
弘
は
小
泉
八

（

1

）

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

（

2

）

雲
が
収
集
・
再
話
し
た
出
雲
の
民
話
の
激
石
へ
の
影
響
を
示
唆
し
た
。

そ
れ
に
対
し
、
野
村
純
一
は
、
こ
の
種
の
民
話
が
「
こ
ん
な
晩
」
、
あ

る
い
は
「
六
部
殺
し
」
と
呼
ば
れ
る
一
つ
の
タ
イ
プ
で
あ
る
こ
と
を
、

（
3
）

全
国
的
に
分
布
し
て
い
る
多
く
の
例
証
と
と
も
に
指
摘
し
た
。
直
接
的

影
響
関
係
と
い
う
点
で
は
、
「
こ
ん
な
晩
」
型
説
話
（
以
下
、
「
こ
ん
な

晩
」
と
略
記
）
　
の
第
三
夜
へ
の
影
響
を
立
証
す
る
こ
と
は
困
難
だ
が
、

第
三
夜
と
「
こ
ん
な
晩
」
と
の
類
似
は
明
瞭
で
あ
る
。
「
こ
ん
な
晩
」

の
基
本
的
な
型
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

1
、
六
部
　
（
ご
ぼ
う
・
尼
）
　
が

㈲
百
姓
家
に
泊
ま
る
。

堀
竜
一

l

］
叫
、

㈱
渡
し
船
に
乗
る
。

㈲
旅
の
男
と
道
連
れ
に
な
る
。

2
、
六
部
が
金
を
持
っ
て
い
る
の
を
知
っ
て
　
（
勘
遺
さ
れ
）
殺

す
。

3
、
百
姓
は
こ
の
金
を
も
と
に
金
持
ち
に
な
る
。

4
、
子
が
生
ま
れ
る
が
盲
目
あ
る
い
は
口
を
き
か
な
い
。

5
、㈲

鯉
を
料
理
し
て
切
る
と
血
の
海
に
な
っ
て
子
供
が
犯
罪
を

暴
露
す
る
。

㈲
口
を
き
か
な
い
子
が
は
じ
め
て
し
ゃ
べ
っ
た
言
葉
が
「
お

（
4
）

れ
を
殺
し
た
晩
と
同
じ
だ
」
。

2
、
…
、
が
話
の
ス
ト
ー
リ
ー
展
開
で
あ
る
の
に
対
し
、
㈲
、

…
、
は
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る
。
先
に
「
類
似
」
と
言
っ
た
の

43

は
、
お
も
に
、
盲
目
の
子
供
が
「
お
れ
を
殺
し
た
晩
と
同
じ
だ
」
と
父

親
に
犯
罪
を
暴
露
す
る
4
～
5
の
話
の
展
開
に
お
い
て
で
あ
る
が
、
1



-
3

の

部
分
の

展
開
に
つ

い

て

は

ど

う
な

の

だ

ろ

う
か

｡

-

-

5

の

話
の

展
開
を
ひ

と

ま

ず
､

構
造
的
に

｢

-

被
殺
害
者
の

登

場
1
2

被
殺
害
者
の

殺
害
1
3

殺
害
者
の

致
富
1
4

子
供
の

誕
生

1
5

秘
密
の

暴
露
｣

と

抽

象
化
し

て

ぉ
こ

う
｡

第
三

夜
の

場
合

､

2

の

項
は

､

話
の

末
尾
で

｢

自
分
は

此
の

言
葉
を
聞
-
や

否
や

､

今
か

ら

百
年
前
文

め
J
l

ら

化
五

年
辰
年
の

こ

ん

な

闇
の

晩
に

､

此
の

杉
の

根
で

､

1

人
の

盲
目

を

殺
し

た

と

云

ふ

自

覚
が

､

忽
然
と

し

て

頭
の

中
に

起
っ

た
｣

と
､

顕
在

化
す
る

｡

し

か

し

そ

れ

は

｢

自

覚
｣

の

レ

ベ

ル

(

心
理

的
レ

ベ

ル
)

に

お
い

て

で

あ
-

､

事
実
の

レ

ベ

ル

で

語
ら

れ

る

｢

こ

ん

な

晩
｣

の

2

と

は

異
な

る
｡

こ

の

点
に
つ

い

て

は

後
述
す
る

.

1

見
第
三

夜
で

は

-

-

3

は

欠
落
し

て

い

る

よ

う
に

見
え
る

｡

-

-

3

は

さ

ら

に

抽

象
化
す
る

と
､

｢

2

殺
害
1
3

致
富
｣

と

要
約
で

き
る

｡

2

が

成
立

す
る

た

め

に

は
､

か

な

ら

ず
殺
害
者
と

被
殺
害
者
の

両
者
が

存
在
し

な

け
れ

ば

な

ら

な
い

の

で
､

-

は

2

に

包
含
さ

れ

う
る

か

ら

で

あ
る

｡

し

た

が
っ

て
､

第
三

夜
は

2

1
3

を
欠
落
し

て

い

る
､

つ

ま
り

｢

殺
害
の

動
機

･

行
為
1
殺

害
の

結
果
｣

が

不
明
で

あ
る
と

い

う
こ

と

が
で

き
る

｡

も
し

､

2

1
3

の

話
の

展
開
を
第

三
夜
に

組
み

込
む
と

し
て

､

ど

の

よ

う
な

｢

殺
害
の

動
機

･

行
為
1
殺
害
の

結
果
｣

の

バ

リ
エ

-

シ

ョ

ン

が

可
能
な

の

だ

ろ

う
か

｡

-
･

2

｢

異
人
殺
し
｣

と
貨
幣

こ

の

点
に

関
し

て
､

小
松
和
彦
の

｢

異
人
論
｣

を

参
照
す
る
こ

と

に

し

ょ

う
｡

小
松
は

､

｢

こ

ん

な

晩
｣

と

類
似
の

｢

異
人
殺
し

｣

伝
承

(

以

下
､

｢

異
人
殺
し
｣

と

略
記
)

の

分
析
に

お
い

て
､

｢

こ

ん

な

晩
｣

を

昔

話
､

｢

異
人
殺
し

｣

を

伝
説
と

位
置
づ

け
な

が

ら
､

3

致
富
の

モ

チ

-

r

l1
･

J
)

フ

を
､

説
話
の

原
動
力
と

捉
え
て

い

る
｡

ま

ず
､

村
の

中
に

あ
る

富
者

が
い

る
｡

1
な

ぜ

富
者
と

な
っ

た

か

と
い

え
ば

､

廉
の

者
を
殺
害
し
て

､

金
品
を

強

奪
し
た

か

ら

だ
｡

こ

の

遡
及
的

説
明
が

核
に

な
っ

て
､

｢

異

人
殺
し

｣

伝
承
が

形
成
さ

れ

た

と
い

う
の

で

あ
る

｡

｢

こ

ん

な

晩
｣

と
｢

異

人
殺
し
｣

と

の

相
違
点
は

､

昔
話
と

伝
説
と

の

相
違
か

ら

類
推
さ

れ

る

よ

う
に

､

｢

異
人
殺
し
｣

の

固
有
名
詞

性
､

土

地
性

､

つ

ま

り
歴
史
性

と

社
会
性
に

あ
る

.

｢

異
沈
頂
し
｣

は
､

あ
る

土

地
の

内

部
の

特
定
の

家
と

結
び
つ

け
て

語
ら

れ

る
｡

こ

れ

は

ど

う
い

う
こ

と

だ

ろ

う
か

｡

と

こ

ろ

が
､

｢

異
人

殺
し
｣

に

よ

る

説
明
に

は
､

は
つ

き
り
と

共
同
体
に

生

じ

て

い

る

家
の

盛

衰
が

村
落

共
同

体
の

外
部
と

の

社

会
関
係
に

よ
っ

て
､

そ

れ

も

貨
幣
に

よ
っ

て

生

じ

て

い

る
こ

と

が

語
-
込
ま
れ

て

い

る

の

だ
｡

外
部
か

ら

の

力
が

､

そ

れ

も
神
霊
で

は

な

-
､

外
部
か

ら

侵
入

し

て

-
る

貨
幣
が

､

村
落
共
同
体
の

旧

来
の

社

会
秩

序
を

脅
か

し

変
質
さ

せ

て

い

る

の

だ

と

い

う
こ

と

を
､

共
同
体
自
身
が

そ

れ

と

な

-
悟
っ

て

い

る
の

で

あ
る

｡

そ

し

て
､

村
落
共
同
体
は
こ

の

新
し
い

事
態
を

前
に

し
て

､

そ

れ

に

賛

意
を

表
明
す
る

の

で

は

な

-
､

そ

れ

に

対
抗
す
る

た

め

に

｢

異
人

殺
し
｣

伝
説
を

新
た

に

語
-
出
し

た

の

で

あ
っ

た
｡

貨
幣
に
よ
っ

て

村
落
共
同
体
が

破
壊
さ

れ

な
い

た

め

に
､

貨
幣
を

持
ち
込
ん

で

社

会
的

･

経
済
的
に

上

昇
し

た

新
し
い

家
を

排
除
し

よ

う
と

い

う
､

悪
意
を
た
っ

ぷ

り
含
ん

だ

フ

オ

-

ク
ロ

ア

を
､

あ
の

家
は

異

人
を
殺
し

て

貨
幣
を
強
奪
し
た

の

だ

と

い

う
物
語
を

､

新
た

に

作

(

7
)

り
出
し

た
と

い

う
わ

け
な
の

だ
｡

3 5



3

致
富
の

モ

チ

-

フ

の

背
景
に

､

近
世
の

貨
幣
経
済
の

発
達
に

と

も

な
っ

て
､

村
落
共
同
体
に

入

-
込
ん

で

き
た

貨
幣
を

村
落
共
同
体
側
が

排
除
し

よ

う
と

す
る

ド

ラ
マ

を

読
み

取
る

こ

と

に

よ

り
､

｢

異
人

殺
し
｣

お

よ

び

｢

こ

ん

な

晩
｣

の

構
造
は

明

瞭
に

な

る
｡

｢

異
人
殺
し

｣

ぉ

よ

び

｢

こ

ん

な

晩
｣

を

さ

ら

に

要
約
し
て

､

話
の

最
大
の

眼
目

､

つ

ま

-

最
小
の

物
語
を

求
め

る

と

す
れ

ば
､

｢

2

殺

害
1
5

暴
露
｣

と
い

う
こ

と

に

な

る
｡

な

ぜ

な

ら
､

4

子
供
の

誕
生

は
､

最
終
的
な

話
の

収
束
点

で

あ
る

5

暴
露
の

前
提
で

あ
る

の

で
､

.
5

に

包
含
さ

れ

う
る

し
､

3

致

富
は

､

2

殺
害
の

動
機
が

金

品
目

当
て

の

場
合
に
つ

い

て

の

み

妥
当
し

､

他
の

動
機
の

バ

リ
エ

-

シ

ョ

ン

に

は

妥
当
し

な

い

た

め
､

2

殺
害
の

動

機
に

含
め

う
る

か

ら

で

あ
る

｡

と

こ

ろ

で
､

2

1
5
は

不
可

逆
的
前
後
関
係
で

あ
る

｡

つ

ま

-
､

秘

密
の

暴
露
が

生
じ

る
た

め

に

は
､

秘
密
の

発
生

が

必
要
で

あ

る
｡

と
こ

ろ

が
､

物
語
の

論
理

に

お
い

て

は
､

こ

れ
は

あ
る

種
の

解
釈
を

含
む

因

果
関
係
で

あ
る

｡

あ
る

出
来
事
を

結
果
と

す
る

と
､

そ
れ

が

起
こ

っ

た

原
因
へ

と

物
語
の

想
像
力
は

遡
及
し

､

逆
に

記
述
の

レ

ベ

ル

で

は
､

出

来
事
は

時
間
的
に

整
序
さ

れ
､

原
因
1
結
果

(

論
理

的
因
果

)

の

不
可

逆
的
物
語
と

し

て

語
-
出
さ

れ
る

｡

2

1
5

の

場
合

､

5

(

果
)

1
2

(

因
)

は

必
然
的
に

遡
及
す
る

が
､

逆
に

2

の

側
か

ら

因
果
論
的
に

再

構
成
す
る

際
に

､

｢

殺
害
1
秘
密
の

隠
蔽
(

隠
滅
)

｣

と
い

う
別
の

バ

リ

エ

-

シ
ョ

ン

が

生

じ
る

可

能
性
も
あ
る

.

2

-
5

は
､

双
方
向
的
で

は

な

-
､

5

ト
2

の

遡
及
的
力
の

方
が
は

る

か

に

強
力
で

あ
り

､

む

し

ろ

2

と

強
い

結
合
力
を

持
つ

の

が
､

3

で

あ
る

｡

殺
害
の

出

来
事
は

､

な

ぜ

殺
害
し
た

の

か

(

殺
害
の

動
機

)

､

ど
の

よ

う
に

殺
害
し
た

の

か
(

戟

害
の

行
為

)

､

殺
害
し

て

ど

う
な
っ

た

か

(

殺
害
の

結
果

)

と
い

っ

た

物
語
の

論
理

に

起
因
す
る

疑
問
へ

と

話
を

聞
-
者
の

想
像
力
を

導
-

｡

因

果
と

し
て

の

｢

(

金

品
目

当
て

の
)

殺

害
1
致
富
｣

と
､

遡
及
と

し

て

の

｢

致
富
1
(

金
品

目
当
て

の
)

殺

害
｣

､

こ

の

両
者
は
ご

-

自
然

に
一

組
の

物
語
と

し

て

語
ら

れ

う
る

｡

と

す
れ

ば
､

｢

こ

ん

な

晩
｣

の

構
造
=

最
小
の

物

語
(

最
小
の

要
約
)

は
､

｢

2

殺
害
1

L

･

,

暴
露
｣

で

は

な

-
､

話
の

核
に

な

る
一

組
と

し

て

の

｢

2

殺
害
1
3

致
富
｣

に
､

二

次
的
に

｢

5

暴
露
｣

が

加
わ
っ

た
｡

｢

[

2

殺
害
1
3

致
富

]

-
5

暴

露
｣

と

考
え
る

こ

と

が

で

き
る

｡

-
･

3

異
人
の

告
発

さ

ら

に

小
松
は

､

｢

こ

ん

な

晩
｣

に

お

け
る

子
供
の

言

動
､

｢

異
人
殺

し
｣

に

お

け
る
シ

ャ

-
マ

ン

の

役
割
に

注
目
し
て

い

る
｡

こ

れ
は

二

つ

の

点
で

興
味
深
い

｡

一

つ

は

告
発
と
い

う
行
為

､

告
発
者
と

い

う
役
割

で

あ
る

｡

｢

異
人

殺
し
｣

の

場
合

､

シ

ャ

-

マ

ン

に

よ
っ

て
､

い

ま

ま

で

隠
蔽

･

忘
却
さ
れ

て

い

た

殺
害
行
為

(

人
･

家
)

が

新
た

に

発
見

･

同
定
さ

れ
､

祈
蒔
に

よ
っ

て
､

被
殺
害
者
は

鎮
魂
さ

れ
､

殺
害
者
(

の

家
)

は

破
い

清
め

ら

れ

る
｡

バ

リ
エ

-

シ
ョ

ン

に

よ
っ

て

は
､

そ
の

家

で

は

異
常
な

子
供
の

誕
生

が

続
き

､

そ
の

家
は

没
落

､

断
絶
し
て

し

ま

う
｡

殺
さ

れ

た

異
人
が
シ

ャ

-

マ

ン

に

潰
依
し
た

と

考
え
れ
ば

､

異
人

=

被
殺
害
者
-

告
発
者
で

あ
り

､

シ

ャ

-
マ

ン

の

お

告
げ
は

そ

れ

自

体
､

ま

さ

し

く

仏
教
的

因
果
応

報
思
想
の

悪

因
悪
果
と

考
え
ら

れ

る

だ

ろ

う
｡

｢

こ

ん

な

晩
｣

の

子
供
も
ま
た

､

身
体
的
障
害
(

盲
目
あ
る
い

は

唖
)

と

い

う
異
形
性
か

ら
､

異
人
で

あ
-

､

お

そ

ら

-
生

ま
れ

変
わ

り
と

し
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て

の

被
殺
害
者
-

告
発
者
で

あ
る

｡

殺
害
者
は

因
果
の

法
則
に

従
い

､

よ

-
に

よ
っ

て

大
切
な
か

わ

い

い

我
が

子
の

口

を
通
し

て
､

自
分
の

犯

罪
を

暴
か

れ
る

こ

と

に

な
る

｡

告
発
者
に
よ

る

告
発
は

､

殺
害
(

悪
事
)

は
い

ず
れ

暴
露
さ

れ
る

と

い

う
､

日

常
の

現
実
の

背
後
に

働
-

一

種
の

因
果
応
報
的
法
則
の

可
視
化
で

あ
る

｡

も

う
一

つ

注
目
す
べ

き
は

､

告
発
の

内
容
は

事
実
そ

の

も
の

(

仮
に

そ
の

よ

う
な

も
の

が

あ
る

と

し

て
)

で

は

な

-
､

逆
に

告
発
の

内
容
が

事
実
と

し
て

認
定
さ
れ

る

こ

と

に

な

る

と
い

う
こ

と
｡

先
程
の

小
松
の

引
用
に

あ
る

よ

う
な

､

｢

異
人
殺
し
｣

に

内
在
す
る

､

村
落
共
同
体
の

側
の

排
除
の

論
理
に

お

け
る

悪

意
に

シ

ャ

-

マ

ン

は

敏
感
に

感
応
し

､

そ

れ

を
理

解
可
能
な

､

誰
も
が

納
得
で

き
る

物
語
と

し

て

言
語
化
す
る

｡

こ

の

場
合

に

は
､

｢

い

ま

ま

で

隠

蔽
･

忘

却
さ

れ

て

い

た

殺

害

行

為

(

人
･

家
)

が

新
た

に

発
見

･

同
定
さ

れ
｣

る

と
い

う
よ

り
は

､

あ
る

人

物
(

家
)

に

向
け
ら

れ

る

共

同
体
の

側
の

悪
意
を
正
当
化
す
る

た

め

に
､

犯
罪
の

物
語
が

虚

構
化
さ

れ

る
｡

こ

こ

に

浮
か

び

上

が

る

因
果
応

報
的
法
則
は

､

発
見

･

可
視
化
さ

れ

た

事
実
と
い

う
よ

り
は

､

現
実
を

よ

り
よ

-
理

解

す
る

た

め

に

作
り

出
さ

れ

た

解

釈
と

言
う
べ

き
で

あ

る
｡

そ
れ

が

事
実
と

し

て

認
定
さ

れ

る
｡

第
三

夜
の

場
合

､

先
に

見
た

よ

う
に

､

殺
害
は

事
実
の

レ

ベ

ル

の

出
来
事
で

は

な

-
､

あ
-
ま
で

何

者
か

に

よ
っ

て

操
作
さ

れ

た

の

か

も
し

れ

な
い

｢

自
覚
｣

の

レ

ベ

ル
(

心

理
的
レ

ベ

ル
)

の

出
来

事
で

あ
る

｡

第
三

夜
に
は

｢

殺
害
の

動
機

･

行

為
1
殺
害
の

結

果
(

致
富
等
)

｣

は

欠
落
し

て

い

る

が
'

秘
密
は

暴
露

さ

れ

る
｡

こ

こ

に

は
､

｢

異
人

殺
し

｣

の

シ

ャ

-

マ

ン

の

お

告
げ
に

相

当
す
る

機
能
が

働
い

て

い

る

と

同
時
に

､

殺
害
行
為
の

虚
構
化
の

可
能

性
が

存
在
す
る

｡

｢

こ

ん

な

晩
｣

の

抽
象
化
さ

れ

た

構
造
に

な

ら
っ

て

図
示

す
れ

ば
､

｢

5

暴
露

1
[

2

殺
害
1
-

(

3

致
富
)

]

｣

と

い

う
こ

と

に

な

る

だ

ろ

う
O

お

告
げ
は

､

あ
る

種
の

怨
恨

､

復
讐
の

念
に
つ

き

動
か

さ
れ

て

い

る
｡

と

す
れ

ば
､

第
三

夜
の

深
層
に

は
､

貨
幣
に

ま
つ

わ

る

｢

殺
害
1
致
富
｣

の

構
造
と

､

そ

れ

に

端
を

発
す
る

怨
恨
の

感
情

が

隠
蔽
さ

れ

て

い

る
の

か

も
し

れ

な
い

｡

Ⅱ

怪
談
の

深
層
心
理

Ⅱ
･

-

近
世
末
期
の

物
語

永
井
荷
風
の

｢

狐
｣

は
､

明
治
新
政
府
の

高
官
で

あ
る

父
親
を

は

じ

め

男
た

ち

が
､

屋
敷
に

現
わ

れ

た

狐
を
退

治
す
る

､

｢

私
｣

の

幼
年

期

の

追
憶
讃
で

あ
る

o

前
田

愛
は

こ

の

作
品
の

構
造
を

､

父
親
-

男
社

会

-

明
治
日

本
と

､

母
親
-

女
性
=

江
戸
文
化
の

名
残
の

二

つ

の

世

界
の

対
立
か

ら

生
み

出
さ
れ

て

い

る

と

分
析
し

､

出
来
事
と

し

て

語
ら

れ

る

狐
退
治
は

､

女
性
=

江
戸
原
理
が

､

男
性
=

明
治
(

近

代
日

本
)

原
理

に

取
っ

て

代
わ

ら

れ

る

時
代
状

況
を

表
現
し

て

い

る

と

指
摘
し

て

い

(

8
)る

｡

た

し

か
に

こ

の

作
品
に

は

二

つ

の

異
質
の

世

界
の

対
立
が

見

事
に

描

か

れ

て

い

る

が
､

父
親
=

明
治
日

本
に

駆
逐
さ

れ

る

狐
が

担

う
江
戸
的

価
値
は

､

明
に

村
す
る

暗
､

公
に

対
す
る

私
､

進
歩
に

対
す
る

過
去
と

い

う
､

母
親
に

通

う
懐
か

し

さ
､

優
し

さ

だ

け
で

な

-
､

闇
に

対
す
る

畏
怖
で

も

あ
る

は

ず
で

あ
る

｡

時
代
は

｢

丁
度

､

西
南
戦
争
の

後
程
も

な

-
､

世
の

中
は

､

謀
反
人

だ

の
､

刺

客
だ

の
､

強
盗
だ
の

と
､

殺
伐
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残
忍
の

話
ば

か

り
､

少
し

-
門
構
の

大
き
い

地
位
あ
る

人
の

屋
敷
や

､

土

蔵
の

厳
め

し
い

商
家
の

縁
の

下

か

ら
は

､

夜
陰
に

主
人
の

寝
息
を
伺

っ

て
､

い

つ

脅
迫
暗
殺
の

白
刃

が

畳

を

貫
い

て

閃
き
出
る

か

計
ら
れ

ぬ

と

云

ふ

や

う
な

暗
塘
極
ま

る

疑
念
が

､

何
処
と

な

し

に

時
代
の

空
気
の

中
に

漂
っ

て

居
た

頃
｣

､

｢

丁
度
四

歳
の

初
冬
の

或
る

夕
方
｣

の

こ

と
､

広
い

庭
の

｢

最
も

暗
い

木
立
の

奥
深
い

と

こ

ろ

に

昔
の

屋
敷
跡
の

名
残

だ

と
い

ふ

古
井

戸
｣

の

残
り
の

一

つ

が
､

出
入

-
の

植
木
屋
の

安
善
の

手
で

取
り
壊
さ

れ
､

埋

め

立

て

ら

れ

た
｡

｢

こ

れ

も

恐
ろ

し
い

数
あ
る

記
念
の

一

つ

で

あ
る

｡

蟻
､

や

す
で

､

む

か
で

､

げ
じ

ぐ
､

み
ゝ

ず
､

小
蛇

､

地
轟

､

は

さ

み

晶
､

冬
の

住
家
に

眠
つ

て

居
た

さ
ま

ぐ
な

轟

け
ら

は
､

朽
ち
た

井
戸
側
の

聞
か
ら

､

ぞ
ろ

ぐ
､

ぬ

る

〈
､

う
ご

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

め

き
出
し

､

木
枯
の

寒
い

風
に
の

た

う
ち

廻
っ

て
､

そ
の

場
に

生

白
い

く

た

ば

腹
を

見
せ

な

が

ら

発
死
っ

て

し

ま
ふ

の

も

多
か

つ

た
｣

｡

こ

こ

で

う
ご

め

き
出
し

､

の

た

う
ち
廻
っ

て
､

死
ん

で

し

ま

う
グ
ロ

テ

ス

ク

な

虫
た

ち
も
や

は

-
､

明
治
の

新
時
代
に

は

不
要
の

､

と
い

う
よ

-
は

忌
ま
わ

し
い

江
戸
時
代
の

遺
物
な
の

で

は

な

い

だ

ろ

う
か

｡

し

か

し

江

戸
の

遺

物
は

物
質
的
に
は

そ
の

よ

う
に

破
壊

､

淘
汰
で

き
て

も
､

人
々

の

記
憶

の

中
か

ら

は

容
易
に

消
し

去
る

こ

と

は

で

き
な
い

｡

｢

私
は

小
学
校
へ

行
-
ほ

ど

の

年
齢
に

な
つ

て

も
､

伝
通
院
の

縁
日

で
､

か

ら

-
-
の

画
看
板
に

見
る

皿

屋

敷
の

お

菊
殺
し

､

乳
母
が

読
ん

で

居
る

四

谷
怪
談
の

絵
草
紙
な

ぞ
に

､

古
井
戸
ば

か

-
か

､

丁

度
其
の

お
い

き

傍
に

あ
る

朽
ち
か

け
た

柳
の

老
木
が

､

深
い

自
然
の

約
束
と

な
つ

て
､

夢
に

ま
で

私
を

お

び
へ

さ

せ

た

事
が

幾
度
だ

か

知
れ

な

か
つ

た
｣

｡

こ

の

引
用
は

『

歓

楽
』

所
収
本

文
に

よ

る

が
､

『

中
学
世

界
』

明

治
四

十

し
ら
ぬ

ひ

も
の

が

た

-

二

年
一

月
号
初
出
本
文
で

は

｢

四

谷
怪
談
｣

は

｢

不
知
火
物
語
｣

で

あ

る
｡

｢

四

谷
怪
談
｣

と

す
る

こ

と

で
､

幼

年
の

｢

私
｣

の

恐
怖
が

明
確

に

怪

談
と

関
連
づ

け
ら

れ

る
こ

と

に

な

る
｡

諏
訪
春
雄
は

｢

近
世
を

代

か

さ

ね

表
す
る

幽
霊
は

累
､

お

菊
､

お

岩
の

三

人
で

あ
る

｡

い

ず
れ

も
女
性
で

あ
り

､

男
性
か

ら

非
道
な

扱
を
受
け
て

亡
霊
と

な
る

と
､

恐
ろ

し

い

怨

霊
と

な
っ

て

崇
-
を
な

し

た
｡

か
の

女
た

ち
の

物
語
は

-
-
返
し

'

小

説
､

講
釈

､

演
劇
な

ど

に

採
り
あ
げ
ら

れ
て

ひ

ろ

め

ら

れ
､

近
世
だ

け

で

は

な
い

､

日

本
の

仝
時
代
を

通
じ
て

の

代
表
的
な

幽
霊
と

な
っ

て

い

(

9
)る

｣

と

言
う
が

､

た

し

か

に

明
治
の

子
で

あ
る

｢

私
｣

の

記
憶
に

ま

で

先
の

三

人
の

う
ち
二

人
の

影
は

入
-
込
ん

で

い

る

の

で

あ
る

｡

Ⅰ
･

2

夢
と
集
合
的
無
意
識

笹
淵

友
一

や

相
原
和
邦
は

､

第
三

夜
と

江
戸
怪
談
と

の

類
似
点
に

着

目
し

て
､

鶴
屋

南
北

『

東
海
道
四

谷
怪

談
』

､

河

竹
黙
阿
弥

『

蔦

紅
葉

宇
都
谷
峠
』

､

三

遊

亭
円

朝
『

真
景
累
ケ

淵
』

等
の

直
接
的

､

間
接
的

､

(

10
)

影
響
を

指
摘
し
て

い

る
｡

荷
風
は

､

幼
年
に

と
っ

て

の

世
界
へ

の

入
口

が
､

近
世
的

｢

小
説

､

講
釈

､

演
劇
｣

等
の

物
語
で

あ
っ

た

こ

と

を
､

的
確
に

措
い

て

い

る
｡

直
代
が

荷
風
よ

-
ひ

と

ま

わ

-
上

で

あ
る

淑
石

の

近
世
的
世
界
へ

の

親
近
は

､

荷
風
以
上

に

深
層
に

及
ん

で

い

た

と

想

像
さ
れ

る
｡

個
人
が

世
界
に

対
し

て

限
を

開
か

れ

る
､

す
な

わ

ち
自
ら

の

感
性
や

言
葉
を

形
成

､

獲
得
す
る

の

は
､

同
時
代
の

感
性
や

言
葉
と

関
わ

る

幼
少
年
期
の

生

活
環
境
や

公
的
私
的
教
育
に

よ

る

の

だ

と

す
れ

ば
､

そ
し

て

そ
れ

ら

が

そ
れ

に

先
行
す
る

時
代
の

感
性
に

よ
っ

て

感
じ

取
ら

れ
､

先
行
す
る

時
代
の

言
葉
に

よ
っ

て

語
-
出
さ

れ

る

の

だ

と

す
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れ

ば
､

明
治
維
新
の

前

年
に

生

ま
れ

､

明
治
初
年
代
に

幼
年
期
を

送
っ

た

淑
石
の

獲
得
し

た

感
性
や

言
葉
は

､

た
ぶ

ん

に

近
世
末
期
の

感
性
や

言
葉
を

内
包
し

て

い

た

と

考
え
て

差
し

支
え
な
い

だ

ろ

う
｡

ユ

ン

グ

心
理
学
は

人
間
の

無
意
識

(

意
識
下

)

の

構
造
を

､

大
き
-

､

個
人
的
無
意
識
と

集
合
的
(

普
遍
的
)

無
意
識
の

階
層
と

想
定
し

て

い

る
｡

集
合
的
と

は

文
化
的
共
同
体
を

意
味
し
て

い

る
｡

ユ

ン

グ

心
理

学

は

そ
の

よ

う
な

文
化
的
共
同
体
の

中
で

何
世
代
に

も
わ

た
っ

て

語
り
継

が

れ

て

き
た

､

昔
話
の

よ

う
な
い

わ

ゆ
る

口

承
文
芸
に

､

そ
の

文
化
的

メ

ン

タ

り
ノ

テ

イ
-

共
同

体
の

心

性

の

投
影
を
読
み

取
ろ

う
と

し

て

き
た

｡

日

本
の

昔

､
‖

､

話
に
つ

い

て

分
析
を

試
み

た

の

が
､

河
合
隼
雄
で

あ
る

｡

個
人
的

無
意

識
が

夢
に

投
影
さ

れ
る

と

す
れ

ば
､

文
化
的
共
同
体
の

集
合
的

無
意

識

は

昔
話
に

投
影
さ
れ

る

だ

ろ

う
0

近
世
的

｢

小

説
､

講
釈

､

演
劇
｣

等

の

中
に

取
り
込
ま
れ

た

怪
談
に
つ

い

て

も
､

あ
る

種
の

集
合
的
無
意
識

の

投
影
と

見
る

こ

と

も
で

き
る

は

ず
で

あ
る

｡

も
ち
ろ

ん
､

昔
話
は

､

語
ら

れ
る

以

上
､

集
合
的
無
意
識
そ
の

も
の

で

は

な

-
､

夢
は

､

一

種

の

叙
述
を

伴
う
以
上

､

個
人
的

無
意
識
そ

の

も
の

で

は

な
い

が
､

夢
は

昔
話
が

読
ま

れ

る

(

解
釈
さ

れ

る
)

よ

う
に

､

読
ま
れ

う
る

(

解
釈
さ

･じ
】

れ

う
る
)

だ

ろ

う
｡

｢

夢
十
夜
｣

が

夢
そ

の

も
の

で

な
い

の

は

言
う
ま

で

も
な
い

が
､

そ
の

意
味
で

｢

夢
十
夜
｣

を

夢
や

昔
話
や

怪
談
と

関
連

づ

け
て

読
む

と

き
､

作
品
の

あ
る

深
層
が

見
え
て

-
る
の

で

は

な
い

だ

ろ

う
か

｡

Ⅱ
･

3

『

死

霊
解
脱
物
語
聞
専
』

と

｢

盲
目
殺
し
｣

先
に

挙
げ
た

『

東
海
道
四

谷
怪
談
』

､

『

蔦
紅
葉
宇
都
谷
峠
』

､

『

真
景

累
ケ

淵
』

等
は

､

広
義
に

は
､

い

わ

ゆ

る

｢

盲
殺
し
｣

の

話
で

あ
る

｡

そ

れ

と

同

時
に

､

｢

こ

ん

な

晩
｣

｢

異
人

殺
し

｣

の

｢

2

殺
害
1
3

致
富

1
5

暴
露
｣

の

構
造
と

､

そ

れ

に

ま
つ

わ

る

怨

恨
の

感
情
が

物
語
の

原

動
力
の

一

つ

に

な
っ

て

い

る

点
で

共
通
性
が

あ
る

｡

『

東
海
道
四
谷
怪

談
』

で

は
､

民
谷
伊
右
衛
門
は

､

財
産
目
当
て

で
､

伊
藤
喜
兵
衛
孫
娘

お

梅
を

受
け
入
れ

､

妻
お

岩
は

毒
薬
に

よ
っ

て

異
様
な

形
相
に

変
え
ら

れ

て

し

ま
う

｡

『

蔦
紅

葉
宇
都
谷
峠
』

で

は
､

忠
義
者
伊

丹
屋
十

兵
衛

が

主
人
思
い

ゆ

え
に

､

金
銭
を
必
要
と

し

て
'

同
宿
し

た

盲
人
文
弥
を

宇

都
谷
峠
で

殺

害
し

て

し

ま

う
｡

『

真
景

累
ケ

淵
』

の

変
転
に

富
ん

だ

物
語
は

､

高

利
貸

･

宗
悦

(

‖

盲
人
)

の

殺
害
か

ら

始
ま
る

｡

こ

れ

ら

と

並
ん

で
､

も
う

一

つ

注
目
し
た

い

の

は
､

近
世
に

お
い

て
､

歌

舞
伎

等
を

通
じ

て
､

さ

ま

ざ
ま

な
バ

リ
エ

-

シ
ョ

ン

を

生

み

出
し

(

『

実
景
累
ケ

淵
』

も
そ

の
一

つ
)

､

広
-
流
布
し

た

｢

日

本
の

仝

時
代

を
通
じ

て

の

代
表
的
な

幽
霊
｣

の
一

人
｢

累
｣

の

話
で

あ
る

｡

累
薄

､

ぁ
る
い

は

累
の

モ

チ
-

フ

は
､

古
-
は

『

死
霊
解
脱
物
語
聞
書
』

堪

る

と

さ

れ
る

｡

『

死
霊

解
脱
物
語
聞
書
』

は

以

下
の

よ

う
な

話
で

あ
る

｡

下

総
国
岡
田

都
羽
生

村
の

百
姓
与
右
衛
門
の

子
菊
に

､

先
母
累
の

死
霊

が
つ

き
､

祐
天
上

人
の

仏
力
に
よ

-
､

累
の

死
霊
は

解
脱
す
る

｡

と

こ

ろ

が

菊
は

再
び

死
霊
に

取
-
凄
か

れ
る

｡

今
度
は

､

累
の

母
親
の

連
れ

子
助
の

死
霊
で

あ
る

.

こ

れ

滝
､

祐
天
上

人
に

よ

-
成
仏
を

す
る

｡

先

代
の

与
右
衛
門
が

累
の

母
親
と

結
婚
す
る

際
に

､

連
れ

子
で

あ
る

助
を

殺
さ
せ

た

の

で

あ
る

｡

ま
た

入
-
婿
で

あ
っ

た

今
の

与
右
衛
門
は

､

そ

の

助
の

生

ま
れ

変
わ

-
と

思
わ

れ

る

累
の

醜
悪
な
容
貌
と

ね

じ

れ

た

心

を

憎
ん

で
､

累
を

絹
川

(

鬼
怒
川
)

で

殺
し

､

財
産
を

奪
っ

た

の

で

あ

3 9



る
｡

こ

の

累
を
主
人

公
と

す
る

､

幾
重
に

も
因
縁
の

か

ら

ま

り
合
っ

た

お

ど
ろ

お
ど

ろ

し

い

話
を

､

高
田

衛
は

､

祐
天

上

人
の

側
か

ら

光
を

当
て

(

14
)

て
､

詳
細
に

検
討
し

て

い

る
｡

累
の

悪
霊
の

解
脱

､

助
の

霊
の

成
仏
は

､

偉
大
な

霊
能
者

･

祐
天

上

人
の

功
績
を

顕
彰
す
る

た

め

に

語
ら

れ

た
と

い

う
｡

祐
天

上

人
は
こ

の

｢

事
件
｣

の

三

十
九

年
後

､

『

死
霊

解
脱
物

語
聞
書
』

出
版
の

二

十
一

年
後
に

､

江

戸
の

浄
土

宗
の

経
本
山

･

芝
の

増
上

寺
の

住
職
に

な
っ

た

人

物
で

あ
る

｡

こ

の

祐
天
上

人
へ

の

注
目

を
､

先
に

取
り
上

げ
た

小
松
和
彦

『

悪
霊

論
』

の

視
点
か

ら

見
て

み

る

な

ら
､

祐
天

上

人
は

ま

さ

し

く
｢

異
人
殺

し
｣

伝
承
に
お

け
る

シ

ャ

-

マ

ン

の

役

割
を

担
っ

て

い

る
｡

祐
天
の

出

現
に
よ

-
､

累
､

助
の

悪
霊
が

可

視
化
さ

れ
､

先
代
与
右
衛
門
と

当
代

与
右
衛
門
の

殺
害
が

暴
露
さ

れ

る
｡

『

死
霊
解
脱
物
語
開
音
』

は
､

シ

ャ

-

マ

ン

の

役
割
の

点
で

た

し

か

に
､

｢

異
人
殺
し
｣

お

よ

び

｢

こ

ん

な

晩
｣

と

よ

-
似
た

構
造
を
持
っ

て

い

る
｡

し

か

し

そ

れ

だ

け
で

は

な
い

｡

当
代
与
右
衛
門
の

累
殺
し

は
､

累
の

精
神
的

･

肉
体
的
醜
悪
さ

の

ゆ

え
と

言
わ

れ

る

が
､

一

方
で

は
､

あ
き
ら
か

に

累
が

相
続
し

た

田

畑
､

財
産
目
当
て

で

あ
る

｡

先
代
与
右

衛
門
の

助
殺
し

(

実
際
に

は
､

与
右
衛
門
が

妻
に

殺
さ

せ

た
)

は
､

助

の

不
具
の

た

め

で

あ
る

が
､

こ

れ

も
や

は

-
農
村
の

労
働
や

生

活
に

お

け
る

｢

足
手
ま
と

い
｣

､

つ

ま

り
反
効

率
の

た

め

と

考
え
ら

れ

る
o

こ

の

元
禄
三

年
(

一

六
九
〇
)

刊
行
の

『

死
霊
解
脱
物
語
聞
書
』

で

も
す

で

に

貨

幣
的
価
値
の

問
題
が

､

事
件
の

発
端
に

な
っ

て

い

る
｡

Ⅱ

貨

幣

と

悪

Ⅱ
･

-

貨
幣
と
因
果

第
三

夜
に

登
場
す
る

｢

小

僧
｣

は

幽
霊
だ

ろ

う
か

｡

｢

小

僧
｣

が

あ

る

種
の

怨
恨
に

よ
っ

て
､

殺
害
者
の

隠
蔽
し

た

秘
密
を

暴
露
す
る

た

め

に

登
場
す
る

の

だ

と

し

た

ら
､

そ

う
言
え
る

か

も
し
れ

な
い
｡

た

し

か

に
､

近
世
怪
談
の

中
に

は

あ
る

人

物
に

怨
恨
を

抱
い

た

ま
ま
死
ん

で

幽

霊
に

な
っ

た

人
物
が

､

あ
る

人

物
の

子
供
に

生
ま

れ

変
わ

る

な
ど

し

て

崇
る

話
は

､

特
に

因
果
話
と

し

て
一

群
を

形
成
し

て

い

る
｡

『

善
悪

報

ば

な
し
』

『

片
仮
名
本

･

因
果
物
語
』

『

平
仮
名
本

･

因
果
物
語
』

と

い

っ

(

15
)

た

怪
談
集
は

代
表
的
な

も
の

で

あ
る

が
､

そ
の

他
の

怪
談
集
に

も
そ
の

類
の

話
が

施
大
に

あ
る

の

は

言
う
ま
で

も
な
い

｡

高
田

衛
は

､

近
世

怪
談
が

内
容
的
に

､

唱
導
仏
教
系
怪
談

､

中
国
小

説
系
怪
談

､

民
俗
系
怪
談
の

三
つ

の

分
野
に

分
類
さ
れ

る

と

し
､

そ

れ

は
｢

江
戸
時
代
初
期
の

人
々

の

心
の

深
層
に

あ
っ

て
､

再
発
見
し
て

い

っ

(

1 6
)

た

異
界
の

三
つ

の

分
野
を

示
唆
し

て

い

る
｣

と

言
う

｡

こ

の

指
摘
は

興

味
深
い

が
､

｢

異
界
｣

と
｢

他
界
｣

を

明
確
に

区
別
す
る

諏
訪
春
雄
『

日

本
の

幽
霊
』

の

定
義
づ

け
に

よ

れ

ば
､

こ

れ
は

正

し

-
な
い
｡

諏
訪
春

雄
は

､

妖
怪
は

た

そ

が

れ

時
や

か

わ

た

れ

時
に

あ
る

特
定
の

場
所

､

不

特
定
の

者
に

対
し

て

出

現
し

､

幽
霊
は

丑
三

時
に

出
現
し

､

恨
み

を
抱

い

た

あ
る

特
定
の

人

物
を
ど

こ

ま
で

も
追
い

か

け
る

と

い

う
､

柳
田

国

(

17
)

男
の

古
典
的
な

妖
怪
と

幽
霊
の

区
分
を

修
正

し
て

次
の

よ

う
に

分
類
す

る
｡

｢

異

界
｣

は

人
間
の

日

常
世
界
を

内
と

し

た

場
合
の

外
(

ま
た

は

40



周
縁

)

な

る

空
間
で

あ
る

｡

内
の

日

常
政
界
の

円
の

外
側
の

同
心

円
的

領
域
に

存
在
す
る
の

が

妖
怪
で

あ
る

｡

｢

妖
怪
は

､

し

ば

し

ば

そ

の

異

界
性
と

も
い

う
べ

き
超
自
然
力
や

怪
異
性
を

失
っ

て

現
世
の

秩
序
に

組

み

込
ま

れ

て

し

ま

う
こ

と

が

あ
る
｣

｡

こ

れ

に

対
し
て

､

｢

他
界
｣

は
｢

こ

の

世
に

対
す
る

あ
の

世
､

此
岸
に

対
す
る

彼
岸
｣

と
い

う
時
間
的

･

空

間
的
な

固
定
的
関
係
概
念
で

あ
る

｡

死
者
の

お

も
む

-
先
に

幽
霊
は

存

在
し

､

と

き
に

そ
こ

か

ら

現
世
へ

と

戻
っ

て

-
る

｡

歴
史
的
に

は

幽
霊

は
､

定
着
農
耕
の

望
遠
仰
か

ら

派
生

し

て

い

る
｡

幽
霊
は

本
質
的
に

回
帰
的
存
在
な
の

で

あ
る

｡

そ
の

よ

う
な

観
点
か

ら

見
れ

ば
､

唱
導
仏

教
系
怪
談

､

中
国
小

説
系

怪
談

､

民
俗
系
怪
談
の

う
ち

､

｢

異
界
｣

が

関
わ

る

の

は
､

民
俗
系

怪

談
で

あ
-

､

こ

こ

に

は

異
形
の

看
た

ち
､

す
な
わ

ち

異
人
た

ち
が

登

場

す
る

｡

唱
道
仏

教
系
怪

談
で

は
､

｢

他

界
｣

か

ら

現
世
に

到
来
す
る

幽

霊
が

措
か

れ

る

が
､

幽
霊
の

回
帰
性
は

仏
教
的

因
果
の

テ

-

マ

と

関
連

す
る

｡

第
三

夜
の

｢

小
僧
｣

の

場
合

､

父
親
に

殺
さ

れ

た

人
物
の

転
生

だ

と

す
れ

ば
､

言
う
ま

で

も
な

-
幽
霊
で

あ
る

｡

し

か

し
､

小
僧
=

異

人
だ

と

す
れ

ば
､

日

常
世

界
の

周
縁

(

あ
る
い

は

外
部

)

か

ら

日

常
世

界
に

入

り
込
む

妖
怪
と

も
言
え
る

だ

ろ

う
｡

こ

の

点
に

関
し

て

は
､

後

述
す
る

｡

と

こ

ろ

で

幽
霊
の

出
現
の

記
述
は

､

｢

異
人

殺
し
｣

の

発
見
的
方
法

と

同
型
で

あ
る

｡

つ

ま
り

､

ま

ず
幽
霊
が

出
壊
す
る

1
幽
霊
が

村
象
と

す
る

人

物
が

画

定
さ

れ

る

1
恨
ま

れ

る
こ

と

に

な
っ

た

そ
の

人
物
の

悪

事
が

暴
か

れ

る
o

こ

れ

は
､

幽
霊

が

回
帰
す
る

動
機
で

あ
る

怨
恨

･

怨

念
･

執
着
と
い

っ

た

強
い

情
念
を

あ
ぶ

り
出
す
と

同
時
に

､

必
然
的
に

因
果
と
い

う
関
係
性
を
構
成
す
る

こ

と

に

な
る

｡

因
果
は

､

果
か

ら

因

に

遡
っ

て

関
連
づ

け
ら
れ

､

記
述
の

際
に

は

因
果
と

し
て

整
序
さ

れ

る
､

と

先
に

述
べ

た

が
､

第
三

夜
は

果
(

現

在
)

か

ら

因
(

百
年
前
の

殺
人

)

を

導
き
出
し

て

い

る
｡

し

か

し
､

｢

殺
害
の

動
機

1
殺
害
の

結

果
｣

は

隠
蔽
さ

れ
た

ま

ま
で

あ
る

｡

果
か

ら

因
に

遡
っ

た

因
果
の

論
理
の

糸
は

､

さ

ら

に
､

因
-

前
段
階
の

果
1
前
段
階
の

因
=

前
前
段
階
の

果
1
-

､

と

し

て

第
一

の

困
に

ま
で

遡
ろ

う
と

す
る

だ

ろ

う
｡

｢

こ

ん

な

晩
｣

､

｢

異
人
殺
し

｣

､

累
譜
等
は
こ

こ

に

貨
幣
の

存
在
を

描
き
出
し

て

い

る
o

貨
幣
と

悪
の

テ
-

マ

は
､

第
三

夜
の

場
合

､

無
縁
な

の

だ

ろ

う
か

｡

Ⅱ
･

2

影
と

根
元

悪

ユ

ン

グ

心
理
学
者
の

秋
山
さ

と

子
は

第
三

夜
の

｢

小
僧
｣

を
､

淑
石

個
人
を
超
え
た

｢

人

類
に

普
遍
的
に

存
在
す
る

無
音

涌
狩
場
さ
｣

(

｢

原

罪

感
｣

｢

罪
障

感
｣
)

=

｢

根
元

悪
｣

を

象
徴

す
る

元

型

と

し

て

の

シ

ャ

ド

ウ

(

1 9
)

影

と

解

釈
し

て

い

る
｡

｢

原
罪
｣

に
つ

い

て

は
､

｢

夢
十
夜
｣

､

特
に

第
三

夜
の

解
釈
史
に

お

け
る

､

伊
藤
整
や

荒
正

人
の

｢

原
罪
｣

説
と

か

(

, 7
.

,:

ら

ん

で
､

た

ぶ

ん

に

議
論
の

余
地
が

残
る

が
､

集
合
的
無
意
識
の

領
域

の

根
元
的
な

罪
=

悪
と
い

う
解
釈
は

､

示
唆
的
で

あ
る

｡

｢

小
僧
｣

の

幽
霊

性
は

回

帰
性
に

あ
る

.

秘
密
の

暴
露
は

こ

れ

に

よ
っ

て

も
た

ら

さ

れ

る
｡

そ

れ

に

対
し

て
､

妖
怪
性
は

異
人
性
に

あ
る

｡

罪
=

暗
黒
は

土
こ

か

ら

生
じ

て

い

る
.

異
人
は

漂
泊
的
性
格
を

持
ち

､

共
同
体
に

非
(

皮
)

共
同
体
的
論
理
を
持
ち
込
む

｡

共
同
体
か

ら

見
れ

ば
､

そ

れ

は

規
範
か

ら

外
れ

た

論
理
で

あ
り

､

悪
に

通
じ

う
る

｡

あ
る

コ

ス

モ

ス

い

は

共
同

体
の

中
心
的
論
理

=

秩
序
か

ら

疎
外

､

排
除
さ
れ

た

も
の

が

4 1



カ

オ
ス

周
縁
お

よ

び

外
部
の

混
沌
に

蓄
積
さ

れ
､

暴
力
と

し

て
､

共
同
体
に

不

安
､

脅
威
を

与
え
る

｡

意
識
の

領
域
に

お
い

て

は
､

意
識
の

表
層
を

支

コ

ス

モ

ス

配
す
る

の

は

理

性
で

あ
る

Q

こ

れ

は

秩
序
の

世

界
で

あ
る

o

そ

れ

に

対

し

て
､

意
識
の

深
層
に

は

表
層
か

ら

追
い

や

ら

れ

た

情
念
が

､

不
可

触

カ

オ

ス

(

2 1
)

な

暗
黒
=

混
沌
と

し

て

密
封
さ

れ

る
｡

そ
こ

に

悪
､

暴
力
は

存
在
す
る

｡

そ
れ

は

貨
幣

･

商
人
と

結
び
つ

く
｡

ヽ

ヽ

い

ず
れ

に

せ

よ
､

商

業
は

共
同
体
に

と
っ

て

は

本

質
的
に

外
部

ヽ性
を

刻
印
さ
れ

て

い

る
｡

あ
ら

ゆ

る

(

交
通
)

の

形
態
が

そ

う
で

あ
る

よ

う
に

､

商
業
は

閉
ざ
さ

れ

た

世

界
の

基

底
に

む

け
た

反
措

ヽ

ヽ

走
で

あ
り

､

外
部
を

背
負
っ

た

侵
略
者
で

あ
る

｡

そ

れ

は

不
可
避

的
に

､

共

同
体
の

日

常
､

そ

の

自
明
性
や

絶
対
性
を
鋭
-
お
び

や

か

す
｡

そ

の

に

な
い

手
が

､

例

外
な

し

に

罪
･

積
れ

･

病
い

な
ど

ヽ

ヽ

の

位
相
で

表
象
さ

れ

て

き
た

の

は
､

こ

う
し

た

商

業
の

も
つ

外
部

ヽ

(

23
)

性
の

た

め

で

あ
る

｡

淑
石
の

文
学
の

重

要
な
モ

チ

-

フ

で

あ
る

金
銭
(

貨
幣
)

は
､

意
識

シ

ャ

ド

ウ

コ

ス

モ

ス

の

深
層
に

お
い

て

は

影

と
つ

な

が

-
を

持
つ

｡

理
性
-

秩
序
の

支
配

力

オ

ス

は
､

一

種
の

進
歩
で

あ
る

｡

暗
里

i

-

混
沌
の

抜
屈
は

､

一

種
の

退
歩
で

あ
る

｡

新
し
い

時

代
は

常
に

古
い

時

代
を
ア

ン

チ

テ

-
ゼ

と

し
て

､

克

服
､

乗
-
越
え
な

け
れ

ば

な

ら

な
い

｡

古
い

時
代
は

抑
圧
さ

れ

る
｡

第

三

夜
を

貨
幣
殺
し

と

し

て

の

異
人

殺
し

と

捉
え
る

と

す
れ
ば

､

そ
れ

は
､

地
縁

･

血

縁
と
い

っ

た

関
係
か

ら

人

間
を
切
り

離
し

た

明
治
=

近
代
と

い

う
時
代
が

抑
圧
し

､

切
り
捨
て

た

も
の

に

よ
っ

て
､

明
治
=

近
代
が

復
讐
さ

れ

る
こ

と

を

意
味
し

て

い

る
の

か

も
し

れ

な
い

｡

『

実
景
累
ケ

淵
』

は

被
殺

害
者
の

幽
霊
と
い

う
近
世
的
(

反
近
代
的
)

存
在
を

､

殺
害
者
の

恐
怖
心
=

神
経
と
い

う
近

代
的
心
理
主

義
に

還
元

し

て

説
明
し
よ

う
と

す
る

｡

し
か

し
､

そ

れ

に

も
か

か

わ

ら

ず
､

物
語

を
展
開
し
て

ゆ

-
実
質
的
な

原
動
力
は

､

い

た

る

と

こ

ろ

に

張
り
め

ぐ

(

23
)

ら

さ

れ
た

因
果
の

糸
と

い

う
前
近
代
的
力
学
な

の

で

あ
る

｡

｢

趣
味
の

遺
伝
｣

で
､

｢

遺
伝
｣

と

い

う
近

代
科
学
主

義
e

学
説
を

援
用
し
て

立
て

ら
れ

る

｢

趣
味
-

恋
愛
の

遺
伝
｣

と
い

う
仮
説
は

､

し

か

し
､

む

し
ろ

仏
教
的
因
縁
と

言
う
べ

き
だ

ろ

う
｡

近
代
は

闇
の

暗
黒

を
け
っ

し

て

克
服
し
た

わ

け
で

も
'

無
力
化
し

た
わ

け
で

も
な
い

｡

い

っ

た

い

近
代
人
は

ど

こ

ま
で

深
-
深
層
に

降
-
て

行
-
こ

と

が

で

き
る
の

だ

ろ

う
か

｡

-

2 了 注
) ＼ -

/

『

知
ら

れ

ぬ

日
本
の

面
影
』

｢

日

本
海
に

沿
っ

て
｣

｡

『

小
泉
八

雲

西
洋
脱
出
の

夢
』

第
二

章
｢

子
供
を

捨
て

た

父

-

4 2

ハ

-

ン

の

民
話
と

激
石
の

『

夢
十
夜
』

｣

(

l

九
八

一

･

1

'

新
潮
社

)

｡

(

3
)

｢

世
間
話
と

『

こ

ん

な

晩
』

｣

(

野
村
純

一

『

昔
話
伝

承
の

研
究
』

､

一

九
八

四
･

七
､

同
朋
社
出

版
)

､

お
よ

び

｢

昔
話
と

民
族
社
会
｣

(

野
村
純

一

編
『

日

本
昔
話
研
究
集
成
』

第
三

巻
｢

昔

話
と

民
俗
｣

､

7

九
人

四
･

八
､

名
著
出

版
)

｡

(

4
)

関
敬
吾

･

野
村
純

1

･

大
島
贋
志

『

日

本
昔
話
大
成
』

第
11

巻

｢

資
料
篇
｣

(

一

九

八

〇
･

九
､

角
川

書
店
)

の

｢

昔
話
の

型
｣

の

本
格
新
三

三

こ

ん

な

晩
(

∬

九
六
〇
)

｣

の

う
ち
B

の

話
型

｡

A

の

話
型
は

以
下

の

と

お

-
0

-
､

㈲
男
が

地
蔵
の

前
で

人
を
殺

す
｡

㈱
物
を

盗
ん

で

地

蔵
の

前
を
通
る

(

休
む
)

｡

2
'

男
は

地



蔵
に
こ

の

こ

と

は

他
言
す
る

な
と

い

う
｡

4
､

㈲
後
日

､

地

蔵
の

と
こ

ろ
で

一

緒
に

い

た

人
に

地

蔵
が

し
ゃ

べ

っ

た

こ

と

を

話
す

｡

ど

う
し
ゃ

べ

っ

た

か

と

聞
か

れ

て

人

殺
し

の

こ

と

も

話
す

｡

話
し

た

相
手
に

的
と

わ

か
っ

て

殺
さ

れ

る
(

捕
ま

る
)

｡

㈲
地
蔵
が

し

ゃ

べ

る
と

人
に

話
し

､

盗
み

を

み

ず
か

ら

話
し

て

捕
ま

る
｡

今
回
は

B

の

話
型
と

A

の

話
型
の

相
違
に

関
し

て

は

触
れ

な
い

｡

(

5
)

『

異
人

論

民
俗

社
会
の

心
性
』

(

一

九

八

五
･

七
､

青
土

社
)

､

お
よ

び
『

悪
霊

論

異
界
か

ら

の

メ

ッ

セ

-

ジ
』

(

一

九
八
九

･

一

〇
､

青
土

社
)

｡

(

6
)

た

だ

し
､

｢

異
人
殺
し

｣

伝
承
が

､

抽
象
化
さ

れ

て
､

つ

ま
-

固
有
名
詞
性
を

失
っ

て
､

｢

こ

ん

な

晩
｣

型
説
話
に

な
っ

た

の

か
､

｢

こ

ん

な

晩
｣

型

説
話
が

増
殖
し

て
､

あ
る
い

は

現

実
社
会
に

適

(

1 2
)

夢
を
み

る
･

書
-

･

読
む
の

夢
の

文
法
に
つ

い

て

は
､

フ

ロ

イ

ト

の

夢
理
論
に

よ

る

も
の

だ

が
､

久
米
博

『

夢
の

解

釈
学
』

(

一

九
八
二

･

三
､

北
斗
出
版

)

を

参
照

｡

(

ほ
)

影
印
本
と

し
て

『

愛
媛
大
学
古
典
叢
刊
』

13

｢

死
霊

解
脱
物
語

聞
書
｣

(

一

九
六
三

･

一

)

が

あ
る

｡

本
文
は

服
部
幸
雄

『

変
化
論
』

(

一

九
七

五
･

六
､

平
凡
社
選
書

)

に

翻
刻
さ
れ

た

が
､

の

ち
に

高
田

衛
代
表
校
訂

『

近
世
奇
談
集
成

[

二
』

(

一

九
九
二

二
二

､

国
書
刊
行
会

)

に

も
収
録
さ

れ
た

｡

な
お

､

近
世
に

お

け
る

累
の

モ

チ

-

フ

の

展
開
に

つ

い

て

の

概
要
は

､

藤
村
作
編

『

増
補
改

訂

日

本

文
学
大
辞
典
』

第
一

巻
(

一

九
五

〇
･

二
､

新

潮
社

)

｢

累

か

さ

ね
｣

の

項
(

秋

葉
芳
美

･

執

筆
)

､

服
部

幸
雄

『

変
化

論
』

用
さ

れ

て
'

｢

異
人

殺
し
｣

伝
承
に

な
っ

た

の

か
は

､

小

松
の

論

(

1 4
)

か

ら

は

推
論
で

き
な
い

が
､

こ

こ

で

は

問
題
に

し

な
い

｡

(

7
)

『

悪
霊

論
』

c

1 '

6 2
｡

(

8
)

『

都
市
空

間
の

な

か

の

文
学
』

｢

廃
園
の

精
霊

-
『

狐
』

｣

(

一

九

八

二
･

7

二
､

筑
摩
書
房

)

.

(

9
)

『

日

本
の

幽
霊
』

(

l

九
八

八
･

七
､

岩
波
新
書

)

c
L '

1-
.

(

1 0
)

笹
淵
友

一

『

夏
目
激
石

論

-
｢

夢
十
夜
｣

論
ほ

か

ー
』

(

一

九

八

六

二
一

､

明
治

書
院
)

､

相
原
和

邦
『

淑
石

文
学
の

研
究

-
表
現

を
軸
と

し

て

-
』

(

一

九
八

八
･

二
､

明
治
書
院
)

第
四

部

第
二

章
.

(

‖
)

と

-
に

､

『

昔
話
と

日

本
人
の

心
』

(

一

九

八
二

･

二
､

岩
波
書

店
)

参
照

｡

そ
の

他
､

『

夢
と

昔
話
の

深

層
心
理
』

(

一

九

八

二
･

七
､

小
学
館
創
造
選
書
)

等
参
照

｡

所
収

｢

累
量
茶
羅
｣

参
照

｡

エ

ク

ソ

シ

ス

ト

『

江
戸
の

悪
霊
硬
い

師
』

(

一

九
九

一

･

一

､

筑
摩
書
房

)

｡

後
に

エ

ク

ソ

シ

ス

ト

改
訂
さ

れ
､

『

新
編

江
戸
の

悪
霊
破
い

師
』

(

一

九
九
四

･

二
､

4 3

ち
-
ま

学
芸
文
庫

)

と

し

て

刊
行

｡

(

ほ
)

今
日

容
易
に

見
ら

れ

る
､

近
世
怪

談
を

活
字
化
し

た

も
の

と

し

て
､

高
田

衛
編

･

校
注

『

江

戸
怪
談
集
』

上
･

中
･

下

(

一

九
八

九
･

一

､

四
､

六
､

岩
波
文
庫

)

を

初
め

､

太
刀
川
清
校
訂

『

叢

書
江
戸

文
庫
』

2

｢

百
物
語

怪
談
集
成
｣

(

一

九
八

七
･

七
､

国

書

刊
行
会
)

､

同
『

同
』

2 7

｢

続

百
物
語
怪
談
集
成
｣

(

一

九
九
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