
善
男
と
幽
霊

―
―
中
世
ユ
ダ
ヤ
説
話
解
釈
の
一
例
―
―

飯

郷

友

康

ユ
ダ
ヤ
人
の
間
に
伝
わ
る
怪
談
を
紹
介
す
る
。
後
注
語
句
解
説
と
併
読
し
て
い
た

だ
き
た
い
。

あ
る
善
男
の
件
。
飢
饉
の
年
、
大
晦
日
の
晩
に
デ
ナ
リ
一
枚
を
貧
者
に
施

（
１
）

し
た
。

女
房
に
叱
ら
れ
墓
場
に
行
っ
て
寝
る
と
、
幽
霊
二
人
の
話
し
あ
う
声
が

（
２
）

し
た
。

一
人
が
「
そ
と
を
う
ろ
つ
い
て
、
世
間
に
ど
ん
な
厄
が
つ
く
か
御
簾
の
後
ろ
で

聞
い
て
こ
よ
う
よ
」
と
言

（
３
）

う
と
、
相
手
が
「
そ
れ
は
無
理
、
わ
た
し
は
葦
の
布

を
巻
か
れ
ち
ゃ
っ
た
か
ら
。
あ
な
た
が
聞
い
て
き
て
よ
」
と

（
４
）

言
う
。
う
ろ
つ
い

て
き
た
ほ
う
に
相
手
が
「
御
簾
の
後
ろ
で
何
を
聞
い
た
の
」
と
言

（
５
）

う
と
、「
九

月
の
末
に
種
を
蒔
く
と
雹
で
枯
れ
る
っ
て
聞
い
た
よ
」
と

（
６
）

い
う
。
男
は
種
を
十

月
の
初
め
に
蒔
い
た
の
で
、
世
間
の
は
み
な
枯
れ
た
が
自
分
の
は
枯
れ
な
か

（
７
）

っ
た
。

翌
年
も
墓
場
に
行
っ
て
寝
る
と
、
あ
の
幽
霊
二
人
の
話
し
あ
う
声
が
し
た
。

一
人
が
「
そ
と
を
う
ろ
つ
い
て
、
世
間
に
ど
ん
な
厄
が
つ
く
か
御
簾
の
後
ろ
で

聞
い
て
こ
よ
う
よ
」
と
言
う
と
、
相
手
が
「
そ
れ
は
無
理
っ
て
言
っ
た
じ
ゃ
な

い
の
、
わ
た
し
は
葦
の
布
を
巻
か
れ
ち
ゃ
っ
た
か
ら
。
あ
な
た
が
聞
い
て
き
て

よ
」
と
言
う
。
う
ろ
つ
い
て
き
た
ほ
う
に
相
手
が
「
御
簾
の
後
ろ
で
何
を
聞
い

た
の
」
と
言
う
と
、「
十
月
の
初
め
に
種
を
蒔
く
と
嵐
で
倒
れ
る
っ
て
聞
い
た

よ
」
と
い
う
。
男
は
九
月
の
末
に
種
を
蒔
い
た
の
で
、
世
間
の
は
み
な
倒
れ
た

が
自
分
の
は
倒
れ
な
か

（
８
）

っ
た
。

そ
れ
で
女
房
が
「
こ
れ
は
い
っ
た
い
ど
う
し
た
ん
だ
い
。
よ
そ
の
は
み
ん
な

枯
れ
た
の
に
、
あ
ん
た
の
は
枯
れ
な
か
っ
た
。
今
年
も
よ
そ
の
は
み
ん
な
倒
れ

た
の
に
、
あ
ん
た
の
は
倒
れ
な
か
っ
た
」
と
言
う
の
で
、
事
の
次
第
を
話
し
て

や
っ
た
。
そ
れ
か
ら
幾
日
も
し
な
い

（
９
）

う
ち
、
善
男
の
女
房
は
あ
の
小
娘
の
母
親

と
喧
嘩
に
な

（
１０
）

っ
て
、「
あ
ん
た
の
娘
が
葦
の
布
を
巻
か
れ
て
る
の
を
見
に
行
こ

う
じ
ゃ
な
い
の
さ
」
と
言
っ
た
そ

（
１１
）

う
な
。

翌
年
も
男
が
墓
場
に
行
っ
て
寝
る
と
、
あ
の
幽
霊
二
人
の
話
し
合
う
声
が
し

た
。
一
人
が
「
そ
と
を
う
ろ
つ
い
て
、
世
間
に
ど
ん
な
厄
が
つ
く
か
御
簾
の
後

ろ
ま
で
聞
き
に
い
こ
う
よ
」
と
言

（
１２
）

う
と
、
相
手
は
言
っ
た
、「
よ
し
て
よ
。
生

き
て
る
人
に
話
を
聞
か
れ
ち
ゃ

（
１３
）

っ
た
」。

以
上
、
仮
に
題
を「
善
男
と
幽
霊
」と
す
る
。
出
典
は
ユ
ダ
ヤ
口
伝
教
学
大
全『
タ

ベ
ラ
ホ
ー
ト

ア
ボ
ー
ト
・
デ
・
ラ
ビ
・
ナ
タ
ン

ル
ム
ー
ド
』「
祝
祷
篇
」
十
八

（
１４
）

丁
裏
。
ま
た
格
言
故
事
集
『
ナ
タ
ン
先
生
の
祖
師
篇
』

甲
版
第
三
章
八
節
も
同
話
を
伝

（
１５
）

え
る
。
二
書
の
編
纂
時
期
は
古
代
末
期
、
お
よ
そ
西

暦
紀
元
五
世
紀
か
ら
七
世
紀
の
あ
た
り
か
。
と
も
か
く
現
在
こ
の
説
話
を
確
認
で
き

る
最
古
の
文
献
で
あ
る
。

中
世
ユ
ダ
ヤ
人
は
、
こ
う
し
た
古
典
に
取
材
し
様
々
な
説
話
集
を
編
纂
し
た
。
そ

の
う
ち
特
に
人
気
を
博
し
た
作
品
の
う
ち
、
ま
ず
一
五
一
六
年
サ
ロ
ニ
カ
刊
ヤ
コ

エ
ー
ン
・
ヤ
ア
コ
ブ

ブ
・
ベ
ン
・
ソ
ロ
モ
ン
・
イ
ブ
ン
ハ
ビ
ブ
著
『
ヤ
コ
ブ
の
泉
』「
祝
祷
篇
」
は
全
一
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三
六
話
中
第
六
〇

（
１６
）

話
に
、
ま
た
一
六
〇
二
年
バ
ー
ゼ
ル
刊
ヤ
コ
ブ
・
ベ
ン
・
ア
ブ
ラ

マ
ア
セ
ー
・
ブ
ツ
フ

ハ
ム
著
『
故
事
書
』
は
全
二
五
四
話
中
第
一
二
〇

（
１７
）

話
に
、
こ
の
「
善
男
と
幽
霊
」

を
収
め
る
。
古
代
か
ら
中
世
に
か
け
て
広
く
普
及
し
た
説
話
で
あ
る
と
言
え
る
。
な

に
や
ら
日
本
昔
話
に
も
通
じ
る
よ
う
な
雰
囲
気
の
漂
う
話
で
面
白
い
の
だ
が
、
当
の

ユ
ダ
ヤ
人
は
如
何
に
語
り
伝
え
て
き
た
の
か
。
そ
の
受
容
過
程
を
追
う
。

１
�
古
代
説
話
伝
承：

意
味
の
変
動

ま
ず
、
タ
ル
ム
ー
ド
と
『
ナ
タ
ン
先
生
の
祖
師
篇
』
を
比
較
す
る
。
細
か
い
表
現

の
違
い
は
さ
て
お
き
、
最
も
気
に
な
る
の
は
、『
ナ
タ
ン
先
生
の
祖
師
篇
』
が
「
大

晦
日
の
晩
に
」
の
一
句
を
欠
く
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
状
況
設
定
は
、
文
字
に
定
着
す

る
以
前
も
と
も
と
口
頭
伝
承
と
し
て
浮
動
す
る
段
階
で
語
ら
れ
た
り
語
ら
れ
な
か
っ

た
り
す
る
程
度
の
句
だ
っ
た
ら
し
い
。
と
す
る
と
、
こ
の
話
の
舞
台
は
、
大
晦
日
の

晩
で
あ
っ
て
も
な
く
て
も
か
ま
わ
な
か
っ
た
―
―
つ
ま
り
重
要
で
は
な
か
っ
た
の
か
。

そ
れ
と
も
、
話
の
内
容
か
ら
し
て
舞
台
は
大
晦
日
の
晩
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
な
の

で
、
い
ち
い
ち
前
置
き
を
し
て
も
し
な
く
て
も
よ
か
っ
た
―
―
つ
ま
り
、
実
は
重
要

で
あ
る
の
か
。
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
後
者
の
可
能
性
が
極
め
て
高
い
。
そ
の
根
拠

は
、
ま
ず
第
一
に
、
こ
の
説
話
に
語
ら
れ
る
「
天
上
の
御
前
会
議
」
は
ユ
ダ
ヤ
文
化

お
な
じ
み
の
モ
チ
ー
フ
で
（
注
３
参
照
）、
そ
れ
が
来
年
の
予
定
を
決
め
る
会
議
と

も
な
れ
ば
歳
末
こ
そ
は
開
催
時
期
に
ふ
さ
わ
し
い
か
ら
。
し
か
し
、
こ
れ
に
つ
い
て

は
別
方
面
の
膨
大
な
考
証
を
要
す
る
の
で
立
ち
入
ら
な
い
。
あ
く
ま
で
タ
ル
ム
ー
ド

と
『
ナ
タ
ン
先
生
の
祖
師
篇
』
の
み
に
則
し
て
言
え
ば
、
こ
の
並
行
伝
承
の
間
に
あ

る
最
も
大
き
な
違
い
は
、
説
話
の
置
か
れ
る
文
脈
で
あ
る
。
話
は
同
じ
で
も
意
味
付

け
が
ま
る
で
違
う
の
で
、
そ
の
違
い
が
第
二
の
根
拠
と
な
る
。

ま
ず
『
ナ
タ
ン
先
生
の
祖
師
篇
』
の
文
脈
を
確
認
し
て
お
く
。
こ
の
書
物
の
編
成

は
、
ま
ず
歴
代
祖
師
の
格
言
を
挙
げ
、
つ
い
で
関
連
す
る
故
事
を
羅
列
す
る
。
三
章

末
か
ら
四
章
に
か
け
て
は
様
々
な
善
行
の
大
事
を
説
く
格
言
と
、
そ
う
し
た
善
行
の

功
徳
を
描
く
故
事
が
続
き
、
そ
の
う
ち
の
一
つ
が
こ
の
説
話
「
善
男
と
幽
霊
」
で
あ

る
。
つ
ま
り
編
者
は
、
こ
の
話
を
「
貧
者
に
施
し
を
す
れ
ば
富
を
得
る
」「
そ
れ
ほ

ど
大
き
な
施
し
の
功
徳
も
、
隣
人
と
喧
嘩
す
れ
ば
不
意
に
な
る
」
と
い
う
訓
話
、
あ

る
い
は
例
話
と
し
て
理
解
し
て
い
た
ら
し
い
。

そ
の
同
じ
話
が
、
タ
ル
ム
ー
ド
で
は
異
な
る
様
相
を
帯
び
る
。
こ
の
書
物
の
性
格

を
一
口
で
説
明
す
る
こ
と
は
難
し
い
の
だ
が
、
あ
え
て
大
雑
把
に
言
う
と
、
ま
ず
口

伝
律
法
を
提
示
し
、
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
歴
代
律
師
の
論
義
を
問
答
形
式
で
延
々
と
叙

述
す
る
の
で
、
話
題
は
多
岐
に
及
ぶ
。
た
と
え
ば
、
こ
の
説
話
を
収
め
る「
祝
祷
篇
」

の
場
合
。
祈
祷
に
関
す
る
行
儀
作
法
を
論
ず
る
全
九
章
の
う
ち
、
第
三
章
は
特
に
葬

儀
を
論
ず
る
。
つ
ま
り
、
死
者
の
送
り
か
た
（
そ
の
際
の
祈
祷
と
な
る
と
、
死
者
へ

の
語
り
か
け
か
た
）
を
論
ず
る
の
で
、「
死
」
そ
の
も
の
、
あ
る
い
は
「
死
」
の
あ

り
よ
う
に
ま
で
話
が
及
ぶ
う
ち
に
、
あ
る
問
題
が
提
起
さ
れ
る
―
―
わ
れ
わ
れ
生
者

は
死
者
を
哀
悼
し
追
憶
す
る
が
、
そ
も
そ
も
当
の
「
死
者
は
、
こ
の
世
の
出
来
事
を

感
知
す
る
の
だ
ろ
う
か
」。
そ
こ
で
肯
定
派
と
懐
疑
派
が
談
義
を
重
ね
る
こ
と
に
な

る
。
こ
う
し
た
白
黒
つ
け
が
た
い
話
題
に
つ
い
て
は
懐
疑
派
が
有
利
で
（「
そ
ん
な

こ
と
は
な
い
」
と
言
え
ば
済
む
か
ら
）、
肯
定
派
は
幾
つ
も
証
拠
の
事
例
を
挙
げ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
し
た
事
例
の
筆
頭
が
、
こ
の
説
話
「
善
男
と
幽
霊
」
な
の

で
あ
る
。
肯
定
派
の
論
旨
を
要
す
る
に
、
小
娘
が
葦
の
布
に
包
ま
れ
て
埋
葬
さ
れ
た
、

そ
の
事
実
を
生
者
（
善
男
の
女
房
）
が
口
に
し
た
、
そ
の
場
に
小
娘
（
の
死
霊
）
は

い
な
か
っ
た
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
事
実
を
生
者
が
口
に
し
た
こ
と
を
知
っ
て

い
た
の
だ
、
こ
の
世
の
出
来
事
を
「
死
者
は
感
知
す
る
ぞ
」。
し
か
し
懐
疑
派
は
言

う
、「
た
ま
た
ま
娘
の
母
親
と
善
男
の
女
房
の
喧
嘩
を
目
撃
し
た
人
が
死
ん
で
、
あ

の
世
で
娘
に
伝
え
た
の
か
も
し
れ
ん
ぞ
」、
証
拠
不
充
分
―
―
。
話
の
続
き
に
は
後

で
戻
る
と
し
て
、
ひ
と
ま
ず
指
摘
す
る
が
、
こ
う
し
た
論
義
の
話
題
と
な
る
説
話
が

「
大
晦
日
の
晩
」
の
出
来
事
で
あ
る
必
然
性
は
全
く
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
の

よ
う
に
語
ら
れ
る
の
は
、
も
と
も
と
の
伝
承
に
そ
な
わ
る
設
定
で
あ
っ
た
か
ら
、
と
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考
え
る
の
が
妥
当
だ
ろ
う
。

２
�
中
世
の
受
容
、
説
話
編
集
の
手
際

こ
こ
で
一
旦
、
中
世
説
話
集
を
参
照
す
る
。
ま
ず
『
故
事
書
』
第
一
二
〇
話
。
タ

ル
ム
ー
ド
の
原
話
に
は
な
い
説
明
的
な
付
加
が
目
に
つ
く
。
幽
霊
の
正
体
を
最
初
に

「
二
人
の
小
娘
」
と
明
か
し
、
雨
期
入
り
を
ユ
ダ
ヤ
暦
で
特
定
す
る
。
こ
れ
は
中
世

フ
ラ
ン
ス
の
律
師
ソ
ロ
モ
ン
・
ベ
ン
・
イ
サ
ク
（
通
称
ラ
シ
、
一
〇
四
〇
―
一
一
〇

五
）
の
有
名
な
タ
ル
ム
ー
ド
註
釈
を
話
中
に
組
み
込
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か

目
に
つ
く
の
は
、「（
女
房
に
叱
ら
れ
）
う
ち
に
入
れ
ず
」「
女
房
が
怖
く
て
（
墓
場

に
行
っ
て
寝
る
）」「
女
が
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
す
る
こ
と
だ
が
（
喧
嘩
に
な
っ
て
）」
と

女
房
あ
る
い
は
女
性
一
般
の
性
格
の
キ
ツ
さ
を
強
調
す
る
と
こ
ろ
。
相
当
の
女
嫌
い

だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
、
ど
う
も
著
者
は
こ
の
話
を
「
大
き
な
功
徳
も
女
房
の
出
来
が

悪
い
と
不
意
に
な
る
」
と
い
う
訓
話
あ
る
い
は
例
話
と
し
て
理
解
し
た
ら
し
い
。

な
お
、
こ
れ
に
続
く
第
一
二
一
話
は
「
ゼ
イ
リ
と
家
主
」、
出
典
は
や
は
り
タ
ル

ム
ー
ド
祝
祷
篇
で
あ
る
。
話
は
短
い
。
主
人
公
ゼ
イ
リ
は
女
に
鞍
袋
を
預
け
て
外
出

し
た
が
留
守
中
に
女
は
急
死
す
る
。
ゼ
イ
リ
が
墓
に
行
く
と
女
は
（
ど
こ
か
ら
か
）

鞍
袋
の
仕
舞
い
場
所
を
教
え
て
く
れ
た
と
い
う
。
お
そ
ら
く
『
故
事
書
』
著
者
は
、

先
の
話
の
善
男
の
女
房
に
ひ
き
か
え
、
気
が
利
く
律
儀
な
女
の
見
本
を
提
供
し
た
の

だ
ろ
う
。

し
か
し
、
こ
れ
を
タ
ル
ム
ー
ド
の
原
話
と
比
べ
る
と
幾
つ
か
の
違
い
が
あ
る
。
ま

ず
、
女
は
ゼ
イ
リ
の
家
主
で
、
ゼ
イ
リ
が
預
け
る
の
は
財
布
。
そ
し
て
、
女
は
ゼ
イ

リ
に
財
布
の
隠
し
場
所
を
教
え
る
つ
い
で
に
頼
み
事
を
す
る
。「
化
粧
品
を
持
っ
て

こ
な
か
っ
た
の
で
、
某
に
渡
し
て
ほ
し
い
。
某
は
明
日
こ
ち
ら
に
来
る
（
つ
ま
り
、

死
ぬ
）
か
ら
」
と
い
う
。
実
は
、
先
ほ
ど
の
話
に
戻
る
が
、
タ
ル
ム
ー
ド
の
文
脈
上
、

こ
れ
が
「
善
男
と
幽
霊
」
の
件
に
続
い
て
「
死
者
は
、
こ
の
世
の
出
来
事
を
感
知
す

る
」
こ
と
の
証
拠
に
提
出
さ
れ
る
第
二
の
事
例
な
の
で
あ
る
。
何
故
か
。
死
ん
だ
家

主
が
ゼ
イ
リ
に
某
の
死
を
予
告
す
る
。
人
の
死
は
「
こ
の
世
の
出
来
事
」
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
家
主
と
ゼ
イ
リ
の
会
話
し
た
時
点
で
は
ま
だ
実
現
し
て
い
な

い
の
で
、
善
男
と
幽
霊
の
一
件
の
よ
う
に
「
目
撃
者
が
死
ん
で
、
あ
の
世
で
家
主
に

話
し
た
」
可
能
性
は
な
い
。
ゆ
え
に
「
死
者
は
、
こ
の
世
の
出
来
事
を
感
知
す
る
」、

そ
れ
ど
こ
ろ
か
予
知
も
す
る
。
し
か
し
懐
疑
派
は
言
う
、「
あ
の
世
で
家
主
は
ド
ゥ

マ
（
死
を
司
る
天
使
、
さ
し
づ
め
日
本
で
言
う
と
こ
ろ
の
「
死
神
」「
閻
魔
」）
の
宣

告
を
聞
い
て
お
っ
た
の
か
も
し
れ
ん
ぞ
」。
死
の
管
轄
は
「
あ
の
世
の
事
柄
」
で
は

な
い
か
、
証
拠
不
充
分
。

そ
こ
で
肯
定
派
は
、
第
三
の
事
例
を
持
ち
出
す
。『
故
事
書
』
未
収
、「
サ
ム
エ
ル

と
亡
父
」
の
話
で
あ
る
。
主
人
公
サ
ム
エ
ル
は
高
名
の
律
師
。
彼
の
父
は
、
孤
児
た

ち
の
金
を
預
か
っ
た
ま
ま
死
ん
だ
が
、
そ
の
金
の
在
処
が
分
か
ら
な
い
の
で
「
さ
て

は
孤
児
の
金
を
使
い
込
ん
だ
の
だ
ろ
う
」
と
噂
さ
れ
た
。
サ
ム
エ
ル
は
墓
場
に
行
き
、

父
の
霊
を
探
す
。
探
し
当
て
た
と
こ
ろ
、
あ
の
世
の
学
塾
で
父
は
な
ぜ
か
泣
き
笑
い

し
て
い
る
の
で
、
わ
け
を
た
ず
ね
る
と
「
泣
く
の
は
、
も
う
す
ぐ
お
前
も
こ
ち
ら
に

来
る
か
ら
だ
。
笑
う
の
は
、
お
前
の
評
判
が
い
い
か
ら
だ
」
と
答
え
る
。
そ
し
て
、

孤
児
た
ち
の
金
の
保
管
場
所
を
教
え
る
。
サ
ム
エ
ル
の
父
は
、
息
子
の
死
が
近
い
こ

と
を
知
っ
て
泣
い
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
時
点
で
死
天
使
ド
ゥ
マ
の
宣
告
は
な

い
。
サ
ム
エ
ル
は
死
な
ず
に
金
を
探
し
出
す
か
ら
で
あ
る
。
ゆ
え
に
「
死
者
は
、
こ

の
世
の
出
来
事
を
感
知
す
る
」、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
予
知
も
す
る
。
し
か
し
懐
疑
派
は

言
う
、「
サ
ム
エ
ル
ほ
ど
の
偉
い
人
と
も
な
れ
ば
、
あ
の
世
に
席
が
予
約
さ
れ
る
こ

と
も
あ
ろ
う
よ
」。

な
お
論
義
は
続
く
が
、
こ
れ
以
上
は
長
く
な
る
の
で
立
ち
入
ら
な
い
。
結
論
を
要

す
る
に
、
死
者
に
届
こ
う
が
届
く
ま
い
が
、
哀
悼
し
追
憶
す
る
の
が
生
者
の
務
め
で

あ
る
。
と
も
か
く
、
こ
う
し
た
論
義
を
一
種
の
枠
物
語
と
し
て
語
ら
れ
る
話
中
話
三

題
の
う
ち
の
ひ
と
つ
が
タ
ル
ム
ー
ド
の
「
善
男
と
幽
霊
」
で
あ
っ
た
。
そ
の
枠
を
、

い
わ
ば
、『
故
事
集
』
著
者
は
外
し
て
中
身
の
三
話
を
取
り
出
し
、
一
話
の
細
部
に
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は
手
を
入
れ
、
う
ち
一
話
の
後
半
と
、
あ
と
一
話
を
ま
る
ご
と
切
り
捨
て
た
わ
け
で

あ
る
。

『
故
事
書
』
と
違
い
、『
ヤ
コ
ブ
の
泉
』
は
「
善
男
と
幽
霊
」「
ゼ
イ
リ
と
家
主
」

「
サ
ム
エ
ル
と
亡
父
」
の
三
題
を
論
義
の
枠
ご
と
収
め
、
一
括
り
に
第
六
〇
話
と
す

る
。
著
者
ヤ
コ
ブ
・
イ
ブ
ン
ハ
ビ
ブ
の
主
眼
は
、
説
話
の
取
材
源
タ
ル
ム
ー
ド
自
体

の
趣
向
を
読
者
に
紹
介
す
る
こ
と
に
あ
る
。
ほ
ぼ
忠
実
に
原
典
を
転
写
す
る
の
で
、

本
文
中
に
語
釈
や
解
説
の
類
を
編
み
込
む
こ
と
は
し
な
い
。
そ
の
か
わ
り
、
中
世
の

代
表
的
註
釈
作
品
の
引
用
に
作
者
本
人
の
見
解
を
添
え
、
こ
れ
を
「
著
者
言
」
と
し

て
本
文
の
欄
外
に
掲
示
す
る
。
さ
て
第
六
〇
話
の
著
者
言
は
、
そ
の
大
半
を
「
善
男

と
幽
霊
」
の
解
釈
に
費
や
す
。
手
こ
ず
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
説
話
解
釈
の
技
法
を

示
す
恰
好
の
例
と
し
て
、
以
下
に
参
照
す
る
。

３
�
中
世
説
話
解
釈
の
一
例
、『
ヤ
コ
ブ
の
泉
』
著
者
言

『
ヤ
コ
ブ
の
泉
』
祝
祷
篇
第
六
〇
話
著
者
言
は
「
善
男
と
幽
霊
」
の
説
話
に
つ
い

て
疑
義
を
呈
す
る
。
ま
ず
、
主
人
公
の
性
格
。「
善
男
」
な
ら
ば
夫
婦
円
満
で
あ
っ

て
し
か
る
べ
き
と
こ
ろ
を
、
よ
り
に
よ
っ
て
善
行
が
も
と
で
喧
嘩
す
る
。
次
に
、
主

人
公
の
行
動
。
喧
嘩
し
て
家
に
い
ら
れ
な
く
な
る
だ
け
な
ら
ま
だ
し
も
墓
場
で
野
宿

す
る
と
は
何
事
か
。
大
晦
日
は
身
を
浄
め
て
歳
の
改
ま
り
を
迎
え
る
べ
き
と
き
、
死

は
不
浄
の
極
み
な
の
で
「
善
男
」
な
ら
ば
先
ず
墓
場
に
は
近
づ
か
な
い
。
そ
し
て
、

現
実
と
は
思
え
な
い
話
の
展
開
。
墓
場
で
幽
霊
の
声
が
聞
こ
え
る
な
ど
、
あ
り
得
な

い
。
死
者
の
霊
は
肉
体
を
離
れ
て
極
楽
に
行
く
の
で
墓
の
下
に
は
枯
骨
あ
る
の
み
、

そ
れ
が
「
常
識
」
と
い
う
も
の
だ
。
さ
ら
に
、
こ
の
「
善
男
」
は
問
題
行
動
を
繰
り

返
す
。
最
初
、
墓
場
に
野
宿
し
た
の
は
已
む
を
得
ぬ
と
し
よ
う
。
そ
こ
で
幽
霊
の
声

を
聞
い
た
と
し
て
も
（
仮
に
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
だ
が
）
偶
然
の

こ
と
で
あ
っ
た
か
。
し
か
し
翌
年
も
、
そ
の
翌
年
も
墓
場
へ
足
を
運
ぶ
の
は
、
故
意

で
あ
ろ
う
。
そ
れ
も
幽
霊
の
天
気
予
報
を
聞
き
に
い
く
た
め
と
し
か
思
え
な
い
。
降

霊
術
の
類
い
は
重
大
な
律
法
違
反
で
あ
る
。「
善
男
」
と
は
徳
の
す
ぐ
れ
た
行
儀
正

し
い
人
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。

以
上
、
こ
う
し
た
難
問
を
解
決
す
る
た
め
に
著
者
の
用
い
る
手
段
は
、
説
話
の「
史

実
化
」「
合
理
化
」「
倫
理
化
」
で
あ
る
。
ま
ず
は
説
話
の
「
史
実
化
」。
先
ほ
ど
触

れ
た
中
世
フ
ラ
ン
ス
の
律
師
ラ
シ
の
タ
ル
ム
ー
ド
註
に
よ
れ
ば
、タ
ル
ム
ー
ド
に「
善

男
の
件
」
と
し
て
紹
介
さ
れ
る
説
話
の
「
善
男
」
と
は
凡
そ
バ
バ
の
子
ユ
ダ
先
生
か

イ
ラ
イ
の
子
ユ
ダ
先
生
で
あ
る
と
い
う
。
い
ず
れ
も
二
世
紀
に
活
躍
し
た
律
師
で
あ

る
。
こ
の
ラ
シ
説
を
『
ヤ
コ
ブ
の
泉
』
著
者
は
「
善
男
と
幽
霊
」
の
件
に
適
用
す
る

の
で
あ
る
（
こ
の
件
に
つ
い
て
実
際
に
ラ
シ
が
ど
う
考
え
て
い
た
か
は
不
明
）。
西

暦
一
三
二
年
、
ユ
ダ
ヤ
人
は
ロ
ー
マ
帝
国
に
対
し
て
大
反
乱
を
起
こ
し
た
。
指
導
者

の
名
に
ち
な
み
「
バ
ル
・
コ
ホ
バ
の
乱
」
と
呼
ば
れ
る
。
戦
中
戦
後
の
悲
惨
な
状
況
、

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
学
問
に
精
進
す
る
律
法
学
者
の
姿
を
描
く
ユ
ダ
ヤ
説
話
は
多

い
。
そ
う
し
た
説
話
の
主
人
公
が
バ
バ
の
子
ユ
ダ
先
生
や
イ
ラ
イ
の
子
ユ
ダ
先
生
、

あ
る
い
は
「
善
男
」
な
の
で
、
こ
の
説
話
も
そ
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
作
り
話

で
は
な
い
、
実
話
で
あ
る
。
そ
し
て
主
人
公
は
、
匿
名
な
が
ら
「
善
男
」
と
呼
ば
れ

る
に
ふ
さ
わ
し
い
偉
人
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
そ
の
後
の
話
の
荒
唐
無
稽
な
よ
う
に

思
え
る
展
開
に
も
、
主
人
公
の
不
可
解
な
行
動
に
も
、
実
は
理
が
あ
る
に
ち
が
い
な

い
。
こ
う
し
て
、
説
話
の
「
史
実
化
」
は
説
話
の
「
合
理
化
」
に
つ
な
が
る
。
飢
饉

に
は
天
候
の
み
な
ら
ず
戦
後
の
食
料
難
、
物
資
難
も
大
き
く
あ
ず
か
っ
て
い
た
。
か

の
善
男
も
生
活
苦
に
あ
え
ぐ
身
で
あ
っ
た
は
ず
で
、
あ
の
大
晦
日
の
晩
、
貧
者
に
ほ

ど
こ
し
た
銀
貨
も
な
け
な
し
の
一
枚
だ
っ
た
ろ
う
。
女
房
が
な
じ
る
の
も
無
理
は
な

か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
男
は
ひ
ど
く
落
ち
込
ん
だ
。
い
っ
そ
死
ん
で
し
ま
い
た

い
と
す
ら
思
い
、
神
に
救
い
を
求
め
つ
つ
、
眠
り
に
つ
い
た
。
そ
う
し
た
男
の
思
い

が
、
そ
の
晩
の
夢
に
作
用
し
た
の
で
あ
る
。
強
く
死
を
念
じ
た
の
で
、
舞
台
は
墓
場
、

登
場
人
物
は
幽
霊
、
そ
し
て
幽
霊
が
女
で
あ
る
の
は
、
女
房
と
喧
嘩
し
た
か
ら
。
ま

た
、神
に
救
い
を
求
め
る
気
持
ち
が
、天
上
の
御
前
会
議
を
幽
霊
が
伝
え
る
形
と
な
っ
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て
夢
に
現
れ
た
。
も
し
か
す
る
と
、
天
に
飛
翔
す
る
霊
と
、
墓
に
閉
じ
こ
も
る
霊
は
、

そ
れ
ぞ
れ
神
に
祈
る
崇
高
な
精
神
と
、
ひ
た
す
ら
腹
を
満
た
し
た
い
と
い
う
単
純
な

欲
求
の
葛
藤
を
あ
ら
わ
す
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
幽
霊
の
告
げ
る
と
お
り
に

種
を
蒔
い
て
二
度
ま
で
富
を
得
て
、
三
度
目
に
女
房
の
せ
い
で
御
破
算
と
な
る
。
こ

こ
で
男
は
夢
か
ら
覚
め
た
。
そ
し
て
実
際
、
夢
の
と
お
り
に
種
を
蒔
い
た
と
こ
ろ
、

二
年
に
わ
た
り
収
穫
に
恵
ま
れ
た
の
で
、
こ
の
一
件
を
律
法
学
者
た
ち
に
報
告
し
た
。

彼
ら
は
協
議
の
末
に
、
こ
う
結
論
し
た
。
神
は
、
善
男
の
親
切
に
報
い
て
祈
り
に
応

え
、
か
つ
夫
唱
婦
随
の
訓
を
垂
れ
る
べ
く
、
か
よ
う
な
夢
を
見
せ
た
も
う
た
の
で
あ

ろ
う
。

以
上
、『
ヤ
コ
ブ
の
泉
』
著
者
言
に
よ
れ
ば
、
こ
の
説
話
の
う
ち
実
際
の
出
来
事

は
「
飢
饉
の
年
に
善
男
が
貧
者
に
ほ
ど
こ
し
を
し
た
こ
と
で
女
房
と
喧
嘩
し
た
」
と

い
う
設
定
だ
け
で
、
あ
と
は
夢
、
た
だ
し
、
そ
の
夢
で「
二
度
に
わ
た
り
富
を
得
た
」

こ
と
の
み
は
事
実
で
あ
る
。
こ
う
し
た
説
話
の
「
合
理
化
」
は
、
説
話
の
「
倫
理
化
」

に
か
か
わ
る
。
こ
の
説
話
が
「
不
合
理
」
で
あ
る
の
は
、
主
人
公
が
「
善
男
」
に
ふ

さ
わ
し
く
な
い
振
る
舞
い
を
す
る
（
大
晦
日
の
禁
忌
を
犯
す
、
降
霊
術
を
意
図
し
て

繰
り
返
す
）
こ
と
も
含
ま
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
墓
場
の
一
件
は
夢
で
あ
る
と

す
れ
ば
、「
非
常
識
」
な
描
写
（
墓
場
に
住
う
幽
霊
）
に
も
説
明
が
つ
く
う
え
、
主

人
公
の
行
動
に
何
ら
落
ち
度
は
な
い
こ
と
に
な
る
。そ
の
点
お
も
し
ろ
い
こ
と
に『
故

事
書
』
著
者
は
わ
ざ
わ
ざ
「（
善
男
は
翌
年
も
）
小
娘
た
ち
の
話
を
聞
こ
う
と
（
墓

場
に
行
っ
た
）」
と
言
い
添
え
て
い
る
。
主
人
公
の
行
為
に
は
特
に
問
題
を
感
じ
な

か
っ
た
ら
し
い
。
そ
れ
は
さ
て
お
き
『
ヤ
コ
ブ
の
泉
』
著
者
言
は
説
話
の
結
末
に
一

種
の
「
後
日
譚
」
を
添
え
る
。「
善
男
」
は
一
件
を
律
法
学
者
た
ち
に
報
告
し
た
と

い
う
。
こ
れ
も
ま
た
説
話
の
史
実
化
の
一
環
で
あ
る
。
先
ほ
ど
も
述
べ
た
と
お
り
、

こ
の
説
話
は
タ
ル
ム
ー
ド
の
論
義
、
つ
ま
り
「
死
者
は
、
こ
の
世
の
出
来
事
を
感
知

す
る
か
ど
う
か
」
を
め
ぐ
る
問
答
を
枠
物
語
と
す
る
一
種
の
話
中
話
で
あ
る
。
教
学

談
義
に
用
い
ら
れ
る
か
ら
に
は
、
あ
る
段
階
で
「
資
料
」
と
し
て
律
師
の
衆
院
に
提

出
、
受
理
さ
れ
た
に
ち
が
い
な
い
。
そ
う
し
た
成
立
史
を
説
話
の
結
末
に
織
り
込
ん

だ
―
―
あ
る
い
は
枠
物
語
全
体
を
史
実
化
し
た
わ
け
で
あ
る
。

４
�
民
俗
学
の
適
用
、
当
該
説
話
の
特
徴

一
見
奇
怪
な
古
代
説
話
を
、『
ヤ
コ
ブ
の
泉
』
著
者
は
中
世
当
時
の
常
識
に
見
合

う
実
話
、
あ
る
い
は
ユ
ダ
ヤ
教
の
行
儀
に
か
な
う
例
話
に
仕
立
て
上
げ
よ
う
と
算
段

す
る
。
そ
の
手
法
に
は
確
か
に
強
引
な
側
面
も
あ
る
が
、
捨
て
去
る
に
は
惜
し
い
洞

察
を
多
々
含
む
。
要
す
る
に
、
こ
の
説
話
の
問
題
は
第
一
に
、
時
代
と
場
所
と
人
物

を
特
定
で
き
な
い
こ
と
。
第
二
に
、
明
確
な
教
訓
を
見
出
せ
な
い
こ
と
（
少
な
く
と

も
宗
教
権
威
の
公
認
す
る
倫
理
や
行
儀
と
は
相
容
れ
な
い
こ
と
）。
第
三
に
、
実
際

の
事
件
と
し
て
は
信
じ
難
い
こ
と
（
そ
れ
こ
そ
夢
で
も
な
い
か
ぎ
り
全
く
同
じ
出
来

事
が
三
度
も
繰
り
返
さ
れ
る
の
は
不
自
然
）。
し
か
し
第
四
に
、
こ
の
説
話
は
不
自

然
、
奇
妙
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
実
味
の
あ
る
話
と
し
て
受
容
さ
れ
て
い
た

ら
し
い
こ
と
。
以
上
、
卓
見
で
あ
る
。

た
だ
、
こ
の
説
話
に
つ
い
て
『
ヤ
コ
ブ
の
泉
』
著
者
の
指
摘
す
る
幾
つ
か
の
不
自

然
な
点
は
、
民
間
伝
承
、
と
り
わ
け
「
昔
話
」
の
特
徴
と
し
て
は
、
む
し
ろ
自
然
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
無
名
の
主
人
公
、
不
特
定
の
時
代
と
場
所
。
事
件
の
三
度
反
復
。

ま
た
、
お
人
好
し
の
無
欲
な
亭
主
に
強
欲
な
女
房
。
さ
さ
や
か
な
善
行
の
報
い
に
一

旦
は
富
み
栄
え
欲
を
か
い
て
破
綻
す
る
。
い
ず
れ
も
世
界
中
の
昔
話
に
共
通
し
て
見

ら
れ
る
設
定
と
展
開
で
あ
る
。

な
お
大
晦
日
に
死
者
が
富
を
も
た
ら
す
と
な
る
と
、
い
わ
ゆ
る
「
大
歳
の
客
」
説

話
と
の
共
通
点
も
看
過
で
き
な
い
。
日
本
文
化
研
究
者
と
し
て
は
柳
田
國
男
の
提
唱

す
る
「
祖
霊
」
信
仰
説
や
折
口
信
夫
の
提
唱
す
る
「
ま
れ
び
と
」
説
な
ど
を
適
用
し

て
み
た
く
な
る
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。
恥
ず
か
し
な
が
ら
筆
者
は
そ
ち
ら
の
方
面
に
疎
い

の
で
読
者
諸
氏
の
お
知
恵
を
拝
借
し
た
い
の

（
１８
）

だ
が
、
そ
の
際
に
留
意
す
べ
き
点
を
ユ

ダ
ヤ
古
典
文
献
学
者
と
し
て
幾
つ
か
提
示
し
た
い
と
思
う
。
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５
�
比
較
文
学
研
究
上
の
問
題
と
課
題

「
善
男
と
幽
霊
」
の
成
立
背
景
に
つ
い
て
私
見
を
述
べ
る
。
こ
の
説
話
は
、
も
と

も
と
小
さ
な
農
村
に
伝
わ
る
民
間
伝
承
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
そ
う
思
う
理
由
は
、
第

一
に
、
物
語
の
構
造
に
昔
話
固
有
の
特
徴
が
見
ら
れ
る
こ
と
。
第
二
に
、
主
人
公
の

得
る
富
が
農
作
物
で
あ
る
こ
と
。
第
三
に
、
そ
う
と
う
狭
い
範
囲
の
人
付
き
合
い
を

前
提
し
て
い
る
こ
と
（
た
ま
た
ま
墓
場
で
目
撃
し
た
幽
霊
の
姿
形
か
ら
、
そ
の
母
親

を
特
定
で
き
て
し
ま
う
ほ
ど
）
で
あ
る
。

し
か
し
柳
田
の
「
祖
霊
」
や
折
口
の
「
ま
れ
び
と
」
概
念
を
そ
の
ま
ま
適
用
す
る

こ
と
は
む
づ
か
し
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
理
由
は
第
一
に
、
新
年
に
死
霊
な
い
し
異

人
の
来
訪
す
る
例
は
他
に
あ
る
か
（
あ
る
と
す
れ
ば
ど
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
か
）
大

量
の
ユ
ダ
ヤ
説
話
を
類
話
の
み
な
ら
ず
同
話
の
異
型
も
含
め
て
採
集
し
な
い
う
ち
は

迂
闊
な
こ
と
を
言
え
な
い
か
ら
。
第
二
に
、
少
な
く
と
も
現
存
す
る
形
の
「
善
男
と

幽
霊
」
説
話
が
成
立
し
た
時
期
は
け
っ
こ
う
新
し
い
よ
う
に
見
え
る
か
ら
で
あ
る
。

た
と
え
ば
折
口
は
「
ま
れ
び
と
」
説
話
の
成
立
背
景
に
古
代
の
閉
鎖
社
会
を
想
定
し

て
い
る
ら
し
い
が
、
こ
こ
で
主
人
公
が
貧
者
に
施
す
「
デ
ナ
リ
」
は
ロ
ー
マ
の
通
貨

単
位
。
パ
レ
ス
チ
ナ
が
ロ
ー
マ
帝
国
の
支
配
権
に
入
る
の
は
紀
元
前
六
三
年
以
降
だ

し
、
そ
の
貨
幣
経
済
が
小
村
に
ま
で
波
及
す
る
と
な
る
と
更
に
時
代
は
下
る
だ
ろ
う
。

ま
た
外
貨
が
普
及
し
て
い
る
と
す
れ
ば
さ
ほ
ど
閉
鎖
的
と
も
思
え
な
い
。
も
っ
と
も
、

こ
う
し
た
話
の
細
部
は
聞
き
手
に
分
か
り
や
す
い
よ
う
伝
承
過
程
で
変
更
さ
れ
る
こ

と
が
多
い
の
で
（
た
と
え
ば
『
故
事
集
』
は
貨
幣
を
「
シ
リ
ン
グ
」
に
換
え
て
い
る
）、

決
定
的
な
目
安
に
は
な
ら
な
い
が
無
視
す
る
べ
き
で
は
な
い
。
ま
た
、
言
語
上
き
わ

め
て
不
可
解
な
事
実
が
あ
る
。
ナ
ザ
レ
の
イ
エ
ス
の
時
代
す
で
に
ユ
ダ
ヤ
人
は
日
常

会
話
を
ア
ラ
ム
語
で
交
わ
し
、
ヘ
ブ
ラ
イ
語
は
専
ら
儀
式
典
礼
や
律
法
談
義
に
用
い

ら
れ
て
い
た
。
さ
て
実
際
、
タ
ル
ム
ー
ド
中
こ
の
「
善
男
と
幽
霊
」
お
よ
び
「
ゼ
イ

リ
と
家
主
」「
サ
ム
エ
ル
と
亡
父
」
の
三
話
を
収
め
る
枠
物
語
と
し
て
の
論
義
は
ア

ラ
ム
語
で
行
わ
れ
る
。「
ゼ
イ
リ
と
家
主
」「
サ
ム
エ
ル
と
亡
父
」
の
二
話
も
ア
ラ
ム

語
。
と
こ
ろ
が
妙
な
こ
と
に
「
善
男
と
幽
霊
」
の
件
の
み
は
ヘ
ブ
ラ
イ
語
。
つ
ま
り
、

民
間
伝
承
の
性
格
が
色
濃
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
一
種
の
「
文
語
」
体
で
語
ら
れ
る
の

で
あ
る
。
何
故
か
。
さ
し
あ
た
り
思
い
つ
く
可
能
性
は
三
つ
。
ま
ず
、
民
話
風
の
文

学
創
作
で
あ
っ
た
か
。
あ
る
い
は
、
タ
ル
ム
ー
ド
に
収
め
ら
れ
る
以
前
す
で
に
律
師

ら
文
人
の
手
直
し
が
入
っ
た
か
。
そ
れ
と
も
、
ヘ
ブ
ラ
イ
語
を
日
常
に
用
い
て
い
た

遥
か
昔
に
ま
で
遡
る
か
。

以
上
、
性
急
に
解
答
を
ひ
ね
り
出
す
必
要
は
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
説
話
ひ
と
つ
を

理
解
し
よ
う
と
す
る
う
え
で
最
低
限
必
要
な
作
業
と
事
項
を
確
認
し
た
と
こ
ろ
で
、

一
応
の
区
切
り
と

（
１９
）

す
る
。

注

（
１
）
以
下
、
語
句
を
解
説
す
る
と
共
に
並
行
伝
承
の
異
同
を
示
す
。
略
号
に
つ
い

て
は
註
１５
〜
１７
を
参
照
の
こ
と
。
大
晦
日
の
晩
に：

A
RN

a

欠
。
デ
ナ
リ：

ロ
ー
マ
通
貨
単
位
（
銀
貨
）、M

B

「
シ
リ
ン
グ
」。
施
し
た：

M
B

「
神
の
御

名
に
お
い
て
」
付
。

（
２
）
女
房
に
叱
ら
れ：

M
B

「
う
ち
に
入
れ
ず
」
付
。
墓
場
に
行
っ
て
寝
る
と：

M
B

「
女
房
が
怖
く
て
」
付
。
幽
霊
二
人：

M
B

「
近
ご
ろ
死
ん
だ
二
人
の
少

女
」。
声
が
し
た：

直
訳
「
聞
こ
え
た
」。

（
３
）
そ
と
を
う
ろ
つ
い
て：

M
B

「
飛
ん
で
」。
御
簾：

原
語
「
パ
ル
ゴ
ー
ド
」（
ギ

リ
シ
ャ
語
由
来
の
ラ
テ
ン
語
）。
天
上
の
御
前
会
議
を
隔
て
る
。

（
４
）
そ
れ
は
無
理：

A
RN

a

「
出
る
の
は
無
理
」、M

B

「
起
き
る
の
は
無
理
」。

葦
の
布
を
巻
か
れ
ち
ゃ
っ
た：

直
訳
「
葦
の
布
で
葬
ら
れ
た
」。
遺
体
を
包
む

布
は
、
ふ
つ
う
亜
麻
。

（
５
）
う
ろ
つ
い
て
き
た：

A
RN

a

「
行
っ
て
き
た
」。
御
簾
の
後
ろ
で
何
を
聞
い

た
の：

A
RN

a
「
御
簾
の
後
ろ
で
何
も
か
も
聞
い
た
ん
で
し
ょ
う
、
世
間
に
ど
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ん
な
厄
が
つ
く
の
」。

（
６
）
九
月
の
末
に：

直
訳
「
初
の
小
雨
で
」、M

B

「
マ
ル
ヘ
シ
ュ
ヴ
ァ
ン
月
の

中
頃
よ
り
前
に
」（
ユ
ダ
ヤ
暦
八
月
、
西
暦
十
〜
十
一
月
）。

（
７
）
十
月
の
初
め
に：

直
訳
「
二
度
目
の
小
雨
で
」、M

B

「
マ
ル
ヘ
シ
ュ
ヴ
ァ

ン
月
の
中
頃
よ
り
後
に
」。

（
８
）
翌
年
も：

M
B

「
小
娘
た
ち
の
話
を
聞
こ
う
と
」
付
。
事
の
次
第
を：

M
B

「
何
が
あ
っ
た
か
、
小
娘
た
ち
が
ど
ん
な
話
を
し
た
か
、
そ
し
て
、
そ
の
う
ち

一
人
が
葦
の
布
で
葬
ら
れ
て
い
て
起
き
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
も
、
全
部
」。

（
９
）
そ
れ
か
ら
幾
日
も
し
な
い
う
ち：

A
RN

a

「
数
日
後
」。

（
１０
）
あ
の
小
娘：

M
B

「
葦
の
布
で
葬
ら
れ
た
娘
」。
喧
嘩
に
な
っ
て：

M
B

「
女

が
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
す
る
こ
と
だ
が
」
付
。

（
１１
）
言
っ
た
そ
う
な：

A
RN

a

「
言
っ
た
」、M

B
「
捨
て
台
詞
を
吐
い
た
」。

（
１２
）
一
方
が
…
…
と
言
う
と：

EY

欠
。

（
１３
）
よ
し
て
よ：

M
B

「
何
も
言
わ
な
い
で
」。
生
き
て
る
人
に：

M
B

欠
。

（
１４
）
タ
ル
ム
ー
ド
（
正
確
に
は
最
終
編
纂
地
の
名
を
冠
し
『
タ
ル
ム
ー
ド
・
バ
ブ

リ
』
あ
る
い
は
『
バ
ビ
ロ
ニ
ア
・
タ
ル
ム
ー
ド
』）
全
六
部
六
三
篇
に
つ
い
て

最
良
の
入
門
書
は
Ａ
・
コ
ー
ヘ
ン
著
『
タ
ル
ム
ー
ド
入
門
』
全
三
巻
（
村
岡
崇

光
・
市
川
裕
・
藤
井
悦
子
訳
、
教
文
館
、
一
九
九
八
年
）。

（
１５
）
略
号A

RN
a

。
校
訂
版

Solom
on

Schechter,
ed.,

A
voth

de
Rabbi

N
athan

w
ith

references
to

parallels
in

the
tw

o
versions

and
to

the
addenda

in
the

Schechter
edition

by
M

enahem
K
ister

(N
ew

Y
ork,

Jerusalem
:
Jew

ish
T
heological

Sem
inary

of
A
m
erica,

1997).

英
訳

Judah
Goldin,

T
he

Fathers
A
ccording

to
Rabbi

N
athan

(N
ew

H
aven:Y

ale
U
niversity

Press,1954).

（
１６
）
略
記EY

。

（
１７
）
略
号M

B

。原
語
イ
デ
ィ
ッ
シ
ュ
。英
訳

M
osesGaster,M

a’aseh
Book:

Book
of

Jew
ish

T
ales

and
Legends

translated
from

the
Judeo-

Germ
an

,
2

vols.
(Philadelphia:

Jew
osh

Publication
Society

of
A
m
erica,1934).

ち
な
み
に
訳
者
モ
ー
ゼ
ス
・
ガ
ス
タ
ー
は
ル
ー
マ
ニ
ア
民

話
集
『
り
こ
う
な
お
き
さ
き
』（
太
田
大
八
訳
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
三
年
）

の
編
者
。

（
１８
）
ユ
ダ
ヤ
説
話
「
善
男
と
幽
霊
」
を
、
日
本
民
話
の
一
類
型
「
大
歳
の
客
」
の

諸
要
素
と
比
較
す
る
。

１
）
類
似
点
そ
の
１
�

歳
末
。

２
�

善
人
の
救
貧
。

３
�

死
者
の
も
た
ら
す
富
。

２
）
相
違
点
そ
の
１
�

「
大
歳
の
客
」

主
人
公
は
、
旅
人
に
糧
を
ほ

ど
こ
し
金
を
も
う
け
る
。

「
善
男
と
幽
霊
」

主
人
公
は
、
貧
者
に
金
を

ほ
ど
こ
し
糧
を
も
う
け
る
。

２
�

「
大
歳
の
客
」

宿
を
求
め
る
旅
人
を
、
主
人

公
は
家
に
入
れ
る
。

「
善
男
と
幽
霊
」

貧
者
に
金
を
ほ
ど
こ
し
た

主
人
公
は
宿
を
求
め
て
、
家
を
出
る
。

３
�

「
大
歳
の
客
」

旅
人＝

（
主
人
公
に
富
を
も

た
ら
す
）
死
者
。

「
善
男
と
幽
霊
」

貧
者≠

（
主
人
公
に
富
を

も
た
ら
す
）
死
者
！

な
お
参
考
に
「
動
物
報
恩
譚
」
と
比
較
す
る
。

１
）
類
似
点
そ
の
１
�

異
形
の
も
た
ら
す
富
。

２
�

妻
の
妨
害
。

３
�

秘
密
の
露
見
に
よ
る
破
綻
。
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２
）
相
違
点
そ
の
１
�

「
動
物
報
恩
譚
」

異
形＝

生
物
。

「
善
男
と
幽
霊
」

異
形＝

童
女
の
死
霊
。

２
�

「
動
物
報
恩
譚
」

異
形＝

報
恩
者
。

「
善
男
と
幽
霊
」

異
形≠

報
恩
者
！

こ
う
し
て
見
る
と
、
ひ
と
き
わ
奇
妙
な
の
は
「
善
男
と
幽
霊
」
の
場
合
、

主
人
公
が
ほ
ど
こ
し
を
す
る
貧
者
と
、
主
人
公
に
富
を
も
た
ら
す
死
者
に
は

何
の
関
係
も
な
い
、
つ
ま
り
「
恩
返
し
」
一
般
の
図
式
が
成
立
し
な
い
こ
と

で
あ
る
。

（
１９
）
以
上
、
立
教
大
学
日
本
学
研
究
所
二
〇
一
二
年
度
第
一
回
例
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
「
世
界
の
説
話
と
日
本
」
講
演
内
容
を
再
構
成
し
た
。

（
聖
公
会
神
学
院
、
東
京
大
学
、
農
村
伝
道
神
学
校
非
常
勤
講
師
）

― 123 ―


