
『子
は
怪
力
乱
神
を
語
ら
ず
』
考

(
下
)

は
じ
め
に

｢
『子
は
怪
力
乱
神
を
語
ら
ず
』
考

(上
)
｣

(
『岩
手
大
学
教
育
学
部
研

究
年
報

第
五
二
巻
第
三
号
)
で
は
､
中
国
･
日
本
の
儒
者
に
よ
る

｢子
は
怪

力
乱
神
を
語
ら
ず
｣

(
『払空
巴

述
而
)
の
解
釈
を
基
点
に
し
て
'
祖
霊
祭
紀

に
対
す
る
態
度
の
相
違
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
｡
そ
の
場
合
､
日
本
の
儒
者
の

代
表
と
し
て
伊
藤
仁
斎
･
荻
生
狙
裸
に
登
場
し
て
も
ら
っ
た
｡
そ
し
て
､
本
稿

に
お
い
で
は
､
操

と
同
時
代
の
儒
者
で
あ
る
新
井
白
石
に
登
場
し
て
も
ら
う
｡

な
お
'
白
石
の

『鬼
神
論
』
の
本
文
は
､
日
本
思
想
大
系
三
五

『新
井
白
石
』

(岩
波
書
店
)
に
よ
る
｡

一

白
石
の

｢子
は
怪
力
乱
神
を
語
ら
ず
｣
解
釈

周
知
の
よ
う
に
'
白
石
に
は
そ
の
も
の
ず
ば
り

｢怪
力
乱
神
｣
を
論
じ
た

『

鬼
神
論
』
と
い
,之
著
書
が
あ
る
｡
そ
の
中
で

｢子
は
怪
力
乱
神
を
語
ら
ず
｣
は

次
の
よ
う
な
文
脈
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
い
た
｡

す
な
わ
ち
生
き
な
が
ら
に
し
て
男
女
の
性
が
変
化
し
た
り
､
男
が
子
供
を
産

ん
だ
り
､
人
間
が
異
類

(虎
･
狼
･
蛇
な
ど
)
に
化
す
と
い
う
話
を
紹
介
し
た

後
で
､

中
村

t
基

こ
れ
ら
は
死
し
た
る
が
変
じ
た
る
に
も
非
ず
'
生
な
が
,在

し
た
る
こ
そ
'

猶
あ
や
し
け
れ
｡

と
､
死
後
の
転
生
･
再
生
と
異
な
り
､
生
き
な
が
ら
の
変
化
故
に
一
層
怪
異

な
る
事
を
強
調
す
る
｡
た
だ
'
右
の
如
き
変
化
に
対
し
て
日
宇句
は
そ
の
事
実
を

否
定
す
る
こ
と
な
く

｢こ
れ
ら
皆
陰
陽
畢
乱
の
気
の
致
す
所
｣
で
あ
り
'
こ
れ

ら
の
怪
異
が
起
こ
る
の
は

｢多
く
は
国
家
の
滅
U
の
兆
の
あ
ら
は
る
る
所
な
り
｣

と
断
ず
る
｡
そ
し
て
､
次
に

｢剛
い
は
ゆ
る
怪
に
し
て
､
夫
子
の
語
給
は
ざ
る

所
な
る
べ
き
｣
と
述
べ
る
の
で
あ
る
｡

ま
ず
右
の
論
を
認
め
た
上
で
'
我
々
は
∧
孔
子
が
な
ぜ
怪
異
･
鬼
神
に
つ
い

て
語
ら
な
か
っ
た
の
か
V
と
い
,ユ
問
い
を
白
石
に
投
げ
掛
け
よ
う
｡
そ
の
問
い

に
答
え
な
い
限
り
怪
異
な
る
話
を

満
載
す
る

『鬼
神
論
』
は
全
く
無
意
味
な
書

に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
｡

『鬼
神
論
』
冒
頭
の
一
節
は
'
そ
の
点
で
興
味
あ
る
論
理
構
造
を
見
せ
て
い

る
｡

鬼
神
の
事
ま
こ
と
に
一言
難
し
｡
只
い
ふ
事
の
難
さ
の
み
に
あ
ら
ず
'
聞
事

又
難
し
｡
た
だ
聞
事
の
か
た
き
の
み
に
非
ず
､
信
ず
る
こ
と
ま
た
く

難

し
｡
信
ず
る
事
の
難
さ
こ
と
は
､
是
し
る
事
の
か
た
き
に
ぞ
よ
れ
る
｡
さ
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れ
ば
鰻
個
川U
で
後
に
よ
ぐ
聞
と
し
へ
よ
く
知
り
て
後
は
召

す
.

能
し
れ
ら
む
人
に
あ
,な
す
し
て
は
､
い
か
で
か
能
い
ふ
事
を
得
べ
き
.
い

ふ
事
誠
か
た
し
と
こ
そ
い
ふ
ぺ
け
れ
｡

(傍
線
-
筆
者
)

こ
の
白
石
の
論
理
は
一
見
整
然
と
し
て
い
る
｡
が
'
傍
線
部
は
ど
う
か
｡
こ

れ
は
ド
ゥ
ド
ゥ
廻
り
で
は
な
い
か
｡
我
々
は

｢百
聞
は
一
見
に
如
か
ず
｣
と
言

う
俗
諺
を
前
に
ト

〔知
〕
と

〔信
〕
と
の
螺
旋
状
の
論
理
を
構
築
し
て
い
る
白

石
を
見
る
｡

〔博
識
〕
と

〔体
験
〕
と
の
桔
抗
｡
白
石
も
そ
の
俗
諺
の
根
深
さ

を

｢た
だ
人
の
信
ず
る
所
は
目
の
み
｡
目
の
及
ざ
る
処
は
疑
を
ま
ぬ
か
れ
ず
｡
｣

と
説
く
｡

例
え
ば
､
前
述
し
た
変
化
の
場
合
で
あ
る
｡
人
々
は
ボ
ウ
フ
ラ
が
蚊
と
な
る

類
は
見
聞
す
る
故
に
自
然
の
変
化
と
し
て
認
め
な
が
ら
も

(則
ち
∧
常
理
∨
と

し
て
)
'
人
間
が
異
軍
と
化
す
事
は

｢も
と
よ
り
常
の
理
に
あ
ら
ね
ば
｣
疑
う
.

白
石
は
そ
の
事
は

｢む
べ
な
ら
ず
や
｣
と
認
め
る
｡
白
石
に
し
て
も
人
間
の
性

が
変
化
し
た
り
､
人
間
が
異
類
と
化
し
た
の
を
見
聞
し
た
わ
け
で
は
な
い
｡
た

だ
､
陰
陽
二
気
の
乱
れ
に
よ
っ
て
有
り
う
る
と
考
え
る
の
は
朱
子
学
者
と
し
て

は
当
然
だ
う
つ
.
朱
子
は
そ
の
事
を
門
生
に
語
っ
て
い
る

(
『朱
子
語
類
』
)
0

で
は
な
ぜ
､
孔
子
は
寧
b
な
か
っ
た
の
か
｡
白
石
は
二
つ
の
仮
説
を
立
て
る
｡

①

｢其
常
の
理
に
あ
ら
ざ
る
が
為
か
｡
｣

@
i
弼
純

絹

鮎

鎚

幣

JB
皐

｡
笑

の
知
も
盃

猛

た
ま

①
に
関
し
て
は
末
代
の
儒
者
謝
良
佐
の

｢聖
人
は
常
を
語
り
て
怪
を
語
ら
ず
｣

と
い
う
説
に
代
表
さ
れ
る
宋
学
的
孔
子
像
が
該
当
し
よ
う
｡
こ
こ
か
ら
伺
え
る

孔
子
像
は

〔無
押
論
者
〕
と
い
う

一
方
の
極
か
ら
'

〔無
神
論
者
〕
で
は
な
い

が
人
心
を
惑
わ
す
よ
う
な
<
怪
刀
乱
神
>
に
つ
い
て
知
識
人
と
し
て
関
心
を
持

つ
こ
と
を
自
他
の
戒
め
と
し
て
い
る
仁
斎
的
孔
子
像
へ
と
広
が
り
を
持
つ
｡
た

だ
'
白
石
は
こ
れ
に
は
与
し
な
い
｡

②
に
関
し
て
は
阻
襟
の
孔
子
像
が
該
当
す
る
｡
人
間
の
知
に
限
界
が
あ
り
'

聖
人
の
知
も
万
能
で
は
な
い
｡

｢平
日
の
閑
談
｣

(
『払警
視
監

)
に
お
い
て

怪
異
･
鬼
神
の
類
に
話
が
及
ぶ
こ
と
は
あ
っ
て
も
'
そ
の

｢変
化
の
理
｣
を
窮

め
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
川堤
休
は
考
え
る
.
た
だ
担
体
は

〔孔
子
〕
信
仰
の
立

場
を
取
る
こ
と
で
鬼
神
の
存
在
に
疑
問
を
抱
か
な
い
｡

白
石
は
鰻
坪
と
対
極
的
な
孔
子
像
を
提
示
す
る
｡

易
に
は

｢知
'
万
物
に
周
く
し
て
'
道
'
天
下
を
済
｣
と
鼻
へ
侍
り
｡
知

既
に
万
物
に
周
L
T
い
か
で
か
'
物
化
の
変
を
知
た
ま
は
ざ
ら
ん
.

則
ち
､
孔
子
を
聖
人
と
認
め
る
限
り
そ
の
知
は
万
物
に
及
ぶ
と
白
石
は
考
え

る
｡
で
は
何
故

｢語
ら
ず
｣
な
の
か
｡
そ
の
問
い
に
対
し
て
は

『孔
子
家
語
』

致
恩
宗
の
孔
子
の
1In書

以
て
答
え
る
.
則
ち

｢今
の
急
に
非
ず
.
後
､
自
づ

か
ら
こ
れ
を
知
ら
ん
｣
と
｡
た
と
え
怪
異
･
鬼
神
に
つ
い
て
語
っ
た
と
し
て
も

人
々
が
そ
の
事
を
信
ず
る
こ
と
の
難
し
さ
を
孔
子
は
熟
知
し
て
い
た
と
い
う
の

が
白
石
の
理
解
で
あ
っ
た
｡

二

怪
物
通
孔
子

白
石
は
博
識
の
孔
子
像
を
描
く
｡
そ
の
博
識
は
怪
異
･
鬼
神
に
及
び
､
言
わ

ば
怪
物
通
と
も
言
う
べ
き
孔
子
像
に
至
る
｡

そ
の
孔
子
像
を
白
石
は
何
に
よ
っ
て
得
た
の
だ
ろ
う
か
｡
伊
藤
清
司
は

『孔

子
家
語
』
､

『史
記
』
孔
子
世
家
､

『国
語
』
魯
語
下
で
の
怪
物
通
の
孔
子
の

話
を
挙
げ
､

｢子
は
怪
力
乱
神
を
語
ら
ず
｣
を
'

実
体
に
よ
く
通
暁
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
､
そ
れ
ら
を
軽
々
し
く
語
る
こ
と

を
さ
け
よ
う
と
努
め
た
と
い
う
の
が
真
相
だ
っ
た
の
だ
｡

(
『中
国
の
神

獣

･
審
鬼
た
ち
-
山
海
経
の
世
界
-
』
東
方
書
店
､
一
九
八
六
年
七
月
'

九
五
頁
)

と結弘明つけ
る
.
お
そ
ら

く白石の
孔

子像も伊藤が挙
げた諸書に
よ
っ
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て
い
る
の
だ
ろ
う
｡

そ
の
よ
う
な
孔
子
像
が
真
実
か
否
か
を
現
在
問
題
に
す
る
必
要
は
な
い
｡
そ

の
よ
う
な
孔
子
像
が
出
現
す
る
背
景
が
'
古
代
中
国
の
思
想
の
中
に
あ
っ
た
事

を
確
か
め
れ
ば
よ
い
｡

山聾

土
劉
安
の
著

『准
南
子
』
巻
十
三
氾
論
訓
に
､
世
に
起
こ
る
変
化

の
例
を
挙
げ
'
そ
れ
ら
が

｢人
､
怪
し
ま
ざ
る
な
り
｣
と
い
っ
た
範
囲
を
逸
脱

す
る
原
因
に
つ
い
て
'
人
々
が

｢閲
見
鮮
な
く
し
て
物
を
識
る
こ
と
残
け
れ
ば

な
り
｣
と
論
す
る
場
面
が
あ
る
.
言
わ
ば
博
識
で
あ
る
な
ら
ば
'
何
の
怪
異
も

感
ず
る
事
も
な
い
t
と
い
う
説
だ
が

天
下
の
怪
物
は
､
聖
人
の
独
り
見
る
所

(
『准
南
子
』
新
釈
漢
文
大
系
五

五
､
明
治
書
院
､
七
五
三
頁
)

と
言
う
断
定
に
よ
っ
て
真
の
博
識
こ
そ
聖
人
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ

る
｡
白
石
の
孔
子
像
の
淵
源
が
こ
こ
に
も
あ
る
｡
で
は
､
孔
子
は
ど
の
よ
う
な

怪
物
を
知
っ
て
い
る
の
か
｡

怪
物
通
孔
子
の
逸
話
と
し
て
請
書
に
引
か
れ
る
の
が

〔土
怪
墳
羊
〕
の
話
で

あ
る
｡
古
く
は
周
の
左
丘
明
漢
と
言
わ
れ
る

『国
語
』
魯
語
下
に
載
り
'
後
に

『史
記
』
孔
丁十
世
家
･
『孔
子
家
語
』
･
『捜
神
記
』
に
も
紹
介
さ
れ
て
い
る

も
の
だ
が
､
魯
の
執
政
季
平
子
の
子
､
季
恒
子
が

井
戸
を
掘
っ
て
い
た
と
こ
ろ
､

土
の
中
か
ら
土
の
瓶
の
よ
う
な
物
が
出
て
き
て
'
中
に
は
羊
が
い
た
'
不
思
議

に
思
っ
た
季
桓
子
は
､

Jノ

之
を
仲
尼
に
問
は
し
め
て
日
く
､
五
曇

穿
ち
て
絢
を
獲
た
り
'
何
ぞ
や
､

と
｡
対
へ
て
日
く
､
丘
の
聞
く
所
を
以
て
す
れ
ば
'
羊
な
り
｡
丘
之
を
聞

く
'
木
石
の
怪
を
撃
･
矧
輔
と
日
ひ
､
水
の
怪
姦

･
岡
象
と
日
ひ
､
土

の
怪
を
筆

と
日
ふ
､
と
｡

と
い
っ
た
話
で
あ
,tQ
｡
土
の
中
か
ら
出
て
き
た
の
を

｢狗
｣
と
偽
っ
て

(孔

子
の
博
識
を
試
す
た
め
に
)
問
う
た
と
こ
ろ
､
孔
子
か
ら
土
か
ら
出
て
く
る
怪

物
は

｢羊
｣
で
あ
る
と
1
発
で
見
抜
か
れ
た
話
で
あ
る
.

そ
し
て
'
恐
ら
く
劉
安
は
こ
の
逸
話
を
知
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
｡
前
述

し
た

『准
南
子
』
の
変
化
蓋

珊
じ
た
壁
面
に
お
い
て

山
に
臭
陽
を
出
し
'
水
に
岡
象
を
生
じ
'
木
に
畢
方
を
生
じ
'
井
に
墳
羊

を
生
ず
れ
ば
'
人
､
之
を
怪
し
む
｡

(同
大
系
､
七
五
二
責
)

と
述
べ
､
怪
し
ま
な
い
の
は
聖
人
だ
け
だ
と
断
定
し
て
い
く
論
法
に
そ
の
事

が
伺
わ
れ
る
｡

我
が
白
石
の

『垂

珊
』
に
お
い
て
も
此
の
逸
話
は
見
逃
せ
な
い
｡
彼
は

〔

墳
羊
〕
の
逸
話
の
他
に
'

『孔
子
家
語
』
に
載
る
孔
子
が

｢商
羊
舞
て
'
大
水

の
至
る
べ
き
事
を
､
斉
の
使
に
答
へ
｣
た
と
言
う
1
本
足
の
怪
鳥

〔商
羊
〕
の

逸
話
を
以
て
怪
物
通
孔
子
の
イ
メ
ー
ジ
を
強
化
す
る
｡
則
ち
'
孔
子
の
予
言
は

的
中
し
中
国
全
土
に
大
水
が
襲
っ
た
が
､
斉
の
み
が
備
え
を
し
て
い
た
の
で
披

謂

弼
鮎

釈

放
髭

遣

鐸

尾
S
.nf肘
鮎

S
蓑

M
鐸

肇

駒
は

1

し
て
轡
の
り
､
と
｣
の
壷

に
余
す
所
な
く
現
れ
て
い
よ
う
｡

l

か
-
て
､
我
々
は
怪
物
通
こ
そ
聖
人
の
欠
か
す
事
の
出
来
な
い
必
須
条
件
で

あ
っ
た
と
い
う
断
定
に
誘
わ
れ
る
｡
白
石
も
然
り
｡
彼
は
孔
子
に
関
す
る
二
つ

の
逸
話
の
前
に
百峯
土
朝
の
始
祖
鳥
の
次
の
よ
う
な
伝
説
を
置
く
.

昔
､
神
寓
の
御
時
'
九
州
の
金
を
九
枚
に
め
し
て
<
九
牧
は
'
九
州
の
君

を
云
V
t
九
つ
の
鼎
を
鋳
た
ま
ひ
し
に
､
山
川
奇
怪
百
物
を
図
し
給
ひ
'

人
を

し
て
､
神
姦
を
知
り
て
其
害
に
あ
は
ざ
ら
し
め
て
､ー其
祥
を
さ
だ
め

給
ひ
し
｡

此
の
伝
説
は

『春
秋
左
氏
伝
』
宣
公
三
年
の
条
に
載
る
も
の
だ
｡
寓
は
孔
子

を
し
て

｢寓
は
吾
れ
間
然
す
る
と
こ
ろ
な
し
｣

(
『払聖
和』
泰
迫
篇
)
と
称
賛

せ
し
め
た
人
物
で
あ
る
｡
鼎
に
怪
物
の
像
を
描
き
民
衆
が
怪
物
の
書
に
会
わ
な

い
よ
う
に
し
た
事
が
'
孔
子
の
称
賛
を
得
た
こ
と
は
白
石
に
は
疑
い
の
な
い
事



だ
っ
た
｡
そ
れ
故
'
轟
の
伝
説
に
対
し
て

｢夫
子
も
亦
｣
と
続
け
た
の
で
あ
る
｡

伊
聾

司
は
山型

日で
轟
の
行
為
を

｢あ
ら
か
じ
め
妖
怪
･
鬼
神
を
識
別
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
､
災
厄
を
ま
ぬ
が
れ
る
こ
と
が
可
能
だ
と
い
う
そ
の
効
用
説
｣

(
一
〇
六
頁
)
に
求
め
る
｡
そ
し
て
'
当
然
の
如
く
怪
物
通
で
な
け
れ
ば
怪
物

を
描
く
こ
と
は
出
来
な
い
｡
高
は
周
知
の
如
く
治
水
の
た
め
に
中
国
全
土
を
巡

り
古
代
で
最
も
中
国
の
地
理
に
詳
し
い
人
物
と
考
え
ら
れ
て
い
る
｡
妖
怪
･
鬼

神
の
書

『山
海
経
』
の
著
者
と
し
て
馬
が
目
さ
れ
る
所
以
で
あ
る
｡

『鬼
神
論

』
に
目
を
通
せ
ば
一
目
瞭
然
だ
が
'
白
石
は

『山
海
経
』

『神
異
経
』
は
た
ま

た

『捜
神
記
』

『述
異
記
』
な
ど
の
志
怪
の
書
を
よ
く
読
ん
で
い
る
｡
そ
の
事

は
白
石
に
と
っ
て
孔
子
の
跡
を
暗
み
こ
そ
す
れ
非
難
さ
れ
る
べ
き
理
由
に
は
な

ら
な
か
っ
た
だ
ろ
う
｡

三

鳳
墓

至

怪
物
通
孔
子
の
イ
メ
ー
ジ
は
前
漠
に
は
確
定
的
で
あ
っ
た
｡
司
馬
達
は

『史

記
』
孔
子
世
家
に

〔墳
羊
〕
の
逸
話
だ
け
で
な
く
､

『国
語
』
魯
語
下
か
ら
孔

子
が
会
稽
出
土
の
大
骨
を
兎
に
殺
さ
れ
た

〔巨
人
防
風
氏
〕
の
骨
と
断
ず
る
話

も
転
載
し
て
い
る
｡

怪
物
通
孔
子
の
逸
話
'
怪
物
通
は
聖
人
の
資
格
､
怪
物
通
寓
は
理
想
的
聖
人

と
し
て
中
国
を
治
め
た
｡
こ
の
よ
う
に
見
て
き
た
時
､
我
々
は
ハ
タ
と
或
る
思

い
に
到
る
｡
則
ち
孔
子
に
は
自
ら
帝
王
に
な
る
夢
は
無
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
｡

『論
語
』
に
怪
物
通
孔
子
の
片
鱗
を
見
せ
る
も
の
が
あ
る
｡
そ
れ
は
子
軍
需
の

子
日
く
'
鳳
鳥
至
ら
ず
'
河
図
を
出
さ
ず
｡
吾
れ
巳
ん
ぬ
る
か
な
｡

で
あ
る
｡
直
訳
す
れ
ば

｢孔
子
の
言
葉
｡
鳳
風
は
飛
ん
で
来
な
い
､
黄
河
か

ら
は
図
を
出
し
て
来
な
い
.
私
も
お
し
ま
い
だ
｡
｣

(平
岡
武
夫

『払空
相』
全

釈
漢
文
大
系
-
)
と
な
り
､
通
説
的
意
訳
と
し
て
は

｢孔
子
貢
つ
｡
鳳
風
は
霊

鳥
で
舜
の
時
に
来
て
舞
い
､
文
王
の
時
に
都
の
側
の
岐
山
で
鳴
い
た
｡
太
古
の

伏
覇
の
時
は
'
立
派
な
馬
が
黄
河
か
ら
図
を
背
負
っ
て
出
た
｡
こ
れ
ら
は
皆
聖

王
の
出
る
仙頚
件
で
あ
っ
た
｡
し
か
し
'
今
は
鳳
風
は
来
ず
'
黄
河
か
ら
図
も
出

な
い
｡
こ
れ
は
聖
王
明
君
の
出
な
い
し
る
L
で
あ
る
｡
あ
あ
'
わ
が
道
も
行
わ

れ
な
い
で
､
こ
れ
で
お
し
ま
い
だ
な
あ
｡
｣

(吉
田
賢
抗

『払空
相』
新
釈
漢
文

大
系
)
な
ど
が
代
表
的
な
も
の
か
｡

と
こ
ろ
が
'
湊
代
に
は
孔
子
の
深
い
嘆
き
の
真
意
に
つ
い
て
二
説
並
び
行
わ

れ
て
い
た
と
言
う
｡
平
岡
の
分
類
に
従
え
ば

｢紋
日
身
が
聖
人
と
し
て
こ
の
瑞

祥
を
も
た
ら
し
得
な
い
こ
と
を
嘆
-
と
す
る
説
｣
と

｢こ
の
瑞
祥
を
も
た
ら
す

だ
け
の
聖
王
に
め
ぐ
り
違
え
な
い
こ
と
を
竿

と
す
る
説
｣
の
二
説
で
あ
る
.

後
者
は
現
在
通
説
に
な
っ
て
い
る
も
の
だ
が
､
我
々
の
注
目
す
べ
き
は
前
者
の

説
だ
｡
吉
田
は
そ
の
説
に
関
連
し
て
所
産
第

一
の
大
儒
電
停
静
が
武
帝
に
奉
っ

た
対
策
文

(清
の
劉
宝
南
の

『払空
叩正
義
』
に
載
る
)
を
紹
介
す
る
.
則
ち
'

孔
子
日
く
､

(略
)
と
｡
自
ら
此
の
物
致
す
べ
く
し
て
'
而
も
身
卑
賎
'

致
す
を
得
べ
か
ら
ざ
る
を
歎
ず
る
な
り
｡
是
れ
萱
は
夫
子
の
此
の
歎
を
以

て
'
己
の
命
を
受
く
る
を
得
ざ
る
の
故
と
な
す
｡

と
｡
董
仲
野
は
儒
教
の
国
教
化
に
尽
力
し
た
人
物
で
あ
る
｡
彼
の
萱
亭
刀
の

絶
対
さ
は
否
定
す
べ
く
も
な
い
｡
吉
川
幸
次
郎
が
漢
代
に
二
説
が
併
存
し
た
の

で
は
な
く

｢
『払空
相』
の
解
釈
が
書
か
れ
た
最
初
の
時
期
で
あ
る
漠
代
に
は
'

む
し
ろ
こ
の
お
と
な
し
く
な
い
説
の
方
が
有
刀
で
あ
っ
た
｡
｣

(
『鳳
鳥
不
至

-
払空
相雑
記
･
新
井
白
石
逸
事
-
』
1
四
頁
)
と
言
う
の
も
素
直
に
肯
定
出
来

る
｡
白
石
は

『鬼
神
論
』
に
お
い
て

｢鳳
莞

至

の
章
に
は
触
れ
な
い
｡
白

石
に
と
っ
て
差
し
当
た
り
は
怪
物
通
の
孔
子
像
を
壁
不
す
れ
ば
よ
か
っ
た
か
ら

で
あ
る
｡

し
か
し
署

我
々
は
白
石
の
理
解
を
普
遍
す
れ
ば
､
と
い
う
思
い
に
駆
ら
れ

な
が
ら
歴
史
と
伝
承
と
の
交
差
す
る
位
置
に
立
つ
孔
子
の
姿
を
捉
え
よ
う
と
し

て
い
る
｡

孔
子
の
死
の
二
年
前
'
魯
の
哀
公
の
十
四
年
､
ス
由
心議
な
獣
が
描
接
さ
れ
た
.

孔
子
述
剛

『春
秋
』
に

｢十
有
四
年
'
春
'
西
に
狩
し
て
麟
を
獲
た
り
｡
｣
と

あ
る
よ
う
に
'
其
の
獣
と
は
願
鱗
で
あ
っ
た
｡
願
鱗
は
鳳
風
･
亀
･
龍
と
と
も
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に
四
霊
と
言
わ
れ
る
瑞
獣
で
あ
る
｡
後
世

『春
秋
』
の
蟹

田と
し
て
最
も
世

に
行
わ
れ
た

『春
秋
左
氏
伝
』
は
'
捕
獲
し
た
者
が
麟
麟
と
判
ら
な
か
っ
た
の

を

｢仲
尼
､
之
を
観
て
'

『麟
な
り
』
と
日
ふ
｡
然
る
後
に
之
を
取
る
｡
｣
と

あ
る
よ
う
に
､
孔
子
に
よ
っ
て
願
麟
と
判
明
し
其
の
値
打
ち
が
知
れ
た
と
記
す
｡

怪
物
通
の
孔
子
の
姿
が
こ
こ
に
も
あ
る
｡

た
だ
､
此
の
事
件
は
前
湊

『春
秋
』
の
解
釈
書
と
し
て
最
も
有
力
で
あ
っ
た

『春
秋
公
羊
伝
』
に
よ
れ
ば
も
っ
と
深
い
意
味
を
持
つ
事
に
な
る
｡
則
ち
､
孔

子
は
願
鱗
を
観
て

(そ
の
麟
鱗
は
既
に
死
ん
で
い
た
)
'
涙
を
流
し

｢敦
が
為

に
釆
た
る
や
'
親
が
為
に
来
た
る
や
｣
､

｢な
ん
す
れ
ぞ
釆
た
る
や
'
な
ん
す

れ
ぞ
釆
た
る
や
｣

(誰
の
為
に
､
何
の
為
に
来
た
の
だ
)
と
嘆
息
し
て
涙
は
尽

き
な
か
っ
た
と
記
す
｡
そ
し
て
､

『春
秋
公
羊
伝
』
は
此
の
記
事
を
以
て
筆
を

置
く
｡
言
わ
ば

『春
秋
公
羊
伝
』
は
孔
子
の
深
い
絶
望
を
語
り
な
が
ら
終
わ
る

(
『春
秋
』
三
伝
の
一
書

『春
秋
穀
梁
伝
』
も

『春
秋
公
羊
伝
』
に
準
ず
る
)
0

巧史
記
』
孔
子
世
家
は
基
本
的
に

『春
秋
左
氏
伝
』
の
記
事
を
引
用
し
た
後
で

孔
子

｢日
く
､

弓河
は
図
を
出
さ
ず
'
雑
は
書
を
出
さ
ず
O
吾
己
ん
ぬ
る
か
な

』
と
｣
と

『払空
相』
の

｢鳳
鳥
不
至
｣
の
絶
望
へ
と
持
っ
て
い
く
O

四

神
子
孔
子

な
ぜ
孔
子
は
怪
物
通
な
の
か
｡
伊
藤
清
司
は
山型

日で
孔
子
を
含
め
て

｢当

時
の
物
識
り
た
ち
は

『百
物
録
』
と
で
も
い
う
べ
き
凡
百
の
怪
物
に
つ
い
て
の

知
識
号
っ
る
た
め
の
提
要
を
'
お
そ
ら
く
所
持
'
あ
る
い
は
承
知
し
て
い
た
に

ち
が
い
な
い
｡
｣

(
一
〇
七
頁
)
と
言
う
｡

『山
海
経
』
の
存
在
は
こ
の
説
を

な
か
ば
裏
付
け
て
い
る
｡
で
は
何
故
な
か
ば
な
の
か
｡

湊
代
の
孔
子
像
に
緯
書
を
中
心
に

｢神
の
子
孔
子
｣
説
が
あ
っ
た
事
を
知
っ

た
か
ら
で
あ
る
｡
則
ち
吉
川
幸
次
郎
の

｢孔
子
も
神
の
子
で
あ
る
と
い
う
説
｣

に
よ
れ
ば

｢お
母
さ
ん
が
黒
い
龍
の
気
を
受
け
て
生
ま
れ
た
､
そ
の
黒
い
龍
は

実
は
天
の
神
様
で
あ
っ
た
｣

(
『払空
相の
た
め
に
』
'
三
三
頁
)
と
言
っ
た
説

で
あ
る
と
い
う
｡
こ
の
説
が

｢始
祖
感
生
説
話
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
｣

(中
野

美
代
子

『中
国
の
妖
怪
』
岩
墾

田'
一
二
二
亘
)
で
あ
る
こ
と
は
否
定
す
べ

く
も
な
い
｡
中
野
美
代
子
に
よ
れ
ば
'
麟
鱗
と
孔
子
の
出
生
の
関
わ
り
で
は
晋

の
王
嘉
の

『拾
遺
記
』
巻
三

｢周
霊
王
｣
の
条
に
､
孔
子
が
生
ま
れ
る
前
に
麟

鱗
が
庭
さ
き
に
来
て
玉
書
を
吐
き
出
し
た
と
こ
ろ
'
そ
れ
に
は
水
橋
の
子
孫
が

衰
え
た
周
の
国
を
お
こ
し
て

〔素
王
〕

(無
冠
の
帝
王
)
に
な
る
で
あ
ろ
う
'

と
書
か
れ
て
あ
っ
た
｡
そ
れ
か
ら
厳
麟
は
二
泊
し
て
去
っ
た
と
い
う
話
が
載
る

と
い
う
｡
何
れ
に
し
て
も
'
孔
子
が
瑞
獣
の
子
で
あ
る
こ
と
を
伝
え
る
｡
そ
し

て
瑞
獣
と
雄
も
怪
物
で
あ
る
な
ら
ば
'
孔
子
は
怪
物
の
子
と
い
う
こ
と
に
な
ろ

う
｡
怪
物
通
の
孔
子
の
逸
話
が
請
書
に
見
え
る
理
由
の
一
半
で
は
な
い
か
｡

怪
物
の
子
孔
子
と
い
う
説
話
が
そ
れ
ほ
ど
奇
異
な
感
じ
を
人
々
に
与
え
な
か

っ
た
の
は
'

『史
記
』
に
記
さ
れ
て
い
る
如
く
中
国
の
神
話
伝
説
上
の
聖
天
子

も
怪
物
で
あ
る
こ
と

(伏
覇
･
女
蛸
-
人
面
蛇
身
､
神
農
民
1
年
首
人
身
)
杏

知
っ
て
い
た
か
ら
で
も
あ
ろ
う
｡

さ
て
'
こ
の
よ
う
な
怪
物
通
孔
子
が

｢子
は
怪
力
乱
神
を
語
ら
ず
｣
と
言
っ

た
と
す
れ
ば
'
こ
の
手
書

ど
う
理
解
す
べ
き
な
の
か
｡

伊
葦

司
は
怪
物
通
孔
子
藍
削
堤
に
彼
が

｢怪
力
乱
神
｣
に
つ
い
て
語
ら
な

か
っ
た
理
由
を
二
つ
考
え
る
｡
ま
ず
1
つ
は

｢当
時
の
社
会
が
あ
ま
り
に
怪
力

乱
神
を
語
り
す
ぎ
て
い
た
こ
と
に
た
い
す
る
批
判
｣

(前
掲
書
'
二
三
三
頁
)

で
は
な
い
か

と考え
る
｡
則
ち
怪
物
に
つ
い
て
深
く
知
れ
ば
知
る
ほ
ど
､
孔
子

が
怪
物
に
つ
い
て
安
易
に
語
る
風
潮
に
批
判
的
に
な
っ
て
い
っ
た
と
い
う
廃
釈

で
あ
る
｡
こ
の
解
釈
に
対
応
す
る
の
が
大
野
境
の

『払聖
和』
の
怪
力
乱
神
を
語
ら
な
か
っ
た
と
い
う
記
事
を
裏
が
え
せ
ば
､

当
時
の
社
会
で
は
､
怪
力
乱
神
を
語
ら
な
い
人
は
不
思
議
な
人
で
あ
っ
た

こ
と
を
示
し
て
い
る
｡

(
『国
語
』
上
'
新
釈
漢
文
大
系
､
二
八
六
亘
)

と
言
う

｢不
思
議
な
人
｣
孔
子
の
像
で
あ
ろ
う
｡

理
由
の
二
つ
目
は

｢不
思
議
な
人
｣
孔
子
の
イ
メ
｣
ジ
を
少
し
和
ら
げ
た
も

の
だ
｡
す
な
わ
ち

｢孔
子
は
鳳
風
や
願
鱗
の
出
現
を
渇
仰
し
て
い
た
か
ら
､
彼

が
語
ら
ず
と
い
っ
た

『怪
力
乱
神
』
と
は
'
負
の
怪
を
さ
し
て
い
た
の
か
も
し

れ
な
い
｡
｣

(同
上
)
と
｡
伊
藤
の
こ
の
怪
物
を
正
負
･
蓋
遠
心に
分
け
て
の
解
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釈
に
対
応
す
る
の
が
､
伊
藤
の
引
用
す
る
小
川
琢
治
の

｢蛇
身
人
首
の
伏
哉
･

女
蛸
や
牛
車
人
身
の
神
農
ら
を
聖
王
と
す
る
ほ
か
'
寅
尤
な
ど
の
異
形
の
鬼
神

を
正
史
で
論
じ
な
が
ら
'
他
方
で

『山
海
経
』
の
中
の
怪
力
乱
神
を
退
け
る
の

は
不
可
解
だ
｡
｣

(
『支
那
歴
史
地
理
研
究
』
)
と
い
う
疑
問
で
あ
ろ
う
｡

何
れ
に
し
て
も
､
怪
物
通
孔
子
が

｢怪
力
乱
神
｣
を
語
る
こ
と
を
自
己
抑
制
し

た
こ
と
に
違
い
は
な
い
｡
孔
子
の
中
に

｢怪
力
乱
神
｣
を
語
り
得
る
も
の
こ
そ

聖
人

(帝
王
)
と
い
う
強
烈
な
認
識
が
あ
れ
ば
こ
そ
､
そ
の
事
に
関
し
て
寡
黙

に
な
ろ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
｡
彼
は
問
わ
れ
れ
ば
怪
物
に
関
す
る
知
識
の

断
片
を
披
露
し
た
｡
孔
子
は
聖
王
の
資
格
を

〔天
〕
に
見
せ
つ
け
る
事
を
避
け

よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
｡
則
ち
彼
は
そ
う
や
っ
て

〔天
命
〕
を
待
っ
て
い

た
の
だ
｡
そ
れ
ゆ
え

〔天
命
〕
が
自
分
に
下
さ
れ
な
い
事
を
知
っ
た
時
､
そ
れ

ま
で
の
自
己
抑
制
の
虚
し
さ
に
一
挙
に
襲
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
｡
私
は

｢

鳳
鳥
不
至
｣
の
章
と

｢子
は
怪
刀
乱
神
を
語
ら
ず
｣
の
章
と
の
関
係
を
右
の
如

く
考
え
る
｡

五

博
識
白
石

白
石
は
怪
物
通
孔
子
が

｢怪
力
乱
神
｣
を
語
ら
な
い
と
し
た
理
由
に
つ
い
て
'

前
述
し
た
よ
う
に
自
己
の
見
聞
だ
け
を
信
ず
る
人
々
に
語
っ
て
も
到
底
信
じ
て

貰
え
な
い
と
判
断
し
た
か
ら
だ
と
解
釈
し
た
｡

で
は
白
石
の

『鬼
神
論
』
で
の
怪
異
･
妖
怪
の
例
の
多
き
は
何
に
由
来
す
る

の
か
｡
白
石
は
人
々
の
意
識
が
変
わ
っ
た
と
判
断
し
た
の
だ
ろ
う
か
｡

宮
崎
道
生
は
'
こ
の
点
に
つ
い
て
､

怪
力
乱
神
を
語
ら
な
か
っ
た
孔
子
の
態
度
を
規
範
と
し
た
の
で
あ
れ
ば
'

こ
れ
に
多
言
を
要
す
こ
と
は
好
ま
し
く
な
い
こ
と
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
､

そ
れ
を
敢
て
し
た
の
は
1
つ
に
は
破
邪
の
書
叢
心が
あ
っ
た
為
で
も
あ
ら
う

が
'
ま
た
家
語
や
左
伝
の
如
き
が
そ
れ
を
語
っ
て
い
る
こ
と
に
影
響
さ
れ

た
為
で
も
あ
ら
う
し
､
さ
ら
に
は
'
事
実
を
事
実
と
し
て
承
認
し
よ
う
と

す
る
史
学
者
的
態
度
が
現
れ
た
も
の
で
あ
ら
う
｡

(
『新
井
白
石
の
研
究

増
訂
版
』
吉
川
弘
文
館
､
六
七
四
貞
)

と
説
く
｡
則
ち
､
対
仏
教
的
意
識
の
現
れ
と
と
も
に
､

『孔
子
家
語
』

『春

秋
左
氏
伝
』
の
筆
法
の
影
響
'
価
値
観
を
排
し
て
の
事
実
の
直
叙
と
言
う
塵
吏

意
識
が
怪
異
･
妖
怪
例
の
多
さ
を
示
し
て
い
る
と
い
う
｡

友
枝
龍
太
郎
は
こ
の
事
に
関
し
て
ズ
バ
リ
次
の
よ
う
に
言
う
｡

文
献
主
義
者
と
し
て
の
博
覧
強
記
の
誇
示

(
『新
井
白
石
』
日
本
思
想
大

系
'
岩
波
書
店
､

｢鬼
神
論
｣
解
題
)

と
｡
確
か
に
博
識
の
誇
示
と
い
,轟

が
あ
る
｡
だ
が
私
は
思
う
｡
六
代
将
軍

家
宣
の
補
佐
役
で
あ
り
現
実
政
治
に
関
わ
る
以
上
､
博
識
は
必
須
条
件
で
は
な

か
っ
た
か
｡
白
石
は

『鬼
神
論
』
を
書
き
な
が
ら
我
が
身
を
孔
子
に
擬
す
る
こ

と
は
な
か
っ
た
か
｡




