
Title 〈『孝経』の作者〉の意味

Author(s) 加地, 伸行

Citation 待兼山論叢. 哲学篇. 1990, 24, p. 1-11

Version Type VoR

URL https://hdl.handle.net/11094/10312

rights

Note

The University of Osaka Institutional Knowledge Archive : OUKAThe University of Osaka Institutional Knowledge Archive : OUKA

https://ir.library.osaka-u.ac.jp/

The University of Osaka



〈
『
孝
経
』

の
作
者
〉

の
意
味

加

地

市
中

Iq--

行

Iま

じ

め

経
学
に
お
け
る
問
題
の
設
定
と
、
中
国
哲
学
史
に
お
け
る
そ
れ
と
は
、
異
な
る
。
経
学
に
お
い
て
は
、
問
題
の
設
定
は
も
と
よ
り
、

そ
の
解
決
の
方
法
に
至
る
ま
で
、
す
べ
て
経
学
的
諒
解
の
範
囲
に
お
い
て
な
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
経
学
で
は
、
経
書
を
聖
人
(
人
間

の
理
想
像
)

の
手
を
経
た
も
の
と
規
定
し
、
そ
れ
を
理
解
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
だ
か
ら
、
そ
の
行
論
と
歴
史
的
事
実
と
が
講
離

ず
る
こ
と
が
あ
る
。

一
方
、
中
国
哲
学
史
の
諸
研
究
は
、
歴
史
的
事
実
に
基
い
て
行
な
わ
れ
る
た
め
、
歴
史
的
事
実
を
め
ぐ
っ
て
、
し

ば
し
ば
経
学
的
研
究
と
衝
突
し
て
き
た
。

し
か
し
、
経
学
的
研
究
は
、
果
し
て
た
だ
単
に
経
学
的
世
界
に
止
ま
る
だ
け
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
私
は
そ
の
よ
う
に
は
思
わ
な
い
。

と
一
一
一
一
日
う
の
は
、
或
る
時
代
の
経
学
が
主
張
す
る
こ
と
を
、
そ
の
時
代
の
歴
史
的
問
題
に
充
て
て
見
る
と
き
、
そ
の
経
学
的
主
張
や
構
成

に
見
ら
れ
る
意
識
が
、
そ
の
時
代
の
思
想
史
的
問
題
点
を
意
外
と
的
確
に
把
握
し
て
い
る
こ
と
を
発
見
す
る
こ
と
が
多
い
か
ら
で
あ
る
。

1 

す
な
わ
ち
、
経
学
的
議
論
を
通
し
て
、
そ
の
時
代
の
歴
史
的
問
題
を
見
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。



2 

そ
う
し
た
事
例
は
、
経
学
に
お
い
て
至
る
と
こ
ろ
で
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
本
稿
で
は
、

そ
の
一
例
と
し
て
、
『
孝
経
』
の
作
者

に
つ
い
て
の
問
題
を
取
り
あ
げ
、
そ
の
意
味
を
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。

(ー)

作
者
・
曾
子
説
の
意
味

証
固
は
『
漢
書
』
芸
文
志
に
お
い
て
「
孝
経
は
、
孔
子

昼
間
子
の
た
め
に
陳
ぶ
る
な
り
」
と
述
べ
る
。
す
な
わ
ち
、
『
孝
経
』
の
作

者
を
孔
子
と
す
る
立
場
で
あ
る
。
こ
の
立
場
は
、
班
固
個
人
に
限
ら
ず
、
後
漢
時
代
の
一
般
的
理
解
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
鄭
玄
の

『
六
芸
論
』
に
は
、
「
孔
子
お
も
え
ら
く

六
芸
の
題
目
同
じ
か
ら
ず
し
て
指
意
殊
別
せ
ば
、
恐
ら
く
は
道

離
散
し
、
後
世

根
源
を

知
る
な
し
、
と
。
故
に
『
孝
経
』
を
作
り
て
も
っ
て
こ
れ
を
総
会
す
」
と
い
う
、
有
名
な
文
章
が
あ
る
。

し
か
し
、
前
漢
時
代
に
お
い
て
は
、
孔
子
の
弟
子
の
曾
参
を
作
者
と
す
る
立
場
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
『
史
記
』
仲
尼

弟
子
列
伝
に
お
け
る
記
述
が
そ
れ
を
示
し
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
。

も
っ
と
も
問
題
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
と
言
う
の
は
、
右
の
記
述
が
、
古
来
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
@
・
@
両
様
に
読
ま
れ
て
き
て
お

り
、
骨
子
で
は
な
く
て
孔
子
を
作
者
と
す
る
と
い
う
読
み
か
た
も
ま
た
可
能
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
@
・
@
と
は
つ
ぎ
の

ご
と
く
で
あ
る
。

@
曾
参
、
南
武
域
人
O
i
-
-
:
:
孔
子
以
為
能
通
孝
道
、
故
授
之
業
、
作
孝
経
。
死
於
魯
。

⑥
曾
参
、
南
武
城
人

0

・
:
:
:
:
孔
子
以
為
能
通
孝
道
、
故
授
之
業
。
作
孝
経
、
死
於
魯
。

一
般
的
に
は
、
@
文
は
「
j
i
-
-
・
〔
孔
子
が
〕
『
孝
経
』
を
作
る
。
〔
曾
参
は
〕
魯
に
死
す
」
で
あ
り
、
そ
の
と
お
り
に
読
め
ば
、
@

孔
子
を
作
者
と
す
る
読
み
か
た
で
あ
る
。

た
だ
し
別
解
が
あ
る
。

「
:
:
:
・
:
〔
孔
子
が
曾
参
に
〕
『
孝
経
』
を
作
ら
し
む
。

〔
曾
参
は
〕



魯
に
死
す
」
と
い
う
読
み
か
た
が
あ
り
、
こ
れ
は
、
@
曾
参
を
作
者
と
す
る
。
一
方
、
@
文
は
文
字
ど
お
り
「
〔
曾
参
は
〕
『
孝
経
』
を

作
り
、
魯
に
死
す
」
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
孔
子
作
者
説
(
@
)
と
曾
子
作
者
説
(
@
・
@
)
と
に
分
れ
る
。

ニ
説
に
分
れ
る
@
文
の
実
例
を
示
せ
ば
、

つ
ぎ
の
ご
と
く
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、

張
心
讃
『
偽
書
通
考
』
(
商
務
印
書
館
・
修
訂
版

一
九
五
七
年
上
海
第
一
次
印
刷
・
四
八
二
頁
)
は
、
そ
の
「
孝
経
類
」
に
お
い
て
、
孔
子
を
『
孝
経
』
の
作
者
と
ナ
る
立
場
を
取
り
、

『
史
記
』
の
前
記
同
文
を
(
「
死
於
魯
」
は
省
い
て
)
引
い
て
い
る
の
で
、
@
の
よ
う
な
解
釈
を
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

く「孝経』の作者〉の意味

ま
た
た
と
え
ば
、
周
予
同
『
霊
経
概
論
』
「
孝
経
的
作
者
及
其
争
弁
」
(
商
務
印
書
館
・
民
国
二
二
年
・
九
二
頁
)
は
、
@
文
の
よ
う

な
句
読
を
行
な
っ
た
上
で
、
曾
参
の
作
と
し
て
い
る
か
ら
、
@
の
よ
う
な
解
釈
で
あ
ろ
う
。
日
本
人
で
は
林
秀
一
『
孝
経
学
論
集
』
(
明

治
書
院
・
昭
和
五
一
年
・
三
二
五
頁
)
が
同
じ
解
釈
の
訓
読
を
行
な
っ
て
い
る
。

滝
川
亀
太
郎
『
史
記
会
注
考
証
』
は
、
③
文
の
よ
う
な
句
読
を
切
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
だ
け
で
は
臥
か
仇
か
は
っ
き

り
し
な
い
が
、
同
書
附
録
の
「
史
記
資
材
」
に
お
い
て
「
曾
参
作
孝
経
」
と
明
記
し
て
い
る
の
で
、
@
の
よ
う
な
解
釈
で
あ
っ
た
と
推

察
す
る
。

『
史
記
』
の
撰
者
で
あ
る
司
馬
遷
が
、
果
し
て
ど
う
い
う
意
見
で
あ
っ
た
の
か
未
詳
で
あ
る
。
し
か
し
、
@
・
@
両
文
の
句
読
に
限

っ
て
比
較
す
る
と
、

「
作
孝
経
」
と
い
う
句
を
、

下
句
の
「
死
於
魯
」
に
続
け
て
一
ま
と

上
文
の
「
故
授
之
業
」
に
続
け
る
よ
り
も
、

ま
り
に
す
る
、
す
な
わ
ち
⑥
文
の
ほ
う
が
、
文
気
の
上
で
自
然
で
あ
る
と
考
え
る
。

そ
れ
に
、
「
仲
尼
弟
子
列
伝
」
の
曾
参
の
項
は
、

」
の
「
死
於
魯
」
と
い
う
句
を
も
っ
て
終
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、

@
文
の
よ
う
に
、

「
死
於
魯
」
と
い
う
一
句
だ
け
を
単
立
し
て

最
後
に
置
く
と
い
う
の
は
落
ち
つ
か
な
い
。

3 

と
こ
ろ
で
、
『
古
文
孝
経
孔
安
国
伝
』
な
る
文
献
が
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
太
宰
春
台
(
純
)
が
我
国
に
留
存
ず
る
諸
本
を
校
勘
し
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て
定
本
を
作
り
、
刊
本
と
し
て
世
に
広
め
、
そ
れ
が
さ
ら
に
中
国
に
伝
わ
り
飽
廷
博
の
「
知
不
足
斎
叢
書
」
第
一
集
に
収
め
ら
れ
た
。

も
っ
と
も
「
孔
安
国
伝
」

の
部
分
は
偽
作
と
さ
れ
、

そ
の
偽
作
の
ま
ま
我
国
に
留
存
し
た
と
さ
れ
て
い
る

(
林
秀
一
の
前
引
書
所
収

「
孝
経
孔
伝
の
成
立
に
つ
い
て
」
)
。
そ
の
よ
う
な
経
緯
は
あ
る
が
、
同
序
は
「
こ
こ
に
お
い
て
曾
子
噌
然
と
し
て
孝
の
大
た
る

知
る

な
り
。
遂
に
集
め
て
こ
れ
を
録
し
、
名
づ
け
て
『
孝
経
』
と
日
い
、
五
経
と
並
ん
で
行
な
わ
る
」
と
述
べ
、
曾
子
説
を
取
っ
て
い
る
。

す
る
と
、
孔
安
国
は
司
馬
遷
の
師
で
あ
る
か
ら
、
偽
孔
安
国
序
の
作
者
と
し
て
は
、
師
承
と
い
う
点
か
ら
、
『
史
記
』
あ
る
い
は
可

馬
遷
の
立
場
を
曾
子
作
者
説
と
す
る
意
識
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。

す
な
わ
ち
、

『
古
文
孝
経
』
と
曾
子
作
者
説
と
い
う
結
び
つ
き
が
浮

び
あ
が
っ
て
く
る
。

も
ち
ろ
ん
、

今
日
の
中
国
哲
学
史
研
究
の
立
場
か
ら
言
え
ば
、

『
孝
経
』
の
作
者
を
孔
子
と
か
骨
子
と
か
と
特
定
化
ず
る
こ
と
に
意

義
を
認
め
な
い
。

そ
れ
は
そ
う
で
あ
る
。
今
文
・
古
文
を
間
わ
ず
、
『
孝
経
』
自
身
の
文
章
を
見
る
と
、
孔
子
と
曾
子
と
の
問
答
で
あ

り

そ
の
形
式
上
、
『
孝
経
』
の
中
身
は
孔
子
の
こ
と
ば
で
あ
り
、

そ
れ
を
骨
子
が
写
定
、

あ
る
い
は
記
録
し
た
形
式
と
言
う
他
な
い

か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
『
孝
経
』
の
中
に
「
曾
子
」
の
「
子
」
と
い
う
こ
と
ば
が
あ
る
以
上
、
実
際
は
曾
参
の
複
数
の
弟
子
た
ち
の
手

に
成
る
と
い
う
の
が
歴
史
的
事
実
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
は
、
宋
代
の
司
馬
光
『
孝
経
指
解
』
序
が
早
く
指
摘
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う

に
、
歴
史
実
証
主
義
的
に
は
、
『
孝
経
』
の
作
者
と
い
う
問
題
は
、
ほ
と
ん
ど
意
味
が
な
い
。

し
か
し
、
経
学
的
に
は
、
作
者
問
題
に
ご
だ
わ
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
経
書
の
作
者
問
題
と
は
、
実
は
、
今
文
古
文
論
争
す

な
わ
ち
今
文
派
と
古
文
派
と
の
対
立
と
い
う
大
問
題
と
連
関
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
『
古
文
孝
経
』
と
曾
子
作
者
説
と

の
結
合
に
注
目
し
て
よ
い
。
当
然
、
そ
れ
で
は
『
今
文
孝
経
』
に
お
け
る
作
者
と
は
だ
れ
に
擬
さ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
。



(ニ)

『
春
秋
』
と
『
孝
経
』
と
の
並
置

今
古
文
論
争
が
思
想
史
的
意
味
を
帯
び
て
く
る
の
は
、
も
ち
ろ
ん
劉
款
の
登
場
以
後
で
あ
り
、
特
に
『
春
秋
左
氏
伝
』
の
登
場
の
意

味
が
大
き
い
。
あ
え
て
言
え
ば
、
春
秋
学
が
今
古
文
論
争
の
中
心
に
位
置
す
る
。

た
と
え
ば
、
周
予
同
『
経
今
古
文
学
』
(
商
務
印
書

館
・
民
国
十
五
年
)

の
「
経
今
古
文
論
争
」
(
同
書
十
三
頁
以
下
)
が
論
ず
る
よ
う
に
、

四
回
の
論
争
|
|
前
漢
末
の
京
帝
期
の
第

次
論
争
、
後
漢
初
期
の
光
武
帝
期
の
第
二
次
論
争
、
章
帝
期
の
第
三
次
論
争
、
後
漢
中
期
か
ら
末
期
の
桓
帝
か
ら
霊
帝
期
の
第
四
次
論

く『孝経』の作者〉の意味

争
ー
ー
が
あ
っ
た
が
、
そ
の
全
体
を
通
じ
て
、
す
べ
て
に
登
場
す
る
の
は
『
春
秋
左
氏
伝
』
で
あ
る
。
第
三
次
・
第
四
次
の
両
論
争
に

至
っ
て
は
、
実
は
『
春
秋
左
氏
伝
』
と
『
春
秋
公
羊
伝
』
と
の
両
者
の
論
争
で
さ
え
あ
る
。
そ
れ
ほ
ど
『
春
秋
左
氏
伝
』
が
も
た
ら
し

た
問
題
は
大
き
か
っ
た
。
そ
れ
に
比
べ
る
な
ら
ば
、
た
と
え
ば
『
周
礼
』
は
、
王
葬
の
新
王
朝
に
お
け
る
理
論
的
支
柱
と
し
て
の
意
味

を
除
く
と
、
漢
代
一
般
に
お
い
て
、
『
春
秋
左
氏
伝
』
が
惹
起
し
た
ほ
ど
の
大
き
な
論
争
を
起
し
た
わ
け
で
は
な
い
。

と
も
あ
れ
、
『
春
秋
左
氏
伝
』
の
漢
代
に
お
け
る
意
味
は
大
き
く
、

そ
れ
と
と
も
に
春
秋
学
の
持
つ
意
味
も
ま
た
大
き
か
っ
た
。
、，
」

の
こ
と
は
、
経
学
史
に
お
い
て
、
い
ち
早
く
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

『
春
秋
』
と
『
孝
経
』
と
の
両
者
が
重
ん
じ
ら
れ

た
と
い
う
評
価
が
後
漢
時
代
に
お
い
て
行
な
わ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。

さ
て
、
そ
の
並
置
の
際
の
吋
春
秋
』
と
は
、
『
春
秋
左
氏
伝
』
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

と
一
言
う
の
も
、
後
漢
時
代
に
お
け
る
『
春
秋

左
氏
伝
』
の
重
要
さ
と
い
う
問
題
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
検
討
に
価
す
る
問
題
で
あ
る
。

ご
く
一
般
的
に
考
え
る
と
す
る
な
ら
ば
、

『
春
秋
』
と
『
孝
経
』
と
と
い
う
並
記
で
あ
る
の
だ
か
ら
、

こ
の
両
者
を
対
称
的
に
考
え

5 

る
こ
と
が
で
き
る
。
す
る
と
、
『
孝
経
』
の
場
合
、
『
孝
経
』
と
言
え
ば
、

ふ
つ
う
は
『
孝
経
』
の
経
文
を
指
し
、
伝
文
を
指
さ
な
い
。
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そ
の
場
合
と
同
じ
く
、
『
春
秋
』
も
ま
た
、
『
春
秋
』
経
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
『
春
秋
』
伝
で
は
な
い
、
と
言
え
よ
う
。

も
し
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
場
合
の
「
春
秋
」
と
い
う
こ
と
ば
は
、
春
秋
学
の
今
古
文
論
争
と
い
う
経
学
史
的
ま
た

思
想
史
的
な
意
味
を
含
ま
ず
、

一
種
の
「
事
実
の
指
摘
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
と
す
れ
ば
、
も
ち
ろ
ん
『
春
秋
左
氏
伝
』
と
い
う
よ

う
な
特
定
の
文
献
を
指
し
て
い
る
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。

し
か
し
、
今
古
文
論
争
は
、
現
代
の
〈
科
学
〉
と
い
う
よ
う
な
立
場
で
論
争
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
論
争
は
、
き
わ
め
て
政

治
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
論
争
で
あ
る
。
論
争
に
敗
れ
れ
ば
、
政
治
的
、
社
会
的
地
位
を
失
な
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
、
党
派
的
な
政
治
闘

争
と
し
て
の
論
争
で
あ
っ
た
。

だ
か
ら
、
「
春
秋
」
と
い
う
こ
と
ば
が
、
究
極
的
に
は
『
春
秋
』
経
文
を
指
す
と
し
て
も
、

そ
こ
に
な

ん
ら
か
の
今
古
文
論
争
の
反
映
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

そ
れ
で
は
、
ど
の
よ
う
に
分
析
し
て
ゆ
け
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

当
然
、
当
時
の
経
書
の
概
念
が
問
題
で
あ
る
。
そ
う
し
た
概
念
論
争
の
記
録
の
代
表
と
し
て
『
白
虎
通
義
』
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
同

書
「
五
経
」
篇
に
お
け
る
『
春
秋
』
の
概
念
で
あ
る
。

『
白
虎
通
義
』
五
経
篇
は
「
己
に
『
春
秋
』
を
作
り
、
後
に
『
孝
経
』
を
作
る
は
何
ぞ
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
、
孔
子
が

『
春
秋
』
を
作
っ
た
と
す
る
経
学
的
立
場
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
今
文
派
の
立
場
で
あ
る
。
古
文
派
が
、
孔
子
は
「
述
べ
て
作
ら
ず
」

と
い
う
立
場
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
れ
に
、
こ
の
『
白
虎
通
義
』
全
体
が
、
今
文
派
の
解
釈
に
依
る
も
の
が
多
い
と
い

う
の
が
、
経
学
史
的
定
説
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
『
春
秋
』
の
作
者
の
特
定
を
今
文
派
の
説
に
依
っ
た
の
は
、
そ
の
一
例
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
は
無
理
も
な
い
。

な
ぜ
な
ら
、
白
虎
観
に
お
い
て
経
学
の
諸
概
念
に
つ
い
て
論
議
が
行
な
わ
れ
た
の
は
、

章
帝
の
建
初
四
年

(
西
暦
七
九
年
)
で
あ
り
、
王
葬
の
新
王
朝
を
倒
し
て
か
ら
ま
だ
日
が
浅
い
。
当
然
、
王
葬
王
朝
の
理
論
を
構
成
し
た
古
文
系
経
書
の



『
周
礼
』
や
『
春
秋
左
氏
伝
』
が
一
歩
退
か
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
政
治
権
力
上
の
理
由
が
あ
っ
て
も
、
古
文
系
テ
キ
ス
ト
の
も
た
ら
し
た
影
響
を
も
は
や
無
視
す
る
こ
と
は
で

ぎ
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
今
文
派
の
所
説
は
、

一
般
に
、
周
代
の
こ
ろ
の
国
家
規
模
や
周
王
の
権
限
等
を
反
映
し
て
い
る
に
す
ぎ
な

い
が
、
そ
れ
に
対
し
て
古
文
派
の
所
説
は
、
い
ろ
い
ろ
な
点
で
今
文
派
の
規
模
よ
り
も
大
き
く
、
周
代
よ
り
も
、
よ
り
拡
大
的
な
秦
漢

帝
国
の
規
模
に
通
ず
る
こ
と
を
示
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
今
文
派
が
周
代
的
世
界
の
理
論
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
古
文
派

は
秦
漢
的
世
界
の
理
論
と
し
て
の
意
義
を
有
し
て
い
た
。

く「孝経』の作者〉の意味

た
と
え
ば
、
(
白
虎
観
に
お
け
る
論
議
を
経
て
約
二
十
年
後
、
許
慎
の
吋
説
文
解
字
』
が
完
成
さ
れ
た
と
言
わ
れ
る
が
、
公
的
に
は
)

建
光
元
年
(
西
暦
二
二
年
)
に
許
慎
の
子
の
許
沖
に
よ
っ
て
『
説
文
解
字
』
が
朝
廷
に
献
ぜ
ら
れ
る
。
許
沖
は
そ
の
上
奏
文
中
、
父

が
『
孝
経
孔
氏
古
文
説
』
を
学
ん
だ
と
一
言
い
、
同
時
に
そ
れ
を
も
献
じ
て
い
る
。
許
慎
の
『
説
文
解
字
』
は
、
も
と
も
と
古
文
字
の
再

評
価
運
動
の
現
わ
れ
の
一
つ
で
あ
る
。
許
沖
の
上
奏
文
が
『
春
秋
左
氏
伝
』
の
意
義
を
論
じ
、

あ

・
礼
周
官
・
春
秋
左
氏
・
論
語
・
孝
経
を
偶
ぐ
る

「
そ
の
、
易
孟
氏
・
書
孔
氏
・
詩
毛
氏

(
段
注
「
偶
は
揚
な
り
」
)
や
、

み
な
古
文
な
り
」
と
述
べ
る
よ
う
に
、

『
孝
経
』

と
は
も
と
よ
り
『
古
文
孝
経
』
を
指
し
て
い
る
。
ま
た
「
孔
安
国
伝
」
が
、
当
時
、
確
実
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

ま
た
許
慎
は
一

u

五
経
異
義
』
に
お
い
て
『
今
孝
経
説
』
を
引
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
『
孝
経
』
諸
侯
章
中
の
「
社
稜
」
の
「
稜
」
に

つ
い
て
「
稜
と
は
五
穀
の
長
な
り
。
穀

衆
多
な
れ
ば
偏
ね
く
敬
す
べ
か
ら
ず
。
故
に
、
稜
を
立
て
て
こ
れ
を
祭
る
」
と
。
そ
し
て
、

『
春
秋
左
氏
伝
』
昭
公
二
十
九
年
「
列
山
氏
の
子
あ
り
、
柱
と
日
い
、
稜
と
為
す
:
・
:
:
:
」
を
引
き
、
古
文
派
の
解
釈
と
一
致
す
る
こ

と
を
主
張
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
今
文
派
の
解
釈
を
古
文
派
に
吸
収
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

7 

ち
な
み
に
、
こ
の
『
今
孝
経
説
』
は
緯
書
と
い
う
意
味
で
は
な
い
ら
し
く
、
ま
た
だ
れ
の
説
で
あ
る
の
か
未
詳
で
あ
る
が
、
皇
侃
の
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説
「
稜
は
五
穀
の
長
な
り
。
亦
た
土
神
な
り
」
(
『
孝
経
正
義
』
諸
侯
章
「
社
穣
」
の
項
の
刑
恩
内
の
『
疏
』
所
引
)
に
、
名
残
り
が
あ
る
。

さ
て
話
を
も
と
に
も
ど
す
と
、
許
沖
に
よ
っ
て
こ
の
と
き
献
ぜ
ら
れ
た
『
孝
経
孔
氏
古
文
説
』
は
、
経
・
説
(
伝
)
と
も
に
伝
わ
っ

て
い
な
い
。
ま
た
、
鄭
衆
・
馬
融
・
高
誘
ら
の
『
古
文
孝
経
』
諸
注
解
が
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
が
、
す
べ
て
失
な
わ
れ
て
し
ま
っ
て

い
る
。
結
局
、
『
古
文
孝
経
』
は
中
国
に
お
い
て
は
や
が
て
行
な
わ
れ
な
く
な
り
、
後
漢
代
で
は
『
今
文
孝
経
』
が
残
る
と
い
う
こ
と

に
な
っ
た
。

そ
の
一
つ
の
理
由
は
、
『
孝
経
』
と
い
う
経
文
の
持
つ
特
殊
性
に
あ
る
と
考
え
る
。

と
言
う
の
は
、

他
の
経
書
に
お
け
る
今
古
文
の

相
違
に
は
、
著
し
い
も
の
が
あ
る
。

し
か
し
、
『
孝
経
』
の
場
合
は
、
今
古
文
の
差
と

ひ

と

や

言
っ
て
も
、
文
字
の
増
減
や
章
句
の
分
合
と
い
っ
た
相
違
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
「
特
り
伝
う
る
と
こ
ろ
徴
や
同
じ
か
ら

た
と
え
ば
『
礼
記
』
王
制
篇
と
『
周
礼
』
と
。

ざ
る
あ
る
も
、
大
義

固
よ
り
同
じ
か
ら
ざ
る
な
き
者
な
り
」
(
呉
大
廷
『
孝
経
古
今
文
伝
注
輯
論
』
序
)
と
い
う
見
解
が
通
説
で
あ
る
。

一
方
、
『
春
秋
左
氏
伝
』
は
『
古
文
孝
経
』
と
異
な
り
、

け
っ
し
て
消
滅
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

許
沖
の
宣
揚
を
経
て
後
、

し
だ

い
に
流
行
し
、
後
漢
末
に
至
っ
て
、
何
休
と
鄭
玄
と
の
有
名
な
春
秋
伝
優
劣
論
争
に
ま
で
盛
り
あ
が
り
、
次
の
三
国
時
代
に
な
る
と
、

俄
然
、
『
春
秋
左
氏
伝
』
が
有
力
と
な
り
、
『
春
秋
公
羊
伝
』
・
『
春
秋
穀
梁
伝
』
は
逆
に
衰
え
て
ゆ
く
。

け
れ
ど
も
、
『
春
秋
左
氏
伝
』

lま

王
葬
と
の
関
わ
り
の
深
さ
も
あ
り
、
後
漢
一
代
を
通
じ
て
は
、
『
春
秋
公
羊
伝
』
に
挑
み
論
争
す
る
と
こ
ろ
の
、
従
位
的
存
在
で

あ
っ
た
こ
と
は
否
め
な
い
。

す
る
と
、
『
春
秋
』
と
『
孝
経
』
と
、

と
い
う
並
列
の
意
味
が
見
え
て
く
る
。

そ
れ
は
ど
の
よ
う
に
で
あ
る
の
か
、

次
章
で
述
べ
る

」
と
に
す
る
。



(三)

作
者
・
孔
子
説
の
意
味

漢
代
に
お
け
る
『
孝
経
』
注
解
は
多
い
。
し
か
し
、
ほ
ぼ
完
全
な
形
で
現
存
す
る
も
の
は
『
古
文
孝
経
偽
孔
安
国
伝
』
と
『
今
文
孝

経
鄭
玄
注
』
と
の
二
種
で
あ
る
。
鄭
玄
は
、
今
文
・
古
文
両
者
に
通
じ
た
人
物
で
あ
る
か
ら
、
単
純
に
ど
の
派
と
分
別
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
。

し
か
し
、
『
孝
経
』
に
つ
い
て
は
、
今
文
系
テ
キ
ス
ト
を
用
い
た
と
こ
ろ
は
興
味
深
い
。
鄭
玄
は
春
秋
学
に
お
い
て
は
『
春

秋
左
氏
伝
』
の
よ
う
な
古
文
系
を
尊
重
し
て
お
り
な
が
ら
。

く『孝経』の作者〉の意味

と
こ
ろ
で
、
朱
券
尊
の
『
経
義
考
』
に
よ
れ
ば
、
何
休
も
『
孝
経
注
』
(
散
侠
)
を
撰
し
て
い
た
と
言
う
。
何
休
の
場
合
、
今
文
派
と

し
て
徹
底
し
て
い
た
か
ら
、
お
そ
ら
く
彼
が
使
っ
た
『
孝
経
』
は
今
文
系
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
何
休
・
鄭
玄
は
、
春
秋
学
に
お
い
て

今
文
派
・
古
文
派
と
分
れ
は
し
た
も
の
の
、

『
孝
経
』
の
テ
キ
ス
ト
採
用
に
お
い
て
は
、

今
文
系
と
し
て
一
致
し
て
い
た
と
考
え
る
。

当
然
、
鄭
玄
が
ヱ
ハ
芸
論
』
の
文
(
前
引
)
に
お
い
て
重
視
し
た
『
孝
経
』
も
今
文
系
を
念
頭
に
お
い
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
言
え
る
。

こ
こ
で
『
春
秋
』
と
『
孝
経
』
と
を
並
記
す
る
文
を
見
る
と
、

さ
て
、

共
通
し
た
意
識
が
見
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

孔
子
が
『
孝

経
』
を
作
っ
た
と
い
う
意
識
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
前
引
の
『
白
虎
通
義
』
「
五
経
」
の
「
後
に
『
孝
経
』
を
作
る
」
を
は
じ
め
、
「
史

の
文
「
乃
ち
『
春
秋
』
を
作
り
、
復
た
『
孝
経
』
を
齢
ぶ
」
や
「
百
石
卒
碑
」
の
文
「
『
春
秋
』
を
作
り
、
『
孝
経
』

民
庚
奉
杷
孔
子
廟
碑
」

を
制
す
」
が
そ
れ
で
あ
り
、
原
文
で
は
す
べ
て
そ
の
前
に
「
孔
子
」
を
主
語
と
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
『
春
秋
』
と
町
孝
経
』
と
を
並

置
し
て
、
と
も
に
孔
子
が
作
っ
た
と
す
る
。

孔
子
が
経
室
聞
を
「
作
っ
た
」
と
す
る
の
は
、
経
学
的
に
言
え
ば
、
今
文
派
の
立
場
で
あ
る
。
し
か
も
、
政
治
的
意
味
が
加
わ
っ
て
い

9 

る
。
た
と
え
ば
、
主
充
の
『
論
衡
』
程
材
篇
に
は
「
そ
れ
五
経
も
亦
た
漢
家
の
立
つ
る
と
こ
ろ
に
し
て
j
i
-
-
-

『
春
秋
』
は
漢
〔
の
た
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め
〕
の
経
に
し
て
、
孔
子
制
作
し
、
漢
に
垂
遺
す
」
と
す
る
。
こ
の
文
を
引
い
た
、
「
経
学
歴
史
』
(
前
引
・
一
一
一
ニ
頁
)
同
個
所
の
周

予
同
の
注
が
そ
の
こ
と
を
、
徐
彦
の
『
春
秋
公
羊
伝
』
疏
か
ら
例
を
引
い
て
説
明
し
て
い
る
。

前
引
の
「
史
長
奉
把
孔
子
廟
碑
」
も
ま
た
『
春
秋
』
を
「
西
の
か
た
狩
し
て
麟
を
獲
、
漢
の
た
め
に
制
作
す
」
と
今
文
派
的
立
場
を

明
ら
か
に
し
て
い
る
。
す
る
と
『
春
秋
公
羊
伝
』
の
何
休
の
序
に
、
周
知
の
「
昔

孔
子
云
う
あ
り
、
吾
が
志
は
『
春
秋
』
に
在
り
、

行
い
は
『
孝
経
』
に
在
り
」

(
こ
れ
は
『
孝
経
鈎
命
決
』
に
基
づ
い
て
い
る
が
)
と
い
う
文
が
あ
る
が
、

そ
こ
に
言
う
『
孝
経
』
は
、

も
ち
ろ
ん
、
孔
子
が
作
っ
た
『
孝
経
』
と
い
う
意
識
で
あ
る
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
後
漢
時
代
に
『
春
秋
』
と
『
孝
経
』
と
を
並
置
す
る
と
き
の
、
そ
の
『
春
秋
』
と
は
『
春
秋
公
羊
伝
』

JT
、
そ
の
『
孝
経
』
と
は
『
今
文
孝
経
』
を
念
頭
に
お
い
て
の
、

〈
孔
子
を
経
書
の
作
者
と
す
る
〉
今
文
派
の
意
識
を
表
し
て
い
る
と

考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
は
、

『
古
文
孝
経
』
と
曾
子
作
者
説
と
の
結
び
つ
き
を
考
え
て
い
た
で
あ
ろ
う
前
漢
時
代
の
意
識
と
は

異
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

お

わ

り

司
馬
遷
の
学
統
は
複
雑
で
あ
る
。
古
文
派
の
孔
安
固
か
ら
も
、
今
文
派
の
董
仲
野
か
ら
も
学
ん
で
い
る
。
今
文
派
的
歴
史
意
識
も
強

ぃ
。
だ
か
ら
、
『
古
文
孝
経
』
・
作
者
曾
子
説
(
孔
安
国
系
の
意
識
)
と
『
今
文
孝
経
』
・
作
者
孔
子
説
と
の
こ
つ
の
系
譜
が
あ
る
と
す

る
と
き
、
司
馬
遷
自
身
が
ど
ち
ら
の
立
場
で
あ
っ
た
か
を
定
め
る
の
は
、
慎
重
を
要
す
る
。
し
か
し
、
偽
孔
安
国
伝
の
作
者
た
ち
は
、

お
そ
ら
く
司
馬
遷
を
『
古
文
孝
経
』

-
作
者
曾
子
説
に
置
こ
う
と
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
古
文
派
の
歴
史
主
義
的
立
場
か
ら
言
っ
て
も
、

そ
の
ほ
う
が
ふ
さ
わ
し
い
。



一
方
、
今
文
派
の
歴
史
哲
学
的
立
場
か
ら
言
え
ば
、
漢
の
た
め
に
、
す
な
わ
ち
い
わ
ゆ
る
頭
漢
的
立
場
と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ッ
シ
ュ

な
主
張
こ
そ
が
必
要
で
あ
っ
た
。
衰
退
一
方
の
後
漢
王
朝
に
対
し
て
、
後
漢
の
儒
者
、
と
り
わ
け
今
文
派
、
特
に
春
秋
公
羊
派
は
、
漢

王
朝
の
正
当
性
を
主
張
す
る
こ
と
が
大
き
な
任
務
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
の
任
務
を
果
す
た
め
に
は
、
た
と
え
ば
『
孝
経
』
も
ま
た
今

文
系
で
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
『
孝
経
』
が
政
治
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
組
み
こ
ま
れ
た
と
き
、
礼
教
性
一
色
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。

そ

の
結
果
、
『
孝
経
』
が
元
来
持
っ
て
い
た
宗
教
性
が
薄
め
ら
れ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
っ
て
ゆ
く
。
こ
の
、
『
孝
経
』
が
宗
教
性
か
ら
礼
教
性

く『孝経』の作者〉の意味

へ
と
転
形
し
て
ゆ
く
過
程
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
『
孝
経
』
の
漢
代
に
お
け
る
思
想
史
的
位
置

1|ι
宗
教
性
か
ら
礼
教
性
へ
」
(
『
日
本
中

国
学
会
報
』
第
四
二
集
・
一
九
九

O
年
)
に
論
述
し
て
い
る
。

(
文
学
部
教
授
)
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