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老
束
子
孝
行
説
話
に
お
け
る
孝
の
眞
意

は
じ
め
に

孝
は
、
儒
教
社
台
に
お
け
る
枢
要
な
遺
徳
概
念
と
し
て
、
古
来
、

人
々
に
深
い
影
響
を
輿
え
っ
づ
け
て
き
た
。
特
に
儒
教
家
族
制
に
お
け

る
人
間
関
係
を
構
築
・
維
持
す
る
理
念
の
接
り
所
と
し
て
、
不
動
の
位

置
を
占
め
て
き
た
。
ま
た
、
こ
の
概
念
は
、
忠
に
結
ば
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
國
家
社
台
を
蓮
管
す
る
た
め
に
大
き
な
意
義
を
菅
拝
し
、
人
間

で
あ
る
た
め
の
基
本
的
な
賓
践
道
徳
と
し
て
の
認
定
を
得
て
き
た
の
で

あ
る
。
東
洋
の
歴
史
や
人
間
を
理
解
す
る
上
で
、
儒
教
や
そ
の
恩
想
の

核
と
も
い
う
べ
き
孝
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
思
想
に
関

す
る
研
究
の
歴
史
は
長
く
、
そ
の
業
績
は
膨
大
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ

は
、
さ
ま
ざ
ま
の
先
人
の
成
果
を
な
が
め
わ
た
す
と
き
、
こ
の
思
想
の

果
た
し
て
き
た
役
割
の
大
き
さ
に
更
め
て
剖
目
す
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
今
、
社
台
は
多
様
な
欒
貌
を
遽
げ
、
わ
れ
わ
れ
は
、
必
ず
し

下
　
　
見
　
　
隆
　
　
雄

も
従
来
の
通
念
が
有
用
と
は
認
め
が
た
い
現
安
の
中
に
あ
る
と
言
っ
て

も
よ
い
。
儒
教
の
人
間
観
が
、
今
の
わ
れ
わ
れ
に
い
か
な
る
意
義
を
持

つ
の
か
、
そ
の
判
定
は
容
易
で
は
な
い
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
東
洋
人

に
そ
の
存
在
の
指
針
と
し
て
の
深
い
関
わ
り
を
持
っ
た
儒
教
や
孝
が
、

ど
の
よ
う
な
思
想
で
あ
っ
た
の
か
を
考
察
し
て
み
る
こ
と
は
、
今
の
わ

れ
わ
れ
に
お
い
て
は
、
今
ま
で
と
は
異
な
る
意
義
を
含
ん
で
重
要
で
あ

る
。
嘗
て
の
経
學
者
達
は
、
儒
教
社
台
の
中
に
在
っ
て
、
自
己
を
含
め

て
、
そ
れ
を
生
き
る
人
間
を
寅
質
的
に
教
導
す
る
意
義
を
寅
感
し
っ

つ
、
儒
教
の
本
質
を
解
析
し
て
示
し
た
と
捉
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
と

こ
ろ
で
、
自
己
を
取
り
巻
く
人
間
関
係
の
さ
ま
ざ
ま
の
激
変
に
遭
遇

し
、
儒
教
理
念
と
現
貴
社
合
と
の
隔
た
り
を
痛
感
せ
ざ
る
を
得
な
い
今

の
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
宜
は
、
依
然
と
し
て
従
来

の
人
間
認
識
に
立
脚
し
賞
質
的
な
壁
革
を
遽
げ
て
い
る
と
は
言
え
な
い

自
分
自
身
の
姿
を
兄
い
だ
す
こ
と
が
し
ば
し
ば
で
あ
る
。
し
か
し
、
ど
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う
封
庭
す
る
に
し
ろ
、
儒
教
の
人
間
観
が
如
何
な
る
構
造
を
持
つ
の

か
、
人
々
を
ど
う
導
い
て
き
た
の
か
、
こ
れ
ら
を
客
観
的
な
立
場
で
究

明
し
、
そ
の
思
想
の
本
質
を
見
極
め
る
こ
と
は
、
今
か
ら
未
来
に
向
か

っ
て
ど
う
歩
む
べ
き
か
を
自
問
す
る
我
々
の
避
け
て
通
れ
な
い
問
題
で

あ
ろ
う
。

筆
者
は
、
す
で
に
、
古
来
の
儒
教
や
孝
0
本
質
に
関
す
る
考
察
を
試

み
た
が
(
1
)
、
本
稿
で
は
、
古
来
有
名
な
老
束
子
の
説
話
を
取
り
上
げ

て
、
こ
の
説
話
を
巡
る
諸
解
繹
や
説
明
の
資
料
を
詳
細
に
分
析
・
整
理

し
、
か
つ
過
去
の
研
究
が
看
過
し
た
問
題
鮎
を
検
討
し
て
、
こ
こ
に
示

唆
さ
れ
る
孝
の
眞
意
を
究
明
す
る
。
か
く
し
て
、
説
話
研
究
の
角
度
か

ら
、
儒
教
に
お
け
る
孝
の
本
質
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

ま
ず
、
老
菜
子
の
説
話
に
関
し
て
次
の
鮎
を
確
認
し
っ
つ
本
論
に
入

り
た
い
。
老
素
子
は
、
『
史
記
』
老
子
韓
非
列
侍
に
、
孔
子
と
同
時
の

楚
人
で
、
著
書
十
五
篇
有
り
、
と
し
て
紹
介
さ
れ
、
『
漢
書
』
重
文
志

に
は
、
『
老
束
子
十
六
篇
』
が
録
さ
れ
る
が
、
著
書
は
侍
わ
ら
な
い
。

『
戦
國
策
』
や
『
荘
子
』
・
『
大
戴
祀
記
』
・
『
詭
苑
』
・
『
准
南
子
』
等
に

こ
の
人
に
関
す
る
記
載
が
老
子
と
も
交
差
し
っ
つ
散
見
す
る
が
、
そ
の

賓
態
は
詳
ら
か
で
な
い
。
な
お
、
劉
向
『
列
女
侍
』
賢
明
富
に
『
楚
老

莱
妻
」
の
侍
記
が
見
え
、
隠
者
の
風
貌
で
登
場
す
る
。
一
方
、
後
世
、

老
束
子
は
孝
子
と
し
て
「
二
十
四
孝
」
に
も
列
ね
ら
れ
て
有
名
で
あ

る
。
そ
こ
で
、
「
楚
老
莱
妻
」
に
見
え
る
よ
う
な
隠
者
的
老
莱
子
像
は
、

講
書
に
散
見
す
る
資
料
等
か
ら
あ
る
程
度
理
解
で
き
な
く
も
な
い
が
、

老
菜
子
孝
行
説
話
に
お
け
る
孝
の
畢
意
(
下
見
)

今
、
な
ぜ
孝
子
と
し
て
の
老
束
子
の
説
話
が
生
ま
れ
た
の
か
説
明
で
き

る
納
得
の
い
く
資
料
を
確
認
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
(
2
)
。
今
、
こ
の

問
題
は
追
求
し
な
い
。
本
稿
で
は
、
孝
子
と
し
て
の
老
束
子
の
説
話

が
、
古
来
の
孝
子
樽
記
に
常
に
収
録
さ
れ
る
事
寅
に
注
目
し
、
こ
の
説

話
に
託
さ
れ
た
孝
行
の
本
来
の
意
味
を
考
察
す
る
こ
と
を
中
心
に
論
述

を
進
め
る
。
老
素
子
の
説
話
の
持
つ
問
題
鮎
は
、
子
が
親
の
前
で
見
せ

る
嬰
鬼
の
振
る
舞
い
は
、
孝
行
の
眞
意
に
つ
い
て
何
を
示
唆
す
る
の
か

に
あ
る
。
古
来
、
大
き
く
分
け
て
二
通
り
の
解
樺
が
認
め
ら
れ
る
。
以

下
、
先
ず
、
各
々
に
関
わ
る
資
料
を
掲
げ
て
、
そ
の
解
樺
の
特
徴
を
確

認
し
、
問
題
鮎
を
整
理
し
て
い
く
。

一
「
武
梁
同
室
像
」
や

r
孟
子
」
趨
岐
注
な
ど
に
見
え
る
老
莱
子
説
話

「
武
梁
両
石
室
」
に
老
莱
子
に
関
す
る
蓋
像
が
見
え
、
銘
文
に
、

老
莱
子
、
楚
人
な
り
。
親
に
事
へ
て
至
孝
。
衣
に
斑
連
を
服
し
、

嬰
鬼
の
態
も
て
、
親
を
し
て
堆
ぶ
こ
と
有
ら
令
む
。
君
子
、
之
を

嘉
す
。
孝
、
焉
よ
り
大
な
る
は
美
し
と
(
3
)
。

と
あ
る
。
ま
た
『
類
衆
』
巷
二
〇
人
部
四
孝
に
、

老
束
子
、
二
親
を
孝
養
す
。
行
年
七
十
に
し
て
、
嬰
兄
の
ご
と
し

て
自
ら
娯
み
、
五
色
の
采
衣
を
著
す
。
嘗
て
柴
を
取
り
て
堂
に
上

る
に
、
放
き
什
る
。
因
り
て
地
に
臥
し
て
小
鬼
の
噂
を
鵠
す
。
或

は
烏
鳥
を
親
の
側
に
弄
ぶ
(
4
)
。

二
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と
あ
る
。

老
莱
子
の
親
孝
行
の
様
を
述
べ
、
い
ず
れ
も
、
親
に
封
し
て
嬰
兄
の

よ
う
に
振
る
舞
っ
て
見
せ
る
の
が
孝
養
の
詔
だ
と
語
る
。
後
者
で
は
、

飲
み
物
を
持
っ
て
堂
に
登
ろ
う
と
し
て
、
つ
ま
ず
き
倒
れ
た
。
そ
こ
で

地
面
に
臥
し
て
小
鬼
の
泣
き
馨
で
泣
い
た
と
述
べ
る
が
、
前
者
の
方
で

も
、
去
像
に
は
両
親
の
前
で
つ
ま
ず
き
倒
れ
た
様
子
を
(
武
氏
前
石
室

第
七
石
に
も
)
描
く
か
ら
、
こ
の
話
は
、
模
様
付
き
の
着
物
を
着
た
と

い
う
謡
と
元
か
ら
セ
ッ
ト
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
後
者
で
、
「
烏
鳥

を
親
の
側
に
弄
ぶ
」
と
い
う
部
分
は
、
嬰
鬼
の
よ
う
に
振
る
舞
っ
て
親

を
喜
ば
せ
る
話
と
し
て
補
足
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
こ
の
部

分
は
、
後
に
注
目
す
る
師
資
授
『
孝
子
侍
』
以
下
の
如
く
、
・
嬰
鬼
の
振

る
舞
い
を
、
「
老
を
補
せ
ず
」
と
関
連
付
け
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
系

統
の
資
料
に
は
用
い
ら
れ
な
い
場
合
が
多
い
。

老
成
の
わ
が
子
が
幼
子
の
よ
う
に
振
る
舞
う
姿
を
見
て
親
が
喜
ぶ
の

を
ど
う
理
解
す
べ
き
だ
ろ
う
か
。
社
台
的
存
在
と
し
て
成
長
確
立
し
た

子
の
姿
に
、
己
の
死
後
が
託
せ
る
安
ら
ぎ
を
質
感
す
る
と
い
う
な
ら
納

得
は
し
易
い
が
、
子
が
幼
子
の
ま
ま
で
あ
る
こ
と
の
確
認
と
親
の
喜
び

と
が
ど
う
一
致
す
る
の
か
、
一
瞬
、
了
解
に
迷
う
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
し
か
る
に
、
こ
の
話
は
、
孝
子
教
訓
説
話
と
し
て
の
不
動
の
位
置

を
占
め
、
後
世
に
お
け
る
諸
教
訓
書
に
も
必
ず
採
用
さ
れ
る
の
で
あ

る
。
そ
れ
白
檀
、
儒
教
社
台
に
お
け
る
親
子
関
係
や
孝
に
つ
い
て
の
要

に
な
る
恩
憩
的
素
因
を
含
む
か
ら
に
相
違
な
か
ろ
う
。

三

と
こ
ろ
で
、
こ
の
説
話
の
幼
子
の
振
る
舞
い
に
ど
の
よ
う
な
親
孝
行

の
畢
意
が
込
め
ら
れ
る
の
か
に
つ
い
て
、
古
く
は
、
趨
岐
が
一
つ
の
解

粋
を
示
す
。
す
な
わ
ち
、
か
れ
は
、
老
莱
子
の
幼
子
の
振
る
舞
い
に
よ

る
親
孝
行
を
、
親
を
慕
う
心
に
根
ざ
す
行
烏
と
受
け
止
め
て
い
る
。

『
孟
子
』
萬
車
上
篇
の
、
「
大
孝
は
、
終
身
父
母
を
慕
ふ
。
五
十
に
し

て
慕
ふ
者
は
、
予
、
大
舜
に
於
て
之
を
見
る
」
に
注
し
て
、

老
莱
子
、
七
十
に
し
て
慕
ふ
。
五
綜
の
衣
を
表
し
て
、
嬰
兄
と
焉

り
、
父
母
の
前
に
旬
旬
す
(
5
)
。

と
い
う
。
こ
れ
が
、
後
漠
時
代
に
お
け
る
老
束
子
孝
行
説
話
の
ご
く
自

然
な
解
秤
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
老
束
子
孝
行
説
話
は
、
そ
の
初
め

は
、
子
が
親
を
慕
う
行
馬
と
子
に
依
存
さ
れ
慕
わ
れ
る
親
心
の
満
足
感

と
い
う
戟
鮎
で
受
け
止
め
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
孝
は
、
親
へ
の

服
従
奉
仕
を
そ
の
本
質
と
す
る
儒
教
の
重
要
概
念
で
あ
る
か
ら
、
こ
の

説
話
は
、
こ
の
よ
う
に
捉
え
る
の
が
、
孝
の
本
質
を
理
解
す
る
上
か
ら

は
、
お
そ
ら
く
最
も
分
か
り
や
す
い
解
辞
だ
と
思
わ
れ
る
。
超
氏
の
説

明
は
、
老
束
子
の
孝
行
の
意
味
を
具
鰭
化
し
た
一
解
秤
と
し
て
注
目
さ

れ
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
、
る
に
、
こ
の
説
話
に
は
、
後
世
に
お
い
て
、

も
う
一
つ
の
異
な
る
解
辞
が
加
え
ら
れ
た
。
そ
し
て
そ
の
結
果
、
孝
の

意
味
を
理
解
す
る
上
で
も
、
こ
の
説
話
の
内
容
を
む
し
ろ
複
雑
で
難
解

な
方
向
に
展
開
せ
し
め
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
次
に
、

異
な
っ
た
角
度
か
ら
の
こ
の
説
話
の
孝
行
解
梓
を
取
り
上
げ
て
検
討
を

加
え
る
。
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二
　
師
畳
授
r
孝
子
侍
」
に
お
け
る

老
莱
子
孝
行
説
話
の
特
色

上
の
二
資
料
や
趨
氏
の
説
明
に
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
、
老
莱
子
孝
行

説
話
は
、
本
来
、
孝
の
一
形
態
と
し
て
、
親
の
思
い
に
従
順
で
慕
っ
.
て

側
を
離
れ
ず
奉
仕
す
る
子
の
様
子
に
接
し
、
親
が
素
直
な
子
の
純
情
に

感
激
し
喜
悦
す
る
事
例
が
示
さ
れ
た
の
だ
と
患
わ
れ
る
。
し
か
し
、
時

代
の
欒
道
に
つ
れ
て
、
生
命
の
衰
滅
や
孝
の
観
念
へ
の
関
心
が
特
殊
に

深
ま
っ
た
た
め
か
、
老
衰
へ
の
認
識
や
年
老
い
た
親
へ
の
封
應
と
い
う

粘
が
注
目
さ
れ
て
、
こ
の
説
話
に
は
、
ま
た
他
の
角
度
か
ら
の
説
明
が

加
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
南
北
朝
末
の
人
と
患
わ
れ
る
師

資
授
　
(
『
南
史
』
七
三
孝
義
上
)
の
説
明
を
見
る
。
そ
の
　
『
孝
子
侍
』

(
『
御
覚
』
四
三
一
引
)
に
は
、
恐
ら
く
編
者
の
理
解
と
解
輝
に
依
る
と

患
わ
れ
る
が
、
孔
子
の
言
を
引
用
し
て
一
つ
の
理
由
説
明
を
試
み
て
い

る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
親
方
は
、
後
世
の
老
束
子
の
孝
行
説
話
解
秤

に
あ
る
方
向
性
を
輿
え
、
ま
た
、
経
義
の
解
粋
に
さ
え
、
あ
る
深
刻
な

影
響
を
及
ぼ
す
。

老
束
子
は
楚
人
な
り
。
行
年
七
十
に
し
て
、
父
母
供
に
存
す
。
至

孝
蒸
蒸
と
し
て
、
常
に
斑
蘭
の
衣
を
著
く
。
親
の
璃
め
に
欧
を
取

り
て
堂
に
上
り
て
脚
秩
く
。
父
母
の
心
を
傷
つ
け
ん
こ
と
を
恐
れ

て
、
但
什
し
て
嬰
鬼
の
曙
を
焉
す
。
孔
子
日
く
、
父
母
老
い
た
れ

ば
、
常
の
言
に
老
を
構
せ
ず
と
。
其
の
老
を
傷
む
が
焉
め
な
り
。

老
莱
子
孝
行
説
話
に
お
け
る
孝
の
艮
意
(
下
見
)

老
束
子
の
若
き
者
は
、
花
子
の
心
を
失
は
ず
と
謂
ふ
可
き
な

り
(
6
)
。

と
あ
る
。
こ
れ
に
依
る
と
、
親
の
前
で
幼
子
の
よ
う
な
振
る
舞
い
を
す

る
の
は
、
子
が
年
老
い
た
こ
と
を
気
付
か
せ
な
い
た
め
で
、
子
の
年
寄

っ
た
様
子
を
示
さ
れ
る
と
、
そ
れ
よ
り
も
老
い
て
い
革
両
親
は
、
年
老

い
た
己
が
身
を
痛
感
し
て
悲
し
む
か
ら
こ
れ
を
気
遣
っ
た
の
だ
と
解
繹

さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
「
父
母
の
心
を
傷
つ
け
ん
こ
と
を
恐
れ
」

は
、
「
債
什
し
て
嬰
鬼
の
噂
を
焉
す
」
を
、
孔
子
の
言
で
説
明
す
る
た

め
に
加
え
ら
れ
た
部
分
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
、
・
老

束
子
の
孝
行
の
眞
意
は
、
親
を
慕
い
依
存
し
て
満
悦
さ
せ
る
子
の
配
慮

に
あ
る
と
さ
れ
た
従
来
の
解
群
に
、
異
な
る
方
向
性
を
輿
え
る
こ
と
に

な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
説
話
を
、
「
老
を
構
せ
ず
」
と
「
父
母
の

心
を
傷
つ
け
る
の
を
気
遣
う
」
と
で
解
繹
す
る
も
う
一
つ
の
方
向
を
作

り
だ
し
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
嬰
兄
の
振
る
舞
い
が
な
ぜ
「
老
を
科

せ
ず
」
と
直
結
す
べ
き
か
の
説
得
力
に
映
け
る
。
筆
者
は
、
以
上
の
よ

う
な
師
氏
の
付
加
説
明
は
、
『
祀
記
』
の
句
(
後
掲
)
の
意
を
限
定
し

て
こ
こ
に
附
合
し
た
も
の
で
、
あ
る
意
味
で
、
老
莱
子
の
説
話
に
は
本

来
は
無
か
っ
た
要
素
を
加
え
入
れ
た
も
の
だ
と
考
え
る
。
ま
た
、
こ
の

虞
置
が
こ
の
説
話
の
素
朴
な
畢
意
を
理
解
す
る
上
に
複
雑
な
混
乱
を
生

じ
さ
せ
、
更
に
は
、
『
躍
記
』
の
か
の
句
の
解
樺
に
ま
で
輿
え
た
影
響

は
甚
大
で
あ
る
。
以
下
、
師
氏
が
示
し
た
よ
う
な
解
説
の
影
響
を
受
け

た
も
の
受
け
て
い
な
い
と
恩
わ
れ
る
も
の
各
々
を
、
歴
代
資
料
で
確
認

四
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し
、
績
い
て
、
『
躍
記
』
の
こ
の
句
の
解
辞
に
検
討
を
加
え
て
、
老
束

子
の
説
話
と
の
関
係
を
考
察
し
っ
つ
、
問
題
鮎
を
整
理
す
る
。

三
　
「
老
を
窮
せ
ず
」
の
解
繹
に
影
響
さ
れ
た

老
菓
子
孝
行
説
話

こ
の
解
梓
の
影
響
を
被
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
も
の
に
、
例
え
ば
、

末
の
時
代
の
人
と
思
わ
れ
る
徐
子
光
補
注
『
蒙
求
』
巷
下
(
「
老
莱
斑

衣
」
)
　
の
注
(
「
學
津
討
原
」
所
収
)
に
紹
介
す
る
説
話
(
な
お
「
畿
輔
叢

書
」
所
収
李
湖
撰
註
で
は
こ
れ
と
は
系
統
を
異
に
す
る
。
後
掲
す
る
)
が
あ

る
。
そ
れ
は
、

老
束
子
、
楚
人
な
り
。
少
き
よ
り
孝
行
を
以
て
し
、
親
を
養
ふ
に

甘
脆
を
極
む
。
年
七
十
に
し
て
、
父
母
猶
は
存
す
。
束
子
、
斑
蘭

の
衣
を
服
し
、
嬰
鬼
の
戯
を
親
の
前
に
焉
す
。
言
に
老
を
科
せ

ず
。
親
の
焉
め
に
食
を
取
り
て
堂
に
上
る
に
、
足
失
ち
て
優
る
。

因
り
て
嬰
兄
の
噂
を
焉
す
(
7
)
。

と
い
う
。
表
現
に
異
同
(
「
少
以
孝
行
、
養
親
極
甘
脆
」
等
)
は
有
る

が
、
「
老
を
栴
せ
ず
」
は
、
師
氏
の
解
秤
を
意
識
し
た
も
の
で
あ
ろ

う
(
8
)
。
ま
た
『
二
十
四
孝
詩
選
』
に
、
老
莱
子
の
説
話
が
見
え
、

戯
舞
し
て
矯
癖
を
學
す
。
春
風
、
綜
衣
を
動
か
す
。
空
親
、
口
を

開
き
て
笑
ふ
。
喜
色
、
庭
閲
に
満
つ
。

老
束
子
、
至
孝
に
し
て
、
二
親
に
奉
ず
。
行
年
七
十
宣
し
て
、
身

に
五
色
塙
欄
の
衣
を
著
け
て
、
嬰
兄
の
戯
を
親
の
側
に
焉
す
。
養

五

ふ
に
甘
脆
を
極
む
。
言
に
老
を
科
せ
ず
。
親
の
焉
め
に
常
に
食
を

取
り
て
堂
に
上
る
に
、
詐
り
鉄
き
て
優
れ
、
小
鬼
の
曙
を
作
し

て
、
以
て
親
を
娯
し
ま
し
む
(
9
)
。

と
紹
介
す
る
。
こ
れ
に
も
「
言
に
老
を
栴
せ
ず
」
を
用
い
る
。
た
だ

し
、
よ
く
見
る
と
、
こ
こ
に
は
、
老
菓
子
孝
子
説
話
に
つ
い
て
の
二
通

り
の
説
明
が
合
成
さ
れ
て
い
る
。
師
氏
は
、
「
堂
に
上
り
て
脚
快
く
、

父
母
の
心
を
傷
つ
け
ん
こ
と
を
恐
れ
て
、
僅
什
し
て
嬰
鬼
の
噂
を
焉

す
」
と
、
つ
ま
ず
き
倒
れ
た
の
は
偶
然
で
あ
っ
た
よ
う
に
鍍
述
す
る

が
、
こ
れ
に
封
し
『
二
十
四
孝
詩
選
』
で
は
、
「
詐
り
扶
き
て
催
れ
、

小
兄
の
晴
を
作
し
て
、
以
て
親
を
娯
し
ま
し
む
」
と
ま
と
め
る
。
前
者

は
、
嬰
鬼
の
馨
で
泣
い
た
の
は
、
不
慮
の
失
敗
に
、
年
老
い
た
己
の
様

子
を
気
付
か
せ
ぬ
た
め
の
と
っ
さ
の
判
断
で
あ
り
、
親
を
悲
し
ま
せ
ぬ

配
慮
に
依
る
行
烏
と
把
握
す
る
が
、
後
者
で
は
、
親
を
喜
ば
せ
る
た
め

に
、
務
め
心
に
謀
っ
て
わ
ざ
と
つ
ま
ず
き
倒
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
模
様
の
美
し
い
着
物
を
着
て
、
親
の
側
で
わ
ざ
と
嬰
兄
の
遊
び
を

し
た
の
と
同
列
の
配
慮
と
し
て
扱
う
。
た
だ
し
、
「
老
を
構
せ
ず
」
と

い
う
解
読
に
も
目
を
奪
わ
れ
た
か
ら
か
、
そ
の
ま
と
め
が
や
や
ぼ
け
て

し
ま
っ
た
感
が
否
め
な
い
。
す
な
わ
ち
、
『
二
十
四
孝
詩
選
』
　
で
は
、

倒
れ
て
囁
い
た
の
を
、
「
以
て
親
を
娯
し
ま
し
む
」
と
総
括
し
な
が
ら

も
、
そ
れ
も
や
は
り
老
を
忘
れ
さ
せ
る
老
莱
子
の
配
慮
で
あ
っ
た
と
讃

者
に
解
説
し
よ
う
と
す
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

そ
の
よ
う
な
意
国
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
こ
こ
に
は
や
や
苦
し
い
こ
じ
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つ
け
の
感
が
あ
る
。
そ
れ
な
ら
、
「
親
を
娯
し
ま
し
む
」
と
す
る
よ
り

も
、
師
氏
の
　
「
父
母
の
心
を
傷
つ
け
ん
こ
と
を
恐
れ
て
」
　
の
ま
ま
に
し

て
お
く
方
が
納
得
し
易
い
か
ら
で
あ
る
。
編
者
は
、
「
老
を
科
せ
ず
」

を
無
視
す
る
と
と
も
で
き
ず
、
し
か
も
、
嬰
兄
の
よ
う
に
振
る
舞
っ
て

親
を
喜
ば
せ
た
と
四
一
に
語
る
本
来
の
説
話
の
方
を
も
意
識
し
す
ぎ
た

た
め
に
、
こ
の
よ
う
な
曖
昧
な
ま
と
ま
り
と
す
る
結
果
を
招
い
た
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。
な
お
、
こ
れ
ら
と
同
系
統
と
恩
わ
れ
る
が
や
や
異
に

す
る
も
の
に
、
敦
堤
本
『
孝
子
侍
』
(
播
重
規
編
著
『
敦
煙
埜
文
集
新
書
』

文
津
出
版
社
に
よ
る
)
　
に
は
、

老
束
子
、
楚
人
な
り
。
至
孝
に
し
て
、
年
七
十
な
る
も
、
言
ひ
て

老
を
科
せ
ず
。
其
の
母
を
傷
つ
け
ん
こ
と
を
恐
る
。
五
彩
の
服
を

表
し
、
童
子
扇
る
を
示
し
て
、
以
て
母
の
情
を
悦
ば
し
む
。
母
の

前
に
至
り
て
見
童
の
戯
を
烏
し
、
或
い
は
眠
り
伏
し
、
或
い
は
母

と
輿
に
眠
る
。
益
々
養
ふ
。
脚
、
鉄
き
地
に
什
れ
て
、
嬰
鬼
の
噂

を
作
す
(
1
0
)
。

と
あ
る
。
こ
れ
は
、
童
子
の
振
る
舞
い
を
見
せ
る
こ
と
等
を
、
「
母
の

情
を
悦
ば
し
む
」
で
説
明
し
て
、
「
老
を
科
せ
ず
」
は
、
「
傷
つ
け
ん
こ

と
を
恐
る
」
と
初
め
に
限
定
し
て
区
別
し
て
語
る
。
ま
た
、
封
象
は
母

の
み
で
あ
り
、
あ
ど
け
な
く
眠
る
様
子
を
加
え
る
。
「
老
を
稀
せ
ず
」

を
無
税
で
き
て
は
い
な
い
が
、
こ
の
句
と
、
童
子
の
振
る
舞
い
等
を
直

結
す
る
一
種
の
制
約
を
排
除
で
き
て
い
る
。
ま
と
め
か
た
に
諸
資
料
と

は
別
の
工
夫
が
見
ら
れ
る
。
本
来
の
親
を
慕
っ
て
悦
ば
せ
る
孝
の
眞
意

老
束
子
孝
行
説
話
に
お
け
る
孝
の
眞
意
(
下
見
)

も
生
か
さ
れ
て
い
よ
う
。

日
本
の
『
御
伽
草
紙
』
に
見
え
る
「
二
十
四
孝
」
に
も
師
氏
以
来
の

影
響
が
認
め
ら
れ
る
。

-
老
莱
子
は
、
二
人
の
親
に
仕
へ
た
る
人
な
り
。
さ
れ
ば
老
束
子
二

十
に
し
て
、
身
に
い
つ
く
し
き
衣
を
着
て
、
幼
き
者
の
か
た
ち
に

な
り
「
舞
戯
、
又
親
の
た
め
に
給
仕
を
す
る
と
て
、
わ
ざ
と
け
つ

ま
づ
き
て
再
び
、
い
と
け
な
さ
者
の
泣
く
や
う
に
泣
き
け
り
。
こ

の
心
は
、
七
十
に
な
り
け
れ
ば
、
年
よ
り
て
、
か
た
ち
う
る
は
し

か
ら
ざ
る
程
に
、
さ
こ
そ
こ
の
か
た
ち
を
、
親
の
見
給
は
ば
、
わ

が
身
の
年
よ
り
た
る
を
、
悲
し
く
恩
ひ
給
は
ん
こ
七
を
恐
れ
、
ま

た
親
の
年
よ
り
た
る
と
、
恩
ほ
れ
ざ
る
よ
う
に
と
の
た
め
に
、
か

や
う
の
ふ
る
ま
ひ
を
な
し
た
る
と
な
り

と
い
う
。
話
の
中
に
「
老
を
科
せ
ず
」
を
用
い
な
い
が
、
末
尾
に
行
動

の
理
由
を
示
し
て
、
師
氏
の
指
摘
し
た
よ
う
な
意
味
の
こ
と
ば
で
説
明

を
加
え
て
い
る
。
ま
た
、
『
二
十
四
孝
詩
選
』
の
よ
う
に
「
親
を
喜
ば

せ
る
　
(
「
以
娯
親
」
)
」
と
し
め
く
く
る
よ
う
な
一
種
の
迷
い
は
無
い
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
故
に
、
本
来
の
説
話
が
示
唆
し
た
眞
意

は
、
師
氏
の
解
樺
の
方
向
に
固
定
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。

以
上
、
師
氏
等
の
説
明
に
影
響
を
受
け
た
で
あ
ろ
う
諸
資
料
の
特
質

や
問
題
粕
を
考
察
し
た
。

六
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四
　
「
老
を
稿
せ
ず
」
を
用
い
な
い
老
束
子
孝
行
説
話

老
菜
子
の
孝
養
を
侍
え
る
説
話
に
、
「
老
を
科
せ
ず
」
を
用
い
な
い

か
た
ち
の
も
の
も
有
る
。
前
引
「
武
梁
両
石
室
」
の
「
老
莱
子
」
童
像

銘
文
や
、
『
類
衆
』
巷
二
〇
引
用
の
も
の
が
そ
れ
で
あ
る
が
(
1
1
)
、
そ
の

他
に
も
、
『
御
覧
』
巷
七
八
九
引
に
は
、

老
莱
子
、
年
七
十
に
し
て
、
父
母
猶
は
存
す
。
莱
子
、
常
に
斑
欄
の

衣
を
服
し
、
嬰
鬼
の
戯
を
焉
す
。

と
あ
る
。
師
氏
の
と
は
用
語
や
叙
述
の
か
た
ち
が
や
や
異
な
る
。
ま

た
、
『
初
學
記
』
巷
一
七
引
は
、

老
束
子
、
至
孝
に
し
て
、
二
親
に
奉
ず
。
行
年
七
十
に
し
て
、
五

綜
福
欄
の
衣
を
著
け
て
、
雛
鳥
を
親
の
側
に
弄
ぶ
(
ほ
)
。

と
あ
る
。
前
牛
は
、
先
に
引
い
た
『
二
十
四
孝
詩
選
』
に
似
て
、
「
雛

鳥
を
弄
ぶ
」
は
、
次
の
『
小
學
』
所
引
の
も
の
に
似
る
。
す
な
わ
ち
、

『
小
學
』
内
篇
稽
古
第
四
に
、

老
莱
子
、
孝
を
二
親
に
奉
ず
。
行
年
七
十
に
し
て
、
嬰
兄
の
戯
を

作
し
、
身
に
五
色
斑
欄
の
衣
を
著
く
。
嘗
て
水
を
取
り
て
堂
に
上

る
に
、
詐
り
秩
き
什
れ
、
地
に
臥
し
て
小
鬼
の
噂
を
焉
す
。
雛
を

親
の
側
に
弄
ぶ
。
親
の
喜
ば
ん
こ
上
を
欲
す
れ
ば
な
り
(
1
3
)
。

と
あ
る
(
『
温
公
家
範
』
巻
四
や
『
孝
旧
事
賓
』
金
一
引
む
略
同
じ
)
。

ま
た
、
『
蒙
求
』
の
徐
子
光
補
注
引
の
説
話
は
、
す
で
に
紹
介
し
た
が
、

同
じ
『
蒙
求
』
で
も
、
「
侠
存
叢
書
」
や
「
畿
輔
叢
書
」
に
収
め
る
李

七

翰
選
註
と
す
る
『
蒙
求
』
で
は
、
そ
の
叙
述
は
系
統
を
異
に
す
る
よ
う

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

老
束
子
、
孝
行
に
し
て
親
を
養
ふ
。
年
七
十
に
し
て
父
母
猶
は
存

す
。
身
に
斑
欄
の
衣
を
著
け
て
、
嬰
鬼
の
戯
を
親
の
前
に
作
す
。

食
を
取
り
て
堂
に
上
る
に
、
詐
り
て
鉄
き
什
れ
、
因
り
て
地
に
臥

し
て
小
兄
の
噂
を
焉
す
。
親
の
焉
を
喜
ば
ん
こ
と
を
欲
す
れ
ば
な

り
(
1
4
)
。

と
あ
る
。
さ
き
に
掲
げ
た
「
學
津
討
原
」
本
の
徐
子
光
補
注
の
紹
介
す

る
説
話
は
、
「
老
を
科
せ
ず
」
を
用
い
て
、
師
氏
の
紹
介
し
た
説
話
の

系
統
に
影
響
を
受
け
て
い
る
が
、
こ
れ
は
異
な
る
。
お
お
む
ね
、
前
者

が
親
を
悲
し
ま
せ
ぬ
こ
と
を
テ
ー
マ
と
す
る
に
封
し
て
、
こ
れ
は
、
親

を
喜
ば
せ
る
の
を
諸
行
動
の
因
と
す
る
(
『
孝
順
事
貿
』
竜
一
は
、
親

を
慕
っ
て
悦
ば
せ
る
と
解
説
)
。
ま
た
こ
の
句
を
用
い
な
い
系
統
の
も

の
に
は
、
前
引
『
類
衆
』
の
説
話
の
よ
う
に
、
「
鳥
を
弄
ぶ
」
こ
ど
も

の
遊
び
が
加
え
ら
れ
る
場
合
が
多
い
。
な
お
、
日
本
清
原
枝
賢
抄
本

『
孝
子
侍
』
(
京
都
大
學
人
文
研
所
収
)
に
は
、

老
菜
と
云
ふ
者
は
、
楚
の
人
な
り
、
性
、
至
孝
な
り
、
年
九
十
に

し
て
、
猶
は
父
母
存
す
、
愛
に
菜
、
斑
蘭
の
衣
を
着
け
て
、
竹
馬

に
乗
り
て
庭
に
遊
ぶ
、
或
る
と
き
父
母
に
供
せ
ん
が
焉
め
に
、
菜

を
齋
ち
て
堂
に
上
る
、
階
に
倒
れ
て
噂
く
、
馨
、
嬰
鬼
の
如
し
、

父
母
の
心
を
悦
ば
し
む
な
り
(
ほ
)

と
あ
る
。
「
竹
馬
に
乗
り
て
」
は
見
童
の
遊
び
た
る
「
烏
を
弄
ぶ
」
の



近
似
モ
チ
ー
フ
だ
が
、
中
國
に
は
見
ら
れ
ぬ
の
が
興
味
深
い
　
(
長
廣
敏

雄
著
コ
ハ
朝
時
代
美
術
の
研
究
』
や
『
洛
陽
北
貌
世
俗
石
刻
綴
喜
集
』
等
所
収

ネ
ル
ソ
ン
美
術
館
戒
北
啓
墓
石
床
や
ミ
ネ
ア
ポ
リ
ス
美
術
館
北
貌
元
譜
石
棺
の

重
象
で
は
、
鳩
車
の
様
な
烏
の
玩
具
で
あ
る
)
。

以
上
は
、
「
武
梁
両
」
　
の
老
莱
子
銘
文
の
、
「
親
を
し
て
堆
ぶ
こ
と
有

ら
令
む
」
の
ご
と
く
、
お
お
む
ね
、
親
を
喜
ば
せ
る
た
め
に
、
わ
ざ
と

嬰
鬼
の
振
る
舞
い
を
見
せ
た
と
す
る
系
統
の
も
の
で
、
こ
れ
を
特
に

「
老
を
稀
せ
ず
」
と
結
び
付
け
て
は
い
な
い
の
が
そ
の
特
徴
で
あ
る
。

た
だ
、
類
書
所
引
で
は
こ
れ
が
省
か
れ
た
可
能
性
も
な
く
は
な
い
が
、

『
小
學
』
に
紹
介
す
る
説
話
は
、
は
っ
き
り
と
「
親
の
喜
ぶ
」
と
鉄
述

し
て
い
る
。
こ
の
系
統
の
説
話
で
は
、
諸
行
動
は
、
趨
氏
の
示
し
た
よ

う
に
、
親
を
慕
う
配
慮
の
表
現
と
解
繹
す
る
の
が
自
然
で
あ
る
よ
う
に

患
わ
れ
る
。
こ
れ
に
封
し
、
師
氏
の
「
老
を
稀
せ
ず
」
の
句
を
用
い
る

系
統
の
説
話
で
は
、
諸
行
動
を
、
親
の
老
衰
を
悲
し
ま
せ
な
い
配
慮
に

依
る
と
捉
え
よ
う
と
す
る
傾
向
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
す
で

に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
親
を
老
衰
の
悲
し
み
か
ら
遠
ざ
け
る
た
め
の
配

慮
と
、
嬰
鬼
の
様
子
を
見
せ
る
こ
と
と
が
直
結
す
る
必
然
性
は
低
く
説

得
力
に
映
け
よ
う
。

五
　
「
恒
の
言
に
老
を
窮
せ
ず
」
の
解
繹
に
つ
い
て

師
覚
投
が
「
老
束
子
」
説
話
に
用
い
た
「
孔
子
日
く
、
父
母
老
い
た

5
1
　
れ
ば
、
常
の
言
に
老
を
稀
せ
ず
、
其
の
老
を
傷
む
が
焉
め
な
り
」
は
、

老
束
子
孝
行
説
話
に
お
け
る
孝
の
眞
意
(
下
見
)

『
穏
記
』
曲
躍
上
篇
の
、
「
夫
れ
人
の
子
馬
る
者
は
、
…
…
恒
の
言
に

老
を
稀
せ
ず
」
の
部
分
(
ま
た
は
「
坊
記
」
篇
の
　
「
父
母
在
、
不
老

楕
」
)
　
に
依
っ
た
も
の
と
患
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
「
老
を
稀
せ
ず
」
に
関

わ
る
歴
代
の
諸
解
膵
を
検
討
し
っ
つ
、
こ
れ
が
こ
の
説
話
と
結
ば
れ
た

状
況
や
こ
れ
か
ら
生
じ
た
問
薗
粕
を
検
讃
す
る
。
と
こ
ろ
で
、
「
恒
の

言
に
老
を
稀
せ
ず
」
の
部
分
へ
の
歴
代
學
者
の
解
樺
は
、
各
々
の
時
代

の
要
請
を
反
映
し
て
か
、
異
同
様
々
で
あ
る
。
l
そ
し
て
、
老
莱
子
孝
行

説
話
に
封
し
て
師
氏
の
示
し
た
よ
う
な
説
明
は
、
逆
に
と
言
う
べ
き

か
、
こ
の
句
の
解
繹
の
歴
史
に
も
微
妙
に
影
響
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
の
で
あ
る
。
以
下
、
こ
れ
を
検
討
し
て
み
る
。

こ
の
句
に
、
鄭
玄
は
「
敬
を
屈
む
」
と
注
す
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
の

孔
穎
達
の
疏
は
、
「
老
は
是
れ
専
科
な
り
。
其
の
老
と
補
す
る
が
若
き

は
、
乃
ち
己
自
ら
を
等
大
に
す
。
是
れ
孝
子
卑
迫
の
情
に
非
ず
。
故
に

注
に
云
ふ
。
敬
を
廣
む
と
。
既
む
と
言
へ
ば
、
但
に
親
を
敬
す
る
の
み

に
非
ず
、
親
を
敬
す
る
に
因
り
て
、
敬
を
他
人
に
廣
む
る
な
り
。
或
る

ひ
と
云
ふ
、
子
若
し
自
ら
老
と
稀
す
れ
ば
、
父
母
は
甚
だ
老
ゆ
。
さ
す

れ
ば
則
ち
其
の
親
を
感
動
せ
し
む
。
故
に
、
舜
年
五
十
に
し
て
慕
ふ
と

是
な
り
」
と
い
う
。
鄭
注
を
敷
桁
す
る
孔
疏
は
、
子
が
専
稀
で
あ
る

「
老
」
を
自
分
に
用
い
れ
ば
、
己
を
尊
大
に
し
て
、
親
に
封
し
て
己
を

卑
く
謙
る
子
と
し
て
の
情
に
も
と
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
と
解
説

す
る
。
こ
れ
が
こ
の
句
の
古
い
時
代
に
お
け
る
一
般
的
解
繹
で
あ
っ
た

と
見
て
よ
か
ろ
う
。

l
、

ノ
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し
か
し
、
こ
の
句
に
関
す
る
歴
代
諸
家
の
解
説
は
必
ず
し
も
単
一
で

は
な
い
。
ま
ず
、
孔
疏
が
そ
の
後
牛
に
示
す
或
説
は
、
「
老
」
の
意
味

を
鄭
注
と
異
に
し
、
「
年
老
い
る
」
の
意
に
解
す
る
よ
う
で
あ
る
。
そ

し
て
後
世
、
こ
の
解
辞
は
根
深
い
影
を
残
す
。
そ
の
意
は
、
子
自
ら
が

老
い
た
と
口
に
す
れ
ば
、
さ
ら
に
老
い
た
親
の
心
に
衝
撃
を
起
こ
さ
せ

る
。
親
に
そ
の
老
い
を
気
付
か
せ
ぬ
細
や
か
な
配
慮
を
も
っ
て
接
す
べ

き
だ
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
れ
を
、
舜
が
五
十
に
な
っ
て
も

慕
う
態
度
を
維
持
し
た
精
神
に
一
致
す
る
と
結
び
付
け
る
。
し
か
し
、

親
に
そ
の
老
を
寅
感
せ
し
め
ぬ
配
慮
と
、
親
を
慕
う
行
動
と
が
ど
う
具

髄
的
に
関
連
す
る
の
か
が
明
瞭
に
示
さ
れ
る
と
は
言
い
難
い
。
な
お
、

こ
の
親
方
の
背
後
に
は
、
生
命
の
衰
え
へ
の
特
別
の
関
心
が
潜
ん
で
い

る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
或
い
は
、
こ
れ
は
師
氏
揖
白
の
見
解
と
い
う

よ
り
、
永
遠
の
生
命
へ
の
希
求
が
真
髄
的
な
諸
賞
践
に
至
り
関
心
が
特

殊
に
深
ま
る
貌
暫
時
代
以
降
の
思
潮
の
要
請
下
で
、
苫
然
に
生
じ
た
考

え
方
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
ぬ
。
た
だ
し
、
讃
按
資
料
は
な
い
。

さ
て
、
こ
の
『
祀
記
』
疏
の
或
説
の
特
徴
は
、
「
老
を
科
せ
ず
」
を

『
孟
子
』
革
章
上
富
の
「
五
十
に
し
て
慕
ふ
」
舜
の
孝
行
に
結
び
付
け

て
い
る
鮎
に
あ
る
。
本
来
は
互
い
に
関
連
を
持
た
な
か
っ
た
こ
の
二
つ

の
句
は
い
か
な
る
手
綬
き
を
経
て
結
び
合
わ
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
こ
に
は
、
師
氏
『
孝
子
侍
』
の
「
老
莱
子
」
侍
に
示
さ
れ
た
よ
う
な

解
秤
が
影
響
し
て
い
る
よ
う
に
患
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
前
掲
の
師
氏
の

資
料
や
『
孟
子
』
の
本
文
と
そ
の
趨
岐
注
諸
資
料
を
も
う
一
度
注
目
し

九

て
み
よ
う
。
師
氏
は
、

孔
子
日
く
、
父
母
老
い
た
れ
ば
、
常
の
言
に
老
を
稀
せ
ず
と
。
其

の
老
を
傷
む
が
病
め
な
り
。
老
莱
子
の
若
き
者
は
、
孫
子
の
心
を

失
は
ず
と
謂
ふ
可
き
な
り
。

と
す
る
。
一
方
、
『
孟
子
』
本
文
と
そ
の
趨
岐
注
は
、
こ
れ
も
前
掲
の

如
く
、

〔
本
文
〕
大
孝
は
、
終
身
父
母
を
慕
ふ
。
五
十
に
し
て
慕
ふ
者
は
、

予
、
大
舜
に
於
て
之
を
見
る
。

〔
注
〕
老
束
子
、
七
十
に
し
て
慕
ふ
。
五
綜
の
衣
を
衣
し
て
、
嬰

鬼
と
焉
り
、
父
母
の
前
に
旬
旬
す
。

と
す
る
。
師
氏
は
、
『
祀
記
』
の
句
に
、
「
父
母
老
い
た
れ
ば
」
(
又
は
、

T
坊
記
」
の
「
父
母
在
」
を
欒
形
し
た
)
を
加
え
、
老
莱
子
が
親
に
見

せ
る
嬰
鬼
の
振
る
舞
い
の
配
慮
を
、
「
父
母
の
心
を
傷
つ
け
ん
こ
と
を

恐
れ
」
る
「
福
子
の
心
」
と
ま
と
め
、
こ
れ
を
「
老
を
稀
せ
ず
」
で
補

足
説
明
し
よ
う
と
す
る
。
こ
こ
で
は
、
或
説
と
同
様
に
、
「
老
を
科
せ

ず
」
を
、
年
老
い
た
父
母
自
身
が
衰
え
を
悲
し
ま
ぬ
よ
う
に
と
の
配
慮

と
見
て
い
る
。
一
方
、
「
五
十
に
し
て
慕
ふ
」
舜
の
こ
と
を
「
終
身
父

母
を
慕
ふ
」
大
孝
と
規
定
し
た
『
孟
子
』
ノ
の
言
意
を
、
超
氏
は
、
「
七

十
に
し
て
慕
ふ
」
「
嬰
鬼
と
焉
り
、
父
母
の
前
に
旬
旬
す
」
の
老
束
子

の
孝
行
と
関
連
付
け
て
説
明
し
て
い
る
。

或
説
が
、
「
老
を
科
せ
ず
」
を
「
五
十
に
し
て
慕
ふ
」
と
結
ぶ
考
え

方
に
は
、
以
上
の
雨
資
料
が
合
成
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す



な
わ
ち
、
先
ず
、
老
束
子
の
　
「
父
母
の
心
を
傷
つ
け
ん
こ
と
を
恐
れ
」

「
諸
子
の
心
を
失
わ
ず
」
等
の
振
る
舞
い
を
「
老
を
構
せ
ず
」
で
捉
え

る
師
氏
の
観
鮎
に
注
目
し
、
こ
の
　
「
碍
子
の
心
」
を
、
趨
氏
が
、
『
孟

子
』
の
「
終
身
父
母
を
慕
ふ
」
「
五
十
に
し
て
慕
ふ
」
舜
の
孝
の
事
例

と
し
て
、
老
莱
子
の
「
七
十
に
し
て
慕
ふ
」
嬰
鬼
の
振
る
舞
い
に
関
連

付
け
た
見
方
に
結
べ
ば
、
或
説
の
よ
う
な
見
解
は
で
き
上
が
る
で
あ
ろ

う
(
な
お
、
『
祀
記
』
坊
記
篇
に
は
、
「
老
を
科
せ
ず
」
の
下
文
に
、

「
関
門
の
内
、
戯
れ
て
歎
ぜ
ず
」
と
あ
り
、
鄭
注
に
「
孟
子
日
く
、
舜

五
十
に
し
て
孫
子
の
心
を
失
は
ず
」
と
あ
る
か
ら
、
師
氏
は
、
老
束
子

の
孝
行
を
「
老
を
科
せ
ず
」
で
捉
え
た
時
、
す
で
に
、
「
父
母
を
慕
う
」

孝
行
を
説
い
た
『
孟
子
』
本
文
や
こ
れ
を
老
莱
子
説
話
で
解
説
し
た
超

注
を
意
識
し
て
い
た
か
も
知
れ
な
い
。
或
説
に
も
こ
の
鄭
注
を
考
慮
し

て
い
た
可
能
性
が
有
る
。
そ
う
で
あ
っ
て
も
、
こ
の
結
び
付
け
に
は
無

理
が
有
る
。
な
ぜ
な
ら
、
鄭
注
は
「
戯
」
と
舜
の
心
を
結
ん
だ
の
で
あ

り
、
「
碍
子
の
心
云
々
」
は
、
「
老
を
科
せ
ず
」
に
は
直
接
関
連
し
な
い

と
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
か
ら
で
あ
る
)
。

さ
て
、
或
説
の
成
立
に
以
上
の
よ
う
な
操
作
が
想
定
さ
れ
る
に
し
て

も
、
こ
れ
だ
け
で
は
、
親
自
身
に
老
い
を
気
付
か
せ
な
い
配
慮
と
解
す

る
「
老
を
構
せ
ず
」
と
「
終
身
父
母
を
慕
ふ
」
等
が
ど
う
具
髄
的
に
封

應
す
る
の
か
、
や
は
り
、
は
っ
き
り
説
明
で
き
る
と
は
言
え
な
い
。
も

と
も
と
、
「
終
身
父
母
を
慕
ふ
」
に
つ
い
て
、
『
孟
子
』
や
超
岐
の
示
し

5
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た
解
粋
に
は
、
「
老
を
補
せ
ず
」
と
結
び
つ
く
要
素
が
含
ま
れ
る
と
は

老
莱
子
孝
行
説
話
に
お
け
る
孝
の
眞
意
(
下
見
)

考
え
難
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
前
述
の
よ
う
に
、
こ
の
句
が
、
年
老
い

た
親
へ
の
孝
子
の
配
慮
と
解
さ
れ
る
こ
と
を
許
容
す
る
に
し
て
も
、
な

ぜ
、
老
莱
子
の
よ
う
に
、
特
に
嬰
兄
の
振
る
舞
い
を
し
な
け
れ
ば
そ
の

配
慮
が
宜
現
さ
れ
な
い
の
か
も
説
明
は
困
難
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
或

説
の
よ
う
な
観
鮎
は
な
ぜ
か
廃
れ
な
か
っ
た
。
例
え
ば
、
宋
の
呂
大
臨

『
躍
記
解
』
は
、
「
老
を
科
せ
ず
」
と
「
父
母
を
慕
ふ
」
を
結
ぶ
工
夫

を
親
日
に
試
み
て
い
る
。
か
れ
は
、
「
老
を
科
せ
ず
」
を
、
「
子
の
慕
い

て
忘
る
る
に
忍
び
ざ
る
を
極
む
る
な
り
」
と
し
、
「
君
子
の
親
に
事
ふ

る
、
親
、
老
ゆ
る
と
雌
も
、
稲
子
の
慕
ふ
を
矢
は
ざ
る
者
は
、
親
を
愛

す
る
の
至
り
な
り
。
孟
子
日
く
、
五
十
に
し
て
慕
ふ
者
は
、
予
、
大
舜

に
於
て
之
を
見
る
と
。
髪
た
る
彼
の
雨
髪
、
孫
子
の
飾
と
焉
す
。
親
、

見
て
、
然
る
後
、
之
を
説
ぶ
。
萄
し
く
も
常
の
言
に
老
を
稀
す
れ
ば
、

則
ち
親
を
忘
れ
而
も
慕
ふ
に
非
ざ
る
な
り
」
と
説
明
し
て
い
る
。
呂
氏

は
、
親
を
愛
し
慕
う
眞
情
が
橋
子
の
様
子
を
保
つ
こ
と
で
親
に
侍
わ

り
、
ま
た
、
慕
う
心
が
老
を
構
し
な
い
配
慮
に
込
め
ら
れ
て
い
る
と
理

解
す
る
。
こ
れ
は
、
「
老
を
構
せ
ず
」
が
父
母
を
愛
し
慕
う
眞
情
に
出

_
も
の
と
説
明
す
る
こ
と
で
、
或
説
の
不
明
性
を
補
っ
て
い
る
と
言
え

る
。
そ
し
て
、
「
老
を
科
せ
ず
」
を
「
父
母
を
慕
ふ
」
子
の
眞
情
と
し

て
説
明
し
、
ま
た
、
親
を
愛
し
慕
ふ
気
持
ち
が
、
「
福
子
の
様
子
を
保

つ
」
こ
と
で
寅
現
さ
れ
る
と
説
明
す
る
。
こ
れ
は
、
一
應
、
「
老
を
稀

せ
ず
」
と
「
花
子
の
様
子
を
保
つ
」
と
が
、
い
づ
れ
も
「
父
母
を
慕

ふ
」
子
の
眞
情
に
基
づ
く
こ
と
を
説
明
し
得
て
は
い
る
が
、
そ
れ
に
も

一
〇
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か
か
わ
ら
ず
、
必
ず
し
も
、
「
福
子
の
様
子
を
保
つ
」
が
「
老
を
科
せ

ず
」
の
直
接
の
手
段
で
あ
る
と
説
明
し
得
て
は
い
な
い
で
あ
ろ
ケ
。
ま

た
、
末
の
衛
淀
の
　
『
祀
記
集
説
』
に
列
ね
る
戴
渓
・
王
子
墨
・
葺
幹
・

李
格
非
等
の
諸
説
も
、
稀
す
る
の
を
自
分
と
す
る
か
親
と
す
る
か
の
捉

え
方
の
異
な
り
は
有
る
も
の
の
、
「
老
を
稀
せ
ず
」
は
、
概
ね
、
親
の

心
を
傷
つ
け
ぬ
た
め
や
親
の
心
を
安
ら
か
に
す
る
た
め
に
と
説
明
す

る
。
な
お
、
こ
れ
に
、
老
束
子
の
説
話
を
結
び
付
け
る
も
の
は
や
は
り

多
い
。
元
の
陳
漑
『
祀
記
集
説
』
は
、
「
自
ら
老
を
以
て
栴
す
れ
ば
、

則
ち
尋
は
父
母
に
同
じ
く
し
て
、
父
母
は
老
に
過
ぐ
る
と
璃
す
、
古

人
、
斑
衣
娯
戯
せ
し
者
は
、
父
母
の
心
を
安
ん
ぜ
ん
と
欲
す
れ
ば
な

り
」
と
ま
と
め
る
。
こ
れ
は
、
孔
疏
や
或
説
を
折
衷
し
っ
つ
老
莱
子
説

話
ま
で
も
取
り
込
ん
で
い
る
。
ま
た
、
清
の
姜
兆
錫
(
『
祀
記
章
義
』
)

も
こ
れ
に
同
方
向
の
解
秤
を
と
る
。
清
の
杭
世
駿
『
績
躍
記
集
詭
』
に

も
、
陳
漑
・
茸
震
・
朱
拭
・
姜
兆
錫
等
の
各
説
を
引
用
す
る
が
、
い
ず

れ
も
或
説
以
下
の
諸
説
と
大
差
な
い
。

以
上
、
主
な
説
に
つ
い
て
そ
の
特
徴
を
考
察
し
た
が
、
近
世
の
注
繹

者
は
、
「
老
を
稀
せ
ず
」
を
、
年
老
い
た
親
が
そ
の
老
に
心
を
傷
め
ぬ

よ
う
に
配
慮
す
る
意
味
に
と
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ほ
と

ん
ど
躊
躇
い
な
く
、
こ
れ
を
老
束
子
の
説
話
に
結
び
付
け
る
。
ま
た
、

こ
の
よ
う
な
注
樺
の
流
れ
は
、
速
に
は
、
鄭
注
の
、
老
を
専
科
と
す
る

親
方
が
軽
視
さ
れ
る
結
果
を
さ
え
招
い
て
い
る
。
例
え
ば
、
『
欽
定
躍

記
義
疏
』
が
、
前
掲
の
呂
氏
の
説
を
「
通
論
」
と
し
、
鄭
注
や
孔
疏
を

一
一

「
存
疑
」
と
す
る
の
は
、
そ
の
一
端
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
興
味

深
い
の
は
、
師
氏
の
示
し
た
よ
う
な
孝
行
解
説
の
税
鮎
が
、
老
束
子
説

話
だ
け
で
な
く
、
『
祀
記
』
の
こ
の
句
の
解
辞
の
歴
史
に
も
様
々
の
影

響
を
及
ぼ
し
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
『
祀
記
』

で
は
、
や
は
り
鄭
注
の
菖
説
が
尊
重
さ
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。

六
　
伯
愈
孝
行
説
話
と
の
共
通
性
の
観
鮎
か
ら

『
祀
記
』
曲
祀
篇
の
「
老
を
科
せ
ず
」
　
の
解
繹
に
は
、
諸
學
者
の
苦

悶
工
夫
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
れ
と
老
束
子
の
説
話
と
の
結
び
付

け
は
、
説
話
の
解
樺
に
も
さ
ま
ざ
ま
の
迷
い
を
も
た
ら
す
こ
と
と
な
っ

た
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
句
は
、
親
孝
行
の
必
須
要
件
と
し
て
認
定
さ
れ

て
き
た
と
単
一
に
庭
理
さ
れ
て
良
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
、
古
来

有
名
な
、
年
老
い
た
母
親
の
衰
え
を
悲
し
ん
で
親
の
前
で
泣
く
伯
愈
の

孝
行
説
話
に
注
目
し
て
み
よ
う
。
も
し
も
、
老
莱
子
の
孝
行
説
話
が

「
老
を
解
せ
ず
」
を
示
唆
す
る
内
容
だ
と
す
る
な
ら
、
こ
の
南
説
話
に

は
矛
盾
要
素
が
具
わ
る
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
次

に
、
こ
の
孝
行
説
話
内
容
を
検
討
し
っ
つ
、
「
老
を
構
せ
ず
」
と
孝
行

と
が
、
必
ず
し
も
単
純
に
直
結
さ
れ
る
べ
き
で
な
い
こ
と
を
論
讃
し
て

み
る
。
『
説
苑
』
建
本
篇
に
、

伯
念
、
過
ち
有
り
。
其
の
母
、
之
を
苔
う
つ
に
泣
く
。
其
の
母
日

く
、
他
日
、
子
を
苔
う
つ
に
、
未
だ
嘗
て
泣
く
を
見
ず
。
今
、
泣

く
は
何
ぞ
や
と
。
封
へ
て
日
く
、
他
日
、
愈
、
罪
の
苔
を
得
る



に
、
嘗
て
痛
か
り
し
。
今
、
母
の
力
、
痛
か
ら
使
む
る
能
は
ず
。

是
を
以
て
泣
く
と
、

と
あ
る
(
『
小
學
』
稽
古
篇
に
同
文
を
載
せ
る
。
な
お
、
『
法
苑
珠
林
』

巷
六
二
に
は
、
「
今
、
母
、
力
裏
へ
て
云
々
」
と
)
。
こ
の
話
は
、
こ
れ

に
頂
く
編
者
の
評
論
に
、
「
父
母
、
之
を
怒
る
に
、
意
に
作
さ
ず
、
色

に
見
さ
ず
、
深
く
其
の
罪
を
受
け
て
、
哀
憐
す
可
か
ら
使
む
る
は
上
な

り
云
々
」
と
あ
り
、
孝
子
の
配
慮
と
封
臆
に
つ
い
て
述
べ
、
こ
の
説
話

に
込
め
ら
れ
た
孝
の
観
念
を
解
説
す
る
。
す
な
わ
ち
、
親
が
怒
っ
て

も
、
子
は
こ
れ
に
反
撥
せ
ず
、
己
が
罪
を
反
省
し
て
、
甘
ん
じ
て
叱
り

を
受
け
、
こ
の
よ
う
な
子
の
従
順
で
慕
う
心
情
に
親
が
感
動
し
て
、
不

憫
だ
と
患
わ
れ
る
よ
う
に
す
る
の
が
最
上
の
孝
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

伯
愈
の
孝
は
こ
れ
に
苫
た
る
こ
と
を
示
唆
す
る
。
『
祀
記
』
内
則
篇
に

も
、
父
母
の
怒
り
に
遇
っ
て
も
反
撥
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
、
「
父

母
怒
り
て
詭
ば
ず
し
て
之
を
捷
ち
て
血
を
流
す
と
も
、
敢
へ
て
疾
怨
せ

ず
、
敬
を
起
に
し
孝
を
起
に
す
」
と
い
う
。
こ
れ
は
ま
た
、
舜
の
孝
を

語
っ
て
『
孟
子
』
萬
章
上
篇
に
見
え
る
「
父
母
、
之
を
慧
め
ど
も
、
努

し
て
怨
み
ず
」
に
も
近
い
考
え
方
で
あ
る
(
1
6
)
。

こ
の
場
合
の
伯
愈
に
つ
い
て
、
か
れ
が
、
「
老
」
の
言
を
用
い
ぬ
ま

で
も
、
泣
く
動
作
で
、
賓
は
母
自
身
に
老
と
衰
え
を
知
ら
せ
て
し
ま
う

行
動
と
、
孝
と
の
関
係
を
考
察
し
て
み
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
従
来
、
一

つ
の
解
樺
と
し
て
認
定
さ
れ
て
い
る
『
祀
記
』
の
「
老
を
科
せ
ず
」

5
5
　
を
、
親
の
年
老
い
た
の
を
知
ら
せ
ぬ
孝
子
の
配
慮
と
把
握
す
る
な
ら
、

老
莱
子
孝
行
説
話
に
お
け
る
孝
の
眞
意
{
下
見
)

泣
い
て
老
と
表
を
教
え
て
し
ま
う
伯
愈
の
説
話
は
、
そ
れ
で
母
が
老
い

の
悲
哀
を
心
に
抱
く
と
す
れ
ば
、
孝
子
を
語
る
話
と
は
し
得
な
い
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
、
こ
こ
に
は
口
で
寅
際
に
「
老
」
を
稀
し
て
い
な
い
と

指
摘
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
と
こ
ろ
が
後
世
の
こ
の
説
話
紹
介
に
は
、

「
老
」
を
用
い
る
も
の
が
存
在
す
る
。
こ
の
話
は
『
蒙
求
』
に
も
、

「
伯
念
、
杖
に
泣
く
」
と
見
え
る
。
▼
「
學
津
討
原
」
本
の
『
蒙
求
』
の

徐
子
光
補
注
で
は
『
詭
苑
』
か
ら
引
用
す
る
が
、
李
潮
撰
註
と
す
る

「
畿
輔
叢
書
」
本
は
、
「
伯
愈
、
過
ち
有
り
。
其
の
母
、
之
を
苔
う
つ

に
泣
く
、
母
日
く
、
他
日
、
汝
を
苔
う
つ
に
、
未
だ
嘗
て
泣
か
ず
。

今
、
泣
く
は
何
ぞ
や
と
。
封
へ
て
日
く
、
他
日
、
杖
を
得
る
に
、
常
に

宿
し
、
今
、
母
、
老
ひ
て
力
無
し
。
痛
か
ら
し
む
る
能
は
ず
。
是
を
以

て
泣
く
と
」
と
す
る
(
『
韓
詩
外
侍
』
と
す
る
が
今
本
に
見
え
ず
)
。
こ

れ
に
は
、
明
確
に
「
老
ひ
て
力
無
し
」
と
「
老
」
を
補
す
る
。
こ
の
話

の
本
来
の
形
に
は
「
老
」
を
用
い
ぬ
と
し
て
も
、
泣
い
て
親
の
衰
え
を

侍
え
る
の
が
こ
の
話
の
要
鮎
で
あ
る
以
上
、
後
世
、
「
老
」
字
を
加
え

て
示
し
て
も
、
特
に
こ
の
話
を
本
質
的
に
作
り
攣
見
た
と
は
断
定
し
得

ま
い
。
こ
の
粘
か
ら
も
、
伯
命
の
説
話
は
、
本
来
、
子
が
親
の
老
を
侍

え
る
の
を
否
定
す
る
要
素
を
具
え
て
は
い
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
と

こ
ろ
で
、
「
二
十
四
孝
」
に
伯
魚
を
外
す
場
合
(
龍
谷
大
蔵
治
入
『
二
十

四
孝
詩
選
』
の
注
記
)
が
有
る
の
は
、
老
束
子
説
話
表
現
と
の
矛
盾
に
苦

し
む
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。

上
述
に
よ
り
、
わ
れ
わ
れ
は
、
伯
愈
の
説
話
で
、
親
自
身
の
老
を
知

一
二
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ら
せ
て
し
ま
う
よ
う
な
子
の
言
動
と
孝
行
の
問
題
と
が
、
古
く
は
、
密

接
に
関
連
づ
け
て
考
え
ら
れ
て
は
い
な
か
っ
た
事
案
を
了
解
す
る
で
あ

ろ
う
。
伯
愈
に
お
け
る
孝
の
本
質
は
、
や
は
り
、
怒
り
に
解
れ
て
抗
う

こ
と
な
く
苔
を
受
け
る
命
の
ひ
た
す
ら
な
る
母
へ
の
従
順
と
慕
情
に
あ

る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
慕
情
が
母
の
老
い
を
い
と
お
し
む
悲
し
み
と
な

っ
て
泣
く
表
現
に
凝
縮
さ
れ
、
母
に
侍
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ

は
、
『
孟
子
』
萬
章
上
篇
に
指
摘
す
る
よ
う
に
、
ど
ん
な
親
に
恨
ま
れ

て
も
こ
れ
へ
の
服
従
の
慕
情
を
棄
て
な
か
っ
た
五
十
歳
の
舜
を
大
孝
と

す
る
考
え
方
に
達
な
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
れ
は
、
七
十
歳
に
な
っ

て
も
嬰
兄
の
振
る
舞
い
で
親
へ
の
依
存
や
慕
情
を
示
し
て
親
を
喜
ば
せ

た
と
さ
れ
る
古
い
解
秤
の
系
統
の
老
莱
子
孝
子
詭
話
に
も
連
な
る
で
あ

ろ
う
。
そ
し
て
質
際
に
、
伯
魚
の
説
話
に
は
、
老
莱
子
の
説
話
の
一
部

分
と
類
似
し
た
資
料
も
確
認
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
『
末
書
』
志
第
十

二
・
欒
四
に
見
え
る
貌
陳
恩
王
「
蛋
芝
篇
」
r
に
、
伯
余
、
年
七
十
に
し

て
、
采
表
し
て
以
て
親
を
娯
し
ま
し
む
。
慈
母
、
苔
う
ち
て
痛
か
ら

ず
、
飲
欲
し
て
沸
し
巾
を
枯
ら
す
」
と
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
魚
は
、
老

莱
子
の
説
話
の
よ
う
な
美
し
い
衣
を
着
て
親
を
楽
し
ま
せ
た
と
あ
る
。

親
を
慕
う
子
の
純
情
が
構
讃
さ
れ
る
繭
説
話
の
共
通
粘
を
、
わ
れ
わ
れ

は
こ
こ
に
確
認
す
る
で
あ
ろ
う
。

お
わ
日
ソ
に

老
束
子
孝
行
説
話
に
は
、
「
老
を
補
せ
ず
」
を
交
え
て
解
説
す
る
歴

〓
二

代
の
資
料
が
確
認
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
、
師
資
授
『
孝
子
侍
』
の
影
響

に
よ
る
で
あ
ろ
う
。
師
氏
は
、
無
関
係
で
あ
っ
た
『
躍
記
』
の
こ
の
句

を
特
殊
な
意
味
に
限
定
し
て
こ
の
説
話
に
附
合
し
た
も
の
と
恩
わ
れ
る

が
、
そ
の
説
は
、
逆
に
、
『
躍
記
』
の
一
句
の
解
繹
史
に
も
一
定
の
影

響
を
及
ぼ
し
た
。
そ
れ
は
、
時
代
の
欒
道
で
、
人
の
生
命
や
老
い
等
へ

の
観
念
が
高
揚
し
て
、
孝
の
認
識
が
整
容
し
た
焉
め
か
も
知
れ
な
い
。

し
か
し
、
師
氏
説
で
は
、
孝
の
畢
意
は
必
ず
し
も
明
確
に
理
解
で
き
な

い
。
こ
の
説
話
が
示
唆
す
る
孝
の
本
来
の
意
味
は
、
「
武
梁
詞
石
室
」

の
蓋
像
銘
文
や
『
孟
子
』
革
章
上
篇
の
趨
岐
注
等
の
よ
う
に
、
嬰
鬼
の

如
く
慕
っ
て
側
を
離
れ
ず
親
に
依
存
従
屈
す
る
子
の
姿
勢
が
父
母
を
安

堵
さ
せ
喜
ば
せ
る
と
の
観
鮎
か
ら
考
察
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
か
く
見
る

時
、
こ
の
説
話
は
、
孝
を
親
へ
の
思
慕
や
服
従
奉
仕
と
す
る
従
来
の
認

識
に
も
合
致
す
る
で
あ
ろ
う
。

(
本
稿
は
卒
成
七
年
度
科
研
費
一
般
研
究
B
の
研
究
成
果
の
一
部
)

拙
著
『
儒
教
社
台
と
母
性
　
-
　
母
性
の
威
力
の
敬
鮎
で
み
る
漢
貌
吾

中
國
女
性
史
1
-
⊥
二
且
五
五
注
7
や
第
四
章
・
第
五
章
等
(
研
文
出

版
、
一
九
九
四
)
。
な
お
、
孝
行
説
話
研
究
に
つ
い
て
、
徳
田
進
著

『
孝
子
説
話
集
の
研
究
』
三
部
作
(
井
上
書
房
、
一
九
六
三
～
六
四
)

は
注
目
す
べ
き
労
作
で
あ
る
。

(
2
)
l
　
た
と
え
ば
、
『
大
戴
躍
記
』
衛
将
軍
文
子
富
に
、
孔
子
が
老
莱
子
を

評
債
し
て
、
「
徳
恭
に
し
て
行
信
な
れ
ば
、
終
日
言
ひ
て
尤
の
内
に
在
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ら
ず
、
尤
の
外
に
在
り
て
、
貧
に
し
て
果
し
む
な
り
、
蓋
し
老
束
子
の

行
な
り
」
と
述
べ
、
「
骨
子
本
孝
」
鰐
に
、
骨
子
が
、
孝
子
に
つ
い
て
、

「
孝
子
は
高
き
に
登
ら
ず
…
…
臨
み
て
指
さ
さ
ず
、
故
に
尤
の
中
に
在

ら
ず
」
と
述
べ
る
の
が
、
「
尤
」
を
中
心
に
し
て
結
べ
な
く
も
な
い
。

な
に
が
し
か
の
関
連
を
彷
彿
さ
せ
る
が
、
積
極
的
な
詔
と
は
言
え
な

い
。

(
3
)
　
老
束
子
、
楚
人
也
、
事
親
至
孝
、
衣
服
斑
連
、
嬰
見
之
態
、
令
親
有

臆
、
君
子
嘉
之
、
孝
莫
大
焉

(
4
)
　
列
女
僻
目
、
老
菜
子
、
孝
肇
一
親
、
行
年
七
十
、
嬰
見
目
娯
、
著
五

色
采
衣
、
嘗
取
栗
上
堂
、
鉄
仲
、
因
臥
地
鳥
小
見
時
、
或
弄
烏
鳥
於
親

側
、

(
5
)
　
老
束
子
、
七
十
而
慕
、
衣
五
探
之
衣
、
烏
嬰
見
、
旬
旬
父
母
前
、

(
6
)
　
老
束
子
者
楚
人
、
行
年
七
十
、
父
母
供
存
、
至
孝
蒸
蒸
、
常
著
斑
蘭

之
衣
、
璃
親
取
飲
上
宝
脚
鉄
、
恐
傷
父
母
之
心
、
僅
什
鵠
嬰
見
之
嘱
、

孔
子
日
、
父
母
老
、
常
言
不
稗
老
、
烏
其
傷
老
也
、
若
老
束
子
者
、
可

謂
不
失
花
子
之
心
、

(
7
)
　
高
士
樽
、
老
束
子
楚
人
、
少
以
孝
行
、
養
親
極
甘
脆
、
年
七
十
、
父

母
猶
存
、
束
子
服
斑
蘭
之
衣
、
只
嬰
見
戯
於
親
前
、
言
不
稀
老
、
烏
親

取
食
上
宝
足
失
而
催
、
因
鵠
嬰
見
時
)

(
8
)
　
徐
注
は
、
こ
れ
を
『
高
士
侍
』
と
し
て
引
用
す
る
。
ま
た
、
菖
注
に

出
『
列
女
侍
』
と
す
る
が
今
こ
の
文
を
載
せ
ず
と
指
摘
。
な
お
、
『
孟

子
』
萬
章
上
篇
(
「
大
孝
終
身
慕
父
母
」
)
の
孫
爽
疏
引
『
高
士
侍
』
こ

れ
に
同
じ
き
も
、
「
斑
蘭
」
を
「
荊
蘭
」
、
「
戯
於
親
前
」
を
「
戯
現

前
」
、
「
足
失
」
を
「
足
鉄
」
と
。
ま
た
、
老
束
子
説
話
の
、
諸
資
料
の

指
摘
出
典
に
は
、
な
ぜ
か
今
本
に
見
え
ぬ
も
の
多
く
、
出
所
不
明
確
の

老
束
子
孝
行
説
話
に
お
け
る
孝
の
畢
意
(
下
見
)

疑
問
が
残
る
。
『
孟
子
』
萬
章
上
孫
疏
以
下
、
講
書
引
用
の
注
や
類
書

引
で
は
、
老
束
子
の
説
話
を
『
高
士
侍
』
や
『
列
女
侍
』
と
す
る
も
の

が
多
い
。
ま
た
、
後
注
(
1
1
)
馬
騎
『
繹
史
』
や
『
玉
函
山
房
輯
侠

書
』
等
、
『
後
漢
書
』
注
引
『
列
女
侍
』
と
す
る
も
、
今
そ
の
注
を
確

認
で
き
ぬ
。

(
9
)
　
戯
舞
學
矯
癖
、
春
風
動
探
衣
、
望
親
開
口
笑
、
喜
色
漏
庭
固
、
老
束

子
至
孝
、
奉
二
親
、
行
年
七
十
、
身
著
五
色
璃
欄
之
衣
、
焉
嬰
見
戯
於

親
側
、
養
極
甘
脆
、
言
不
稀
老
、
爵
親
常
取
食
上
空
、
詐
秩
而
催
、
、
作

小
見
時
、
以
娯
観
、

(
1
0
)
　
老
素
子
楚
人
也
、
至
孝
、
年
七
十
、
不
言
稀
老
、
愁
傷
其
母
、
衣
五

彩
之
服
、
示
扇
童
子
、
以
悦
母
情
、
至
於
母
前
只
見
童
之
戯
、
或
眠

伏
、
或
眠
輿
母
、
益
養
、
脚
扶
什
地
、
作
嬰
見
時
、

(
1
1
)
　
な
お
、
馬
國
翰
輯
『
玉
函
山
房
輯
侠
書
』
に
、
「
老
束
子
」
を
録
し
、

『
後
漢
書
』
注
引
『
列
女
将
』
と
し
て
、
「
老
莱
子
、
孝
養
二
親
、
行

年
七
十
、
嬰
見
目
娯
、
著
五
色
采
衣
、
嘗
取
栗
上
堂
、
秩
仲
、
因
臥
地

雷
小
見
時
、
或
弄
烏
烏
於
親
側
」
を
収
す
る
。
叙
述
は
『
頬
衆
』
學
一

〇
引
の
も
の
に
近
似
す
る
。
ま
た
、
馬
噺
、
『
繹
史
』
引
『
列
女
侍
』

も
〔
『
後
漢
書
』
注
引
と
し
て
〕
　
こ
れ
に
略
同
じ
く
、
「
老
束
子
、
孝
養

二
親
、
行
年
七
十
、
嬰
見
目
娯
、
著
五
采
塙
瀾
衣
、
嘗
取
菜
上
宝
、
秩

仲
、
因
臥
地
雷
小
鬼
囁
、
或
弄
雛
鳥
於
親
側
」
と
示
す
。

(
誓
　
孝
子
侍
、
老
莱
子
、
年
七
十
、
父
母
猶
存
、
束
子
常
服
斑
欄
衣
、
岳

嬰
見
戯
(
『
御
覧
』
)
孝
子
侍
、
老
束
子
至
孝
、
奉
二
親
、
行
年
七
十
、

著
五
採
掘
欄
衣
、
弄
雛
鳥
於
親
側
(
『
初
學
記
』
)

(
1
3
)
　
老
束
子
奉
孝
二
親
、
行
年
七
十
、
作
嬰
見
戯
、
身
著
五
色
斑
欄
之

衣
、
嘗
取
水
上
堂
、
詐
鉄
什
、
臥
地
鶏
小
見
時
、
弄
雛
於
親
側
、
欲
親

一
四
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東
　
方
　
學
　
第
九
十
二
輯

之
喜
、

(
1
4
)
　
高
士
侍
、
老
束
子
孝
行
養
親
、
年
七
十
父
母
、
猶
存
、
身
著
斑
欄
之

衣
、
作
嬰
見
戯
於
親
前
、
取
食
上
堂
、
詐
秩
仲
、
因
臥
地
雷
小
見
曙
、

欲
親
喜
焉
、

(
1
5
)
　
老
莱
云
者
楚
人
也
、
性
至
孝
也
、
年
九
十
而
猶
父
母
存
、
麦
菜
着
斑

′
蘭
之
衣
、
乗
竹
馬
遊
庭
、
或
馬
供
父
母
、
齋
発
堂
上
、
倒
階
而
囁
、
響

如
嬰
見
、
悦
父
母
之
心
也
、

(
1
6
)
　
『
大
戴
祀
記
』
曾
子
大
孝
岩
や
『
戸
子
』
勒
學
篇
等
に
も
同
様
の
表

現
が
見
え
る
。

一
五

執
　
筆
　
者
　
紹
　
介
　
　
Ⅲ

①
専
門
　
②
勤
務
先
・
職
名
　
③
主
要
論
文
・
著
作
(
最
近
三
年
)

三
浦
　
定
俊
　
①
保
存
料
學
　
②
東
京
國
立
文
化
財
研
究
所
・
保
存

料
學
部
長
　
③
『
考
古
資
料
分
析
法
』
(
共
著
、
ニ
ュ
ー
サ
イ
エ
ン
ス
社
、

一
九
九
五
八
考
古
學
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
)
)
　
文
化
財
・
考
古
學
に
お
け
る

光
・
歪
像
技
術
(
「
非
破
壊
検
査
」
四
四
-
八
、
一
九
九
五
)
　
法
隆
寺

「
焼
損
金
堂
・
壁
透
」
特
別
公
開
に
お
け
る
保
存
封
策
(
共
著
、
「
保
存
料

學
」
三
四
、
一
九
九
五
)

宮
脇
　
淳
子
　
①
東
洋
史
　
②
國
際
関
係
基
礎
研
究
所
・
主
任
研
究

員
　
③
『
最
後
の
遊
牧
帝
國
　
-
　
ジ
ュ
ー
ン
が
ル
部
の
興
亡
』
(
講
談
社
、

一
九
九
五
八
講
談
社
選
書
メ
チ
エ
)
)
　
ジ
ェ
プ
ツ
ン
ダ
ン
パ
一
世
侍
説
の

成
立
　
-
　
十
七
世
紀
ハ
ル
ハ
・
モ
ン
ゴ
ル
の
清
朝
福
原
に
関
連
し
て

(
「
東
洋
學
報
」
　
七
四
-
三
・
四
、
一
九
九
三
)
　
T
h
e
 
B
i
r
t
h
 
O
f
 
t
h
e

K
h
O
n
g
 
T
a
y
i
j
i
≦
c
e
r
O
y
巴
t
y
 
i
n
 
t
h
e
 
M
O
n
g
O
】
・
〇
y
i
r
a
d
 
W
O
r
E

C
転
註
S
 
L
紆
⊇
き
§
宗
単
　
品
u
U
)
　
H
O
W
 
E
ヨ
p
e
r
O
r
 
C
h
.
i
e
n
・
-
u
n
g

r
e
g
a
r
d
e
d
 
t
h
e
 
r
e
t
u
r
n
 
O
f
 
t
h
e
 
T
O
r
的
u
t
S
　
(
『
慶
祝
札
奇
斯
欽
教
授
八

十
壽
辰
學
術
論
文
集
』
一
九
九
五
)

山
根
　
幸
夫
　
①
明
代
史
　
②
東
洋
文
庫
・
研
究
員
　
③
『
近
代
中

國
の
な
か
の
日
本
人
』
(
研
文
出
版
、
一
九
九
四
)
　
明
活
華
北
定
期
市
の

研
究
(
汲
古
書
院
、
一
九
九
五
)
　
『
新
編
日
本
現
存
明
代
地
方
志
目
録
』

(
私
家
版
、
一
九
九
五
)
　
『
明
代
〝
路
程
書
"
考
▼
(
『
明
史
論
文
集
』
義
山

書
杜
、
一
九
九
五
)

tosho-seibi-repo
長方形
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morale. Although accompanied with physical coercion, this relationship could not

be maintained with that only. We may say that this mental mechanism had a very re-

alistic function for those who had to face constant warfare during the chaotic Chan-

kuo period.

The True Meaning of Filial Piety in the Legend
of Lao-lai-tzu as a Dutiful Son

Shimomi Takao

Lao-lai-tzu ^Ss^p appears in classical works of the pre-Ch'in period, the Shih-chi

£|S , and the Lieh-nu chuan V\\i£fM as a Taoist-like thinker or as a recluse. He is tradi-
tionally said to have been the author of the Lao-lai-tzu which the Han-shu Slit re-

cords as consisting of 16 Books (p'ien M) in its "I-wen chih" S3ti£. However, the

text is not extant. Apart from this, particularly well-known about Lao-lai-tzu is the

legend of his being a dutiful son. This popularly known legend first appeared in the
Hsiao-tzu chuan #^41} and later came to be included in the "twenty-four filial sons"

(erh-shih-ssu hsiao H+E9#). The gist of the legend is that an aged son behaves like

an infant in front of his parents, which probably suggests the idea of filial piety in

a most exemplary way. However, we still find it rather difficult to explain reason-

ably the true meaning of hsiao # as told by this extraordinary behavior.

A classification of materials related to the Lao-lai-tzu legend that have been

handed down to us shows that there are two explanations of his filial act in ques-

tion. The first one is Chao Ch'i'sMKcommentary on the Mencius Book V'Wan

Chang" US: Part 1, which says that the extraordinary act of Lao-lai-tzu's is derived

from his considerate affection for his parents. We can understand this interpreta-

tion that a filial son pleases his parents by showing his deep affection for them. The

second one is Shih Chiao-shou's 6iJJE££ Hsiao-tzu chuan which, using the meaning of

"lao" 3Z limitedly in the phrase "p'u ch'eng lao" ^fffl^Z (never call oneself old) in the

Li-chi HIE, explains Lao-lai-tzu's behavior as the one he displayed out of his inten-

tion not to make his parents realize their old age. We may understand his reluc-

tance to behave as an old man before his parents because otherwise his parents

would keenly feel the sorrow of their old age. The reason is not clear, however, why

such a consideration should be conveyed to his parents through behaving like an

infant. In a word, the necessity of connecting such a consideration with such a

means is very weak. Shih's interpretation is thus unconvincing. However, this inter-
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pretation gives a certain direction to the Lao-lai-tzu legend and also has exerted a

great influence on the history of interpretation of the above phrase in the Li-chi.

In this paper the present author examines materials related to the Lao-lai-tzu

legend of the two kinds separately, and then he demonstrates that the phrase in the

Li-chi has nothing to do with the legend in meaning, pointing out the problems in

the interpretations by Shih and others. Furthermore, he compares the Lao-lai-tzu

legend with the Po Yii{fi m. legend and considers the character of the Lao-lai-tzu

legend from a comprehensive viewpoint in an attempt to clarify the true meaning

of filial piety as implied in the legend. Finally he concludes that, as was commented

on by Chao Ch'i and others, for a son to keep cherishing affection for his parents

even when he becomes old is "filial piety" in its true meaning.

Kuo Hsiang's Textual Arrangement of the Chuang-tzu

Kogachi Ryuichi

The oldest commentary on the Chuang-tzu JE-f that we can see today is Kuo

Hsiang's% %. (253-312?) Chuang-tzu-chu & ^p &. There were some older com-

mentaries on the Chuang-tzu than Kuo Hsiang's, but they were not accepted and, there-

fore, disappeared. Among many commentaries on the Chuang-tzu now available,

Kuo Hsiang's Chuang-tzu-chu is not only the oldest, but also the most authorized one.

Wecan no longer see the original text of the Chuang-tzu, because textual arrange-

ment was added to it twice. The first arrangement was done by Liu Hsiang§!J|S|,
who put almost all the books collected by the Imperial Library of the Han il into

order. The text of the Chuang-tzu was made up of fifty-two chapters through his

work. The second arranger of the Chuang-tzu was Kuo Hsiang. He removed many chap-

ters of Liu Hsiang's, for he regarded them as not being "authentic" parts of

Chuang-tzu's original writings. He digested them into the thirty-three chapters. This

text was so widely accepted that the other style of the Chuang-tzu could not exist any-

more.
So when we read the Chuang-tzu today, the only text we can rely on is that of

Kuo Hsiang. We must solve the problem of how he did the digesting, and why he

did it. I found some answers in his preface, which remains only in the old Kozanji
libillTf manuscript in Japan, and found them also in other parts of his commentary.

He wanted to revive the "authentic" Chuang-tzu by removing some chapters and by in-
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