
白
川
静
先
生
の
名
著
『
孔
子
伝
』（
昭
和
四
七
年
・
中
公
叢
書
）
が
、
平
成
三
年
に
中
公
文
庫
に
収
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
き
、
先
生
か
ら
私

に
解
説
を
書
け
と
い
う
御
下
命
が
あ
っ
た
。

光
栄
な
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
拝
承
を
即
答
申
し
上
げ
た
。
そ
の
理
由
の
一
つ
は
、
私
自
身
が
昭
和
五
九
年
に
孔
子
の
伝
記
（『
孔
子
─
時
を
越

え
て
新
し
く
』・
集
英
社
）
を
書
い
て
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
。

す
で
に
先
生
の
孔
子
伝
が
あ
る
な
か
で
新
し
く
孔
子
の
伝
記
を
書
く
と
い
う
の
は
、
苦
し
く
も
辛
く
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
中
国
学
そ
れ
も
中
国

哲
学
を
専
攻
し
た
者
に
と
っ
て
、
孔
子
の
伝
記
を
書
く
と
い
う
の
は
、
押
え
が
た
い
願
望
で
あ
り
、
精
魂
を
こ
め
て
書
き
き
っ
た
。
そ
の
あ
と
の
こ

と
で
あ
っ
た
の
で
、
私
と
し
て
は
、
ま
だ
余
韻
が
残
っ
て
い
た
と
言
っ
て
よ
い
。
そ
れ
だ
け
に
、
先
生
の
『
孔
子
伝
』
の
解
説
を
書
か
せ
て
い
た
だ

く
の
は
、
本
当
に
嬉
し
く
あ
り
が
た
か
っ
た
。

そ
の
書
き
出
し
に
、
故
高
橋
和
己
の
文
「
わ
が
解
体
」
の
一
節
を
引
用
し
た
。
そ
こ
に
は
、
昭
和
四
十
年
代
前
半
に
お
い
て
日
本
の
ほ
と
ん
ど
の

大
学
に
お
い
て
発
生
し
て
い
た
大
学
紛
争
を
背
景
に
し
て
、
立
命
館
大
学
の
紛
争
状
態
が
記
さ
れ
、
そ
の
中
に
Ｓ
教
授
の
超
人
的
な
研
究
姿
勢
の
こ

と
が
書
か
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
あ
の
紛
争
の
大
変
な
中
で
も
研
究
を
続
け
る
姿
で
あ
る
。
そ
の
Ｓ
教
授
が
白
川
先
生
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で

も
な
い
。

こ
の
私
の
引
用
以
来
で
あ
ろ
う
か
、
白
川
先
生
の
お
人
柄
を
描
く
際
、
高
橋
の
こ
の
文
が
よ
く
使
わ
れ
て
い
る
。
こ
と
に
俄
白
川
フ
ァ
ン
に
そ
れ

に
わ
か

が
多
い
。
世
の
中
と
は
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
あ
の
解
説
執
筆
の
折
は
、
私
自
身
が
孔
子
の
伝
記
を
書
い
た
あ
と
で
あ
り
、
そ
の
立
場
か
ら
『
孔
子
伝
』
を
再
読
し
た
が
、
今
回
は
、
私
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自
身
が
『
論
語

全
訳
注
』（
講
談
社
学
術
文
庫
・
平
成
十
六
年
）
を
刊
行
し
た
あ
と
で
あ
り
、
そ
の
立
場
か
ら
改
め
て
『
孔
子
伝
』
を
読
み
返
す
こ

と
と
な
っ
た
。

わ
け
て
も
、
そ
の
第
五
章
「『
論
語
』
に
つ
い
て
」
が
興
味
深
か
っ
た
。

も
ち
ろ
ん
、
研
究
者
は
そ
れ
ぞ
れ
自
分
の
見
解
を
有
す
る
の
が
当
然
で
あ
る
の
で
、
た
と
い
尊
敬
す
る
白
川
先
生
の
説
で
あ
っ
て
も
、
私
と
意
見

が
必
ず
し
も
一
致
す
る
と
は
限
ら
な
い
。

先
生
は
、
孔
子
の
理
想
主
義
者
と
し
て
の
面
を
全
面
的
に
出
し
て
お
ら
れ
、
孔
子
は
イ
デ
ア
の
場
に
立
と
う
と
し
た
、
す
な
わ
ち
ノ
モ
ス
の
外
に

立
と
う
と
し
た
、
と
さ
れ
る
。

ノ
モ
ス
と
は
古
代
ギ
リ
シ
ャ
に
お
け
る
観
念
で
あ
り
、
俗
世
の
制
約
（
法
な
ど
）
と
で
も
言
う
べ
き
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
イ
デ
ア
も
同
じ
く
古

代
ギ
リ
シ
ャ
に
お
け
る
観
念
で
あ
り
、
永
遠
な
る
も
の
と
で
も
言
う
べ
き
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。

私
は
古
代
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
に
つ
い
て
無
知
で
あ
る
が
、
白
川
先
生
は
イ
デ
ア
・
ノ
モ
ス
を
上
述
の
よ
う
な
意
味
と
し
て
使
っ
て
お
ら
れ
る
よ
う
に

思
う
。
あ
え
て
私
が
短
縮
し
て
言
え
ば
、
聖
（
イ
デ
ア
）
と
俗
（
ノ
モ
ス
）
と
い
う
こ
と
で
も
あ
ろ
う
か
。

先
生
は
こ
う
述
べ
て
お
ら
れ
る
。「
孔
子
は
、
ノ
モ
ス
化
し
よ
う
と
す
る
社
会
の
中
で
、
仁
を
説
い
た
。
し
か
し
も
は
や
イ
デ
ア
へ
の
福
音
が
受

け
容
れ
ら
れ
る
時
代
で
は
な
か
っ
た
。
…
…
孔
子
は
、
ノ
モ
ス
の
外
に
立
と
う
と
し
た
。
…
…
孔
子
は
巻
懐
の
人
と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
イ
デ
ア

の
場
と
し
て
の
仁
を
理
解
し
え
た
の
は
、
お
そ
ら
く
顔
回
だ
け
で
あ
ろ
う
」（
文
庫
本
・
二
九
一
ペ
ー
ジ
）
と
。「
巻
懐
」
と
は
、『
論
語
』
衛
霊
公
篇

「
邦
に
道
無
け
れ
ば
、
則
ち
巻
い
て

く
に

懐
に
す

ふ
と
こ
ろ

可
し
」
の
「
巻
い
て
懐
に
す
べ
し
」
す
な
わ
ち
才
能
を
隠
し
て
世
を
退
く
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

べ

確
か
に
孔
子
は
現
実
社
会
の
程
度
の
低
さ
に
不
信
感
を
抱
い
て
い
た
。
理
想
主
義
と
現
実
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
に
苦
し
み
、
不
遇
の
生
涯
と
な
っ
た
。

ま
さ
に
ノ
モ
ス
的
社
会
に
対
す
る
絶
望
が
あ
っ
た
。

し
か
し
、
孔
子
は
最
後
ま
で
現
実
社
会
と
の
接
点
を
な
ん
と
か
し
て
持
ち
た
い
と
思
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

孔
子
の
最
晩
年
期
に
、
次
の
よ
う
な
①
・
②
二
つ
の
話
が
残
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
流
浪
の
旅
を
終
え
て
故
国
に
帰
り
、
七
十
歳
を
越
え
た
晩
年
、

形
式
的
に
は
引
退
生
活
を
送
っ
て
い
た
こ
ろ
の
記
録
で
あ
る
。

ii



①

弟
子
の
冉ぜ

ん
有
が
政
庁
か
ら
帰
っ
て
く
る
の
が
遅
か
っ
た
と
き
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
孔
子
は
、
な
ぜ
か
と
た
ず
ね
た
と
こ
ろ
、
大
事
件
が
起
り

い
う

ま
し
た
の
で
と
冉
有
が
答
え
た
。
す
る
と
孔
子
は
、
い
や
小
事
件
で
あ
ろ
う
。
も
し
大
事
件
で
あ
る
な
ら
ば
、
自
分
は
現
職
で
は
な
い
が
、
前
さ
き
の

大
夫
で
あ
る
の
で
、
私
に
相
談
が
あ
る
だ
ろ
う
か
ら
、
と
述
べ
た
。（『
論
語
』
子
路
篇
）。

た
い
ふ

②

孔
子
の
祖
国
で
あ
る
魯
国
の
隣
国
は
、
大
国
の
斉
国
で
あ
る
。
そ
の
斉
国
に
お
い
て
、
陳
成
子
が
主
君
の
簡
公
を
弑
し
た
事
件
が
起
き
た
。

そ
の
報
に
接
す
る
や
、
孔
子
は
髪
を
洗
い
湯
あ
み
し
身
を
清
め
て
（
沐
浴
）、
魯
国
の
君
主
で
あ
る
哀
公
に
拝
謁
し
、
陳
成
子
討
つ
べ
し
と
進
言

も
く
よ
く

し
た
。
哀
公
は
国
老
の
三さ
ん
卿
に
話
せ
と
返
答
し
た
の
で
、
孔
子
は
三
卿
に
討
伐
の
こ
と
を
述
べ
た
が
、
だ
れ
も
賛
成
し
な
か
っ
た
（『
論
語
』
憲

け
い

問
篇
）。

こ
の
二
つ
の
話
の
内
容
は
、
そ
れ
こ
そ
孔
子
が
ノ
モ
ス
的
世
界
の
内
に
立
つ
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

私
は
、
孔
子
は
ノ
モ
ス
的
世
界
に
絶
望
し
つ
つ
も
、
し
か
し
人
間
は
ノ
モ
ス
的
世
界
の
中
で
生
き
て
ゆ
く
ほ
か
な
い
の
で
、
な
ん
と
か
そ
の
中
で

イ
デ
ア
を
す
こ
し
で
も
現
実
化
し
よ
う
と
し
て
、
も
が
き
苦
し
ん
だ
人
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。

も
し
、
真
に
ノ
モ
ス
的
世
界
の
外
に
立
ち
、
そ
こ
で
生
き
よ
う
と
す
れ
ば
、
現
存
の
人
為
的
な
も
の
と
縁
を
絶
つ
老
子
・
荘
子
の
よ
う
な
生
き
か

た
を
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
の
よ
う
な
生
き
か
た
を
す
る
人
間
は
、『
論
語
』
の
中
に
登
場
し
て
い
る
。
白
川
先
生
は
、
ふ
つ
う
は
隠
者
と
称
せ
ら
れ

る
そ
う
し
た
人
々
と
し
て
、
狂
接

き
ょ
う
せ
つ
輿
な
ど
の
人
物
を
例
と
し
て
お
ら
れ
る
。

よ

長
沮
・

ち
ょ
う
そ

桀
溺
と
い
う
二
人
も
同
じ
く
隠
者
で
あ
る
。
流
浪
の
旅
を
し
、
政
治
家
と
し
て
新
し
い
場
所
を
求
め
て
い
る
孔
子
に
対
し
て
、
こ
の
隠
者

け
つ
で
き

二
人
は
そ
ん
な
こ
と
は
や
め
ろ
と
言
う
。
し
か
し
孔
子
は
、
こ
の
世
の
一
般
の
人
々
と
「
与
に
す
る
に

と
も

非
ず
し
て
、
誰
と

あ
ら

与
に
せ
ん
」（『
論
語
』
微

と
も

子
篇
）
と
言
い
き
っ
て
い
る
。

私
に
と
っ
て
の
孔
子
像
は
、
そ
の
イ
デ
ア
を
説
く
場
は
、
ノ
モ
ス
的
世
界
の
内
で
あ
っ
て
、
外
で
は
な
い
。
し
か
し
、
ノ
モ
ス
的
世
界
は
イ
デ
ア

を
拒
否
す
る
。
だ
が
孔
子
は
、
あ
え
て
イ
デ
ア
を
ノ
モ
ス
的
世
界
に
お
い
て
説
い
て
い
っ
た
。
当
然
、
そ
れ
は
報
い
ら
れ
ず
失
敗
し
傷
つ
く
。
そ
の

挫
折
の
く
り
か
え
し
が
孔
子
の
生
涯
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。

こ
の
た
び
白
川
先
生
の
『
孔
子
伝
』
を
再
読
し
、
先
生
に
お
け
る
孔
子
の
イ
メ
ー
ジ
と
私
の
そ
れ
と
の
相
違
を
改
め
て
知
る
こ
と
と
な
っ
た
。
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し
か
し
、
そ
れ
は
見
解
の
相
違
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
真
偽
の
問
題
で
は
な
い
。
人
は
さ
ま
ざ
ま
な
見
解
を
持
つ
か
ら
こ
そ
、
知
見
が
豊
か
と

な
り
、
複
眼
的
と
な
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
白
川
先
生
の
お
仕
事
の
一
端
に
つ
い
て
の
私
の
異
見
で
あ
る
。
孔
子
解
釈
に
つ
い
て
そ
の
他
に
い
く
つ
か
の
異
見
が
あ
る
。
そ
れ
ら
を

含
め
、
白
川
先
生
に
お
た
ず
ね
し
お
教
え
を
乞
い
た
い
こ
と
が
い
く
つ
か
あ
り
、
対
談
い
た
し
た
か
っ
た
。

し
か
し
、
い
つ
の
日
に
か
と
思
っ
て
い
た
そ
の
機
会
に
恵
ま
れ
ず
、
遂
に
願
望
の
ま
ま
に
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
の
は
、
か
え
す
が
え
す
も
残
念
で

あ
り
、
我
が
生
涯
に
お
け
る
痛
恨
事
で
あ
る
。

そ
う
い
う
私
に
と
っ
て
の
こ
れ
か
ら
は
、
白
川
先
生
の
作
品
を
拝
読
す
る
こ
と
が
、
先
生
と
の
対
談
と
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
と
す
れ

ば
、
テ
ー
マ
は
山
ほ
ど
あ
る
こ
と
に
な
る
で
は
な
い
か
。
先
生
の
御
逝
去
は
残
念
で
あ
る
が
、
先
生
と
の
対
話
を
こ
れ
か
ら
御
著
書
を
通
じ
て
続
け

る
こ
と
が
で
き
る
と
思
え
ば
、
御
逝
去
の
哀
し
み
を
い
く
ぶ
ん
か
耐
え
る
こ
と
が
で
き
そ
う
で
あ
る
。

iv


