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戯
曲

に
よ
る
教
化

ー

邸
濬

『
伍
倫
全
備
』

を
中
心
に

ー

岡

村

真
寿
美

一
、

は

じ

め

に

通
俗

文
学
、
特

に
明
代
の
戯
曲
の
内
容
を
考
え
る
に
、
当
時
の
南
戯
に
つ
い
て
、
呂
天
成

『
曲
品
』
は
次
の
よ
う

に
言
う
。

其

の
門
類
を
括
す
る
に
、
大
約
し
て
六
有
り
。

一
に
忠
孝
と
日
ひ
、

一
に
節
義
と
日
ひ
、

一
に
風
情
と
日
ひ
、

一
に
豪
侠
と
日

ひ
、

一
に
功
名
と
日
ひ
、

一
に
仙
佛
と
日
ふ
。
元
劇
の
門
類
は
甚
だ
多
き
に
、
南
戯
は
此
に
止
ま
る
。

(巻
下
)

す
な
わ
ち
、
南
戯
は
お
お
む
ね
六
種
に
分
類
さ
れ
、
元
劇
に
く
ら
ベ
バ
ラ
エ
テ
ィ
に
乏
し
い
と
指
摘
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
事
実

で
あ

る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
今
は
置
く
と
し
て
、

こ
こ
で

「
忠
孝
」
「節
義
」
が
そ
の
首

に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と

に
注
目
し
た
い
。

こ
れ

は
、
当
時
斯
様
な
道
徳
観
念
が
戯
曲
の
主
題
と
し
て
か
な
り
重
要
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

一
方
、
明
初
は
戯
曲
創
作
に
対
す
る
規
制
も
厳
し
く
、
永
楽
年
間

に
は
次
の
よ
う
な
禁
令
が
出
さ
れ
て
い
る
。

永
楽
九

(
一
四

一
一
)
年
七
月
初

一
日
、
該
刑
科
署
都
給
事
中
曹
潤
等
奏
し
て
法
司
に
勅
下
せ
ら
れ
ん
こ
と
を
乞
ふ
、
今
後
、

人
民
、
侶
優
の
装
扮
せ
る
雑
劇
は
、
律
に
依
り
て
神
仙
道
扮
、
義
夫
節
婦
、
孝
子
順
孫
、
勧
人
為
善
及
び
観
楽
太
平
な
る
者
の
禁

ぜ
ざ
る
を
除
く
外
、
但
有

て
の
帝
王
聖
賢
を
褻
漬
す
る
の
詞
曲
、
駕
頭
雑
劇
な
ど
、
律

の
該
載
す
る
所
に
非
ざ
る
者
、
敢

て
収
蔵
、

伝
諦
、
印
売
す
る
も
の
有
ら
ば
、

一
時
に
享̂

へ
て
法
司
に
送
り
究
治
せ
ん
こ
と
を
、
と
。
聖
旨
を
奉
ず
る
に
、
但

て
這
等
の
詞
曲
、

出
榜
の
後
、
他
五
日
を
限
り
て
都
て
乾
浄
し
将

て
官
に
赴
き
焼
殿
し
了
る
こ
と
を
要
し
、
敢

て
収
蔵
す
る
も
の
有
ら
ば
、
全
家
殺

了
せ
ん
。

(明
、
顧
起
元

『客
座
贅
語
』
巻
十

「
国
初
榜
文
」
)
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中
国
文
学
論
集

第
二
十
九
号

明
初

の
政
権
基
盤
の
充
実
を
図
る
時
期
で
あ
れ
ば
、
思
想
統
制
も
強
力
に
推
し
進
め
ら
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

そ
れ

が
当
時
の
戯
曲
創

作
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像

に
難
く
な
く
、
結
果

「義
夫
節
婦
」
「
孝
子
順
孫
」
「勧
人
為
善
」
と
い

っ
た
内
容
が
主

流
を
占
め
る
こ
と
に
な

っ
た
と
し
て
も
、
何
ら
不
思
議
は
な
い
。

そ
も
そ
も
中
国
に
お
け
る
戯
曲

.
小
説
の
類
は
、
正
統
の
文
学
と
す
る
に
足
ら
な
い
通
俗
的
作
品
群
と
し
て
極
め
て
低

い
評
価
し
か

与
え
ら
れ
ず
、
真

っ
当
な
知
識
人

で
あ
れ
ば
関
わ
り
を
持

つ
べ
か
ら
ざ
る
も
の
と
し
て
蔑
視
さ
れ
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
.
し
か
し

一

方
で
、
そ
れ
ら
の
作
品
は
庶
民
層
、
時
に
は
文
人
階
級
に
い
た
る
ま
で
多
く
の
愛
好
者
を
持
ち
、
結
果
と
し
て
、
長
年
に
わ
た

っ
て
実

に
彩

し
い
数
の
作
品
が
世
に
送
り
出
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
際
、
著
者
や
出
版
者
は
、
し
ば
し
ば
己
の
作
品
の
正
当
性
を
如
何

に
主
張
す

る
か

に
腐
心
し
、
往

々
に
し
て
民
衆

の
教
化
に
対
す
る
効
用
を
そ
の
存
在
意
義
と
し
て
標
榜
す
る
傾
向
が
あ

つ
た
。

例
え
ば
、
元
の
夏

庭
芝

『青
楼
集
』
自
誌

に
、

雑
劇
は
、
…
…
皆
以
て
人
論
を
厚
く
し
、
風
化
を
美
く
す
る
べ
し
。

と
言

い
、

ま
た
、
『
三
国
志
通
俗
演
義
』

の
嘉
靖
壬
午
修
髭
子

(張
尚
徳
)
引
に
、

客
余
に
問
ふ
、
「
…
…
、
復
た
所
謂

『
三
国
志
通
俗
演
義
』
な
る
者
有
り
、
贅
な
る
に
幾
近
か
ら
ず
や
」
と
。
余
曰
く
、
「
否
。
…

…
是
是
非
非
は
心
目
の
下
に
了
然
た
り
、
風
教
を
稗
益
す
る
こ
と
広
且

つ
大
な
り
、
何
ぞ
そ
の
贅
な
る
を
病
む

や
」
と
。

と
い
う
等
は
、
そ
の
好
例
で
あ
ろ
う
。
実
際
に
は
、
当
時
の
戯
曲
や
小
説
は
必
ず
し
も
人
倫
に
関
す
る
も
の
に
限
ら
ず
、
実
に
多
彩
な

内
容

を
持

っ
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
様
な
表
現
が
行
わ
れ
る
の
は
、
そ
の
作
品
が
人
倫

を
説
き
、
風
俗
を

善
化
す
る
効
用
を
持

つ
と
強
調
す
る
こ
と
で
、
文
学
と
し
て
の
価
値
を
高
め
る
目
的
が
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
様
に
通
俗
文
学
は
多
分
に
道
徳
的
内
容
を
標
榜
す
る
傾
向
に
あ

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
と
す
れ
ば
、
そ
れ
が
作
品
の
内
容
に
全

く
反
映
さ
れ
な
か

っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
結
果
と
し
て
、
通
俗
文
学
作
品
が
実
際
に
読
者

の
教
化
に
あ
る
程
度
の
役
割
を
果
た
す
こ

と
も
多
か

っ
た
で
あ
ろ
う
。
儒
教
的
道
徳
観
の
宣
揚
を
標
榜
し
た
作
品
の
多
く
は
、
忠
孝
節
義
の
類
を
題
材
に
し
つ
つ
も
、
そ
の
中

で

い
か

に
新
奇
な
物
語
を
展
開
さ
せ
得
る
か
に
苦
心
し
た
は
ず
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
れ
こ
そ
作
品
の
価
値
を
決
定
す
る
重
要
な
ポ
イ
ン
ト

で
あ

る
に
相
違
な
い
。
し
か
し
、
題
材

に
道
徳
的
要
素
を
含
む
以
上
、
「受
容
者
の
教
化
」
も
ま
た
そ
れ
ら
の
作
品

の
持

つ
特
質
の

一
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端
と

な
る
こ
と
も
事
実

で
あ
る
。
さ
ら
に

一
方
で
は
、
知
識
階
級
以
外
の
者
に
も
広
く
愛
好
さ
れ
て
い
る
と
い
う
通
俗
文
学

の
特
点
を

利
用

し
、
実
際
に

「受
容
者

の
教
化
」
を
主
題
と
す
る
作
品
も
作
ら
れ
た
。
し
て
み
れ
ば
、
そ
の

「
教
化
」
と
い
う
特
質
の
分
析
も
ま

た
当
時
の
通
俗
文
学
を
読
み
解
く
上
で
研
究
の
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
点

で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
こ
の
通
俗
文
学
の

「
教

化
」

と
い
う
側
面
に
つ
い
て
、
そ
の
特
徴
が
顕
著

で
あ
る
明
初
の
戯
曲

『
伍
倫
全
備
』
を
中
心
に
論
じ
た
い
。

二
、
邸
溶
と

『
伍
倫
全
備
』

『伍

倫
全
備
』
は
、
全
名
を

『
伍
倫
全
備
忠
孝
記
』
、
又

『
伍
倫
全
備
綱
常
記
』
と
い
い
、
全
二
十
九
駒
、
春
秋
時

代
呉
の
伍
子
胃
の

末
商

で
あ
る
伍
倫
全
、
倫
備
兄
弟
を
主
人
公
と
す
る
。
以
下
、
そ
の
概
略
を
述
べ
る
。

太
平
郡

の
伍
典
礼
の
後
妻
范
氏

に
育
て
ら
れ
た
伍
倫
全
、
伍
倫
備
、
典
礼

の
友
人
の
息
子
安
克
和
の
三
人
は
、

施
善
教
に
学
び
、

倫
全

・
倫
備
は
施
家

の
娘
淑
清

・
淑
秀
と
婚
約
し
て
科
挙

に
赴
く
。
倫
全
は
状
元
と
な

っ
て
諌
議
大
夫
に
、
倫
備
は
榜
眼
と
な

っ

て
東
陽
刺
史

に
そ
れ
ぞ
れ
任
ぜ
ら
れ
る
。
時
の
丞
相
よ
り
倫
全
に
縁
談
が
持
ち
か
け
ら
れ
る
が
倫
全
は
施
淑
清
と

の
婚
約
を
守
り
、

三
人
帰
郷
し
て
婚
儀
が
行
わ
れ
る
。

そ
の
後
兄
弟
は
妻
を
残
し
て
赴
任
す
る
が
、
倫
全
は
政
界

の
好
悪
を
暴
く
書
を
上
ら
せ
た
こ
と
か
ら
時
の
権
力
者

の
恨
み
を
買

い
、
師

で
あ
る
施
善
教
を
推
薦
し
た
こ
と
を
公
私
混
同
と
さ
れ
て
、
府
州
団
練
使
に
左
遷
さ
れ
る
.
さ
ら
に
、
今
度

の
任
地
は
防

備
の
手
薄
な
辺
境
で
あ

つ
た
た
め
、
倫
全
は
異
民
族
に
軍
師

に
す
る
た
め
に
捕
ら
え
ら
れ
て
し
ま
う
。

一
方
、
淑
清
は
伍
家
の
後

嗣
が
無

い
こ
と
を
心
配
し
、
姑
の
范
氏

に
仕
え
る
た
め
故
郷
を
離
れ
ら
れ
な
い
自
分
の
代
わ
り
に
、
倫
全
に
妾
を
送
る
が
、
途
中

で
山
賊
に
襲
わ
れ
、
妾
は
節
を
守

つ
て
自
殺
す
る
。
倫
備
、
安
克
和
等
は
倫
全
の
救
出
に
向
か
い
、
正
面
か
ら
虜
営
に
乗
り
込
む
。

虜

主
也
克
兜干
は
倫
全

・
倫
備

・
安
克
和
等
の
人
柄
に
感
動
し
、

つ
い
に
中
国

へ
の
投
降
を
決
意
す
る
。

そ
の
頃
、
范
氏

は
息
子
の
身
を
按
じ
る
あ
ま
り
病
気
に
な
り
、
淑
清
は
自
分
の
肝
を
、
淑
秀
は
股
の
肉
を
食

べ
さ
せ
る
が
、
そ

の
甲
斐
な
く
范
氏
は
亡
く
な
る
。
倫
全

・
倫
備
等
は
伏
夷
の
功
に
よ
り
、
全
員
新
た
に
官
職
を
賜
り
帰
郷
す
る
が
、
范
氏

の
死
を

知

り
、
墓
前
に
実
泣
す
る
。
そ
の
後
、
順
調
に
官
途
を
全
う
し
て
致
仕
し
た
倫
全

・
倫
備
等

一
族
は
、
す

で
に
登
仙
し
て
い
た
施
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中
国
文
学
論
集

第
二
十
九
号

善
教

・
范
氏
に
迎
え
ら
れ
昇
天
登
仙
す
る
。

こ

の

『
伍
倫
全
備
』

の
作
者
と
さ
れ
る
邸
溶

(
一
四

一
八
?
～

一
四
九
五
)
は
、
明
初

の
著
名
な
儒
学
者

で
、
『
大
学
衛
義
補
』
等

の
著
作

で
知
ら
れ
、
明
史
巻

一
八

一
に
伝
が
あ
る
。
景
泰
五

二

四
五
四
)
年
の
進
士

で
、
官
は
太
子
太
保
、
戸
部
尚
書
、
武
英
殿
大

学
士

に
至

つ
た
。
明
代
に
は
、
多
く
の

一
流
文
人
達
が
戯
曲
を
作

っ
た
と
言
わ
れ
る
が
、
『
伍
倫
全
備
』
を
作

っ
た
と
さ
れ
る
邸
溶
は

そ
の
初
期

の
人
物
の

一
人
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

さ

て
、
『
伍
倫
全
備
』

は
そ
の
題
名
か
ら
も
推
測

で
き
る
通
り
、
儒
教
的
倫
理
観
の
宣
揚
そ
の
も
の
に
主
眼
を
置

い
た
作
品
で
あ
る

と
さ
れ
る
。
主
人
公

の
名
及
び
題
名
は
当
然

「
五
倫
全
備
」
を
掛
け
た
も
の
で
あ
り
、
人
と
し
て
践
み
行
う
べ
き
五
倫

の
道
を
説
く
内

容
と
な

っ
て
い
る
。

そ

の
副
末
開
場
に
は
、
こ
の
戯
曲
の
性
格
が
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。
先
ず
、
作
者
が
戯
曲
と
い
う

ス
タ
イ
ル
を
採
用
し
た
点
に
つ

い
て
、
経
書
や
詩
の
類
が
世
人
を
教
化
す
る
も
の
で
あ
る
と
認
め
つ
つ
も
、
今
の
時
代
で
は
歌
曲
の
力
に
及
ば
な
い
と
し
、

古
人
の
歌
詩
は
、
今
も
現
存
す
る
が
、
読
書
秀
才
と
い
え
ど
も
こ
れ
を
説
き
聞
か
せ
て
も
理
解
で
き
な
い
の
に
、
ま
し
て
そ
の

余
の
人
が
わ
か
る
は
ず
も
な
い
。
古
詩
で
は
な
く
、
今
人
の
作

っ
た
律
絶
選
詩

で
あ

つ
て
も
、

こ
れ
を
小
人
や
婦
女
に
説
き
聞
か

せ
た
と
こ
ろ

で
、
そ
れ
が
何
を
言

つ
て
い
る
の
か
を
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

と
詩

に
よ
る
教
化
の
限
界
を
提
示
す
る
。
そ
こ
で
、

今
世
の
南
北
歌
曲
は
、
市
場

の
子
弟
、

田
里
の
農
夫
と
い
え
ど
も
皆
理
解
し
歌

っ
て
い
る
。
今
日
の
歌
曲
は
昔

の
詩
と
同
じ
で
、

そ
の
言
葉
は
わ
か
り
や
す
く
、
人
の
心
に
入
り
や
す
い
。
近
世
以
来
南
北
の
戯
文
が
作
ら
れ
上
演
さ
れ
て
い
る
が
、
古
礼

に
は
あ

わ
な
い
が
、
観
る
も
の
は
皆
そ
れ
を
理
解
で
き
、
す
ぐ
に
感
動
し
て
覚
え
ず
浮
か
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
.

と
、
誰

で
も
理
解
し
や
す
く
、
ま
た
心
を
動
か
さ
れ
る
歌
曲
を
支
持
す
る
。

の
み
な
ら
ず
、

白
が
多
く
唱
が
少
な

い
の
は
、
填
詞
が
で
き
な
い
の
で
は
な
く
、
観
る
も
の
に
解
り
や
す
く
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
、

ふ
ざ
け
や
お
ど
け
、
馬
鹿
げ
た
し
ぐ
さ
や
言
葉
が
入

つ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
劇
場
に
笑

い
が
な
け
れ
ば
お
も
し
ろ
く
な
い
か
ら
で
、

こ
れ
で
人
々
の
目
を
引
き

つ
け
る
の
で
あ
る
。

(【
西
江
月
】
)

と
、
難

し
い
曲
を
多
々
連
ね
る
よ
り
も
、
白
の
多
用
に
よ
り
誰
に
で
も
分
か
り
易
く
、
ま
た
心
を
惹
き

つ
け
る
構
成
を
と

っ
た
と
い
う
。
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確
か

に

『
伍
倫
全
備
』
に
は
、
全
編
に
わ
た

っ
て
人
の
行
う
べ
き
理
想
が
表
現
さ
れ
る

一
方

で
、
道
化
役
の
か
な
り
卑
俗
な
科
白
な
ど

も
散

見
す
る
。

つ
ま
り
、
『
伍
倫
全
備
』
は
、
誰
に
で
も
理
解
し
や
す

い
と
い
う
利
点
を
考
慮
し
て
戯
曲
と
い
う
ス
タ
イ
ル
を
選
択
し
、

更

に
受
容
層
の
レ
ベ
ル
を
か
な
り
幅
広
く
想
定
し
、
誰
に
で
も
理
解
し
易
い
よ
う
に
曲
よ
り
も
白
に
よ
る
教
化
に
主
眼
を
置

い
て
馴
染

み
や
す
さ
を
感
じ
さ
せ
、
そ
の
興
味
を
引
き

つ
け
つ
つ
教
化
し
て
い
こ
う
と
意
図
し
た
作
品
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

で
は
、
作
者
は
ど
の
様
な
材
料
を
用
い
て
受
容
者

の
教
化
を
図

っ
た
の
か
。
そ
の
中
心
は
や
は
り
、
副
末
開
場
に
も

「
一
家
人
、
五

倫
全
備
、
両
兄
弟
、
文
武
兼
全
。
」
(【鶴
鴻
天
】
)
と
設
定
さ
れ
る
主
人
公
の
行
動
を
通
し
て
の
教
化
で
あ
る
。
第
二
十
五
駒

の
伍
倫
全

の
白

に
、
そ
こ
ま
で
の
主
人
公
達

の
行
動
を
総
括
す
る
部
分
が
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
各
登
場
人
物

一
人

一
人
の
行
動

を
述

べ
、
彼
ら
が

倫
理
的
に
正
し
い
行
動
を
と

っ
た
旨
が
示
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
末
尾
に

「
臣

一
家
之
中
、

五
品
人
倫
全
備
。
」
と
あ
る
通
り
、
彼
ら

の
行
動
こ
そ
が
五
倫

の
理
想
的
実
践
な
の
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ

『
伍
倫
全
備
』
な
の
で
あ
る
。
作
品
の
筋
と
し
て
も
こ
れ
に
よ
り
伍

一
族

は
そ
れ
ぞ
れ
顕
位
を
得
る
等
の
報

い
を
受
け
る
。
す
な
わ
ち
作
者
は
、
受
容
者
が
主
人
公
達

の
行
動
を
通
し
て
正
し
い
五
倫
の
道

を
学

ぶ
こ
と
を
期
待
し
た
の
で
あ

っ
た
。

こ
の
様

に
、
登
場
人
物
の
行
動
全
体
を
通
し
て
教
化
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
意
図
が
あ
る

一
方
で
、
登
場
人
物
の
発
言
を
通
じ
て
よ

り
具
体
的
に
細
か
く
倫
理
を
語
る
場
面
が
多
出
す
る
こ
と
も
、

こ
の
作
品
の
特
徴
と
言
え
よ
う
。
そ
の
手
法
と
し
て
は
、
次
の
二
点
が

挙
げ

ら
れ
る
O

先

ず
登
場
人
物

の
道
徳
的
発
言
に
多
く
古
人
の
名
言
、
金
言
、
名
句
の
類
が
引
用
さ
れ
る
。

こ
れ
は
、
通
俗
文
学
全
般
に
見
え
る
特

徴
で
あ
る
が
、

こ
の
作
品
の
場
合

「古
人
」
「聖
人
」
「先
儒
」
等
の
言
説
で
あ
る
と
断

っ
た
上
で
引
用
す
る
頻
度
が
非
常

に
高
く
、
作

品
全
体

で
四
十
箇
所
近
く
に
の
ぼ
る
。
す
な
わ
ち
作
者
は
、
登
場
人
物
の
言
動
が
古
人

の
崇
敬
す
べ
き
教
え
に
根
ざ

し
た
も
の
で
あ

っ

て
、

疑
い
な
く
学
ぶ
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
逆
に
、
時
に
堅
苦
し
い
印
象
を
与
え
が
ち
な

古
人

の
教
え
を
物
語

の
展
開

の
中
に
鐘
め
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
受
容
者
に
無
理
な
く
受
け
入
れ
さ
せ
よ
う
と
す
る
意

図
も
あ

っ
た
に
違

い
な
い
η
)

次

に
、
登
場
人
物
が
倫
理
観
を
語
る
上
で
屡

々

「世
上
…
…
」
で
始
ま
る
句
が
挿
入
さ
れ
る
点
で
あ
る
。
例
を
挙

げ
れ
ば
、
第
五
駒

の
外

の
白
に
、戯

曲
に
よ
る
教
化
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…
…
世
の
役
人
は
、
人
々
が
告
訴
し
に
来
る
の
を
心
待
ち
に
し
て
い
て
、
い
つ
で
も
曲
を
直
と
し
、
是
を
非
と
し
て
た
く
み
に
取

り
立
て
を
し
、
打

つ
た
り
罵

っ
た
り
、
よ
っ
て
た
か

っ
て
金
を
手
に
入
れ
る
の
だ
。
…
-

と
い
う
如
く
、

こ
の
言
葉
に
続
く
の
は
、
そ
の
殆
ど
が
現
実
社
会
の
不
道
徳
さ
を
暴
露
す
る
言
葉

で
あ
り
、
理
想
と
現
実
の
落
差
を
よ

り
印
象
づ
け
る
効
果
を
上
げ

て
い
る
。
副
末
開
場
に
も
、

…
-
こ
の
三
綱
五
倫
は
、
誰
も
が
持

つ
て
お
り
、
ど
の
家
に
も
備
わ

っ
て
い
る
も
の
だ
が
、
世
間

に
あ

っ
て
は
物
欲
に
ひ
か
れ
て

心
が
遮
ら
れ
、
そ
の
為
不
孝
の
子
、
不
忠
の
臣
、
不
慈
の
父
母
、
不
和

の
兄
弟
、
気
の
合
わ
ぬ
夫
婦
、
信
じ
合
え
ぬ
朋
友
が
で
て

く
る
の
で
あ
る
。

と
あ
り
、
作
者
は
単
に
主
人
公
の
言
行
を
通
じ
て
理
想
的
道
徳
観
を
主
張
す
る
の
で
は
な
く
、
現
実
社
会

の
実
態
を
見
据
え
た
上
で
、

そ
の
不
道
徳
を
批
判
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
理
想
的
道
徳
観
を
よ
り
強
く
ア
ピ
ー

ル
す
る
手
法
を
目
指
し
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

『
伍

倫
全
備
』
は
以
上
の
よ
う
な
手
法

に
よ

っ
て
、
受
容
者

の
教
化
を
実
現
し
よ
う
と
し
た
作
品
で
あ
る
。
し
か

し
、
斯
様
な
作
品

全
体
を
読
み
通
し
た
時
、
ど
う
し
て
も
浅
薄
な
印
象
を
受
け
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
五
倫
を
語
る
と
い
う
こ
と
に
主
眼
を
置
い
た
結
果
、

物
語

の
展
開
は
紆
余
曲
折
に
乏
し
く
、
登
場
人
物
の
配
置
も
極
め
て
シ
ン
プ

ル
に
な

っ
て
し
ま

つ
て
い
る
。
ま
た
、

作
品
中
で
は
例
え

ば
主
人
公
兄
弟
が
自
己
の
職
分
に
応
じ
て
立
派
に
任
を
果
た
そ
う
と
す
る
、
或
い
は
嫁
が
病
気
の
姑
に
自
分
の
肝
や
股
の
肉
を
与
え
る

と
い

っ
た
典
型
的
な
模
範
的
行
為
が
繰
り
返
さ
れ
る
に
過
ぎ
な
い
。
さ
ら
に
、
先
行
す
る
作
品
の
名
場
面
を
取
り
入
れ
た
場
面
構
成
も

散
見

し
、
そ
の
こ
と
が
作
品
と
し
て
の
新
味
に
欠
け
る
と
い
う
欠
点
を
際
立
た
せ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
呂
天
成

『
曲
品
』
は
、

『
五
倫
』

は
大
老
の
鉅
筆

に
し
て
、
稻
腐
に
近
し
。

(「
旧
伝
奇
」
具
品
七
)

と
評
す
る
が
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
内
容
か
ら
し
て
こ
の
よ
う
な
評
価
も
や
む
を
得
な
い
作
品
で
あ
る
様
に
思
わ
れ
る
。

し

か
し
、
「知
識
の
な
い
者
に
も
解
り
や
す
く
」
と
い
う
目
的
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
斯
様
な
内
容
も
仕
方
の
な

い
所
か
も
知
れ
な

い
。

単
純
な
筋
立
て
や
お
定
ま
り
の
場
面
構
成
は
、
当
初

の
目
的
の
為
に
は
充
分
な
効
果
を
あ
げ
得
る
で
あ
ろ
う
。
事
実
、
こ
の
作
品

は
当

時
広
く
行
わ
れ
た
と

い
う
。
明

・
沈
徳
符

『
顧
曲
雑
言
』
は
、

『
五
倫
記
』
は
今
に
至
る
も
人
間

に
行
は
る
。
真
に
所
謂
不
幸
に
し
て
伝
は
る
な
り
。

と
言
う
。

つ
ま
り
、
沈
徳
符
が
苦
々
し
く
思
う
ほ
ど
に

『伍
倫
全
備
』
は
巷

に
流
行
し
て
い
た
ら
し

い
の
で
あ
る
。

そ
う
い
っ
た
意
味
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で
は
、

こ
の
作
品
の
作
ら
れ
た
目
的
は
充
分
達
成
さ
れ
た
と
言

っ
て
よ
い
の
か
も
知
れ
な
い
。

三
、
『
伍
倫
全
備
』
の
目
指
し
た
教
化
と
そ
の
背
景

と
こ
ろ
で
、
『
伍
倫
全
備
』
が
目
指
し
た
の
は
ど
の
様
な
受
容
層

に
対
す
る
教
化

で
あ
ろ
う
か
。
前
述
の
通
り
全
体
的
に
平
板
な
内

容
で
し

か
な
い
こ
の
作
品
に
お

い
て
、
突
出
し
た
印
象
を
受
け
る
点
が
幾

つ
か
あ
る
。

先
ず
、
不
必
要
な
ま
で
の
詳
細
な
儀
式
の
描
写
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
第
十

二
鮑
に
伍
家
と
施
家
の
結
婚

の
場
面
が
あ
る

が
、

こ
の
場
面
で
は
婚
儀

の
手
順
が
伍
家
の
従
僕
永
安
の
指
示
と
い
う
形
で
詳
細
に
描
写
さ
れ
る
。
婚
儀
の
場
面
の
冒

頭
を
例
に
挙
げ

れ
ば
以
下
の
如
く
で
あ
る
。

(
夫
)
伍
倫
全
、
伍
倫
備
、
休
雨
兄
弟
過
來
。
我
分
付
侮
則
箇
。
(
末
)
請
老
夫
人
行
酷
禮
。
(夫
)
永
安
、
取
酒
來
、
適
與
二
位

官
人
。
(末
)
酒
在
此
。
(夫
)
脆
、
受
酒
。
(末
)
埣
酒
。
聴
訓
辭
。
(夫
)
往
迎
爾
相
、
承
我
宗
祀
、
勉
率
以
敬
、
若
則
有
常
。

(
生

・
小
生
)
諾
。
惟
恐
不
堪
、
敢
不
承
命
。
…
…

実
は
、
古
本
戯
曲
叢
刊
本
は
こ
の
中

の
酒
に
関
す
る
白
を
省
略
し
て
し
ま

っ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
恐
ら
く
あ
ま
り
の
細
か
さ
に
冗

長
感
を
覚
え
た
結
果

で
あ
ろ
う
。
実
際
、

こ
れ
以
降
の
婚
儀
の
手
順
に
し
て
も
、

い
ち
い
ち
各
人
の
拝
礼
に
至
る
ま
で
指
示
す
る
な
ど
、

詳
細
す
ぎ
る
嫌

い
が
あ
る
。
ま
た
、
第

二
十
六
駒

の
伍
兄
弟
が
母
親

の
墓
前
に
駆
け

つ
け
る
い
わ
ゆ
る

「
奔
喪
」

の
場
面
も
、
兄
弟
の

嘆
き
悲

し
む
様
子
が
繰
り
返
し
語
ら
れ
、
諄
さ
す
ら
感
じ
る
ほ
ど
で
あ
る
。
斯
様
な
少
々
詳
細
に
過
ぎ
る
儀
礼
重
視
の
姿
勢
は
、

一
体

何
に
起
因
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
婚
儀
の
場
面
は
、
実
は
邸
溶
の
著
作

『
家
礼
儀
節
』
巻
三

「昏
儀
」

に
述
べ
ら
れ
る
儀
式

の
手
順
を
ほ
ぼ
踏
襲
し
て
作
ら
れ
て

い
る
と
思
わ
れ
る
。
特
に
先
に
挙
げ
た
部
分
は
、

遂
酷
其
子
而
命
之
迎
。

〔儀
節
〕
請
升
座
、
婿
就
位
、
贅
者
酌
酒
、
鞠
躬
拝
興
、
平
身
、
升
酷
席
、
脆
、
受
酒
、
祭
酒
、
興
、
退
就
席

末
脆
、
埣
酒
、

一45【

降
席
、
鞠
躬
拝
興
、
平
身
、
詣
父
座
前
、
脆
、
聴
訓
戒
、
(
父
日
)
「往
迎
爾
相
、
承
我
宗
事
、
筋
率
以
敬
、
若
則
有
常
。
」
(
婿
答

戯
曲
に
よ
る
教
化
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日
)
「
諾
。
唯
恐
弗
堪
、

不
敢
忘
命
。
」
…
…

(傍
線
筆
者
)

と
い
う
記
事
と
類
似
す
る
こ
と
が
わ
か
る
。
『
家
礼
儀
節
』

の
こ
の
段
は

『
礼
記
』
昏
儀
を
踏
襲
し
た
も
の
で
も
あ
る

の
で
、
『
伍
倫
全

備
』
は

『
礼
記
』
に
よ

つ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、

こ
の
後
の
新
婦
が
婚
家
に
入
る
時
、
車
で
は
な
く
嬌
を
使

っ
て
い
る
鮎
な

ど
は
、
『
家
礼
儀
節
』
に

「今

の
俗
、
…
…
女
易
ふ
る
に
蠣
を
以
て
す
。」
と
あ
る
の
と
合
致
す
る
等
、
『
家
礼
儀
節
』

に
依
拠
す
る
と
考

え
る
方

が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
先
に
挙
げ
た

「
奔
喪
」
場
面
も
同
じ
く

『
家
礼
儀
節
』
巻
六
に
示
さ
れ
る
手
順

に
則

っ
た
も
の
な

の
で
あ

る
。

で
は
、
『
家
礼
儀
節
』
と
は
い
か
な
る
著
作
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
序
文
に
お
い
て
邸
溶
は
次

の
よ
う
に
述

べ
る
。

霧
に
以
為

へ
ら
く
、
家
礼

一
書
は
、
誠
に
邪
説
を
開
け
、
人
心
を
正
す
の
本
な
り
。
天
下
の
人
人
を
し
て
此

の
書
を
諦
し
、
家

に
此

の
礼
を
行
は
し
む
れ
ば
、
慎
終
し
て
道
有
り
、
追
遠
し
て
儀
有
り
、
…
…
儒
道
豊
振
は
ざ
る
こ
と
有
ら
ん
や
。
…
…
霧
に
文
公

家
礼
本
註
を
取
り
、
約
し
て
儀
節
と
為
し
て
、
易
ふ
る
に
浅
近
の
言
を
以
て
し
、
人
を
し
て
曉
り
易
く
行
ふ
べ
か
ら
し
む
。

ま
た
、
彼

の
主
著
で
あ
る

『
大
学
衛
義
補
』

に
も

『家
礼
儀
節
』
に
つ
い
て
の
言
及
が
あ
る
。

古
礼
を
明
か
に
し
、
以
て
人
心
を
正
し
邪
説
を
息

つ
に
非
ざ
れ
ば
、
則
ち
民
財
愈
置
し
く
し
て
、
性
愈
蕩
る
。
幸

に
し
て

『朱

氏
家
礼
』

一
書
有
り
、
簡
易
に
し
て
行
ふ
べ
し
。
乞
ふ
、
有
司
に
勅
し
て
凡
そ
民
間
に
冠
昏
喪
祭
有
ら
ば
、

一
に
此
の
礼
に
依
り

て
以
て
行
は
し
め
ん
こ
と
を
。

こ
れ
ら

の
記
事
か
ら
は
、
邸
溶
が

『
家
礼
儀
節
』
を

「誠
關
邪
説
、
正
人
心
之
本
」
と
し
て
重
要
視
し
、
こ
れ
を
広
く
世
に
広
め
た
い

と
考
え

て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

し
て
み
れ
ば

『伍
倫
全
備
』

の

『
家
礼
儀
節
』
と
の
つ
な
が
り
も
、
斯
様
な
邸
溶

の
願
望
を
色
濃
く
反
映
し
た
も
の
で
は
な
か

っ
た

だ
ろ
う
か
。
邸
溶
は

『
家
礼
儀
節
』

の
内
容
を

『
伍
倫
全
備
』
に
盛
り
込
む
こ
と
で
、

こ
の
書
に
基
づ
い
た
礼
を
広
く
浸
透
さ
せ
よ
う

と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
こ
と
は
、
丘
溶
が

『
伍
倫
全
備
』
を
自
説
を
展
開
す
る
手
段
と
し
て
利
用
し
て
い
た
こ
と
を
示

し
て
い
よ
う
。
『
伍
倫
全
備
』
と

『
家
礼
儀
節
』
と
の
関
係
は
、
邸
溶
が
戯
曲
作
品
に
、
単

に

一
般
論

レ
ベ
ル
で
の
儒
教
的
倫
理
観
の

展
開
以

上
の
役
割
を
持
た
せ
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
具
体
例
と
し
て
注
視
す

べ
き
で
あ
る
。

他
方
、
『
伍
倫
全
備
』
と

『
家
礼
儀
節
』
と
の
斯
様
な
関
連
性
を
見
る
時
、
そ
こ
に
邸
溶
の
、
『
伍
倫
全
備
』
に
よ

っ
て
単
に
儒
教
的
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倫
理
観

の
宣
揚
を
目
指
す
の
み
な
ら
ず
、
邸
溶
独
自
の
考
え
を
盛
り
込
み
広
め
よ
う
と
す
る
意
図
を
看
取

で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
の
様

な
観
点
か
ら
こ
の
作
品
を
見
る
と
、
作
品
中
に
顕
彰
が
二
度
に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
す
な

わ
ち
第

二
十
九

駒
に
て
主
人
公
達
は
全

て
登
仙
し
て
団
円
す
る
が
、
こ
の
登
仙
に
つ
い
て
伍
倫
全

の
白
は
、

此
れ
蓋
し
俺

一
家
、
五
者
の
倫
理
倶
に
皆
全
備
し
、
上
帝
人
簑
を
傭
察
し
、
特
に
用
て
頸
録
し
、
以
て
世
人
の
勧
を
為
す
こ
と
、

亦
猶
ほ
今
世
の
官
府

の
、
節
義
を
旛
表
し
、
以
て
風
俗
を
働
す
が
ご
と
し
O

と
い
う
よ
う
に
、
そ
れ
が
上
帝
の
意
を
う
け
た
登
仙
で
あ
る
こ
と
を
明
示
す
る
。
し
か
し
こ
の
戯
曲
で
は
先
述

の
通
り
第

二
十
五
駒
に

全
体
の
総
括
お
よ
び
団
円
が
見
え
て
お
り
、
そ
の
時
点
で

「
五
倫
全
備
」
は
完
成
し
て
い
る
の
で
、

こ
の
作
品
は
そ
こ
で
完
結
し
た
と

し
て
も
何

の
問
題
も
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
更

に
二
十
九
駒
ま

で
続
く
構
成
に
な

っ
て
い
る
の
は
、
或
い
は
主
人
公
が
致
仕
し
、
生

涯
を
終

え
る
ま
で
を
語
り
尽
く
し
て
初
め
て
物
語

の
完
結
を
み
る
、
と
い
う
考
え
に
基
づ
い
た
も
の
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
が
、
そ
れ
で

も
や
は
り
蛇
足
の
感
は
否
め
な
い
。
さ
れ
ば
、
作
者
は
何
故
二
十
九
駒
ま
で
延
長
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
こ

で
最
後
の
四
駒

に
語
ら
れ
る
内
容
を
検
討
し
て
み
た
い
。
第

二
十
六
餉
は
先
述

の

「奔
喪
」
部
分
、
二
十
七
駒

は
中
書
省

で
政

務
に
励

む
伍
倫
備
の
疲
れ
を
癒
そ
う
と
平
話
を
聴
く
場
面
、
二
十
八
餉
は
大
将
軍
と
し
て
辺
境
で
軍
務
に

つ
く
伍
倫
全
が
遊
士
に
守
備

の
方
策

を
聞
き
、
ま
た
不
幸
な
妓
女
を
助
け
る
場
面
、
そ
し
て
二
十
九
餉
は
団
円
で
あ
る
。

こ
の
中
、

二
十
七
駒

の
平
話

で
語
ら
れ
る
の
は
唐
代

の
宰
相
に
つ
い
て
で
、
名
宰
相
と
し
て
房
玄
齢

・
張
九
齢
、
好

臣
と
し
て
李
林

甫

・
盧

杞

・
盧
懐
慎

・
斐
延
齢
が
挙
げ
ら
れ
、
宰
相
論
に
発
展
す
る
内
容
で
あ
る
。
こ
の
平
話
に
つ
い
て
伍
倫
備
の
白
に
、
「這
厩

の

説
ふ
こ
と
、
稟
話
と
錐
も
、
規
戒
を
忘
れ
ず
。
」
と
評
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
み
れ
ば
、
作
者
が
こ
の
部
分
を

「規
戒
」
と
し
て
受
け
止

め
る
よ
う
観
客
或
い
は
読
者
に
要
求
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

さ
て

一
方
、
第
二
十
八
駒

の
主
眼
は

「
軍
事
」
に
あ
る
。

こ
こ
で
は

一
駒

の
大
半
を
費
や
し
て
将
軍
の
あ
る
べ
き
姿

を
追
求
し
て
お

り
、
伍
倫
全
は
大
将
軍
と
し
て
辺
境
軍
備
に
つ
い
て
遊
士
に
意
見
を
求
め
、
遊
士
は

『孫
子
』
に
見
え
る

「
智
、
信
、
仁
、
勇
、
厳
」

の
五
箇
条
を
要
諦
と
し
て
詳
細
に
教
授
す
る
。

す
な
わ
ち
、
第

二
十
七
、
二
十
八
齢
は
そ
れ
ぞ
れ
宰
相
論
、
将
軍
論
で
あ

っ
て
、
文
臣
武
将
相
対
し
た
内
容
で
構
成

さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
そ
も
そ
も
皇
帝
の
命
に
よ
り
伍
倫
全
が
征
虜
大
将
軍
と
し
て
辺
境

に
配
さ
れ
、

一
方
伍
倫
備
が
金
紫
光
禄
大
夫
と
し
て
中
書

戯
曲
に
よ
る
教
化
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省
に
配
さ
れ
た
の
も
、

こ
の
二
駒
を
引
き
出
す
た
め
の
布
石
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

で
は
、
こ
の
二
駒

に
よ
っ
て
作
者
は
何
を
言

お
う
と

し
た
の
か
。

『
重
編
境
台
会
藁
』
巻
四
に
次

の
詩
が
あ
る
。

公
卿
は
属
を
率
て
王
道
を
行
ひ
、
将
帥
は
兵
を
厳
く
し
て
国
威
を
振
ふ
。
海
内
の
軍
民
威
業
に
楽
み
、
辺
方
の
万
姓
尽
く
来
帰
せ

ん
。

(
「代
勉
文
武
臣
四
首
其
三
」
)

文
臣
、
武
将
が
各
自
そ
の
役
割
を
全
う
し
、
国
威
を
発
揚
す
る
。

こ
れ
こ
そ
国
家

の
理
想
像

で
あ
り
、
人
臣
の
目
指
す

べ
き
目
標
で
あ

ろ
う
。

作
者
は
こ
の
理
想
を
追
求
す
べ
く
、
伍
倫
全

・
伍
倫
備
の
言
動
を
通
じ

て
あ
る
べ
き
宰
相
、
武
将

の
姿
を
描
き

出
そ
う
と
し
た

の
で
あ
る
。

し
か
し
疑
問
と
し
て
残
る
の
は
、

こ
こ
に
述
べ
ら
れ
る
宰
相
論
、
或

い
は
将
軍
論
が
、
何
の
為
に
存
在
す
る
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。

先
述
の
如
く
副
末
開
場
は
こ
の
作
品
の
受
容
者
と
し
て
か
な
り
幅
広
い
層
を
想
定
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、
ま
た
、
作

品
中
で
は
主
人

公
兄
弟

が
科
挙
に
合
格
し
、
そ
れ
ぞ
れ
諫
議
大
夫
、
太
守
に
任
じ
ら
れ
る
と
い
う
展
開
に
合
わ
せ
て
、
繰
り
返
し
官
吏

の
理
想
像
が
語

ら
れ
て

い
る
。
斯
様
な
部
分
は
、
こ
の
作
品
が
知
識
人
、
或
い
は
そ
の
予
備
軍
を
教
化
の
対
象
と
し
、
彼
ら
が
そ
の
身

を
正
し
、
官
吏

と
し
て
あ
る
べ
き
姿
を
追
求
す
る
こ
と
を
期
待
し
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
端
的
に
示
し
て
い
よ
う
。
し
か
る
に
、
最
後
に
述

べ
ら
れ

る
宰
相
論
、
将
軍
論
は
そ
の
枠
を
越
え
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
此
処
に
至

っ
て
作
者
は
、

一
般
の
官
吏

の
み
な
ら
ず
、

よ
り
上
層

の
者
を
も
視
野
に
入
れ
た
内
容
に
切
り
替
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
て
み
れ
ば
、
『
伍
倫
全
備
』
は

一
般
官
吏
及
び
そ
の
予
備
軍
の
教
化
を
主
題
と
し

つ
つ
も
、
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
よ
り
上
層

の
、

政
権

の
中
枢
に
位
置
す
る
高
官
、
ひ
い
て
は
国
家
そ
の
も
の
の
理
想
論

の
展
開
に
ま
で
踏
み
込
む
こ
と
を
試
み
た
作
品

で
あ

っ
た
。
儒

学
者
た

る
作
者

に
し
て
み
れ
ば
、
個

々
の
官
吏
の
あ
り
方
を
正
す
の
み
な
ら
ず
、
国
家
全
体
の
理
想
像
を
追
求
し
て
こ
そ
真

の
教
化
が

実
践
さ
れ
る
と
考
え
た
に
違

い
な
い
。
結
果
と
し
て
、
作
品
全
体
と
し
て
は
対
象

の
定
ま
ら
な
い
散
漫
さ
を
抱
え
て
し
ま

っ
て
い
る
が
、

作
者

に
と

っ
て
は
、
自
己
の
目
指
す
教
化
を
表
出
さ
せ
る
こ
と
の
方
が
優
先
事
項
で
あ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
名
宰
相
の

一
人
と
し
て
張
九
齢
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
張
九
齢
は
邸
溶
と
同
じ
く
嶺
南

の
出
身

で
あ
り
、
邸
溶
が
彼
を
非
常
に
尊
敬
し
て
い
た
こ
と
は
、
邸
溶
の
著
作
の
中

に
も
屡

々
見
受
け
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
「
張
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文
献
公
曲
江
集
序
」
に
、
「予
は
公
よ
り
六
百
余
年
の
後
に
生
れ
、
公
の
人
と
為
り
を
慕
ふ
。」
と
い
う
が
如
く
で
あ
る
。
邸
溶
と
張
九

齢
の
関

係
に
つ
い
て
は
広
く
知
ら
れ
た
事

で
あ

っ
た
ら
し
く
、
当
時
尹
直
は
、
「曲
江
は
其
の
師
、
東
披
は
其
の
匹
な
り
。」
と
賛
し
、

世
に
知
言
と
さ
れ
た
と
い
う
。
邸
溶
は
張
九
齢
の

『
曲
江
集
』
出
版
に
も
尽
力
し
、
「自
来
京
師
に
て
太
学
に
游
び
、

官
翰
林
に
入
り
、

蔵
書
家

に
遇
ふ
毎

に
、
軾
ち
之
に
訪
求
す
る
も
、
立見
に
得
べ
か
ら
ず
、
蓋
し
二
十
年

に
余
ら
ん
。
歳
己
丑
、
始
め
て
公

の

『
曲
江
集
』

を
館
閣

の
璽
書
中
に
得
。
」
(
「張
文
献
公
曲
江
集
序
」
)
と
苦
労
の
末

に
そ
の
手
稿
を
作
り
、
後

に
張
九
齢
の
出
身
地
で
の
出
版
に
つ
な

げ
て
い
る
。

『
伍
倫

全
備
』
が
張
九
齢
の
名
を
挙
げ
る
の
も
、
彼
に
心
酔
し
て
い
る
邸
溶
と
す
れ
ば
至
極
当
然
の
こ
と
だ

っ
た
で
あ
ろ
う
。
邸
溶

は

「寄

題
曲
江
張
丞
相
祠
堂
」
詩
で
、
「児
時
夢
殊
慕
郷
賢
、
購
訪
遺
編
四
十
年
。
秘
閣
抄
來
郡
齋
刻
、
文
章
功
業
両
皆

傳
。」
と
詠
ん

で
い
る
。
『
伍
倫
全
備
』

に
張
九
齢
の
功
績
を
述

べ
る
こ
と
は
、
彼
に
と

っ
て

『
曲
江
集
』

の
出
版
に
よ

っ
て
張
九
齢

の
文
章
を
世
に

広
め
る
行
為
と
同
じ
く
、
「郷
賢
」
を
顕
揚
す
る
と
い
う
重
要
な
意
義
を
有
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。

四

、

結

「49「

以
上

に
述

べ
た
よ
う
に
、
『
伍
倫
全
備
』
は

一
般

の
官
吏
の
あ
る
べ
き
姿
か
ら
政
権

に
た
ず
さ
わ
る
高
官
の
理
想
像

ま
で
を
述

べ
よ

う
と
し

た
作
品

で
あ

っ
た
。
し
か
し
、
結
局
は
全
体
と
し
て
は
浅
薄
な
印
象

の
作
品
に
仕
上
が

っ
て
し
ま

っ
た
感
が
あ
る
。
ま
た
、
戯

曲
と
い
う
ス
タ
イ
ル
を
用
い
て
の
斯
様
な
創
作
が
、
当
時
受
け
入
れ
ら
れ
た
か
は
、
「
理
学
の
大
儒
、
宜
し
く
心
を
詞
曲
に
留
む
べ
か

ら
ず
」
と
皮
肉
ら
れ
た
こ
と
が
あ

っ
た
ら
し
い
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
極
め
て
疑
問
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

そ
れ

で
も
、
こ
の

『
伍
倫
全
備
』
が
上
梓
さ
れ
て
以
降
、
こ
の
作
品
の
影
響
を
受
け
た
動
き
が
あ

っ
た
こ
と
も
忘
れ

て
は
な
る
ま
い
。

当
時

こ
の
作
品
は
広
く
流
行
し
た
と
考
え
ら
れ
、
ま
た

一
方
で
は
、
例
え
ば
、
「
五
倫
新
伝
」
と
称
す
る
郡
燦
の

『
香
嚢
記
』

や
、
沈

齢
の

『
龍
泉
記
』
の
よ
う
に

『
伍
倫
全
備
』

の
影
響
を
強
く
受
け
た
と
さ
れ
る
作
品
が
登
場
し
た
。
後
世
さ
し
て
高

い
評
価
を
受
け
た

わ
け
で
も
な
い

『
伍
倫
全
備
』

に
対
し
て
、
そ
れ
に
倣
う
作
品
が
複
数
、
し
か
も
あ
ま
り
時
間
的
隔
た
り
が
な
い
時
期

に
作
ら
れ
た
ら

し
い
こ
と
は
、
注
目
に
値
し
よ
う
O
す
な
わ
ち
、
『
伍
倫
全
備
』

は
当
時
か
な
り
の
影
響
力
を
持

っ
て
い
た
ら
し

い
と
推
測
さ
れ
る
の

戯
曲
に
よ
る
教
化
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で
あ
る
が
、

で
は
、
こ
れ
ら
の
後
続
作
品
は
邸
溶
の
意
図
し
た
所
を
ど
こ
ま
で
受
け
継

い
だ
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、

戯
曲
に
よ
る
教

化

の
実
践
は
以
後
ど
の
様
に
受
容
さ
れ
て
い
つ
た
の
か
。

こ
れ
ら
の
点
に

つ
い
て
は
、
以
降

の
通
俗
文
学
の
性
質

へ
の
影
響
を
も
含
め

て
、
改

め
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

注

原
文

:
括

其
門

類
、

大
約

有

六
。

一
日
忠
孝

、

一
日
節

義
、

一
日
風
情
、

一
日
豪
侠

、

一
日
功
名

、

一
日
仙

佛
。

元
劇

門
類

甚
多

、
南

戯

止
此

　
。

原
文

:
永

樂

九
年

七
月
初

一
日
、

該
刑

科
署
都

給

事
中
曹

潤
等

奏
乞

勅
下

法
司

、
今

後
人

民
侶

優
装

扮
雑

劇
、

除
依

律
神

仙

道
扮

、
義

夫

節
婦

、
孝

子

順
孫
、

勧
人
爲

善

及
観
樂

太

平
者

不
禁
外
、

但
有

褻
漬

帝
王
聖

賢

之
詞
曲

駕

頭
雑
劇

、

非
律
所

該
載
者

、

敢
有

牧
藏

傳
諦

印

費
、
一

時
掌

送
法

司
究

治
。

奉
聖

旨
、
但

這
等

詞
曲
、

出
榜
後

、
限

他

五
日
都

要
乾
浄

将
赴

官
僥

殿
了

、
敢
有

牧
藏

的
、

全
家

殺
了
。

明
代

の
戯

曲

の
斯
様

な
性

格

に

つ
い

て
、

岩
城

秀
夫

氏

『
中
國
戯

曲
演

劇

研
究
』

「
明

の
宮

廷

と
演
劇

」

二

九
七

二
年

創
文

社

)

に
指

摘

が

あ
る
。

原
文

:
雑
劇
、
…

…
皆

可
以
厚

人
論
、

美
風
化

。

原
文

:
客

間

子
余

、
「
…

…
、

復
有

所
謂

『
三
國
志

通

俗
演

義
』

者
、

不
幾

近

干
贅

乎

?
」
余

日
、
「
否
。
…

…
、
是

是

非
非

、

了
然

干

心

目
之
下
、

稗
盆

風
教

、
廣

且
大

焉
、

何
病
其

贅
耶

?
」

本
稿

で
は
、
『
古
本

戯

曲
叢

刊
初

集
』

所
収

明
世

徳
堂

刊

「
新

刊
重

訂

附
澤
標

註

出
相
伍

倫
全

備
忠

孝

記
」

四
巻

を
使

用

し
、
『
原
本

国
語

国
文

学
叢
林

』

二
十

二

「
原
本
伍

倫
全

備
諺
解

」

を
適
宜

参
照

し
た
。

田
仲

一
成

氏

『
明
清

の
戯

曲
』

(
二
〇
〇

〇
年

創

文
社

中

国
学
芸

叢
書

(
9
)
)
第

七
章

「
宗
祠

演
劇

に

お
け

る
宗
族

の
戯

曲
選

好
」

第

二
節

「
大
雅

類
」

参
照

。

『
椒

丘
文

集
』

巻

三
〇

「
贈

特
進

左
柱

國
太

傅
論

文
荘

公
墓
誌

銘
」

に

よ
る
。

『
伍
倫

全
備
』

は
邸
溶

の
作

で
は
な

い
と

す
る
説

も

あ

る
が
、

明
人
沈

徳
符

『
顧

曲
雑

言
』

に
、

「
初

與

王
端
毅

(恕

)

同
朝
、

王

謂

「
理
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學
大
儒
、
不
宜
留
心
詞
曲
」、
邸
大
恨
之
。
因
南
太
宰
王
倶
爲
端
毅
作

『
王
大
司
馬
生
傳
』、
稻
許
太
過
、
遂
云

「若
有
豪
傑
駁
之
、
禍
且

不
測
。」
又
端
毅
所
刻
疏
稿
、
凡
成
化
間
留
中
之
疏
、
倶
書
不
報
、
邸
又
謂
王

「
故
彰
先
帝
拒
諌
之
失
」。
御
醤
劉
文
泰
得
邸
語
、
因
挾
仇

特
疏

、
而

王
遂
去

位
。

ー

所
以
報

『
伍

倫
』
之

怨
也
。
」

(
「
邸

文
荘
填

詞
」
)
と
、

王
恕

に
戯
曲

を
作

っ
た

こ
と
を
皮

肉

ら
れ
た

邸
溶

が
、

そ
の
恨

み
か

ら
王
恕

を
辞

職

に
追

い
込

ん
だ

と

い
う
事
件

を
紹
介

す

る
。

こ

の
様

な
記

事

が
存
在

す

る
他

に
も
、

明
清

の
多

く

の
曲

論
書

が

『
伍
倫

全
備

』

を
邸
溶

の
作
と

す

る

こ
と

か
ら

判
断

し

て
、

邸
溶

が
戯
曲

を
作

つ
て

い
た

こ
と
、
及

び

『
伍
倫

全
備
』

を

彼

の
作

品

と

す

る

こ
と
は
、

ひ
と
ま

ず
信

じ

て
よ

い

で
あ

ろ

う
。

ま

た

『
遠

山
堂

曲
品
』

に
、

「
或

謂
文

荘
有

『
種
情

麗
集

』
、

自
述
少

年
所

遇
、

或
有

議

之
者

、
遂

令

門
客

促
成

此

記
、

以
節

孝

掩
風
情

耳
。
」

と
言

う
。

こ
れ

を
信

じ
れ

ば

『
伍

倫
全

備
』

は
邸

溶

の
作

で
は
な

い

こ
と

に
な

る
が
、

そ
れ

で
も
彼

の
監
督

下

に
お

い
て
彼

の
意
向

に
添

っ
た
形

で
著

さ
れ

た

こ
と

に
変

わ
り

は
な

い

で
あ

ろ

う
。

原
文

:
古

人
歌
詩

、
而

今
見

在
、

難
然

讃
書

秀
才

説
與

他
、

也
不
曉

得
、

況
其

蝕

人
。

不
讃

是
古
詩

、

今
人

佐
的
律

絶
選

詩
、

説

與
小

人

婦

女
、
也

不
知

他
説
個

甚
的
。

原
文

:
若
是

今
世
南

北
歌

曲
、
錐

是
街

市
子
弟

、

田
里
農
夫
、

人

人
都
曉

得
唱

念
。
其

在
今

日
、

亦
如
古

詩
之

在
古
時

、
其

言
語

既
易
知

、

其

感

人
尤
易

入
。

近
世

以
來
、

倣
成

南
北
戯

文
、

用
人
搬

演
、

難
非

古
禮

、
然

人
人

観
看
、

皆

能
通
曉

、
尤

易
感

動

人
心
、

使
人

手
舞

足

踊
、

亦
不
自

毘
。

原
文

:
白
多

唱
少

、
非

干

不
會

把
腔

填
、

要
得
看

的
、

個
個

易
知

易
見

、

不
免
括

科
打

譯
、

粧
成

喬
態

狂

言
、
戯

場
無

笑

不
成
漱

、

用
此

煉

人
観
看

。

該

当
箇

所

は
以
下

の
通

り

:
微
臣
縫

母
范
氏

、

二
十

四
歳
守

制
、
養

育
教

訓
雨

兜
、

↓
畢

成
名

登
第
。

江
東
藩

憲
重

臣
、

曾
上

封
章
表

異
。

小

見
明
官

郡

守
、
大

見
恭
爲

近
侍

。
偶

因
上
表
薦

師
、

其
中

別
無
私

計
。

曾

以
職
事

上

言
、
頗

爲
當

権
所

忌
、

假
托

暗
裡
中

傷
。

因

此
調

宙
邊

地
。

窮

邊
孤

塁
、
無

片
甲

疋
騎
。

虜
人
乗

吾
無

備
、
條

爾
出
其

不
意

、

四
邊
救

援
倶

無
、

就
裡

絶
無

諸
峙

、
忽

然
來
襲

我
螢

、

不
幸

爲
虜

拘
繁

。
臣

母

一
聞

此
言
、

遂
感

一
口
氣
、

因
此
遂
成

病
疾
。

百
計
求

馨
薦

祀
、

臣
妻
割

取
心
肝

、
弟

婦
割
股

爲
剤
、

老

母
天
年
立
見
終
、

二
婦

依
禮

葬
祭

。

又
臣
妻

在
家

、
見

臣
牡
年

乏
嗣
、

時
與

微
臣
姿

妾
、

萬
里

遣
人

送
寄
。

不
幸

中
途

遇
虜

、
守

制

不
爲
汚
臓

、

跳
在
清

洌

井

中
、

咬
指

出
血

書
字
。

念
、

臣

一
家
之
中
、

五
品

人
倫
全
備
。

當
臣

被
難
之

時
、

臣
弟
棄

官
救
濟

。
義
弟

名
安

克
和
、

臨
難

將
身

遮
蔽
。

又
有

家

憧
永

安
、

也
能

臨

死
不

避
。
…
…
(
傍
線

筆
者

)

戯
曲
に
よ
る
教
化
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中
国
文
学
論
集

第
二
十
九
号

例
を

挙
げ

れ
ば

、

以
下

の
通

り

で
あ

る
…

…

(
生

)
永
安

、
何

庭
好

遊
要

?

…
…
(
末

)
後

面
是

歌
櫻

、
上

頭
住

的
、

張
月
仙

李
雲

卿
。

毎

日
間
、

舞
低

楊
柳

櫻

心
月
、

歌
蓋

桃
花

扇
底

風
。

此
庭

最
好
要

。

(
浄

)
是
好

、
是

好
。

二
位

寄
寄
作

成
我

討
個

標
致

表

子
多
少

是
好

。

(
生
)

聖
人

言
、
「
血
氣
未

定
、

戒
之

在
色

。
」

此
庭

不
好
要

子
。

(
第

二
駒

)

原
文

:
世

上

倣
官

的
、

巴

不
得

百
姓

來
告

状
、

往

往
受

曲
作

直
、

以

是
爲

非
、

百

般
暗

索

巧
取
、

打

人
罵

人
、

贋

人
爽

人
、

取
査

銭
妙

。

O

原

文

:
這

三
綱

五
倫

、
人

人
皆

有
、

家

家
都

備
、

只
是

人
在

世
間

、
被

那
物

欲
□

引
、

私
意

遮
蔽

了
、

所

以
爲
子

有

不
孝
的

、
爲

臣
有

不

忠

的
、

父

母
有

不
慈

的
、

兄
弟

有

不
和
的

、
夫

妻
有

不
相
得

的
、

朋
友
有

不
相

信
的
。

伍

倫
全

、
伍

倫

備

、
安

克

和

が

殺

人

の
罪

に
問

わ
れ

た

際

に
互

い
に
庇

い
合

う
場

面

(
第

5
勧

=

門

争

死
」
)

は
、

秦
簡

夫

の
雑

劇

「
宜

秋

山
趙
禮

譲

肥
」

第

3
折

に
、

そ

の
後
范
氏

が

「
伍

倫
備

が
犯

人

で
あ

る
」

と
申

し
立

て
る

場
面

は
關

漢
卿

の

「
包

待
制

三
勘

瑚
蝶

夢
」
第

2
折

に
そ
れ

ぞ
れ

類
似

す

る
。

こ

の
こ
と

に

つ
い
て
は

『
明
清
傳
奇

綜
録
』

(
河
北
教

育
出

版
社

一
九

九

七
年

)

に
指
摘

が

あ
る
。

原

文

:
『
五
倫
』

大

老
鍾

筆
、

稽
近

腐
。

原

文

:
『
五
倫

記
』

至
今

行

人
間
、

眞
所

謂

不
幸
而
傳

　
。

原
文

:
霧

以
爲

家

禮

一
書

、

誠
關

邪

説
、

正
人

心
之

本
也
。

使

天
下

之
人

人

諦
此

書
、

家
行

此

禮
、

愼
終

有

道
、

追
遠

有

儀
、
…
…

儒
道

山豆
有

不
振

也
哉
。
…

…
霧
取

文
公

家
禮

本
註
、

約
爲

儀
節
、

而
易

以
淺
近

之

言
、
使

人
易

曉
而

可
行
。

原

文

:
非

明
古
禮

、

以

正
人

心
息
邪

説
、

則
民

財
愈
置

、
而

性
愈

蕩
　

。
幸

而
有

『
朱

氏
家

禮
』

一
書
、
簡

易

可
行
。

乞
勅

有

司
、

凡
民

間
有

冠

昏
喪

祭
、

一
依

此
禮

以
行

。
(
巻

八
十

二

「
廣

教
化

以
攣

俗
」
)

原
文

:
此

蓋
俺

一
家
、

五
者

倫

理
倶
皆

全

備
、

上
帝
傭

察
人

簑
、

特
用

頸
録

、
以

爲
世

人
之

勧
、

亦
猶

今
世

官
府

、
族

表
節

義
、

以

働
風

俗
耳

。

原

文

:
這
厩

説
的

、

難
遊
要

話
、

不
忘

規
戒
。

原

文

:
公
卿

率
囑

行

王
道
、
將

帥

嚴
兵
振

國
威

。
海

内
軍

民
威

樂
業
、

邊
方

萬
姓

壷
來

蹄
。

四
庫
全

書
所

収

『
重
編
項

毫
會

藁
』

巻

九
。
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原
文

:
予
生
公

六

百
絵
年

之
後

、
慕

公
之
爲

人
。

原

文

:
曲

江
其

師
、

東
披

其

匹
。

(道

光

二
十

一
年
重
修

『
項

州
府
志

』
巻

三
十

三
)

原

文

:
自
來

京
師

游
太

學
、

入

官
翰

林
、

毎
遇

藏
書
家

、
軾

訪
求

之
、

寛

不
可
得

、
蓋

鯨

二
十
年

　
。

歳

己
丑
、

始
得

公

『
曲

江
集
』

於

館
閣

華
書
中

。

『
重

編
項

毫
會
藁

』
巻

四
。

『
龍

泉
記
』

は
現

存

せ
ず
、

『
群

音

類
選

』

等

に
数
曲

が
散

見
す

る

の
み

で
、

そ

の
全
貌

は

明
ら

か

で
な

い
。

し

か
し
、
『
遠

山
堂

曲

品
』

に
、

「
節

義
忠

孝

之
事

、

不
可
無

傳

。
沈

君
手

筆
、

絶
肖

丘
文
荘

之

『
五
倫

記
』
。
」

(
「
能

品
」
)
と

言
う

よ

う

に
、
『
伍
倫

全

備
』

か

ら
強

い
影
響

を
受

け
た
作

品

で
あ

っ
た
と
推

測

さ
れ

る
。
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