
人
間
文
化
創
成
科
学
論
叢　

第
一
八
巻　

二
〇
一
五
年

は
じ
め
に

本
論
は
、
日
本
近
世
前
期
を
生
き
た
儒
学
者
、
貝
原
益
軒(

寛
永
七
年―

正
徳
四
年
、
一
六
三
〇

年―

一
七
一
四
年)

の
思
想
に
お
け
る
「
楽
」
概
念
、
な
ら
び
に
「
楽
」
と
学
び
の
関
わ
り
に
つ
い

て
考
察
し
、
ま
た
、
そ
れ
を
通
し
て
現
代
に
生
き
る
我
々
と
「
楽
」
と
の
関
係
性
を
考
察
す
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
。

貝
原
益
軒
は
、
民
衆
に
向
け
た
多
く
の
実
学
的
著
作
の
作
者
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。『
和
俗
童

子
訓
』、『
大
和
俗
訓
』、『
養
生
訓
』、『
五
常
訓
』
と
い
っ
た
い
わ
ゆ
る
「
訓
も
の
」
の
一
つ
に
、『
楽
訓
』

が
あ
る
。
こ
れ
は
、
益
軒
が
八
十
歳
と
な
る
宝
永
七
年
（
一
七
一
〇
年
）、
人
間
の
「
楽
」
と
は
何
か
、

人
間
が
「
楽
」
に
暮
ら
す
た
め
の
心
構
え
や
方
法
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
を
説
く
た
め
に
著
さ
れ

た
書
で
あ
る
。「
楽
」
に
関
す
る
見
解
と
主
張
は
他
の
著
書
と
内
容
を
同
じ
く
し
な
が
ら
も
、
益
軒

の
理
論
や
感
覚
・
感
性
に
つ
い
て
、
よ
り
詳
細
に
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

「
楽
」
は
、
私
た
ち
人
間
に
と
っ
て
大
き
な
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
捉
え
難
さ

ゆ
え
に
、
ま
た
、
過
度
な
身
近
さ
ゆ
え
に
、
ま
た
、
一
転
す
れ
ば
忌
避
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
が

ゆ
え
に
、
論
考
す
る
際
に
は
困
難
が
つ
き
ま
と
う
。
そ
う
し
た
中
で
、
益
軒
は
「
楽
は
是
人
心
の
天

機
、
常
人
と
雖
も
亦
皆
之
あ
り
（
1
）」
と
い
い
、「
楽
」
を
万
人
の
本
質
的
・
生
得
的
な
も
の
と
位
置
づ
け
、

「
内
の
楽
」
と
「
外
の
楽
」
を
種
別
化
し
、
そ
の
関
係
性
と
望
ま
し
い
あ
り
方
を
提
示
し
た
。
益
軒

の
思
想
の
基
底
を
な
す
「
楽
」
は
、
そ
の
思
想
を
特
徴
付
け
、
ま
た
、
今
日
ま
で
彼
の
著
作
が
版
を

重
ね
て
き
た
事
実
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
人
々
の
共
感
を
誘
う
も
の
に
し
て
い
る
。

益
軒
の
「
楽
」
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
も
、
主
張
の
概
括
（
2
）、

時
代
背
景
や
民
衆
教
化
と
の
関
連

の
分
析
（
3
）、

彼
の
幅
広
い
分
野
に
お
け
る
業
績
と
の
関
係
の
考
察
（
4
）と

い
っ
た
研
究
が
行
わ
れ
て
き
た
。

本
論
は
、
こ
れ
ら
の
先
行
研
究
中
で
も
益
軒
の
「
楽
」
の
諸
相
に
つ
い
て
最
も
詳
細
な
分
析
を
行
っ

た
田
畑
真
美
氏
に
よ
る
「
貝
原
益
軒
に
お
け
る
「
楽
」
に
つ
い
て
（
5
）」

を
踏
ま
え
、
補
足
を
加
え
な
が
ら
、

ま
ず
そ
の
「
楽
」
概
念
を
整
理
す
る
。
さ
ら
に
、
こ
れ
ま
で
は
あ
ま
り
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
の
な

か
っ
た
箇
所
、
例
え
ば
『
楽
訓
』「
節
序
」
等
に
注
目
し
、
そ
の
意
図
を
益
軒
の
考
え
る
「
学
び
」
を

通
し
て
再
検
討
す
る
こ
と
で
、
彼
の
思
想
の
中
に
位
置
づ
け
る
。
そ
の
う
え
で
、
益
軒
の
い
う
「
楽
」

貝
原
益
軒
に
お
け
る
「
楽
」
と
学
び

―

『
楽
訓
』
を
中
心
と
し
て―

清＊　

水　

真　

裕

〔
キ
ー
ワ
ー
ド
〕
貝
原
益
軒
／
楽
訓
／
楽
／
学
び
／
江
戸
時
代

＊
平
成
二
十
六
年
度
生　

比
較
社
会
文
化
学
専
攻

の
性
質
と
、
そ
れ
へ
至
る
た
め
の
道
筋
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
、
改
め
て
考
察
し
て
み
た
い
。

一
、
貝
原
益
軒
の
思
想
に
お
け
る
「
楽
」
概
念
に
つ
い
て

田
畑
氏
は
、
先
に
挙
げ
た
論
文
の
中
で
、
益
軒
の
「
楽
」
と
は
「
人
の
道
を
全
う
す
る
こ
と
」、

す
な
わ
ち
「
仁
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
具
体
的
に
は
他
者
へ
の
善
行
や
、「
分
を
安
ん
ず
る
」
と
い
う
、

自
己
の
有
り
様
を
「
天
命
」
と
し
て
肯
定
す
る
姿
勢
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
し
た
。

だ
が
、
益
軒
の
「
楽
」
は
、
人
間
や
あ
ら
ゆ
る
存
在
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
「
気
」
と
い
う
側
面

か
ら
の
理
解
も
欠
か
せ
な
い
。
益
軒
は
、
人
間
・
世
界
に
貫
通
す
る
「
気
」
の
理
論
と
と
も
に
「
楽
」

を
総
合
的
に
把
握
し
て
お
り
、
だ
か
ら
こ
そ
、
益
軒
の
「
楽
」
概
念
は
よ
り
理
論
的
・
実
践
的
で
説

得
力
を
持
つ
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
本
然
的
に
人
間
に
具
わ
り
、
あ
ら
ゆ
る
善
の
基
礎
と
さ
れ
る
「
楽
」
で
あ
る
が
、
そ
れ

は
人
間
の
性
質
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
り
、
ど
の
よ
う
な
働
き
を
も
っ
て
人
間
に
善
を
行
わ
し
め
る
の

か
、
ま
た
、
そ
れ
は
い
か
な
る
過
程
を
経
て
身
に
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
益
軒
が
考
え
て
い
た
か
、

そ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
も
、
未
だ
検
討
の
余
地
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

右
の
よ
う
な
事
柄
に
つ
い
て
考
察
を
進
め
る
に
あ
た
り
、
ま
ず
本
章
で
は
、
益
軒
の
「
楽
」
概
念

を
明
確
か
つ
体
系
的
に
理
解
す
る
た
め
、
そ
の
概
略
を
「
世
界
観
」、「
人
間
観
」、「
実
践
論
」
と
い

う
三
つ
の
項
目
に
分
け
て
捉
え
な
お
し
て
み
た
い
。　
　

①　

世
界
観

益
軒
の
世
界
観
は
、「
う
」
む
、「
恵
」
む
、「
や
し
な
」
う
、「
生
」
か
す
と
い
っ
た
、
天
地
の
〈
人
・

事
物
を
生
か
す
働
き
〉
を
中
核
と
し
て
展
開
す
る
。
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清
水　

貝
原
益
軒
に
お
け
る
「
楽
」
と
学
び

天
地
の
恵
み
は
至
り
て
大
に
し
て
、
人
万
物
を
う
み
て
、
又
や
し
な
ひ
い
か
し
給
ふ
。
…
（
中
略
）

…
天
地
の
理
生
生
し
て
や
ま
ざ
る
故
に
、
其
生
生
た
る
得
を
以
、
よ
く
万
物
を
生
じ
給
ふ
（
6
）。

人
間
を
含
む
万
物
は
、
け
し
て
止
む
こ
と
な
い
天
地
の
「
生
生
」
た
る
働
き
に
よ
っ
て
生
み
出
さ

れ
、
愛
さ
れ
（
7
）、

恵
み
を
受
け
つ
つ
生
か
さ
れ
て
い
る
と
理
解
さ
れ
る
（
8
）。

こ
の
天
地
の
働
き
は
、「
天

地
の
道
」、
あ
る
い
は
「
天
地
の
理
」、「
天
地
の
徳
」
等
と
も
称
さ
れ
る
（
9
）。

ま
た
、
こ
の
天
地
の
働
き
は
、「
気
」
と
い
う
側
面
か
ら
説
明
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

天
地
の
道
陰
陽
の
化
、
四
時
の
め
ぐ
り
は
つ
ね
に
和
気
あ
り
。
是
天
地
の
楽
な
り
。
…
（
中
略
）

…
こ
の
楽
た
だ
人
に
あ
る
の
み
に
あ
ら
ず
。
鳶
の
と
び
、
魚
の
を
ど
る
も
、
凡
禽
獣
の
さ
へ
づ

り
な
く
も
、
草
木
の
さ
か
え
、
花
さ
き
、
実
の
る
も
、
み
な
是
天
機
の
発
生
す
る
所
、
万
物
自

然
の
楽
な
り
）
10
（

。

天
地
の
間
は
陰
陽
の
気
で
満
ち
て
お
り
、
こ
の
「
気
」
は
常
に
理
に
従
い
、
和
を
保
ち
な
が
ら
止

む
こ
と
な
く
流
行
し
、
四
季
の
循
環
を
も
た
ら
し
て
い
る
）
11
（

。
そ
の
様
子
は
「
天
地
の
楽
」
と
称
さ
れ

る
）
12
（

。
ま
た
、
こ
の
「
気
」
が
盛
ん
に
動
い
て
い
る
姿
は
、
そ
の
「
気
」
が
生
み
出
す
様
々
な
物
が
活

動
す
る
様
子
か
ら
も
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
人
や
禽
獣
草
木
と
い
っ
た
形
あ
る
も
の
は
、
こ
の

陰
陽
の
流
行
に
よ
っ
て
「
化
生
）
13
（

」
さ
れ
る
。
そ
れ
ら
様
々
な
生
物
が
、
各
々
の
性
質
に
従
っ
て
い
き

い
き
と
生
育
し
躍
動
す
る
姿
は
、
そ
れ
ら
各
々
生
物
の
「
楽
」、
ま
た
、「
万
物
自
然
の
楽
」
で
あ
る

と
理
解
さ
れ
て
い
る
）
14
（

。
す
な
わ
ち
、
天
地
が
生
み
出
す
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
は
、
本
然
的
に
「
楽
」
が

具
わ
っ
て
お
り
、
ま
た
、
生
き
て
い
る
様
そ
の
も
の
が
、「
楽
」
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。

②　

人
間
観

さ
て
、
右
記
の
よ
う
な
「
楽
」
は
、
天
地
が
生
み
出
し
た
存
在
で
あ
る
人
間
に
も
生
得
的
に
具
わ
っ

て
い
る
と
い
え
る
。
人
間
に
あ
っ
て
も
、「
楽
」
は
そ
の
自
然
な
性
質
・
特
性
を
い
き
い
き
と
発
揮

し
て
い
る
と
き
の
状
態
を
指
す
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
人
間
に
は
、
天
地
の
そ
の
他
万
物
と
は
異
な
る
特
性
が
あ
る
。
そ
れ
は
、〈
人
・
事

物
を
恵
み
生
か
す
と
い
う
天
地
の
働
き
〉
が
、
人
間
に
も
厚
く
具
わ
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

こ
の
働
き
あ
る
い
は
徳
は
、
人
間
に
あ
っ
て
は
「
仁
」
と
呼
ば
れ
る
。

お
よ
そ
人
は
、
天
地
の
万
物
を
う
み
そ
だ
て
給
ふ
御
め
ぐ
み
の
心
を
以
て
心
と
す
。
此
心
を
名

づ
け
て
仁
と
云
。
仁
は
人
の
心
に
天
よ
り
生
れ
つ
き
た
る
本
性
な
り
。
仁
の
理
は
人
を
め
ぐ
み

物
を
あ
は
れ
む
を
徳
と
す
）
15
（

。

人
間
に
あ
っ
て
は
、「
天
地
の
万
物
を
う
み
そ
だ
て
給
ふ
御
め
ぐ
み
の
心
」
は
、
自
己
・
他
者
、

ま
た
物
ま
で
も
一
体
と
し
て
捉
え
る
こ
と
に
よ
り
、「
人
を
め
ぐ
み
物
を
あ
は
れ
む
」
徳
、
す
な
わ

ち
「
仁
」
と
し
て
現
れ
る
）
16
（

。
ゆ
え
に
、「
仁
」
は
全
て
の
人
間
に
必
然
的
に
具
わ
っ
て
い
る
と
い
う

こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、「
仁
」
は
、「
義
」「
礼
」「
智
」「
信
」
と
い
っ
た
そ
の
他
あ
ら
ゆ
る
人
間
の

徳
の
基
礎
と
な
り
、
様
々
な
善
行
の
動
因
と
な
る
と
さ
れ
る
）
17
（

。

と
こ
ろ
で
、
な
ぜ
こ
の
〈
天
地
の
働
き
〉
が
、
他
の
生
物
に
比
べ
人
間
に
優
位
的
に
与
え
ら
れ
て

い
る
の
か
、
そ
れ
は
天
が
人
間
を
万
物
の
霊
長
と
し
て
、
特
に
「
あ
つ
く
あ
は
れ
み
給
ふ
こ
と
、
鳥

獣
草
木
に
こ
と
な
）
18
（

」
ら
せ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
人
間
は
物
質
的
に
も
精
神
的
に
も
、

他
の
生
物
と
一
線
を
画
し
た
豊
か
な
生
を
送
る
こ
と
が
で
き
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
人
間
は
そ
の
恩
を

深
く
感
じ
入
り
、
自
身
に
与
え
ら
れ
た
徳
で
あ
る
「
仁
」
を
自
覚
す
る
た
め
に
積
極
的
に
学
問
を
行

い
、「
天
地
の
御
心
）
19
（

」
に
従
っ
て
生
き
る
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
る
。「
仁
」
た
る
徳
を
存
分
に
発
揮
し

て
生
き
る
こ
と
、
そ
れ
が
人
の
「
道
」、「
道
理
）
20
（

」
で
あ
る
）
21
（

。
そ
し
て
、
こ
の
「
道
理
」
に
従
っ
て
生

き
る
こ
と
が
、
人
間
に
と
っ
て
本
来
的
で
望
ま
し
い
姿
で
あ
る
と
同
時
に
、「
道
を
行
ひ
人
を
救
ひ
、

分
を
や
す
ん
じ
、
理
に
し
た
が
ふ
ほ
ど
の
楽
、
此
世
の
中
に
何
か
あ
る
べ
き
や
）
22
（

」
と
述
べ
ら
れ
る
よ

う
に
、
人
間
の
「
楽
」
と
捉
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
人
間
は
、
道
に
従
っ
て
こ
の
「
楽
」
を
保
ち
、

常
に
自
ら
「
楽
」
し
ん
で
生
き
る
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

ま
た
、
こ
の
人
間
の
「
楽
」
は
、
先
述
の
天
地
の
「
楽
」
と
同
様
に
、「
気
」
の
側
面
か
ら
説
明

す
る
こ
と
も
で
き
る
。

お
よ
そ
人
の
心
は
天
地
よ
り
う
け
得
た
る
太
和
の
元
気
あ
り
。
是
人
の
い
け
る
理
な
り
。
草
木

の
発
生
し
て
や
ま
ざ
る
如
く
、
つ
ね
に
わ
が
心
の
内
に
て
、
機
の
い
き
て
や
は
ら
ぎ
よ
ろ
こ
べ

る
い
き
ほ
ひ
の
や
ま
ざ
る
も
の
あ
り
、
是
を
名
づ
け
て
楽
と
云
）
23
（

。

人
間
は
、
世
界
の
他
の
存
在
と
同
じ
よ
う
に
、
本
来
的
に
「
気
」
に
よ
っ
て
成
る
存
在
で
あ
る
）
24
（

。

人
間
の
中
に
は
、
草
木
が
生
い
茂
る
よ
う
に
止
む
こ
と
な
く
動
く
「
太
和
の
元
気
」
が
存
在
し
、
こ

の
「
気
」
が
適
切
に
保
た
れ
て
い
る
様
が
「
楽
」
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
過
度
な
欲
望
や
ス

ト
レ
ス
、
外
的
な
要
因
や
病
気
等
に
よ
っ
て
、
こ
の
「
元
気
」
が
滞
っ
た
り
損
な
わ
れ
た
り
す
る
こ

と
な
く
満
ち
満
ち
て
循
環
し
て
い
る
状
態
こ
そ
、「
楽
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

③　

実
践
法

　

そ
れ
で
は
、
人
間
が
「
楽
」
と
い
う
状
態
で
あ
る
た
め
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か
。
何
を
お
い

て
も
重
要
な
こ
と
は
、
先
に
挙
げ
た
よ
う
な
人
が
皆
生
ま
れ
つ
き
具
え
て
い
る
「
楽
」
を
充
実
さ
せ

る
こ
と
で
あ
る
。

人
の
心
の
内
に
も
と
よ
り
此
楽
あ
り
。
私
欲
行
は
ざ
れ
ば
、
時
と
な
く
所
と
し
て
楽
し
か
ら
ず

５－２



人
間
文
化
創
成
科
学
論
叢　

第
一
八
巻　

二
〇
一
五
年

と
云
事
な
し
。
是
本
性
よ
り
流
れ
出
た
る
楽
な
り
。
外
に
求
る
に
あ
ら
ず
）
25
（

。

　

益
軒
は
、
人
間
の
真
の
「
楽
」
は
、
自
己
の
外
に
あ
る
何
ら
か
の
物
に
依
存
す
る
も
の
で
は
な
い

と
い
う
。「
私
欲
」（
物
欲
や
怒
り
、
憎
し
み
、
妬
み
、
憂
い
、
驕
り
、
貪
り
等
、
自
己
や
他
者
の
心

を
苦
し
め
る
原
因
と
な
る
様
々
な
感
情
や
欲
望
）
に
煩
わ
さ
れ
ず
、「
仁
」
の
心
に
従
っ
て
人
と
和

し
て
暮
ら
す
こ
と
、
そ
れ
は
、
誰
し
も
が
本
然
的
に
具
え
て
い
る
「
楽
」、
ま
た
貧
富
や
身
分
、
時
、

場
所
等
を
問
わ
ず
至
る
こ
と
が
で
き
る
「
楽
」
で
あ
り
、
益
軒
は
こ
れ
を
肯
定
す
る
。
そ
れ
は
、
人

の
心
に
本
来
的
に
存
在
す
る
と
い
う
意
味
か
ら
「
内
の
楽
）
26
（

」
と
も
呼
ば
れ
る
。
一
方
、
あ
く
ま
で
「
外
」

の
物
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
喜
び
は
「
世
俗
の
楽
」、
特
に
欲
を
満
た
す
た
め
の
度
の
過
ぎ
た
享
楽
は
、

い
ず
れ
も
即
時
的
に
失
わ
れ
て
し
ま
い
、
例
え
富
貴
の
人
で
あ
っ
て
も
そ
の
欲
望
を
満
た
す
こ
と
は

難
し
く
、
限
度
を
超
え
れ
ば
自
己
や
他
者
の
心
身
を
損
な
う
原
因
に
な
る
と
し
て
、
益
軒
は
こ
れ
を

否
定
す
る
）
27
（

。

で
は
、
人
間
が
こ
の
「
楽
」
を
失
わ
ず
保
ち
続
け
る
た
め
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か
。
そ
の
方

法
は
大
き
く
分
け
て
二
つ
あ
る
と
い
え
る
。

一
つ
目
は
、
私
欲
や
不
満
を
抑
え
る
こ
と
に
よ
り
、
心
の
有
り
様
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
で

あ
る
。
心
が
私
欲
に
よ
っ
て
覆
わ
れ
な
い
よ
う
、
慎
ん
で
心
を
落
ち
着
か
せ
、
足
る
を
知
り
、
分
を

安
ん
じ
、
人
間
関
係
の
中
で
自
他
の
心
身
を
傷
付
け
な
い
よ
う
に
心
掛
け
る
。
こ
う
し
て
「
和
」
を

保
つ
こ
と
が
、「
楽
」
を
失
わ
な
い
た
め
の
方
法
で
あ
る
。

二
つ
目
は
、「
外
物
」
の
力
を
借
り
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
「
外
物
」
は
「
外
の
楽
）
28
（

」
と
言
い
換

え
る
こ
と
も
で
き
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
人
間
の
本
来
的
・
生
得
的
な
「
楽
」
は
、
も
と
も
と
外
物

に
依
ら
ず
内
在
し
て
い
る
。
し
か
し
、
人
間
は
実
際
の
と
こ
ろ
、
自
己
の
外
部
か
ら
エ
ネ
ル
ギ
ー
や

物
資
、
あ
る
い
は
生
き
る
気
力
と
い
っ
た
も
の
を
獲
得
し
な
が
ら
生
き
て
い
る
。
そ
う
し
た
「
外
物
」

を
う
ま
く
利
用
す
る
な
ら
ば
、「
内
の
楽
」
を
「
助
」
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

外
物
の
養
を
以
て
、
内
の
楽
を
助
く
る
は
、
外
に
あ
る
飲
食
衣
服
の
養
を
以
、
内
な
る
元
気
を

助
く
る
が
如
し
。
又
心
の
内
に
此
楽
あ
れ
ば
、
飲
食
な
ど
の
外
の
や
し
な
ひ
も
皆
楽
の
助
と
な

る
。
し
か
の
み
な
ら
ず
、
朝
ゆ
ふ
べ
の
目
の
前
に
み
ち
た
る
天
地
の
大
な
る
し
わ
ざ
、
月
日
の

明
ら
け
き
光
、
四
時
の
め
ぐ
り
ゆ
く
序
に
し
た
が
へ
る
、
折
々
の
景
気
の
う
る
は
し
き
あ
り
さ

ま
…
…
す
べ
て
万
物
の
生
意
の
や
ま
ざ
る
、
是
を
も
て
あ
そ
べ
ば
、
き
は
ま
り
な
き
楽
な
り
）
29
（

。

飲
食
、
衣
服
、
そ
し
て
美
し
い
景
色
等
に
代
表
さ
れ
る
「
外
物
」
か
ら
適
切
な
も
の
を
適
切
な
か

た
ち
で
摂
取
し
用
い
る
こ
と
は
、
本
然
的
な
「
内
の
楽
」
を
養
う
助
け
と
な
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
に

は
、
正
し
い
判
断
を
下
す
た
め
の
「
内
の
楽
」
が
保
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
条
件
と
な
る
。

「
内
の
楽
」
を
助
け
る
た
め
の
行
動
や
心
構
え
と
し
て
具
体
的
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
他
者

を
助
け
る
こ
と
、
私
欲
を
抑
え
る
こ
と
、
和
を
重
ん
じ
る
こ
と
、
知
足
安
分
や
堪
忍
、
ま
た
、
風
月

の
鑑
賞
、
ほ
ど
よ
い
酒
、
旅
行
、
独
座
、
舞
踊
、
詠
歌
、
交
友
等
で
あ
る
）
30
（

。
こ
れ
ら
の
正
し
い
「
楽
」

は
、
人
間
の
心
を
真
の
喜
び
で
満
た
し
、
か
つ
人
間
の
心
が
「
私
欲
」
で
満
た
さ
れ
な
い
よ
う
に
保

つ
こ
と
が
で
き
る
。

な
お
、「
楽
」
を
目
指
す
た
め
の
こ
れ
ら
実
践
法
に
関
し
て
も
、
こ
れ
ま
で
と
同
じ
く
「
気
」
の

働
き
と
い
う
面
か
ら
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

人
の
元
気
は
、
も
と
是
天
地
の
万
物
を
生
ず
る
気
な
り
。
是
人
身
の
根
本
な
り
。
人
此
の
気
に

あ
ら
ざ
れ
ば
生
ぜ
ず
。
生
じ
て
後
は
、
飲
食
、
衣
服
、
居
所
の
外
物
の
助
に
よ
り
て
、
元
気
養

は
れ
て
命
た
も
つ
）
31
（

。

例
え
ば
、
人
間
は
食
事
に
よ
っ
て
「
元
気
」
を
養
う
の
で
あ
り
、
運
動
や
体
を
動
か
す
こ
と
に
よ
っ

て
「
気
」
が
滞
る
の
を
防
ぎ
）
32
（

、
居
所
に
よ
っ
て
「
風
寒
暑
湿
」
の
よ
う
な
「
邪
気
」
を
防
ぐ
）
33
（

。
さ
ら

に
は
、
後
述
の
よ
う
に
、
天
地
が
作
り
出
し
た
美
し
い
自
然
に
触
発
さ
れ
る
こ
と
で
、
人
間
は
自
己

の
「
気
」
を
活
性
化
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
一
つ
補
足
を
行
っ
て
お
き
た
い
。
本
論
で
は
、「
楽
」
に
関
す
る
理
論
と
そ

の
「
気
」
に
関
す
る
理
論
を
便
宜
上
別
の
視
点
で
扱
っ
て
き
た
。
だ
が
、
益
軒
に
お
い
て
は
、
先
に

「
太
和
の
元
気
」＝「
楽
」
と
定
義
さ
れ
て
い
た
点
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
そ
れ
ら
は
む
し
ろ
区
別

さ
れ
る
こ
と
の
な
い
同
一
の
事
態
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
と
理
解
す
る
べ
き
で
あ
る
。

　

以
上
、
益
軒
の
「
楽
」
概
念
に
つ
い
て
、
三
つ
の
視
覚
か
ら
理
論
的
な
整
理
を
行
っ
て
き
た
。

こ
こ
で
確
認
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
益
軒
の
い
う
「
楽
」
は
、
何
ら
か
の
対
象
に
関
す
る
単
な

る
〈
楽
し
み
〉
と
い
う
感
情
の
み
を
指
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
益
軒
は
、

「
楽
」
に
つ
い
て
、「
別
に
一
物
あ
り
て
之
を
楽
し
む
に
非
ず
。
若
し
道
を
以
て
楽
と
為
す
と
謂
は
ば
、

道
と
楽
と
二
と
な
り
了
る
）
34
（

。」
と
い
う
。
益
軒
は
「
楽
」
を
人
間
の
「
道
」（
＝
人
の
生
き
方
・
あ
り

方
）
そ
の
も
の
で
あ
る
と
し
、
互
い
に
別
々
の
も
の
と
捉
え
る
べ
き
で
は
な
い
と
考
え
る
。
つ
ま
り
、

「
道
」
に
沿
っ
た
生
き
方
は
「
楽
」
で
あ
り
、「
楽
」
に
生
き
る
こ
と
は
「
道
」
な
の
で
あ
る
。
益
軒

の
い
う
「
楽
」
は
、
人
間
の
自
然
な
本
来
の
性
質
で
あ
り
、
そ
れ
に
従
う
生
き
方
や
状
態
で
あ
り
、

さ
ら
に
、
そ
れ
に
付
随
す
る
感
情
と
い
う
、
人
間
の
在
り
方
の
総
体
を
指
す
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。

二
、「
楽
」
と
学
び

『
楽
訓
』
の
構
成
と
内
容
に
つ
い
て

さ
て
、
こ
こ
で
、
彼
の
著
書
『
楽
訓
』
に
立
ち
戻
っ
て
み
た
い
。『
楽
訓
』
は
、「
総
論
」（
巻
之
上
）、

５－３



清
水　

貝
原
益
軒
に
お
け
る
「
楽
」
と
学
び

「
節
序
」（
巻
之
中
）、「
読
書
」、「
後
論
」（
巻
之
下
）
と
い
う
構
成
か
ら
成
っ
て
い
る
。「
総
論
」
で
は
、

前
章
で
示
し
た
ご
と
き
人
間
の
「
楽
」
に
関
す
る
理
論
や
、
真
の
「
楽
」
へ
至
る
た
め
の
種
々
の
実

践
が
勧
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、「
節
序
」
で
は
、
四
季
折
々
の
自
然
景
の
美
し
さ
や
行
事
の
楽

し
み
等
が
多
く
の
紙
幅
を
割
い
て
饒
舌
に
語
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、「
読
書
」
で
は
、
本
を
読
む
こ

と
に
よ
っ
て
多
く
の
知
識
を
得
、
万
物
の
理
を
悟
る
こ
と
の
喜
び
等
が
述
べ
ら
れ
）
35
（

、
最
後
の
「
後
論
」

に
お
い
て
は
、
人
生
の
短
さ
や
人
と
し
て
生
を
享
け
る
こ
と
の
幸
運
を
説
き
、
真
の
「
楽
」
を
志
向

し
て
生
き
る
こ
と
を
改
め
て
読
者
に
勧
め
る
と
い
う
構
成
に
な
っ
て
い
る
。

『
楽
訓
』
の
組
み
立
て
は
右
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
記
さ
れ
て
い
る
思
想
に
つ
い
て

ま
と
め
よ
う
と
す
る
と
き
、
前
章
の
よ
う
に
「
楽
」
の
理
論
を
明
ら
か
に
す
る
の
み
で
は
、『
楽
訓
』

全
体
に
表
さ
れ
て
い
る
益
軒
の
意
図
や
主
張
を
捉
え
き
れ
て
は
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
懸
念

が
生
じ
る
。
例
え
ば
、「
節
序
」
で
は
、
四
季
折
々
の
自
然
と
の
触
れ
合
い
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
表

出
す
る
感
情
が
滔
々
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
た
し
か
に
、
自
然
の
鑑
賞
は
益
軒
が
「
総
論
」
に
お
い

て
挙
げ
た
「
楽
」
に
至
る
一
つ
の
方
法
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
益
軒
の
個
人
的
感
情
が

述
べ
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
箇
所
は
、
益
軒
の
「
楽
」
に
関
す
る
理
論
を
整
理
す
る
と
い
う
作
業

の
上
で
は
切
り
捨
て
ら
れ
る
し
か
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
一
個
人
の
感
性
、
感
覚
、

好
み
が
示
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
ず
、
そ
の
思
想
に
関
す
る
理
論
体
系
に
位
置
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な

い
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
益
軒
の
「
楽
」
に
関
す
る
研
究
に
お
い
て
も
、
こ
う

し
た
感
性
に
立
脚
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
益
軒
の
主
張
と
、「
楽
」
理
論
と
の
繋
が
り
が
明

確
に
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
本
章
で
は
、『
楽
訓
』
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
う
し
た
叙

述
と
「
楽
」
と
の
関
係
性
を
、
益
軒
の
「
学
び
」
と
い
う
視
点
か
ら
捉
え
な
お
し
、
そ
れ
が
『
楽
訓
』

と
い
う
書
の
目
的
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
い
る
か
を
考
察
し
て
い
く
。

益
軒
の
学
び

ま
ず
、
益
軒
に
と
っ
て
の
「
学
び
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

前
章
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
益
軒
に
と
っ
て
学
び
の
要
と
な
る
「
道
」
や
「
仁
」
は
、
も
と
も
と
人

間
に
生
来
的
に
付
与
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
そ
れ
は
け
し
て
一
般
の
人
々
の
生

か
ら
乖
離
し
た
高
遠
な
も
の
、
深
遠
な
も
の
で
は
な
く
、
身
近
で
切
実
な
も
の
、
理
解
や
共
感
が
可

能
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
な
お
「
仁
」
が
広
く
行
わ
れ
る
た
め
に
は
、
一
人
一
人
の

人
間
が
そ
れ
を
学
ぶ
こ
と
に
よ
り
、
改
め
て
自
覚
し
な
お
す
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ

の
よ
う
な
「
道
理
」
は
、
誰
も
が
た
や
す
く
看
取
で
き
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

又
我
が
身
の
万
の
わ
ざ
に
皆
一
定
の
道
理
あ
り
て
、
暫
時
も
こ
の
道
を
は
な
れ
が
た
し
。
凡
夫

と
い
へ
ど
も
此
行
ふ
べ
き
道
理
の
そ
な
は
る
こ
と
聖
賢
と
か
は
ら
ず
。
…
…
さ
れ
ど
も
、
凡
夫

は
こ
の
道
を
能
く
し
り
、
能
く
行
ふ
こ
と
か
た
し
）
36
（

。

こ
の
た
め
、
学
者
や
先
達
は
、「
道
理
」
を
人
々
に
広
め
る
工
夫
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
よ
っ

て
、
益
軒
が
そ
の
多
く
の
民
衆
向
け
の
著
作
の
中
で
述
べ
る
の
は
、
彼
自
身
の
勉
学
や
実
証
研
究
、

経
験
、
観
察
、
感
覚
等
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
、
人
間
の
「
道
理
」
で
あ
る
）
37
（

。
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
認

識
の
上
で
な
さ
れ
た
の
が
、
本
草
、
養
生
、
教
育
等
、
様
々
な
分
野
に
及
ぶ
益
軒
の
理
の
追
求
、「
窮

理
）
38
（

」
で
あ
る
と
い
え
る
。

ま
た
、
益
軒
は
人
の
物
事
の
見
方
や
聴
き
方
、
動
き
等
に
も
、「
仁
」
に
則
っ
た
適
当
な
方
法
、「
理
」

が
存
在
す
る
と
考
え
て
い
る
。
益
軒
は
、
そ
の
よ
う
な
方
法
を
「
わ
ざ
」、「
礼
」
と
呼
ぶ
。

人
の
身
の
わ
ざ
は
視
聴
言
動
の
四
に
す
ぎ
ず
。
四
の
わ
ざ
に
皆
天
然
の
則
あ
り
て
、
行
ふ
べ
き

道
理
あ
り
、
是
を
礼
と
い
ふ
。
…
（
中
略
）
…
心
と
身
と
の
非
礼
を
い
ま
し
め
て
、
非
礼
に
し

て
物
を
見
、
物
を
き
き
、
物
を
い
ひ
、
非
礼
に
し
て
か
た
ち
を
う
ご
か
す
こ
と
な
か
れ
。
か
く

の
ご
と
く
す
れ
ば
、
事
々
皆
礼
に
か
な
ひ
て
、
人
欲
の
私
な
く
、
天
理
行
は
れ
て
、
本
心
の
徳

か
け
ず
。
是
す
な
わ
ち
仁
な
り
。
仁
と
は
人
の
本
心
の
徳
也
）
39
（

。

「
道
理
」
に
適
っ
た
行
い
（
「
礼
」
）
は
、
す
な
わ
ち
「
仁
」
に
従
っ
た
行
動
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
繰
り
返
し
と
な
る
が
、
こ
れ
ら
の
「
理
」
が
必
ず
人
々
に
共
有
さ
れ
、
実
行
さ
れ
て
い

る
と
は
限
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
「
道
理
」
が
人
々
の
間
で
常
に
行
わ
れ
る
た
め
に
は
、
ま
ず
、
そ

の
道
理
が
「
知
」
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
。
益
軒
は
、
学
び
に
お
い
て
、「
知
」
と
「
行
」
の
双
方
を

重
視
す
る
一
方
、「
学
問
の
法
は
知
行
の
二
を
要
と
す
。
…
万
の
こ
と
先
知
ら
ざ
れ
ば
行
ひ
が
た
し
。

故
に
前
後
を
い
へ
ば
知
る
を
先
と
す
、
知
る
は
行
は
ん
た
め
な
り
）
40
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。」
と
い
い
、「
行
」
う
た
め
に
は
、

何
事
も
ま
ず
「
知
」
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
し
た
。
そ
れ
が
、
人
間
が
「
道
」
に
至
り
「
仁
」
を

体
現
し
て
生
き
る
た
め
の
学
び
の
順
序
で
あ
る
。

「
内
の
楽
」
と
は
何
か

　

さ
て
、
再
び
視
点
を
益
軒
の
「
楽
」
に
戻
し
、
こ
の
「
楽
」
の
本
質
と
は
何
か
と
い
う
問
題
に
つ

い
て
考
え
て
み
た
い
。
前
章
に
お
い
て
示
し
た
よ
う
に
、
益
軒
の
「
楽
」
は
「
道
」、
状
態
、
事
物
、

感
情
等
、
非
常
に
広
汎
な
意
味
を
有
し
て
い
る
。
し
か
し
、
益
軒
の
述
べ
る
理
想
的
な
「
楽
」
の
核

心
を
担
う
の
は
「
内
な
る
楽
」
で
あ
る
。
こ
の
「
内
な
る
楽
」
と
は
、
果
た
し
て
何
な
の
で
あ
ろ
う

か
。
そ
れ
は
、〈
人
間
に
本
来
的
に
そ
な
わ
っ
て
い
る
、
自
己
・
外
界
に
対
し
て
鋭
い
感
覚
を
向
け
、

そ
れ
ら
を
吟
味
し
、
肯
定
的
に
受
け
取
る
力
（
楽
し
む
力
）
〉
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
、

益
軒
は
「
内
の
楽
」
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
い
う
。

５－４
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第
一
八
巻　

二
〇
一
五
年

内
の
楽
を
本
と
し
、
耳
目
を
以
て
外
の
楽
を
得
る
媒
と
し
て
、
其
欲
に
な
や
ま
さ
れ
ず
、
天
地

万
物
の
景
気
の
う
る
は
し
き
を
感
ず
れ
ば
、
其
楽
か
ぎ
り
な
し
）
41
（

益
軒
は
、
内
の
楽
に
基
づ
き
、「
耳
目
」
を
「
媒
」
と
し
て
自
己
の
外
部
で
あ
る
万
物
の
美
し
い

有
り
様
を
感
じ
、
欲
を
退
け
る
こ
と
で
、
人
間
は
限
り
な
い
「
楽
」
に
到
達
す
る
こ
と
が
で
き
る

と
す
る
。
こ
こ
で
、「
外
の
楽
」
を
得
る
媒
と
な
る
「
耳
目
」
と
は
、
前
項
で
触
れ
た
ご
と
き
「
仁
」

に
従
っ
た
適
切
な
物
事
の
行
い
方
（
こ
の
場
合
は
捉
え
方
）
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

つ
ま
る
と
こ
ろ
、
益
軒
の
「
楽
」
の
根
幹
と
は
、
様
々
な
事
物
に
対
す
る
〈
感
覚
を
研
ぎ
澄
ま
す

こ
と
〉
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、「
内
の
楽
」
は
、〈
感
受
性
〉
と
読
み
替
え
る
こ
と
も

出
来
よ
う
。
こ
の
感
受
性
の
向
け
ら
れ
る
べ
き
対
象
は
自
然
の
景
観
ば
か
り
で
な
く
、
自
己
や
人
間

の
心
の
本
質
、
世
界
や
そ
の
働
き
の
中
に
現
わ
れ
て
い
る
「
理
」、
読
書
か
ら
得
ら
れ
る
様
々
な
知

見
等
も
含
ま
れ
る
。
ま
た
、
天
命
を
意
識
す
る
こ
と
、
善
行
を
行
う
と
い
っ
た
こ
と
も
、
物
事
に
対

す
る
自
己
の
感
覚
を
磨
き
、
理
解
や
反
省
を
深
め
る
こ
と
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
。

心
あ
き
ら
か
に
し
て
世
の
理
を
よ
く
思
ひ
し
り
、
物
に
情
あ
ら
ん
ひ
と
は
我
が
心
に
楽
あ
る
を

し
っ
て
本
と
し
、
身
の
外
の
四
の
時
を
り
を
り
に
つ
き
て
、
天
地
陰
陽
の
道
の
行
は
る
る
を
も

て
あ
そ
び
、
天
地
の
内
な
る
万
の
あ
り
さ
ま
を
見
き
く
に
し
た
が
ひ
て
、
耳
目
を
よ
ろ
こ
ば
し

め
心
を
快
く
し
、
其
楽
極
り
な
く
し
て
、
手
の
ま
ひ
足
の
ふ
む
事
を
し
ら
ざ
る
べ
し
）
42
（

。

益
軒
は
、
自
己
存
在
を
含
め
た
万
物
に
感
じ
入
る
た
め
の
感
性
、
世
の
道
理
を
洞
察
す
る
力
を
養

い
、
そ
れ
を
も
っ
て
「
楽
」
し
み
と
す
る
姿
勢
を
持
つ
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
れ
に
よ
っ
て
人
間

は
計
り
知
れ
な
い
「
楽
」
に
到
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
感
性

を
向
け
る
べ
き
対
象
、
そ
こ
に
生
じ
る
べ
き
感
覚
等
は
、
益
軒
に
よ
っ
て
あ
る
程
度
方
向
づ
け
ら
れ

て
い
る
。
益
軒
が
望
ま
し
い
と
す
る
の
は
、〈
人
は
天
に
恵
ま
れ
て
い
る
存
在
で
あ
る
〉、〈
美
し
い
自

然
景
に
触
発
さ
れ
る
〉
と
い
っ
た
、
彼
自
身
の
理
論
に
沿
う
よ
う
な
捉
え
方
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
れ

ら
を
「
楽
」
し
み
と
し
て
受
け
止
め
る
こ
と
の
で
き
る
感
覚
で
あ
る
。
ま
た
、
外
界
に
向
か
う
感
覚

で
あ
れ
ば
無
制
限
に
肯
定
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
人
は
「
色
を
見
、
こ
え
を
聞
き
、
物
く
ひ
、
香

を
か
ぎ
、
う
ご
き
、
し
づ
か
な
る
五
の
わ
ざ
、
欲
少
く
よ
き
ほ
ど
に
過
ご
す
）
43
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」
べ
き
で
あ
り
、
過
度

な
刺
激
と
欲
に
自
身
が
苦
し
め
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
と
戒
め
て
い
る
。

ま
た
、
こ
の
「
楽
」
を
発
揮
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
他
の
欲
へ
の
執
着
や
、
欲
の
発
現
そ
れ
自

体
を
抑
制
し
、「
仁
」
の
心
を
保
つ
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
の
も
益
軒
の
特
徴
で
あ
る
。
風
月
に

感
じ
入
り
、「
心
を
開
き
、
其
情
を
清
く
し
、
道
心
を
感
じ
興
し
、
鄙
吝
を
あ
ら
ひ
尽
す
べ
し
。
是

を
天
機
に
触
発
す
と
い
ふ
）
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」
と
い
う
表
現
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
よ
う
に
、
益
軒
に
と
っ
て
感
受
性

を
発
揮
す
る
こ
と
は
、
直
接
「
道
心
」・「
仁
」
の
発
露
に
繋
が
る
。

す
べ
て
一
と
せ
の
内
、
月
日
の
め
ぐ
り
、
四
時
の
行
は
れ
、
百
物
の
な
れ
る
、
…
…
し
づ
か
に

し
て
こ
れ
を
感
ず
る
人
は
、
其
楽
ふ
か
か
る
べ
し
。
も
し
よ
く
此
理
を
し
れ
ら
ん
人
は
、
即
仁

を
し
れ
る
人
な
る
べ
し
）
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。

天
地
の
有
様
に
心
を
開
き
、
自
分
自
身
、
他
者
、
社
会
、
自
然
等
を
一
体
と
感
じ
取
る
た
め
の
感

性
の
発
揮
は
、
生
得
の
「
仁
」
の
発
現
の
一
形
態
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
る
。
逆
に
、
そ
う
し
た
感
覚

が
閉
じ
ら
れ
て
お
り
、「
私
欲
」
や
身
を
損
な
う
「
世
俗
の
楽
」
に
囚
わ
れ
て
い
る
場
合
、
心
は
負

の
感
情
に
覆
わ
れ
、「
気
」
は
塞
が
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
内
的
な
感
覚
を
研
ぎ
澄
ま
す
こ
と
な
く
、

安
直
な
楽
し
み
に
囚
わ
れ
、
そ
れ
を
求
め
て
か
え
っ
て
苦
し
ん
で
い
る
姿
で
あ
り
、
こ
れ
は
「
不

仁
）
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」
と
評
価
さ
れ
る
。

「
楽
」
た
る
感
受
性
の
獲
得
と
発
揮
は
、
す
な
わ
ち
「
理
」・「
仁
」
の
実
行
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
仁
」

へ
と
至
る
こ
と
こ
そ
、
益
軒
の
学
問
に
お
け
る
究
極
的
な
目
標
な
の
で
あ
る
。

「
楽
」
を
め
ぐ
る
学
び
と
そ
の
内
容

前
項
で
検
討
し
た
よ
う
な
「
楽
」
は
、
い
わ
ば
「
道
理
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
益
軒
に
と
っ
て
は
確

固
と
し
て
学
び
の
対
象
た
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。

学
ば
ざ
る
人
は
、
内
に
在
る
楽
を
知
ら
ず
、
又
外
な
る
楽
を
空
し
く
す
。
内
外
両
な
が
ら
失
へ

り
）
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。

「
楽
」
は
、
学
ば
な
け
れ
ば
知
ら
ず
知
ら
ず
の
内
に
失
わ
れ
て
し
ま
う
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

そ
れ
は
、「
内
の
楽
」
も
「
外
の
楽
」
も
同
様
で
あ
る
。
私
た
ち
は
通
常
、「
楽
」
は
あ
く
ま
で
一
種

の
自
然
的
な
感
情
で
あ
り
、
学
ぶ
べ
き
も
の
と
は
考
え
て
い
な
い
。
し
か
し
、
益
軒
に
と
っ
て
、「
楽
」

は
自
然
的
感
情
で
あ
る
と
同
時
に
、
理
性
に
よ
っ
て
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
た
め
に
学
ば
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
本
来
的
で
あ
り
、
か
つ
普
段
は
隠
れ
て
い
る
「
道
理
」
で
あ

る
。
そ
れ
が
自
覚
さ
れ
行
わ
れ
る
た
め
に
は
、
ま
ず
「
知
」
と
し
て
認
識
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

さ
て
、
そ
の
よ
う
な
「
楽
」
を
学
ば
せ
、
養
い
育
て
る
た
め
に
は
、
具
体
的
な
場
面
に
即
し
、
そ

の
感
覚
を
開
花
さ
せ
て
い
く
丁
寧
な
導
き
が
必
要
で
あ
る
。
教
化
と
は
、
教
え
る
側
の
あ
る
感
覚
・

感
性
を
学
び
手
と
共
有
し
て
い
く
こ
と
で
も
あ
る
。
こ
れ
を
踏
ま
え
る
と
、
例
え
ば
、『
楽
訓
』「
節

序
」
に
お
い
て
、「
い
で
や
天
地
の
内
に
み
ち
た
る
四
時
の
け
し
き
の
き
は
ま
り
な
き
楽
を
い
は
ん
。」

と
い
う
一
文
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
、「
秋
来
ぬ
れ
ば
は
つ
風
涼
し
く
う
ち
ふ
き
て
、
草
木
の
そ
よ
ぎ
、

秋
の
声
の
い
づ
く
に
も
打
な
び
き
て
、
き
こ
ゆ
る
こ
そ
、
は
つ
春
の
風
に
か
は
り
、
心
を
い
た
ま
し

め
、
身
に
し
み
て
、
金
気
の
至
れ
る
し
る
べ
と
お
ぼ
ゆ
れ
。
…
…
）
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」
等
と
連
な
っ
て
い
く
明
確
か
つ

具
体
的
な
心
理
的
描
写
に
は
、
重
要
な
意
味
が
あ
る
。
四
季
折
々
の
具
体
的
な
自
然
景
と
、
そ
れ
を

５－５



清
水　

貝
原
益
軒
に
お
け
る
「
楽
」
と
学
び

見
た
り
感
じ
た
り
す
る
際
の
感
覚
の
描
出
、
ま
た
、
歌
や
詩
か
ら
の
引
用
等
は
、
物
事
の
見
方
に
つ

い
て
、
読
者
の
発
見
と
同
意
を
促
し
、
筆
者
と
同
様
の
感
覚
の
中
に
読
み
手
を
捉
え
こ
ん
で
い
く
。

『
楽
訓
』
に
お
け
る
益
軒
の
狙
い
は
、
読
者
の
感
覚
や
見
識
を
豊
か
な
も
の
に
し
、「
仁
」
や
「
理
」

に
関
わ
る
事
柄
に
つ
い
て
読
者
の
目
を
開
き
、
正
し
い
「
楽
」
に
至
る
た
め
の
適
切
な
「
内
の
楽
」

と
「
外
の
楽
」
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
益
軒
の
考
え
る
学
び
手
法
、
潜

在
的
で
望
ま
し
い
状
態
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
覚
を
促
す
と
い
う
、
学
び
の
手
続
き
を

確
か
に
踏
ん
で
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
う
し
た
感
覚
・
感
性
の
明
示
は
、「
楽
」
を
「
学
ぶ
」
と
い

う
『
楽
訓
』
全
体
の
意
図
と
深
く
関
係
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

お
わ
り
に

益
軒
は
、〈
人
間
が
人
間
ら
し
く
〉
生
き
る
そ
の
様
を
「
楽
」
と
称
し
、
人
間
は
こ
れ
を
目
指
し

て
生
き
る
べ
き
で
あ
る
と
説
い
た
。
益
軒
が
「
楽
」
を
私
た
ち
の
生
の
本
質
的
な
も
の
と
し
て
位
置

づ
け
た
こ
と
、
さ
ら
に
、
そ
の
適
切
な
様
相
を
具
体
的
に
人
々
に
示
そ
う
と
努
め
た
こ
と
は
、
お
お

い
に
評
価
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
に
「
楽
」
の
重
要
性
を
明
ら
か
に
し
た
こ

と
は
、
人
間
の
〈
生
〉
に
関
わ
る
あ
ら
ゆ
る
事
象
に
細
か
な
視
線
を
そ
そ
い
で
い
た
益
軒
の
卓
見
で

あ
っ
た
と
い
え
る
。「
楽
」
に
生
き
る
た
め
の
契
機
は
本
来
的
に
人
間
に
具
わ
っ
て
い
る
と
し
な
が

ら
も
、
そ
こ
に
至
る
た
め
に
は
学
び
、
す
な
わ
ち
「
知
」・〈
感
性
〉
の
共
有
を
必
要
と
す
る
見
解
も

納
得
の
い
く
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
れ
は
現
代
に
生
き
る
私
た
ち
の
「
楽
」
を
考
え
る
う
え
で
も

極
め
て
示
唆
的
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。　

「
楽
」（
た
の
し
み
）
と
い
う
人
間
の
感
情
と
そ
の
状
態
、
ま
た
、
そ
れ
を
引
き
起
こ
す
何
ら
か
の

事
象
は
、
私
た
ち
の
一
生
や
社
会
の
中
で
、
大
な
り
小
な
り
の
価
値
を
置
か
れ
て
き
た
も
の
と
い
え

る
。「
楽
」
は
、
実
際
の
日
々
の
思
考
や
行
動
に
お
い
て
重
大
な
位
置
を
占
め
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、

「
人
間
と
は
ど
の
よ
う
な
存
在
で
あ
る
か
」、「
何
を
な
す
べ
き
で
あ
る
か
」
を
と
い
う
倫
理
学
の
根

本
的
な
問
い
か
け
に
も
深
く
関
わ
る
も
の
だ
と
い
え
る
。
人
は
自
己
を
超
え
た
あ
ら
ゆ
る
存
在
）
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と
の

〈
繋
が
り
〉
の
中
に
置
か
れ
て
お
り
、
こ
れ
こ
そ
が
人
間
存
在
の
理
法
の
一
つ
で
あ
る
「
倫
理
）
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」
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。「
楽
」
は
、
こ
の
様
々
な
〈
繋
が
り
〉
を
形
成
し
、
ま
た
は
、
そ
の
〈
繋
が
り
〉

か
ら
自
然
的
に
発
生
し
、
ま
た
は
、
そ
の
〈
繋
が
り
〉
に
お
い
て
期
待
さ
れ
て
い
る
も
の
で
も
あ
る
。

私
た
ち
は
、
主
体
的
に
、
あ
る
い
は
無
意
識
的
に
「
楽
」
と
関
わ
り
な
が
ら
暮
ら
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、

自
己
と
対
象
の
間
の
〈
繋
が
り
〉
を
生
み
出
し
、
仲
介
し
、
説
明
し
、
保
持
し
、
そ
こ
に
巻
き
込
ま

れ
る
様
々
な
人
・
事
物
・
文
化
・
社
会
に
変
化
を
も
た
ら
す
。
と
な
れ
ば
、「
倫
理
」
を
考
え
る
上
で
、

「
楽
」
は
見
過
す
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

注　
　

（
１
）　

『
慎
思
録
』
巻
之
一
（
益
軒
会
編
『
益
軒
全
集　

巻
之
一
』、
益
軒
全
集
刊
行
部
・
一
九
一
〇―

一
九
一
一
、

以
下
『
全
集
１
』
）
二
十
三
頁
。
な
お
、
本
論
に
引
い
た
引
用
は
す
べ
て
『
益
軒
全
集
』
に
よ
る
。
ま
た
、
引
用

資
料
の
旧
字
体
は
通
行
字
体
に
、
変
体
仮
名
は
現
代
表
記
に
改
め
た
。
ま
た
、
漢
文
は
書
き
下
し
文
と
し
た
。

（
２
）　

田
畑
真
美
「
貝
原
益
軒
に
お
け
る
「
楽
」
に
つ
い
て
」『
富
山
大
学
人
文
学
部
紀
要
』
三
十
五
、一―

十
九
、
富

山
大
学
、
二
〇
〇
一
。

（
３
）　

岸
川
郁
子
「
近
世
漢
詩
文
の
研
究―

貝
原
益
軒
の
「
楽
し
み
」
の
意
味
に
つ
い
て―

」（
『
香
椎
潟
』
五
、三
十
五

―

四
十
七
、二
〇
〇
五
）
等
。

（
４
）　

『
養
生
訓
』
に
お
け
る
益
軒
の
「
楽
」
の
特
徴
に
つ
い
て
示
し
た
福
光
由
布
「
貝
原
益
軒
『
養
生
訓
』
に
見
ら

れ
る
「
養
生
」
と
「
楽
」」（
『
藝
術
研
究
』
二
十
一
・
二
十
二
、七
十
三―

八
十
五
、 

広
島
芸
術
学
会
、
二
〇
〇
九
）、

益
軒
の
思
想
に
お
け
る
「
楽
」
と
「
旅
」
と
の
関
係
を
示
し
た
八
木
清
治
「
貝
原
益
軒
の
旅
行
観
と
「
楽
」
の
思
想
」

（
武
蔵
大
学
人
文
学
会
雑
誌
三
十
六(

三)

、
武
蔵
大
学
、
二
〇
〇
五
）
等
が
あ
る
。

（
５
）　

注
２
を
参
照
。

（
６
）　

『
五
常
訓
』
巻
之
二
、（
『
全
集
３
』
）
二
四
九
頁
。

（
７
）　

「
天
地
万
物
を
生
ず
る
心
は
、
即
是
天
地
の
物
を
愛
す
る
の
理
な
り
」（
『
五
常
訓
』
巻
之
二
、（
『
全
集
３
』
）

二
四
六
頁
）。

（
８
）　

こ
の
〈
天
地
の
働
き
〉
は
「
天
地
の
大
徳
」（
「
易
に
、
天
地
の
大
徳
曰
生
。
大
徳
と
は
大
な
る
め
ぐ
み
な
り
。

生
と
は
万
物
を
う
み
い
か
す
を
云
ふ
。」（
『
五
常
訓
』
巻
之
一
、二
三
二
頁
）
）、「
生
」、「
生
理
」、「
元
」（
「
こ
の
心

を
生
と
云
ふ
、
即
ち
生
理
な
り
、
ま
た
元
と
い
ふ
」（
同
、
二
三
二
頁
）
）、「
造
化
の
理
」（
同
、
二
三
三
頁
）
等
、
様
々

な
呼
び
方
が
可
能
で
あ
る
。

（
９
）　

『
五
常
訓
』、
巻
之
二
（
『
全
集
３
』
）
二
四
九
頁
。

（
10
）　

『
大
和
俗
訓
』
巻
之
四
（
『
全
集
３
』
）
一
〇
五
頁
。

（
11
）　

「
聖
人
の
い
は
ゆ
る
道
な
る
も
の
は
、
天
地
の
生
理
に
し
て
、
太
和
の
元
気
、
常
に
生
生
と
し
て
息
ま
ず
。
蓋

し
四
時
に
流
行
し
て
、
万
古
息
ま
ざ
る
は
、
こ
れ
便
ち
万
化
の
本
源
、
品
物
の
出
づ
る
所
、
性
命
の
源
な
り
。」

（
『
大
疑
録
』
巻
之
下
（
『
全
集
２
』、
一
六
五
頁
）
）。
な
お
、
こ
こ
で
益
軒
は
よ
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
気
と
理

を
別
の
存
在
で
あ
る
と
見
做
さ
な
い
理
気
一
元
論
の
立
場
に
立
っ
て
い
る
。

（
12
）　

こ
の
よ
う
な
変
わ
る
こ
と
の
な
い
四
季
の
巡
り
、
一
定
の
形
式
を
も
っ
て
万
物
を
生
み
出
し
続
け
る
天
地
の
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人
間
文
化
創
成
科
学
論
叢　

第
一
八
巻　

二
〇
一
五
年

働
き
を
、
益
軒
は
「
天
地
の
誠
」（
『
五
常
訓
』
巻
之
一
（
『
全
集
３
』
）
二
三
九
頁
）
と
理
解
す
る
。

（
13
）　

『
大
疑
録
』
巻
之
下
（
『
全
集
２
』
）
一
六
五
頁
。

（
14
）　

「
天
の
気
一
た
び
地
に
著
け
ば
、
形
を
成
す
。
人
物
こ
れ
な
り
。
山
川
草
木
、
禽
獣
虫
魚
、
霜
雪
雨
露
に
至
る

ま
で
、
み
な
然
り
。」（
『
大
疑
録
』
巻
之
下
（
『
全
集
２
』
）、
一
六
八
頁
。

（
15
）　

『
大
和
俗
訓
』
巻
之
一
（
『
全
集
３
』
）
四
七
頁
。

（
16
）　

「
仁
者
の
心
は
、
わ
が
身
ひ
と
つ
を
利
と
せ
ず
、
万
物
と
わ
が
身
と
、
へ
だ
て
な
く
一
体
と
し
て
、
愛
せ
ざ
る

物
な
し
。
是
私
欲
の
へ
だ
て
な
く
し
て
、
公
な
る
故
に
、
我
が
心
よ
く
万
物
に
通
じ
、
人
の
う
れ
い
く
る
し
み

を
見
て
は
、
わ
が
う
れ
ひ
く
る
し
み
の
如
く
い
た
み
か
な
し
む
。
鳥
獣
草
木
ま
で
も
あ
は
れ
み
め
ぐ
み
て
、
そ

こ
な
わ
ず
。
鳥
獣
の
こ
ろ
さ
れ
、
草
木
の
み
だ
り
に
き
ら
る
る
を
見
て
も
、
い
た
む
心
あ
る
は
、
皆
我
と
一
体

な
れ
ば
也
」（
『
五
常
訓
』
巻
之
二
（
『
全
集
３
』
）
二
四
八
頁
）。
程
明
道
の
提
唱
し
た
「
天
地
万
物
一
体
の
仁
」

を
益
軒
も
継
承
し
て
い
る
。

（
17
）　

「
人
の
禽
獣
に
こ
と
な
る
は
、
仁
あ
る
を
以
て
な
り
。
五
常
五
倫
百
行
万
善
、
皆
仁
よ
り
い
づ
。」（
『
大
和
俗
訓
』

巻
之
二
（
『
全
集
２
』
）
二
四
四
頁
）。

（
18
）　

『
大
和
俗
訓
』
巻
之
一
（
『
全
集
３
』
）
四
十
七
頁
。

（
19
）　

『
楽
訓
』
巻
之
上
（
『
全
集
２
』
）
六
百
五
頁
。

（
20
）　

『
五
常
訓
』
巻
之
一
（
『
全
集
３
』
）
二
三
六
頁
。

（
21
）　

益
軒
の
思
想
の
根
底
に
は
、
天
に
対
す
る
強
い
報
恩
の
念
が
あ
る
。「
人
は
、
父
母
よ
り
生
ず
と
い
へ
ど
、
其

根
本
を
た
づ
ぬ
れ
ば
、
皆
天
地
の
恩
に
よ
り
て
む
ま
る
。
む
ま
れ
て
後
、
一
生
の
間
も
亦
天
地
の
め
ぐ
み
に
よ

り
て
身
を
た
つ
る
…
故
に
人
の
道
は
、
只
天
地
の
恩
よ
り
し
て
、
つ
か
へ
奉
る
に
有
。
天
地
に
つ
か
へ
奉
る
道
は
、

…
（
中
略
）
…
天
道
に
し
た
が
ひ
て
そ
む
か
ざ
る
に
あ
り
。」（
『
五
常
訓
』
巻
之
二
（
『
全
集
３
』
）
二
五
三
頁
）。

（
22
）　

『
初
学
訓
』
巻
之
四
（
『
全
集
３
』
）
三
十
三
頁
。

（
23
）　

『
楽
訓
』
巻
之
上
（
『
全
集
３
』
）
六
〇
六
頁
。

（
24
）　

「
人
の
元
気
は
、
も
と
是
天
地
の
万
物
を
生
ず
る
気
な
り
。
是
人
心
の
根
本
な
り
」（
『
養
生
訓
』
巻
之
二
（
『
全

集
３
』
）
四
九
七
頁
）。

（
25
）　

『
養
生
訓
』
巻
之
一
（
『
全
集
３
』
六
〇
六
頁
。

（
26
）　

『
楽
訓
』
巻
之
上
（
『
全
集
３
』
）
六
〇
六
頁
。

（
27
）　

「
世
の
人
ま
ど
し
く
し
て
は
う
れ
ひ
く
る
し
み
、
富
貴
を
う
ら
や
み
て
楽
な
く
、
富
貴
に
し
て
は
お
ご
り
お
こ

た
り
て
、
欲
を
ほ
し
い
ま
ま
に
し
、
財
を
つ
い
や
し
て
楽
を
も
と
む
れ
ど
、
欲
に
や
ぶ
ら
れ
て
か
へ
り
て
自
ら

く
る
し
み
、
人
を
く
る
し
ま
し
む
。」
ま
た
、「
世
俗
の
楽
は
、
其
楽
い
ま
だ
や
ま
ざ
る
に
、
は
や
く
わ
が
身
の
苦

し
み
と
ぞ
な
れ
る
。
た
と
へ
ば
味
よ
き
も
の
を
む
さ
ぼ
り
て
ほ
し
い
ま
ま
に
の
み
く
へ
ば
、
は
じ
め
は
快
し
と

い
へ
ど
、
や
が
て
病
お
こ
り
身
の
苦
し
み
と
な
れ
る
が
如
し
。
凡
世
俗
の
楽
は
心
を
迷
は
し
、
身
を
そ
こ
な
ひ
、

人
を
く
る
し
ま
し
む
。」（
『
楽
訓
』
巻
之
上
（
『
全
集
３
』
）
六
〇
九
頁
）。

（
28
）　

「
内
の
楽
を
本
と
し
、
耳
目
を
以
て
外
の
楽
を
得
る
媒
と
し
て
、
其
欲
に
な
や
ま
さ
れ
ず
、
天
地
万
物
の
景
気

の
う
る
は
し
き
を
感
ず
れ
ば
、
其
楽
か
ぎ
り
な
し
。」（
『
楽
訓
』
巻
之
上
『
全
集
３
』
）
六
〇
九
頁
）。

（
29
）　

『
楽
訓
』
巻
之
上
（
『
全
集
３
』
）
六
〇
六
頁
。

（
30
）　

『
楽
訓
』
巻
之
上
（
『
全
集
３
』
）
六
〇
七―

六
一
八
頁
よ
り
抽
出
。

（
31
）　

『
養
生
訓
』
巻
之
三
（
『
全
集
３
』
）
四
七
九
頁
。

（
32
）　

『
養
生
訓
』
巻
之
二
（
『
全
集
３
』
）
四
九
三
頁
。

（
33
）　

『
養
生
訓
』
巻
之
六
（
『
全
集
３
』
）
五
四
九
頁
。

（
34
）　

『
慎
思
録
』
巻
之
二
（
『
全
集
２
』
）
二
十
二
頁
。

（
35
）　

歴
史
的
な
背
景
と
し
て
、
歳
時
記
的
興
味
関
心
の
高
ま
り
や
俳
諧
等
の
興
隆
も
関
係
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
。

（
36
）　

『
大
和
俗
訓
』
巻
之
二
、（
『
全
集
２
』
）
六
十
九
頁
。

（
37
）　

益
軒
は
、
自
己
の
様
々
な
見
聞
や
経
験
等
か
ら
あ
る
説
を
立
て
よ
う
と
す
る
と
き
、
で
き
る
限
り
精
査
し
た

も
の
を
取
ろ
う
と
努
め
た
。
例
え
ば
、『
大
和
俗
訓
』
巻
之
一
に
お
い
て
、
学
問
は
「
博
く
学
び
、
審
に
問
ひ
、

慎
ん
で
思
ひ
、
明
か
に
弁
へ
、
篤
く
行
ふ
」（
『
全
集
３
』
五
十
六
頁
）
こ
と
を
重
視
せ
よ
と
い
う
。

（
38
）　

「
窮
理
」
に
関
し
て
、『
慎
思
録
』
巻
之
一
（
『
全
集
２
』
）
十
三
頁
に
、「
凡
そ
書
を
読
み
理
を
窮
む
る
者
は
、

博
く
且
つ
精
か
ら
ん
こ
と
を
欲
す
。
博
け
れ
ば
則
ち
天
下
の
理
に
於
い
て
通
ぜ
ぬ
所
無
し
。
博
き
と
精
し
き
の

二
者
備
わ
り
て
、
後
に
窮
理
の
学
を
為
す
べ
し
。
是
れ
知
の
致
す
の
道
な
り
。
あ
あ
、
窮
理
の
学
は
力
を
用
う

る
こ
と
久
し
け
れ
ば
、
則
ち
天
下
の
理
に
於
い
て
通
明
せ
ざ
る
所
無
し
。
其
楽
亦
大
な
ら
ず
や
。」
と
あ
る
。

（
39
）　

『
初
学
訓
』
巻
之
三
（
『
全
集
２
』
）
二
十
一
頁
。

（
40
）　

『
大
和
俗
訓
』
巻
之
一(

『
全
集
３
』
五
十
六
頁
。

（
41
）　

『
楽
訓
』
巻
之
上
（
『
全
集
３
』
）
六
〇
九
頁
。

（
42
）　

『
楽
訓
』
巻
之
上
（
『
全
集
３
』
）
六
〇
九
頁
。

（
43
）　

『
楽
訓
』
巻
之
上
（
『
全
集
３
』
）
六
〇
六
頁
。

（
44
）　

『
楽
訓
』
巻
之
上
（
『
全
集
３
』
）、
六
〇
七
頁
。

（
45
）　

『
楽
訓
』
巻
之
中
（
『
全
集
３
』
）、
六
一
九
頁
。

（
46
）　

『
楽
訓
』
巻
之
上
（
『
全
集
３
』
）、
六
〇
八
頁
。

（
47
）　

『
楽
訓
』
巻
之
上
（
『
全
集
３
』
）
六
〇
七
頁
。

（
48
）　

『
楽
訓
』
巻
之
中
（
『
全
集
３
』
）、
六
二
五
頁
。

（
49
）　

自
己
＝
理
性
・
ロ
ゴ
ス
と
捉
え
た
場
合
、
こ
れ
に
対
し
て
身
体
や
無
意
識
。
ま
た
、
統
一
的
な
自
己
に
対
し
て
、

他
者
、
物
、
共
同
体
、
自
然
、
宇
宙
、
理
法
、
神
等
。

（
50
）　

高
島
元
洋
編
著
『
近
世
日
本
の
儒
教
思
想―

山
崎
闇
斎
学
派
を
中
心
と
し
て　

第
一
分
冊
研
究
篇
』「
思
想

史
と
は
何
か―

『
日
本
倫
理
思
想
史
』
に
関
す
る
方
法
論
的
反
省
」（
お
茶
の
水
女
子
大
学
附
属
図
書
館
、
三―

三
〇
頁
、
二
〇
一
二
）
参
照
。
和
辻
哲
郎
『
日
本
倫
理
思
想
史
』
に
お
い
て
定
義
さ
れ
る
「
倫
理
」
の
「
間
柄
」

に
置
か
れ
る
べ
き
も
の
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
反
省
を
加
え
た
も
の
。
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KAIBARA Ekiken's Raku (Pleasure) and learning, focusing on Rakukun

SHIMIZU  Mahiro

Abstract

 Kaibara Ekiken, a confucian in Edo era, wrote the book Rakukun that illuminates appropriate 
Raku (pleasure) to people in 1710.  The purpose of this paper is to define what Ekiken thought is the 

authentic Raku, from three points of view, world, human and practice. It also clarifies the core of his 

Raku.

　In Rakukun, Ekiken asserts the Raku is very important for human-beings and people are not able 
to live without it.  His Raku can be divided into two types.  One is the Raku that people have by 

nature, the other is Raku that people obtain from things existing out of themselves, like foods, clothes, 

beautiful sceneries and books.  He thought those Raku emerge when people live according to Jin: 

virtuous of human-beings, and Michi: correct way to live.  That is his Raku means not only emotion, 

but form of existence.  He indicates that people must learn to control their hearts and keep sensibility 

to realize those Raku all the time.  That is why Ekiken described many kinds of Raku closely in 

Rakukun and aims to open their eyes.  His suggestion must be useful to consider of relationships 
between Raku and our lives in today. 

Keywords: Kaibara Ekiken, Rakukun, pleasure, learning, Edo era
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