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江
戸
時
代
中
期
の
儒
者
、
荻
生
徂
徠
（
一
六
六
六-

一
七
二
八
）
の
思
想
の
最
も
大
き
な
特
徴
は
、

丸
山
眞
男
や
吉
川
幸
次
郎
が
明
ら
か
に
す
る
よ
う
に
「
個
人
道
徳
と
政
治
と
の
非
連
続) 1

(

」
と
、
そ
の

上
で
の
「
政
治
的
思
惟
の
優
位) 2

(
」・「
政
治
の
道
徳
へ
の
優
先) 3

(

」
で
あ
る
と
従
来
言
わ
れ
て
き
た
。
こ

れ
は
徂
徠
が
一
貫
し
て
そ
の
関
心
を
治
国
平
天
下
（
政
治
）
に
傾
け
る
と
同
時
に
、
個
人
に
お
け
る

道
徳
的
修
養
に
価
値
を
見
出
さ
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
き
た
こ
と
に
よ
る
。
実
際
、
徂
徠
は
「
修

身
斉
家
治
国
平
天
下
」
を
一
つ
な
が
り
の
も
の
と
し
て
考
え
る
儒
教
の
定
説
に
対
し
、「
聖
人
の
道

も
専
ら
己
が
身
心
を
治
め
候
に
て
相
済
み
。
己
が
身
心
さ
へ
治
ま
り
候
へ
ば
。
天
下
国
家
も
を
の
づ

か
ら
に
治
ま
り
候
と
申
候
説
は
。
仏
老
の
緒
余
と
可
被
思
召
候) 4

(

。」
と
し
て
そ
の
連
続
を
否
定
し
、「
天

下
国
家
を
治
め
候
道
と
申
候
が
聖
人
の
道
の
主
意
に
て
御
座
候
。
た
と
ひ
何
程
心
を
治
め
身
を
修

め
。
無
瑕
の
玉
の
ご
と
く
に
修
行
成
就
候
共
。
下
を
わ
が
苦
世
話
に
致
し
候
心
無
御
座
。
国
家
を
治

む
る
道
を
知
り
不
申
候
は
ば
。
何
之
益
も
無
之
事
に
候) 5

(

。」
と
述
べ
る
。
し
た
が
っ
て
「
心
を
治
め

身
を
修
め
。
無
瑕
の
玉
の
ご
と
く
に
修
行
」
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
内
面
の
陶
冶
（
道
徳
）
を
重
視

し
な
い
立
場
に
お
い
て
、
捉
え
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
そ
の
人
間
理
解
に
焦
点
を
当
て
る
と
、
徂
徠
は
道
徳
（
「
孝
弟
忠
信
」
）
を
社
会

の
基
盤
と
し
て
考
え
て
お
り
、
人
々
に
こ
の
孝
弟
忠
信
の
態
度
を
義
務
付
け
て
い
る
こ
と
が
分
か

る
。
徂
徠
は
道
徳
を
よ
り
根
本
の
部
分
で
必
要
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
問
題
点
に
つ

い
て
は
、
平
石
直
昭
が
重
要
な
視
点
を
あ
げ
て
い
る
。
丸
山
や
吉
川
の
言
う
「
政
治
」・「
道
徳
」
の

範
囲
は
何
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
確
か
に
徂
徠
の
主
眼
は
「
安
天
下
」
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ

れ
は
「
狭
義
の
政
治
」
す
な
わ
ち
為
政
者
の
み
が
関
わ
る
よ
う
な
政
治
制
度
の
み
0

0

を
指
す
の
で
は
な

い
。
道
徳
を
「
宋
学
が
備
え
て
い
た
よ
う
な
個
人
の
内
面
で
行
わ
れ
る
「
誠
意
正
心
」
の
よ
う
な
工

夫
」
と
す
る
な
ら
、
確
か
に
徂
徠
は
「
道
徳
」
を
重
視
し
な
い
で
「
政
治
」
を
優
先
さ
せ
る
。
し
か

し
「
人
倫
一
般
に
と
っ
て
の
日
常
的
な
生
活
道
徳
」
も
「
道
徳
」
に
含
め
、「
狭
義
の
政
治
」
を
こ

れ
に
優
先
さ
せ
て
い
る
と
考
え
る
の
な
ら
ば
こ
れ
は
訂
正
の
必
要
が
あ
る
、
と
平
石
は
述
べ
る
。
し

た
が
っ
て
「
安
天
下
」
と
同
じ
意
味
で
用
い
ら
れ
る
と
き
の
「
政
治
」
は
狭
義
の
政
治
制
度
だ
け
を

指
す
の
で
は
な
く
、「
万
人
に
と
っ
て
の
普
遍
的
な
道
徳
規
範
そ
の
も
の
の
創
造
と
い
う
、
は
る
か

に
根
源
的
な
営
み
を
内
包
し
て
い
」
る
と
指
摘
す
る
の
で
あ
る) 6

(

。
本
稿
に
お
い
て
は
、
こ
の
立
場
か

荻
生
徂
徠
に
お
け
る
道
徳
の
意
義

―
―

「
中
」
の
概
念
を
め
ぐ
っ
て

德＊　

重　

公　

美

ら
「
安
天
下
」
の
道
徳
的
側
面
に
つ
い
て
更
に
考
察
を
進
め
、
道
徳
と
人
間
の
内
面
性
（
主
体
性
や

感
情
）
の
関
係
に
つ
い
て
言
及
す
る
。
徂
徠
の
考
え
る
道
徳
は
、
た
し
か
に
平
石
の
言
う
よ
う
に
個

人
の
内
面
で
行
わ
れ
る
工
夫
で
は
な
い
が
、
道
徳
規
範
が
内
面
性
の
一
切
と
無
関
係
に
考
え
ら
れ
た

の
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
を
示
す
た
め
、
本
稿
で
は
「
中
」
を
め
ぐ
る
概
念
（
特
に
「
中
和
」・「
中

庸
」
）
を
取
り
上
げ
る
。
な
ぜ
な
ら
、「
中
」
は
重
要
な
概
念
で
あ
る
「
性
」
や
「
徳
」、「
道
」
の
す

べ
て
に
お
い
て
言
及
さ
れ
る
根
本
と
な
る
概
念
で
あ
り
、
こ
こ
に
お
い
て
内
面
に
対
す
る
考
察
が
な

さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
徳
の
大
本
と
し
て
の
「
中
」
の
重
要
性
は
黒
住
真
も
取
り
上
げ
て
い
る

が) 7

(

、
本
稿
に
お
い
て
は
更
に
「
中
」
の
内
面
性
と
の
関
係
に
注
目
し
、「
天
下
を
安
ん
ず
る
道) 8

(

」
に

お
い
て
道
徳
が
そ
の
土
台
を
成
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
、
徂
徠
に
お
け
る
道
徳
の
位
置
づ
け
を
再
検

討
す
る
。

一
、
徂
徠
に
お
け
る
「
人
間
」―

―

「
材
」

「
徳
」
の
理
解
に
お
い
て
、
徂
徠
が
こ
れ
を
「
材
」
に
類
比
さ
せ
て
考
え
る
こ
と
に
、
こ
れ
ま
で
、

徂
徠
が
道
徳
に
関
心
を
示
さ
な
か
っ
た
と
結
論
付
け
ら
れ
て
き
た
理
由
の
一
つ
が
あ
る
。
丸
山
眞
男

が
徂
徠
の
「
徳
」
の
概
念
を
「
狭
義
の
徳
で
は
な
く
「
材
」
と
も
い
は
れ
る
様
に
、
広
く
特
殊
技
能

を
も
包
括
す
る) 9

(

」
と
説
明
す
る
よ
う
に
、
徂
徠
は
人
材
・
能
力
と
し
て
の
側
面
か
ら
人
間
を
捉
え
よ

う
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
徂
徠
の
関
心
が
「
治
国
平
天
下
」
に
あ
り
、
こ
れ
を
建
築
作
業
や
医

療
行
為
の
よ
う
に
考
え
て
、
す
べ
て
の
人
間
を
こ
れ
に
関
わ
る
「
衆
力
」
と
し
て
考
え
た
こ
と
に
よ

る
。天

下
を
安
ん
ず
る
は
、
一
人
の
能
く
な
す
所
に
非
ず
。
必
ず
衆
力
を
得
て
以
て
こ
れ
を
成
す
。
こ

れ
を
春
夏
秋
冬
備
り
て
、
し
か
る
の
ち
歳
功
成
す
べ
く
、
椎つ

い

鑿さ
く

刀と
う

鋸き
ょ

備
り
て
、
し
か
る
の
ち
匠
事

〔
キ
ー
ワ
ー
ド
〕
道
徳
／
中
／
和
／
中
庸
の
徳
／
孝
弟
忠
信

＊
平
成
二
〇
年
度
生　

比
較
社
会
文
化
学
専
攻



德
重　

荻
生
徂
徠
に
お
け
る
道
徳
の
意
義

な
す
べ
く
、
寒か

ん

熱ね
つ

補ほ

瀉し
ゃ

備
り
て
、
し
か
る
の
ち
医
術
施
す
べ
き
に
辟
ふ)10

(

。

「
衆
力
」
は
「
椎
鑿
刀
鋸
」
や
「
寒
熱
補
瀉
」
と
い
っ
た
道
具
や
効
用
に
置
き
か
え
ら
れ
て
表
現

さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
「
材
」
で
あ
る
。
し
か
し
、
徂
徠
に
お
い
て
人
間
は
た
だ
道
具
や
そ
の
働
き
と

し
て
の
み
考
え
ら
れ
た
の
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
喩
え
は
、「
活
物)11

(

」
と
も
表
現
さ
れ
る
、
人
間

の
生
き
生
き
と
活
動
す
る
様
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
人
間
が
生
み
出
す
活
動
は
次
の
よ

う
な
本
性
に
よ
っ
て
集
合
し
、
協
力
す
る
。

人
の
道
は
、
一
人
を
以
て
言
ふ
に
非
ざ
る
な
り
。
必
ず
億
万
人
を
合
し
て
言
を
な
す
者
な
り
。
今

試
み
に
天
下
を
観
る
に
、
孰
か
能
く
孤
立
し
て
群
せ
ざ
る
者
ぞ
。
士
農
工
商
は
、
相
助
け
て
食
ふ

者
な
り
。
か
く
の
ご
と
く
な
ら
ず
ん
ば
、
す
な
は
ち
存
す
る
こ
と
能
ず
。
盗
賊
と
い
へ
ど
も
必
ず

党
類
あ
り
。
か
く
の
ご
と
く
な
ら
ず
ん
ば
、
す
な
は
ち
ま
た
存
す
る
こ
と
能
は
ず)12

(

。

人
間
は
「
孤
立
」
し
て
は
生
き
て
い
か
れ
な
い
と
い
う
本
性
を
持
つ
。
先
の
引
用
で
人
間
は
「
椎

鑿
刀
鋸
」
や
「
寒
熱
補
瀉
」
な
ど
に
喩
え
ら
れ
て
い
た
が
、
こ
こ
に
は
徂
徠
の
人
間
観
に
お
い
て
も

う
一
つ
重
要
な
点
が
含
ま
れ
て
い
る
。
種
々
の
道
具
、
役
割
に
例
え
ら
れ
た
人
間
が
そ
れ
ぞ
れ
交
代

で
き
な
い
関
係
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
椎
は
鑿
・
刀
・
鋸
の
代
用
を
果
た
す
こ
と
は

で
き
ず
、
寒
・
熱
・
補
・
瀉
は
そ
れ
ぞ
れ
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
働
き
と
し
て
区
別
さ
れ
る
。
こ
こ
で

は
人
間
は
「
士
農
工
商
」
で
総
称
さ
れ
る
が
、
こ
の
四
者
も
同
様
に
区
別
さ
れ
る
。
更
に
厳
密
に
言

え
ば
、
徂
徠
は
「
凡
ソ
人
タ
ル
者
ノ
生
レ
附
、
其
器
量
・
才
智
、
人
々
各
別
ナ
ル
者
ニ
テ
、
一
様
ナ

ル
人
ハ
天
地
ノ
間
ニ
無
レ

之
事)13

(

」
と
し
て
、
人
間
一
人
一
人
が
「
各
別
」
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
る
。
個
々

人
の
違
い
が
生
得
的
な
も
の
（
「
性
」
）
に
由
来
す
る
も
の
と
考
え
て
人
間
の
本
来
的
な
個
別
性
を

強
調
し)14

(

、「
性
は
人
人
殊
な
り
。
故
に
徳
も
ま
た
人
人
殊
な
り

）
15
（

。」
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ

れ
が
先
に
あ
げ
た
本
性
に
繋
が
る
。
人
間
は
「
性
の
近
き
所
に
随
ひ
、
養
ひ
て
以
て
そ
の
徳
を
成
」

し
、「
徳
立
ち
て
材
成
」
れ
ば
、
そ
の
「
材
の
成
る
に
及
ん
で
や
、
聖
人
と
い
へ
ど
も
ま
た
及
ぶ
こ

と
能
は
ざ
る
者
あ
り)16

(

」
と
も
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
人
に
固
有
の
優
れ
た
能
力
を
発
揮
す
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ほ
ど
ま
で
の
完
成
は
「
一
徳
を
以
て
こ
れ
を
言
ふ
」
の
で
あ
り
、
一
人
で
「
衆

徳
」
を
具
え
、
あ
ら
ゆ
る
方
面
に
お
い
て
能
力
を
発
揮
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
。

聖
人
さ
え
自
分
と
異
な
る
「
徳
」
や
「
材
」
の
所
持
者
を
頼
る
よ
う
に
、
人
間
一
人
で
は
力
が
及
ば

な
い
所
が
必
ず
あ
り
、
そ
の
た
め
に
、
人
は
「
孤
立
し
て
群
せ
ざ
る
」
に
は
お
れ
ず
、
士
農
工
商
は

「
相
助
け
て
食
」
う
こ
と
で
「
存
す
る
」
の
で
あ
る
。

し
か
し
人
間
の
本
性
は
生
存
だ
け
を
目
的
に
し
た
利
己
的
な
意
志
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
は
い
な

い
。
徂
徠
に
お
い
て
、
こ
れ
は
「
相
親
し
み
相
愛
し
相
生
じ
相
成
し
相
輔
け
相
養
ひ
相
匡
し
相
救

ふ
者
は
、
人
の
性
然
り
と
な
す)17

(

」
と
も
表
現
さ
れ
、
よ
り
利
他
的
な
意
志
を
含
む
も
の
と
し
て
理
解

さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。「
親
愛
生
養
の
性)18

(

」
と
も
述
べ
ら
れ
る
こ
の
性
質
は
、「
士
農
工
商
」
と

「
盗
賊
」
の
間
に
違
い
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
無
条
件
に
人
間
が
具
え
て
い
る
も
の
で
は
な
い
が
、

「
先
王
の
道
」（
後
に
あ
げ
る
「
礼
楽
」
）
に
よ
っ
て
発
揮
す
る
こ
と
に
な
る
正
し
い
方
向
性
で
あ
り
、

誰
も
に
共
通
し
て
望
ま
れ
る
性
質
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

人
の
性
は
殊
な
り
と
い
へ
ど
も
、
然
れ
ど
も
知
愚
賢
不
肖
と
な
く
、
み
な
、
相
愛
し
相
養
ひ
相
補

け
相
成
す
の
心
、
運
用
営
為
の
才
あ
る
者
は
一
な
り)19

(

。

「
運
用
営
為
の
才
」
と
は
、
物
や
技
を
用
い
て
工
夫
を
凝
ら
す
才
能
の
こ
と
で
、
活
物
で
あ
る
人

間
の
活
動
の
様
子
の
一
つ
を
語
る
も
の
で
あ
る
。
徂
徠
は
、
人
間
と
は
互
い
に
関
わ
り
あ
っ
て
生
か

し
あ
お
う
と
す
る
意
志
に
よ
っ
て
集
合
し
、
各
々
の
才
能
が
生
み
出
す
活
動
の
中
で
生
き
る
と
考
え

た
の
で
あ
る
。
人
間
が
必
然
的
に
生
み
出
す
主
体
的
行
為
は
そ
れ
が
適
切
な
仕
方
で
あ
れ
ば
、
す
べ

て
固
有
の
働
き
を
持
つ
社
会
に
欠
か
せ
な
い
「
衆
力
」
と
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
人
間
観
を
尾
藤
正
英
は
「
徂
徠
が
「
人
」
を
、
何
ら
か
の
社
会
的
役
割
を
担
う
存
在

と
し
て
考
え
て
い
た
こ
と
を
、
協
同
性
と
役
割
分
担
能
力
と
の
二
つ
の
要
素
に
分
け
て
、
理
論
的
に

表
現
し
た
も
の
と
解
釈
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う)20

(

」
と
ま
と
め
る
。
協
同
性
と
は
「
相
助
け
て
食
」
お
う

と
す
る
本
性
、「
親
愛
生
養
の
性
」
の
こ
と
で
あ
り
、
役
割
分
担
能
力
と
は
人
間
の
「
材
」
と
し
て

の
社
会
と
の
関
わ
り
方
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
「
人
」
の
解
釈
に
お
い
て
重
要
と
な
る
の
は
こ
こ

に
と
ど
ま
ら
な
い
。「
相
助
け
て
食
」
お
う
と
す
る
協
同
性
が
必
ず
「
親
愛
生
養
の
性
」
に
基
づ
く

と
考
え
ら
れ
て
い
る
点
に
、
徂
徠
の
考
え
る
「
人
」
は
そ
の
内
面
（
主
体
性
）
に
お
け
る
問
題
を
更

に
含
ん
で
お
り
、
道
徳
は
こ
の
問
題
に
関
わ
っ
て
「
社
会
的
役
割
を
担
う
存
在
」
と
な
る
ま
さ
に
そ

の
前
提
と
し
て
重
視
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

二
、「
中
和
」

　

以
上
の
よ
う
に
、「
徳
」
は
能
力
（
「
材
」
）
に
近
い
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
が
、「
徳
」
の
形
成

を
よ
り
根
本
的
な
部
分
で
支
え
る
も
の
が
「
中
和
の
気
」
と
呼
ば
れ
る
個
々
人
に
お
け
る
主
体
性
で

あ
る
。
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二
〇
〇
八
年

喜
怒
哀
楽
も
、
ま
た
人
の
必
ず
あ
る
所
の
者
な
り
。
然
れ
ど
も
そ
の
動
き
の
偏
勝
し
て
節
に
中
ら

ざ
る
と
き
は
、
す
な
は
ち
必
ず
、
中
和
の
気
を
傷

そ
こ
な

ひ
て
、
以
て
そ
の
恒
性
を
失
ふ
に
至
る
。
徳
の

成
り
難
き
所
以
な
り)21

(

。

　

そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
こ
の
「
中
和
」
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
そ
の
詳
細
を
取
り
上
げ
る
。
徂
徠
は

「
中
和
の
気
」
に
つ
い
て
「
中
気
」
と
「
和
気
」
に
分
け
て
説
明
を
加
え
る
。
ま
ず
は
「
中
気
」
を

取
り
上
げ
る
。

中
と
は
諸
物
の
中
央
に
在
り
て
、
頗
る
移
動
す
べ
き
に
譬
ふ
。
鳥
能
く
飛
ぶ
も
潛
る
能
は
ず
。
魚

能
く
潛
る
も
飛
ぶ
能
は
ず
。
皆
殊
異
の
性
を
稟
く
る
者
な
り
。
人
は
則
ち
然
ら
ず
。
異
稟
有
り
と

雖
も
、
然
れ
ど
も
已は

な
は
だ甚

し
く
す
る
能
は
ざ
る
者
は
、
而
ち
相
親
み
相
愛
し
相
助
け
相
養
ふ
の
性
、

人
人
相
若
け
ば
な
り
。
是
れ
中
気
の
使
む
る
所
に
し
て
、
既
に
こ
れ
を
嬰
孩
の
際
に
見
る
。
聖
人

性
の
同
じ
き
を
賭み

る
有
り
て
中
庸
の
徳
を
立
て
、
天
下
の
人
を
し
て
皆
務
め
て
以
て
基
と
為
さ
し

む)22

(

。
こ
こ
で
言
わ
れ
る
「
中
」
は
、
歩
み
寄
る
こ
と
の
で
き
る
同
じ
種
類
の
生
き
物
で
あ
る
と
い
う

一
体
感
で
あ
る
。
人
間
は
、
互
い
が
魚
と
鳥
の
よ
う
に
、
根
本
か
ら
ま
っ
た
く
異
な
っ
て
い
る
者
同

士
で
は
な
い
。
何
ら
か
の
要
素
に
よ
っ
て
繋
が
っ
て
お
り
、
そ
の
共
通
し
た
要
素
に
お
い
て
歩
み
寄

る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
万
人
に
共
通
す
る
要
素
と
し
て
考
え
ら
れ
た
も
の
が

「
相
親
み
相
愛
し
相
助
け
相
養
ふ
の
性
」
で
あ
る
。
さ
て
、
こ
の
よ
う
な
性
質
を
万
人
が
等
し
く
発

揮
し
う
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
先
に
述
べ
た
が
、
こ
こ
に
お
い
て
こ
の
性
質
が
「
嬰
孩
の
際
」

の
「
異
稟
有
り
と
雖
も
、
然
れ
ど
も
已は

な
は
だ甚

し
く
す
る
能
は
ざ
る
者
」
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と

が
分
か
る
。
生
ま
れ
た
そ
の
と
き
か
ら
互
い
に
助
け
合
お
う
と
積
極
的
に
取
り
組
む
姿
が
見
ら
れ
る

の
で
は
勿
論
な
く
、
感
情
に
ま
か
せ
て
行
動
を
起
こ
す
こ
と
が
な
い
と
い
う
こ
と
に
、
徂
徠
は
「
相

親
み
相
愛
し
相
助
け
相
養
ふ
」
状
況
を
見
た
と
い
え
よ
う
。
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
頃
の
様
子
を
、
徂

徠
は
『
礼
記
』
か
ら
引
用
し
て
「
静
か
」
で
あ
る
と
し
、
感
情
が
行
動
を
左
右
し
な
い
状
態
で
あ
る

と
捉
え
て
い
る
。

そ
の
嬰
孩
の
初
、
喜
怒
哀
楽
の
い
ま
だ
事
を
用
ひ
ざ
る
の
時
を
以
て
こ
れ
（
中
）
を
言
ふ
。
い
は

ゆ
る
「
人
生
ま
れ
て
静
か
」
と
い
ふ
者
こ
れ
（
中―

引
用
者
注
）
な
り)23

(

。

「
性
」
の
生
得
的
な
特
殊
性
は
徂
徠
の
強
調
す
る
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、「
人
性
の
初
め
、
嬰
孩
の

時
、
其
の
性
質
の
殊
、
未
だ
見
て
以
て
之
を
言
ふ
可
か
ら
ざ
る
…
（
以
下
略
）)24

(

」
と
も
述
べ
ら
れ
る

よ
う
に
、
人
は
生
ま
れ
た
と
き
か
ら
そ
の
特
殊
性
が
明
ら
か
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
の
で
は
な
い
。

そ
し
て
喜
怒
哀
楽
は
個
々
の
「
性
」
に
応
じ
て
無
自
覚
に
引
き
起
こ
さ
れ
る
も
の
（
「
思
慮
に
渉
ら

ざ
る
者)25

(

」
）
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
徂
徠
に
お
い
て
「
性
」
と
「
情
」
は
「
相
属
す
る)26

(

」
と
し
て
、

同
様
に
み
な
さ
れ
て
い
る
。
嬰
孩
は
、
未
だ
そ
の
個
体
差
が
明
ら
か
で
は
な
い
た
め
に
、
感
情
は
穏

や
か
で
、
互
い
を
害
す
る
ほ
ど
に
情
動
的
に
活
動
す
る
こ
と
が
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
性
質
の
表
現
で

あ
る
感
情
を
「
已は

な
は
だ甚

し
く
す
る
能
は
ざ
る
」
こ
と
を
通
し
て
一
つ
の
ま
と
ま
り
を
な
す
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
感
情
が
「
静
か
」
で
あ
る
状
態
に
よ
っ
て
共
存
し
て
い
る
こ
の
様
子
を
、
徂
徠
は
「
中
気
」

す
な
わ
ち
「
相
親
み
相
愛
し
相
助
け
相
養
ふ
」
意
志
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。「
中
」

と
は
、
す
な
わ
ち
、
人
間
が
共
通
し
て
持
つ
「
親
愛
生
養
の
性
」
を
発
揮
さ
せ
、
感
情
的
に
行
動
す

る
こ
と
の
な
い
人
間
の
姿
を
言
う
も
の
な
の
で
あ
り
、
皆
が
同
様
に
そ
う
す
る
こ
と
で
一
致
す
る
こ

と
を
言
う
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
人
間
は
生
ま
れ
て
か
ら
す
ぐ
に
成
長
を
始
め
て
、
そ
れ
ぞ
れ
「
各
別
」
に
な
る

べ
く
分
か
れ
て
い
く
。
活
物
で
あ
る
人
は
人
や
物
に
働
き
か
け
な
が
ら
様
々
に
変
化
す
る
事
態
を
生

き)27

(

、
そ
の
中
で
、
生
ま
れ
持
っ
た
特
殊
な
「
性
」
を
成
就
さ
せ
て
い
く
。
こ
れ
に
従
っ
て
、
感
情

も
そ
の
性
に
応
じ
て
様
々
に
表
出
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
、「
嬰
孩
の
際
」
に
実
現
し
た
よ
う
な
「
中
」

は
す
ぐ
に
失
わ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
が
、
初
期
に
経
験
し
た
は
ず
の
全
体
と
し
て
の
一
致
は
「
性
」

が
そ
の
特
殊
性
を
発
揮
し
始
め
て
か
ら
も
継
続
し
て
達
成
可
能
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
。
こ
れ
が

「
和
」
で
あ
る
。

　

「
中
」
は
「
相
親
み
相
愛
し
相
助
け
相
養
ふ
」
と
い
う
共
通
の
性
質
を
発
揮
し
て
「
異
稟
有
り
と

雖
も
、
然
れ
ど
も
已
甚
し
く
す
る
能
は
ざ
る
」
こ
と
で
一
致
す
る
一
体
感
を
言
う
が
、「
和
」
は
「
性

の
異
稟
既
に
発
せ
し
の
後
」
を
前
提
と
す
る
、「
嬰
孩
の
際
」
に
見
ら
れ
た
「
中
」
と
は
異
な
る
一

体
感
で
あ
る
。
徂
徠
は
「
和
気
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

和
と
は
、
和
循
し
て
悖
ら
ざ
る
な
り
。
凡
そ
和
と
言
ふ
者
は
、
皆
殊
異
な
る
者
の
相
悖
ら
ざ
る
を

謂
ふ
な
り
。
…
性
の
異
稟
既
に
発
せ
し
の
後
、
能
く
礼
楽
の
節
に
中
る
所
以
の
者
は
和
気
の
使
む

る
所
な
り
。
聖
人
性
の
異
を
賭み

る
有
り
て
、
礼
楽
の
道
を
立
て
、
天
下
の
人
を
し
て
皆
由
り
て
以

て
徳
を
成
さ
し
む)28

(

。

「
異
稟
既
に
発
せ
し
の
後
」
と
は
、
人
間
が
己
の
「
性
」
の
本
来
的
に
与
え
ら
れ
た
そ
の
特
殊
さ

４―３



德
重　

荻
生
徂
徠
に
お
け
る
道
徳
の
意
義

を
「
徳
」
や
「
材
」
と
い
っ
た
形
で
発
揮
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
を
前
提
と
す
る
「
和
」
は
、
同

じ
性
質
を
発
揮
し
て
一
致
す
る
こ
と
よ
り
も
互
い
に
異
な
る
性
質
を
発
揮
す
る
こ
と
を
積
極
的
に
容

認
し
、
そ
の
上
で
、
成
長
し
自
他
を
各
別
な
も
の
に
せ
し
め
て
い
く
個
々
人
が
、
そ
れ
で
も
矛
盾
し

な
い
状
況
の
こ
と
を
指
す
。
徂
徠
は
社
会
を
「
椎
鑿
刀
鋸
」
や
「
寒
熱
補
瀉
」、「
士
農
工
商
」
な
ど

の
異
な
る
「
徳
」
の
集
合
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
こ
れ
ら
別
々
の
働
き
が
協
力
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
達
成
さ
れ
る
理
想
的
な
状
態
を
「
和
」
で
表
現
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
「
和
」
は
「
中
」

で
語
ら
れ
た
一
致
の
方
法
と
無
関
係
に
成
立
す
る
の
で
は
な
い
。「
材
」
と
し
て
の
人
間
に
よ
っ
て

充
実
す
る
社
会
を
導
く
も
の
は
「
和
気
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
人
を
「
礼
楽
の
節
に
中
」
ら
せ
る
こ

と
に
よ
っ
て
「
和
」
を
可
能
に
さ
せ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。「
礼
楽
」
と
は
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
ま

た
後
に
取
り
上
げ
る
が
、
い
わ
ゆ
る
礼
儀
と
音
楽
の
こ
と
で
「
礼
」
が
「
中
」
を
、「
楽
」
が
「
和
」

を
そ
れ
ぞ
れ
実
現
さ
せ
る
た
め
の
方
法
で
あ
り
、「
和
気
」
は
互
い
が
協
力
す
る
た
め
に
「
礼
楽
」

と
言
わ
れ
る
方
法
を
選
択
せ
し
め
る
の
で
あ
る
。

今
見
た
よ
う
に
、「
中
」
と
「
和
」
は
「
相
因
る)29

(
」
と
言
わ
れ
る
密
接
な
関
係
に
あ
る
。
そ
こ
で
、

あ
ら
た
め
て
「
中
和
」
を
問
う
こ
と
で
、
こ
れ
ら
が
社
会
の
理
想
的
な
調
和
状
態
の
二
つ
の
側
面
で

あ
る
と
い
う
こ
と
を
見
る
こ
と
に
す
る
。

「
中
和
」
の
概
念
は
、
自
己
が
そ
の
「
性
」
の
ま
ま
、
思
い
の
ま
ま
に
生
き
よ
う
と
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
「
傷
」
な
わ
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
、
先
に
引
用
し
た
徂
徠
の
言
葉
か
ら
明
ら

か
で
あ
る
。
そ
し
て
徂
徠
は
こ
れ
を
「
喜
怒
哀
楽
」
が
「
偏
勝
」
す
る
事
態
で
あ
る
と
も
述
べ
て
い

る
。
す
で
に
取
り
上
げ
た
が
、
喜
怒
哀
楽
は
「
性
」
そ
の
も
の
と
し
て
「
徳
」
の
形
成
に
関
わ
る
問

題
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。
更
に
、「
性
」
と
「
道
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
徂
徠
が
「
人
お
の
お

の
そ
の
性
の
近
き
所
に
随
ひ
て
、
以
て
道
の
一
端
を
得
ん)30

(

」
と
述
べ
る
一
方
で
、「
人
人
性
に
率
は
ば
、

自
然
に
み
な
道
に
合
す
と
謂
ふ
に
は
非
ざ
る
な
り)31

(

」
と
も
述
べ
る
理
由
が
ま
さ
に
感
情
の
問
題
に
あ

り
、「
性
」
そ
の
ま
ま
に
生
き
た
時
の
人
間
の
「
自
然
」
状
態
に
対
す
る
徂
徠
の
理
解
が
二
つ
を
区

別
す
る
の
で
あ
る
。

徂
徠
に
お
い
て
人
間
の
「
自
然
」
と
は
「
情
」
的
に
生
き
る
こ
と
を
意
味
す
る
と
い
え
る
。「
情
」

は
「
性
」
の
嘘
偽
り
な
い
表
現
に
等
し
い
と
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
た
だ
己
の
性
質
に
従

い
、
感
情
の
み
を
頼
り
に
行
動
す
る
こ
と
は
、
徂
徠
に
次
の
よ
う
な
状
態
を
連
想
さ
せ
た
。

「
自
然
」
状
態
を
、
徂
徠
は
世
界
の
原
初
的
な
状
態
に
見
て
い
る
。
徂
徠
は
、
伏
羲
・
神
農
・
黄

帝
が
作
っ
た
と
さ
れ
る
、
文
字
や
楽
器
な
ど
の
道
具
や
農
耕
な
ど
の
技
術
の
活
用
を
教
え
る
「
利
用

厚
生
の
道
」
や
、
更
に
そ
の
後
、
堯
舜
に
よ
っ
て
五
倫
を
始
め
と
す
る
人
間
関
係
を
正
し
く
構
築
さ

せ
る
「
正
徳
の
道
」
が
立
て
ら
れ
る
以
前
の
、
原
初
的
世
界
に
い
る
人
間
を
、
人
間
の
「
自
然
」
な

姿
と
し
て
捉
え
て
い
る
の
で
あ
る)32

(

。
つ
ま
り
、「
利
用
厚
生
の
道
」
も
「
正
徳
の
道
」
も
一
切
な
い

原
初
に
お
い
て
、
人
は
農
業
を
営
む
知
恵
も
な
く
、
家
を
建
て
る
こ
と
も
衣
服
を
作
る
こ
と
も
行
わ

ず
、
人
間
関
係
を
整
え
る
礼
節
も
ま
だ
持
た
ず
、
た
だ
動
物
の
よ
う
に
そ
こ
に
生
き
て
い
る
。
こ
れ

が
「
自
然
」
に
生
き
た
人
間
の
姿
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
平
石
直
昭
の
表
現
を
か
り
れ

ば
、
こ
の
原
初
的
自
然
に
は
「
お
よ
そ
認
識
や
価
値
の
基
準
、
意
味
の
大
系
や
行
為
の
定
型
が
な
く
、

た
だ
禽
獣
に
ひ
と
し
い
人
類
」
が
い
て
、「
殆
ど
未
加
工
の
天
地
自
然)33

(

」
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
そ

こ
に
お
い
て
、
人
は
己
の
「
性
」
だ
け
を
頼
り
に
行
為
を
生
み
出
す
。
何
の
拠
り
所
も
持
た
な
い
「
自

然
」
な
人
間
に
と
っ
て
は
、
生
得
的
な
「
性
」
だ
け
が
唯
一
の
行
為
基
準
だ
か
ら
で
あ
る
。
徂
徠
に

お
い
て
、
人
が
た
だ
「
情
」
的
な
状
態
に
と
ど
ま
り
、
そ
の
「
情
」
に
の
み
従
う
こ
と
の
延
長
線
上

に
は
、
こ
の
よ
う
な
姿
が
看
取
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
感
情
に
対
す
る
注
意
が
促
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
感
情
と
関
わ
る

も
の
が
「
中
」
で
あ
る
。
徂
徠
に
と
っ
て
、
感
情
は
無
自
覚
に
沸
き
起
こ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
否
定

さ
れ
得
ず
、
ま
た
「
性
」
と
結
び
つ
い
た
自
己
の
表
現
方
法
で
あ
る
か
ら
、
己
の
「
性
」
を
知
る
手

が
か
り
と
し
て
重
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
感
情
だ
け
で
は
先
の
禽
獣
に
ひ
と
し
い
「
自
然
」
状
態
を

導
く
だ
け
で
あ
る
。
人
間
の
「
性
」
は
生
得
的
に
異
な
る
た
め
、「
自
然
」
に
生
き
た
と
し
て
も
「
和
」

の
条
件
で
あ
る
「
異
稟
既
に
発
せ
し
」
こ
と
は
達
成
さ
れ
る
。
し
か
し
、
真
に
「
和
」
す
る
た
め
に

は
「
中
」
が
不
可
欠
な
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
「
中
和
」
と
は
、
成
長
し
、
生
ま
れ
持
っ
た
特
殊
な
「
性
」
が
確
立
さ
れ
れ
ば
さ
れ

る
ほ
ど
鋭
敏
で
激
し
や
す
い
感
情
を
抑
え
な
が
ら
行
動
を
制
し
、
そ
の
上
で
一
人
と
し
て
同
じ
者
が

い
な
い
十
人
十
色
の
個
々
人
が
、
協
力
し
合
っ
て
達
成
さ
せ
る
社
会
全
体
と
し
て
の
充
実
を
表
現
し

て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。「
和
」
は
徂
徠
が
人
間
の
「
材
」
や
「
衆
力
」
と
い
う
捉
え
か
た
を
通

し
て
語
る
社
会
の
あ
り
方
に
等
し
い
が
、
こ
の
社
会
的
調
和
を
支
え
る
も
う
一
つ
の
側
面
を
徂
徠
は

「
中
」
を
通
し
て
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。「
中
和
の
気
」
と
は
こ
の
「
中
和
」
を
志
す
主
体
性
、
特

に
個
人
の
内
面
に
お
け
る
働
き
に
注
目
し
て
言
え
ば
、
情
動
的
に
行
動
し
な
い
よ
う
に
感
情
の
節
制

を
心
掛
け
る
意
志
な
の
で
あ
る
。
先
に
、
人
間
が
必
然
的
に
生
み
出
す
主
体
的
行
為
は
そ
れ
が
適
切
0

0

な
仕
方
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

各
自
が
「
衆
力
」
と
な
る
こ
と
を
述
べ
た
が
、
個
人
に
お
い
て
は
「
中

和
の
気
」
を
維
持
す
る
こ
と
が
重
視
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
維
持
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
相
助

け
て
食
」
お
う
と
す
る
協
同
性
は
「
親
愛
生
養
の
性
」
に
基
づ
い
て
正
し
く
発
揮
さ
れ
る
か
ら
で
あ

る
。
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三
、「
中
庸
」

さ
て
、「
中
和
の
気
」
を
通
し
て
、
感
情
を
節
制
し
よ
う
と
す
る
意
志
が
重
視
さ
れ
る
こ
と
を
述

べ
た
が
、
徂
徠
に
よ
れ
ば
、
た
だ
節
制
し
よ
う
と
自
分
に
働
き
か
け
る
（
「
我
が
心
を
以
て
我
が
心

を
治
む
る
」
）
こ
と
は
「
譬
へ
ば
狂
者
み
づ
か
ら
そ
の
狂
を
治
む
る)34

(

」
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
し
て

否
定
さ
れ
る
。
自
分
で
自
分
に
働
き
か
け
る
こ
と
は
、
特
殊
な
「
性
」
の
影
響
を
免
れ
な
い
か
ら
で

あ
る
。
そ
れ
で
は
「
中
和
」
は
ど
の
よ
う
に
し
て
達
成
さ
れ
る
の
か
。
こ
の
問
題
に
関
わ
る
も
の
が
、

既
に
取
り
上
げ
て
い
る
「
礼
楽
」
す
な
わ
ち
「
道
」
で
あ
る
。「
中
和
の
気
」
と
い
う
主
体
性
は
「
礼

楽
」
を
用
い
る
こ
と
に
働
く
こ
と
に
な
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

礼
楽
な
る
者
は
、
徳
の
則
な
り
。
中
和
な
る
者
は
、
徳
の
至
り
な
り
。
…
然
れ
ど
も
中
和
は
形
な

く
、
意
義
の
能
く
尽
く
す
所
に
非
ず
。
故
に
礼
は
以
て
中
を
教
へ
、
楽
は
以
て
和
を
教
ふ
。
先
王

の
、
中
和
に
形
づ
く
れ
る
な
り
。
礼
楽
は
言

も
の
い

は
ざ
れ
ど
も
、
能
く
人
の
徳
性
を
養
ひ
、
能
く
人
の

心
思
を
易か

ふ
。
心
思
一
た
び
易
れ
ば
、
見
る
所
お
の
づ
か
ら
別
る)35

(

。

「
中
和
」
は
こ
こ
で
は
「
徳
」
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
人
々
が
個
々
に
特
有
の
「
徳
」

を
発
揮
さ
せ
て
「
中
和
」
と
い
う
状
態
を
現
実
に
お
い
て
達
成
す
る
こ
と
を
言
う
。「
礼
楽
」
は
こ

の
達
成
の
手
段
な
の
で
あ
る
。

「
礼
楽
」
と
は
徂
徠
の
「
道
」
の
定
義
の
一
つ
で
あ
り
、
徂
徠
に
と
っ
て
の
絶
対
者
で
あ
る
「
聖
人
」

が
定
め
た
唯
一
の
正
当
性
を
持
っ
た
拠
り
所
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る)36

(

。
さ
て
、
こ
の
「
礼
楽
」

に
つ
い
て
、
徂
徠
が
説
明
す
る
限
り
に
お
い
て
そ
の
詳
細
を
述
べ
る
と
、
ま
ず
音
楽
は
「
先
王
の
…

楽
を
制
す
る
や
、
八
声
五
音
、
相
和
し
て
以
て
相
済
す
こ
と
、
な
ほ
五
味
の
和
す
る
が
ご
と
く
、
以

て
人
の
徳
を
養
ひ
、
以
て
天
地
の
和
気
を
感
召
す)37

(

」
る
。
音
楽
の
様
々
な
音
が
合
わ
さ
っ
て
演
奏
さ

れ
る
さ
ま
が
調
和
の
バ
ラ
ン
ス
を
そ
の
ま
ま
体
現
し
て
い
る
と
徂
徠
は
考
え
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て

人
は
音
楽
を
通
し
て
音
楽
の
内
包
す
る
「
和
」
の
様
子
に
自
然
と
感
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
同
時
に
、

音
楽
は
「
能
く
そ
の
（
喜
怒
哀
楽
の―

引
用
者
注
）
躁
動
を
制
し
、
そ
の
過
甚
を
防
ぐ)38

(

」。
す
な
わ

ち
、
徂
徠
に
よ
れ
ば
、
音
楽
は
喜
怒
哀
楽
の
感
情
を
節
制
す
る
方
法
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
ま
た
「
礼
」
は
「
天
下
を
紀
綱
し
生
民
の
極
を
立
つ
る
所
以
の
者
は
、
専
ら
礼
に
存
す)39

(

」
る

と
述
べ
ら
れ
、
一
層
重
視
さ
れ
る
。「
礼
」
は
種
々
の
礼
儀
を
通
し
て
「
中
」
を
教
え
る
も
の
で
あ

る
。
先
に
「
中
」
は
感
情
を
節
制
し
て
一
致
す
る
こ
と
で
あ
る
と
述
べ
た
が
、「
礼
」
は
具
体
的
な

行
為
の
定
型
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
情
動
的
な
行
為
を
防
ぎ
、
様
々
に
異
な
る
人
間
を
歩
み
寄
ら
せ

る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
「
礼
」
の
中
で
最
も
重
視
さ
れ
た
も
の
が
「
中
庸
の
徳
」
で
あ
る
。「
天

下
を
和
順
す
る
は
、
必
ず
孝
弟
よ
り
始
む
。
故
に
先
王
、
宗
廟
・
養
老
の
礼
を
立
て
て
、
以
て
躬

み
づ
か

ら

天
下
に
教
ふ
。
こ
れ
そ
の
要
道
た
る
所
以
な
り)40

(

」
と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
こ
こ
に
あ
る
「
孝
弟
」
は

「
中
庸
の
徳
」
と
呼
ば
れ
る
。

君
子
小
人
と
は
、
在
上
在
下
を
主
と
し
て
こ
れ
を
言
ふ
も
、
而
も
徳
を
兼
ぬ
。
中
庸
と
は
、
徳
行

の
名
。
其
の
過
不
及
無
き
を
以
て
中
と
謂
ふ
。
其
の
平
常
民
に
行
ふ
可
き
を
以
て
之
を
庸
と
謂
ふ
。

然
れ
ど
も
是
れ
自
ら
聖
人
之
を
命
づ
く
る
者
を
爾
り
と
爲
す
。
其
の
実
、
孝
弟
忠
信
の
類
を
指
さ

し
、
徳
行
の
甚
だ
し
く
は
高
か
ら
ず
し
て
行
な
ひ
易
き
者
な
り
。
蓋
し
過
不
及
無
く
し
て
平
常
、

是
人
情
の
近
き
所
に
し
て
人
皆
之
を
喜
ぶ)41

(

。

「
中
庸
」
の
語
の
直
接
的
な
意
味
は
、
達
成
困
難
で
あ
っ
た
り
逆
に
不
足
を
も
た
ら
し
た
り
し
な

い
（
「
過
不
及
無
き
」
）、
人
が
日
常
的
に
行
う
も
の
（
「
平
常
民
に
行
ふ
可
き
」
）
で
あ
り
、
唯
一
万

人
が
共
通
し
て
発
揮
す
る
と
考
え
ら
れ
た
「
徳
」
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
内
容
は
「
孝
弟
忠
信
」

に
限
定
さ
れ
る
。
こ
こ
で
「
中
庸
」
が
「
孝
弟
忠
信
」
に
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
は
理
由
が
あ
る
。

「
中
」
は
、「
中
和
」
に
お
い
て
も
「
中
庸
」
に
お
い
て
も
、
共
通
や
共
有
を
指
す
語
と
し
て
用
い
ら

れ
て
い
る
が
、
個
々
人
自
ら
が
自
己
を
含
め
た
人
間
全
体
に
お
い
て
共
通
・
共
有
の
要
素
を
見
つ
け

る
事
は
出
来
な
い
。
人
の
「
性
」
は
特
殊
で
あ
る
た
め
に
見
た
い
と
こ
ろ
を
見
、
あ
る
い
は
い
く
つ

か
の
点
を
見
落
と
し
て
、
共
通
・
共
有
を
判
断
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
か
ら
で
あ
る)42

(

。
し
か
し
な
が

ら
、
徂
徠
に
お
い
て
は
、
こ
の
問
題
も
「
聖
人
」
に
よ
っ
て
克
服
さ
れ
る
。
堯
や
舜
を
は
じ
め
と
す

る
「
聖
人
」
が
そ
の
絶
対
的
知
性
に
よ
っ
て
「
中
庸
」
と
は
「
孝
弟
忠
信
」
で
あ
る
と
既
に
見
極
め

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。「
孝
」
は
父
母
に
対
す
る
、「
弟
」
は
年
長
者
に
対
す
る
、「
忠
」
は
君
に
対
す
る
、

「
信
」
は
友
人
に
対
す
る
態
度
を
い
う
も
の
で
あ
り
、
概
し
て
他
者
を
自
分
の
こ
と
の
よ
う
に
気
に

か
け
る
、
日
常
的
な
生
活
態
度
の
こ
と
を
言
う
。

孝
は
父
母
に
よ
く
つ
か
へ
候
事
。
弟
は
兄
長
に
よ
く
つ
か
へ
候
事
。
忠
は
君
に
つ
か
ゆ
る
に
て
も
。

又
た
れ
に
て
も
。
人
の
た
め
に
な
し
候
事
を
ば
我
身
の
事
の
ご
と
く
に
如
在
な
く
身
に
か
け
申
候

事
に
候
。
信
と
申
候
は
。
朋
友
其
外
あ
ま
ね
く
の
人
に
ま
じ
は
り
申
候
に
は
言
語
を
慎
み
偽
り
違

候
事
な
き
や
う
に
致
し
候
を
申
候
。
是
に
て
父
母
兄
弟
君
臣
朋
友
の
道
こ
も
り
申
候
故
。
五
倫
と

申
候
も
。
中
庸
と
申
候
も
。
孝
弟
忠
信
と
申
候
も
。
ひ
と
つ
事
に
而
御
座
候)43

(

。
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あ
る
い
は
こ
れ
に
夫
婦
の
関
係
を
加
え
て
「
親
・
義
・
別
・
序
・
信
」
が
「
中
庸
の
徳
行)44

(

」
で

あ
る
と
さ
れ
る
が
、
語
ら
れ
る
関
係
が
増
え
た
の
み
で
そ
の
内
容
は
先
の
引
用
と
同
様
の
も
の
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、「
孝
弟
忠
信
」
と
い
う
行
為
は
人
が
特
異
の
「
性
」
を
適
切
に
発
揮
す
る
「
中
和
」

を
実
現
さ
せ
る
上
で
、
唯
一
共
有
す
る
義
務
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
徂
徠
は
、
特
に
中
気
の
働
く

場
合
、
す
な
わ
ち
人
々
が
歩
み
寄
る
方
法
を
述
べ
て
「
聖
人
性
の
同
じ
き
を
賭
る
有
り
て
中
庸
の
徳

を
立
て
、
天
下
の
人
を
し
て
皆
務
め
て
以
て
基
と
為
さ
し
む
」
と
す
る
の
で
あ
る
。

四
、
重
視
さ
れ
た
人
間
性―

―

「
中
」

　

以
上
の
よ
う
に
、「
中
和
」・「
中
庸
」
を
通
し
て
徂
徠
が
人
間
の
主
体
性
（
特
に
感
情
に
対
す
る

節
制
）
や
道
徳
的
義
務
に
対
す
る
言
及
を
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
こ
で
は
、
あ
ら
た

め
て
「
中
」
の
語
を
取
り
上
げ
る
こ
と
で
、
徂
徠
が
道
徳
や
、
感
情
の
節
制
を
通
し
て
養
わ
れ
る
人

間
性
を
よ
り
根
本
的
な
と
こ
ろ
で
重
視
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
述
べ
る
こ
と
と
す
る
。

徂
徠
自
身
が
述
べ
る
よ
う
に
、「
中
」
は
「
或
い
は
以
て
道
の
名
と
な
し
、
或
い
は
以
て
徳
の
名

と
な
し
、
或
い
は
以
て
性
の
名
と
な
す)45

(

」
と
い
わ
れ
る
転
用
の
多
い
語
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら

そ
の
意
味
は
似
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
関
係
す
る
。
ま
ず
、「
道
の
名
」
で
あ
る
と
こ
ろ
の
「
中
」
は
、

「
道
」
が
万
人
に
通
用
す
る
と
い
う
性
質
を
表
し
て
い
る
。「
先
王
の
建
つ
る
所
（
道―

引
用
者
注
）
は
、

甚
だ
し
く
は
高
か
ら
ず
し
て
人
み
な
勉
強
し
て
こ
れ
を
行
ふ
べ
き
者
に
非
ざ
る
は
な
し
。
賢
知
者
は

俯
し
て
こ
れ
に
就
き
、
愚
不
肖
者
は
企
ち
て
こ
れ
に
及
ぶ
。
こ
れ
い
は
ゆ
る
中
な
り)46

(

。」
と
い
わ
れ
、

「
中
」
は
万
人
に
可
能
な
規
範
に
対
し
て
用
い
ら
れ
、
平
均
的
な
行
為
と
し
て
万
人
に
向
け
て
示
さ

れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
道
」
に
よ
っ
て
自
ら
の
内
に
養
う
「
徳
の
名
」
と
し
て
の
「
中
」
は
、「
中
和
」

と
、
そ
し
て
「
中
庸
」
が
こ
れ
で
あ
り)47

(

、
助
け
合
お
う
と
す
る
意
志
で
互
い
に
関
わ
り
合
い
、
そ
の

上
で
固
有
の
能
力
を
発
揮
し
て
社
会
を
成
す
こ
と
を
「
中
和
」、
皆
に
共
通
し
て
行
為
可
能
な
「
孝

弟
忠
信
」
の
行
い
を
指
し
て
「
中
庸
」
と
表
現
す
る
。
さ
て
、「
道
」
は
唯
一
の
正
当
性
と
し
て
沿

う
べ
き
も
の
で
あ
り
、「
孝
弟
忠
信
」
は
義
務
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
そ
れ
を
守
る
た
め
に
困
難

を
要
す
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
既
に
示
さ
れ
た
よ
う
に
、
こ
れ
ら
は
誰
に
で
も
行
え
る
よ
う
な

日
常
的
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
根
拠
を
な
す
も
の
が
、「
性
の
名
」
と
し
て
の
「
中
」
で
あ
る
。
こ

れ
は
冒
頭
で
挙
げ
た
「
親
愛
生
養
の
性
」
や
「
運
用
営
為
の
才
」
な
ど
の
性
質
を
指
し
、
こ
れ
を
万

人
が
具
え
持
っ
て
い
る
こ
と
を
言
う
。
そ
し
て
、
こ
の
「
中
」
と
い
う
「
性
」
に
対
し
、「
道
」
や
「
徳
」

は
こ
れ
を
正
し
く
発
揮
さ
せ
る
こ
と
に
作
用
し
て
、
三
つ
は
互
い
に
関
連
し
合
う
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、「
中
」
は
「
性
」
や
「
徳
」、
そ
し
て
「
道
」
を
そ
の
多
様
性
に
お
い
て
捉
え
よ

う
と
す
る
徂
徠
の
思
想
に
お
い
て
、
共
通
や
共
有
を
示
す
概
念
と
し
て
重
要
な
位
置
を
占
め
、「
中
」

は
こ
の
要
素
ゆ
え
に
「
極
」
や
「
達
道
」
な
ど
に
言
い
換
え
ら
れ
て
尊
ば
れ
る
。
そ
し
て
、
ど
の
場

合
に
お
い
て
も
「
中
」
を
通
し
て
言
及
さ
れ
る
も
の
は
道
徳
や
そ
れ
に
よ
っ
て
発
揮
さ
れ
る
本
来
的

な
人
間
性
で
あ
る
。「
中
和
」
に
お
い
て
は
感
情
と
い
う
個
人
的
・
内
面
的
な
も
の
の
妥
当
性
を
問
い
、

ま
た
「
中
庸
の
徳
」
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
君
子
に
と
っ
て
は
「
土
台
」
と
し
て
不
可
欠
で
あ
る
と

し)48

(

、
小
人
に
と
っ
て
は
そ
の
者
の
行
為
を
認
め
る
た
め
の
唯
一
の
条
件
で
あ
る)49

(

と
す
る
。
徂
徠
に
お

い
て
、
道
徳
や
こ
れ
に
よ
っ
て
養
う
内
面
性
は
個
々
人
が
社
会
の
一
部
を
成
す
た
め
の
、
そ
の
基
盤

と
し
て
重
視
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

注

（
１
）　

丸
山
眞
男
『
日
本
政
治
思
想
史
研
究
』
新
装
版
（
東
京
大
学
出
版
会
・
一
九
九
九
、
以
下
略
）
八
三
頁
。

（
2
）　

丸
山
眞
男
『
日
本
政
治
思
想
史
研
究
』
新
装
版
、
七
六
頁
。

（
3
）　

吉
川
幸
次
郎
「
徂
徠
学
案
」（
吉
川
幸
次
郎
・
丸
山
真
男
・
西
田
太
一
郎
・
辻
達
也
校
注
『
日
本
思
想
大
系
36

荻
生
徂
徠
』
岩
波
書
店
・
一
九
七
三
。
以
下
『
大
系
』
）
七
二
〇
頁
。

（
4
）　

『
徂
徠
先
生
答
問
書
』
以
下
『
答
問
書
』（
島
田
虔
次 

編
輯
『
荻
生
徂
徠
全
集
１　

学
問
論
集
』
み
す
ず
書
房
・

一
九
七
三
。
以
下
、
島
田
編
『
全
集
１
』
）
四
三
〇
頁
。
ま
た
、
本
稿
で
は
『
日
本
思
想
大
系
』
に
合
わ
せ
て
、『
全

集
』
か
ら
引
用
し
て
記
載
す
る
文
字
を
旧
字
か
ら
新
字
に
改
め
て
用
い
て
い
る
。
以
下
、『
中
庸
解
』、『
東
方
学
』

か
ら
の
引
用
も
同
じ
。

（
5
）　

『
答
問
書
』（
島
田
編
『
全
集
１
』
）
四
三
一
頁
。

（
6
）　

平
石
直
昭
「
戦
中
・
戦
後
徂
徠
論
批
判―

初
期
丸
山
・
吉
川
両
学
説
の
検
討
を
中
心
に―

」（
『
社
会
科
学
研
究
』

第
三
九
巻
・
東
京
大
学
社
会
科
学
研
究
所
・
一
九
八
七
）
八
九
‐
九
五
頁
。

（
7
）　

黒
住
真
「
人
に
お
い
て
徳
と
は
な
に
か
」（
黒
住
真
編
著
『
思
想
の
身
体　

徳
の
巻
』
春
秋
社
・
二
〇
〇
七
）

七
二
‐
七
六
頁
。

（
8
）　

『
弁
道
』（
『
大
系
』
）
一
二
頁
。

（
9
）　

丸
山
眞
男
『
日
本
政
治
思
想
史
研
究
』
新
装
版
、
九
〇
頁
。

（
10
）　

『
弁
道
』（
『
大
系
』
）
二
四
頁
。

（
11
）　

『
答
問
書
』（
島
田
編
『
全
集
１
』
）
四
四
六
頁
。

（
12
）　

『
弁
道
』（
『
大
系
』
）
一
七―

一
八
頁
。

（
13
）　

『
政
談
』（
『
大
系
』
）
三
七
五
頁
。
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成
科
学
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第
一
一
巻　

二
〇
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年

（
14
）　

こ
の
よ
う
な
主
張
は
朱
子
学
批
判
を
通
し
て
述
べ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。「
豆
は
米
に
は
な
ら
ぬ
物
に
候
。
米

は
豆
に
な
ら
ぬ
物
に
候
。
宋
儒
の
説
の
ご
と
く
気
質
を
変
化
し
て
渾
然
中
和
に
成
候
は
ば
。
米
と
も
つ
か
ず
豆

と
も
つ
か
ぬ
物
に
成
た
き
と
の
事
に
候
や
。
そ
れ
は
何
之
用
に
も
立
申
間
敷
候
。」〔
『
答
問
書
』（
島
田
編
『
全
集

１
』
）
四
五
六
頁
〕
な
ど
の
言
葉
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
朱
子
学
は
人
そ
れ
ぞ
れ
に
清
濁
の
違
い
の
あ
る
「
気
質

の
性
」
を
清
く
し
、「
本
然
の
性
」
す
な
わ
ち
「
理
」
を
明
ら
か
に
し
て
皆
が
「
聖
人
」
と
な
る
こ
と
を
説
く
が
、

徂
徠
は
こ
れ
を
人
が
そ
の
個
体
性
を
失
う
こ
と
と
同
等
に
と
ら
え
て
い
る
。
徂
徠
は
朱
子
学
の
画
一
的
人
間
観

を
批
判
し
て
、
性
の
本
来
的
個
別
性
を
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

（
15
）　

『
弁
名
』（
『
大
系
』
）
四
八
頁
。

（
16
）　

『
弁
名
』（
『
大
系
』
）
四
九
頁
。

（
17
）　

『
弁
道
』（
『
大
系
』
）
一
七
頁
。

（
18
）　

「
能
く
億
万
人
を
合
し
て
、
そ
の
親
愛
生
養
の
性
を
遂
げ
し
む
る
者
は
、
先
王
の
道
な
り
。」〔
『
弁
道
』（
『
大
系
』
）

一
八
頁
〕

（
19
）　

『
弁
名
』（
『
大
系
』
）
五
四
頁
。

（
20
）　

尾
藤
正
英
「
荻
生
徂
徠
の
思
想―

そ
の
人
間
観
を
中
心
に
」（
『
東
方
学
』
東
方
学
会
・
一
九
七
九
）
一
六
四
頁
。

（
21
）　

『
弁
名
』（
『
大
系
』
）
一
四
〇
頁
。

（
22
）　

『
中
庸
解
』（
今
中
寛
司
・
奈
良
本
辰
也
編
『
荻
生
徂
徠
全
集　

第
二
巻
』
河
出
書
房
・
一
九
七
八
。
以
下
、
今
中
・

奈
良
本
編
『
全
集
２
』
）
四
〇
八
頁
。

（
23
）　

『
弁
名
』（
『
大
系
』
）
一
四
〇
頁
。

（
24
）　

『
中
庸
解
』（
今
中
・
奈
良
本
編
『
全
集
２
』
）
四
〇
八
頁
。『
中
庸
』
第
一
章
二
節
「
喜
怒
哀
楽
の
い
ま
だ
発
せ

ざ
る
」
こ
と
に
つ
い
て
附
さ
れ
た
も
の
。

（
25
）　

『
弁
名
』（
『
大
系
』
）
一
四
二
頁
。

（
26
）　

『
弁
名
』（
『
大
系
』
）
一
四
三
頁
。

（
27
）　

「
惣
じ
て
世
間
の
一
切
の
事
。
人
智
人
力
の
と
ゞ
き
候
限
り
有
之
事
に
候
。
天
地
も
活
物
。
人
も
活
物
に
候
故
。

天
地
と
人
と
の
出
合
候
上
。
人
と
人
と
の
出
合
候
上
に
は
。
無
尽
之
変
動
出
来
り
。」〔
『
答
問
書
』（
島
田
編
『
全

集
１
』
）
四
六
二
‐
四
六
三
頁
〕

（
28
）　

『
中
庸
解
』（
今
中
・
奈
良
本
編
『
全
集
２
』
）
四
〇
八
頁
。

（
29
）　

『
弁
名
』（
『
大
系
』
）
一
一
〇
頁
。

（
30
）　

『
弁
道
』（
『
大
系
』
）
一
八
頁
。

（
31
）　

『
弁
道
』（
『
大
系
』
）
一
〇
頁
。

（
32
）　

三
皇
が
「
利
用
厚
生
の
道
」
の
作
者
で
あ
る
と
い
う
理
解
は
『
弁
道
』（
『
大
系
』
一
四
頁
）
に
、
五
帝
が
「
正

徳
の
道
」
を
整
え
た
と
い
う
理
解
は
『
弁
名
』（
『
大
系
』
六
三
頁
）
な
ど
に
見
え
る
。
ま
た
、「
利
用
厚
生
の
道
」

や
「
生
徳
の
道
」
に
つ
い
て
、
徂
徠
は
『
徂
徠
先
生
答
問
書
』
で
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。「
五
倫
之
内
に
。
父
子

之
愛
は
天
性
に
候
。
兄
に
悌
を
行
ふ
と
い
ふ
は
。
幼
少
よ
り
父
母
の
ひ
た
物
に
教
る
ゆ
へ
に
こ
そ
存
候
へ
。
教

な
き
者
は
曾
而
兄
を
敬
す
る
事
は
不
存
候
。
夫
婦
之
倫
は
。
伏
羲
之
立
玉
つ
る
道
な
り
。
洪
荒
之
世
は
只
畜
類

之
如
く
に
こ
そ
候
へ
。
ま
し
て
君
臣
朋
友
之
道
に
至
り
て
は
。
聖
人
之
立
玉
へ
る
に
よ
り
て
こ
そ
人
是
を
存
候

へ
。
然
共
聖
人
甚
深
広
大
の
智
を
以
て
。
人
の
生
れ
つ
き
相
応
に
建
立
し
玉
ひ
て
。
是
に
て
人
間
界
と
い
ふ
物

は
立
候
事
故
。
道
を
学
ば
ぬ
人
も
。
今
程
五
倫
は
た
れ
〳
〵
も
大
体
は
存
知
候
事
に
罷
成
候
所
よ
り
見
候
へ
ば
。

生
つ
き
た
る
物
之
様
に
候
。
た
と
へ
ば
五
穀
を
耕
す
と
い
ふ
は
。
神
農
の
建
立
し
玉
へ
る
事
也
。
宮
室
を
作
り

衣
服
を
織
出
す
事
は
。
黄
帝
之
建
立
し
玉
へ
る
事
也
。
是
又
人
の
性
相
応
に
建
立
し
玉
へ
る
事
故
。
今
は
世
界

に
遍
満
し
て
天
地
自
然
と
あ
る
事
之
様
に
人
人
存
知
候
。
五
倫
之
道
も
其
如
く
に
候
。
古
聖
人
之
恩
如
此
広
大

無
辺
な
る
事
に
て
。
是
等
之
人
は
聖
人
之
恩
と
も
不
存
候
は
。
あ
ま
り
に
徳
之
至
極
に
広
大
な
る
は
天
地
と
ひ

と
し
く
。
天
地
日
月
の
恩
を
人
知
ら
ざ
る
ご
と
く
に
候
。」『
答
問
書
』（
島
田
編
『
全
集
１
』
）
四
七
八―

四
七
九
頁
〕

徂
徠
は
、
三
皇
五
帝
に
よ
っ
て
人
間
は
原
初
の
状
態
と
決
別
し
て
「
人
間
界
」
を
営
む
よ
う
に
な
っ
た
が
、「
人

間
界
」
に
あ
る
農
耕
や
服
飾
、
五
倫
の
道
は
あ
ま
り
に
当
た
り
前
の
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
た
め
、
誰
か
の

恩
に
よ
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
我
々
は
認
識
し
な
く
な
っ
て
い
る
、
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

（
33
）　

 

平
石
直
昭
「
徂
徠
学
の
再
構
成
」（
『
思
想
』
通
号
七
六
六
・
岩
波
書
店
・
一
九
八
八
）
九
〇
頁
。

（
34
）　

『
弁
道
』（
『
大
系
』
）
二
七―

二
八
頁
。

（
35
）　

『
弁
道
』（
『
大
系
』
）
三
二
頁
。

（
36
）　

「
先
王
の
道
に
循し

た
が
ふ
、
こ
れ
を
正
と
謂
ふ
。
先
王
の
道
に
循
は
ざ
る
、
こ
れ
を
邪
と
謂
ふ
。
…
先
王
の
道
は
、

規
矩
準
繩
な
り
。」〔
『
弁
名
』（
『
大
系
』
）
一
〇
六
頁
〕

（
37
）　

『
弁
名
』（
『
大
系
』
）
一
一
〇
頁
。

（
38
）　

『
弁
名
』（
『
大
系
』
）
一
四
〇
頁
。

（
39
）　

『
弁
道
』（
『
大
系
』
）
三
二
頁
。

（
40
）　

『
弁
名
』（
『
大
系
』
）
八
五
頁
。

（
41
）　

『
中
庸
解
』（
今
中
・
奈
良
本
編
『
全
集
２
』
）
四
一
〇
頁
。

（
42
）　

「
人
そ
の
性
を
殊
に
し
、
見
る
所
は
性
を
以
て
殊
な
り
。
人
そ
の
居
を
殊
に
し
、
見
る
と
こ
ろ
は
居
を
以
て
殊

な
り
。
し
か
う
し
て
中
は
定
ら
ず
。
天
下
の
乱
る
る
所
以
な
り
。」〔
『
弁
名
』（
『
大
系
』
）
一
〇
八
頁
〕

（
43
）　

『
答
問
書
』（
島
田
編
『
全
集
１
』
）
四
五
八―

四
五
九
頁
。

（
44
）　

『
中
庸
解
』（
今
中
・
奈
良
本
編
『
全
集
２
』
）
四
三
二
頁
。

（
45
）　

『
弁
名
』（
『
大
系
』
）
一
〇
七―

一
〇
八
頁
。

（
46
）　

『
弁
名
』（
『
大
系
』
）
一
〇
八
頁
。

（
47
）　

「
中
庸
・
中
和
と
曰
ふ
が
ご
と
き
は
、
み
な
徳
の
名
な
り
。」〔
『
弁
名
』（
『
大
系
』
）
一
〇
九
頁
〕

（
48
）　

『
答
問
書
』（
島
田
編
『
全
集
１
』
）
四
五
九
頁
。

（
49
）　

「
小
量
な
る
人
は
孝
悌
忠
信
に
て
候
。
其
外
之
儀
は
好
み
に
任
せ
候
事
に
候
。」〔
『
答
問
書
』（
島
田
編
『
全
集

１
』
）
四
六
七
頁
〕
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The Meaning of Moral Activities for Ogyu Sorai

: Concerning about “the Mean” on his Book

TOKUSHIGE Kumi

abstract

In this paper, I am arguing the meaning of moral activities by studying Ogyu Sorai’s work. Ogyu 

Sorai is a Confucian scholar in the Edo period. 

Previously it has been said that Sorai stressed the importance of political institution rather than 

moral activities against traditional Confucian view. But he didn’t disregard moral issues entirely. In 

fact, he regarded four moral duties, filial piety（孝）, brotherly respect（弟）, loyalty（忠）and trust（信）, 

as indispensable requirement for realization of harmonious society. I am making this point clear by 

examining the Mean(中). Because, for Sorai, the Mean was the most fundamental principle of life for 

both individuals and societies, and filial piety, brotherly respect, loyalty and trust were considered as 

the virtuous acts of the Doctrine of the Mean(中庸の徳). So he insisted that all people had to practice 

these four moral duties. 

In addition, I am examining another Sorai’s assertion that moral practice is easy for us and need 

not hard effort because it is based on human nature.

By arguing these views, I am making the meaning of moral for Sorai clearer in this paper.

Keywords : moral, the Mean, harmony, the virtuous acts of the Doctrine of the Mean, 

filial piety, brotherly respect, loyalty and trust
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