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道
―
仁
斎
と
徂
徠
の
間 

 

志
野 

好
伸 

 

   

一
、
道
の
二
つ
の
定
義 

 

道
は
な
お
路
の
ご
と
し
。
人
の
往
来
通
行
す
る
所
以
な
り
。
（
『
語

孟
字
義
』
「
天
道
」
） 

 

そ
れ
道
は
、
先
王
の
道
な
り
。
…
…
先
王
の
道
は
、
先
王
の
造
る
所

な
り
。
天
地
自
然
の
道
に
非
ざ
る
な
り
。
（
『
弁
道
』
） 

  

こ
の
二
つ
の
「
道
」
の
定
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
伊
藤
仁
斎
（1627-1705

）

と
荻
生
徂
徠
（1666-1728

）
の
も
の
で
、
両
者
の
立
場
の
違
い
を
的
確
に

表
し
て
い
る
。
ど
ち
ら
も
、
道
を
超
越
的
な
根
拠
の
よ
う
に
捉
え
る
朱
子

学
的
な
見
方
に
対
す
る
批
判
と
し
て
提
起
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
朱
子
学

以
前
の
儒
学
本
来
の
も
の
の
見
方
を
再
発
見
す
る
と
い
う
姿
勢
で
そ
れ

ぞ
れ
の
思
想
を
確
立
し
た
両
者
は
、
後
世
、
古
学
派
と
し
て
ま
と
め
ら
れ

る
。
西
田
幾
多
郎
（1870-1945

）
は

古
義
堂
を
訪
ふ
記
」
に
お
い
て

大
体
に
お
い
て
宋
儒
の
学
を
基
と
し
て
考
え
て
い
た
」時
代
に
あ
っ
て

仁
斎
と
い
う
人
は
学
問
に
一
種
独
得
の
見
識
を
出
し
た
人
と
い
う
こ
と

が
で
き
る
」
と
評
価
し
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。 

 

私
は
由
来
日
本
精
神
に
は
理
よ
り
も
事
へ
と
い
ふ
特
徴
が
あ
る
と

考
へ
る

中
略
）
仁
斎
の
古
学
と
云
ふ
の
に
も
、
か
か
る
趣
が
あ
る

の
で
は
な
か
ら
う
か
。
宋
儒
的
な
理
論
を
排
し
て
、
孔
孟
の
根
本
的

事
実
に
復
帰
し
た
の
で
あ
る
。
私
は
か
か
る
学
問
的
方
法
そ
の
も
の

に
、日
本
的
な
も
の
が
あ
る
と
思
ふ
の
で
あ
る
。（
西
田1950: 219

） 
 

「
理
よ
り
事
へ
」
と
い
う
方
向
性
は
、
仁
斎
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、

徂
徠
に
も
あ
て
は
ま
り
、
ま
た
、
親
鸞
（1173-1262

）
の
浄
土
真
宗
に

も
通
じ
る
も
の
と
指
摘
し
て
い
る
。
冒
頭
に
掲
げ
た
「
道
」
に
つ
い
て
の

二
人
の
定
義
は
、
西
田
の
言
う
「
日
本
精
神

日
本
的
な
も
の

理
よ
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り
事
へ
」
と
い
う
方
向
性
を
示
し
た
も
の
だ
と
言
え
る
。
丸
山
真
男

（1914-1996

）
も
、
荻
生
徂
徠
の
思
想
を
敷
衍
し
て

い
き
な
り
「
道
」

を
立
て
よ
う
と
す
る
」の
で
は
な
く

な
に
よ
り
大
事
な
の
は
道
の
奥
に

あ
る
「
こ
と
ば
」
と
こ
と
ば
を
通
じ
て
表
現
さ
れ
て
ゐ
る
「
こ
と
」
で
あ

る
」
と
述
べ
て
い
る
（
丸
山1983: 78

）
。 

 

し
か
し
他
者
と
の
動
的
な
関
係
性

―
往
来
通
行

―
そ
の
も
の
に

道
を
見
い
だ
そ
う
と
す
る
仁
斎
の
立
場
と
、
先
王
の
定
め
た
制
度
こ
そ
道

で
あ
る
と
す
る
徂
徠
の
立
場
は
大
き
く
異
な
っ
て
お
り
、
子
安
宣
邦

（1933-

）
は
こ
の
二
人
の
関
係
を
「
双
曲
線
」
と
形
容
し
て
い
る
。 

 

徂
徠
は
仁
斎
古
学
と
双
曲
線
を
描
く
よ
う
に
し
て
己
れ
の
新
た
な

古
学
を
形
成
す
る
の
で
あ
る
。
仁
斎
の
「
語
孟
二
書
」
に
対
し
て
徂

徠
は
「
六
経
」
を
重
視
し
、
仁
斎
の
立
つ
対
人
的
な
自
他
関
係
に
対

し
て
人
間
総
体
へ
の
視
線
を
徂
徠
は
確
保
し
よ
う
と
す
る
。
（
子
安

2010: 182

） 
  

子
安
の
説
明
に
依
拠
す
る
な
ら
、
仁
斎
が
『
論
語
』
と
『
孟
子
』

―

と
り
わ
け
前
者

―
を
重
視
す
る
の
は
、
聖
人
な
ら
ぬ
一
般
の
人
び
と
に

と
っ
て
は
、
道
そ
の
も
の
を
体
現
し
た
六
経
よ
り
も
、
道
に
近
づ
く
た
め

の
方
法
を
記
し
た
「
論
孟
」
の
方
が
適
し
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
徂
徠
が

「
六
経
」
を
重
視
す
る
の
は
、
そ
こ
に
先
王
の
道
が
宿
っ
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。
ま
た
、
町
人
階
層
出
身
の
仁
斎
が
「
対
人
的
な
自
他
関
係
」
に
立

脚
す
る
の
に
対
し
、
武
士
階
層
出
身
の
徂
徠
は
、
為
政
者
の
立
場
か
ら
、

「
人
間
総
体
」
に
目
を
向
け
る
。 

 

二
、
近
代
の
徂
徠
評
価 

  

こ
の
両
者
の
根
本
的
な
違
い
は
、
明
治
初
期
の
啓
蒙
を
担
っ
た
人
び
と

に
も
明
確
に
意
識
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
彼
ら
が
評
価
し
た
の
は

仁
斎
よ
り
も
徂
徠
で
あ
っ
た

哲
学
」と
い
う
訳
語
の
考
案
者
と
し
て
知

ら
れ
る
西
周
（1829-1897

）
は
、
最
初
に
学
ん
だ
朱
子
学
に
不
満
を
覚
え

て
徂
徠
学
に
傾
倒
し
、
そ
の
延
長
で
西
洋
の
学
術
を
輸
入
し
た
。
『
百
一

新
論
』
で
は
、
徂
徠
の
言
葉
を
引
用
し
つ
つ

仁
義
道
徳
の
説
は
と
も
か

く
も
、
す
べ
て
歴
代
の
典
章
・
文
物
・
制
度
・
律
令
を
講
明
し
て
そ
の
利

害
得
失
を
知
」
る
こ
と
が
必
要
だ
と
主
張
し
、
後
儒
が
こ
う
し
た
礼
の
学

び
を「
功
利
の
学
と
詈
り
て
性
命
道
徳
を
講
ず
る
を
正
道
と
立
て
て
、『
論

語
』
な
ど
に
尋
常
説
話
の
心
得
書
の
よ
う
の
言
を
孔
子
の
学
と
取
り
違

え
」
て
い
る
こ
と
を
批
判
す
る
（
西1960: 242

）(

1)

。 
 

加
藤
弘
之
（1836-1916

）
も
、
徂
徠
の
言
う
「
礼
楽
刑
政
」
を
、
今
日

で
言
う
「
国
家
の
制
度
法
律
」
で
あ
る
と
し
た
上
で

徂
徠
が
孔
子
之
道

な
る
も
の
を
以
て
、
先
王
が
安
天
下
の
為
め
に
制
作
せ
る
礼
楽
刑
政
及
び

孝
悌
仁
義
に
あ
り
と
し
て
、
決
し
て
唐
宋
儒
家
者
流
の
唱
道
せ
る
、
天
地

自
然
の
も
の
に
あ
ら
ず
と
認
め
し
は
、
大
に
道
理
あ
る
こ
と
」
と
評
価
す

る
（
加
藤1899: 6-7

）
。
孝
悌
仁
義
を
礼
楽
刑
政
と
併
称
し
て
い
る
点
は
、

西
周
と
異
な
る
が
、
加
藤
も
ま
た
徂
徠
の
思
想
に
つ
い
て
、
孝
悌
仁
義
で

は
な
く「
礼
楽
刑
政
を
以
て
最
も
重
要
と
し
た
る
も
の
」（
加
藤1899: 3

）
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と
評
価
し
て
い
る
。
子
安
宣
邦
は
、
加
藤
弘
之
が
ホ
ッ
ブ
ズ
へ
の
関
心
と

と
も
に
徂
徠
に
着
目
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
加
藤
に
よ
る

絶
対
的

な
作
為
主
体
〉
と
し
て
の
先
王
＝
聖
人
像
と
と
も
に
な
さ
れ
る
徂
徠
像
」

は

は
る
か
に
丸
山
真
男
の
そ
れ
に
ま
で
お
よ
ぶ
」
と
論
評
し
て
い
る

（
子
安2010: 193
）
。
西
周
や
加
藤
弘
之
の
徂
徠
へ
の
関
心
は
、
ま
さ
に

近
代
国
家
と
し
て
の
日
本
を
ど
う
形
成
す
る
か
と
い
う
問
題
意
識
と
直

結
し
て
い
た
と
言
え
よ
う
。 

 

子
安
の
指
摘
ど
お
り
、
丸
山
真
男
も
ま
た
、
西
や
加
藤
と
同
様
、
徂
徠

に
対
し
て
高
い
評
価
を
与
え
て
お
り
、
仁
斎
は
そ
の
前
史
に
位
置
づ
け
ら

れ
る
。
丸
山
の
見
解
は
例
え
ば
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。 

 

聖
人
の
道
乃
至
先
王
の
道
の
本
質
は
な
に
よ
り
も
治
国
平
天
下
と

い
ふ
政
治
性
に
在
る
。
か
う
し
て
治
国
平
天
下
が
道
の
核
心
に
置
か

れ
た
こ
と
が
、
や
が
て
個
人
道
徳
と
政
治
と
の
連
続
的
思
惟
に
対
す

る
痛
烈
な
否
認
と
な
つ
て
徂
徠
学
に
現
は
れ
た
と
し
て
も
、
素
行
－

仁
斎
と
、
朱
子
学
の
分
解
過
程
を
辿
つ
て
来
た
わ
れ
わ
れ
に
と
つ
て

は
決
し
て
唐
突
で
は
な
い
で
あ
ら
う
。
（
丸
山1983: 82

） 
  

加
藤
と
異
な
り
、
丸
山
も
西
と
同
じ
く
、
個
人
道
徳
と
政
治
の
峻
別
に

着
目
す
る
。
丸
山
の
用
語
に
従
え
ば
、
そ
れ
は
「
自
然
」
と
「
作
為
」
の

対
立
で
あ
り
、
こ
の
軸
に
沿
っ
て
仁
斎
か
ら
徂
徠
へ
と
い
う
「
発
展
」
が

語
ら
れ
る
。 

 
仁
斎
の
道
は
宋
学
に
お
け
る
自
然
法
則
（
天
道
）
と
の
連
続
性
が
否

定
さ
れ
人
倫
性
が
強
調
さ
れ
た
点
で
は
非
自
然
的
な
も
の
で
あ
る

が
、
経
験
的
人
間
行
為
に
対
し
て
ア
プ
リ
オ
リ
な
自
足
的
存
在
で
あ

る
と
い
ふ
意
味
で
は
む
し
ろ
自
然
的
な
も
の
と
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。

（
丸
山1983: 95-96

） 
  

一
方
、
徂
徠
に
つ
い
て
は
、
仁
斎
の
考
え
を
「
イ
デ
ア
リ
ス
ム
」
と
し

て
拒
否
し
、
唐
虞
三
代
の
制
度
文
物
そ
れ
自
体
に
も
ア
プ
リ
オ
リ
な
自
足

的
価
値
を
認
め
な
い
た
め
に

道
の
背
後
に
道
を
創
造
し
た
絶
対
的
人

格
を
置
き
、
こ
の
人
格
的
実
在
に
道
の
一
切
の
価
値
性
を
依
拠
せ
し
め
」

た
の
だ
と
解
説
す
る
（
丸
山1983: 96

）
。 

 

そ
も
そ
も
丸
山
真
男
が
『
日
本
政
治
思
想
史
研
究
』
を
執
筆
す
る
に
あ

た
っ
て
、
批
判
的
に
参
考
に
し
た
日
本
思
想
史
研
究
は
、
井
上
哲
次
郎

（1856-1944

）
に
代
表
さ
れ
る
国
民
道
徳
を
主
張
す
る
一
派
、
和
辻
哲
郎

（1889-1960

）
、
村
岡
典
嗣
（1884-1946

）
、
津
田
左
右
吉
（1873-1961

）

に
代
表
さ
れ
る
文
化
主
義
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
と
る
一
派
、
そ
し
て
永
田
広

志
（1904-1947

）
や
羽
仁
五
郎
（1901-1983

）
ら
に
代
表
さ
れ
る
マ
ル

ク
ス
主
義
の
立
場
か
ら
研
究
す
る
一
派
で
あ
っ
た
（
「
英
語
版
へ
の
著
者

の
序
文

こ
の
う
ち
井
上
哲
次
郎
を
と
り
あ
げ
る
と
、
丸
山
は
「
彼
の

「
国
民
道
徳
」
に
つ
い
て
の
数
多
い
著
作
や
論
文
は
、
鼓
吹
の
調
子
が
強

い
だ
け
、
そ
れ
だ
け
学
問
的
価
値
は
低
い
」
が

彼
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
学

ん
だ
西
欧
哲
学
の
諸
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
駆
使
し
て
徳
川
儒
学
を
研
究
し
た

三
部
作
は
、
近
代
日
本
に
お
け
る
徳
川
思
想
史
の
画
期
的
な
マ
イ
ル
ス
ト
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ー
ン
で
あ
る
」
と
高
く
評
価
し
て
い
る
。
と
は
い
え
、
国
民
道
徳
論
を
基

礎
と
す
る
日
本
思
想
研
究
は
、
畢
竟
道
徳
の
問
題
を
重
視
す
る
も
の
で
あ

り
、
実
際
、
井
上
哲
次
郎
の
仁
斎
評
価
、
徂
徠
評
価
を
拾
い
上
げ
て
み
る

と
、道
徳
を
規
準
に
し
た
評
価
が
は
っ
き
り
と
看
取
さ
れ
る
。た
と
え
ば
、

井
上
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。 

 

仁
斎
、
古
文
辞
に
力
を
用
ひ
ざ
り
し
が
故
に
、
経
義
に
於
て
は
往
々

徂
徠
に
及
ば
ざ
る
も
の
あ
り
と
雖
も
、
又
専
ら
思
ひ
を
修
徳
の
上
に

凝
ら
し
、
聖
人
の
人
格
を
以
て
実
行
の
理
想
と
せ
し
が
故
に
徳
化
の

功
に
於
て
は
、
逈
に
徂
徠
の
上
に
あ
り
。
（
井
上1902: 517-518

） 
 

徂
徠
は
儒
教
の
本
領
は
政
治
に
あ
り
と
す
る
も
の
に
て
、
宋
儒
及
び

仁
斎
等
が
個
人
的
修
徳
の
工
夫
に
全
力
を
尽
く
す
と
は
大
に
径
庭

あ
り
。
（
井
上1902: 589

） 
  

と
は
い
え
近
代
人
た
る
井
上
は
、
道
徳
で
す
べ
て
が
解
決
す
る
と
は
考

え
て
い
な
い
。
井
上
は
仁
斎
の
「
同
志
会
筆
記
」
の
「
夫
れ
政
は
徳
を
以

て
本
と
な
し
、
職
を
以
て
補
と
な
す
」
と
い
う
文
言
を
と
ら
え
て

プ
ラ

ト
ン
・
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
等
の
如
き
希
臘
の
哲
学
者
と
同
じ
く
、
道
徳
政

治
の
一
致
を
期
す
る
も
の
な
り
」
と
述
べ

唯
々
道
徳
さ
へ
あ
れ
ば
、
政

治
は
容
易
に
な
し
得
べ
し
と
す
る
は
、
謬
見
の
甚
し
き
も
の
」
と
批
判
し

て
い
る
（
井
上1902: 262

）(

2)

。
こ
れ
は
、
道
徳
（
教
え
）
と
政
治
を

峻
別
す
る
西
周
や
丸
山
真
男
の
立
場
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
以

上
の
よ
う
な
徂
徠
に
対
す
る
評
価
は
、
封
建
的
伝
統
を
う
ち
捨
て
て
近
代

的
な
体
制
を
確
立
す
る
た
め
に
、
道
徳
と
政
治
の
区
別
、
自
然
と
作
為
の

区
別
を
重
視
す
る
立
場
か
ら
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
、
近
代
の

立
場
か
ら
す
る
徂
徠
評
価
で
あ
る(

3)

。 
 

三
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
仁
斎
評
価 

  

近
代
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
仁
斎
は
、
徂
徠
を
導
く
た
め
の
前
段
階
と

し
て
の
み
評
価
さ
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
徂
徠
へ
の
展
開
の
相
に
お
い
て

で
は
な
く
、
仁
斎
の
思
想
を
そ
れ
自
体
と
し
て
独
自
に
評
価
す
る
立
場
が

あ
る (

4)

。
そ
の
一
人
と
し
て
、
仁
斎
と
徂
徠
の
関
係
を
「
双
曲
線
」
に

喩
え
た
子
安
宣
邦
が
い
る
。
子
安
は
、
最
初
に
一
書
に
ま
と
め
た
仁
斎
論

に
お
い
て

人
の
外
に
道
無
く
、道
の
外
に
人
無
し
」と
い
う『
童
子
問
』

上
巻
第
八
章
の
文
言
を
め
ぐ
る
言
説
の
変
遷
を
稿
本
に
従
っ
て
た
ど
っ

た
の
ち
、
仁
斎
に
と
っ
て
道
と
は
、
朱
子
学
の
よ
う
に
「
道
＝
理
と
し
て

人
間
存
在
を
貫
徹
す
る
も
の
」で
は
な
く

人
倫
的
諸
関
係
に
お
い
て
行

為
的
に
存
在
す
る
、
そ
の
人
間
の
あ
り
方
を
措
い
て
他
に
道
が
あ
る
わ
け

で
は
な
い
」
と
述
べ
て
い
た
（
子
安2004: 209

）
。
子
安
が
こ
こ
で
「
人

倫
」
と
い
う
用
語
を
使
う
の
は
、
も
ち
ろ
ん
仁
斎
自
身
の
言
葉
だ
か
ら
だ

が
、
そ
れ
と
と
も
に
和
辻
哲
郎
の
倫
理
学
が
念
頭
に
あ
っ
た
こ
と
だ
ろ

う
。
一
九
七
五
年
に
発
表
し
た
論
稿
で
、
子
安
は
、
仁
斎
の
思
想
を
和
辻

哲
郎
の
思
想
に
な
ぞ
ら
え
て
い
る
。 
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仁
斎
こ
そ
和
辻
に
は
る
か
に
先
立
っ
て
、
儒
教
的
伝
統
を
問
い
直

し
、
人
間
認
識
の
新
た
な
地
平
を
ひ
ら
い
た
思
想
家
で
あ
る
。
し
か

も
仁
斎
の
と
ら
え
る
人
間
存
在
は
基
本
的
に
和
辻
の
と
ら
え
る
そ

れ
に
重
な
り
合
う
も
の
で
あ
る (

5)

。
（
子
安2004: 7-8

） 
  

人
と
人
の
間
柄
を
重
視
す
る
和
辻
の
思
想
は
、
西
洋
近
代
の
個
人
主
義

的
な
哲
学
を
批
判
す
る
も
の
と
し
て
評
価
さ
れ
る
が
、
仁
斎
は
ま
さ
に
近

代
形
而
上
学
批
判
の
文
脈
に
よ
っ
て
、
再
評
価
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ

を
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
立
場
か
ら
す
る
仁
斎
評
価
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。 

 

酒
井
直
樹
（1946-

）
の
研
究
は
、
そ
の
顕
著
な
一
例
で
あ
る
。
『
過
去

の
声
』
に
お
い
て
酒
井
は
、
仁
斎
『
童
子
問
』
の
「
夫
れ
人
と
我
と
、
体

を
異
に
し
気
を
殊
に
す

巻
上
、第
二
十
一
章
）な
ど
を
引
用
し
な
が
ら
、

「
伊
藤
の
考
え
は
、
倫
理
的
行
為
の
倫
理
性
を
理
解
す
る
際
に
（
大
文
字

の
）
他
者
を
排
除
す
る
宋
理
学
の
考
え
と
ま
っ
た
く
対
立
し
て
い
る
の
で

あ
る
」
と
述
べ
る
（
酒
井2002: 137-138

）
。
ま
た
、
仁
斎
の
説
く
「
徳
」

の
概
念
に
つ
い
て

徳
は
存
す
る
と
こ
ろ
を
も
っ
て
言
う (

6)

」
な
ど
に

依
拠
し
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。 

 

伊
藤
に
よ
る
「
徳
」
の
字
の
理
解
は
、
…
…
こ
れ
は
社
会
性
が
あ
ら

か
じ
め
他
者
の
参
与
を
含
意
し
た
概
念
で
あ
る
こ
と
を
示
す
だ
け

で
な
く
、
他
者
が
参
与
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
か
な
る
「
心
」
も

予
測
で
き
な
い
余
剰
、
偶
発
性
が
作
り
出
さ
れ
る
こ
と
を
示
し
て
い

る
。
（
酒
井2002: 147-148

） 

  

本
稿
の
冒
頭
に
引
い
た
「
道
」
の
定
義
に
つ
い
て
は
、
酒
井
は
次
の
よ

う
に
述
べ
て
い
る
。 

 

伊
藤
は
こ
れ
ら
の
「
徳
」
の
全
体
性
と
し
て
の
道
は
、
路
の
よ
う
な

も
の
だ
と
主
張
し
た
。
す
な
わ
ち
、
人
び
と
が
と
も
に
あ
る
一
つ
の

方
向
に
歩
く
と
き
、
路
が
で
き
る
。
道
に
は
超
越
的
な
基
盤
な
ど
な

い
。
道
は
路
が
あ
る
か
ら
存
在
す
る
。
（
酒
井2002: 160

） 
  

以
上
の
よ
う
な
酒
井
や
子
安
の
解
釈
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
ポ
ス
ト

モ
ダ
ン
の
立
場
か
ら
は
、
超
越
的
な
基
盤
を
排
除
し
、
他
者
性
を
顧
慮
す

る
こ
と
こ
そ
が
仁
斎
の
思
想
の
特
徴
だ
と
さ
れ
る(

7)

。 
 

柄
谷
行
人
に
よ
る
「
伊
藤
仁
斎
論
」
も
、
ま
さ
に
こ
の
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン

の
立
場
に
棹
さ
す
も
の
で
あ
る
。
一
九
八
六
年
に
「
注
釈
学
的
世
界
」
と

い
う
題
名
で
『
文
藝
』
に
発
表
さ
れ
た
論
文
は

当
初
は
、
荻
生
徂
徠
・

本
居
宣
長
に
つ
い
て
も
論
じ
る
つ
も
り
で
い
た
が
、
以
後
中
断
し
た
ま
ま

に
な
っ
て
い
る
」
。
そ
の
理
由
は

仁
斎
の
認
識
は
根
本
的
に
徂
徠
や
宣

長
と
異
質
で
あ
っ
て
、
後
者
に
よ
っ
て
乗
り
越
え
ら
れ
て
い
く
と
い
っ
た

も
の
で
は
な
い
」た
め
で
あ
り

す
で
に
仁
斎
に
つ
い
て
こ
こ
ま
で
い
っ

て
し
ま
え
ば
、
こ
の
先
徂
徠
や
宣
長
を
論
ず
る
の
は
た
ん
に
退
屈
に
し
か

思
え
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る

柄
谷1999: 232

）
。
柄
谷
が
着
目
す
る
の

は
、
朱
子
学
で
は
前
提
さ
れ
て
い
た
「
性
」
と
「
道
」
と
の
連
関
を
、
仁

斎
が
「
教
」
に
よ
っ
て
分
離
し
た
こ
と
で

孔
子
の
「
教
」
は
、
仁
斎
に
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と
っ
て
、
対
関
係
と
し
て
の
他
者
に
対
す
る
実
践
の
う
ち
に
し
か
普
遍
的

な
「
道
」
は
あ
り
え
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
た
の
で
あ
る
」
と
述
べ

て
い
る
（
柄
谷1999: 280

）
。
柄
谷
は
、
仁
斎
の
立
場
を
説
明
す
る
の
に

わ
れ
わ
れ
は
他
人
に
、
傷
み
を
認
め
る
が
ゆ
え
に
、
同
情
す
る
の
で
は

な
く
、
逆
に
わ
れ
わ
れ
は
他
人
に
、
同
情
す
る
が
ゆ
え
に
、
傷
み
を
認
め

る
の
で
あ
る
」
と
い
う
ク
リ
プ
キ
の
言
葉
を
引
用
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は

子
安
の
「
人
倫
的
諸
関
係
に
お
い
て
行
為
的
に
存
在
す
る
、
そ
の
人
間
の

あ
り
方
を
措
い
て
他
に
道
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
」
と
い
う
説
明
と
呼
応

し
て
い
る
。 

 

以
上
に
み
た
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
立
場
か
ら
す
る
仁
斎
評
価
は
、
西
田
幾

多
郎
が
示
し
た
「
理
よ
り
事
へ
」
と
い
う
方
向
性
の
一
つ
の
展
開
だ
と
言

え
よ
う
。 

 

四
、
「
自
然
」
の
解
釈 

  

仁
斎
の
再
評
価
を
行
っ
た
子
安
宣
邦
は
、
丸
山
真
男
が
打
ち
立
て
た
徂

徠
像
に
反
対
し
、
徂
徠
の
思
想
に
つ
い
て
新
し
い
読
解
を
提
唱
す
る
。 

 

「
道
と
は
先
王
の
道
で
あ
る
」
と
い
う
徂
徠
の
言
説
の
特
質
、
あ
る

い
は
そ
の
事
件
性
を
め
ぐ
る
私
の
考
察
は
、
徂
徠
の
い
う
「
先
王
の

道
」
と
は
道
徳
に
優
先
す
る
政
治
の
道
で
あ
る
と
い
っ
た
と
ら
え
方

と
は
全
く
す
れ
ち
が
う
。
あ
る
い
は
そ
う
し
た
と
ら
え
方
が
目
を
つ

む
っ
て
い
る
そ
の
こ
と
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
（
子
安1990: 294

） 

 

以
上
の
よ
う
に
述
べ
る
子
安
は

孔
子
の
道
は
、
先
王
の
道
な
り
」
と
い

う
言
葉
を
次
の
よ
う
に
解
釈
し
て
い
る

孔
子
の
道
は
、
先
王
の
道
な

り
」
と
い
う
言
葉
」
は

言
説
に
お
け
る
道
と
い
う
限
定
性
、
一
面
性
を

批
判
的
に
超
え
出
る
志
向
を
も
っ
て
い
わ
れ
て
い
る
」
の
で
あ
り
、
「
道

の
概
念
規
定
的
な
言
辞
、
あ
る
い
は
道
を
め
ぐ
る
言
説
は
「
道
」
の
一
己

の
見
解
へ
の
狭
小
化
な
の
だ
と
い
う
、
道
の
異
質
的
変
化
に
注
が
れ
た
徂

徠
の
視
線
が
重
要

子
安1990: 292, 291

）
な
の
で
あ
る
。
道
の
さ
ま
ざ

ま
な
「
概
念
規
定
的
な
言
辞
」
は
、
言
わ
ば
「
理
」
を
め
ぐ
る
複
数
の
言

説
で
あ
り
、
そ
の
概
念
規
定
を
超
え
出
て
聖
人
に
よ
る
命
名
の
場
面
に
さ

か
の
ぼ
る
こ
と
で
、
子
安
も
ま
た
「
事
」
の
次
元
を
重
視
し
て
い
る
の
だ

と
言
え
よ
う
。 

 

し
か
し
こ
こ
で
の
子
安
の
丸
山
真
男
批
判
は
、
丸
山
と
は
「
す
れ
ち
が

う
」
徂
徠
の
定
義
の
別
の
側
面
を
顕
わ
に
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
正
面
か

ら
の
否
定
と
は
な
っ
て
い
な
い
。
子
安
は
、
自
然
と
作
為
の
対
立
と
い
う

丸
山
の
テ
ー
ゼ
は
虚
構

―
本
稿
の
立
場
を
加
え
る
な
ら
近
代
性
に
依

拠
し
た
虚
構

―
だ
と
す
る
が
、
徂
徠
の
聖
人
観
を
丸
山
が
見
誤
っ
て
い

る
と
い
っ
た
論
点
を
積
み
重
ね
て
い
る
だ
け
で
、
テ
ー
ゼ
そ
れ
自
体
の
誤

り
を
指
摘
す
る
に
は
至
っ
て
い
な
い
。 

 

『
江
戸
思
想
史
講
義
』
に
は
、
自
然
／
作
為
と
い
う
構
図
に
対
す
る
子

安
に
よ
る
正
面
か
ら
の
意
義
申
し
立
て
が
示
さ
れ
て
い
る
。
子
安
は
「
徂

徠
〈
礼
楽
論
〉
に
あ
っ
て
「
制
作
」
と
は

自
然
〉
へ
の
対
抗
と
し
て
の

〈
作
為
〉
を
い
う
も
の
で
は
な
い

制
作
」
と
は

自
然
〉
を
欠
く
こ
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と
の
で
き
な
い
前
提
と
し
て
も
っ
た
、
あ
る
い
は
不
可
欠
の
契
機
と
し
て

包
み
込
ん
だ
立
場
で
あ
る

子
安2010: 207

）
と
述
べ
る
。
た
だ
し
、
こ

こ
で
子
安
が
言
う
「
〈
自
然
〉
」
は
、
括
弧
が
示
す
よ
う
に

天
賦
の
所

与
性
」や「
身
体
性
」と
置
き
換
え
ら
れ
る
語
で
あ
り

人
間
的
な
自
然
」

と
も
言
わ
れ
る
（
子
安2010: 205

）
。
そ
れ
に
対
し
て
、
丸
山
の
考
え
て

い
る
制
作
と
対
立
す
る
「
自
然
」
と
は
、
朱
子
学
の
想
定
す
る
「
自
然
」
、

す
な
わ
ち
「
性
」
に
否
定
さ
れ
る
非
人
間
的
な
「
自
然
」
で
あ
る
か
ら
、

子
安
の
批
判
は
筋
違
い
で
あ
る
よ
う
に
も
思
え
る
。 

 

し
か
し
、
本
稿
で
既
に
引
い
た
よ
う
に
、
丸
山
は
そ
も
そ
も
、
仁
斎
の

道
に
つ
い
て

宋
学
に
お
け
る
自
然
法
則
（
天
道
）
」
で
は
な
い
が
、「
経

験
的
人
間
行
為
に
対
し
て
ア
プ
リ
オ
リ
な
自
足
的
存
在
」
で
あ
る
と
い
う

意
味
で
は
「
自
然
的
」
だ
と
し
て
、
二
つ
の
「
自
然
」
を
区
別
し
て
い
た
。

こ
の
二
つ
の
自
然
に
つ
い
て
、
丸
山
は
「
人
の
外
に
道
な
く
道
の
外
に
人

な
し
」
と
い
う
子
安
が
検
討
し
た
『
童
子
問
』
の
一
節
（
巻
上
第
八
章
）

と

道
は
人
有
る
と
人
無
き
と
を
待
た
ず
、
本
来
自
ら
有
る
の
物
」
と
い

う
別
の
『
童
子
問
』
の
一
節
（
巻
上
、
第
十
四
章
）
は
矛
盾
し
な
い
と
述

べ
て
い
る
。
前
者
は
、
道
が
自
然
界
か
ら

宋
学
に
お
け
る
自
然
法
則
」

（
第
一
の
意
味
で
の
自
然
）
か
ら
分
離
さ
れ
、
人
と
と
も
に
あ
る
こ
と
を

意
味
し
、
後
者
は

道
の
人
性
よ
り
の
超
越
性
」
を
意
味
し
、
道
が
人
に

対
し
て
「
ア
プ
リ
オ
リ
な
自
足
的
存
在

第
二
の
意
味
で
の
自
然
）
で
あ

る
こ
と
を
意
味
す
る
、
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
徂
徠
は
こ
の
ア
プ

リ
オ
リ
性
を
も
否
認
し
た
、
と
さ
れ
る
（
丸
山1983: 56, 96

）
。
し
た
が

っ
て
、
徂
徠
は
第
二
の
意
味
で
の
自
然
を
否
定
し
て
い
な
い
と
い
う
子
安

の
批
判
は
成
立
し
て
い
る
。
と
は
い
え
、
丸
山
と
子
安
で
や
は
り
「
自
然
」

の
意
味
の
理
解
が
違
っ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
子
安
の
丸
山
批
判
は
依
然

と
し
て
筋
違
い
で
あ
る
、
と
い
う
解
釈
も
成
り
立
つ
が
、
こ
こ
で
は
こ
れ

以
上
追
究
し
な
い
。 

 

五
、
天
の
道
、
人
の
道 

  

で
は
な
ぜ
、
丸
山
真
男
と
子
安
宣
邦
の
所
説
を
検
討
し
た
の
か
と
言
え

ば
、
両
者
に
よ
っ
て
（
と
り
わ
け
後
者
に
と
っ
て
）
軽
視
さ
れ
て
い
る
側

面
、
そ
し
て
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
近
代
の
立
場
か
ら
も
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の

立
場
か
ら
も
（
と
り
わ
け
後
者
の
立
場
か
ら
）
軽
視
さ
れ
て
い
る
側
面
に

光
を
当
て
よ
う
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
丸
山
が
問
題
に
し
た
箇
所
を
、
そ

の
続
き
も
含
め
て
あ
ら
た
め
て
と
り
あ
げ
よ
う
。 

 

道
と
は
人
有
る
と
人
無
き
と
を
待
た
ず
、
本
来
自
ら
有
る
の
物
、
天

地
に
満
ち
、
人
倫
に
徹
し
、
時
と
し
て
然
ら
ず
と
い
う
こ
と
無
く
、

処
と
し
て
在
ら
ず
と
い
う
こ
と
無
し
。
（
『
童
子
問
』
巻
上
、
第
十

四
章
） 

 

同
様
の
内
容
は
『
語
孟
字
義
』
で
も
説
か
れ
て
い
る
。 

 

道
と
は
、
人
倫
日
用
当
に
行
く
べ
き
の
路
、
教
え
を
待
っ
て
後
有
る

に
あ
ら
ず
、
亦
矯
揉
し
て
能
く
然
る
に
あ
ら
ず
。
み
な
自
然
に
し
て
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然
り
。
四
方
八
隅
、
遐
陬
の
陋
、
蛮
貊
の
蠢
た
る
に
至
る
ま
で
、
お

の
ず
か
ら
君
臣
父
子
夫
婦
昆
弟
朋
友
の
倫
有
ら
ず
と
い
う
こ

と
な
く
亦
親
義
別
叙
信
の
道
有
ら
ず
と
い
う
こ
と
な
し
万

世
の
上
も
か
く
の
ご
と
く
万
世
の
下
も
亦
か
く
の
ご
と
し  (

8)

。 
 

道
は

自
ら

自
然
に
」
存
在
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
人
倫
か
ら
離
れ
て

存
在
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
し
、
そ
れ
は
い
つ
の
時
代
の
ど
ん

な
場
所
で
も
成
立
す
る
普
遍
性
を
そ
な
え
た
も
の
で
あ
り
、
人
間
の
行
為

に
よ
っ
て
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
変
動
す
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
逆
説
的

だ
が
、
仁
斎
に
よ
れ
ば
、
人
倫
は
、
人
が
い
な
く
て
も
理
念
的
に
存
在
す

る
の
で
あ
る
。
柄
谷
の
「
教
」
の
強
調
も
、
あ
る
文
脈
に
お
い
て
は
成
立

す
る
が(

9)

、
こ
こ
で
道
が
「
教
」
以
前
に
存
在
す
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る

こ
と
の
意
味
は
、
柄
谷
の
解
釈
か
ら
は
説
明
で
き
な
い
。 

『
語
孟
字
義
』
の
引
用
箇
所
に
つ
い
て
、
子
安
は

お
の
ず
か
ら
と
い

う
こ
と
は
、
何
ゆ
え
に
と
い
う
根
拠
へ
の
問
い
に
か
か
わ
ら
な
い
、
有
り

の
自
明
性
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
（
子
安2004: 191

）
、
根
拠
づ

け
へ
の
批
判
を
導
き
出
し
て
い
る
が
、
普
遍
的
な
道
に
寄
せ
る
仁
斎
へ
の

信
頼
に
つ
い
て
は
言
及
が
な
い
。
そ
し
て
、
丸
山
真
男
も
、
仁
斎
に
よ
る

朱
子
学
批
判
を
強
調
す
る
あ
ま
り

人
が
い
な
く
て
も
成
立
す
る
人
倫

の
道
」
の
意
味
を
捉
え
そ
こ
な
っ
て
い
る
。
丸
山
は
そ
れ
を
、
「
宋
学
に

お
け
る
自
然
法
則（
天
道

で
は
な
い
が

経
験
的
人
間
行
為
に
対
し
て

ア
プ
リ
オ
リ
な
自
足
的
存
在
」
で
あ
る
と
述
べ
て
い
た
が
、
言
わ
ば
そ
れ

は
「
自
然
法
則
（
天
道

で
も
あ
り
「
ア
プ
リ
オ
リ
な
自
足
的
存
在
」
で

も
あ
る
の
だ
。
確
か
に
、
仁
斎
は
天
の
運
動
（
流
行
）
す
る
根
拠
を
求
め

る
こ
と
は
否
定
し
た
が
、
流
行
そ
の
も
の
が
道
で
あ
り
、
そ
れ
が
人
間
に

と
っ
て
規
範
と
な
る
こ
と
は
否
定
し
て
い
な
い
。 

 

仁
斎
と
朱
子
学
と
の
違
い
は
、
天
理
の
存
在
を
認
め
る
か
ど
う
か
の
違

い
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
天
理
の
存
在
の
仕
方
、
お
よ
び
天
理
に
至
る
た

め
の
方
法
論
の
違
い
に
あ
る
。
朱
子
学
で
は
人
間
の
性
や
事
物
の
性
す
べ

て
に
理
が
宿
っ
て
い
る
と
し
、
修
養
お
よ
び
格
物
に
よ
っ
て
、
理
を
追
及

し
て
い
こ
う
と
す
る
。
そ
れ
に
対
し
、
仁
斎
は
本
来
的
な
性
を
否
定
し
、

卑
近
な
日
常
の
世
界
で
の
実
践
を
通
し
て
道
を
追
及
し
よ
う
と
す
る
。
し

か
し
そ
こ
に
は
天
道
へ
の
信
頼
が
、
確
固
と
し
て
存
在
し
て
い
る
。 

 

こ
こ
か
ら
は
、
仁
斎
の
よ
き
祖
述
者
で
あ
る
と
さ
れ
る
長
子
、
伊
藤
東

涯
（1670-1736

）
の
言
説
に
依
拠
し
な
が
ら
、
仁
斎
学
派
の
説
を
検
討
し

て
い
こ
う
。 

東
涯
『
訓
幼
字
義
』
は
、
道
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
普
遍
性
に
つ
い
て
、「
自

然
」
や
「
お
の
ず
か
ら
」
と
い
う
語
を
用
い
て
、
中
国
の
「
聖
人
の
道
」

は
「
日
本
の
俗
」
に
も
適
応
さ
れ
る
と
し
、
次
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。 

 

道
と
い
ふ
も
の
は
、
本
聖
人
の
心
思
智
恵
を
以
て
、
こ
し
ら
へ
設
ら

れ
た
る
も
の
に
あ
ら
ず
、
天
地
自
然
の
道
な
り

中
略
）
四
方
の

国
々
、
文
字
言
語
の
相
通
ぜ
ざ
る
と
こ
ろ
も
、
た
れ
は
じ
む
る
と
も

な
し
に
、
お
の
づ
か
ら
此
道
あ
ら
ず
と
い
ふ
こ
と
な
し(

10)

。 
 

道
が
「
天
地
自
然
」
で
あ
る
こ
と
は
「
た
れ
は
じ
む
る
と
も
な
し
に
、
お
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の
づ
か
ら
」
道
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る (

11)

。
こ
う
し
た
道
に

対
し
て
、人
が
積
極
的
に
関
わ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。東
涯
は
ま
た

す

へ
て
天
を
以
て
人
に
対
し
て
い
ふ
と
き
は
、 

自
然
な
る
を
天
と
い
ふ
、 

作
意
に
で
た
る
を
人
と
い
ふ
こ
と
多
し

訓
幼
字
義
』
巻
之
一
、
「
天

道
」
）
と
述
べ

自
然
」
と
（
「
作
為
」
な
ら
ぬ

作
意
」
を
区
別
し
て

い
る
が
、
そ
れ
は
「
自
然
に
し
て
作
意
な
き
」
聖
人
の
徳
と

学
問
修
為

し
て
い
た
る
」
賢
人
の
徳
と
の
区
別
と
言
い
換
え
ら
れ
る
（
同
上
、
巻
之

四
、
「
誠
」
）
。
し
か
し
、
聖
人
な
ら
ぬ
一
般
人
に
は
賢
人
の
あ
り
方
を

模
倣
す
る
ほ
か
な
く(

12)

、人
が
な
し
う
る
こ
と
は
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら

れ
る
。 

 

た
だ
何
と
な
し
に
お
そ
る
べ
き
道
あ
る
を
し
り
て
、
常
々
に
身
を
つ

つ
し
み
法
を
守
り
て
、
天
命
に
た
が
わ
ざ
る
よ
う
に
す
る
、
是
を
天

を
畏
る
と
い
う
、
こ
れ
を
天
を
敬
す
と
い
う
。
（
同
上
、
巻
之
一
、

「
天
道
」
） 

  

丸
山
や
子
安
ら
の
仁
斎
評
価
に
お
い
て
軽
視
さ
れ
て
き
た
の
は
、
「
天

を
畏
る
」
「
天
を
敬
す
」
と
い
う
側
面
で
あ
る
。
東
涯
が
天
道
に
主
宰
と

流
行
の
二
面
が
あ
る
が

天
道
の
天
道
た
る
ゆ
ゑ
む
は
、も
つ
は
ら
主
宰

の
上
に
あ
つ
て
、
流
行
は
其
中
に
あ
り
、
主
宰
の
外
ま
た
流
行
の
天
道
あ

る
に
あ
ら
す (

13)

」
と
い
っ
た
一
節
も
、
形
而
上
学
批
判
者
と
し
て
の
仁

斎
像
を
強
調
す
る
文
脈
か
ら
は
見
落
と
さ
れ
が
ち
な
点
で
あ
ろ
う
。 

 

丸
山
真
男
は
仁
斎
の
天
命
論
に
注
意
を
払
っ
て
は
い
る
も
の
の
、
強
調

さ
れ
る
の
は
天
の
道
と
人
の
道
と
の
切
り
分
け
で
あ
っ
て
、
人
が
天
を
敬

う
と
い
う
側
面
に
つ
い
て
は
議
論
し
て
い
な
い
（
丸
山1983: 54

）
。
子

安
宣
邦
に
つ
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
言
え
る
。
子
安
も
ま
た
仁
斎
に
お
け

る
「
天
の
主
宰
性
」
に
言
及
し
て
い
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
子

安
は

伊
藤
仁
斎
の
世
界
』
に
お
い
て

童
子
問
』
下
第
十
章
を
引
用

し
つ
つ

天
の
必
然
の
理
と
人
の
自
取
の
道
と
は
相
互
的
な
連
関
の
う

ち
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
自
取
の
道
を
と
る
人
に
お
い
て
、
天
は
必
然

の
理
を
有
す
る
も
の
と
し
て
あ
る
の
で
あ
る
。
み
ず
か
ら
道
を
尽
す
も
の

が
、天
の
命
を
信
じ
、究
極
的
に
み
ず
か
ら
を
そ
れ
に
委
ね
る
の
で
あ
る
」

と
述
べ
て
い
る
（
子
安2004: 238

）
。
こ
の
読
解
に
は
、
ま
っ
た
く
賛
同

す
る
。
し
か
し
、
子
安
は
人
が
天
に
「
委
ね
る
」
こ
と
の
意
味
を
仁
斎
思

想
の
全
体
像
に
位
置
づ
け
る
こ
と
は
し
て
い
な
い
。
ま
た
『
江
戸
思
想
史

講
義
』
で
は
、
子
安
は
、
あ
く
ま
で
朱
子
学
批
判
の
文
脈
で
仁
斎
を
読
も

う
と
し

天
と
の
内
在
的
な
関
係
か
ら
離
れ

天
と
「
向
き
合
う
」
人

と
い
う
関
係
を
導
い
て
お
り
（
子
安2010: 141

や
は
り
、
人
が
天
に

み
ず
か
ら
を
委
ね
る
と
い
う
側
面
に
は
注
意
が
払
わ
れ
て
い
な
い
。 

天
地
自
然
な
る
も
の
と
人
間
の
行
為
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
東
涯
『
訓

幼
字
義
』
か
ら
、
も
う
一
節
引
用
し
よ
う
。 

 

音
律
の
十
二
調
子
は
、天
地
自
然
の
音
な
り
、竹
肉
の
声
を
出
す
は
、

人
の
声
な
り
。
人
の
声
清
濁
高
下
さ
だ
ま
ら
ざ
る
に
よ
り
て
、
修
練

稽
古
し
て
、
律
に
か
な
ふ
や
う
に
す
る
を
楽
章
と
い
ふ
。
然
れ
ば
楽

と
い
ふ
も
の
は
、
人
の
声
の
あ
ら
は
れ
た
る
も
の
な
れ
と
も
、
其
調
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子
は
天
地
自
然
に
備
り
て
あ
り
、
人
々
の
声
、
か
な
ら
ず
調
子
に
か

な
ふ
に
あ
ら
ず
、
仁
と
心
と
も
亦
か
く
の
ご
と
し
。
（
同
上
、
巻
之

三
、
「
仁
」
） 

  

十
二
調
子
は
、
天
地
自
然
に
よ
っ
て
定
ま
っ
て
い
る
。
人
為
が
な
し
う

る
こ
と
は
、
そ
の
調
子
に
沿
っ
て
楽
器
や
声
で
音
楽
を
奏
で
る
こ
と
で
し

か
な
い
。
つ
ま
り
、
道
を
実
践
す
る
こ
と
は
、
い
わ
ば
天
地
自
然
の
音
階

に
沿
う
よ
う
に
訓
練
す
る
こ
と
で
あ
る
。
誰
か
が
新
た
な
道
を
切
り
開

き
、
そ
れ
に
追
随
す
る
こ
と
で
道
が
で
き
る
と
い
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。 

 

人
為
と
は
、
あ
ら
か
じ
め
定
め
ら
れ
た
自
然
の
十
二
調
子
に
従
っ
て
、

人
間
が
楽
器
や
声
で
音
楽
を
奏
で
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
道
を
実
践
す
る

こ
と
は
、
い
わ
ば
天
地
自
然
の
音
階
に
沿
う
よ
う
に
訓
練
す
る
こ
と
で

あ
る
。
誰
か
が
新
た
な
道
を
切
り
開
き
、
そ
れ
に
追
随
す
る
こ
と
で
道

が
で
き
る
と
い
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。 

 

以
上
、
東
涯
の
言
説
に
よ
っ
て
天
と
人
と
の
関
係
を
見
て
き
た
。
そ
れ

は
東
涯
が
、
仁
斎
以
上
に
天
と
人
と
の
関
係
を
巧
み
に
説
明
し
て
い
る
か

ら
で
あ
っ
て
、
仁
斎
自
身
に
こ
の
よ
う
な
考
え
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
は

な
い
。
仁
斎
は
、
天
を
敬
い
な
が
ら
の
人
間
の
行
為
を

財
成
輔
相
」
と

い
う
『
易
』
に
基
づ
く
言
葉
で
説
明
し
て
い
る(

14)

。 
 

夫
れ
人
と
我
と
、
体
を
異
に
し
気
を
殊
に
す
。
そ
の
疾
痛
痾
痒
、
皆

相
干
渉
せ
ず
。
況
ん
や
人
の
物
と
類
を
異
に
し
形
を
殊
に
す
、
奚
ぞ

相
干
渉
せ
ん
。
天
地
の
道
を
財
成
輔
相
し
て
、
各
お
の
其
の
性
を
遂

げ
し
む
と
謂
う
と
き
は
、
則
ち
可
な
り
。
之
を
我
の
性
を
尽
く
す
と

謂
う
と
き
は
、
則
ち
不
可
な
り
。
（
『
童
子
問
』
巻
上
、
第
二
十
一

章
） 

 

酒
井
直
樹
が
仁
斎
に
お
け
る
他
者
の
尊
重
を
説
く
の
に
利
用
し
て
い
た

一
節
で
あ
る
。
確
か
に
、
我
と
人
と
の
直
接
的
な
連
続
性
は
断
た
れ
て
お

り
、
自
分
の
性
を
尽
く
し
た
と
こ
ろ
で
他
人
の
性
を
尽
く
す
こ
と
に
は
な

ら
な
い
と
さ
れ
る
。
し
か
し
天
地
の
道
を
尊
重
し
、
そ
れ
を
補
う
よ
う
に

行
為
す
る
こ
と
で
、
人
も
我
も
そ
れ
ぞ
れ
の
性
（
生
ま
れ
つ
き
）
を
発
揮

す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
確
信
は
、
は
っ
き
り
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。 

「
道
は
な
お
路
の
ご
と
し
。
人
の
往
来
通
行
す
る
所
以
な
り
」
と
い
う

定
義
は
、
決
し
て
人
間
に
対
し
て
超
越
的
な
天
道
を
排
除
す
る
も
の
で
は

な
い
。
天
道
の
存
在
を
信
じ
な
が
ら
も
、
そ
れ
が
（
聖
人
以
外
に
は
）
不

可
知
で
あ
る
が
た
め
に
、
仁
斎
は
、
人
間
の
往
来
通
行
に
よ
っ
て
実
現
さ

れ
る
人
倫
と
し
て
人
の
道
を
実
現
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
人
の
道
と
相
即
的

な
天
の
道
を
顕
在
化
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
天
と
人
を

含
ん
だ
全
体
の
調
和
が
成
立
し
う
る
こ
と
は
前
提
さ
れ
て
い
る
。
自
然
に

宿
る
道
を
信
じ
、
天
地
の
歩
み
に
歩
調
を
合
わ
せ
て
歩
い
て
道
を
作
る
こ

と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
や
み
く
も
に
道
を
切
り
開
い

て
進
む
こ
と
と
は
異
な
る
。
そ
し
て
、
仁
斎
の
よ
う
に
、
天
の
道
を
信
じ

て
人
の
道
を
歩
む
こ
と
と
、
徂
徠
の
よ
う
に
、
聖
人
の
立
て
た
道
を
信
じ

て
人
の
道
を
歩
む
こ
と
と
は
、
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
隔
た
り
は
な
い
。
そ
し

て
、
徂
徠
も
ま
た
天
を
敬
う
こ
と
を
よ
し
と
し
て
い
た
（
丸
山1983: 81
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(
15)

）
。
仁
斎
以
上
に
歴
史
を
重
ん
じ
、
制
度
の
沿
革
を
論
じ
た
東
涯
の
業

績
は
、
二
人
の
間
を
埋
め
る
も
の
と
し
て
貴
重
な
示
唆
に
富
ん
で
い
る
。 

 

※ 

本
稿
はJSPS

科
研
費
（
課
題
番
号19K

00109 

代
表
：
ラ
ム
・
ウ

ィ
ン
カ
ン
）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。 

  

注 
(

1) 

西
田
幾
多
郎
も

西
洋
は
学
、
東
洋
は
教
、
学
よ
り
も
教
と
い
う
人
に

は
、
往
々
仁
斎
、
徂
徠
の
学
の
如
き
を
軽
視
す
る
傾
が
あ
る
」
こ
と
を

批
判
し
て
い
る
（
西
田1950: 218

）
。 

(

2)  

井
上
は
後
段
で
も
「
同
志
会
筆
記
」
の
同
文
を
引
い
て
、
「
古
風
の

思
想
」
と
断
じ
て
い
る
（
井
上1902: 628

）
。 

(

3) 

井
上
哲
次
郎
は
、
徂
徠
よ
り
も
仁
斎
を
高
く
評
価
し
な
が
ら
、
そ
の
評

価
の
ポ
イ
ン
ト
を
、
他
者
性
の
重
視
で
は
な
く
自
己
修
養
の
道
徳
性
に

置
く
。井
上
の
言
説
は
、個
人
の
内
面
を
も
支
配
下
に
置
こ
う
と
す
る
、

丸
山
ら
と
は
異
な
る
別
の
モ
ダ
ン
の
立
場
に
あ
る
と
言
え
よ
う
。 

(

4) 

つ
と
に
吉
本
隆
明
は
、丸
山
真
男
の
思
想
史
理
解
に
つ
い
て

徂
徠
は
、

丸
山
の
問
題
意
識
の
線
上
に
お
お
き
く
浮
び
あ
が
り
、仁
斎
や
素
行
は
、

い
わ
ば
儒
学
を
、
観
念
的
な
内
向
性
に
む
か
わ
せ
た
も
の
と
し
て
、
そ

の
対
極
に
、
徂
徠
の
前
座
役
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
」
と
指
摘
し
、
思
想

そ
れ
自
体
と
し
て
は
、
仁
斎
は
も
っ
と
「
き
わ
め
て
大
き
な
姿
で
あ
ら

わ
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
（
吉
本2001: 285

）。 

(

5) 

子
安2004: 148

以
下
に
も
、
仁
斎
と
和
辻
の
類
似
性
に
つ
い
て
の
指

摘
が
あ
る
。 

(

6) 

『
語
孟
字
義
』
巻
上
「
徳

引
用
箇
所
の
前
後
は
以
下
の
と
お
り
。「
道

は
流
行
を
も
っ
て
言
う
。
徳
は
存
す
る
と
こ
ろ
を
も
っ
て
言
う
。
道
は

お
の
ず
か
ら
導
く
と
こ
ろ
有
り
。
徳
は
物
を
済な

す
と
こ
ろ
有
り
。
」 

(

7) 

高
山
大
毅
は

接
人
」と
い
う
仁
斎
も
徂
徠
も
用
い
る
術
語
に
着
目
し
、

現
象
学
な
ど
の
「
他
者
論
」
と
区
別
し
て

接
人
」
の
領
域
と
い
う
言

葉
で
彼
ら
の
思
想
の
特
徴
を
描
き
出
し
て
い
る
（
高
山2016: 15

）
。 

(

8) 

『
語
孟
字
義
』
巻
上
「
道
」
。
吉
川
幸
次
郎
は

蛮
貊
」
云
々
と
い

う
の
は
、
西
洋
の
存
在
へ
の
お
ぼ
ろ
な
意
識
で
あ
る
」
と
い
う
興
味
深

い
指
摘
を
行
っ
て
い
る
（
吉
川1975: 31

）
。 

(

9) 

柄
谷
が
取
り
上
げ
て
い
る
の
は

中
庸
』
第
一
章
「
天
命
之
謂
性
、
率

性
之
謂
道
、
修
道
之
謂
教
」
に
対
す
る
仁
斎
の
解
釈
で
あ
り

性

道

教
」の
何
を
重
視
す
る
か
と
い
う
文
脈
で
は
柄
谷
の
主
張
は
妥
当
で
あ

る
。 

(

10) 

伊
藤
東
涯
『
訓
幼
字
義
』
巻
之
二

道
」
。
こ
の
後

今
時
西
夷
南
蛮

遠
き
海
外
の
人
と
も
」
と
続
い
て
お
り
、
先
に
引
い
た
仁
斎
『
語
孟
字

義
』
の
「
蛮
貊
の
蠢
」
と
い
っ
た
表
現
と
呼
応
し
て
い
る
。
吉
川
幸
次

郎
が
「
西
洋
の
存
在
へ
の
お
ぼ
ろ
な
意
識
」
が
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
た

の
は
お
そ
ら
く
正
し
い
。 

(
11) 

こ
の
点
は
、徂
徠
の
道
の
定
義

先
王
の
道
は
、先
王
の
造
る
所
な
り
。

天
地
自
然
の
道
に
非
ざ
る
な
り
」と
表
現
上
は
真
っ
向
か
ら
対
立
す
る
。 

(

12) 
仁
斎
も
『
語
孟
字
義
』
巻
上
「
天
命
」
で

蓋
し
天
と
は
専
ら
自
然
に
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出
て
、
人
力
の
能
く
す
る
所
に
非
ざ
る
な
り
」
と
述
べ
て
い
る
。 

(

13)
『
訓
幼
字
義

巻
之
一

天
道

仁
斎
『
語
孟
字
義
』
巻
上
「
天
道
」

に
も

天
道
の
天
道
為
る
所
以
を
論
ず
る
と
き
は
、
す
な
わ
ち
も
っ
ぱ

ら
主
宰
を
以
て
言
ふ
」
と
あ
る
。 

(

14)

『
易
』
泰
卦
、
象
伝

天
地
交
、
泰
、
后
以
財
成
天
地
之
道
、
輔
相
天

地
之
宜
、
以
左
右
民

仁
斎
は
「
裁
成
輔
相
」
と
し
て

童
子
問
』
下

第
九
章
、
第
五
十
章
に
も
使
用
し
て
い
る

財
成
輔
相
」
に
着
目
し
た

研
究
の
一
例
と
し
て
、
高
島
元
洋
の
論
文
が
挙
げ
ら
れ
る
。
高
島
は
、

仁
斎
に
お
け
る
天
と
人
と
の
関
係
に
つ
い
て

人
が
天
地
と
一
体
と
な

る
と
い
う
よ
う
な
漠
然
と
し
た
感
覚
」
に
拠
ら
ず

人
は
天
地
の
間
に

あ
る
人
と
し
て
の
み
「
天
地
の
道
」
を
「
財
成
輔
相
」
す
る
」
と
説
明

し
て
い
る
（
高
島1981: 75

）
。 

(

15) 

徂
徠
の
天
概
念
に
つ
い
て
は
、
陳2015

を
参
照
。 
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