
〈
研

究

論

文

７

〉

楽
　
　

の
　
　

思
　
　

想

―
―
益
軒
と
ル
ソ
ー
の
場
合
―
―

「
楽

と
い

ふ
は
、
こ

の
み

愛
す

る
事
な
り

。
こ

れ
を
求
む

る
こ

と
や
む
時

な
し
」

と
吉
田
兼
好

は
い
う
。「

好
む
」
こ
と
、「

愛
す

る
」

こ
と

が
楽
で
あ

る
と
定
義

し
て

、
そ
れ
を
求
め
つ
づ
け
て

い
く
人
間

の
姿

を
謳
う
兼
好
は
、

「

楽
」
の
本
質

の
一
面

を
衝
い
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
が
、
楽
は
好
む
こ
と

と
愛
す
る
こ
と
を
も

っ
て
言
い
尽
く
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
か
ろ
う
。
楽

を
定
義
す

る
こ
と
は
そ
れ

ほ
ど
容
易

な
こ

と
で
は

な
い
の
で
あ

る
。

し
た
が
っ
て
こ

の
小
論

は
、
楽

の
意
味
内
容

を
追
求
し
て
そ

の
精
神

を
明

ら
か
に
す

る
こ

と
で

は
な
く
、
思
想
家
・
貝
原

益
軒

と
ル
ソ

ー
と

が
楽
を
い

か
に
受

け
止

め
、
い
か
に
実
践
し
た
の
か
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て

の
探
索
を
試

み
る
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
。

日
　

詩

・
礼

・
楽

周
知
の
よ
う
に
、
楽
と
い
う
文
字
は
弦
楽
器
の
意
で
、
白
は
親
指
の
形
、

伊
　
藤
　
友
　
信

親
指

の
つ
め
で
弦
を
榑
（
う
つ
）

と
こ

ろ
の
意
を
表
わ
し
、
音
楽
を
奏
す

る

こ
と
か
ら
楽

し
む
意

が
生
ま
れ
た
と
辞

典
（
貝
塚
茂
樹
・
他
編
『
漢
和
中
辞
典
』
）

に
い
う
。
な

お
ラ

ク
の
発
音

は

ガ
ク
の
転
音
で
、
ラ
ク
と
発
音
さ
れ
る
と
き

は
楽
し
む
意
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
安
部
、
苦
楽
、
快
楽
な
ど
で
あ

る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
。

「
詩
に
興
こ
り
、
礼
に
立
ち
、
楽
に
成
る
」
、
と
い
う
『
論
語
』
の
「
泰
伯

篇
」

の
章

旬
は
、
音

楽
に
よ
っ
て
人
間

の
教
養

が
完
成
す
る
と
い
う
も
の
だ

が
、
こ
れ
を
現
代

語
に
書
き
改
め
れ
ば
、
人
間
の
教
養
は
詩
に
よ

っ
て
ふ
る

い
た
ち
、
礼

に
よ

っ
て
安
定
し
、
音
楽

に
よ

っ
て
完
成
す
る
（
金
谷
治
氏
の
訳

に
よ
る
）
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
音
楽
は
人
間
の
教
養
の
総
仕
上
げ

を
す

る
役
割

を
担

う
こ

と
に
な
っ
て
い
る
。

い
ま
一
つ

の
『
論

語
』

の
章
句
を
引
用
す
る
と
、
「
こ

れ
を
知

る
者

は

こ

れ
を
好
む
者

に
如

か
ず
。
こ

れ
を
好
む
者
は
こ

れ
を
楽
し
む
者

に
如

か
ず
」
。

想思の楽１９



こ

の

句

は

「

雍

也

篇
」

に

あ

る

が

、

知

る

、

好

む

、

楽

し

む

と
い

う

他

動

詞

を
用

い

て

、

人
間

の

最
高

の

境

地

を

楽

に

お

い

て

達

成
す

る

と
孔

子

は

説

い

て

い

る

。

道

と
一

体

に

な

る

こ

と

を

楽

し

む

と

い

う

孔
子

は

、
音

楽

と
楽

し

む

こ

と

と

を
見

逃

が
す

こ

と

は

な

か

っ
た

。

詩

よ
り

も
礼

よ
り

も

楽

こ

そ

を

究

極

の
境

地

と
み

た

の
で

あ

る
。

こ
う
し
た
点
は
、
古
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
エ
ピ
ク
ロ
ス
学
派
に
共
通

す

る
も

の
で

あ
ろ

う

。

快

楽

を
究

極

の
境

地

と
し

た

エ

ピ
ク

ロ

ス
学

派

の

心

は

孔

子

に
通

ず

る
。

さ
ら

に

そ

れ

よ
り

古

く

は
、

プ

ラ

ト

ン
の

『

饗

宴
』

に

み

ら

れ

る
楽

し

み

な

が
ら

学

ぶ

姿

勢

も

ま

た
同

様

で

あ

ろ

う

。

（
二
）
　
益
軒
と
ル
ソ
ー

さ

て

私

は

、

楽

の

思

想

を

述

べ

る

に

な

ぜ

貝
原

益
軒

（
一
六
三
〇
一

一
七
一

四
）
と
Ｊ
・
Ｊ
・
ル
ソ
ー
（
一
七
一
二
―
七
八
）
を
採
り
上
げ
た
の
か
。

も

ち

ろ

ん
両

者

は

、
楽

（
音

楽

を

ふ

く

む
）

を
追

求

し
、

人

生

に

お

け

る

楽

の
実

践

に
積

極

的

で

あ

り

、
『
論

語
』

に

い

う

ご

と

く

、

楽

に

お
い

て

人

間

の

教

養

が
完

成

す

る
と

考

え

て

い

た
思

想

家

で
あ

る

か
ら

で

あ

る

が
、

一

見

し

て

判

る

よ

う

に

、
両

者

の

違

い

は

明

白

で

あ

る

。

両
者

は
東

と
西

と

の

思

想

的

な

相

違

と
い

う
こ

と

ば

か
り

で

は

な

く

、

思

想
上

は
云

う

ま

で

も

な

く

、

生

涯

の
生

き
方

も

い

わ

ゆ

る
右

と

左

と
い

わ
れ

る

よ
う

に

異

な

っ

て
い

る

の

で

あ

る
。

益

軒

は

均

衡

の

と

れ

た
平

安

な

人

生

、

流

れ

る

が
ご

と

き

日

々

を

送
り

、

晩

年

に
至

っ
て

ま
す

ま
す

自

由

を

獲

得

す

る
こ

と

の

で

き

た
自

然

人

で

あ

っ

た
。
か

た
や
ル
ソ
ー
は
、
波
瀾
万
丈
の
生
涯
で
、
情
念

に
か
き
た
て
ら
れ
な

が
ら
、
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
当
為
の
世
界
に
生
き
、
『
エ
ミ
―
ル
』
（
一
七
六
二
）

を
著
わ
す
こ
と
に
よ

っ
て
逮
捕
令

が
出

さ
れ
、

つ
い
に
国
外
に
逃
亡
せ
ざ
る

を
え
な
く
な

っ
た
。
あ
ま
り

に
も
厳
し
く
、
屈
折
し
た
生
涯
に
お
い
て
、
彼

は
そ
の
中
で
純
粋
に
生

き
つ
づ
け
よ
う
と
し
た
自
由
・
自

然
の
人

で
あ
っ
た

と
い
え

よ
う
。

こ

う
し
て
み

る
と
両
者

の
思

想
や
そ

の
行
為

の
違
い
は
歴
然

と
し
て
い
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
す
で
に
ふ
れ
た
・
よ
う
に
楽
を
追
求
す
る
と
い
う
点
で
は

ま

さ
に
共
通
し
て
い
る
し
、
ま

た
自
由
人
で
あ
り

、
自
然
人
で
あ

っ
た
点
か

ら
観
察
す
れ
ば
、
両
者

は
あ

い
通
ず
る
思
想
家
で

あ
っ
た
と
い
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
三
）
　
益
軒
。
に
お
け
る
楽

さ
て
楽
を
追
求

し
楽

を
実

践
し
た
益
軒

は
、
朱
子
学
者
で

あ
っ
た
。
も

っ

と
も
益
軒

の
儒
学

は
単
純

に
朱
子

学
で

あ
っ
た
と
は
い
い
き
れ
な
い
。
青

年

期

に
陽
明
学
に
傾
倒
し
た
こ

と
も
あ
り
、
古
学
の
伊
藤
仁
斎

と
は
二
・
三
度

会

っ
た
も

の
の
、
意
見
あ

わ
ず

と
し
て
退
け
て
い
る
が
、
し

か
し
益
軒

は
古

学

の
影
響
を
受
け
て
い
る
古
学
的
儒
者
で
も
あ
っ
た
。
い
わ

ぱ
幅
の
広
い
儒

者
で
あ
っ
た
と
い

う
こ

と

が
で
き
よ
う
。

こ
こ
で
儒
教
に
つ
い
て
一
言
ふ
れ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
で
に

『
論

語
』

の
楽
の
こ

と
ぱ
に
つ
い
て

ふ
れ

た
が
、
儒
教

が
哲
学
と
し
て
壮
大

な
理
論
体
系
を
も
つ
よ
う
に
な

っ
た
の
は
朱
子
か
ら
で
あ
ろ
う
。
詳
し
く
い



え

ば
周
濂
渓
に
は
じ
ま

る
宋
学

の
大
成

が
朱
子
学

で
あ

る
が
、
そ
の
大
成

者

は
朱
子
で
あ
る
。
朱
子
こ

そ
宇
宙

と
人
間

を
貫
通
す

る
形
而
上
学

を
樹

立
し

た
と
い
わ
な
け
れ

ば
な
ら

な
い
。
丸
山
真
男
氏
も

い
わ
れ
る
よ
う
に
、
ま
さ

に
天

人
合
一
の
思
想
で

あ
る
。
そ

れ
は
天
理
（
太
極

と
い
っ
て
も
よ
い
）

が

人
間
に
宿

っ
て
「
本
然

の
性
」

と
な
り

、
ま
た
気

が
人
間

に
賦

与

さ

れ

て

「
気
質
の
性
」
に

な
り
、
聖
賢
暗
愚

の
別

が
生
じ

る
、

と
い
っ
た
具
合

で
あ

る
（
丸
山
真
男
『
日
本
政
治
思
想
史
研
究
』）
。
丸
山
氏

は
こ

れ
を
「
自

然
主
義
的

オ
プ
テ
ィ
ミ

ズ
ム
」
と
い

う
。

こ
こ
で
朱
子
学
と
並
ぶ
陽
明
学

の
こ

と
ば
を
一

つ
だ
け
引
用

し
て
お
き
た

い
。
そ
れ
は
『
伝
習
録
』

の
「
陸
原
清

に
答
ふ

る
書
」

の
中

に

あ

る
、
「
楽

は
是
れ
心
の
本
体
な
り
」
と
い
う
こ
と
ば
で
あ
る
。
佐
藤
一
斎
は
「
言
志
■

録
」
（
『
言
志
四
録
』）
の
中

で
右
の
こ

と
ぱ
を
採
り
上

げ
て
次

の
よ
う

に
い
う
。

「
楽

は
是

れ
心
の
本
体
」
で
あ
る

が
、
こ
れ
を
実
現
し
得
る
の

は
聖
人
の

み
で
あ
ろ
う
。

庶
民
は
心
を
持
ち
な

が
ら
も
そ
れ

が
で
き

な
い
。
そ
れ
は
聖

人

の
容

貌
に
よ
く
現
わ
れ
て
い
る
か
ら
だ
と
し
て
、
そ
の
聖
人
の
姿
は
「
申

申
如

た
り

、
夭
夭

如
た
り

」
と
い
う
こ
と
ば
を
用

い
て
解
説

す

る
。
「
申
申

如

た
り

、
夭
夭
如

た
り
」

と
い
う
表
現
は
、
孔
子

が
家
居
で
く

つ
ろ
い
で
い

る
様
子

を
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。

周
知

の
よ
う
に
陽
明
学
は
朱
子
学
と
と
も
に
儒
学
の
一
大
学
派

で
あ

る
。

陽
明
学

も
ま
た
近
世
日
本

の
思
想
界
に
大
き
な
影
響
を
与
え

た
の
だ
が
、
そ

の
学
説

の
中

心
は
心
の
問
題
で
あ

っ
た
。
「
心
即
理
」
の
原
理
に
立

つ

陽

明

は
い
う
。
「

わ
が
心
の
良
知
は
天

理
で

あ

る
。

わ

が
心

の
良
知
の
天

理
を
事

事

物

物

に
致

せ

ば

、
事

事

物

物

み

な

そ

の

理

を

得

る
の

で

あ

る

。

…

…

つ

ま

り

、

わ

た

し

の
立

場

は

、

心

と
理

と

を

合

わ

せ

て

一

つ

に

す

る

、

も

の

に
ほ

か
な
ら
な
い
。
」
（
「
伝
習
録
」
―
島
田
虔
次
『
朱
子
学
と
陽
明
学
』
か
ら
引
用
）
と
。

陽
明

は

、
楽

を

、
こ

う

し

た

「

心
即

理

」

の

心

の

本

体

と

み

た

の
で

あ

る
。

以

上

私

は
丸

山

氏

の

儒
教

解

釈

を

借

用

し

な

が
ら

ご

く

わ

ず

か

に
儒

教

に

つ
い

て

ふ

れ

た

が

、

そ

の
中

で

儒

教

の

本

質

が
「
自

然

主

義

的

オ

プ
テ

ィ
ミ

ズ

ム
」

で

あ

る

と
い

う
丸

山

氏

の

主

張

や

、

楽

が
心

の

本

体

と

い

う

陽
明

の

説

に

注
目

し

な

け

れ

ば

な

ら

な
い

こ

と

を

強

調

し

て

お

き

た

い

。

そ

れ

は
益

軒

が

ま

さ

に

オ

プ
テ

ィ
ミ

ズ

ム
の

精

神

を

よ

く

心

得

た

自

然

主

義
者

で
あ

り

、

心

の
本

体

を
楽

し

み

と
す

る

陽
明

の

精

神

を

体

得

し

た
人

物

で

あ

っ

た

か
ら

で

あ

る
。

益

軒

は

、
彼

の
著

述

か
ら

楽

に

関

す

る
章

句

を
拾

い
上

げ

る
と

す

れ

ば
、

ゆ

う

に
一

冊

の
著

作

を
す

る

に
十

分

な

ほ

ど
楽

に

つ

い
て

論

述

し

て

い

る
の

で

あ

る
。

倫

理

学

者

の
西

田

敬

止

は
明

治

四

一
（

一
九
〇

八
）
年

、
『

益

軒

楽

観

』

を
編

集

し

て
上

梓

し

て

い

る

。

お

そ

ら
く

近

世

日
本

の
儒

者

の

中

で

こ

れ

ほ

ど
楽

に

つ

い
て

論

じ

た
儒

者

は
他

に

い

な

い

で

あ

ろ

う
。

「

人

生

の
三

楽

」
（
『
養

生

訓

』

の

中

で

、

一

つ

は

道

を

行

な

い
善

を
楽

し

む

こ

と
。

二

つ

は
病

い

な
く

健

康

を

楽

し

む

こ

と
。

三

つ

は
長

生
き

し

て
長

寿

を

楽

し

む
こ

と

と

い

う

。
）
こ

そ

人

間

と

し

て

も

っ
と

も

重
視

し

な
く

て

は

な

ら

ぬ
と

す

る
益

軒

学

は
、

彼

の

一

つ

の
学

問

的

な
帰

結

で

あ

っ

た

と
い
え

よ

う

。

で

は
益

軒

は
楽

を
い

か
に

定

義

し
把

握

し

て

い

た

の

で

あ

ろ
う

か

。

益

軒

は

『

楽

訓

』

に

お

い
て

次

の

よ

う

に

い

う
。
「
凡

そ
人

の

心

に

天

地

よ

り

禀

け

得

た

る

太

和

の
元

気

（

益

軒

は
元

気

の

説

明

で

、

外

の
気

と
内

の

皿″
ｎ
ａ

ｑ

ｙ



気

と
の
融
合
の
状

態
が
元

気
で
あ
る
と
し

ば
し
ば
説
く
。
ま
さ
に
天

人
合
一

の
思
想
と
い
え
る
だ
ろ
う
。）
あ
り

。
是
大
の
生
け

る
理
な
り
。
草
木
の
発
生

し
て
息
ま
ざ
る

が
如
く
常
に
我

が
心

の
内

に
天
桟
の
生
き
て
和
ぎ
悦

べ
る
勢

の
息
ま
ざ
る
も
の
あ
り

。
是
を
名

づ
け
て
楽
と
云

ふ
。」

益
軒
の
楽
の
定
義
は
、
陽
明
学

に
通
ず

る
も
の
で
も
あ
ろ
う
。
心
の
本

体

を
も
っ
て
楽
と
い
う
陽
明
学
は
、
さ
な
が
ら
人
間
が
呼
吸
す
る
ご
と
く
、

「
勢
い
の
息
ま
ざ
る
」

も
の
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
冒
頭
に
引
用
し
た
兼
好

の
こ
と
ば
に
あ
る
「
や
む
時
な
し
」
が
楽
で
あ
っ
た
の
だ
。
だ
か
ら
益
軒
は

楽
を
人
の
心
の
「
生
理
」
と
し
、
換
言
す
れ
ば
「
仁
の
理
」
と
し
た
の
で
あ

る
。
と
す
れ
ば
楽
し
み
は
万
人
の
も
の
で
あ
っ
て
、
君
子
・
賢
者
の
み
に
与

え

ら
れ
る
楽
で
は
な
い
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　

＼

ダ
『
自
娯
集
』
と
い
う
「
自
ら
娯
し
む
」
と
い
う
表
題
の
著
作
の
中
で
、

［
君
子
も
小
人
も
楽
な
き
こ
と
あ

た
わ
ず
］

と
し
、
「
人
心

の
固

有
す

る
所
、

天

性
の
自
然
」
で
あ
る
と
説
く
の

は
、
前
者

を
承

け
て
い

る
も

の
で
あ

る
。

さ
ら
に
彼
は
、
「
楽
は
是
人
心

の
天
桟

、
常
人

と
い
え

ど
も
亦
皆
之

あ

り
」

（
『
慎
思
録
』
）
と
し
、
し
か
も
楽
は
人
間

に
の
み
与
え
ら
れ

る
も

の
で

は
な
く
、

「
草
木
の
発
生
し
、
禽
虫

の
和

鳴
す

る
が
如
き

も
、
亦
是
天
桟

の
発
効

、
以

て
其
の
楽
と
為
す

べ
し
」
、
と
考
え

て
い

る
。

益
軒
の
い
う
楽
は
、
「
本
然

の
性
」

と
し

て
の
楽
で

あ
っ
た
と
い
え

よ
う
。

本
然
の
楽

を
説
く
益
軒

は
、
「
人
の
心
に
生
れ
つ
き
た
る
天

桟
」

と
し

て

楽

を
把
握
す

る
。
そ
れ
は
「
天
桟
」

で
、
い
わ
ば
天

の
意
志
に
よ

っ
て
万

人
に

賦
与

さ
れ

た
も
の
、
と

の
見
解

が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
明

ら
か
に
楽
と
人

間

性

と

が

益

軒

に

お

い

て

連

続

的

に

理

解

さ

れ

て

い

る

。

で

は

そ

の

楽

は

君

子

で

あ

れ

、

一

般

庶

民

で

あ

れ

、

同

質

、

同

様

の

楽

で

あ

っ

て

よ

い

の

か

、

と

い

う

疑

問

が

生

じ

て

く

る

。

も

ち

ろ

ん

益

軒

は

そ

れ

に

答

え

て

い

う

。

「

君

子

小

人

共

犯

楽

を

好

む

は

人

情

な

り

。

さ

れ

ど

も

君

子

小

人

の

楽

と

す

る

所

同

じ

か

ら

ず

。

礼

記

に

、

君

子

楽

順

道

、

而

小

人

楽

順

欲

、

以

道

制

欲

、

則

楽

而

不

乱

、

以

欲

志

道

、

則

乱

而

不

楽

と

云

へ

り

。

是

を

以

て

、

小

人

の

楽

は

、

真

の

楽

に

非

ず

、

は

て

は

苦

と

な

る

。

」

こ
の
考
え
は
『
楽
訓
』
に
示
め
さ
れ
て
い
る
も
の
だ
が
、
一
見
す
る
と
君

子

の

楽

と

一

般

庶

民

（

小

人

）

の

楽

と

が

違

う

よ

う

に

み

ら

れ

る

が

、

そ

う

で

は

な

い

。

益

軒

の

答

え

は

、

君

子

と

一

般

人

と

の

異

質

の

楽

を

い

う

の

で

は

な

く

、

小

人

は

楽

を

知

ら

な

い

し

、

欲

望

に

迷

わ

さ

れ

て

楽

を

見

失

な

う

と

い

う

の

で

あ

る

。

楽

そ

の

も

の

は

上

下

の

別

な

く

「

本

然

の

楽

」

と

し

て

あ

る

が

、

小

人

は

そ

・
の

楽

を

把

握

で

き

な

い

と

い

う

の

で

あ

る

。

し

か

る

に

君

子

は

常

に

「

道

を

知

り

て

之

を

行

ふ

こ

と

を

楽

し

む

」

こ

と

が

で

き

る

の

で

あ

る

。

さ
ら
に
益
軒
は
楽
を
幅
広
く
多
面
的
に
追
求
す
る
。
す
な
わ
ち
「
知
命
安

分

」

の

楽

と

で

も

い

わ

れ

る

楽

を

説

く

の

で

あ

る

。

一

言

で

い

え

ば

「

天

命

に

安

ん

じ

、

心

を

寛

く

す

る

」

（

『

楽

訓

』
）

こ

と

に

よ

っ

て

与

え

ら

れ

る

楽

に

つ
い
て
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
汝
み
ず
か
ら
を
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ

る

楽

と

い

っ

て

も

よ

か

ろ

う

。

ま

た

さ

ら

に

益

軒

は

、

善

行

を

な

す

こ

と

の

楽
に
つ
い
て
言
及
す
る
。
人
間
は
「
善
を
為
す
よ
り
楽
し
き
は
無
し
」
と
し
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て

、

為

‘
善

最

楽

を

『

自

娯

集

』

や

『

楽

訓

』

に

お

い

て

説

い

て

い

る

。

楽

を

説

く

に

益

軒

は

、

「

心

平

か

に

気

和

ら

ぐ

」

こ

と

の

重

要

性

を

知

る

。

い

わ

ゆ

る

心

気

和

平

の

楽

で

あ

る

。

「

和

楽

」

、

「

和

平

」

な

ど

の

文

字

は

、

彼

の

著

作

の

中

で

よ

く

み

か

け

る

の

で

あ

る

。

以

上

は

益

軒

の

楽

論

の

あ

ら

ま

し

で

あ

る

が

、

こ

う

し

た

楽

に

対

す

る

考

え

が

益

軒

学

の

一

つ

の

基

調

で

あ

っ

た

こ

と

は

間

違

い

な

い

。

だ

か

ら

必

然

的

に

益

軒

学

は

幅

広

き

柔

軟

性

に

富

む

も

の

と

な

っ

た

。

す

で

に

述

べ

た

よ

う

に

、

朱

子

学

を

基

盤

と

し

な

が

ら

も

、

陽

明

学

的

で

あ

り

、

古

学

的

で

も

あ
る
し
、
ま
た
学
問
の
関
心
は
儒
学
を
ふ
ま
え
た
歴
史
学
、
本
草
学
か
ら
医

学

、

地

学

・

農

学

に

ま

で

進

展

し

た

。

現

代

流

に

い

え

ば

独

創

的

な

哲

学

者

で

あ

り

、

か

つ

経

験

科

学

者

で

も

あ

っ

た

と

い

え

る

の

で

あ

る

。

こ

う

し

た

自

由

な

柔

軟

性

豊

か

な

、

そ

し

て

自

然

を

志

向

す

る

益

軒

の

学

風

は

、

ま

さ

に

楽

の

追

求

と

実

銭

の

中

か

ら

生

ま

れ

て

き

た

も

の

に

ほ

か

な

ら

な

か

っ

た

。

（
四
）
　
ル
ソ
ー
に
お
け
る
楽

す

で

に

述

べ

た

よ

う

に

益

軒

と

ル

ソ

ー

と

は

思

想

や

生

き

方

に

お

い

て

、

そ

の

距

離

は

大

き

い

。

に

も

か

か

わ

ら

ず

酷

似

し

て

い

る

共

通

性

も

見

逃

が

せ

な

い

。

ま

ず

思

想

家

と

し

て

多

様

な

顔

を

も

っ

て

い

る

こ

と

は

そ

の

一

点

で

あ

る

。

人

生

哲

学

者

、

社

会

教

育

思

想

家

、

文

学

者

、

さ

ら

に

は

音

楽

家

で
も
あ
っ
た
ル
ソ
ー
は
、
益
軒
の
多
面
性
に
極
め
て
よ
く
似
て
い
る
。
楽
は

音

楽

に

通

ず

る

こ

と

は

冒

頭

に

お

い

て

述

べ

た

が

、

ル

ソ

ー

が

音

楽

家

と

し

て
も
活
動
し
た
点
は
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
益
軒
も
タ
ソ
ー
も
人
間

の

自

由

を

何

よ

り

も

貴

重

な

も

の

と

し

、

そ

れ

を

求

め

た

。

も

ち

ろ

ん

両

者

の

自

由

観

は

同

一

で

は

な

い

。

さ

ら

に

自

然

へ

の

傾

倒

、

人

間

は

自

然

に

よ

っ
て
作
ら
れ
る
と
い
う
考
え
は
両
者
と
も
ま
こ
と
に
近
い
。

さ
て
ル
ソ
ー
は
、
楽
を
い
か
に
把
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
は
益

軒

と

は

異

な

る

。

益

軒

の

よ

う

に

楽

に

つ

い

て

直

接

に

言

及

し

た

も

の

は

な

い

。

と

い

う

か

、

あ

る

意

味

で

学

問

を

否

定

す

る

ル

ソ

ー

は

、「

学

問

し

道

を

求

め

る

を

楽

と

す

る

」

益

軒

と

は

対

立

す

る

こ

と

に

な

る

。

ル

ソ

ー

は

『

学

問

・

芸

術

論

』

の

中

で

、

「

わ

れ

わ

れ

の

学

問

・

芸

術

が

完

成

に

向

っ

て

前

進
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
わ
れ
わ
れ
の
魂
は
腐
敗
し
た
」
と
す
る
。
ル
ソ
ー
は

「

学

ぶ

」

こ

と

を

拒

否

す

る

ば

か

り

で

な

く

、

学

ぶ

こ

と

は

善

に

対

す

る

悪

と

ま

で

考

え

を

す

す

め

て

い

く

こ

と

に

な

る

、

し

か

し

、

学

ぶ

こ

と

を

否

定

し

つ

づ

け

て

も

、

そ

れ

に

替

わ

る

何

か

が

出

さ

れ

な

い

と

『

学

問

・

芸

術

論

』

の

結

論

は

で

て

こ

な

い

。

そ

こ

で

ル

ソ

ー

は

「

美

徳

」

と

い

う

概

念

を

提

出

す

る

。

い

わ

ゆ

る

道

徳

問

題

を

も

っ

て

単

に

「

学

ぷ

こ

と

」

の

悪

か

ら

脱

却

し

よ

う

と

す

る

。

ル

ソ

ー

は

知

識

（

学

問

す

る

こ

と

）

は

危

険

な

武

器

と

し

て

人

間

を

堕

落

さ

せ

る

道

具

に

な

り

か

ね

な

い

。

そ

し

て

知

識

（

文

化

）

は

人

間

に

与

え

ら

れ

た

根

源

的

な

自

由

を

抹

殺

す

る

。

で

あ

る

か

ら

、

「

美

徳

」

こ

そ

、

素

朴

な

人

間

の

魂

に

ふ

さ

わ

し

い

最

高

の

知

と

な

る

と

ル

ソ

ー

は

い

う

の

で

あ

る

。

す

で

に

知

ら

れ

て

い

る

よ

う

に

ル

ソ

ー

は

、

美

徳

の

問

題

を

主

張

す

る

と

き

に

ソ

ク

ラ

テ

ス

の

知

徳

一

致

論

を

展

開

す

る

。

『

学

問

・

芸

術

論

』

の

著

作

に

は

じ

ま

り

、

『

エ

ミ

ー

ル

』

の

著

述

に

至

る
ま
で
、
彼
が
一
貫
し
て
追
求
し
た
問
題
は
「
万
人
四
心
切
な
か
に
刻
み
こ

皿″9
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ま

れ

て

い

る

」

美

徳

と

「

自

然

の

善

性

」

に

つ

い

て

で

あ

っ

た

。

美

徳

は

、

す

べ

て

の

人

間

の

心

に

刻

印

さ

れ

て

い

る

も

の

で

あ

る

し

、

自

然

の

善

性

は

す

べ

て

の

人

間

が

生

ま

れ

な

が

ら

に

し

て

享

受

し

て

い

る

生

得

的

な

も

の

だ

と

す

る

。

こ

れ

を

儒

教

の

考

え

に

合

わ

せ

る

と

「

本

然

の

性

」

と

い

う

こ

と

に

な

ろ

う

。

ル

ソ

ー

は

自

然

人

と

し

て

の

人

間

の

中

に

生

得

的

に

賦

与

さ

れ

て

い

る

自

然

の

善

性

＝

本

然

の

性

を

認

め

る

の

で

あ

る

。

健

康

な

楽

し

み

多

き

人

生

は

、

こ

の

本

然

の

性

に

よ

っ

て

保

証

さ

れ

る

と

考

え

て

い

る

。

エ

ミ

ー

ル

と

い

う

孤

独

な

人

間

が

幸

福

た

り

得

る

の

も

、

こ

の

自

然

の

善

性

を

失

な

わ

な

い

と

き

で

あ

る

。

さ

ら

に

ま

た

孤

独

な

浮

浪

児

が

人

間

と

し

て

成

長

し

、

理

性

的

な

人

間

た

り

得

る

の

も

す

べ

て

自

然

の

善

性

に

よ

る

と

す

る

。

ル

ソ

ー

に

よ

れ

ば

、

そ

う

し

た

理

性

的

人

間

こ

そ

「

良

心

」

を

も

つ

人

間

で

あ

り

、

も

っ

と

も

人

間

ら

し

い

人

間

で

あ

る

と

い

う

こ

と

が

で

き

る

の

で

あ

る

。こ

こ

で

私

は

自

然

の

善

性

、

つ

ま

り

本

然

の

性

を

「

本

然

の

楽

」

と

し

て

把
え
て
よ
い
と
主
張
し
て
お
き
た
い
の
で
あ
る
。
確
か
に
ル
ソ
ー
は
楽
に
つ

い

て

直

接

に

は

語

ら

な

い

が

、

自

然

・

自

由

・

幸

福

に

つ

い

て

は

あ

ま

り

に

も

多

く

を

語

っ

て

い

る

。

つ

ま

り

自

然

・

自

由

・

幸

福

を

語

り

つ

つ

最

終

的

に

は

人

間

の

楽

に

つ

い

て

語

る

予

定

で

あ

っ

た

と

考

え

ら

れ

る

。

『

孤

独

な

散

歩

者

の

夢

想

』

（

一

七

七

八

）

を

執

筆

し

な

が

ら

急

死

し

た

ル

ソ

ー

は

、

そ

の

中

で

自

己

を

語

り

つ

つ

人

生

の

楽

し

み

に

つ

い

て

述

べ

て

い

る

。

『

学

問

・

芸

術

論

』

以

来

の

著

作

は

、

「

自

然

の

善

性

」

の

追

求

で

あ

っ

た

。

換

言

す

れ

ば

人

間

の

本

然

の

楽

の

探

究

で

あ

っ

た

と

い

っ

て

も

よ

か

ろ

う

。

そ

れ

に

つ
い
て
の
彼
な
り
の
一
応
の
結
論
は
『
エ
ミ
ー
ル
』
に
至
っ
て
出
さ
れ
た
と

い

っ

て

よ

い

の

で

は

な

か

ろ

う

か

。

一

貫

し

て

語

り

つ

づ

け

ら

れ

た

ル

ソ

ー

の

自

然

の

善

性

は

、

音

楽

家

と

し

て

の

ル

ソ

ー

の

中

に

表

現

さ

れ

て

い

る

。

音

楽

に

つ

い

て

論

ず

る

資

格

の

な

い
私
で
も
、
『
告
白
』
な
ど
の
著
作
に
あ
る
彼
の
音
楽
観
は
、
人
間
の
楽
の

問
題
に
強
く
連
続
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
「
音
楽
拮
私
に
と
っ
て
、
も
う
一

つ
の
情
熱
」
（
『
告
白
』
）
で
あ
っ
た
と
い
う
ル
ソ
ー
の
感
性
は
、
生
得
的
な
本

然
の
楽
を
把
え
る
こ
と
の
で
き
る
人
物
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
ル
ソ
―
に
は

オ

ペ

ラ

『

村

の

占

師

』

の

他

百

二

十

曲

に

も

お

よ

ぶ

作

曲

が

あ

る

と

い

わ

れ

る

。

私

は

そ

の

曲

の

一

つ

に

も

ふ

れ

た

こ

と

は

な

い

が

、

音

楽

そ

の

も

の

の

追

求

よ

り

も

、

音

楽

を

通

し

て

人

生

の

根

本

問

題

に

迫

ま

ろ

う

と

意

図

し

た

も

の

で

あ

っ

た

と

思

わ

れ

る

。

そ

れ

は

換

言

す

れ

ば

楽

の

追

求

で

あ

っ

た

と

い

え

よ

う

。

海

老

沢

敏

氏

に

よ

れ

ば

、

近

年

に

わ

か

に

脚

光

を

あ

び

て

き

た

の

が

、

ル

ソ

ー

の

『

言

語

本

源

論

』

と

『

音

楽

辞

典

』

と

で

あ

る

、

と

。

も

ち

ろ

ん

こ

の

二

著

に

は

ル

ソ

ー

独

自

の

音

楽

論

が

展

開

さ

れ

て

い

る

か

ら

で

あ

ろ

う

が

、

そ

れ

は

繰

り

か

え

し

て

い

え

ば

楽

の

問

題

の

思

想

的

な

展

開

で

あ

っ

た

の

で

あ

る

。

〔

追

記

〕
　
　
　

比
較
思
想
学
会
で
の
発
表
に
多
少
の
加
筆
を
行
な
っ
た
も
の
だ
が
、
ル

ソ
ｌ
の
楽
に
つ
い
て
は
、
自
然
の
善
性
に
つ
い
て
し
か
語
る
こ
と
が
で
き

ず
、
音
楽
に
つ
い
て
は
何
も
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
私
の
力
不

足

で

あ

る

の

で

、

今

後

の

課

題

と

し

た

い

。

癶
Ｏ

Ｑ

″
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