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荻
生
徂
徠
に
お
け
る
「
明
徳
」
の
意
味

―
『
大
学
章
句
』
の
「
明
徳
」
と
の
比
較
を
中
心
に
―

本
論
文

は
、
荻
生

徂
徠
（
一
六
六
六
～
一
七
二
八
、
以
下
徂
徠
）
に
お
け

る

「
明
徳
」
と

い
う
概
念

を
『
大
学
』
、
と
り

わ
け
朱
子

に
よ
る

『
大
学
章

句
』

の
「
明
徳
」
と

の
比
較

を
通
じ
て

、
徂
徠
思
想

の
特
徴
を
う
か
が
う
こ
と
を

ね
ら

い
と
す

る
も
の
で

あ
る
。

論
の
進

め
方
と
し
て

は
、
徂
徠
思
想
を
特
徴

づ
け

る
概
念
で

あ
る
「
先
王

の
道
」
と

「
明

徳
」

と
の
関
係
を
考
察
し
、
そ

れ
に
基

づ
き

「
明

徳
」

と
い
う
概
念
は

『
大
学
章
句
』

だ
け
で
な
く
、
徂
徠

の
「
道
」

論
に
お
い
て

も
土
台
に
な
る
可

能
性

に
つ
い
て
検
討
し
、
そ
れ
に

よ
り
、

徂
徠
の
「
道
」

論
を
い
わ
ば
原

理
論
的
な
側
面

か
ら
考
察
す
る
こ
と

を
目
標

と
す
る
。

一
　
『
大

学

章

句

』

に
お

け

る

明

徳

の
意

味

(
1
)
「
三
綱
領
」
の
な
か
の
明
徳

で

は
、
徂
徠

の
「
明
徳
」

に
入

る
前
に
、
『
大
学
章

句
』
に

お
け

る
「
明

朴
　
　
　

倍
　
暎

徳
」

と
は
ど
の
よ
う
な
意
味
合
い
を
も
つ
概
念
な
の
か
に
つ
い
て

考
察
し
て

み

た
い
。

ま
ず
、
朱
子

は
「
大
学
の
道
」
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
注
釈
を

つ
け
て

い
る
。

明
徳
と
は
、
人
の
天
よ
り
得
る
所

に
し
て
、
虚
霊
不

昧
、
以
て
衆
理

を
具
へ
て
、
万
事
に
応
ず

る
者

な
り
。
但
、
気
稟
の
拘
す
る
所
、
人
欲

の
蔽
ふ
所
と
為
ら
ば
、
則
ち
時
有
り
て
昏
し
。
然
れ
ど
も
其
の
本
体
の

明
は
、
則
ち
未
だ
嘗
て

息
ま
ざ

る
者
有
り
。
故

に
学
者
当
に
其
の
発
す

る
所
に
因
り
て
、
遂
に
之
を
明

か
に
し
、
以
て
其
の
初
に
復
る
べ
き
な

り
。
新
と
は
其
の
旧
き

を
革
む

る
の
謂
な
り
。
言
ふ
と
こ
ろ
は
、
既

に

自
ら
其
の
明
徳
を
明

か
に
す
れ
ば
、
又
当
に
推
し
て
以

て
人
に
及
ぼ
し
、

之
を
し
て
亦
以
て
其
の
旧
染
の
汚
を
去
ら
し
む
べ
し
、
と
な
り
。
止
と

は
、
必
ず
是
に
至
り
て

は
遷
ら
ざ
る
の
意
。
至
善
は
、
則
ち
事
理
の
当

然
の
極
な
り
。
言
ふ
と
こ
ろ

は
、
明
徳
を
明
か

に
す
る
と
民
を
新
に
す
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る
と

は
、
皆
当

に
至
善

の
地

に
止
ま
り
て
遷
ら
ざ

る
べ
し

、
蓋
し
必
ず

其
の
以
て
夫

の
天
理

の
極

を
尽
く
す
有
り
て
、
一
毫

も
人

欲
の
私

無
し
。

と
な
り
。
此

の
三
者

は
、
大
学
の
綱

領
な
り
。

「
大
学
の
道
」
を
理
解
す

る
方
法

論
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ

た
「
明
明

徳
」

と

「
親

（
新
）

民
」
、
そ
し

て
「
止
至
善
」

を
朱
子

は

『
大

学
』
の
三

綱
領

で

あ
る
と
規
定
す

る
。
こ
こ
で

、
ま
ず
、
「
明

徳
」
に
つ

い
て

い
う
な
ら
、

天
よ
り
授
か
る
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
、
人
間
な
ら
、
誰
も
が
持
っ
て
い
る

は
ず
、
と

い
う
こ
と

に
な
る
。

と
は
い
う
も
の
の
、
実
際

の
人
間
像
と
い
う

も

の
が
一
様
で

な
い
こ

と
は
い
う
ま
で
も

な
い
。

と
こ
ろ

が
、
朱
子

の
論
に

よ

る
と
、
そ
う

い
っ
た
様
々
な
現

象
は
そ
れ
ぞ
れ

の
気
稟

の
差
に
よ
る
も
の

で

あ

っ
て
、
本

来
の

姿
で

は
な
い
。
そ
も

そ
も
人

間
は
自

分
自

身
す
で

に

「
明

徳
」

に
触

れ
て

い
る
こ

と

に
気
づ

い
て

い

な
い
。
逆

に
言
え

ば
、
「
明

徳
」
は
人
間
が
気
づ
く

か
否

か
を
問

わ
ず

、
あ

る
べ
き
場
所

に
常
に
存
在
し

て

い
る
。
従

っ
て
、
人
間

は
そ
の
本
来

の
と
こ
ろ

に
向
け

、
自
分
自
身
を
回

復

さ
せ
て

い

か
な
け

れ
ば

な
ら

な

い
。
そ
れ

が

『
大
学

章
句
』

に
お
け

る

「
明
明

徳
」

の
意
味
で

あ
ろ

う
。
そ

の
よ
う
に
な

る
た
め

に
は
、

今
の
「
本

来
で

な
い
状
況
」

は
改

め
ら

れ
な
け

れ
ば
な
ら

な
い
。
「
親
民
」

を
あ
え
て

「
新

民
」

と
読
み

か
え

た
の
も
、

そ
う
し
た
「
本
来

の
所
」

へ

の
回
復
と
い

う
熱
望
が

あ
っ
て

の
こ

と
で
あ
ろ
う
。

次
に
「
新
民
」

に
つ
い
て

考
え
て

み
た

い
。
「
新
民
」

が
意
義

を
も
つ
理

由

は
、

そ
れ
が

主
体
の
問
題
に
関
わ
る
か
ら
で

あ
る
と
思
う
。
朱
子

に
即
し

て

考
え

る
な
ら

、
「
新

民
」
の
対
象

に
は
、
人
間
全
体

、
も
し
く

は
「
人
間

な
ら

ば
誰
も
が
」

と
い
う
意
味
合
い
が
与
え
ら
れ
て

い
る
と
考
え
て
無
理
は

な
い
。

と
な
る
と
、「
明
徳
」
に
関
す
る
定
義
と
「
新
民
」
に
関
す
る
定
義
と
は
、

そ
の
方
向
性

に
お

い
て

完
全
に
一
致
す
る
。
つ
ま
り
、
『
大
学
章

句
』

を
通

じ
て

朱
子

が
打
ち
出
そ
う
と
し
た
も
の
は
、
人
間
全
体
を
対
象
と
す
る
と
い

う
範
囲
の
確
定
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
全
て
の
人
間
が
「
明
徳
」
の
主
体

ま
た
は
「
新
民
」
の
対
象

に
な
り
う
る
と

い
う
こ
と
で
あ

っ
た
。
そ
の
よ
う

に
、
ま
ず
主
体
を
確
定
し
た
上
で

、
次
に
論
じ
ら
れ

た
の
が
「
止
至
善
」
の

問
題
で

あ
る
。

(
2
)
　
格
物
致
知

朱
子

は

『
大
学
章
句
』
の
補
伝
の
と
こ
ろ
で
、
次
の
よ
う

に
い
う
。

曰

く
、
所

謂
知
を
致
す
は
物
に
格

る
に
在
り
と
は
、
吾
の
知
を
致
さ

ん
と
欲
す
れ
ば
、
物
に
即
き
て

其
の
理
を
窮
む

る
に
在

る
を
言
ふ
な
り
。

蓋
し
人
心
の
霊
は
、
知
有
ら
ざ
る
莫
く
し
て
、
天
下
の
物

は
、
理
有
ら

ざ
る
莫
し
。
唯
だ
理

に
於
て
未
だ
窮

め
ざ

る
有
り
、
故

に
其
の
知
尽
く

さ
ざ
る
有
る
な
り
。
是
を
以

て
大
学
の
始
教

は
、
必
ず
学
ぶ
者

を
し
て

凡
て

の
天
下

の
物

に
即
き
て
、

其
の
已

に
知
れ

る
の
理

に
因

っ
て
、

益
々
之
を
窮

め
、
以
て
其
の
極
に
至

る
こ
と
を
求
め
ざ

る
莫

か
ら
し
む
。

力
を
用
ふ
る
こ
と
久
し
く
し
て
、
一
旦
豁
然

と
し
て
貫

通
す

る
に
至
れ

ば
、
則
ち
衆
物
の
表
裏
精
粗
到
ら
ざ
る
無
く
し
て

、
吾

が
心
の
全
体
大

用
は
、
明

か
な
ら
ざ

る
は
無
し
。

こ
の
「
格
物
致
知
」

を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
れ
ば
よ
い
だ
ろ
う
か
。
本
稿
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に
お
い
て

は
、
こ
の
「
格
物
致
知
」
を
「
明
徳
」
と
の
関
係
性

の
上
で
。
考

え
て

い
き

た

い
。
そ
れ

は
次

の
よ
う
な

論
の
展
開
と

な
る
。
「
本
然
の
性
」

を
回
復
す

る
た

め
に
は
、

い
っ
て
み
れ
ば
「
明
徳
」

に
気

づ
く
こ

と
が
肝
要

で

あ
る
。
つ
ま

り
「
明

徳
」

の
存
在

を
知

ら
な
け

れ
ば

な
ら

な

い
。
そ

の

「
明
徳

を
知
る
」
と

い
う
行

為
、
そ
れ
が

ほ
か
な
ら

ぬ
「
格
物
」

に
あ
る
と

い
う
こ
と
で
あ

る
。

な
ら
ば
、
「
致
知
」

の
対

象

は
「
明

徳
を
知
る
こ
と
」

と

理
解
し
て
よ

い
の
で

は
な
い
だ
ろ

う
か
。
「
格
物
」

の
意
味
は
き
わ

め
て

抽
象
的
な
概
念
で

、
さ
し
あ
た
り
物

に
内
在
し
て

い
る
理
を
窮

め
て

い
く
こ

と
と
定
義

さ
れ

る
が
、
こ
こ
で
重
要
な

の
は
こ

の
「
格
物
」

を
徹
底
的

に
行

っ
た
と
こ
ろ
で
、
「
致
知
」
が
も

た
ら
さ
れ

る
と
い
う
順
番

的
な
論
の
構
造

で
あ
る
。

そ
れ

は
「
明
徳
」
の
理
解
に
お

い
て
も

、
そ
の
ま
ま
応
用
で
き

る
。

と

い
う

の
も
、
「
格
物
」

を
行

う
こ
と

に
よ
り

、
「
明

徳
」

が
人
間

に
内
在

し

て

い
る
こ
と
に
気
づ
く
こ
と
と

な
る
と

い
う
図

式
が
考
え
ら
れ
る
か
ら
で

あ

る
。そ

の
よ
う
に
、
「
格
物
」

の
結
果

、
「
明

徳
を
知
る
」
準
備
が
で
き
る
地
点

に
至
り
、
や
が
て
そ
の
姿
を
保
ち
続
け

る
。
そ
れ
が
「
止
」
の
意
味
で

あ
る

と
考
え

る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
で
き
て

は
じ
め
て
「
至
善
」
に
た
ど
り
着
く

こ
と
が
で

き
る
。

(
3
)
「
至
善
」
の
完
成
態
と
し
て
の
絜
矩
の
道

朱
子

は
「
絜
矩
の
道
」
に
つ
い
て
次

の
よ
う
な
注
釈
を
つ
け
る
。

老
を
老
と
す
と
は
、
所

謂
吾

が
老
を
老
と
す
る
な
り
。
興
は
、
感
発

し
て

興
起
す
る
所
有
る
を
謂
ふ
な
り
。
孤
と
は
、
幼
に
し
て
父
無
き
の

称
。
絜
は
度
る
な
り
。
矩
は
、
方
を
為
る
所
以
な
り
。
言
ふ
と
こ
ろ
は
、

此
の
三

者
は
、
上
行
ひ
て
下

效
ふ
こ
と
、
影
響
よ
り
捷
く
、
所
謂
家
斉

ひ
て

国
治
ま
る
、
と
な
り
。
亦
以
て
人
心
の
同
じ
き
所

に
し
て
、
一
夫

の
獲
ざ
る
有
ら

し
む
る
可
か
ら
ざ
る
を
見
る
可
し
。
是

を
以
て
君
子
は

必
ず
当

に
其

の
同
じ
き
所

に
因
り
て

、
推

し
て
以

て
物
を
度
り
、
（
中

略
）

則
ち
上
下
四
芳
、
均
斉
方
正

に
し
て
、
天
下
平

か
な
り
。

朱
子
は
あ
る
特
定
の
対
象

に
向

か
い
、
そ
れ
に
見
合
う
。
も
し
く

は
そ
れ

に
相
応
し
い
感
情
が
わ
き
上
が
る
こ
と
を
絜
矩
の
道
で
あ
る
と
捉
え
。
そ
れ

が
国
を

治

め
る
根
幹
で
あ

る
と
考
え

た
。
こ
こ
で

注
意
を
促
す

部
分
は
、

「
人
心
の
同
じ
き
所

に
し
て

、
一
夫
の
獲
ざ

る
有
ら

し
む
る
可

か
ら
ざ
る
を

見

る
可

し
」
と
い
う
箇
所
で
あ
る
。
朱
子
の
論
に
即
し
て

考
え

る
な
ら
、
そ

の
よ
う
な
論
の
背
景

の
も
と
で
、
所
謂
「
明
徳
を
知
る
」
準
備
状
態
が
確
保

で

き
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
そ

の
段
階

は
依
然
準
備
状
態
で

あ
っ
て
、
ま

だ

「
至

善
」
と

は
言

い
難
い
。
と
こ
ろ

が
、
こ

の
「
準
備
状

態
」

を
経
て

「
絜
矩
の
道
」
に
至

っ
て
「
至
善
」
に
到
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
「
絜
矩
の
道
」

の
状
態

に
至
り
、
確
実

に
止
ま

る
。

そ
れ
が
、
「
止
至
善
」
の
意
味
で
あ
ろ

(
4
)
『
大
学
章
句
』
に
お
け
る
「
明
徳
」
の
意
義

朱
子
は
「
明
徳
を
明
か
に
す

る
と

民
を
新

に
す

る
と
は
、
皆
当
に
至
善

の

地
に
止
ま
り
て
遷
ら
ざ
る
べ
し
」
と

い
い
、
「
明
明
徳
」
と
「
新
民
」
、
そ
し

て

「
止

至
善
」

と
の
関
係
性

に
つ

い
て

語

っ
た
。
そ
の
関
係

性
と
は
「
明

徳
」
が
朱
子
学
の
人
間
論
に
お
け

る
「
あ

る
べ
き
あ
り
よ
う
」
を
問

い
続
け
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て

い
く
上
で
、
一

つ
の
出
発

点
に
な
る
こ
と
を
指
し
示
す

理
論
的
装
置

だ
っ

た
。
『
大

学
章
句
』

に
お
い
て
は
、
そ
の
「
明

徳
」

の
主
体

を
明
確

に
し
よ

う
と
試
み
、
や
が
て
主

体
を
す

べ
て

の
人
間
と
捉
え

た
。

そ
れ
は
、
朱
子

学

が
個

々
の
特
殊
と

し
て

の
主
体
で

は
な
く
、
あ
く
ま
で
も

普
遍

の
う
え

に
成

り
立
つ
主
体
を
重
視
し
て

い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
朱
子

は
「
明

徳
」

と
い
う

概
念
を
も

っ
て
、
す

べ
て

の
人
間

に
無
限

の
権
限

と
と
も

に
無
限
の
責

任
を

同
時

に
与
え
よ

う
と
試
み

た
の
で

あ
ろ
う
。

二
　

荻

生
徂

徠

に

お
け

る

「
明

徳

」

の
意

味

一
方

、
徂
徠
の
思

想
を
論
ず

る
に
当

た
っ
て
、
「
明
徳
」

を
取

り
上
げ

る

こ
と
は
、

い
か
な

る
意
味

が
あ

る
だ
ろ
う

か
。
ま
ず
、
徂
徠

は
「
明
徳
」
と

い
う
言
葉

に
さ
ほ
ど
触
れ
て

い
な

い
。
ま
た
「
明
徳
」

に
言
及
し

た
さ
い
も
、

た
と
え
ば

『
大
学
章
句
』

の
よ
う

な
、

い
わ
ば
普
遍
論
と
し
て

は
考
え
て

い

な

い
。

そ
の
よ

う
な
事

情
を

踏
ま
え
つ

つ
も
、

な
お
徂

徠
に

お
け
る

「
明

徳
」
に
言
及
す

る
理
由

は
ど
こ

に
あ
る
だ
ろ
う

か
。
そ
れ

は
以
下

の
目

的
の

た

め
で
あ

る
。

ま
ず
、
徂
徠

に
お
け

る
最
重
要

概
念
と
思
わ
れ

る
「
聖

人
」

を
考
察
す
る

に
あ
た
り
、
そ

の
「
聖

人
」

に
つ
い
て
ど

の
よ

う
に
考
察

す
べ
き
か
と
い
う

点
で

あ
る
。
徂
徠

は
「
道
」

に
つ

い
て
、
「
先
王

の
道
」
と

い
う
定
義

を
下

し
、

な
お

そ
の

「
道
」

の
根

拠
を
聖

人
で

あ

る
と

定
め

た
。
ま

た
、
そ

の

「
道
」

に
お
け
る
聖

人
の
営
み
を

「
礼
楽
」

と
い
う
「
作
為
」

に
求

め
る
こ

と

に
よ

っ
て
、
彼
自
身

の
「
道
」

に
関
す

る
論
理

を
構

築
し
た
の
だ
が
問
題

は
こ

の
聖
人

の
主
体
性
で

あ
る
。
本
稿
に
お
い
て
は
、
こ
の
主
体
性

に
注
目

し
そ

の
主
体

性
を
解
く
糸

口
と
し
て
聖
人
と
聖
人
な
ら
ざ
る
民
と

の
関
係
性

に
つ
い
て
言
及

し
た
い
。
そ
の
よ
う
な
論

の
提

示
は
、
「
先
王
の
道
」
を
論

ず

る
に
当

た

っ
て
、
よ
り
根
本
的
な
、
い
わ
ば
原
理
論
と
い

っ
た
も

の
は
な

い
だ
ろ
う
か
と
い
う
問
に
帰

す
る
も
の
で
あ
る
。
本
稿
に
お
い
て

は
、
そ
の

よ

う
な
疑

問
を
提
出
し
、
そ
う
し

た
「
原
理
論
」
を

「
明
徳
」
に
求
め
る
こ

と

に
し
た
い
。

(
1
)
　
徂
徠
に
お
け
る
「
道
」
と
「
明
徳
」

そ
こ
で
、
徂
徠

に
お
け

る
「
道
」
を
、
「
明
徳
」
と

の
関
連
の
上
で
考
え

て

み
た
い
。
ま
ず
、
「
明
徳
」

に
つ
い
て
、
徂
徠

は
次

の
よ
う
な
定
義
を
下

す
。

「
明
徳
」
な
る
者
は
、
君
徳
な
り
。
左
伝
諸
書
稽
ふ
べ
し
。
「
明
ら
か

に
す
」

と
は
、
挙
げ
て

こ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
な
り
。
磨
き
て
こ
れ
を

明
ら

か
に
す

る
の
謂

ひ
に
非
ざ
る
な
り
。
（
『
弁
道
』
二
四
）

「
明

徳
」
な
る
者
は
、
顕
徳
な
り
。
そ
の
徳
著
明
に
し
て
、
衆
の
み

な

見
る
所

を
謂

ふ
な
り
。
故
に
多
く

は
以
て
在
上
の
徳
を
称
す
。
（
中
略
）

孟
信
子
曰

く
、
「
聖
人
、
明
徳
あ
る
者

は
、
も

し
世

に
当
ら
ず

ん
ば
、

そ
の
後
に
必
ず
達
人
あ
ら
ん
」
と
。
み

ん
汎
く
聖
人
の
徳
を
称
す
る
の

み
。

必
ず
し
も
明
の
字
に
拘
ら
ず
。
然
れ
ど
も
ま
た
、
そ
の
徳
顕
明

に

し
て
衆
の

み
な
知
る
所

を
以
て
こ

れ
を
言
ふ
。
（
中
略
）
朱
子

の
「
虚

霊
不

昧
」
は
、
心
学
を
主
と
し
、
古
の
な
き
所
な
り
。
（
『
弁
名
』
徳
六
）

徂
徠
に
と

っ
て
は
稀
に
し
か
出
て
こ
な

い
「
明
徳
」
と

は
如
何
な
る
意
味



を
も
つ
言
葉
な
の
だ
ろ
う
か
。

ま
ず

、
彼
は
、
普
遍
論
的
な
意
味
合
い
を
も

つ
も
の
と
し
て

考
え
て

は
な
ら

な
い
と
、
断
り
な
が
ら
「
明
徳
」
を
論
じ
て

い
く
。
彼
は
「
明
徳
」

と
は
君

主
の
顕

徳
で
あ
る
と
規
定
す
る
。
そ
の
さ
い
、

君
主
の
顕
徳
は
、
聖
人
の
徳
に
基
づ
く
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従

っ

て
、
徂
徠

に
お
け
る
「
明
徳
」

と
は
、
言
い
換
え
る
と
、
聖
人
の
徳
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
な
ら
ば
、
こ
の
聖
人
の
徳
の
内
容
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な

の
か
。
徂
徠
は
次
の
よ
う
に
い
う
。

大
抵
、
聖
人
の
徳
は
、
天

地
と
相
似
た
り
。
聖
人
の
道
は
、
含
容
広

大
に
し
て
、
要
は
養
ひ
て

こ
れ
を
成
す
に
在
り
。
ま
づ
そ
の
大
な
る
者

を
立
つ
れ
ば
、
小

な
る
者

お
の
づ
か
ら
至
る
。
後
人
の
切

迫
の
見
は
、

み
な
そ
の
識
る
所
の
小
な
る
が
故
な
り
。
（
『
弁
道
』
一
一
）

聖
人
の
徳
と
は
、
も
ち
ろ
ん
聖
人
の
道
と
連
動
し
て
考
え
な
け

れ
ば

な
ら

な
い
も
の
だ
が
、
し
か
し
、
聖
人
の
徳
が
も
つ
、
よ
り
重
要
な
意
義
は
。
徳

は
聖
人
の
道
を
道
た
ら
し
め
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
大
き
な

流
れ
と
し
て
聖
人
の
徳
が
確
固
た
る
も
の
と
し
て
立
て

い
れ
ば
、
そ
の
他
、

細

か
い
事
項
は
す
べ
て
お
の
ず
か
ら
聖
人
の
徳
の
な

か
に
収
ま

っ
て
く
る
。

言

い
換
え

る
と
、
聖
人
の
道
に
収
ま

っ
て
く
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
徂
徠

に
お
け
る
「
明
徳
」
は
そ
の
よ
う
な
意
味
合
い
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。

(
2
)
「
人
心
の
同
じ
き
所
」
と
「
性
の
近
き
所
」

徂
徠
は
人

々
の
性
は
自
ず
と
異
な
る
と
考
え
た
。
性
が
異
な
る
か
ら
、
そ

の
性
か
ら
出
て
く
る
徳
は
当
然
違
い
を
見
せ
る
。
し

か
し
、
人
々
の
徳
と
は
、

た
だ
違
い
を
見
せ
る
だ
け
で
、
済
ま
さ
れ
る
も
の
で
は
な

い
。
そ
の
違
い
は

「
性
の
近
き
所
」

と
い
う
箇
所

の
説
明

に
至

っ
て
、
よ
り
明
確

に
な
る
。
徂

徠

は
そ
の
「
性
の
近
き
所
」

に
つ
い
て
次

の
よ
う

に
い
う
。

い
や
し
く
も
能
く
、
先
王

の
道
、
要

は
天
下
を
安
ん
ず
る
に
帰

す
る

こ
と
を
識
り
て
、
力

を
仁
に
用

ひ
ば

、
す

な
は
ち
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
（
『
弁
道
』
七
）

こ
の
「
性
の
近
き
所
」

と
い
う
言
葉
を
ど
の
よ
う

に
捉
え
る
べ
き

な
の
か
。

徂
徠

に
お
け
る
「
性
」
は
各
々
違
い
を
見
せ
て

は
い
る
が
、
し
か
し
、
そ
う

し

た
「
性
」

が
意
味
を
持
つ
た

め
に
は
、
「
聖
人
」

と
の
関
わ
り
の
上
で
語

ら
れ

る
必
要
が
あ
る
。
徂
徠
に
お
け

る
「
性
」
の
働
き
と
は
、
端
的
に
い
え

ば
、
「
聖
人

の
明

徳
」

を
仰
ぐ
こ
と
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
聖
人
な
ら
ざ

る
民

が
「
聖
人

の
明

徳
」

を
仰
ぎ
、
そ
れ

に
よ
り
、
「
聖

人
の
道
」

が
存
在
し
続

け
る
よ
う
何
ら
か
の
働
き

を
成
す
こ

と
で

あ
る
。
と
こ
ろ
で

、
こ
の
「
性

の

近
き
所
」
と
朱
子
の
い
う
「
人
心
の
同
じ
き
所
」
と

は
、
ど
の
よ
う
に
違
う

だ
ろ
う

か
。
朱
子
の
「
人
心
の
同
じ

き
所
」

と
は
「
本
然
の
性
」
と
い
う
概

念

が
指
し
示
す
よ

う
に
、
純
粋

な
価
値
概
念
で

あ
る
。
従

っ
て
、
「
人

心
の

同
じ
き
所
」
に
悪
が
ひ
そ
む
余
地
は
な
い
。
そ
の
よ
う
な
「
所
」
を
人
間
な

ら
ば
、
誰
も
が
本
来
持

っ
て

い
る
は
ず
と
い
う
の
が
朱
子
の
説
明
だ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
徂
徠
に
お
け

る
「
性
の
近
き
所
」

は
そ
う
で
は
な
い
。
次
の
引

用
を
み
て
み
ょ
う
。

「
喜
怒
哀

楽
の
い
ま
だ
発
せ

ざ
る
」
と
は
、
そ
の
生

る
る
の
初
、
（
中

略
）
す
で
に
こ
の
徳
あ
る
と
謂

ひ
て

、
以
て
人
の
性
の
能
く
先
王

の
道

と
相
応
す
る
所
以

の
故

を
見
す

の
み
。

そ
の
不
偏
不
倚
に
し
て
聖
人
と

の意味荻生徂徠における 「明徳」107



殊
な
ら
ざ
る
を
謂
ふ
に
非
ざ
る
な
り
。
（
『
弁
名
』
中
庸
和
衷
三
）

上
記
の
引
用
文
は
徂
徠
の

『
中
庸
』

に
お
け
る
「
未
発
」

に
関
す
る
解
釈

で

あ
る
。
「
未
発
」

に
つ
い
て

は
徂

徠
自
身
、
好

ん
で
取

り
上
げ

る
言
葉
で

も
な
け
れ
ば
、
朱
子
学
的
な
色
彩
を
帯
び
て
い
る
言
葉
で
も
な

い
。
し

か
し
、

こ
の
「
未
発
」
と

い
う
言
葉
を
使
う
こ
と
で
、
彼
の
「
性
の
近
き
所
」

は
よ

り
明
確

に
そ
の
意
を
顕
す
こ
と

に
な
る
。
い
わ

ん
と
す

る
と
こ
ろ

は
、
も
し

「
未
発
」

と
い
う
あ
り
よ

う
が
あ
る
と
す

る
な
ら

、
そ
れ

は
先
王

の
道
に
従

う
準
備
が
で
き

た
状
態
を
指
し
示
す
言
葉
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
そ
う
し
た

状
態
を
人
々
は
持

っ
て

い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
徂
徠
の

「
性
の
近
き

所
」

と
朱
子

学
の
「
人
心
の
同
じ
き

所
」

と

の
間

に
は
、
根
本

的
な
違
い
を
露
呈
す
る
こ
と
と
な
る
。
そ
の
違
い
と
は
何
だ

っ
た
の
だ
ろ
う

か
。
そ
れ
は
、
後
者
に
お
い
て
は
「
本
然
の
性
」
を
全
員
に
与
え
る
こ
と
を

全
面
に
掲
げ
る
こ
と

に
対
し
、
前
者
の
ほ
う
は
、
全
員

に
対
し
「
全
量
」
を

与
え
よ
う
と

は
し
な

い
、
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ

な
ら
、
性
が
違
う
だ

け
に

そ
れ
に
従

う
徳
も
異
な

る
。
つ
ま
り
、
「
持

っ
て

い
る
部
分
」
は
各

々

違
う
徳

に
よ
り

、
違

い
を
見
せ
ず
に

は
い
ら
れ

な
か
っ
た
か
ら
で
あ

る
。

三
　

お

わ
り

に

以
上

の
考
察

か
ら
、
徂
徠

の
「
明
徳
」

は
『
大
学
章

句
』

の
「
明
徳
」
と

の
比
較

を
通
じ
て
、
よ
り
明
確
な
も

の
に
な

る
と
思

わ
れ

る
。
『
大
学
章
句
』

に
お

い
て

は
、

全
員

に
「
全
量
」
が
与
え
ら
れ

る
こ
と

が
目

標
と
さ
れ
た
。

し
か
し
、
徂
徠

に
お

い
て

は
、
各
々
徳
が
異
な
る
が
故
に
、「
全
員

に
全
量
」

と

い
う
発
想

は
で
き
な

い
。
つ
ま
り
、
人
々
は
自
身
の
徳
の
分
だ
け
、
あ
る

い

は
自
身

の
才
の
分
だ
け
、
聖
人
の
明
徳
を
仰
ぐ

こ
と
が
で
き
れ
ば
そ
れ
で

よ

い
、
と

い
う
結
論

に
つ
な
が
る
の
で
あ
る
。

で

は
、
そ
う
し

た
結
論

か
ら
何
が
い
え

る
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
徂
徠
に
お

い
て
聖
人

な
ら
ざ

る
民
を
立
て
る
こ
と
は
、
聖
人
と
い
う
概
念
を
意
識
的
に

認
識
す

る
主
体

の
確
立

に
ほ

か
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
そ
の
主

体

性
は
聖

人
と

の
「
や
り
と

り
」

に
よ
り

完
成

さ
れ
る
。
そ
の

「
や

り
と

り
」

と
は
徂

徠
の

い
う
聖
人

の
作
為

に
還
元

さ
れ
、

さ
ら
に
そ
の

よ
う
な

「
作
為
」

に
は
、
聖
人

な
ら
ざ

る
側
の
聖
人

に
対
す

る
認

識
が
必
要

と
な

っ

て
く
る
。

そ
う
し

た
「
認
識
」
形
成
の
背
景
に
「
明
徳
」

が
据
え
ら
れ
て
い

る
と

考
え

る
。
そ
の
よ

う
に
、
「
明

徳
」

を
主
体
性

の
確

立
に
関
す

る
理
論

と
し
て
捉
え

る
な
ら
ば
、
徂
徠
に
お
け
る
明
徳
の
問
題
は
、
聖
人

に
対
し
て

認
識
を
立
て

る
主
体
の
問
題
と
し
て
置
き
か
え
ら
れ
、
そ
れ
は
徂
徠
思
想
に

お
け

る
一

つ
の
原

理
を

な
す
部
分

に
な
り
う
る
だ
ろ
う
。

（
１
）

『
大
学
章
句
』
の
原
文
及
び
朱
注
の
書
き
下

し
文
に
つ
い
て
は
、
『
大
学
・
中

庸

』
、
赤
塚

忠
、
『
新
釈
漢

文
大
系
』
、
明
治

書
院
、
一
九
六
七
、
に
従

っ
た
。

な
お
、
旧

字
体
は
新
字

体
に
変
え

た
。

（
２
）
　
荻
生
徂
徠
の

『
弁

道
』
及
び

『
弁
名
』

に
つ
い
て
は
、
『
荻
生
徂
徠
』
、
『
日

本
思

想
大
系
』
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
三
、
に
従
っ
た
。

（
Ｐ
Ａ
Ｒ
Ｋ
,
 
Ｂ
ａ
ｉ
ｙ
ｅ
ｏ
ｎ
ｇ
、
倫
理
学
・
日
本
倫
理
思
想
史
、

東

京

大

学

助

教
）
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