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孟
子
と

筍
子
の

天
下

説

戦
国
時
代
の

遊
説
の

士
の

意

識
形
態
の

一

つ

と

し

て
､

孟

子
の

道
義
意

識
を

と

り

あ

げ

て

み

る

が
､

論
旨
は

､

孟

子
の

思
想

内

容

そ

の

も

の

の

論
明
で

な

く
､

思

想
の

立

場
の

解
明
に

あ

る
｡

思
想

の

立

場
の

問
題
と
い

う
の

は
､

戦
国
中

期
の

歴
虜
社

食
的

諸
要
因

が

錯
雑
す
る

過
程
に

封
し
て

孟

子
が

ど

の

よ

う
な

立

場
を

と

り
､

ど
の

よ

う
な

慣
侶
規
準
を

設

定
し

た

か
｡

そ

し

て

そ

の

結
果
か

れ

の

思
想

の

な

か

に

ど
の

よ

う
な

歪
み

が

も

た

ら

さ

れ

た

か
､

と
い

う
こ

と

で

あ

る
｡

こ

の

問
題
に

お

い

て

最
も

重

要
な
こ

と

は
､

孟

子
の

堕
落
史
観
と

反
省
道

徳
主

義
と
の

封
應
で

あ
っ

七
｡

堕
落
史

観
と
は

､

父
子

君

臣
の

｢

封
建
+

秩
序
が

功
利
主

義
的
個
倦
の

自

己

主

張
に

ょ
っ

て

破

壊
さ

れ

て

ゆ

く
､

と
い

う

見
方
で

､

孟

子
の

王

覇
の

峻
別

も
こ

の

鮎
か

ら

な
さ

れ

る
｡

そ
こ

で
､

彼
に

よ

れ

ば

秩
序
の

同
復
は

功
利
主

義
的
個
髄
の

自
己

主

張
の

排

除
に

よ

っ

て
､

そ

れ

の

み

に

よ

っ

て

可

能
で

あ

る
｡

し

か

し

孟

子

が

堕

落
と

西

順

戒

評
債
し
た

事
賓
は

戦
国
中

期
の

歴

史
の

現

賓
で

あ
っ

た

の

で

あ

る

か

ら
､

彼
の

評
慣
は

現

賓
の

歴

史
の

進

行
を

担
香
す
る

も
の

で

あ

り
､

そ
の

限

り

幻

想
で

あ
っ

た
｡

こ

の

幻

想
を

あ

く
ま

で

眞
賓
と

主
張
し
ょ

う
と

す
る

と
こ

ろ

に

反
省

道

徳
主

義
が

起
る

｡

現

賓
に

は

歴
史
が

騒
逐
し
っ

つ

あ

る

｢

封

建
+

秩
序
を

眞
茸
と

み

な

す
た

め
に

は

超
現

賓
的
根
接
を

求
め

ね

ば

な

ら
ぬ

｡

孟

子

は
そ

れ

を

天

に

求
め

た
｡

そ

し

て

こ

の

｢

眞

箕
+

は

賓
現
さ

れ

る

こ

と

を

要
求

す
る

か

ら

ど
こ

か

に

現

賓
的
立

脚
地
を

必

要
と

す
る

､

し
か

も

そ

れ

は
い

ま

や

破
壊
さ

れ

つ

つ

あ

り

下
り

坂
で

あ

る
｡

そ

こ

で

孟

子

は
▼
退

却
し
て

人
の

心

性
に

立

脚
地

を

求

め

た
｡

こ

う
し

て

性

善

説
､

す
な

わ

ち

｢

封
建
+

秩
序
の

道

徳
た

る

仁

義
は

天

輿
の

性
の

本
質
的
部
分
だ
と

い

う

考
え

が

生

れ

た
｡

｢

封
建
+

秩

序
と

功

利

主

義
的
個
慣
と
の

た
た

か

い

が

心

性
の

な

か

に

も

ち
こ

ま
れ

､

雨

着
の

政

令
上
の

背
離
分
裂
が

個
人

心

性
内

部
に

お

け
る

仁

義
と

利

β乏

芯

J‾
I
lb ゝ
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欲
と

の

問
の

背
離
分
裂
に

翻

案
さ

れ
､

そ

う
し

た

上
で

､

人

性
に

と
っ

て

本
質
倒
で

あ

り

天

興
の

も
の

と

し

て

絶
対
的
で

あ

る

仁

義

に

よ

る

末
梢
的
な

利
欲
の

克
服
が

可
能
で

あ

る

の

み

か

変

嘗
で

あ

る

こ

と
が

保
置
さ

れ

た
｡

天
興
の

仁

義
は

人
が

反

省
し
さ

え

す
れ

ば

性
と

し

て

具
わ

っ

て

あ

る

も
の

で

あ

り
､

あ
と

は

そ

れ

を

貴
行

す
■る

努
力
さ

え

す
れ

ば

よ

い
｡

つ

ま

り

歴

史
の

堕
落
は

堕
落
で

あ

る

限

り

永
遠
の

慣
侶
の

堕
落
で

あ

り
､

堕
落
は
こ

の

慣
値
の

自
己

同
復
に

よ

っ

て

す
く
わ

れ

る

の

で

あ
る

｡

た

だ

こ

の

永
遠
の

慣
侶

な

る

も
の

は

孟

子
が

採
用
し

設

定
し

た

も
の

で

現

箕
に

根

接
な

き

も
の

で

あ
る

か

ら

観
念
上
の

も
の

に

す
ぎ

な
い

｡

こ

の

よ

う
に

観

念
上
の

債

値
を

現

賓
的
な

も
の

と

み

な

そ

う
と

す
る

と
こ

ろ
に

､

孟

子
の

道

義
観
の

悲
壮
性
が

あ
る

わ

け
で

あ

る

が
､

悲

壮
性
は

茸

は

幻

想
を

ま

じ

め
に

主
張
す
る

と
こ

ろ

に

あ

る

個
人

的
感

情
で

あ

る
｡

だ

が
､

孟

子
の

道
義
説
の

も
つ

悲
壮
感
は

単
に

個
人

的
感

情

に

訴
え

る

も
の

に

止

ま

ら

な
い

鮎
を

も
っ

て

い

る
｡

そ

れ

は
､

彼

が

利
欲
を

仁
義
に

よ
っ

て

克
服
し

ょ

う
と

し

た
の

は
､

功

利
主

義

的
個
燈
の

利
欲
追
求
が

一

般
人

民
の

生

活
に

不

安
と

苦
痛
を

興
え

て

い

た

と
い

う

事
貴
を

認
識
し

､

そ

れ

を

救
済
し

ょ

う
と
い

う
動

機
を

も
っ

て

い

た

鮎
で

あ
る

｡

こ
.

の

動
機
が

孟

子

を

鼓

舞
し

た

が
､

彼
が

下
り

坂
の

｢

封

建
+

仁
義
道
徳
を

立

場
と

し

た

の

で
､

観
念
的
に

利
欲

的
現

賓
を

香
定

し

た

仁

義
を

紹
封
化
す
る

結
果
に

な
っ

た
わ

け
で

あ

る
｡

で

あ

る

が

こ

の

動
機
に

関
す
る

限
り

､

そ

れ

は

人
の

共

感
を

呼
ぶ

も
の

で

あ
っ

た
｡

そ

の

上

に
､

｢

封

建
+

秩
序
が

仁

義
道

徳
と

し

て
一

般
化
さ

れ

た

と

き
､

そ

れ

は

中

国
祀

禽
の

基
底
に

そ

の

後
な

が

く

構
わ
っ

た

凛
族

的
秩
序
に

理

想

世

界

を

措
い

て

み

せ

た

と
い

う
こ

と

が

あ

る

の

で

あ

る
｡

孟

子
の

悲
壮
な

道
義
説
か

ら

た

が

い

に

闇
聯
す
る

二

つ

の

機
能

を

導
き

出
す
こ

と
が

で

き

る
｡

一

つ

は

反
権
力
主

義
で

あ

り
､

一

つ

は

全

軽
重

義
的
世

界
観
で

あ
る

｡

こ

こ

に

権
力
と
い

う
の

は
か

の

利
欲

社
食
に

お

け
る

カ
の

支
配

で

あ

る
｡

｢

封
建
+

秩
序
の

な

か

に

次
第
に

成
長
し

て

来
て

そ

れ

を

崩
し

､

春
秋

時
代
の

覇

者
を

生

み

出
し

戦
国
時
代
に

は

天
下
を

七
つ

に

統
合
し

､

そ
の

七

国
を

さ

ら
に

統
一

天
下
へ

の

闘
争
に

駆

り

た
て

七
も
の

で

あ

る
｡

と
こ

ろ
が

こ

の

動
向
こ

そ

孟

子
の

仁
義

道
徳
の

現

賓
土

重
た

る

父
二
+

兄

弟
の

宗
族
的

結
合
を

破

壊
す
る

も

の

で

あ
っ

た
｡

孟

子
が

こ

の

よ

う
な

権
力
に

反
封
し

た

の

は

嘗
然

で

あ
る

■ ｡

孟

子
が

そ

の
.
慣
値
規
準
の

根
捜
と

し
た

宗
族

圃

倍
は

閉

鎖
的
自
足
的
孤
立

分
散
的
で

あ

る
｡

こ

れ

が

孟

子
が

守
り

た

か
っ

た

最
後
の

も
の

で

あ

る
｡

そ

れ

は

外

部
と
の

功
利
上
の

流
通

影
響

を

厭
い

､

外

部
の

力
の

内
部
へ

の

浸
透
を

拒
香
し

､

飴
的
な

拘
束

ぷ
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を

拒
否

す
る

｡

孟

子
の

仁

義
詮
は

こ

の

よ

う
な

矧

燈
の

｢

自
由
+

､

外

的
権
力
か

ら
の

自

由
を

主

張
す
る

｡

だ

か

ら

彼
が

天
子
を

頂
鮎

と

す

る

天

下

秩
序
を

説
く
と

き

-
そ

れ

が

王

温
論
で

あ

る

が

-

1
カ
に

反
封
し

故
に

反
封
し

て

人
の

徳
に

よ

る

化
を

主

張
す
る

｡

す
な

わ

ち
､

天
下

秩
序
は

閉
鎖
的
な

家
を

そ
の

内

部
に

は

腐
れ

ず

に

外
か

ら

秩
序
す
る

も
の

で

あ

り
､

天
子

以

下

公

侯
伯
子

男
の

諸

侯
お

よ

び

そ

れ

の

公

卿
大

夫
士
は

家
と

し

て

は

庶
人
の

そ

れ

と

同

質
で

あ
る

が
､

た

だ

そ

れ

ぞ

れ

の

配
下
の

家
の

国

結
を

物
質
的
秩

序
的
に

完
全
に

す
る

能
力
=

徳
が

あ

る

こ

と
に

よ

っ

て

位
膚
上

上

位
に

あ

る

の

で

あ

る
｡

孟

子

は

天

子

諸
侯
な
ど

に

何
ら
の

特
権
を

認
め

ず
､

そ

れ

ら
が

下

位
の

も
の

庶
人
に

対
し

て

権
力
を

も
つ

こ

と

に

反

封
し

た
｡

こ

の

孟

子
の

反

権
力

主

義
の

宗
族

主

義
は

そ

の

後
の

儒

教
史
の

な
か

で
､

優

展
す
る

専
制

権
力
に

封
し
二

様
の

は

た

ら

き

を

示

し

た
｡

一

つ

は

た

と

え

ば

北

宋
の

司

馬

光

の

場

合

で
､

社
食
の

経
済
能
力
の

哉
展
が

要
求
す
る

国
家

法
刷
上
の

措
置

を
､

お

く

れ

た

経
済
的
土

茎
の

上
に

成
立

し

て

い

る

豪
族
の

立

場

か

ら

阻
止
し

ょ

ヶ
と

す
る

も
の

で

あ

る
｡

(

司

馬

光
は
『

疑
孟
』

を

書
い

て

お

り

逆
に

王

安
石
は

孟

子
に

親

近

性
を

も
つ

が
､

そ

れ

は

こ

こ

の

論
鮎
外
の

問
題
に

関
し

て

の

こ

と

で

あ

る
｡

こ

こ

で

い

っ

て

い

る

の

は
､

王

安
石
の

新

法
が

北

宋
朝
の

財
政

上
の

要
求
を

嘗

ノ

･

.

承
‥

き
タ

蔓
′

㌻
l

÷
√

車
′
▲,

時
か

な
■
り

飛

躍
し
っ

つ

あ
っ

た

主
と

し

て

江

南
の

庶
民
の

生

産
能

以

カ
と

結
合
し

ょ

う
と

し

た
の

に

封
し

､

司
馬
光
が

主

と

し
て

葦
北

の

地

主

豪
族
の

立

場
か

ら

反
封
し

､

そ

れ

を

人
と

法
､

徳
と

カ
の

封
立
の

問
題
と

し

て

展
開
し

て
､

豪
族
唐
を

国
家

樺
カ
ヘ

の

屈

服

か

ち

救
い

同

時
に

庶

民
の

経
済
力
の

増
大
に

よ

る

崩
壊
か

ら

救
お

ぅ
と

し

た

鮎
で

あ

る
｡

)

他
の

一

つ

は

た

と

え
ば

明

未

満

初
の

茸

宗
義
の

場
合
で

､

あ
の
『

明

亮
待
訪
錬
』

な

ど
が

主

張
す
る

民

本

主

義
が

そ

れ

で

あ

る
｡

反
権
力
主

義
の

こ

の

方
の

は

た

ら

き
は

前

者
の

よ

う

な

反

動
性
は

な

く
､

心

し

ろ

浸
透
す
る

専
制

権
力
に

封

す
る

地

方
地

主
の

抵

抗
が

同

時
に

必

然

的
に

庶

民
の

利
益
の

擁
護

に

も

な
っ

た

も
の

で

あ

る
｡

し
か

し

両

者
の

相
異
は

思
想
の

原

則

上

相

対
的
な

も
の

に

す
ぎ

な
い

｡

真
宗
義
の

場
合
で

も

そ

れ

は

単

な
る

抵
抗
で

あ
っ

て

新
し
い

原
理

を

提
示

し

は

し

な
い

｡

そ

れ

は

孟

子
の

反

権
力

主

義
が

そ

の

仁

義
説
に

も

と
づ

き
､

そ

し

て

仁

義

説
は

単
に

利
欲

社

食
の

権
力

主

義
を

受
身
に

担
香

す
る

消

極
的

敬

語
に

す
ぎ

ず
､

利
欲

社

食
を

認
め

そ

れ

に

固
有
な

問
題
を

と

り

あ

げ
て

解
決
し

ょ

う

と

し

た

も

の

で

な
い

､

そ

う
い

っ

た

民

本

主

義

ま

た

は

宗
族
主

義
の

本

質
か

ら

は

免
れ

得
な
い

こ

と

で

あ

る
｡

第
二

の

機
能
は

第
一

の

そ

れ

と

連
関
し

て

い

る
｡

第
一

の

そ

れ

は

専
制
権
力
下
に

お

け
る

閉
鎖
的
国

債
の

分
散

孤
立
の

主

張
で

あ

/≦

′

イ
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､

っ

た
｡

し

か

し

す
で

に

王

道

論
で

見
る

よ

う
に

こ

の

分

散
孤
立

燈

は

天

下

秩
序
す
な

わ

ち

｢

封
建
+

的
鰻
統
に

秩
序
さ

れ

る

も
の

と

考
え

ら
れ

て

い

る
｡

こ

の

秩
序

髄
統

は

孟

子
に

よ

れ

ば

天

興
の

仁

義
に

も

と

づ

く

も
の

で

あ

る

が
､

賛
は

分
散
孤
立
で

あ

る

は

ず
の

個

髄
が

た

が

い

に

交
渉
が

あ

り

自
己

主

張
を

し

闘
争
す
る

と
い

う

事
賓
に

封
し
て

設

置
さ

れ

た

秩
序
で

あ

る
｡

す
頂

わ

ち

事
賓
に

お

い

て

は

個
腰
間
の

功
利
主
義
的

闘
争
と

そ

こ

に

お

こ

る

権
力

支

配

関
係
が

現
存
す

る

の

に
､

孟

子
は

こ

の

権
力

関
係
を

香
完
し

､

功

利
主

義
的
自
己

主
張
の

み

を

抽

象
的
に

と

り

あ

げ
て

こ

れ

を

仁
義

道
徳
に

よ

っ

て

秩
序
し

ょ

う
と

し
た

の

で
､

だ

か

ら

個
僅
は

畢
な

る

欲

求
と

の

み

見
な

さ

れ

た
の

で

あ
る

｡

そ
し

て
､

欲

求
は

こ

の

秩
序
に

従
属
す
る

限
り

認
め

ら
れ

る
｡

天
下

秩
序
と

は

正
に

宗
族

の

境
大

型
で

あ

る
｡

孟

子
の

天

下
の

観
念
は

現
に

進

行
し
っ

つ

あ

る

権
力
主

義
的
天

下

統
一

の

代
置

物
で

あ

る
｡

と
こ

ろ
が

こ

の

天

下
は
い

か

な

る

構
成
を

も
つ

か
｡

そ

れ

の

原
型
は

宗
族
で

あ

る

が

孟

子
は

宗
族

に

つ

い

て

言

う
か

わ

り

に
､

嘗
然
の

こ

と

だ
が

抽
象

的
に

言
っ

た
､

つ

ま

り

心

性
に

つ

い

て

天

下
の

構
造

を

言
っ

た
｡

人

間
は

天

興
の

菊
で

あ

る

が
､

束
を

支

配

す
る

も

の

を

志

と

い

い
､

そ

し

て

志
も

ま

た

気
の

は

た

ら

き
で

あ

る
｡

気
は

外
に

向
っ

て

追

求
す
る

欲

求
と

し

て

は

た

ら

く
が

そ

れ

は

小
な

る

着
で

あ
っ

て

大
な

る

者
の

支

配

を

う

け
ね

ば

な

ら

ぬ
｡

大

な

る

者
と

は
か

の

志
で

あ

り

志

と

は

自
律
的
な

は
た

ら
き

で

あ

る
｡

と
こ

ろ
で

志
の

自
律
の

規
準
は

何
か

｡

そ

れ

は

天
興
の

気
す
な

わ

ち

性
そ

の

も
の

の

な
か

に

見
出
せ

る
｡

そ

れ

は

仁

義
祀
智
で

あ

り

道
義
で

あ

る
｡

こ

の

道
義
こ

そ

が

か

の

｢

封
建
+

秩
序
の

道

徳
で

あ

る
｡

そ

こ

で

孟

子
の

心

性
説
に

お

け

る
.
仁

義
と

欲

求
と
の

関
係
は

､

同
一

髄
の

な

か

の

諸
内
容
と

そ
れ

の

統
一

作
用
と

の

関
係
で

あ
る

｡

こ

こ

で

は

人

間
と

い

う

心

的
身
的
存
在
が

全
一

な

も
の

と
し

て

前
提
さ

れ

て

お

り
､

心

志
は

こ

の

全
一

的
存
在
の

金
一

的

秩
序
=

道

義
に

よ

る

白
己

統
制

作
用
で

あ

る
｡

だ

か

ら
心

志
は

欲

求
が

白
己

主

張
す

る

限
り
こ

れ

と

敵

封
し
こ

れ

を

克
服
し

ょ

う
と

す
る

が
､

元

来
心

志
の

原
則
で

あ

る

道
義
は

欲

求
そ

の

も
の

の

法
則
な

の

だ

か

ら
､

こ

の

敵
封
は

賓
は

一

方

的
従

属
的
な

関
係
で

あ

り
､

欲
l

求
は

そ

れ

白
燈
心

志
に

従
う
べ

き

も

の

で

あ

る
｡

そ

こ

で
､

こ

の

心

性
の

構

造
は

天
下
の

構
造
で

も

あ

る
｡

孟

子
は

天
下
を

そ
の

諸
部
分
に

先

行
す
る

全
一

存
在
と
し

て

前
提
し

て

小

る
｡

孤
立

分

散

的

個

髄

は
､

そ

れ

白
身
ま
た

全
一

的
存

在
と

し

て

自

律
的
に

(

閉
鎖
的
に
)

存
在
し

な
が

ら
､

累
屠

的
に

天

下

統
一

髄
の

部
分
と

し
て

こ

れ

に

支

配
さ

れ

る

は

ず
で

あ

る
｡

こ

の

よ

う
に

個
髄
に

先

行
す

る
､

前

提
さ

れ

た

全
一

的
存
在
と

そ

の

内
部
に

お

け
る

閉
鎖
的
個
慣
の

累

鮎..

一

転
r

払
ト
F

十
い
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層
秩
序
の

世

界
観
は

､

一

寸
解
れ

て

お

い

た

よ

う
に

利
欲
的
個
層

の

あ

い

だ

に

生
れ

る

権
力
的
法
的
秩
序
の

進
行
に

封
し
て

孟

子
が

提
示
し

た

代
置
物
で

あ
る

｡

こ

れ

は

天
下

統
一

の

動
向
を

認
め
た

上
で

､

統
一

天

下

を

彼
の

宗
族

主

義
に

も

と

づ

い

て

構
想
し

た

も

の

で

あ

る
｡

そ

の

構
想
は

し

か

し
､

仁
義
道
徳
主

義
と

同

様
､

現

茸
の

法
的
権
力
的

秩
序
の

畿
展
を

無
税
し

て

い

る

鮎
で

無
力
な

幻

想
で

あ
る

｡

と

同
時
､
に
■
そ

れ

は

ま
た

専
制
権
力
の

腰
迫
に

苦
し

む

宗
族

的

国

債
に

あ

る

慰
謝
を

輿
え
る

も
の

で

あ

り
､

そ
の

限
り

で

専
制
権
力

支
配
に

抵
抗
す
る

も
の

で

あ
っ

た
｡

第
一

の

仁

義
道
徳
主

義
と

第
二

の

王

道
天

下

論
は

､

い

ず
れ

も

常
時
の

社
食
の

重

要
な

要
因
で

あ
る

利
欲

社
食
の

樺
力
秩
序
の

成

長
を

敵
視
し

な
が

ら
､

そ

れ

を

無
税
し
て

｢

封
建
+

秩
序
の

再

現

を

幻

想
し

た

も
の

で

あ
る

｡

た

だ

そ

の

幻

想
は

､

人

民
の

苦
痛
を

救
う

動
機
に

も
と

づ

く

も
の

で

あ

り
､

そ

し
て

一

定
の

形
で

存
在

し

た

宗
族
主

義
を

基
盤
と

す
る

も
の

で

あ
っ

た

か

ら
､

ま

じ
め

な

悲
壮
感
を

輿
え

､

そ

し

て

ま
た

あ

る

共

感
を

獲
得
で

き

た

の

で

あ

る
｡

そ

れ

は

苛

酷
で

仮
借
し

な
い

権
力
の

成
長
に

封
す
る

批
判
で

あ
り

弾
劾
で

あ
っ

た
｡

今
や

下

り

坂
に

あ

る

道
徳
で

も
っ

て

上

り

坂
に

あ
る

も

の

を

弾
劾
す
る

室

虚
さ

の

故
に

､

孟

子
は

そ

の

理

想

を

先
王

と
い

う
う
し

ろ

む

き
の

偲
室

物
に

託
し

た

が
､

そ

れ

が

滑

酪
ト
ト

ト
ト
･
イ

ト
㌢

1

ノ

ト
ノ
.
ト
√

′

秘

稽
の

感
を

興
え

な
か
･
つ

た

の

は
､

こ

の

た

め
で

あ

ろ

う
か

｡

し

か

が

し

幻

想

は

幻

想
で

あ
る

｡

こ

の

悲
壮
な

思
想

家

孟

子
ほ

そ

の

動
機

の

熱
烈
さ

に

も

拘
ら

ず
そ

の

考
え

を

賓
現

す
る

方

法
を

も

た

な
か

っ

た
｡

彼
は

そ

の

理

想
を

､

.理

想
が

基
礎
と

し

て

い

る

宗
族

的
周

優
に

訴
え

ず
､

そ

の

動
機
が

根
ざ

し

て

い

る

庶
民
に

訴
え

ず
､

た

だ

諸
侯
に

訴
え

た
｡

い

か

に

も
､

宗
族

的
国

債
も

庶

民
も

す
で

に

新
し
い

権
力

秩

序
の

も

と
で

解
燈
し

苦
悩
し
っ

つ

あ

る

も
の

で

あ

る

か

ら

訴
え

て

も

無

数
で

あ

ろ

う
｡

も
し

有
数
で

あ

る

と

す
れ

ば

新
し
い

可

能
性
を

も
つ

諸

侯
の

外
に

を
い

､

だ

が

こ

の

諸
侯
こ

そ

新

し
い

権
力
を

も

ち
さ

ら

に

そ

れ

を

強

大
に

す
る

こ

と
に

よ

っ

て

新
し
い

可

能
性
な
の

で

あ

る
｡

す
な

打

ち
､

孟

子

は

彼
が

反

封
し

無
視
し
ょ

う
と

し

た

そ

の

権
力
に

向
っ

て

訴
え
よ

う

と
し

た

の

で

あ
る

｡

天

下
を

統
一

す
る

方

法
と
い

う

呼
び

か

け

は

諸
侯
の

心

を

惹
い

た

で

あ

ろ

う
が

､

利
欲
の

克
服
を
い

い

カ

を

否
定
し

て

徳
に

ょ

る

分
散
的
個
髄
の

自
足
の

累
屠
的
秩

序
を

説
く
と

き

迂
遠
と
い

う
批
評
を

う
け
る

の

は

嘗

然
で

あ

ろ

う
｡

で

は
､

ノ

孟

子
の

思

想

は
､

彼
が

訴
え

な
か

っ

た

宗
族
的
国

債
や

庶
民
に

は
､

訴
え
れ

ば

受
け

入

れ

ら
れ

た

で

あ
ろ

う
か

｡

彼
が

諸
侯
圃
を

相
嘗
教
の

弟
子

と

と

も
に

相

嘗
の

待
遇
を

う
け
な

が

ら

遊
説
で

き

た

の

は
､

単
に

斎
の

宝

玉
の

よ

う
な

｢

遊
説
の

士
+

集
め

が

あ
っ

た

た

め

だ

け
で

息
ノ
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な

く
､

や

は

り

支
持
者
た

と

え
ば

世

卿
の

よ

う

な
も
の

が

諸
侯
園

の

内

部
.に

+

ま

た

は

陣
文

公
の

よ

う
な

小

国
の

諸
侯
の

な
か

に

い

た

の

で

あ

ろ

う
｡

し
か

し

孟

子
の

考
え

は

こ

れ

ら

支

持
者
の

立

場

や

利
害
を

そ

の

ま

ま

反
映
し

た

も

の

で

は

な
い

｡

か

れ

ら

は

や

は

り

現

在
の

権
力

社

食
の

な
か

で

の

み

存
立

で

き

る

の

で

あ

る
｡

も

し

か

れ

ら
が

そ
の

よ

う
な

牡
合
を

担
香
し

宗
族
的
自

足
に

閉
じ
こ

も

ろ

う
と

す
る

も
の

で

あ
る

と

し

て

も
､

そ

れ

な

ら

孟

子
の

王

道

に

よ

る

天
下

統
一

論
は

う
け

入
れ

な
い

で

あ

ろ

う
｡

か

れ

ら
に

と

っ

て

は

む

し

ろ

荘
子
の

奔
物
論

･

迫
進
達
の

方

が

ふ

さ

わ

し
い

｡

孟

子
の

思
想
は

親

茸
の

ど

の

よ

う
な

階
層
の

立

場
を

も

代
将
し

な
い

｡

孟

子

は

敦
祝

着
で

あ
る

｡

彼
は

常
時
の

知
識
人
で

あ
っ

た

し
､

そ

の

立

場
は

｢

封
建
+

秩
序
を

擁
護
し
ょ

う
と

す
る

も
の

で

あ
っ

た

が
､

そ

の

上
に

も
一

つ

の

契
機
に

動
か

さ

れ

て

い

た
｡

そ

れ

は
､

内

部
に

諸
階
層

･

諸
部
分
を

も
つ

中

国
そ

の

も
の

と
い

う

観
念
で

あ

る
｡

こ

の

中

国
そ

の

も

の
､

仝
一

的

存
在
と

し
て

の

中

国
そ

の

も
の

が

何
で

あ
る

か
､

そ

れ

は
い

ま

問
わ

な
い

と

し
て

-

事
問
わ

れ

て

も

自

信
で

き
る

答
を

も

た

な
い

が

-
こ

の

観
念
が

儒
家

だ

け
で

な

く

常
時
の

知
識
人
に

共

通
な

も
の

で

あ
っ

た
と
い

う
こ

と

は

い

え
よ

う
｡

こ

う
い

う
と

､

前
に

孟

子
の

王

道
天
下

説

を

述
べ

た

と

き
に

､

孟

子
が

閉
鎖
的
孤
立

髄
の

道
徳
を

皇
張
し

な

が

ら

天
下

統
一

を

論
じ
た

の

は

現

賓
に

進

行
し
っ

つ

あ
っ

た

権
力

･

的

統
一

に

封
虚
し

た

代
置
措
置
丹

と
い

っ

た

の

と
､

は

な

し

が

ち

が

う
こ

と

に

な
る

｡

そ

の

と

お

り

は

な

し

が

ち
が

う
､

1
部
分

的
に

｡

と
い

う
の

は

こ

う
で

あ

る
｡

法
的
秩
序
に

よ

る

天

下
の

権

力

的
統

一

の

動
向
は

あ
っ

た
｡

そ

れ

に

封
し
て

孟

子

は

孤
立

髄
の

累
屠
的

秩
序
に

よ

る

天

下

統
一

論
を

提
示

し

た
｡

だ

が

孟

子
の

思

想
に

は

は

じ

め
か

ら

全
一

的
存
在
と

し

て

の

天

下
の

観
念
が

あ
っ

た

し
､

そ

れ

は

孤
立

髄
の

観
念
と

矛
盾
す
る

も
の

で

な

く

む
し

ろ

相
表

裏
す
る

も
の

で

あ

っ

た
｡

雨

着
の

関
係

構

造

は

こ

う
で

あ

る
｡

孤

立

髄
は

外

部
と

無

関
係
で

は

あ

り

得
な
い

､

だ

か

ら
こ

そ

孤
立

を

要
請
す
る

｡

孤
立

を

要
請
す
る

以

上

孤
立

髄
の

聞
か

ら
､

下
か

ら
､

そ

れ

ら
の

間
の

闘
係
が

生
れ

て

は

な

ら
な
い

｡

そ

こ

で

関
係
は

上
か

ら

示
さ

れ

る
｡

教
示

さ

れ
､

指
示
さ

れ

る
｡

こ

の

教

示

さ

れ

た

関
係
の

な

か

に

位
置
す
る

限

り
､

そ

れ

ら
は

相
互
の

個

髄
的
交
渉
な

し
に

1
孤

立

し

た

ま

ま
で

-
一

定
の

関
係
を

保

つ
｡

個
慣
は

自
足
し

た

ま

ま

で

外
か

ら

位
置
づ

け

ら
れ

る
｡

と

こ

ろ
が

外
か

ら
の

位
眉
つ

け

は

個
髄

間
の

個
鰹
的
交

渉
に

先

行
し

な

け

れ

ば

な

ら

ず
､

そ

し

て

孤
立

的

個
髄
は

そ
れ

が

孤
立

的
で

あ

る

ヽ

ヽ

以

上

無

数
で

あ

る

は

ず
で

あ

る

か

ら
､

外

な
る

も

の

は

超
個
髄
的

無
限
で

あ
る

｡

こ

の

超
個
髄
的
無
限
が

個
膿
を

一

定
の

関
係
に

位

肝
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1

ヽ

ヽ

置
づ

け
る

｡

こ

れ

が

天
下
で

あ

る

が
､

そ
こ

で

天
下
の

内

容
は

個

個
の

孤
立

髄
の

単
な
る

集
合
や

あ

り
､

天
下

は

そ

れ

以

外
の

何
も

ヽ

ヽ

の

で

も

な
い

､

と

同

時
に

､

形
式
的
に

は

天

下

は

超
個
髄
的
全

慣

性
そ
の

も
の

で

あ
る

｡

そ

し

て

孤
立

鰭
の

孤
+

止

性
は

超
個
髄
的
全

髄
性
た

る

天

下
の

､

外
か

ら
の

関
係
位
置
づ

け
に

よ
っ

て

保
覆
さ

れ

る
｡

つ

ま

り

内

容
は

形
式
に

支

配
さ

れ

従
属
す
る

の

で

あ
る

｡

孟

子
の

心

性
説
が

諸
欲
求
と

自
律
性
と
の

一

慣
性
を

説
い

た

の

は

以

上
の

よ

う
な

天
下
の

形

式
と

内

容
と

の

関
係
の

反
映
で

あ
る

｡

と

同
時
に

こ

の

よ

う

な

心

性
論
を

確
認
す
る

こ

と

は
､

諸
欲

求
が

自
己

主

張
し

あ
っ

て
､

下
か

ら
､

内
容
的
な

関
係
を

つ

く
っ

て

ゆ

く
こ

と
､

つ

ま

り

孤

立

髄
が

孤

立

的
で

あ

る

こ

と

を

や

め
て

相

互

の

個
慣
的
交
渉
に

よ
っ

て

法
的
関
係
を

つ

く
っ

て

ゆ

く
こ

と

に

反

封
す
る

こ

と

で

あ

る
｡

こ

の

よ

う
に

見
る

と
､

孟

子
の

天

下

統
一

論
は

錯
雑
し

た

交
渉
関
係
に

在
る

諸
個
髄
を

統
一

す
る

た

め
の

論

で

な

く
て

､

元

束
あ

っ

た

天
下
の

全
一

性
の

形

式

的
純
粋
性
を

内

容

関
係
の

下
か

ら
の

成
長
か

ら

守
ろ

う

と

し

た

も
の

で

あ

る
｡

以

上
の

よ

う

な

意
味
で

孟

子
は

宗
族
仁

義
説

と

王

道

天
下

論
を

説
い

た

の

で

あ

る

か

ら
､

そ

れ

は

天

下
の

部
分
内

容
た

る

ど
の

階
層
の

利
害
も

直

接
に

は

代

探
し

な
い

､

と

同

時
に

､

も

し

中

国
に

天

下

･
の

形
式
的
金

一

性
の

要
求
が

-
･

=

･
個
饅
の

孤
立

閉
鎖

性
の

程
度
に

應
じ
て

-
そ
し

て

こ

の

孤
立

閉
鎖
性
は

樽
力

支
配
の

程

度
と

反

腰

比

例
す
る

｡

-
あ

る

と

す
れ

ば

共

感
を

博

す
る

も

の

で

あ
っ

た
｡

筍

子

と

孟

子
と

の

ち

が

い

は

見
や

す
い

が
､

ち
が

い

が

ど
切

よ

う

な

共

通
性
の

上
に

お

い

て

あ

の

よ

う

な

封
照
を

示

す
の

か

は

必

ず
し

も

明

白
で

な
い

｡

両
者
の

ち
が

い

の

う

ち

最
も

挙
げ

ら

れ

る

の

は

孟

子
の

性
善
説
に

封
す
る

筍
子
の

性
悪
説
で

あ

る
｡

性
悪
説

の

趣
旨
は

､

人

間
は

利
欲

的
存
在
で

あ
っ

て

自
然

状
態
に

お

ぃ

て

は

闘
争
の

結
果
と

も

倒
れ

に

な

る
｡

そ

こ

で

聖
人
が

祀
を

制
定

し

ぶ

ん

て

各
自
に

分
を

指
定

す
る

こ

と

に

よ
っ

て

衆
多
人
を

群

(

圃

結
)

せ

し

め

た
｡

祀
分
は

聖
人
の

偽
(

人

間
的
制
作
)

で

あ
る

｡

性
は

混
乱
闘
争
を

結
果
す
る

か

ら

悪
で

あ

り
､

整
理

調

和
を

輿
え
る

償

こ

そ

善
で

あ

る
｡

こ

れ

が

性
悪
説
で

あ

る
｡

性
悪
説

は

こ

の

よ

う

に

結
果

論
で

あ
っ

て

性
自
燈
の

悪
を

い

う
も
の

で

な
い

が
､

同

時

に

性
の

な

か

に

秩
序
の

固
有
を

認
め
る

も

の

で

も

な
い

｡

秩
序

は

性
に

封
す
る

人

間
の

虞
置
で

あ

る
｡

筍
子
は

利
欲
を

､

孟

子
の

よ

う
に

心

性
の

内

部
で

秩
序
に

従
属
す
る

も
の

と

し

て

位
置
づ

け

な

い

で
､

人

間
そ

の

も
の

と

し

て

屈
め

､

そ

れ

に

封
立

し

て

秩
序
を

考
え

る
｡

そ

こ

で

こ

の

秩
序
は

人

間
が

道
徳
と

し
て

う
け

入

れ

得
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娘
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( 2 9 ) 孟 子 と 苛 子 の 天 下 説

る

も
の

で

な
く

､

人

間
が

強
制
と

し

て

う
け
と

る

ほ

か

な
い

は

ず

の

も
の

､

つ

ま
り

権
力
で

あ

る
｡

筍

子

は

勢
(

権
勢
)

と
い

う
こ

と

は

少

し

し
か

い

わ

な
い

が
､

し
か

し

刑
罰
と

褒
賞
に

七

る

臣

下

人

民
の

制
御
は

必

須
の

こ

と

と

考
え
て

い

る

か

ら

事
箕
上

権
力

を

必

要
と

考
え
た

わ

け
で

あ

る
｡

人

間
を

利
欲

的
存
在
と

考
え

る

以

上

そ

の

統
制
は

力
に

よ

る

ほ

か

な

く
､

カ
に

よ

っ

て

統
制
す
る

に

は

人

間
の

利
欲
を

利
用
し

て

刑
で

禁
じ

裳
で

導
く
の

で

あ

る
｡

そ

し

て

刑

真
の

規
準
と

な
る

も
の

は

秩
序
で

あ

り
､

秩
序
は

権
力
が

臣
民
に

示

す

法
で

あ

る
｡

人
は

法
に

し

た

が

う
こ

と

に

直

接
に

は

利
欲
上
の

拘
束

を

感
ず
る

が

刑
賞
を

計

算
し
て

､

利
欲
上

同
意

す

る
｡

法
は

人
に

と
っ

て

外

的
な

も

の

で

あ

る
｡

と
こ

ろ
で

こ

の

外

的
な

法
こ

そ

が

人

間
に

秩
序
を

輿
え

る

も
の

で

あ
る

か

ら
､

そ

の

意

味
で

､

法
の

制
作
が

着
で

あ
り

､

そ

れ

白
髄
に

は

善
悪
の

な
い

性
は

惑
で

あ

る
｡

こ

の

よ

う
に

見
る

と
､

筍
子
の

い

う
檀
は

即

ち

法
で

あ

り

法
は

刑
質
権
力
に

よ
っ

て

守
ら
れ

る

の

で

あ
っ

て
､

彼

の

思
想

は

基
本

的
に

は

韓
非
子

と

ち
が

う
と
こ

ろ

が

な
い

｡

彼
が

孟

子
の

王

覇
峻
別

論
と

ち
が
っ

て

王

覇
の

問
に

わ

ず
か

の

ち
が

い

し

か

認
め

ず
､

彼
の

政

治

論
な

る

も
の

と

し
て

専
ら
そ

の

覇
道
を

の

べ

た

研
究
が

あ

る

ほ

ど

で

あ
る

の

も

参
考
さ

れ

る
｡

筍
子
の

鐙
は

韓
非
子
の

法
と

同
じ
で

あ

る

か
｡

こ

の

間
題
は

筍

子
の

聖

人

は

韓
非
子
の

君

主

と

同
じ
か

と
い

う

問

超
に

つ

な

が

る
｡

聖

人

は

人

間
の

性
に

封
し
て

穫
を

作
為
し

た

も

の

で

あ

る
｡

と
こ

ろ
が

聖
人

も

人

間
で

あ

る

が
､

超
人

問
的
能
力

を
も
っ

て

作
､

為
し

た

の

か
｡

元

来
性
は

天

輿
の

生
で

あ

り
一

般
的
に

い

っ

て

天

で

あ

る
｡

聖
人

ほ

天
の

外
に

出
た

も
の

で

あ

る

か
｡

筍

子
は

天
を

対
象
的

自
然
と

み

な

し
た

｡

し

た

が
っ

て

人

間
を

も

封
象
的

自
然

と

み

な

し

た
｡

と
ぃ

う
の

は

有

子
の

考
え
で

は

人

間
は

聖
人
の

統

治
の

対
象
な
の

で

あ

る
｡

し

た

が
っ

て

聖
人

は

統
治
の

封
象
と

し

て

の

人

間
を

超
越

す
る

｡

そ

の

意
味
で

聖

人

は

超

人

間

的
で

あ

る
｡

だ

が

筍

子

は
､

嘗
然
の

こ

と

で

あ

る

が
､

こ

の

よ

う

な

封
象

的
自
然
を

超

越
す
る

聖

人
こ

そ

を

｢

人
+

と

考
え

た
｡

そ

し
て

封

象
的
自
然
か

ら

人
を

直
別

す
る

も
の

は

知
で

あ

る

と
い

う
｡

聖
人

は

そ

の

知
に

よ
っ

て

天

を

知
る

と
こ

ろ
に

成
立

す
る

｡

こ

の

知
に

ょ
っ

て
､

俸
統
的
な

宗
教
道
徳

的
天

道
と
は

別
の

人
の

造
が

立

て

ら

れ

る
｡

筍

子
に

と
っ

て

は
､

所
輿
の

秩
序

･

道

億
は

な

く
､

す

べ

て

は

人
が

自
ら

揮
び

臣
ら

定

め

る

も
の

で

あ

る
｡

こ

の

よ

う
な

人

間
の

知
的

超
越
と

自
然
の

封
象
化
は

､

俸
統
的
｢

封
建
+

秩
序

の

崩
壊
が

一

層

進
行
し

て

俸
統
的
慣

値
基

準
が

も

は
や

幻

想

と
し

て

す
ら

採
用
で

き

な

く

な
っ

た

上

同

時
に

､

他
方

人

間
の

利
欲

追

求
が

旺

盛
と

な

る

に

し

た

が

っ

て

も
の

ご

と

の

封
象
的
把

握
の

能

2 9
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力
が

檜
大
し

た

た

め
で

あ

ろ

う
｡

そ

れ

を

思

想

史

的
に

い

え

ば
､

道

家

思

想
に

お

け
る

償
値
秩
序
に

関
す
る

判

断

放

棄
の

態

度
か

ら
､

放
棄
す
る

圭

慣
の

封
象
か

ら
の

離
脱
の

自
覚
へ

の

経
過
を

う

け
た

も

の

で

あ
ろ

う
｡

と
こ

ろ

が

こ

こ

か

ら

有

子
と

韓
非
子

と

が

別
の
一

道
を

と

る
｡

『

韓
非

子
』

と

『

筍
子
』

を

あ

わ

せ

讃
ん

で

束
づ

く
こ

と
は

､

韓

非
子
は

君
主

に

向
っ

て

君

主
の

利
益
の

た

め
に

現

賓
的
な

統
治

法

を
の

べ

て

い

る
｡

か

れ

の

敦
説
は

君

主

と
い

う

現

質
的
存
在
の

利

害
に

全

面

的
に

吸

収
さ

れ

て

お

り
､

臣
下

･

人

民

は

君

主
に

奉
仕

す
べ

き

も
の

と

考
え

ら
れ

て

い

る
｡

彼
の

教
説
の

な
か

に

は

超
君

主

的
な

何
も
の

も

な

く
､

そ
の

最
高

･

最

根
本
の

観
念
で

あ

る

虚

無
の

道
が

即
ち

君

主
の

造
で

あ

る
｡

彼
の

敦
説

は

猫
自
の

櫓
持
者

を

も
た

ず
､

そ

れ

を

膿
現

す
る

君

主
と

そ

れ

を

貴
行

す
る

法
術
の

士

と
そ

れ

の

適
用
を

受
け
る

庶
民
と

の

み

が

あ

る
｡

筍
子
の

場
合

は

ち
が

う
｡

彼
も

君

主
に

向
っ

て

説
き

ま

た

君
主
の

利
益
の

た

め

に

も

説
く
が

､

そ

の

利
益

と

す
る

と
こ

ろ

は

必

ず
し

も

君

主
の

現

賓
的
利
害
と

一

致
し

な
い

｡

彼
の

敦
説
は

臣

下
･

人

民

と

と

も
に

君

主

を
も

超
越
し

､

君

臣
民

は
そ

の

な
か

に

位
置
づ

け

ら
れ

て

い

る
■ ｡

彼
の

敦
説
は

そ

れ

を

膿
現

す
べ

き
王

屠
を

要

請
し

て

い

る

が
､

王

者
で

な
い

も
の

､

師
を

そ

の

婚
持
者
と

し

て

も

よ

い
｡

こ

の

よ

う

な

両

者
の

ち

が

い

は

ど
こ

か

ら
く

る

か
｡

韓
非
子
の

超
越

3 0

的
圭

髄
は

そ

れ

白
慣

一

つ

の

欲

求
で

あ
る

君

主
､

臣
を

使
い

民

力

を

自
分
に

奉
仕
さ

せ

よ
ゝ

つ

と

す
る

君

主
で

あ

る
｡

韓
非
子
の

君

主

は

君

主
に

封
立

す
る

臣
民

を

自
己
に

隷
属
ぎ

せ

よ

う
と

し
て

､

臣

民

を

封
象
化

す
る

も
の

で

あ

り
､

し

た

が

っ

て

こ

れ

ま

た
一

つ

の

自
然
で

あ
る

君

主

自
身
は

封
象
化
さ

れ

て

い

な
い

｡

筍

子
の

超
越

的
全

髄
は

天
地

の

全

部
を

､

し

た

が

っ

て

人

間
の

全

部
を

封

象
と

す
る

｡

こ

の

主

髄
は

だ

か

ら

自
然
的
人

間
で

な

く
､

そ

れ

白
身
欲

求
を

も
っ

た

人

間
で

な

く
､

知
で

あ

る
｡

筍
子
の

知
の

封
象
は

人

間

社
食
を
ふ

く

め

て

全

自

然
で

あ

る
｡

知
そ

の

も
の

に
一

定
の

現

茸
的
立

場
が

あ
っ

て

な

ら

な
い

､

知
は

虚
で

一

で

静
で

な

け

れ

ば

な

ら
ぬ

｡

し

た

が

っ

て

こ

の

よ

う

な

知

の

前
に

現
わ

れ

る

封
象
は

封
象
と
し

て

完

結
し

た

全
一

倍
で

あ

る
｡

こ

の

全
一

髄
の

な
か

に

個
餞
と
そ

の

関
係
と

欒
此
と
が

あ
る

が
､

そ

れ

ら
は

す
べ

て

全
一

倍
の

な
か

に

秩
序
づ

け

ら

れ

位
置
づ

け

ら
れ

分
を

輿
え

ら

れ

て

い

る

は

ず
で

あ

る
｡

個
億
と

そ

の

関
係

欒
化
は

全

慣
秩
序
に

貫
徹
さ

れ

て

お

り
､

仝

髄
は

透
明
で

あ

る

は

ず
で

あ

る
｡

こ

の

よ

う

な

秩
序

を

道

と
い

う
｡

道
は

全
一

倍
が

個

燈
を

貫
(

秩

序
で

あ

る

か

ら
､

明
で

公
で

あ

る
｡

筍
子

は

蔽
と

偏

と

を

斥
け
る

が
､

そ

れ

は

個
髄
の

自
己
主

張
が

全

鰭
秩
序
ぺ

の

反

∵
+

が

嘘
｢

.

.-

..

L
㌧

ノ
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逆
･

阻

害
で

あ

る

か

ら
で

あ

る
｡

そ

し
て

ま

た

有

子
が

戦
国
末
期

の

思
想

家
に

ふ

さ

わ

し

く

戦
闘
諸
子
の

批

評
を

す
る

場
合
も

､

そ

れ

が

特
定
の

親
鮎
の

絶
対
化
で

あ

る

鮎
を

非
難

す
る

｡

で

あ

る

が

そ
の

反

面
で

､

彼
は

何
も

の

も

そ

れ

が

自
然
で

あ
る

限
り

は

担
香

し

な
い

で

全

餞
の

な
か

で

承

認
し

ょ

う

と

す
る

｡

個
健
の

招
封
化

は

担
香

す
る

が

個
髄
の

存
在
そ

の

も
の

を

無
税
は

し

な
い

｡

諸
子

の

思
想
に

封
し
て

も
､

特
定
の

観
鮎
の

招
封
化
は

非
難
す
る

が

そ

の

よ

う

な

観
鮎
そ

の

も
の

を

否
認
し

ょ

う

と

は
し

な
い

｡

そ

こ

で

筍

子
は

所
輿
の

諸
要
素
を

虚
心

に

う
け

入

れ
､

そ
し

て

そ

の

な
か

に

統
一

を

見

出
そ

う
と

す
る

｡

輿
え

ら
れ

た

要
素
は

混
乱
し

衝
突

し

ぁ
っ

て

い

る

だ

ろ

う
｡

彼
は

孟

子
の

よ

う
に

利
欲

的
人

間
と

権

力
支
配

秩
序
と

の

事
茸
を

否
定
し

ょ

う

と

は

し

な
い

｡

･
こ

れ

ら

も

所
輿
で

あ
る

｡

た

だ

彼
に

は
､

こ

れ

ら

諸
要
素
は

金
一

債
の

な
か

に

あ
っ

て

統
一

秩
序
を

な

す
べ

き

も
の

だ

と
い

う

要
請
ま

た

は

前

提
£

た

は

改
定
が

あ

る
｡

虚
一

静
な
る

知
に

と
っ

て

封
象
は

ま

ず

全

髄
で

あ

り
､

個
物
は

全

燈
に

先

行
さ

れ

て

い

る

か

ら
｡

こ

う

し

て

知
は

所
興
の

諸
要
素
の

間
に

秩
序
を

見
出
す

｡

こ

の

秩
序
は

知

が

構
成
し
た

も

の

で

あ

る

が
､

し
か

も

諸
要
素
と

そ

れ

か

ら

成
立

つ

と
こ

ろ
の

全

燈
と
の

関
係
に

も

と
づ

く

も
の

で

あ

る

か

ら

客

観

的
な
も

の

で

あ

る
｡

こ

の

秩
序
が

造
で

あ

る
｡

道
に

も

と
づ

い

て

薩
が

制
作
さ

れ
､

橙
に

よ

っ

て

各
個
鰹
に

分
が

指
定
さ

れ

て

混

乱

が

整
理

さ

れ

衝
突
が

調

和
さ

れ

る
｡

整

理

と

調

和
の

方

式
は

知
が

作
為
制
定

し

た

も
の

で

あ

る

が

整
理

と

調

和
の

基
準
は

知
が

自
然

の

な
か

に

見
出
し

た

の

で

あ

る
｡

だ

か

ら

整
理
と

調

和
の

結
果
は

全

髄
と

し
て

の

自
然
の

完
成
で

あ

る
｡

有

子
が

､

祀
を

制
作
す
る

お

さ

聖

人
に

よ
っ

て

天
が

埋

ま

る

と

い

い
､

聖

人
は

穐
の

制
作
に

よ
っ

て

天
地

と

並
ぶ

と
い

い
､

天
地
の

生

(

自
生
)

を

成
す
(

完
成
す

る
)

と
い

う
､

の

は
こ

の

こ

と

で

あ

る
｡

造
は

所
興
の

諸
要
素
の

全

髄
的
秩
序
で

あ
る

｡

こ

の

秩
序
は

､

虚
な

る

知
の

見

出
す
鳩
の

だ

か

ら

無
前
提
で

あ
っ

て

孟

子
の

性
の

よ

う
に

仁

義
祀
智
を

前

提
せ

ず
し

た
が

っ

て

利
欲
と

権
力
を

担
香

し

な
い

｡

と

同

時
に

利
欲

と

権
力
の

立

場
を

積
極
的
に

主
張
す
る

こ

と

も

な
い

は

ず
で

あ

る
｡

そ

れ

ど
こ

ろ
か

も

し

利
欲

･

権
力
の

ほ

か

の

要
素
が

あ

れ

ば

そ

れ

も

認
め
る

で

あ
ろ

う
｡

彼
は

一

見
彼

ら

し

く

な

く

貴
機
長
劫
の

秩
序
の

尊
重
を

説
い

て

い

る
｡

父

子
の

L

ん親

も

香

完
は

し

な
い

｡

そ

れ

は

現
に

そ

う
い

っ

た

囲

結
原

理

が

は

た

ら

き

人
を

支

配
し

て

い

る

か

ら
で

あ
る

｡

問
題
は

こ

れ

ら

す
べ

て

切

要
素
を

ど
■

の

よ

う
に

統
一

す
る

か

で

あ

る
｡

と
こ

ろ

が
､

筍

子

は
､

彼
が

利
欲

社

食
に

対
し
て

法
的
秩
序
を

説
い

て

い

る

の

に

一

見
ふ

さ

わ

し

く

な

く
､

天

下

秩
序
の

原

理

的
統

一

を

企

固

し

な

朗
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い
｡

彼
が

士
に

は

祀
を

民
に

は

法
を

と
い

■
っ

て

い

る

多
元

性
が

ほ

か

の

解
樺

を

容
れ

る

と
い

う
な

ら
､

賢
を

得
び

能
を

使
う
こ

と
､

貴
賎
を

等
差
す
る
こ

と
､

親

疎
を

分
け

る

こ

と
､

長
幼
を

序
す
る

こ

と
､

を

な

ら
べ

て

先
王

の

道
と
い

い
+

仁
と

は
こ

れ

ら
を

和
挽

さ

せ

る

こ

と
､

差
上
は

こ

れ

ら

を

秩
序
す
る

こ

と
､

節
と

は

こ

れ

ら
の

た

め

に

生

死

す
る

こ

と
､

忠
と

は

こ

れ

ら

を

謹
守
す
る

こ

と

で

あ
り

､

こ

の

よ

う

な
こ

と
を

す
べ

て

十

分
に

す
る

も
の

が

聖
で

あ
る

､

と
い

っ

て

い

る

の

を

見
る

が

よ

い
｡

彼
の

全

饅
的
天
下
は

多
元

的
で

も

全
一

性
を

も
つ

べ

き
で

あ

る

が

原
理

的
統

一

は

要
求

さ

れ

な
い

の

で

あ

る
｡

元

来
聖
人
が

道
を

制
作
す
る

知
は

虚
で

あ

っ

て
､

現

賓
の

個
健
で

な

く

自
然
の

一

物
で

な

く
一

定
の

欲

求
と

は

無
線
な

超
越

的
な

も
の

で

あ
っ

た

の

で

あ

る

か

ら
､

多
元

性
か

所
輿
の

現

状
な

ら
ば

そ

の

多
元

性
を

容
認
す
る

ほ

か

な
い

は

ず
で

あ

る
｡

天

下
の

大

勢
が

利
欲
社

食
の

君

主

樺
の

増

大
に

あ

る

か

ら

と

い

っ

て

直

ち
に

そ

れ

を

統
上

原

理

と
し

て

他
の

圃

綜
態
に

封
立

さ

せ

他
の

囲

結
態

を

否
定

す
る

は

ず
が

な
い

｡

た

だ

天

下
の

大

勢

が

こ

の

よ

う

な

も
の

で

あ

る

限
り

全

髄
秩
序
の

な

か

で

の

そ

れ

の

重

要
性
を

認
め

そ

の

方

向
に

向

け
て

他
の

形

態
と

調

和
さ

せ

よ

う

と

す
る

こ

と

は

あ

り

得
る

が
｡

元

爽
聖

人

は
､

虚
な
る

知
の

圭

髄

で

あ

る

限
り

歴

史
を

動
か

す
力
を

も

た

な
い

も
の

で

あ

り
､

極

言

ノ

暖

～

一

一

す
れ

ば

非

現

賓
的
な

抽

象

物
な
の

で

あ

る
｡

い

か

に

も
､

筍
子
に

よ

れ

ば
､

こ

の

虚
な
る

知
に

よ
っ

て

公
平

な

道
を

知
っ

て

稽
法

を

立

て

る

聖
人

ほ

師
な
の

で

あ
る

｡

師
は

自

己
の

利
害
的
立

場
を

も

た

ず
､

弟
子

た

ち
の

生

き

方
を

弟
子
た

ち

の

現

状
に

印
し
て

弟
子
た

ち
の

た

め

に

教
示

す
る

も
の

で

あ

る
｡

師
は

弟
子
た

ち
の

た

め

に

か

れ

ら
を

超
越

す
る

｡

こ

の

超
越
性
は

カ
の

次

元
で

の

超
越

､

紀
封
権
力
で

は

な

く
､

し

た

が

っ

て

静
力

の

力
の

場
で

の

統

制
的
統

一

を

企

固
し

な
い

｡

カ
の

場
面
で

の

諸

カ
の

統
一

は

諸
力

間
の

関
係
に

よ

っ

て

厳

密
に

規
定

さ

れ

る

で

あ

ろ

う
が

､

師
は

弟
子
た

ち
の

個
慣
性
を

尊
重

し

そ

の

た

め
に

も
し

必

要
な

ら
ば

か

れ

ら
の

間
の

調

和
を

は

か

る

に

す
ぎ

な
い

｡

韓
非

子
が

考
え

た

法
は

諸

力
と

し
て

の

臣
民

と

力
と

し

て

の

君

主
の

問

の

関
係
を

規
定
し

た

も
の

で

あ

る

が
､

筍

子
の

穏
法
は

諸
力

と

し

て

の

人

間
を

調

和
さ

せ

る

も
の

で

あ
る

｡

こ

こ

で

は

力
と

し
て

の

圭

鯉
は

存
在
し

な
い

の

で

あ

る

か

ら
こ

の

調

和

秩
序
は

諸
力
の

情

現

に

よ

っ

て

随
時
に

欒
化

す
る

し

ま
た

欒
化
さ

せ

な

け

れ

ば

な

ら

な
い

｡

欒
化
さ

せ

る

こ

と

に

よ
っ

て

天

下
の

金
一

性
が

保
た

れ
､

そ

し
て

全
一

性
は

い

か

な

る

欒
化
に

よ

っ

て

も

動
括
し

な
い

｡

こ

の

鮎
も

韓
非
子
の

法
と

筍

子
の

祀

法
の

ち

が

う
と

こ

ろ
で

､

筍

子

は

穫
法
の

随
時
の

安
富
な

欒
更

を

心

要
と

し

て

お

り
､

そ

の

鮎
で

3 β
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師
=

人
の

法
に

封
す
る

優
秀
性
を
い

っ

て

い

る
｡

そ

の

人
な

け

れ

ば

そ

の

法
は

行
わ
れ

な
い

の

み

か

立
て

ら

れ

も

し

な

い

の

で

あ

る
｡

た

だ

｢

そ

の

人
+

と
は

師
の

こ

と

で

あ

り
､

諸
カ
と

し
て

の

自
然
と
し

て

の

人

間
を

超
越
す
る

も
の

で

あ

り
､

虚
な
る

知
で

あ

る
｡

師
た

る

聖
人
の

穫
法
が

強
制
力
を

も
た

な
い

こ

と
､

祀
法
が

権

力

支
配
秩
序
そ

の

も

の

で

な
い

の

と

同

様
で

あ
る

｡

筍
子
が

､

は

じ

め

述
べ

た

よ

う
に

利
欲

的
人

間
に

封
す
る

横
力
支

配
を

考
え

た

か

の

如
く

見
え
る

の

は
､

そ

の

よ

う

な

圏

結
関
係
が

現

状
の

重

要

要
素
で

あ
っ

た

の

を

そ

れ

と
し

て

認
め

た

だ

け
の

こ

と

で
､

彼
自

身
の

主

張
で

な

く
､

し
た

が

っ

て

聖
人

に

属

す
る

こ

と

で

は

な

い
｡

師
た

る

聖

人
の

頑
法
は

元

来
教
示
で

あ
っ

て
､

説

得
す
べ

き

性
質
の

も
の

で

あ

る
｡

説

得
の

権
利
は

そ

の

橙
法
の

み

が

個
髄
の

金
一

餞
内
に

お

け
る

調

和
的
生

存
を

可

能
に

す
る

か

ら

で

あ

り
､

説
得
可
能
の

根
接
は

人

間
が

祀
法
の

妥

嘗
性
を

知
る

可

能
性
を

も

つ

か

ら
で

あ

る
｡

し

か

し

筍
子
の

聖
人
は

師
で

あ
る

と

同

時
に

王
で

あ

る
｡

筍

子

に

と
っ

て

君

主
と

師
と

は

本

質
上

同
一

で

あ
っ

て

君

師
と
い

う
熟

語
が

術
語
と

な
っ

て

い

る
｡

そ

れ

は

丁

度
祀
と

法
が

蔭

法
と

熟
し

て

術
語
を

成
し

て

い

る

の

に

似
て

い

る
｡

こ

れ

は

ど

う
い

う
こ

と

を

意
味
す
る

か
｡

ま

ず
君

主
は

カ
の

場
面
で

の

権
力

者
で

あ
っ

て

は

な

ら

な
い

と

い

う
こ

と
｡

君

主
は

カ
を

超
越
し

自
然
を

超
越
す

る

か

ら
こ

そ

君

主
で

あ
る

｡

君

主
が

君

主
で

あ
る

の

は

所
輿
の

諸

個
髄
を

全

慣
と

し
て

封
象
化
し

個
髄
を

仝

髄
の

な
か

に

位
置
づ

け

■

て

全

殴
を

成
立

さ

せ

る

こ

と

に

あ
る

｡

君

主
は

民

と

封
決
し

民
と

取
引

す
る

も
の

で

は

な
い

｡

で

は

何
故
た

ん

な

る

師
が

即
ち

民
の

現

貨
の

主
､

政

治
上
の

圭
と

な

り

得
る

の

か
｡

民

は

自
生

的

な

自

然
で

あ
る

の

を
､

師
が

そ

れ

を
■
全

髄
の

な
か

に

位
置
づ

け
る

瞳
法

に

よ
っ

て

客
観
的
に

自
覚
さ

せ

る

か

ら
で

あ

る
｡

こ

こ

に

客
観
的

自
覚
と

い

う
ゐ
は

､

筍
子
の

世

界
観
に

お

い

て

個
髄
は

全

髄
に

従

属
し

全

髄
の

な
か

で

の

み

存
在
し

得
る

と

い

う

も

の

で

あ

る

か

ら
､

個

撃
ぞ

そ

の

全

髄
と

の

関
係
た

位
置
づ

け
､

分
を

得
さ

せ

る

こ

と

は

個
髄
の

あ

る
べ

き

在
り

方
を

現

蜜
に

す
る

こ

と
に

な
る

か

ら
で

あ
る

｡

だ

か

ら
こ

の

客
観
的
自
覚
は

圭

髄
的
自

覚
に

進
み

得

る

も
の

で

あ

り

進
む
方

が

よ

い

も
の

で

凍
る

｡

し

か

し

民
に

は
こ

れ

は

要

求
さ

れ

な

い
｡

民
は

客
観
的

自
覚
の

み

が

要
求
さ

れ

る
､

そ

れ

は

指
示

さ

れ

た

分
に

従
う
こ

と
で

あ
る

｡

こ

の

服
碓
は

全

髄

秩
序
の

た

め

に

強
制
さ

れ

る
､

す
な

わ

ち

民
は

筍

子
に

よ

れ

ば

法

の

適
用

封
象
で

あ

る
｡

こ

の

場
合
強

制
の

権
威
は

も

ち

ろ

ん

君

主

の

力
に

も
と
づ

く

も
の

で

な

く

全

億
秩
序
の

公

選
に

も

と
づ

き
､

お
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そ

し
て

君

主
は
そ

れ
の

代
表

者
た
る

に

す
ぎ

な
い

わ

け

で

あ
る

｡

圭
髄
的
自
覚
と
こ

こ

に

い

う
の

は

道
を

自

ら

知
る

こ

と

で

あ

る

が
､

■
そ

の

道
と

は

諸
個
餞
の

全

髄
的
秩
序
の

こ

と
で

あ

る
｡

こ

の

場
合

嘗
然
考
え

ら

れ

る

こ

と

は

こ

の

主
髄
的
自

覚
者
は

自
ら

進
ん

で

秩
序
に

服
従

す
る

こ

と
に

な
る

の

で

あ

る

が
､

筍
子

は

そ
の

よ

ぅ
な

場
合
を

考
え
て

い

な
い

｡

筍
子
が

考
え
た

の

は
､

玉
髄
的

自

覚
者
ほ

そ

の

知
の

超
越
性
の

故
に

民
を

超
越
す
る

も

の

で

あ

る
｡

た

だ

自

覚
に

高
下
が

あ
っ

て

そ
の

最
高
者
は

天
下
の

萬
事
を

知

る

聖
人
で

あ

り
､

下
っ

て

は

小

事
を

知
る

も
の

で

あ
る

｡

そ

の

知
の

高
下

虞
狭
に

し

た

が

っ

て

虞
理

し

得
る

事
物
に

虞
狭
が

あ

る
｡

し

た

が
っ

て

位
に

高
下
が

あ

る
｡

か

れ

ら

は
一

様
に

賢
と

も

態
と

も

い

わ
れ
+

君

子
と
い

わ

れ
､

士

と

い

わ
れ

る
｡

た

だ

天
下
の

寓
事

を

知
る

聖
人
は

無
限
の

事
を

金

牌
的
秩
序
に

お

い

て

知
る

も
の

で

あ
る

か

ら
､

一

定

範
囲

を

知
る

も
の

と

は

格
段
の

相

異

が

あ

る

上

に
､

全

髄
を

知
る

聖
人
の

み

が

仝
に

し
て

偏
な

き

道
を

知
っ

て

天

下
の

穫
を

立

て

る

こ

と
が

で

き
る

｡

そ

れ

に

し

て

も

君

子
の

知
は

君

子
の

位
の

高
さ

を

も

た

ら

す
も
の

と

考
え

ら

れ

て

い

て
､

筍

子

が

賢
と

貴
と

の

相
應
を

主

張
し

､

血

縁
関
係
や

俸
統
的

権
威
を

貴

餞
の

保
件
と

す
る

こ

と

を

拒
否
し

て

い

る

の

は
､

こ

の

よ

う
な

意

味
か

ら

で

あ
る

｡

と
い

う
の

は

筍

子
の

侍

賢
慮
能
主

義
は
そ

の

君

藤

′

′

r

一
′

′

｢

【

∵
′

l

㌧

∴
F
′

ヽ
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＼
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､

師
一

髄
説
ま

た

は

聖
郎
王

の

説
と

同
一

原

理

に

も

と

づ

く

も

の

朗

で
､

考
え

ら

れ

や

す
い

よ

う
な

韓
非
子

説
の

功
利
主
義
的
合
理

主

義
に

よ

る

人

材
登

用
と

は

原

理

的
に

ち

が

う
の

で

あ
る

｡

だ

か

ら

筍
子
の

賢
能
主

義
は

俸
統
的

権
威
や

血

縁
関
係
と

全

面

的
に

矛

盾

し

そ

れ

を

排
除
す
る

も
の

で

な

く
､

.
た

だ

政

治
秩
序
の

面

で

矛
盾

し

排
除
す
る

｡

賢
能
は

血

縁

関
係
も

俸
統
的
権
威
も

そ

れ

が

社

食

的
に

有
数
で

あ
る

限
り

そ
の

よ

う
な

も
の

と

し

て

虞
理

す
る

も
の

で

あ

る
｡

要
す
る

に

君

子
は

聖
王

を

含
め

て

虞
理

着
で

あ

る
｡

そ

し
て

そ

の

賢
能
の

程
度
が

同

時
に

虞
理
の

地

位
の

高
下
で

あ

る
｡

そ

し
て

そ

の

虞
理

は
い

か

な
る

特
定
の

カ
や

個
髄
に

も

奉

仕
す
る

の

で

な

く
､

専
ら

天
下
の

全

慣
秩
序
の

た

め

に

個

髄
を

位

置
づ

け
､

そ

う

す
各

こ

と
に

よ

っ

て

個
髄
の

存
在
を

保
讃
す
る

の

で

あ

る
｡

こ

れ

は

正
に

の

ち
の

管
理

者
と

し
て

の

中

国
官
僚
の

理

念
で

あ

り
､

そ
れ

は

か

れ

ら
の

教

養
た

る

儒
教
に

よ

っ

て

俸
え

ら

れ

た
｡

筍

子
の

思

想
の

立

場
は

､

そ

の

思
想

が

難
家

的
様
相
を

も
つ

と

い

わ

れ

る

よ

う
に

必

ず
し

も

透
徹
心

た
一

貫
性
を
も
つ

と

は
い

え

ず
､

利
欲

的
場
面
に

お

け

る

カ
の

支

配
の

思

想
を

も

濃
厚
に

も
っ

て

い

る

に

も

拘
ら

ず
､

基
本

的
に

は

上

述
の

よ

う
に

､

起
立

揚

的

な

立

場
で

あ
る

｡

彼
の

思
想

に

お

い

て
､

君

主

は

特
定
の

利
害
と

_
′
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し
て

特
定
の

利
害
た
る

民
と

対
立

す
る

も
の

で

な

く
､

超
利
害
者

と

し

て

特
定
の

諸
利
害
者
を

管
理

す
る

｡

そ

の

管
理
の

原
則
は

諸

利
害
の

集

合
の

全

髄
を

金
一

慣
と

し

て

認
め

諸
利
害
者
は

そ

の

な

か

の

分
と

し
て

考
え

る

こ

と

で

あ

る
｡

そ
こ

で

こ

れ

ら
の

諸
内
容

は

そ

れ

ら

自
慢
の

間
の

内
.
在
的
関
係
に

よ

っ

て

で

な

く
､

そ

れ

ら

に

と
っ

て

は

外

的
で

超
越
的
な

金
一

性
か

ら

秩

序

を

輿

え

ら

れ

る
｡

■
だ
か

ら
こ

の

秩
序
は

形
式
で

あ
る

｡

筍
子
の

秩

序
は

諸
内
容

か

ら

超
越
し

た

抽
象
的

全

慣
性
に

も

と
づ

く

形
式
的
な

も
の

で

あ

る
｡

そ

し

て

こ

の

秩
序
は

そ

の

故
に

公

平
で

あ

る

と

考

え

ら

れ

た
｡

君

主
た

る

師
は

公

平

そ

の

も
の

と

し

て
､

天
下

全

燈
そ

の

も

の

と

し

て

諸
内

容
た

る

個
優
に

君

臨
し

そ

の

全

餞
内
に

お

け
る

あ

り

方
を

教
示

す
る

｡

こ

の

教
示
が

即
ち

政

治
で

あ

る
｡

す
な

わ

ち

穐
が

即
ち

法
で

あ
る

｡

君

子
は

君

主

た

る

師
の

教
示
に

も

と
づ

い

て

そ

れ

を

施
行

す
る

と

同

時
に

部
分
的
な

細
部
の

教
示

指
導
を

す

る
｡

こ
■
れ

も

ま
た

一

?
の

公
で

あ
っ

て
､

公
の

故
に

民
の

上

位
に

立
つ

｡

君

師
一

､

政

教
一

で

あ

る
｡

こ

の

よ

う
な

秩
序
に

お

い

て

は
､

君

主
は

自
己
の

立

場
を

も

た

な
い

､

民
へ

の

全

面

的
な

奉
仕

者
で

あ
る

が
､

同

時
に

そ
■

の

故
に

民
の

圭
で

あ

る

わ

け
で

あ

る
｡

と

こ

ろ
が

筍
子
が

考
え
る

こ

の

よ

う
な

君

子
が

現

賓
に

あ
っ

た
の

か
｡

現

賓
に

あ
っ

た
の

は

末
期
の

戦
国
の

諸
侯
で

あ

り
､

か

れ

ら

ヽ

は

各
自
そ

の

国
の

富
強
を

自
己
の

力
と

し

つ

つ

他
の

諸
侯
と

争
っ

た

権
力
家
で

あ

る
｡

た

だ

こ

れ

ら

権
力

追
求
者
の

闘
争
の

な
か

に

そ

の

終
結
が

､

統
一

の

動
向
が

見
え
て

は

い

た
｡

し

か

し

そ

の

統

一

は

あ

く

ま

で

権
力
的
統

一

で

あ
っ

て

筍

子

の

そ

れ

と

は

ち

が

ぅ
｡

て

で

は

筍
子
の

統
一

の

思

想

-
そ

れ

が

即
ち
そ

れ

自

髄
は

超

+

止

場
的
な

も
の

に

よ

る

全

髄
統

一

の

思
想

で

あ

る

が

-
は

何
を

根

穣
と

し

た

も
の

で

あ

ろ

う
か

｡

こ

こ

で
､

孟

子
に

つ

い

て

考
え

た
､

彼
の

天

下
の

全
二

.
性
の

観
念
を

想

起
し

た
い

｡

孟

子
の

天

下

秩
序
は

｢

封
建
+

秩
序
で

あ

り
､

そ

れ

は

宗
族
的
圃

鰹
の

立

場
に

も

と
づ

く

も
の

で

あ
っ

た
.
が

､

し
か

も

そ

れ

が

天

下
と
い

う
金

一

的
規
模
の

も
と

に

考
え

ら

れ

た
の

は
､

宗
族
的

圏

髄
と

そ

の

秩
序

を

内
容
と

し
つ

つ

そ

れ

を

超
越
し

た

形
式
的
全

髄
を

､

孟

子
が

前

提
し

て

い

た

か

ら

で

あ
る

｡

筍
子
は

こ

の

前
提
さ

れ

た

形
式
的
全

燈
の

観
念
を

う

け
つ

い

だ
の

で

あ
る

｡

た

だ
､

孟

子
が

そ

の

内

容

と

し

た

宗
族

秩
序
=

仁

義
道
徳
は

､

筍
子
の

と

き
に

は

す
で

■に

明

ら

か

に

採
用
で

き
ぬ

ほ

ど

に

無
力
と

な
っ

て

い

た
｡

そ

れ

に

代
っ

て

や

が

て

彼
の

弟
子
の

韓
非
子
が

明

確
に

描
き

出
し

た

よ

う
な

樺

力
が

登

場
し

て

来
て

い

た
｡

が
､

し
か

し
こ

れ

も

筍
子
は

採
用

し

な
か

っ

た
｡

筍
子
は

昔
時
切

歴

史
的
内

容
に

つ

い

て

い

か

な
る

偏

見

も

も
た

ず
､

し

た

が
っ

て

特
定
の

現

質
的
個
燈
を

自
己
の

立

場

■
お

臣さ
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と

す
る

こ

と

は

な

か
っ

た

で

あ

ろ

う
｡

と

同
時
に

彼
は

い

か

な
る

個
饅
を

も

拒
香
し

な
い

で

彼
の

仝

膿
的
天
下
に

包

擁
し

七

う
と
し

た
｡

孟

子
は

宗
族
秩

序
を

立

場
と

し

て

権
力
秩
序
を

無
税
し

ょ

う

と

し
､

そ

の

結
果

､

普
遍

的
に

安

富
し

得
な
い

道
義
を

府
封

化
し

て

悲
壮
と

な
･
つ

た

が
､

筍

子
は

現

雇
者
を

現

在
者
と

し

て

認
識
し

て

そ
れ

を

形
式
的
全

館
の

天
下
の

内

容
と

し

た
｡

筍

子
の

思
想

は

だ

か

ら

静
的
で

安
定

感
が

あ

る
｡

孟

子
の

協
合
は

宗
族

主

義
の

権

力
主

義
と
の

封
決
が

あ
り

､

そ

れ

が

心

性
内
部
に

お

け
る

道
義
心

の

利
欲
と

の

封
決
と

い

う

緊
張
と

し
て

意

識
さ

れ

て
､

道
徳
的
緊

張
を

覚
え
さ

せ

る
｡

筍
子
に

お

い

て

は
､

自
己
の

立

場
の
ふ

規

定
を

も

た

な
い

か

ら

し

た
が

っ

て

封
決
の

緊
張
も

な
い

｡

ま

た

孟

子
は

宗
族
秩
序
々

自
己
の

僧
侶
基

準
と

し

そ

れ

凍
性
と

す
る

か

ら
､

道

徳
的
判
断
は

た

だ

所
輿
の

天
性
の

反

省
に

よ

る

の

み

で

あ
っ

て

道

徳
基
準
に

客
観
性
が

な

く
､

し

た

が

っ

て

封
象
的

知
に

関
す
る

教

説
を

も

た

な
い

｡

筍
子

は

自
己
の
■

規
定
を

も

た

ず
規
定

は

封
象
の

な
か

に

の

み

在
る

か

ら

規
準
は

全

面

的
に

客
観
的
認
識
に

よ
っ

て

得
ら
れ

る
｡

そ

こ

で

彼
に

は

道

徳

的

意

識
の

説
を

軟
く

代
り

に

封

象

認
識
に

関
す
る

敦
説
が

詳
し
い

｡

道

徳
的
意

識
に

富
む

孟

子
は

心

性
内
部
に

善
意
を

分
け
る

が
､

葡
子

は

対
象
と

し

て

の

事
物

･

人

民

と

そ

れ
､
の

認
識
着
た

る

心

知
で

あ
る

聖
人
と

を

封
立

さ

せ

る

か

ら
､

善
悪
は

政

治
的
概
念
で

あ
る

｡

■
こ

の

よ

う
な

孟

子
か

ら
筍

ガ

子
へ

の

推
移
は

､

儒
家
に

お

い

て

そ

の

宗
族
主

義
と

天
下

的
全

個

性
と
の

密
着
が

宗
族
主

義
の

相
対
的
弱
化
の

た

め

に

分
離
さ

れ
て

天
下
の

形
式

的
全

慣
性
が

顧
わ

と
･
な
っ

た

過

程
で

あ

る
｡

ま
た

は
､

宗
教
主

義
と
の

密
着
に

よ
っ

て

権
力

者

義
と

の

結
合
を

担
香

す
る

経
験
を

も
っ

た

天

下

的
全

慣
性
が

権
力
主

義
の

相

封
的

強
化

に

際
し

て

も
こ

れ

と

も

結
合
し

な

か
っ

た

こ

と

で

あ
る

｡

そ

こ

で
､

孟

子

と

筍
子
と

の

天
下

観
を

､

そ
の

内
容
規
定
の

鮎

か

ら

見
る

と

き
､

一

見
そ

こ

に

は

莫
大
な

､

む

し

ろ

封
照

的
な

相

異
が

あ

る
｡

家

本

位
と

圃
本
位

､

心

性
の

反

省
道
徳
主

義
と

客
観

認
識
に

も

と
づ

く

政

治
主

義
｡

で

あ
る

が

そ

れ

は

あ

く

ま
で

内
容

規
定

上
の

こ

と

で

あ
っ

て
､

天
下

観
念
そ

の

も

の

は

あ

く

ま
で

形

式

的

全

髄
の

観
念
と

t
て

連
績
し
た

｡

た

だ
､

孟

子
の

場
合
は

そ

れ

が

宗
族

主

義
と

結
合
し

て

権
力
主

義
と

封
立

す
る

形
を

と

り
､

筍

子
の

場
合
は
そ

の

形
式
性

が

抽
出
さ

れ

た

が

内

容
上

-
歴

史

の

現

状
か

ら

-
権
力

主

義
が

濃

厚
で

あ
っ

た
｡

こ

の

形
式
的
全

髄
と

内
各
規
定
と

の

関
係
を

､

も

う
一

度
心

性
論
に

つ

い

て

考
え

て

み

る

と
こ

う
で

あ
る

｡

孟

子
. の

場
合
は

､

天
輿
の

睦
は

そ

れ

自

鰻
仁

義
頑
智
へ

の

傾
向
を

も
つ

と

せ

ら

れ
､

そ

の

傾
向
は

心

志
に

よ

っ

て

性
の

自
律
規
範
と

な

る
■｡

一

方

性
は

内

容
と

し

て

は
五

官

ノ

､∴

./

ノ

た

㌃

亀
ヰ

.

､

た
∴

.†

l

′

こ
､

一､



＼

転
ノ

J

l

▼

＼
ヰ

∴
さ
㌧

よ
､

‖

( 3 7 ) 孟 子 と有 子 の 天 下 詮

の

外

求
的
欲

求
で

あ

る
｡

そ

こ

で

心

志

と

欲

求
と

は

性
の

内

部
で

封
立

す
る
.
が

､

欲

求
は

性
の

内

容
的
部
分
で

あ
る

の

に

暫
し

心

志

は

そ

の

全

髄
的
自
律
で

あ
る

｡

そ

こ

で
､

孟

子
の

心

性
論
で

は

全

静
的
自

律
と

部
分
的
欲

求
と
が

性
の

内

部
で

封
立

す
る

,
の

で

あ

る
｡

筍
子
の

場
合
は

､

心

知
は

直

接
的
内
容
と

し
て

の

性
を

超
越

し
､

超
越
性
に

も
と
づ

い

て

性
を

全

髄
的
芯

把
握
す
る

｡

■
こ

こ

で

は

全

膿

性
が

軍
船
に

諸
内
容
と

封
立
し

て

い

る

の

で

あ

る
｡

と

こ

ろ

が

こ

の

よ

う

な

全

慣
性
は

内

容
上

全

面
的
に

封
象
た

る

諸
内

容

に

規
定
さ

れ
､

た

だ

形
式
的
抽
象
的
に

の

み

濁
立

で

あ

七
｡

そ

こ

で
､

孟

子
の

場
合
は

心

志
が

部
分
的

欲

求

を

選

揮

し

拒

香

す
る

が
､

筍
子
の

場
合
は

心

知
の

超
越
性
が

確
立

し
■

て

い

る

よ

ケ
で

箕

は

内
容
上
の

選
揮

･

担
香
を

な
し

得
な
い

｡

孟

子
の

敦
説
が

儒
教

の

な

か

に

宗
族
主

義
の

保
守
主

義
と

と

も

に

専

制
権
力
の

拒
香
の

思

想
を

の

こ

し

た
の

に

封
し

､

筍
子
が

天

下
の

諸
要
素
の

公
平
な

管
理
の

原
理

を

興
え
た

反

面
､

現

賓
政

治
に

封
す
る

批
判
的
態
度

の

映
除

･

そ

れ
へ

の

順
應
の

傾
向
を

輿
え

た
､

め

は

以

上
の

よ

う

な

天

下

観
の

構
造
に

も

と

づ

く
｡

筍
子
の

敦
説
が

内
容
上
は

と

ん

ど

瞭
非
子
の

法
術
説
に

ち
か

い

に

も

か

か

わ

ら

ず
ち
が

う
の

は
､

韓
非
子

は

歴

洩
の

現

賓
の

動
向

を

考
え

た
の

に

筍

子

は

そ

の

現

賓
を

超
越
的
な

金
一

主
義
か

ら

眺

め

た

か

ら
で

あ

る
｡

筍

子
の

敦
説
は

い

か

に

も

現

貴
的
で

あ

る

に

も

拘
ら

ず
賓
は

､

孟

子

と

同

様
に

､

そ

れ

を

捨
持
す
る

個
倍
を

も

た

な
か

っ

た
｡

彼
は

天
下

を

内
容
超
越
的
な

形
式

的
全

軽
と

考
え

･

た
の

で

あ

る
か

ら
､

そ

の

内
容
が

い

か

に

月
在
的
統

一

聯
関
を

餞

展
さ

せ

そ

し
て

そ

れ

を

彼
が

自
己
の

形
式
的
天
下
の

内

容
と

し

て

許
容
し

て

も
､

彼
の

統
一

天
下
の

観
念
は

内

在
的
統

一

世

界
と

は

原
理

上

ち
が

う

も
の

で

あ

る
｡

で

は

こ

の

よ

う
な

超
越
的
形
式
的

全

醍
と

し

て

の

天
下
の

観
念
は

何
に

由
爽
す
る

の

か
｡

こ

こ

に
､

孟

子
の

敦
説
の

考
察
の

と

き

出
合
っ

た

の

と

同
じ

問
題
に

出
合
う

わ

け
で

あ

る
｡

孟

子
の

場
合
は
こ

う
で

あ
っ

た
｡

孟

子
が

一

應
の

立

場
と

し
た

宗
族

的
圃

結
は

元

爽
孤
立

分
散
的
で

あ
る

｡

孤
立

分

散
は

し

か

し

外
か

ら
の

-
上
か

ら
の

秩
序
づ

け

に

よ

っ

て

保
護

さ

れ

る
｡

そ
の

超
個
髄
的
全

慣
性
の

観
念
が

彼
の

天
下

観
念
の

基

礎
で

あ

る
｡

筍
子
の

場
合
は

ど

う
か

｡

彼
は

宗
族
的

囲

膿
を

そ
の

立

場
と

ば
し

な
い

｡

彼
は

超
立

場
の

立

場
で

あ

っ

た
｡

そ

う

す
る

と

抽
象
的
な

超
個
髄
的
全

慣
性
の

観
念
を

孟

子
の

場
合
の

よ

う
に

導
出
す
る

こ

と

ほ
で

き

な
い
′｡

そ
こ

で

も

う
一

つ

の

考
え

方

を

し

て

み

る
｡

孟

子
の

場
合

､

そ

の

超
個
髄
的
全

髄
性
の

観
念
を

彼
の

現

書
的
立

場
を

も
た

ぬ

知
識
人

と

い

う

規
定
か

ら

考
え

て

み

た
｡

現

箕
的
立

場
を

も

た
な
い

で

し

か

も

現

賓
社
食
の

安
危
苦
楽
に

関

∬
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心

を

も
つ

こ

と

は

あ

り

得
る

｡

そ
こ

で

孟

子
の

場
合
は

そ

の

よ

う

な

関
心
か

ら

出
費
し

､

人

民
の

苦
悩
に

動
機
づ

け

ら
れ

て
､

権
力

支
配
に

反

封
し

宗
族
的
秩
序
の

回

復
を

幻

想
し

た
｡

思

想

内

容
は

幻

想
で

あ
っ

た

が
､

そ

の

思

想
の

形
態
は

超
立

場
的
な

天
下

観
を

形
成
し

た
｡

と
こ

う
い

う
ふ

う
に

考
え
■
る

こ

と

が

で

き

る

か

も

知

れ

な
い

｡

そ

し

て

同

様
の

考
え

を

筍
子
の

場
合
に

も

す
渇

こ

と
が

で

き

よ

う
｡

だ

が

こ

の

考
え

は

胡

象
的
で

積
極
性
が

な

く
､

天
下

の

超
越

的
全

鰻
性
の

観
念
の

成
立

に

封
し
て

有
力
な

根
接
と

す
る

わ

け
に

ゆ
か

な
い

｡

第
一

も
し

儒
家
が

こ

の

よ

う

な

超
立

場
の

立

場
を

と
っ

た

と

し

て

も
､

そ

秒

よ

う
な

立

場
が

現

賓
に

ど

の

よ

う

な

根
接
を

も
㌧

て

い

る

か

が

問
わ
れ

な
け

れ

ば

な

ら
ぬ

か

ら
で

あ

る
｡

以

上
は

孟

子
と

筍
子
の

内

容
上

は

な
は

だ

ち

が
っ

た
､

し

か

し

串

■

∵
一l

l一

/

√

さ
r

～
～
-

ミ領
こ項

形
式

上

共

通
な

天
下

親
を

と

り

出
し

た
｡

そ

し
て

そ

の

天
下

観
の

朗

超
越
的
な

形
式
的
全
慣

性
わ

根
接
を

､

か

れ

ら
の

思

想
の

な

か

か

ら

見

出
そ

う
と

し

て

得
る

と

こ

ろ
が

な

か
っ

た
｡

根
接
は

一

倍
ど

こ

に

あ

る

の

か
｡

こ

の

よ

う

な

天

下

観
は

戦
闘
時
代
で

経
っ

た
の

で

は

な

く
､

漠
王

朝
以

来
の

王

朝
時
代
に

も
正

統
儒
教
そ

の

も
の

の

な
か

に

つ

づ

い

て

い

る
｡

ま

た
こ

の

た

び

は

解
れ

な

か
っ

た
が

賓
は

筍
子
の

思
想
の

形

成
の

根
本
的
な

要
因
と

な
っ

て

い

る

荘
子

の

思
憩
に

は
こ

の

天
下

観
の

原
理
が

示
さ

れ

て

い

る

よ

う
で

あ

る
｡

つ

ま

り
､

こ

の

天
下

観
は

儒
家
に

か

ぎ

ら

ず
戦
国
時
代
に

か

ぎ

ら

ず
中

国
に

あ

り

中

国
思

想
の

主

要
要
因
で

あ
っ

た

と

考
え

ら

れ

る
｡

(

一

橋
大

学
助

教
授
)

ゝ

､

/

＼

1
=
-

､

ノ
ノ




