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月
l

晩

村

｢

伝
+

-
伝
記

は
､

し

ば

し

ば
､

｢

不

朽
の

筆
+

に

よ
っ

て

｢

不

朽
町

人
+

を

後
世
に

伝
え
よ

う
と
い

う

意
図

の

も

と

に

書
か

れ

る
｡

｢

速
朽
+

を

著
者
が

自
称
し

た

｢

阿

9

正

伝
+

で

も
､

そ

れ

が

｢

速
朽
+

す
べ

き

も
の

と

し

て

の

阿
Q

像
を

描

出
し

た

点

で

→

不

朽
+

だ

と
い

え
る

｡

｢

伝
+

は

し

ば

し

ば

そ

の

人
の

立

身
出
世

と

そ

の

功
業
を

述
べ

る
｡

立

身
出
世

と

は

天

子
の

天

下

支
配
の

機
構
に

参
与

し

そ

の

な

か

で

上

昇
す
る

こ

と
で

あ

り
､

そ

し

て

天
子
の

天

下

支
配
は

天

命

村

に

も
と
づ

き

天

徳
を

も
っ

て

天

道
を

天
下

万

民

に

施
行
す
る

こ

と

な

の

だ

か

ら
､

天

と
か

道
と
か

が

こ

の

世
の

す
べ

て

の

真
実
性
と

晩

正

当

性
を

意
味
す
る

公

共

原
理
で

あ
っ

た

中
国
に

お

い

て

は
､

こ

呂

の

立

身
出
世
は

正

に
一

時
的
で

私

的
で

あ
る

に

す

ぎ

な
い

そ

の

人

)

の

一

身
に

永
遠
公

共

性
を

賦
与

す
る

契

機
で

あ
っ

た

は

ず
で

あ

l(

る
｡

し
た

が

っ

て

そ

の

人
の

立

身
出
世
の

記
述
は

す
な

わ

ち
そ

の

西

傾

蔵

人
の

｢

不

朽
+

を

｢

伝
+

え
る

意
味
を
も
っ

た

わ

け

だ
｡

そ

の

人
に

賦
与

せ

ら

れ

る

永
遠
公

共
の

不

朽

性
の

､

そ
の

根
拠

は

天
･

道
と
い

う

公

共
原

理
で

あ

る
｡

こ

の

点
に

凝
間
は

な
い

｡

そ

の

人

を
こ

の

根
拠
に

結
び

つ

け
る

契
機
と

し

て

の

立

身
出
世
の

方

は
､

こ

れ

は
い

わ

ば

条
件
な
の

で
､

検
討
が

必

要
で

あ
る

｡

人

と

立

身
出
世
と

の

関

係
は

こ

れ

は

事
実
の

こ

と

に

属
す
る

｡

立

身

出
世
が

天

子
の

天

下

支

配
へ

の

参
与

で

あ

る

こ

と

も

事

実

で

あ

る
｡

問
題
は

､

天
子
の

天
下

支

配
が

天
･

道
の

現

実

化

で

あ

る

か
､

に

在
る

｡

し

か

し

所
与
の

現

存
の

天

子
の

天

下

支
配
を

天
∴

道
の

現

実
化

そ

の

も
の

だ

と

す
る

の

は
､

｢

正

統

的
+

教

説

で

あ

り
､

天

子
の

天

下
を

世

俗
的
世

界
教

会

と

し
て

権
威
づ

け

正

当
化

す
る

数
説
で

あ
っ

た
に

す
ぎ

ぬ
｡

｢

正

統
的
+

立

場
は

､

現

実
の

公

共

性
か

ら

逆
に

原
理
の

公

共
性
を

病
取

し
､

窺
取
を

権
力
つ

ま

一

⊥

り

富
貴
与

奪

権
に

よ
っ

て

胡
塗
し

た

も
の

で

あ
っ

て
､

こ

れ

は

原

舶
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理
の

外

化

と
し

て

の

事
実

､

に

そ

の

原
理
を

｢

外
化
+

す
る

､

い

わ

ば

｢

現

実
主

義
+

の

立

場
で

あ

る
｡

徳
が

あ
っ

て

こ

ケ

位
を

得

る

と
い

う

徳
位
相

関
の

理

想
的
原
則
が

､

｢

正

統
的
+

立

場
で

は
､

ヽ

ヽ

ヽ

位
が

あ

る

の

は

徳
が

あ

る

か

ら

だ

と
い

う
居
直
り
に

転
化

す
る

の

ヽ

ヽ

ヽ

で

あ

る
｡

居

直

り
の

｢

現

実
主

義
+

の

立

場
は

論
点

先

取
の

詭

弁

の

上
に

成
立

し
て

い

る

か

ら
､

こ

こ

で

は

事
実
が

原
理

の

根
拠
で

あ

り
､

原
理
は

事
実
を

解
釈
す
る

に

す
ぎ

な
い

｡

だ

か

ら

｢

正

統

的
+

天
下
に

お

い

て

は
､

人

は

原
理

と

は

無
関

係
に

事
実
を

追

求

す
る

､

し
か

も
こ

の

事
実
は

｢

正

統
的
+

に

ゆ
る

が

ぬ

原
理

的

基

礎
を

も
つ

わ

け
だ

｡

人

は

｢

正

統
的
+

天
下

支

配
の

機
構
で

の

立

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

身
出
世
に

没

頭
し

､

原
理
は

も
っ

ば

ら

腐
儒
が

あ

と
づ

け

す
る

｡

こ

う
し
て

み

る

と
､

立

身
出
世

が

そ

の

人
に

賦

与

す
る

公

共

原
理

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

の

不

朽

性
は

､

腐
備
に

あ

と

づ

け

ら

れ

る

｢

現

実

主

義
+

の

立

場

で

の

こ

と
で

あ

り
､

そ

れ

は

原
理

を

所
与
の

権

力

体

系
つ

ま
り

富

貴
体

系
に

無
条
件
に

あ

ず
け
る

立

場
の

こ

と
で

あ
る

｡

だ

が

原
理

は
､

人

間
の

原
理

は
､

人

が

そ

の

内

部
に

見

出
す
も

の

で

あ

り
､

こ

れ

に

よ

っ

て

人

が

外

部
の

事
実

を

批
判
す
る

主

体

性
の

根
拠
で

あ

る
｡

中

国
で

も

原
理

は

や

は

り

原
理
で

あ

っ

た
｡

原
理

の

自
覚
を

も
っ

て

自

己
の

意
識
に

よ
っ

て

現

実
に

対

処
し

た

も
の

を

士

と

い

っ

て

よ

い

が
､

こ

の

よ

う
な

士
の

こ

と

を

腐
償
に

対

し

て

儒

者
と

呼
ん

で

も
よ

か

ろ

う
｡

儒

者
は

原
理

と

現

実
と

の

甜J
T

徳
と

位
と
の

理

想

的
一

致
の

思

想
を

も
っ

た

点
で

正

統
主

義
者
で

あ

る

が
､

そ

れ

を

理

想

と

し
た

そ

の

反
面

と

し
て

現

実
に

お

け
る

不
一

致
･

背
離
を

認

識
し
て

お

り
､

し

た

が
っ

て

不
一

致
･

背
離

の

現

実
を

一

致
に

変
化

す
べ

き

も
の

と

考
え

た

点

で

｢

正

統
的
+

で

な

か
っ

た
｡

そ

し
て

こ

の

一

致

化
は

原
理

を

基

礎
と

す
る

現

実

的
運

動
で

あ

っ

た
こ

と

は

も

ち

ろ
ん

で

あ

る
｡

儒
者
の

歴

史
は

､

世
と

道
と
の

分

離
の

認
識
と

､

そ

れ

に

も

と
づ

い

て

の

道
の

担
い

手
の

自
任

､

か

ら

始
ま
る

｡

彼
ら
は

､

腐

儒
が

所
与
の

天

下
の

世

俗
的

世

界
教

会
に

お

け

る

徳
と

位
と
の
一

致
､

世
と

道
と
の

､

一

統
の

事
実
と

道
の

正

し

さ

と
の

､

道
統
と

治

統
と

の
一

致
を

教
記

す
る

の

に

反
し

､

こ

れ

ら
の

現

実
に

お

け
る

分

裂
を

指
摘
し
て

､

世

俗
的

教
会
の

不

朽
性
に

抗
議
し

た
｡

中

国
の

儒
者
は

腐
儒
ば

か

り

で

な

く
､

士

は

食
士

ば

か

り

で

な
か

っ

た

の

で

あ

る
｡

さ

て

こ

の

よ

う
な

士

た

ち
の

｢

不

朽
+

は
､

所
与

の

支

配
体

制

に

｢

外

化
+

さ

れ

た

天
･

道
の

公

共
原

理
に

あ

る

の

で

な
い

｡

そ

の

内

部
の

意
識
内

容
と

し

て

の

天
■･

道
の

公

共

原
理

そ

の

も
の

に

あ

り
､

こ

の

原

理

意
識
に

も

と
づ

く

現

実
へ

の

は
た

ら
き

か

け
､

言
と

行
と

の

な
か

に

あ

る
｡

こ

の

よ

う

な

士
の

｢

不

朽
+

を

｢

伝
+

え

る

も

の

は
､

腐
備
全
土
の

場
合
の

立

身

出
せ
で

は

な
く

､

い

わ

鴨

ト
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ば

出
処

進
退
で

あ
る

｡

立

身
出
世
が

所
与

体

制
へ

の

没
批
判
的

参

与

な

ら
､

出
処
進
退
は

所
与

体

制
に

対

し

て

自
己

責
任
の

も

と

に

と

ら

れ

た

選

択
的

態

度
で

あ

る
｡

こ

の

出
処
進
退

は

ま

ず
行

動
で

あ

る

が
､

そ

れ

は

自
己

責
任
の

選

択
の

結
果
で

あ

る

か

ら

思

想
を

そ

の

背
景
に

も

ち
､

思

想
は

あ
の

原
理

意
識
か

ら

出
て

い

る
｡

だ

か

ら

出
処

進

退
の

行
は

し
ば

し

ば

原
理

的
思

考
の

表
現

と

し
て

の
.

言

を

と

も

な
い

､

こ

れ

は

｢

正

統
的
+

で

な
い

､

自
己

責
任
に

よ

る

世

界
観
人

間
観
と

な
っ

て

い

る
｡

出
処

進
退
の

｢

伝
+

は

当

然

そ

の

士
の

行
の

ほ

か

に

し
ば

し
ば

そ

の

言
を

も

伝

え

る
｡

立

身
出
世
の

｢

伝
+

の

ほ

か

に
､

出
処

進
退
の

｢

伝
+

が

書
か

れ

て

い

る

の

は
､

立

身
出
世

的
｢

不

朽
+

を

伝

え

よ

う

と

す
る

｢

正

統
的
+

な

｢

不

朽
の

筆
+

と

対

立

し

て

出

処

進

退

的
｢

不

朽
+

を

伝
え

よ

う
と

す
る

正

統
的
な

｢

不

朽
の

筆
+

の

伝
統
が

､

中
国
に

､

あ
っ

た

わ

け

だ
｡

中
国
の

歴
史
は

､

そ

の

士
･

儒
者
の

世

界
で

も
､

立

身
出
世
の

｢

正

統
的
+

王

朝
教

会
の

連
続
で

あ
っ

た

が
､

そ

れ

は

歴
史
の

基
本
の

枠
で

あ

っ

た

の

で
､

歴
史
は

､

こ

の

教
会
の

｢

正

統
+

不

朽

性
を

､

そ

の

出
処
進
退
に

よ
っ

て

批
判

し
､

こ

れ

に

抵

抗
し

運

動
す

る

士

た

ち
に

よ

る

不

朽
公

共
原

理
の

回

復
運

動
に

よ
っ

て

立

体

化

さ

れ

動
か

さ

れ

て

い

る

の

で

あ

る
｡

さ

て
､

中
国

史
上
こ

の

よ

う
な

出
処
進
退
的
士

た

ち
の

動
き
が

一

つ

の

風
気
と

な
っ

て

政

治

的

社

会
的
お

よ

び

思

想

的

勢
力
を

形

成
し

た

も
の

の
一

つ

に

数
え

ら
れ

る

明

夫
清
初
の

学
者

た

ち
の

､

こ

れ

は

や

や

例
外

的
で

は

あ

る

が

や

は

り

そ

の
一

人

と

し
て

よ

い

呂
晩
村
と
い

う

人

物
の

こ

と

を

書
く
の

が
､

が

ん

ら
い

こ

の

一

文

の

目

的
で

あ

る

わ

け

だ

が
､

も

と

よ

り

私
は

中

国
の

｢

不

朽
+

の

伝
統
中
の

人

間
で

な
い

か

ら

｢

不

朽
の

筆
+

を

ふ

る
っ

て

｢

不

朽

の

人
+

呂

晩
村
の

｢

伝
+

を

も
の

し
よ

う
と
い

う
の

で

な
い

｡

そ

う
で

は

な

く

て
､

中

国
人
が

そ

の

｢

伝
+

を

も

の

し

て

い

る

呂

晩

村
を

通

し

て
､

そ

の

｢

不

朽
+

の

公

共

原

理
が

何
で

あ

る

か
､

そ

れ

は

ど

の

よ

う
な

理

由
で

所
与

現

存
の

｢

正

統
+

体

制
に

対

し
て

批
判
的
で

あ

り

え

た

か
､

を

知
ろ

う

と

す
る

の

で

あ

る
｡

だ

が
､

こ

の

ま

え

書
き

が

や

や

冗

漫
に

流
れ

て

い

る

そ

の

つ

い

で

に
､

も

う
す
こ

し

｢

不

朽
+

論
を

つ

づ

け
て

お

き
た

い
｡

｢

正

統

性
+

を

保
証
さ

れ

し
か

も

富
貴
へ

の

道
で

も

あ

る

立

身

出
世

の

世

界
を

批
判
し
て

出
処
進
退
を

選

択
す
る

公

共

原
理

は
､

富
貴
を

断
念
し

｢

正

統
+

の

保

護
を

う
け

な
い

ど
こ

ろ

か
､

こ

れ

に

よ
っ

.
て

お

び

や

か

さ

れ

る

冶

そ

れ

も
あ

る

日

禽
的
生

存
を

超
え

る

も
の

で

あ

る
｡

出
処
進
退

的

士
は

日

常
的
な

自
分
を

超
日

常
的

な

自

分
自

身
に

よ
っ

て

出
処

進
退
さ

せ

る
､

そ

の

自
分

自

身
が

公

【

J

共
原
理

を

根
拠
と

す
る

も
の

な
の

で

あ

る
｡

こ

の

超
日

常
的
な

日

射
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･
分
白
身
に

も

と
づ

い

て

自
己

責
任
が

生

ず
る

の

だ

が
､

し
か

し
こ

れ

は

た

だ

の

主

観
的
超
越
で

は

な
い

､

そ

の

根
拠
は

公

共

原
理
な

の

だ

か

ら
､

客
観
的
に

普
遍

的
に

妥
当

す
る

も
の

で

あ
る

は

ず
だ

し
､

さ

ら
に

こ

れ

は

｢

不

朽
+

な
の

だ

か

ら

中

国
の

す
く
な

く
と

も

士

大

夫

階

層
に

お

い

て

歴

史
的

永
遠

性
を

も
つ

も
の

で

な

け
れ

ば

な

ら

な
い

｡

こ

の

よ

う
な

超
日

常
的
原

理
が

天
･

道
と

呼
ば

れ

て

い

る

の

だ

が
､

こ

れ

は

あ

ら

ゆ

る

具
体

性
を

抜
け

出
た

抽
象
的

原
理
で

あ

り
､

か

つ

自
覚
の

形
で

の

み

把

捉
さ

れ

う
る

｡

天
･

道

と
い

え

ば

君

臣
･

父

子
の

人

倫
､

仁

義
礼
智
の

教
え
の

こ

と

と

考

え

る
､

そ

れ

は
そ

れ

で

間
ち

が

い

で

な
い

が
､

こ

の

人

倫
や

教
え

は

倫
や

教
え
の

形

以

前
の

無
倫

･

無
数

に

も

と
づ

く

も
の

だ

と

さ

れ

て

い

る
､

そ

の

無
倫

･

無

数
の

と

こ

ろ
こ

そ

が

超
日

常
的

原
理

と

し
て

の

天
･

道
で

あ

り
､

こ

れ

の

自

覚
が

人

倫
･

教
え

を

創
出

す
る

わ

け
で

あ

る
｡

周
の

宣
王

の

む
か

し
､

そ

の

臣
の

草

書
甫
が

｢

明

哲
保
身
+

の

人

で

よ

く

君
に

仕
え

た

と

｢

詩
+

に

う
た
っ

て

あ

る

が
､

こ

の

明

哲
保

身
の

意
味
は

､

草

書
甫
が

自

分

と
い

う

人

間
の

保
持
を

明

哲

に

よ
っ

て

遂

げ
て

い

る
､

と
い

う
こ

と
､

つ

ま
り

､

人

間
が

人

間

と

し
て

成
立

す
る

の

は

明

哲
に

よ

る
､

と
い

う
の

で

あ

る
｡

こ

の

明

哲
の

内

容
が

何
で

あ

る

か
､

朱

嘉
は

理
･

義
だ

と
い

っ

て

い

る

が
､

そ

れ
は

そ

れ

と

し

て
､

明

哲
と

は
､

知
的
に

い

さ

さ

か

の

か

以
.

4
▲

げ

り

も

な

く
は
っ

き

り

し

て

い

る

こ

と
､

と
い

え

ば
､

こ

の

よ

う

な

意
識
の

内

容
の

こ

と

を

理
･

義
と

名
づ

け

て

よ

い

わ

け

で

あ

り
､

こ

れ

は

個
人

的
な

具
体

的

な

条
件
を

超
え

て

抽
象
的
な

意
識

で

あ
る

｡

詩
経
学
者
に

は

も
っ

と

実
証

的

な

解

釈
が

あ

る

は

ず

で
､

明

哲
の

内

容
は

､

た

と

え

ば
､

是
非
善
悪
で

あ

り
､

保
身
と

は

身
に

ま

ち
が

い

の

な
い

こ

と
で

あ
る

か

も

知
れ

な
い

が
､

し
か

も

明

哲
と
い

う
語
の

深
さ

は

実
証
の

及

ば
ぬ

と
こ

ろ

で

あ

ろ

う
｡

ま
た

｢

孟

子
+

に

は

伊
争
の

こ

と

ば

と

し
て

｢

天
は

人

民

を

生

ん

だ

が
､

先

覚
者
に

後
覚
者
を

党
せ

し

め
る

｡

私
は

天

民
の

先

覚

者
で

あ

る
｡

私
は

民

を

道
に

党
せ

し
め

る

の

だ
｡

私
の

外
の

誰
に

そ

れ

が

で

き

よ

う
｡

天

下
の

民
の

､

し
が

な
い

人
の

身
に

ま
で

聖

王

の

恩

徳
の

及

ば

ぬ

か

ぎ

り
､

そ

れ

は

私
が

彼
を

苦
し

め
て

い

る

こ

と
な

の

だ
+

と
い

っ

た

意
味
の

こ

と

を

の

せ

て

い

る
｡

こ

れ

は

伊
夢
の

使
命
感
の

告
白
だ

が
､

使
命
は

天
か

ら

課
せ

ら

れ

て

い

る

の

で
､

君
主

か

ら

で

も

聖
王

か

ら
で

も

聖

教
か

ら

で

も

ま
た

人

民

か

ら
で

も

な

い
｡

具

体

的

で

も

形

象

的
で

も

な

い

天

は

人

の

｢

党
+

の

う

ち

で

し
か

認
め

ら
れ

な
い

｡

客

観
的
で

超
越
的
な
も

の

に

は

か

え
っ

て

｢

覚
+

の

内
で

の

み

つ

き

あ
た

る
｡

｢

荘
子
+

に

も

｢

天

は

内
で

､

人
は

外
+

と
あ

る

が
､

伊
単
に

お

い

て

も

天
と

ト
.

.....
.
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い

う

極
度
に

外

的
な

も
の

が
､

か

え
っ

て

彼
の

最
も

内

的
な

も
の

で

あ
っ

て
､

彼
の

日

常
的
な

自
分
つ

ま

り

｢

人
+

ほ

か

え
っ

て
､

こ

の

｢

内
+

な

る

も

の

に

し
た

が

っ

て

出

処

進
退

す
る

の

で

あ

る
｡

こ

の

さ

い

確
認
し
て

お

か

ね

ば

な

ら
ぬ

が
､

｢

党
+

の

｢

内
+

に

つ

き

あ

た

る

客
観
的
原
理
は

､

公

共

的
で

普
遍
的

な

客

観

的

原

理
な

の

で
､

主

観
意
識
に

内

在
す
る

も
の

で

な

く

ま

し
て

私

的
な

具
体

的
関

係
か

ら

選

ば

れ

た

も
の

で

な

く
､

ま

た

こ

の

具
体

的
関

係
の

な
か

で

う
ま

れ

た

心

情
か

ら
の

抽
出
で

も

な
い

｡

私

的
で

一

時
的
な
も

の

を

超
え

た

厳
然
た

る

原

理
で

あ

る
｡

だ

か

ら
こ

そ

人

の

日

常
的

生
を

超
え

そ

れ

を

犠
牲
に

し
て

も
､

そ

の

人
の

出
処
進

ヽ

退

を

決
定

し
､

そ

し

て

｢

幸
福
な
+

徳
位
相

関
･

福

徳
一

致
の

み

ヽ

ヽ

ヽ

せ

か

け
を

批
判
し
て

｢

不

幸
+

を

も

た

ら
し

も

す
る

｡

こ

れ

は

位

と

福
を

否
定
す
る

の

で

な
い

､

位
と

福
と
が

徳
を

僧
称

す
る

こ

と

を

許
さ

な
い

だ

け
で

あ

る
｡

｢

覚
+

の

｢

明

哲
+

-
明

証
の

う

ち
に

あ

ら
わ

れ

る

客

観

的

で

超
越
的

な

公

共

原

理
が

､

中

国
で

は
､

何
で

あ
っ

た

か
｡

神
で

も

真
如
で

も

な

く

理

性
で

も

な

く

-
も

う

言
わ

な

く
て

よ

い

こ

と

だ

が
､

国
や

君

父

や
､

福
祉
や

平
和
や

､

民

主
や

自
由
や

､

ま

し

て

秩
序

や
､

こ

れ

ら
は

そ

れ

自
体

と

し
て

は

上

述
の

公

共
原

理

の

条
件
に

あ

て

は

ま

ら

な
い

､

こ

れ

ら

は

具
体

的
関
係
の

な

か

に

あ
る

価
値
で

あ

る

-
天

･

這
が

｢

不

朽
+

の

根
拠
で

あ
っ

た
｡

こ

の

天
･

道
は

す
で

に

上

記
の

伊
夢
の

言
に

あ

る

よ

う

に
､

｢

天

民
+

に

そ

の

客
観
的

現

実

性
の

根
拠
を

も
っ

て

お

り
､

天
民

と
い

う

現

実
に

よ

っ

て

個
人
の

意
識
か

ら
の

超
越
性
と

客

観
性
を

得
て

い

る
｡

だ

か

ら

伊
辛

が

天

を

｢

党
+

す

る

と

き
､

そ

れ

は

｢

天

民
+

の

自
覚
な

の

で

あ

り
､

だ

か

ら
こ

そ

｢

天
民
+

の

す
ぺ

て

を

｢

党
+

･
せ

し

め
る

使
命
を

彼
は

帯
び

､

｢

天

民
+

の

う

ち

の

一

人

の

不

幸
も

わ
が

責
任
と

す
る

｡

だ

が

｢

天

民
+

は

民

の
一

人
一

人

の

集
合

概
念
で

な
い

｡

｢

天

民
+

は

天
の

原
理

に

も

と

づ

い

て

成

立

す
る

概
念
な
の

で

あ

り
､

天
の

原

理

は

｢

党
+

の

う
ち

に

の

み

あ

る
｡

さ

て
､

中
国
人
が

そ

の

｢

党
+

に

お

い

て

｢

内
+

な

る

自

分

自
身
と

し

た

も
の

が

こ

の

よ

う
な

天
で

あ
っ

た
､

そ

の

わ

け

は

別
に

考
え

ね

ば

な

ら
な
い

｡

い

ま

指

摘
し
て

お

き
た

い

こ

と

は
､

こ

の

中
国
の

原
理
が

､

具
体

的
･

関
係
的

で

な

く

抽
象
的
超
越
的

で

あ

る

原

理
で

あ

る

こ

と
､

お

よ

び

そ

の

原

理
が

､

原
理

で

あ

る

点
で

意
識
の

な

か

に

成
立

す
る

も
の

で

あ

り

な
が

ら
､

し

か

も

意

識
の

固
有
す
る

主

観
性
や

法
則
性
に

従

属
し

な
い

､

意
識
の

外
の

現

実
界
に

実
在

す
る

人

民

万

物
か

ら
の

抽

象
で

あ
る

こ

と
､

で

あ

る
｡

≠∂5
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出
処
進
退

的
士

が
一

つ

の

風
気
を

形

成
し

た

時

期
の

一

つ

の

明

夫
清
初
の

学
(

ほ

ぼ
一

七

世

紀

後
半

･

一

八

世

紀
は

じ

め
)

の

担
い

手

は
､

い

ず
れ

も

漠
族
王

朝
の

明

朝
に

生

れ
､

満

州

族
の

清

朝
に

は
､

能
力
あ

り

招
請
が

あ
っ

て

す
ら

､

拒
香
し

て

仕
え

ず
､

こ

こ

に

出
処
進
退

的
士

で

あ

る

所
以
が

あ
っ

た
｡

仕
官
が

升

官
発
財
の

富
貴
の

道
で

あ
っ

た

と
い

う
だ

け
の

こ

と
で

な

く
､

､
当

時
は

す
で

に

仕
官
し

な
い

こ

と

が

む

し

ろ

家
産
衰

亡
へ

の

途
で

も

あ
っ

た

時

で

あ
る

｡

そ

れ

に

反

満
の

運

動
･

思

想
の

盛
ん

で

あ
っ

た

清

初
に

あ

え
て

仕
官
し

な
い

こ

と

は

反

逆
の

意
思
の

表

明
と

考
え

ら

れ

て

も

致

し

方
な
い

｡

じ
つ

さ

い
､

官
吏
の

冠
冤
の

こ

と

は

別

と

し
て

人

間
の

頭
髪
に

つ

い

て

は
､

清
朝
の

薙
髪
令
を

き

か

ず

留
髪
し
て

ケ

の

生
を

奪
わ

れ

た

事
件
は

多
い

｡

明

末
措
初
の

学
者
の

う

ち
三

大

師
と

呼
ば
れ

る

黄

宗

義
(

〓
ハ

一

〇

～
一

六

九
五
)

顧

炎
武
(

一

六
一

三

～
一

六

八

三
)

王

夫

之
(

一

六
一

九
～

一

六

九
二
)

の

そ

の

三

夫

之
(

号
は

船

山
)

は

留
男
の

生

涯
を

郷
里

湖
南
の

荒
涼

た

る

僻

地
に

潜
ん

で

終
え

て

い

る
｡

彼
は

清
朝
下
の

自
分
を

服
喪
中
の

人

と

称

し

天

下
を

捨
て

て

過

し

た

の

で

あ

る
｡

顧
炎
武
は

故
郷

を

す

て

て

何
か

画

策
す
る

と
こ

ろ
の

あ

る

ら

し

く

天
下

の

同

志
･

知
友

の

間
を

転
々

と

め
ぐ
っ

て

歩
い

た
｡

責
宗
義
は

故
郷
に

任
し

王

朝

の

依
嘱
の

仕
事
に

も

た

ず
さ

わ
っ

て

そ

の

出
処

進
退
に

凝
い

を

も

つ

も
の

も

あ
る

が
､

つ

い

に

仕
官
は

し
て

い

な
い

｡

三

人

と

も

将

軍
の

中

国

侵
入
に

対
し

て

は

軍
事
的
政

治
的
な

抵
抗
の

運
動
を

し

て

い

る
｡

と
こ

ろ

で

こ

の

三

人

は
こ

の

よ

う
な

出
処
進
退

を

示

し

た

だ

け
で

な
い

｡

彼
ら

は

そ

の

行
動
に

照

応

す

る

言

を

の

こ

し

た
｡

こ

の

言
は

言
で

あ

る

か

ら

必

ず
し

も

す
べ

て

明

清
の

交

替
に

関
す

る

も
の

で

な

い

が

し

か

も
こ

れ

と

関
連
す
る

､

よ

り

幅
ひ

ろ

く

深
い

視

野
と

洞
察
か

ら

生

れ

た

も
の

で

あ
っ

た
｡

彼
ら

が

三

大

師
と

呼
ば
れ

る

の

は
､

こ

の

学
術

･

思

想
上
の

仕
事
の

大
き

さ

と

影
響
力

と
に

よ

る

が
､

同

時
に

､

そ

の

大
き
さ

と

影
響
力
と

が

単

な

る

研

究
能
力
や

思

考

力
の

所
産
で

は

な

く
､

そ

の

中
核

･

動
機

に

彼
ら
の

出
処
進
退
を

決
定
し

た

そ

の

も
の

が

潜
ん
で

い

た

が

ゆ

え

で

あ

る
｡

三

大
師
を

ふ

く

め
て

明

末
清

初
の

学
者
た

ち

-
彼
ら

は

士
で

あ

り

儒
者
で

あ
っ

た

ー
は

満
州

族
の

清
朝
に

仕
官
し

な
い

と
い

う
出
処
進
退
に

よ

っ

て

特
徴
づ

け

ら

れ

る
｡

し
か

し
こ

れ

だ

け
で

は

な
い

､

と
い

う
よ

り
､

こ

の

出
処
進
退
を

迫
ら
れ

た

と

き
､

つ

ま

り

王

朝
の

更
代
し
か

も

異
民

族
王

朝
支
配
の

出
現
を

目
の

前
に

し

て

処
身
の

岐
途
に

立
た

さ

れ

た

と

き
､

こ

れ

が

正

に

岐
路
で

あ

る

と
い

う

問
題
を

意
識
し

､

こ

れ

を

追

求
し

た
こ

と
に

よ
っ

て

特

徴
づ

け

ら

れ

る
｡

こ

の

間
題
と

は
､

王

朝
支

配

と
は

何
で

あ

り

天

4 5 β

ト
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下

と

は

何
で

あ
り

､

そ

の

な

か

で

の

士
･

儒
者
の

任
務
は

何
で

あ

る

か

と
い

う
こ

と

で

あ

る
｡

出
処
の

岐
路
の

分

岐
点
に

王

朝

天

下

の

本

質
を

う
か

が

わ

せ

る

深
い

裂
け

目

が

開
い

て

い

た
､

こ

の

裂

け

目
の

お

そ

ろ

し
さ

か

ら

目
を

そ

ら

せ

る

こ

と
は

､

王

朝

天

下
の

士
･

儒
者
と

し
て

自
分
の

本
質

･

自
分

自
身
か

ら

目

を

そ

ら

せ

る

こ

と

で

あ
っ

た
｡

そ

し
て

こ

の

裂
け

目
に

入

り
こ

み

自
分

自

身
を

把

握

す
る

こ

と

に

よ
っ

て

岐
路
の

一

つ

を

選

び

と
っ

た
｡

こ

の

把

握
を

さ

ら

に

確
か

め

展
開
し

天
下
に

｢

伝
+

え

た

の

が

彼
ら
の

学

で

あ

る
｡

把

握
し

た

自
分
自

身
の

本
質
つ

ま

り
王

朝
天
下

の

本
質

-
こ

れ

が

天
で

あ

り

道
で

あ

る

が

-
の

展
開
は

､

一

つ

に

は

そ

の

清

朝
に

仕
え

ず
と
い

う

出
処
の

行
だ

が
､

こ

れ

は

彼
ら
の

言
か

ら

推

測
す
る

と

必

ず
し
も

｢

忠
臣
は
二

君

に

仕
え

ず
+

の

遺
臣
意
識
の

結
果
で

な

く
､

や

は

り

異
民

族
の

中
国
支
配
の

拒
香
か

ら
の

こ

と

で

あ

る
｡

こ

の

こ

と

は
､

彼
ら

の

言
か

ら

よ

り

直
接
に

推
測
さ

れ

る

と
こ

ろ
の

､

明

末
の

統
治
に

対

す
る

､

ま

た
一

般
に

東
浜
以

来

の

郡

県

制
王

朝
体

制
に

対

す
る

批

判
と

関
連
さ

せ

て

考
え

れ

ば
､

ほ

ぼ

確
か

で

あ

る
｡

い

や
､

彼
ら
は

異
民

族
の

中
国

支

配
を

機
と

し
て

王

朝
支

配
体

制
そ

の

も
の

に

反

省
の

目
を

び

ら
い

た
､

こ

の

反
省
の

結
果
か

ら
そ

の

支

配
の

拒
否
の

思

想
も

基
礎
づ

け

ら

れ

た

の

だ

と
い

っ

た
ほ

う
が

正

確
で

あ

る
｡

彼
ら
の

批

判
は

郡

県

制
王

朝
が

天

子
と
い

う
公

的
地

位
に

よ

っ

て

天
下

公

共
の

万

民
を

天

子

家
の

私

的
利
益
に

奉

仕
さ

せ

て

い

る

点
に

む

け

ら

れ

て

お

り
､

唐

甑
(

一

六

三

〇

～
一

七

〇

四
)

の

よ

う
に

天

子
は

盗

で

あ

る

と

ま

で

言
う
も

の

も
い

た
｡

彼
ら
の

多
く
は

､

天
子

体

制
そ

の

も
の

は

香

定
せ

ず
､

ま

た

郡

県
制
の

歴
史
的

必

然
性
も

容
認

し

な
が

ら
､

郡

県

制
天

子

制
の

私
的

性
格
を

減
殺
す
べ

き

こ

と
､

天
下
の

公

共
性

を

天

下
の

政

治
体

制
の

上
に

回

復
実

現

す
べ

き

方

策
を

考
え

よ

う

と

し

た
｡

こ

の

試
み

の

過

程
と

し

て

こ

そ
､

清
初
の

学
を

特
徴
づ

け

る

実
事
求
是
の

学
､

史
学
も

経

学
も

開
拓
ぎ

れ

た

の

で
､

こ

れ

は

単
な

る

史
書

･

経
書
の

実
証

的

研

究
､

考
証

学
で

あ
る

の

で

な

く
､

そ

う
い

う
評
価
は

､

彼
ら
の

史
学

･

経

学
を

渡
泉
と

す
る

流

れ
の

な
か

に

起
っ

た

別

個
の

立

場
の

学
問
か

ら

不

当
に

逆
推
し
た

命
名
に

す
ぎ

な
い

｡

彼
ら
が

そ

の

史
学

･

経
学
を

導
き

ま
た

そ

の

な

か

か

ら

得
た

上

記
の

見
解
の

土

台
と

な
っ

て

い

る

思

想

は
､

天
下

体

制
を

通

し
て

天
下

を

考
え
る

と
い

う
の

で

な

く
､

逆
に

天

下
か

ら

天

下

体

制
を

考
え

な

お

す
､

と
い

う
考
え

方
で

あ

る
｡

と
こ

ろ
が

､

天
下

体

制

を

抜
き

出
し

た

天

下

そ

の

も
の

な
る

も

の

が

現

実
に

は

あ

り

得
な

7

い
､

と

す
る

と
､

エ

の

天
下

と
ほ

ど

ん

な

も

の

な
の

か
｡

そ

れ

は

舶

＼

.
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現

実
の

天

下
体

制
か

ら

抽
象
し

た

そ

れ

の

理

想
型
で

は

な
い

､

も

し

そ

う

な

ら

｢

正

統
+

主

義
の

徹

底
に

ほ

か

な

ら
ぬ

だ

ろ

う
｡

こ

の

天

下

と
は

現

存
の

天
下

体

制
に

お

い

て

は
､

こ

の

体

制
の

素
材

と

し
て

こ

れ

を

支
え

て

い

る

も
の

､

天

下

の

万

民

の

こ

と

で

あ

り
､

こ

の

現

実
の

万
民
の

な

か

に
､

天

下

体

制
を

生
み

支
え

て

い

る

も
の

を

透
か

し

見
た

も
の

で

あ

る
｡

透
か

し

見
た

も

の

は

も

ち

ろ

ん

現

在
の

天

下

万

民
そ

の

も
の

で

な
い

が
､

天

下

体

制
を

生

み

支
え
る

も
の

を

見
る

た

め
に

は

現

存
の

体

制
の

素
材
に

よ

る

は

か

な
い

｡

体

制
は

形

成
さ

れ

変
化
す
る

も
の

で

あ
り

､

実
体
で

は

な

い
｡

体

制
は

批
判
さ

れ

る
べ

き

も
の

で

あ

り
､

批
判
の

基
準
を

与

え

る

も
の

で

な
い

｡

万

民
こ

そ

が

天

下
の

実

体
で

あ

り
､

天

下

体

制
は

万

民
の

生
の

自
己

形

成
し

た

も

の

な

の

で

あ

る
｡

こ

う

し

て
､

彼
ら
の

思

想
､

考
え

方

に

は
､

ま

ず
､

気
を

理
に

従

属
さ

せ

る

理

学

を

批
判
し

て

理

を

気
に

内

属
さ

せ

る

と
い

う

転
換
が

行
わ

れ

て

い

た
｡

正

統
教
学
と

し

て

の

朱
子

学
の

理

気
論
の

再

検
紆
が

彼
ら
打

学
の

一

つ

の

特
徴
で

あ

る
｡

道
と

器
と
の

先

後
関

係
を

問

題
に

し

た

道
器

論
も

､

同
じ

理

由
で

､

目

立
っ

て

い

る
｡

こ

れ

ら

の

い

わ

ゆ
る

気
の

哲
学

､

這
器

諭
や

生

生

論
は

､

天

下

体

制
を

､

体

制
以

前
の

実
体

と
し

て

の

万
民

の

天
下
の

自
己

形
成

､

と

し

て

見
な

ぁ

そ

う
と

す
る

思

想
の

哲
学
で

あ
っ

た
｡

し
か

し
､

気
と

か

器
と
か

は

具
体

的
事
物
の

こ

と
で

な

く

抽
象
概

念
で

あ

る
｡

と

す

朋
▲

4
一

れ

ば
､

天
民

は

所
与
の

素
材
の

万

民
と

同
一

で

な

い

ほ

ず
で

あ

る
｡

所
与
の

万

民
が

天

民
に

､

概
念
的
に

昇

華
さ

れ

る

た

め

に

は
､

天

概

念
が

媒
介
し

な

け

れ

ば

な
ら

な

か
っ

た
｡

こ

の

天

は

も

ち

ろ
ん

中
国
の

古

典
的

概
念
か

ら

彼
ら

が

得
て

来
た

為
の

だ

が
､

万

民
を

天
民

に

昇
華
し

抽
象
す
る

概
念
で

あ

る

た

め

に

は
､

彼
ら

の

｢

党
+

を

通
ら

ね

ば

な

ら

な
い

｡

｢

党
+

に

お

け
る

原

理

と

し

て

の

天
で

あ
っ

て

こ

そ

具
体

的

万

民
を

天
下

の

万

民

に

抽
象
す
る

こ

と

が

で

き

る
｡

そ

し
て

､

こ

う
し

て

抽
象
し

出
さ

れ

た

天

下
の

万

民
､

ま
た

は

天

民

も

ま

た

｢

党
+

に

お

け

る

原
理

で

あ

る

わ

け

で

あ
る

｡

こ

こ

で

気
の

哲
学
や

生

生

主

義
を

ふ

り

か

え
っ

て

お

く

と
､

そ

の

気
や

生

生
､

ま

た

は

器
は

､

こ

れ

も

や

は

り

｢

党
+

に

お

け
る

原
理

な
の

で
､

そ

れ

が

指
し

示

す
現

実
は

具
体

的
事
物
で

あ
る

が
､

し

か

し

そ

れ

は

気
や

器
と

は

概
念
上

異
る

次

元

に

あ

る

わ

け
で

あ

る
｡

し

た

が

っ

て

気
や

器
や

生
生

は

や

は

り

超
越
的
で

客
観
的

な

概
念
で

あ

る
､

た

だ

朱
子

学
の

理

が

具
体

性
を

存
在
的

に

超
越
す
る

概

念
で

あ

る

の

に

対

し
､

こ

れ

ら

は

具
体

性
を

概
念

的
に

超
越
す
る

も
の

だ
､

と
い

う
重

要
な

ち
が

い

が

あ

る
｡

彼
ら
の

史
書

･

経
書
研

究
を

導
い

た

問
題
意
識
は

天

下

体

制
の

本

質
は

何
か

と
い

う

点
に

あ
っ

た
｡

そ

れ

は

も
ち

ろ

ん

王

朝
体

制

鴫

l
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に

ょ
っ

て

そ

の

地

位
を

保
証

さ

れ

た

士
･

儒
者
の

も
つ

条
件
を

超

え

る

こ

と

は

な
か

っ

た

が
､

し

か

し

本

質
を

考
え
る

た

め

に

彼
ら

は

彼
ら

な
り

の

よ

り

よ

き

条
件
を

自
分
か

ら

選
ん

で

い

る
｡

彼
ら

は

王

朝
体

制
の

な
か

の

特

権
身
分
で

あ

る

官

を

自

ら

拒

香

し

た

し
､

少
な

か

ら
ぬ

人
が

そ

の

地

主
た

る

仕
事
に

そ

そ

ぐ

精
力
を

学

問
に

移
し
て

お

り
､

い

わ

ば

売
文

･

売
芸
の

生

活
に

ま

で

｢

お

ち

た
+

も
の

も
い

る
｡

そ

の

売
文

･

売
芸
の

生

活
を

可

能
に

し

て

い

る

も

の

は

や

は

り

官
で

あ

り

地

主
で

は

あ
っ

た

に

し
て

も
､

す
く

な

く

と

も

立

身
出
世
の

｢

正

統

的
+

不

朽
を

捨
て

て

い

る
｡

所
与

現

存
の

天
下

体

制
に

組
み

入
れ

ら

れ

な

か
っ

た

の

は
､

そ

れ

の

本

質
を

さ

ぐ

ろ

う
と

す
る

も
の

に
､

当
然
の

こ

と

で

あ

る
｡

こ

の

よ

う
に

所
与

現

存
の

天
下
体

制
か

ら

遠
ざ
か

り
そ

れ

か

ら

自
由
に

な

る

こ

と
に

よ
っ

て
､

そ

れ

を

正

当
に

評
価
で

き

た

わ

け
だ

｡

す
く

な

く

と
も

､

現

存
体

制
の

機
構
に

参
与
し

､

ま

し
て

や

そ

の

な
か

で

の

上

昇
を

試
み

な

が

ら
､

し

か

も

そ

の

自
分
の

存
在
理

由
を
こ

の

体

制
と

は

別

個
の

点
に

お

く
こ

と

は
､

不

可

能
で

は
な
い

が

事

実
上

困

難
で

あ

る
｡

こ

の

よ

う
な

場
合
は

正

に

立

身

出
世

的
｢

不

朽
+

を

借
り

て

自
分
を

正

当
化

し
､

天
子

家
の

天

下

公

瀕

性
を

僧

称
す
る

私

性
に

目

を

つ

ぶ

る
｡

明

末
清
初
の

学

者
は

､

こ

の

よ

う
な

条
件
を

自
分
で

つ

く
っ

た

叫

`

軒

が
､

こ

の

条
件
は

彼
ら
の

日

常
的
生
の

否
定

､

す
く

な

く

と

も

制

限
で

あ

る
｡

何
に

由
っ

て

の

否
定

･

制
限
で

あ
っ

た

か
｡

日

常

的

生
の

場
で

あ

る

天
下

そ

の

も
の

の

本

質
を

求
め
こ

れ

に

向
っ

て
､

日

常
的

生
の

天

下
を

､

つ

ま

り

現

存
体

制
を

香
定

･

制
限
し

た

わ

け

で

あ

る
｡

こ

の

否
定

･

制
限
に

ょ
っ

て

彼
ら

は

天

下
の

原
理

を

手
に

入
れ

た

の

で

あ

る
｡

天

下

ま
た

は

天

下
の

万
民

と
い

う

原
理
の

確
立

に

よ
′

っ

て
､

そ

れ

の

形
成
と

し
て

の

現

存
の

天

下

体

制
の

原
理

的

批
判
が

可

能
に

な
っ

た
｡

そ

こ

か

ら
､

私

的
天
子

体

制
の

指
摘

､

天
下

体

制
の

公

共
化
へ

の

志

向

も

可

能
と

な
っ

て

い

る
｡

と

同

時
に

こ

の

同
じ

原

理
に

も

と
づ

い

て

異
民

族
王

朝

支

配
の

拒
否
も

決
定
さ

れ

る
｡

清
初
の

士
た

ち
の

満
州

族

支
配
拒
否
は

中

華
思

想
に

も

と
づ

く

と
い

う
考
え
が

あ

る
｡

つ

ま

り

わ

れ

わ

れ

の

用
語
と

し

て

の

民

族

主
義
に

よ

る

も

の

で

な

く
､

し

た

が

っ

て
､

し

ば

し

ば

言
わ

れ

た

よ

う

な
､

清
初
の

反

満
と

清
末
の

排
満
と
の

連
続

性
は

､

後
者
が

近

代

資
本

主
義
的
志

向

を

も
つ

も

の

で

あ

る

か

ぎ

り
､

肯
定
で

き

な
い

､

と

い

う

考
え

で

あ

る
｡

こ

の

考
え

の

当

否
は

よ

く

わ

か

ら

な
い

と

し
て

､

さ

し

あ

た

り

清
初
の

反

満
の

理

由
と

し

て

の

中

華

主
義
と

は

何
か

､

を

考
え
て

み

た

い
｡

中
華
主

義
は

も

と

も
と

中

9

国
の

世

界
中
心

文

明
の

意
識
で

あ

る
｡

.
だ

か

ら

そ

れ

自
体

は

政

治

舶



一

席論叢 第四 十 九 巻 第 四 号 ( 1 0 )

的
境
界
も

種
族
的
区

別
も

無
視
す
る

が
､

事
実
上

は

中

国

帝
国
と

中

国

種

族
が

そ

の

文

明
の

中
心
の

担
い

手
と

し

て

限

定

さ

れ

て

い

る
｡

そ

し

て

異
種
族
の

異
る

政

治
単
位
は

事
実
上

は

中

国
の

対
立

者
で

あ

り

な
が

ら
､

中

華
意
識
に

お

い

て

は

文

明
の

周

辺
ま

た

は

欠
落
の

英
次
で

あ
っ

た
｡

そ

こ

で

こ

の

夷
次
が

中

国
を

支
配

し
て

王

朝
を

立
て

た

と

き
､

中

華
意

識
は

ど
の

よ

う

な

反

応

を

し

た

か
｡

夷
次

が

中

華
文

明
に

同

化

す
る

か

ら
に

は

一
笑

際
､

同

化

し

な

け

れ

ば

中

国

支

配

は

困

難
で

あ

っ

た

ー
す
で

に

夷

狭
で

な

い

の

だ

か

ら
､

中
華
意
識
は

満
足
す
る

､

た

だ

文

明
の

中
心

の

担

い

手

と

し
て

の

中

国
種
族
の

意
識
の

抵
抗
は

の

こ

る
｡

け

れ

ど

も

こ

の

抵
抗
は

習

慣
か

ら

来
る

も
の

で

実
質
的
で

な
い

の

か

も

知
れ

な
い

｡

王

朝
が

何
の

種
族
で

あ

ろ

う
が

､

中

華
の

政

治
様
式
を

守

り

中
葉
の

礼

教
風

俗
に

手

を
つ

け
ぬ

な
ら

ば
､

中

葦
は

中

葦
で

あ

り
つ

づ

け
て

い

る

は

ず
で

あ

る
｡

と
い

う

わ

け
で

､

満
州

族
の

清

朝
も

そ

の

中

国

支

配
の

は

じ

め
､

漢
人
の

反
抗
に

対
し

て

軍
事
的

ま

た

思
想

的

弾
圧
を

加
え

る

そ

の

伯

方
で

､

中

華
聖

人
の

道
に

よ

る

支
配
で

あ

る

こ

と

を

宣

伝
し

､

前
の

明

朝
の

王

道
破

壊
の

政

治

に

比
べ

て

正

に

中

華
の

道
の

担
い

手
で

あ

る

こ

と

を

強

調

し

5

実
際

､

清

朝
初
期
の

政

治
は

明

朝
末
期
の

そ

れ

に

比
べ

て

謹
厳
で

緊
張
し
て

い

た

ー
そ

し

て

さ

ら

に
､

中

華
文
明
の

根
幹
は

君

臣

上

下
の

道
で

あ

る

か

ら

清

朝
に

忠

誠
で

釘
る

こ

と
こ

そ

中

華
の

人

甜
J

生

の

責
務
で

は

な
い

か
､

皇
月

め

た
｡

そ

し
て

こ

の

中

華
主

義
論
と

こ

れ

を

あ

る

程

度
裏
づ

け

す
る

政

治
の

実
績
に

よ
っ

て
､

漢
人

士

大

夫
の

反
満
運

動

は

や

が

て

消

滅
し

た

か

の

よ

う
で

あ
っ

た
｡

し

て

み

る

と
､

清
初
の

士

た

ち
の

反

満
は

王

朝
交
替
の

と

き

の

｢

忠

臣
は

二

君
に

仕
え

ず
+

の

意
識
が

そ

の

も

と

な
の

で
､

こ

れ

を

種

族
上
の

習

慣
的

偏
見
が

色
ど

り

し

た

も
の

に

す
ぎ

な
か
っ

た
の

で

あ

ろ

う
か

｡

清
初
の

士

の

反

満
に

つ

い

て

は

別
の

考
え

方
が

あ

る
｡

清
朝
も

王

朝
で

あ

り

そ

れ

は

明

朝
い

ら
い

の

極

端
な

独

裁
的

専
制
王

朝
の

継

続
で

あ
る

の

だ

か

ら
､

た

と

え

君

臣

と

側
近
の

謹

厳
と

緊
張
を

も
っ

て

し
て

も
､

そ

の

性
格
を

根
本
的
に

改

め

る

こ

と

は

で

き

ず
､

し

た

が

っ

て

人

民
･

一

般
の

地

方

士

大

夫
地

主

は

そ

の

政

治

の

圧

力
に

た

え

ら

れ

ず
し
て

反
抗
し

た
､

こ

の

反

抗
を

種
族
感
情

が

色
ど
っ

た

も
の

に

す
ぎ
な
い

と
い

う

考
え

方

で

あ

る
｡

そ

れ

で
､

士

大

夫
の

方
の

反
満
は

立

身
出
世
の

道
で

吸

収
懐
柔
で

き

る

も
の

だ
っ

た
､

そ

し

て

残
っ

た

人

民
の

反
抗
は

､

そ

の

本

質
は

明

夫
の

そ

れ

の

雑
読
で

あ
っ

た

が
､

そ

の

ス

ロ

ー

ガ

ン

に

は

明

朝
の

復
興
が

し

ば

し

ば

採
ら

れ

て

い

る

の

だ
､

と
い

う
わ

け
で

あ

る
｡

こ

れ

ら
の

反

満
運

動
に

対

す
る

解
釈
は

､

い

ず
れ

も

反

満
を

単
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な

る

現

象
と

み

な

し
､

そ

の

も

と
の

も
の

は

別
に

あ
っ

て
､

そ

れ

は

｢

忠
臣
+

道
徳
で

あ

り

独

裁
的

専
制
王

朝

批
判
で

あ

る

と

し

て

い

る
｡

こ

の

う
ち

｢

忠
臣
+

道
徳
は

易

姓
革

命
の

中

国
で

は

本
質

的
な

問
題
で

あ

り

得
な
い

｡

独

裁
的

専
制
王

朝
批
判
の

方
は

､

実

は

上

記
の

と

お

り
､

清
朝
を

拒
香
し
た

出
処
進
退

的
士

た

ち
の

天

の

自
覚
に

も

と
づ

く

天
下

原
理
の

発

見

を

も

た

ら

し

た

も
の

で

あ

る
｡

そ

し

て

彼
ら

の

こ

の

天
下

体

制
批
判
は

実
は

彼
ら

の

明

朝
の

政
治
に

対

す
る

反
省
か

ら

生

れ

た

も

の

で

あ
っ

た
｡

だ

と

す
る

と
､

彼
ら
が

明

暗
交
替
を

機
と

し

て

自

覚
し

た

天

下

原
理
に

よ

れ

ば
､

彼
ら

は

明

朝
を

も

拒
香
し
た

わ

け

で

あ

ろ

う
か

｡

彼
ら
の

原

理

は

明
朝
に

対

し

て

も

出
処
進
退
の

決
定
を

迫
る

も
の

で

あ
っ

た

の

だ

ろ

う
か

｡

こ

れ

は

明

朝
滅
亡
の

事
実
を

前
に

し

て

は

仮
定
の

問
い

に

す
ぎ

な
い

｡

し

か

し

彼
ら
の

清
朝
に

対

す
る

出
処
進
退
の

決
定

要
因
は

体

制
の

善
悪
で

は

な

く
､

そ

れ

は

別

の

要
因

で

あ

る
｡

し
か

も
こ

の

体

制
･

政

治
の

善

悪
を

批
判
す
る

要
因
と

出
処

進
退
を

決
定

す
る

要
因
と

は

共

通
の

原
理

を

も
つ

の

で

は

な
い

か

と

考
え

ら

れ

る
｡

そ

の

原

理
が

天
･

天
下
で

あ

る
｡

こ

の

私
の

考
え

､

つ

ま

り

清
初
の

士
の

反
満

､

清
朝
拒
香
の

出

処
進

退
は

､

彼
ら
の

天
下

体
制

批
判

と

ほ
一

応
別

個
の

も

の

だ

鮮

が
､

し

か

し

そ

れ

ら

は

天

下
･

天
の

原
理

を

共
通
に

し

た

そ

れ

の

二

つ

の

あ

ら

わ

れ

で

あ

る
､

と

い

う

考
え

を

述
べ

る

た

め
､

こ

の

一

文
の

表
題
と
し

た

呂

晩
村
を

び

き

出
す

､

と
い

う

憤
序

に

な
っ

て

し

ま
っ

た

が
､

し
か

も

彼
を

び

き

出
す
ま

え
に

､

ま

た

ま

え

書

き

を

要
す
る

｡

清
朝
が

そ

の

権
力
を

確
立

す
る

た

め

に

た

た

か

っ

た

も

の

は

明

朝
の

遺
臣
た

ち
､

そ

の

地

方

士

大

夫
た

ち
の

反

抗
運

動
だ

っ

た
｡

こ

れ

の

鎮
圧
の

た

め
の

軍
事
行
動
中
お

よ

び

そ

れ

の

完
了
の

の

ち

も

反

満
思

想
に

対

処
し

た
､

そ

れ

が

上

記
の

中

葦

主

義
論
で

あ
っ

て
､

こ

れ

に

よ

っ

て

清
朝
の

中

葦
正

統
性
を

士
た

ち
に

説
得
し

ょ

う

と

し

た
｡

そ

し
て

も

と

も

と
の

中
華
思
想
が

そ

う
で

あ
っ

た

よ

う
に

､

清
朝
の

中
華

主
義
論
は

満
漢
の

種
族

対

立

を

文

明

主

義
の

な

か

で

無

意
味
な

も
の

と

し
て

解
消
し

た

か

の

如
く
で

あ
る

｡

も

し
こ

れ

で

種
族
対

立
が

根
本
的
に

解
消
し

､

あ

と

は

独

裁
専
制
と

こ

れ

の

批
判
と
の

対

立
つ

ま

り

中
華
文

明
の

支
柱
と

し
て

の

君

臣

上

下
の

分
の

問
題
が

の

こ

っ

た
､

と
い

う
の

な
ら

､

士

た

ち
の

出

処
進
退

は
一

時
的
理

由
ま

た

は

か

り

そ

め
の

種
族
的
偏
見
に

よ

る

も
の

で
､

不

朽
と

し
て

｢

伝
+

え

る

に

足
ら
ぬ

も
の

で

あ

る

わ

け

だ
｡

と
こ

ろ
が

こ

の

二

つ

の

問
題
は

事
実
の

上
で

か

ら

み

あ
っ

て

ヱ

お

り
､

一

つ

の

事
件
を

構
成
し

て

い

る

と
い

う
事
例
が

あ

る
｡

邸
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清
朝
の

初
代
順

治

帝
(

一

六

四

四

～
一

六

六

〇
)

､

つ

ぎ

の

鹿

鼎

帝
(

一

六

六

丁
二

七
一

二
)

の

初
期
は

､

｢

明

臣

に

し

て

明

を

思

わ

ざ

る

者
は

忠
臣
に

あ

ら

ず
+

と

許
し

な

が

ら

他

方

で

中

華
主

義

に

よ
っ

て

漢

満
種
族
の

意
識
を

と

り

去
ろ

う

と

し

た
｡

漠
族
士

大

夫

に

対

し
て

防
祭
の

姿
勢
を

と

り

優
遇

懐
柔
に

つ

と

め
る

｡

だ

い

た

い
､

中

国
支
配
の

権
力
は

士

大

夫
の

地

方

勢
力
に

依
存
し

て

立

て

る

ほ

か

な

く
､

地

方

士

大

夫
の

吸

収
は

富
貴
の

道
つ

ま

り

立

身

出
世
の

這
を

第
一

と

し
､

つ

ぎ

は

思

想

政

策
で

､

そ

れ

を

清
朝
は

中

華
思
想
の

文

明

主

義
に

よ
っ

て

行

な
い

､

種

族
間
題
を
こ

れ

に

解
消
し

ょ

う

と

し

た
｡

康
偲
州

帝
の

時
期

､

専
制

権
力
の

形

成
に

と

も

な
っ

て

過

渡
期
的

な

朋

党
､

権
臣
の

粛
正

が

行
わ

れ

る

が
､

同

時
に

滴

朝

非
誘
の

文

書
に

対

す
る

､

す
な

わ

ち

思
想
に

対

す
る

弾

圧

事
件

､

文

字
獄
が

あ
ら

わ

れ

て

く

る
｡

明

朝
を

奉
じ
て

清
朝
を

墓
奪
者
と

み

な

す
文

書
に

対

す
る

事
件
で

あ
る

が
､

満
人

の

漢
人

に

対

す
る

差
別

拒
否
の

意
味
を

も

伴
っ

て

い

た

の

は

当

然

で

あ

る
｡

こ

れ

が

こ

の

時
期
に

な
っ

て

起
っ

た

も
の

で

な

く
､

清
朝

権

力
の

成
長
の

な
か

で

相
対

的
に

顕
著
と

な
っ

た

も
の

で

あ

ろ

う
｡

こ

こ

で

清

朝
は

中
華
思
想
の

世

界
文

明

主

義
に

よ

る

融
和
を

図
る

か

た

わ
ら

君

臣
の

分

を

厳
重
に

せ

ざ

る

を

得
な

く
な

る
｡

第
三

代

の

薙
正

帝
(

一

七

二

二

～
一

七
三

五
)

に

な
る

と
､

王

族
内
に

お

け

る

天

子

権
力
の

確
立

､

権
臣
の

排

除
の

た

め
の

粛
正

と
か

ら

み

あ

館
′

ノ
T

っ

て

漢
人

士

大

夫

官
僚
の

反
清
思

想

が

あ

ら
わ

れ

て

来
る

｡

こ

れ

ら

漢
人
の

反

清

勢
力

は

天

子
に

対

抗
す
る

権
臣
ら
の

支

持
の

形
を

と
っ

て

い

た

と

考
え

ら

れ
る

｡

薙
正

帝
の

三

年
に

､

さ

き
に

粛
正

さ

れ

た

皇
帝
の

外
戚
の

隆

科
多
の

一

味
の

査

嗣

庭
が

､

江

西

省
の

官
吏
登

用

試
験
官
と

し
て

出
題
し

た

題
目
の

｢

推
民

所
止
+

と

い

ぅ

｢

詩
経
+

の

第
一

･

第
四

文

字
が

､

薙
正
の

字
の

首
を

は

ね

た

も
の

だ

と

し
て

文

字
獄
を

び

き

お

こ

さ

れ

た

が
､

薙
正

帝
は

､

そ

の

ま

え
､

や

は

り

粛
正

さ

れ

た

漠
族
の

重

臣
牛
糞
真
の

一

味
の

江

景
祓
を

や

は

り

文

字
獄
に

か

け
て

い

た
､

こ

の

江

景
祓
と

査

嗣

庭

と
が

と
も

に

断
江
の

人

だ

と
い

う
の

で

新
江

人

に

対

す
る

官
吏
登

用

試

験
を

中
止

し
､

と

く
に

漸
江

観
風
俗
便
と
い

う

も
の

を

派
遣

し

て

い

る

事
例
を

見
る

と
､

こ

の

文

字
獄
を

通

し
て

幅
広
い

運
動

の

勢
力
が

看
取

で

き
る

気
が

す
る

｡

し

か

も
､

薙
正

七

年
に

お

こ

っ

た

後
述
の

呂

晩
村
事
件
の

と

き
､

こ

の

二

人
の

こ

と

は

呂

留
艮

(

晩

村
の

こ

と
)

の

速
写
で

あ

カ
(

呂

晩

村
は

康
博

年
間
の

一

六

八
三

年
に

死

ん
で

い

る
)

､

こ

れ

は

新
江
の

風
俗
の

み

だ

れ

な

の

だ

(

呂

は

折

江
の

人
)

､

と
い

う

｢

上

論
+

が

あ

る

と
こ

ろ

を

見
る

と
､

そ

し
て

呂

晩
村
の

｢

罪
状
+

が

明

ら
か

に

満
州

族
支
配
の

拒
香
に

あ

る

こ

と

を

参
考
す
る

と
､

漢
人
の

士

大
夫

､

官

僚
の

間
に

び

ろ
が

ヰ



村

計

弊

軒

っ

て

い

た

反

清
思

想
が

異
種
族
支
配
反
対

の

も
の

で

あ
っ

た

こ

と

が

推
知
さ

れ

る
｡

と
こ

ろ
が

こ

の

呂
晩
村
の

｢

罪
状
+

は
､

査

嗣

庭
･

琵

景
祓
の

事
件
の

や

や

の

ち
の

薙
正

七

年
に

起
さ

れ

た

文

字

獄
の

人

物
､

陸

生

格
(

広
西
の

人
)

に

関
す
る

｢

上

論
+

が

言

及

す
る

と

こ

ろ

に

よ

る

と
､

別
の

要
素
を

も
っ

て

い

る
｡

｢

上

論
+

の

論

点

は

陸
の

｢

通

鑑
論
+

が

封
建
復
活

論
で

あ
る

と
い

う
に

あ

る
｡

封
建
復
活

と
い

う
の

は
､

あ
の

郡

県

制
天
下

体

制
に

お

け

る

天

子
の

公

的
地

位
を

借
り

た

私

利
の

追
求
に

対

す
る

批
判

､

ま

た

は

明

未
に

そ

の

弊
の

極
ま

っ

た

か

に

見
え

る

独

裁
制
専
制
に

対

す
る

反

抗
の

思

想

で

あ
っ

て
､

こ

の

弊
害
を

周

代
の

封
建
制

､

つ

ま

り

世

襲
的
領
主

の

累
層
的
連
合
覿
織
の

趣
旨
の

復
活
に

よ
っ

て

救
お

う

と

す
る

も

の

で

あ
る

｡

だ
か

ら

封
建
復
活

論
は

郡
県

制
支

配
と

く
に

明

末
に

あ

ら

わ

れ

た

そ

れ

の

独

裁
制

専
制
へ

の

非

難
で

あ

り
､

あ

の

天
下

体

制
の

僧
称
す
る

｢

正

統
+

に

対

す
る

天

下

万

民
の

原

理
か

ら

す

る

攻
撃
で

あ

る

わ

け
で

あ

る
｡

こ

の

陸
生

栴
の

封
建
復
活

論
に

対

晩

す
る

薙
正

帝
の

上

諭
の

な
か

に
､

だ
い

た

い

薮
逆
の

人

は

封
建
復

( 1 3 ) 呂

括
論
を

と

な

え
る

､

そ

れ

ほ

呂

留

良
(

晩

村
の

こ

と
)

､

曾

静
(

晩

村
の

私

淑
の

弟

子

で

呂

晩
村
事

件
の

き
っ

か

け

と

な
っ

た

人
)

､

陸
生

枯

の

輩
で

あ

る

と
い

っ

て

あ
る

｡

で

あ

る

と

す
る

と
､

呂
晩
村
の

思

想
の

｢

罪
悪
+

は

華

夷
主

義
の

反

満
で

あ

り
､

か

つ

封
建
復
活

･

郡
県

非
難
で

あ

る
｡

こ

の

二

つ

の

要
素
は

､

晩
村
と
い

う
一

個
の

人

間
の

思
想
に

ふ

く

ま

れ

て

い

る

の

だ
｡

思

想
が

も

し

単
な

る

断

想
の

集
積
で

な

く
､

統
一

が

あ

り
一

貫
性
の

あ
る

も
の

で

あ

る

と

す
る

な

ら
､

こ

の

二

つ

は

内

的

な
つ

な
が

り

が

あ

る

は

ず
で

あ

り
､

も
し

晩
村
の

思

想
に

お

い

て

実

際
そ

の

と
お

り

だ
っ

た

ら
､

異
民

族
支
配
の

拒
否
の

中

華
主

義
は

単
な
る

色
ど

り

で

は

な

く
､

体

制
論
と

結
び

つ

い

た

原

理

的
重

大

性
を

も
っ

た

も
の

で

あ

る
､

と
い

う
こ

と
に

な
る

わ

け

だ
｡

こ

の

よ

う
な

意
味
で

晩
村
の

思

想

を

検
討
す
る

ま

え

に
､

封
建

復
活
論
の

こ

と

を

も

う
す
こ

し

考
え
て

お

き

た
い

｡

な

ぜ

な

ら
､

上

記
の

上

論
か

ら

も

推
察
さ

れ

る

よ

う
に

確
立

帝
が

｢

反
逆
+

思

想
と

し
て

､

こ

れ

を

非
常
に

お

そ

れ

た

ら

し
い

か

ら
で

あ

る
｡

事

実
､

陸
生

椒
の

｢

通

鑑
論
+

に

対

し
て

彼
は

｢

駁
封
建
論
+

を

書

い

て

い

る
｡

そ

れ

だ

け

で

な

く
､

薙
正

帝
の

と
き

と

限
ら

ず
､

清

初
の

文

字
獄
に

お

い

て

と

り

あ

げ

ら

れ

た

実
質
あ

る

思

想

と
い

え

ば
､

異
民

族
支

配
拒
否
の

中

華
主

義
と
こ

の

封

建

主

義

と

で

あ

り
､

し
か

も

前
者
の

中
葦
主

義
は

､

そ

れ

自
体
と

し

て

は

中

華
文

明
の

普
遍
性
ま

た

は

超
種
族
性
の

理

論
で

克
服
で

き
て

い

た

は

ず

3

だ
か

ら
､

の

こ

る

ほ

後
者
の

封
建
主

義
的
体

制
批
判
で

あ

り
､

こ

舶
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れ

と

の

つ

な

が

り

で

前
者
も

重

大
さ

を
も

つ

も

の

だ

か

ら

で

あ

る
｡

そ

の

上

さ

ら
に

､

前
に

述
べ

た

当

時
清
初
の

学

者
た

ち
の

原

理

的
体

制
批

判
論
は

そ

の

積
極
的

側
面
と

し
て

封
建
主

義
の

要

素

を

も
っ

て

い

た
｡

あ
の

三

大

師
に

つ

い

て

見

て

も
､

責

宗

義
の

｢

明

夷
待
訪
録
+

､

顧

災
武
の

｢

郡

県

論
+

｢

生

員
論
+

な

ど
､

王

天

之
の

｢

貴
書
+

な
ど

､

い

ず
れ

も

著
名

有
力

な

議
論
が

あ

る
｡

こ

れ

ら

は

上

述
の

周

代

封
建
制
の

趣
旨
に

よ
っ

て
､

郡

県

制
に

お

け
る

天

子
の

中

央
集
権
を

抑
制
し

､

地

方
の

自
由
な

活
動
と

そ

れ

を

保
証

す
る

自
治
を

強
化

す
る

､

こ

と
に

よ

っ

て
､

天

下
の

気

力

が

増
強
す
る

､

と
い

う
も
の

で

あ

る
｡

そ

し

て

こ

の

思

想

ほ

天

下

体
制
を

天

下

万

民
の

立

場
か

ら

見

な
お

そ

う
と

す
る

も
の

､

現

体

制
に

対

す
る

香
定

的
態
度
の

産
物
で

あ

っ

た

わ

け
で

あ

る
｡

で

は
､

こ

の

よ

う

な

封
建
復
活

論
は

､

呂

晩

村
に

お

い

て
､

ど

の

よ

う

な

契
機
に

よ

っ

て

異
民

族
支
配
拒
否
の

中
聾
主

義
と
つ

な

が

る

の

か
｡

晩
村
の

理

想

と

し

た

封
建
制
は

君

臣
民

の

上

下
の

秩

序
を

香
定

し
な
い

､

し

か

し
こ

の

上

下

関

係
の

絶
対

化

に

反

対

す

る
｡

彼
に

よ

れ

ば
､

君

臣

民
の

関

係
の

由
来
は

｢

天

が

人

民

を

生

じ
､

そ

し

て

そ

の

君

臣

を

立
て

た
+

と
孟

子
の

い

っ

た

よ

う
に

､

君

臣
は

す
べ

て

天
下
の

民
の

た

め
の

も

の

な
の

で

あ

る
｡

こ

の

天

の
一

字
を

忘
却

し

た

ら
､

君

臣
の

由
来
が

天
の

生

ん

だ

人

民
が

も

と
で

あ

る

こ

と

が

わ

か

ら

な

く

な
る

｡

つ

ま

り
､

形

成
さ

れ

た

結

鎚
▲

一

生

果
か

ら

見
る

と
､

君

か

ら

臣
か

ら

最
後
が

民
と

い

う
よ

う
に

上
か

ら

下
へ

の

順
序
に

な

る

が
､

形
成
の

由
来
か

ら

見
る

と
､

天
が

生

ん

だ

民
か

ら

始
ま

っ

て

君
に

至
る

､

下
か

ら

上

へ

の

順

序

と

な

る
｡

俸
禄
と
い

う

具
体

的

な

も
の

に

つ

い

て

言

え

ば

は
っ

き
り

す

る
｡

俸
禄
は

天

子
か

ら
は

じ
ま

っ

て

下
に

と

降
る

が
､

し
か

し
こ

の

俸
禄
は

農
か

ら

生
れ

る

も

の
､

豊
か

ら

始
ま
る

の

で

あ

っ

て
､

そ

れ

が

天

子
に

ま
で

上

昇
す
る

の

だ
｡

君

も

臣
も

､

そ

の

俸
禄
は

民
の

為
に

本
づ

い

て

お

り
､

そ

し
て

民
の

た

め

に

す
る

か

ら

自
分

で

耕
作

す
る

代
り

に

受
け

る

も
の

に

す
ぎ

な
い

｡

晩

村
の

こ

の

考

え
は

孟

子
の

民

本
思

想
に

ほ

か

な
ら

ぬ

が
､

そ

れ

を

｢

下
か

ら
+

の

見

方
と

し
て

認

め
､

こ

の

見

方
を

｢

上
か

ら
+

の

見

方
に

対

置

し

て

い

る
｡

｢

上

か

ら
+

の

見

方

は

天

下
を

静

的
に

見

る

も

の

で

天
下
の

実
体
は

見
の

が

さ

れ

そ

の

体

制
の

み

を

す

く

い

と

る
｡

｢

下
か

ら
+

の

見

方
は

天

下
の

現

実
の

動
態

を

見
る

も

の

で
､

天

下
の

体

制
を

支
え

る

実
体

を

把

握
す
る

｡

そ

し

て

こ

の

動
態

は

人

を

養
う

食
禄
の

流
通

過

程
で

あ
っ

て
､

こ

れ

を

見
れ

ば
､

天

下
ほ

下

位
の

民
が

本
で

あ

り
､

こ

の

民
の

基
礎
の

上
に

体

制
が

成

立

し

て

い

る

こ

と

が

わ

か

る

わ

け
で

あ

る
｡

こ

う

し
て

､

天

下
の

実

体

ほ

天

民
で

あ

り
､

君
･

臣
は

こ

の

天

民
の

上

位
で

あ

る

が

天

民
の

梢

峨

噂
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た

め

の

天

民
に

依
っ

て

の

上

位
で

あ

る
､

そ

し
て

こ

の

上

位
に

対

し

て

天

民

を

下

位

と

す
る

｡

天
下

は

こ

の

よ

う

な

構
成

的

実

体
な

の

で
､

君
臣

は

こ

の

天

下
に

属
す

そ
位
に

す
ぎ

な
い

｡

で

は

天
は

ヽ

ヽ

何
か

｡

天
は

民

を

生

じ

そ

れ

の

た

め
に

上

下
の

位
を

立
て

た
､

と

い

う
｡

生

と

立

と

に

よ
っ

て

形

成
さ

れ

た

天

下
が

実
は
.

具
体

現

実

の

世

界
な
の

だ

か

ら
､

天
は

世

界
以

前
で

あ

る
｡

と

こ

ろ

で

晩
村

は

朱
子

学
の

信
奉
者
で

あ
っ

た
｡

朱

子

学
で

は

天
は

理

で

あ

る
｡

理

と

ほ

自
覚
内

容
と
し

て

の

客
観
的

超

越
的
な

も
の

で

あ
る

｡

だ

か

ら

晩
村
に

お

い

て

は
､

天
は

天

下
の

自
覚
内

容
で

あ

る
｡

天
は

自
覚
内

容
だ

か

ら

抽
象
的
だ

が
､

そ

の

根
拠
は

民

と
い

う

実

体
で

あ
っ

七
､

こ

れ

は

個
人

主

観
の

動
か

す
こ

と
の

で

き
ぬ

具
体

的
な

客

観
的

事
物
な
の

で

あ

る
｡

晩
村
の

中

華
主

義
は
こ

う
で

あ

る
｡

管
仲
は

斉
の

公

子

糾
に

仕

え

な
が

ら

公
子

糾
が

殺
さ

れ

た

と

き

そ

の

た

め

に

死
ぬ

こ

と

も

せ

ず
､

し
か

も

糾
を

殺
し

て

即

位
し

た

桓
公
に

仕
え

た
｡

こ

れ

は

君

臣
の

義
に

か

な
っ

て

い

な
い

｡

し

か

も

孔

子
が

管
仲
の

こ

と

を

仁

だ

と
い

っ

た

の

は

何
故
か

､

そ

も

そ

も

君

臣
の

義
は

重

大
だ

が
､

よ

り

重

大

な

義
が

あ

る

の

で
､

管
仲
は

桓
公

を
た

す
け
て

中

国
を

夷
次
の

侵
入
か

ら

救
い

そ

の

披
髪
文

身
の

風
俗
に

染
ま
る

こ

と

か

ら

救
っ

た

も

の

だ

か

ら
で

あ

る
｡

こ

の

晩

村
の

こ

と

ば
(

こ

の

一

升

鮮

文

で

述
べ

る

晩

村
の

思

想
は

す
ぺ

て

彼
の

｢

四

書
講
義
+

か

ら
)

に

は
､

ま

ず
君

臣
の

義
と

中

華
天

下

と
の

関

係
の

問
題
が

ふ

く

ま

れ

て

い

る
｡

こ

れ

は

上

記
の

封
建

論
で

わ

か

る

こ

と

で
､

君

臣
の

義
は

天

下

を

構
成

す
る

位
に

関

す

る

こ

と

で
､

天

下

の

実

体

に

従

属

す

る
｡

つ

ぎ
の

問
題
は

､

中
国

は

何
故
夷
次
の

侵
入

か

ら

守
ら

れ

ね

ば

な

ら

な
い

か
､

と
い

う
こ

と
｡

中

国

は

天

下
の

中
心

で

そ

の

文

明
の

担
い

手
で

あ

り
､

夷
秋
は

天

下
の

周

辺

で

あ

る

に

す

ぎ

な

い
､

と
い

う

意
識
が

あ
っ

て
､

中

国
と
い

う
名

も

あ
っ

た
｡

だ

か

ら

中

国

意
識
つ

ま

り

中

華
意
識
は

天
下

中
心

意
識
で

あ

る

点
で

尊

大

な

自

意
識
で

あ

る

面
も

あ
る

が
､

同

時
に

夷
次
に

対

す
る

自
己

意
識
で

も

あ

り
､

そ

し
て

そ

れ

は

自
己

の

文

明
と

不

可

分
の

も
の

で

あ

る
｡

こ

の

文

明
は

中

国

天

民
の

生

存
の

固
有
の

様
式
で

あ
っ

て
､

こ

の

様
式
を

抜
い

て

そ

の

生

存
は

考
え

ら
れ

な
い

｡

こ

の

点

で

は
､

そ

の

文

明

と

夷
次
の

そ

れ

と
の

優
劣
は

問

題
で

な
い

｡

中

筆
意
識
は

中

国
天

民
の

具

体

的
生

存
に

根
拠
す
る

自

己

意
識
で

あ

っ

た
｡

だ

か

ら

そ

の

文

明
が

た

と

え

ば

披
髪
文

身
の

よ

う
な

異
る

文

明
に

よ
っ

て

侵
害
さ

れ

る

な
ら

ば
､

中
国
天

民
の

歴
史
的
生

命

は

死
に

､

中

華
意
識
は

崩
さ

れ

る
｡

中
華
意

識
が

生

ん

だ

中

葦
め

理

念
は

中

国
の

実

体

た

る

民
の

固

g

J

有
の

生

活
様
式
に

よ

る

生

存
の

自

覚
で

あ
っ

て
､

こ

れ

は

英
次
の

舶
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異
文

明
の

侵
略
に

対

し

て

起
る

｡

披
髪
文
身
に

か

わ

る

満
州

族
の

薙
髪
の

風
俗
の

侵
入

は
､

そ

れ

だ

け
の

中

国
天

民
の

歴
史
的
生

存

に

対

す
る

侵
害
で

あ

る
｡

で

は
､

も
し

薙
髪
令
が

な

か
っ

た

ら

よ

い

の

か
､

清

朝
の

政

治
制
度
は

明

朝
の

そ

れ

の

継

続
で

は

な

い

か
｡

問
題
は

異
種
族
の

支
配
に

あ

る
｡

異
種
族
が

君

位
に

つ

い

て

漠

族
の

民
に

奉

仕
す
る

こ

と
は

あ

り

得
な

い
｡

漠

族
の

君

の

場

合

は
､

明

朝
の

場
合
の

よ

う
に

郡

県

制
で

君

主
が

民
か

ら

隔
絶
し

､

封

建
制
の

よ

う
な

公

共
の

天

下
を

成
し
て

い

な

く
て

も
､

ま
だ

同

じ

天

民

で

あ

る

ゆ
え
の

公

共

性
･

一

体

性
が

あ

り
､

ま
た

よ

り

よ

く

民
に

奉
仕
す
る

可

能
性
も

あ

る
｡

異
種

族
支

配
の

場
合
は

､

は

じ

め
か

ら

隔
絶
し

､

天
下
の

一

体

性
の

可

能
性
が

な
い

｡

上

下

の

対

立
･

分

裂
を
び

き

お

こ

す
も
の

に

対

し
て

は
､

あ

の

封
建
天

下

を

自

覚
し

た

理

念
で

あ

る

天
が

抵
抗
し
て

こ

れ

を

拒
否
す
る

も
の

で

あ

る
｡

も
し

も

支
配
す
る

異
種
族
が

種
族
と

し
て

の

存
在
を

や

め
て

､

天

下
に

散
布

さ

れ
､

た

ま
た

ま

そ

の
一

人
が

君

主
と

な
る

､

と
い

う
の

な
ら

ば
､

晩
村
に

も

文

句
は

あ

る

ま
い

こ

と

で

あ

る
｡

ま

し
て

こ

の

異
種

族
が

異
る

政

治

制
度
を
も

ち
こ

み
､

.
ま

た

は

異
る

風
俗
を

も

ち
こ

ん

で
､

漠
族
の

文

明

が

侵

害
さ

れ

る

と

き

は
､

天
は

そ

の

根
拠
た

る

実

体

と
し

て

の

民
の

具
体

的
生

存
の

た

め

に
､

や

は

り

抵
抗
す
る

で

あ

ろ

う
｡

(

呂

晩
村
の

生

涯
を

評

介

す

甜ノ
丁

る

つ

も

り
で

あ
っ

た

が
､

尻
切

れ

に

な
っ

た
｡

)

天

は

天

子
の

任
命
者
で

あ

る

と

さ

れ

て

い

る

が
､

そ

れ

は

天

子

に

支
配
さ

れ

圧

迫
さ

れ

る

民

が

幻
想

し

た

自

己

の

仮

身
で

あ
っ

て
､

こ

の

よ

う

な

仮
身
の

創
出
に

よ
っ

て

天

子

支
配
に

抵
抗
意
志

を

表
明

し

た
｡

と
い

う
仮
説
を

立
て

る

こ

と

は

で

き

ま
い

｡

し

か

し
､

天

子

を

中

心
と

す
る

支
配

集
団
が

､

彼
ら
が

支
配
し

圧

迫

す

る

も
の

の

恐

怖
か

ら

民
の

仮
身
と

し
て

天
の

観
念
を

創
出
し

た
､

と

考
え
は

で

き

ま
い

か
｡

さ

ら
に

､

天

子

で

も

な

く

民

で

も

な

い
､

天

子

支
配
に

は

無
力
で

､

民

を

集
団
と

し

て

支
配
し

ま

た

は

見
わ

た

す
こ

と
の

で

き

る

立

場
の

も
の

が
､

恐

怖
す
べ

き

民
に

よ

っ

て

天

子
を

抑
制
す
べ

く

民
の

仮
身
と
し

て

観

念

し

た

の

が

天

だ
､

と

い

え

ま
い

か
｡

い

ず
れ
に

し

て

も

天
は

天
子

や

領
主
や

地

主
の

支

配
圧

迫
に

抵

抗
す
る

民
の

仮
身
で

は

な
い

か
｡

や

が

て

天

の

観
念
が

実
体

た

る

民

と

合
体

す
る

､

そ

の

と

き

民

は

抵

抗
者
と

な
る

が
､

そ

れ

は

天

民

と
い

う
集
団
的

一

体
の

形
を

と
る

｡

民

は

体

制
の

単
な

る

素
材
で

な
い

｡

体
制
は

必

ず
民
に

カ
を

加

え

る
｡

そ

こ

で

民

は
こ

の

体

制
の

形
態
性
格
に

対

応
し
た

形

態

性

格
を

と
っ

て

こ

れ

に

反
応
し

､

抵
抗
の

動
き

を

み

せ

る
｡

こ

の

受

功

ぺ



身
の

自
己

主

張
の

自
覚
が

天
の

観
念
を

生

む
｡

し
か

し
こ

の

種
の

自

覚
は

必

ず
し

も

素
材
た

る

氏

自

身
が

し

は

し

な
い

､

民
に

近
い

と
こ

ろ
に

い

て

民
と

似
た

運

命
を
こ

の

体

制
の

な
か

で

も
つ

士
が

先

覚
す
る

こ

と

も

あ

り

得
る

｡

こ

れ

を

天

民
の

先

覚
者
と
い

う
｡

天

民
の

先

覚
者
は

体

制
の

圧
力

を

受
け
る

側
に

あ
る

も

の

だ

か

ら

体

制
の

な
か

に

参
与

す
る

立

身

出
世
の

道
を

と

ら

な
い

｡

体

制
の

村晩呂)ロ(

46 7

叫

動
き

を

具
体

的
に

観
察
し

そ

れ

を

受
け

る

者
の

立

場
か

ら

時
に

応

じ
て

利
害
を

計
り
つ

つ

選

択

す
る

｡

出
処
進
退
の

士
は

天
の

声
を

聞
い

て

こ

れ

に

し
た

が
>

ブ
､

そ

し

て

こ

の

士
は

天
が

民

と

合
体

す

る

時
は

民
の

声
に

し

た

が

う
｡

彼
は

天

せ

と

も
に

民
と

と

も
に

不

朽
で

あ

る
｡

(

二
橋
大

学

教

授
)




