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〈
特
集
「
″
和
″
の
思
想
―
束
と
西
―
」
４
〉

中
国
古
典
に
お
け
る
「
和
」
と
十
七
条
憲
法

聖
徳
太
子
（
五
七
四
-
六
二
二
年
）
の
十
七
条
の
憲
法
（
六
〇
四
年
）
の
第
一

条
は
い

う
。
「
和

を
以
て
貴
し
と

な
し
、
忤

ふ
る
こ
と
な
ぎ
を
宗

と

せ

よ
。

人
皆
党

あ
り

。
ま

た
達
る
者
少

し
。

こ
こ
を
以

て
、
あ
る
い
は
君
父

は
順

は

ず

、
ま

た
隣

里
に
違

ふ
。
し

か
れ
ど
も
上
和

ぎ
下

睦
び
て
、
事

を
論

ず
る
に

諧
ふ
と
き
は
、
事
理
お
の
づ
か
ら
通
ふ
。
何
事
か
成
ら
ざ
ら
む
。
」
と
。

原
文

の
「
以

和
為

貴
」
は
、
論
語

を
学

ん
だ
こ
と
の
あ
る
人

な
ら

ば
た
だ

ち
に
気

が
っ
く
こ

と
で
あ
る

が
、
学
而
篇

と
い

う
論
語
開
巻
第
一

番
目

の
篇

中

に
あ

る
句
で
あ

る
。

有
子
日
、
礼
之
用
和
為
貴
、
先
王
之
道
斯
為
美
、
小
大
由
之
、
有
所

不
行
、
知
和
而
和
、
不
以
礼
節
之
、
亦
不
可
行
也
、

（
有
子
日

わ
く

、
礼
の
和
を
用
っ
て
貴
し

と
為
す
は
Ｊ
先
王

の
道
も

斯
れ

を
美
と
為
す

、
小
大
之
れ
に
由
れ
ば

、
行
わ
れ
ざ
る
と
こ

ろ
あ
り

、

和
を
知
っ
て
和
す
れ
ど
も
、
礼
を
以
て
之
れ
を
節
せ
ざ
れ
ば
、
亦
た
行

佐
　

藤
　

一
　

郎

の
う

べ
か
ら

ざ
る

な
り

。）

以
上

の
論
語
の
句
の
用
法

と
比
較
す
る
と

、
論
語
で
は
「
和
」
は
「
礼
」
と

の
関
連
に
お
い
て

述

べ
ら

れ
、
し

か
も
「
小
大
こ
れ
に
由

れ
ば
、
行

わ
れ

ざ

る
と
こ

ろ
あ
り

、」

と
し
て
い
て

、
聖
徳
太
子
の
憲
法
第
一
条

に
お
け

る

表

現

と
異

な
っ
て
い

る
。
憲
法
は
「
和
」
を
個
人
と
個
人
と
を
結
ぶ
ほ
と

ん
ど

絶
対
的

な
方
法

と
し
て
要
求
し
て
い
る
。
和
を
制
約
す
る
も
の
は

、
論
語
に

お
け
る
よ

う
に
存
在
し
て
い
な
い
。
論
語
の
一
句
を
明
白

に
引
用
し
つ
つ
、

こ

の
よ

う
な
和

の
絶
対
化
に
近
い
用
法
は

、
中
国
の
古
典
と
ど
の
よ
う
な
関

係

を
も
つ
も
の
で
あ
る
の

か
。
以

上
の
問
題
提
起
の
も
と
で

、
以
下

に
中
国

の
古
典
に

お
け

る
「
和
」
の
思
想
を
検
討

し
て
み

よ
う
。

「

和
」
は
も
と
も
と
調

和
が
原
義
で

あ
っ
た
。
そ
の
字
形

は
三
種

あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
て

お
る
。



ｊ

こ
の
い

ず
れ
も

が
禾

（
ヵ
）

を
音
符
と
し

、
加
（
く

わ
え
る
）

の
意
味

を
も

っ
て
い
る
。
和
は
「
囗
」
（
人
の
く
ち
）
を
合
す
る
、
す
な
わ
ち
合
唱
を
示

し

、
酥
は
「

龠
」
（

ヤ
ク
・

竹
管
楽
器
）

を
合
す
る

、
す

な
わ
ち
合
奏

を

意

味
し
、
喬
一
は
容
器
に
各
種
の
材
料
や
手
間
を
加
え
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
調
理

を
意
味
し
て
い

る
。
古
典
で
実

例
を
あ
げ
る
と
、
墨
子

の
経
篇
下

と
経

説
篇

下
で
和
を
唱
和
す
る
意
味
に
と
り
論
じ
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
二
篇
は
論
理

学
上
・
の
命
題

と
そ

の
解
説
で

、
中
国

の
古
代
論

理
学

の
最
高

水
準
を
示

す
も

の
で
あ

る
。
「

唱
と
和
と
は
利
害
を
一
つ
に
す
る
。
理
由
は

功

に

あ

る

。」

（
経
下
）「
唱

し
て

誤
び
が
な
け
れ
ば
害
は
な
く
利
益

が
あ
る
。
そ
れ
に
和
し

て
誤
り
が
な
け
れ
ば
、
い
つ
ま
で
も
相
手
に
唱
せ
し
め
る
。
相
手
が
唱
し
て
、

そ
れ
に
和
さ
な
い
の
は
、
学
ぱ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
和
す
る
能
力

が
あ
る
の

に
、
相
手

が
唱
し
な
い
の
は

、
教
え

な
い

か
ら
で
あ

る
。
多
く
知

っ
て

い
る

の
に
教
え
な
い
な
ら

ば
、
功

は
得

ら
れ
な
い
。」
（
経
説
下
）。

次
に
当
然
の
こ

と
と
し
て

合
奏

と
調
味
の
用
例
に
話
を
す
す
め
る

が
、
そ

の
前

に
「
和
」ヽ
の
具
体
的
意

味
内

容
に
深
く
関
連
す
る
論
語
の
章
句

を
指
摘

し

た
い
。
実

は
論
語
中

に
認

め
ら
れ

る
和
の
用
例
は
二

つ
の
み
で

あ
っ
て

、

一

例
は
既
出

し
て

お
り

、
本

例
は
他
の
古
典

、
特
に
春
秋
左
氏
伝
中

の「
和
」

の
用

例
と
重

な
る
か
ら
で

あ
る
。
こ

の
例
は
論
語
子
路
篇
で

の
孔
子
言
で

あ

る
。
「
子
日
わ
く
。
君
子
は
和
し
て
同
ぜ
ず
、
小
人
は
同
じ
て
和
せ
ず
」
と
。

今

日
、
同
和

と
い
う
一
つ
の
連
語

が
存
在

す
る
が
、
こ

の
場

合
は
和
は
調

和

の
こ
と

、
同
は
雷
同

の
こ

と
で
、
二

者
は
異

な
る
と
解
釈

さ
れ
、
定
説
に
な

っ
て
い
る
。
「
和
」

の
字
形
か
ら
説
く
と
、
口

を
ひ
ら
い
て
声

を
出
す

と

し

て
も

、
合
唱
と
斉

唱
の
相
違

が
あ
る
が
、
和

と
同
と
は

、
ま

さ
し
く
こ
う
解

す

る
こ

と
に
よ
っ
て
理
解

に
資
せ
る
で
あ
ろ
う
。
次

に
こ

の
こ
と
に
つ
い
て

精
細

忙
述

べ
て

い
る
左
伝

に
う
つ
ろ
う
。

左
伝
昭
公
二
十

年
（
五
二
二
。・
Ｂ
・
Ｃ
）
の
条
に
、

斉
侯
が
狩
猟
か
ら
帰

っ

て
首
相

の
晏

嬰
と
く
つ
ろ
い
で
い
る
と

、
佞
臣
の
梁
丘
拠

が
か
け
つ
け
て
来

た
。
そ
れ
を
み
て
公

が
「
た
だ
拠
の
み
我

と
和
す
る
か
」
と
言

っ
た
。
晏
子

は
「
あ

・の
男
の
は
同
で
あ

っ
て
、
和
で

は
あ
り
ま
せ
ん
」
と
応
答
し
た
。
公

が
「
和
と
同
と
は
異
な
る

か
」
と
問
う
た
の
に

、
更
に
答
え
て
、
「
異

な

る

も
の
で
、
和
は
羮
（
吸
い
も
の
）

の
よ
う
な

も

の

で

す
。
水
・
火
・
酢
・

醤

・
塩
・
梅

な
ど
を
以
て
魚
や
畜
肉
を
烹
て
、
薪
で
に

た
で
、
材
料
を
ま
ぜ

調
味

を
よ
く

と
と
の
え
、
不
足

は
お
ぎ
な
い
。
過
ぎ
た
と
こ

ろ
は
へ
ら
す

。

そ
れ
を
食

べ
る
と
心
が
や
わ
ら
ぐ

も
の
で
す
。
君
臣
の
間

も
さ

よ

う

で

Ｌ

て
…
…
」
・
と
述
べ
更
に
音
楽
に
説
を
展
開
し
て
、
「
音
も
ま
た
味
の
よ
う
に

一
つ
の
気

、
二

つ
０
．形

、
三
つ
の
類
、
四
。つ
の
物

、
五
つ

の
声

、
六
つ
の
詭

七
つ

の
音

、
八

つ
の
風

、
九
つ

む
歌
。
こ
れ
ら

が

合

わ

さ

り

。
ま

た
、
音

色
・
大
き
さ
・
長
さ
・
張
り
の
あ
げ
か
た
・
気
分
の
出
し
か
た
・
速
度
・
高

さ
・
呼
吸
・
技
巧
、
こ
れ
ら
が
調
え
ら
れ
て
音
楽
に
な
る
の
で
す
…
…
」
と

言

う
。

以
上
の
記
述
か
ら
推
察
さ
れ
る
よ
う
に
、
「
和
」
の
字
形
が
明
ら
か
に
料



理
関
係

、
音
楽
関
係
と
別
形
で
あ
り

つ
つ
、
し
か
も

Ｉ
貫
せ
る
意
味

が
あ
る

と
さ
れ
て
い
る
こ
と

が
理
解

さ
れ
よ
う

。

次

に
「
同

」
に
つ
い
て
、
晏
子
は
「

…
…
と
こ
ろ
が
拠
は
ち
が
い
ま
す
。

ご
主

人
の
よ
し
と
仰
せ
ら
れ
る
こ
と

は
よ
し
と
申
し
、
い
か
ん
と
仰

せ
ら
れ

る
こ
と
は
い
か

ん
と
申
し
、
ま
る
で
水

で
水

を
さ
す
よ

う
な
も
の
で
誰

れ
も

食

べ
ら
れ
ま
せ
ん
。
又

琴
瑟
の
一
本
調
子

の
よ

う
な
も

の
で
誰

れ
も
聴

く
に

た
え

ま
せ
ん
。
同

の
よ
く
な
い
の
は
こ

ん
な
具
合
で
す

。」

と
言

っ
て
い

る
。

論

語
以
後

の
儒
家

に
お
け
る
「
和
」
に
つ
い
て
、
更
に
つ

づ
け
て
考
察
す

る
と

、
論
語

に
お
け
る
と
同

じ
く
、
「
和
」
よ
り
も
「
仁
」

が
人
倫
関

係

に

お
い
て

は
る
か
に
重
要
視

さ
れ
、
用

例
も
多
い
こ
と
に
注
目

し
た
い
。
又
、

礼

と

の
関
係
で
も

、
礼
楽

と
い
う
熟
語
が
あ
る
よ
う
に
楽
と
の
関
係
で
出

現

す
る
。
勿
論

、
こ
れ
は
和
の
性
質
上
当

然
と
言

う

べ
き

で
あ
ろ
う
。

し
か
し

論
語
以
降

、
時
代
と
と
も
に
思
想

は
展
開

し
、「
和
」
も
モ

れ
に

つ
れ

て

意

味
も
価
値
も
変
化
し
て
い

っ
た
。

孟
子
で
も
和

を
言
う
こ
と
は
き

わ
め
て
少

な
い
。
地

の
利
は
人

の
・和

に
し

か
ず
と
言
う
の
と
、
柳
下

恵

を
「
聖
之
和
者
」

と
い
う

の

み

で

あ

る
。
聖

人
の
徳

は
い
ろ
い
ろ
あ
る
、
「
孟
子
日
く

、
伯
夷
は
聖
の
清
な
る
者

な

り

、

伊
尹

は
聖
の
任
な
る
者
な
り
、
柳
下

恵
は
聖

の
和
な
る
者
な
り
、
孔
子
は
聖

の
時
な

る
者
な
り
、
孔
子

を
ぱ
集
大
成
と

謂
う
、
」（
萬
章
下
篇
）
。
清
・
任
・

和
の
徳

、
そ
の
い
ず
れ
も
聖
人

の
徳
で
あ
る

が
、
孔
子

こ
そ
は
そ
の
集
大
成

者
だ
彑

言
う
の
で
あ
る
・

こ
ざ

柳
下

恵
に
つ
い
て
ヽ
孟
子

は
「

柳
下

恵
は
汚

君

を
羞
じ
ず
、
小

官
を
辞

さ
ず
、
進
ん
で
賢
を
か
く
さ
ず
、
必

ず
其

の
道
を

以

て
す
。
遺
佚
せ

ら
れ
て

怨
み

ず
、
阨
窮

し
て
憫

へ
ず
。
郷
人

と
処
る
に
、

由
由
然

と
し
て
去

る
に
忍

び
ざ
る
な
り
。
爾
は
爾
た
り

。
我
れ

は
我
れ

た
り

、

我

が
側

に
袒
裼
裸
裡
す
と

い
え

ど
も
、
爾
い
ず
く

ん
ぞ
能
く
我

れ
を
混

さ

ん

や
。
故
に
柳
下

恵

の
風

を
聞
く
者

、
鄙
夫
も
寛
に
、
薄
夫

も
敦
し
。」（
同
占

と
述

べ
て
い
る
。
柳
下

恵

は
「
進

ん
で
賢

を
か
く
さ
ず
、
必

ず
其

の
道
を
以
一

て
す
」
と
い
う
行
動
を
人
間
関
係

に
お
い
て
も
っ
て
い

る
か
ら

、
自
己

の
主

体
性
を
保
ち
つ
つ
自
己
を
主
張
せ

ず
。
外
的
状
況

に
自
己

を
調
和

さ
せ

る
も

の
で
あ
る

が
、
外

的
状
況

を
変
化

さ
せ
は
し
な
い

の

で
、
「
清
」
・
「
任
」
と

か
の
他
の
聖
徳
よ
り

す
れ

ば
当

然
の
こ
と
と
し
て
批
判

を
受
け
ね

ば
な
ら
な

い
。
論
語

の
有
子

の
言

の

ご
と
く
、「
礼

を
以
て
こ
れ
を
節
せ
ざ

れ

ば
、
ま

た
行
う

べ
か
ら

ざ
る
」

こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
孟
子

は
孔
子

の

「
時
」

の
優
位
性

を
確
認

し
て

い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
孟
子

に
お
い
て

は
和

を
高
く
評
価
し
つ
つ
も

、
モ

の
絶
対
性

を
人
倫
の
場
に
お
い
て

は
認
め
て

い

な
い
こ
と
に
な
る
。
十
七
条
憲
法

に
お
け
る
よ
う
な
個
人

と
個
人

と
の
関
係

を
重
視
す
る
「
和
」
の
絶
対
に
近
い
権
威
は
存
在
し
て

い
な
い
。

し
か
し
孟

子
の
時
代

に
な
る
と
道
家

の
思
想

が
思
想
界

に
影

響
を
及

ぼ
し
て
く

る
。
道

家
、
こ
こ
で
は
特
に
老
子

を
と
り
あ
げ
る

が
、
こ
こ
で
和

は
中
国

の
古
代
思

想
に
大
き

く
と
り

あ
げ
ら
れ
、
儒
家
も
そ
の
影
響
を
受
け

る
こ
と
に
な
る
。

老
子
で

は
和
は
個
人

の
心
身
の
調
和
と
し
て
説

か
れ
て
い
る
。
無
為
自

然

の
道

を
体
得
し
た
者

を
嬰
児

に
譬
え
て
い

る
第
五
十
五
章

が
そ
れ
で

あ
る
。

「
徳

を
含
む
こ
と
の
厚
き

は
赤
子
に
比
す
。
蜂
墓
誌
蛇
も
さ
さ
ず
、
授
鳥
も

40



搏
た
ず
、
骨
弱
く
筋
柔
か
く
し
て
握
る
こ
と
固
し
…
…
終
日
号
い
て
嗄
れ
ず
。

和
の
至
り

な
り

。」

と
述

べ
、
更

に
「
和
を
知
る

を
常
と
日
い

、
常

を

知

る

を
明
と
日
う
。
」
と
つ
づ
け
て
い
る
。
「
常
」
と
は
無
為
自
然
の
道
の
あ
り
か

た
モ
の
も

の
を
指
す

老
子

の
用

語
で
あ

る
。
和

の
至
り

は
、

‘
絶
対

な
る
道
そ

の
も

の
で
あ

る
。
し
か
し
調

和
と
は
個
別

の
特
殊
性

の
上

に
な
り

た
つ
も
の

で
あ

る
た
め
、
こ
の
調

和
の
至
り

は
そ
の
特
殊
性

を
否

定
し
て
「
そ
の
光
り

を
和
ら

げ
、
そ
の
塵
を
同

じ
く
す
る
」
（
和

光
同

塵
）

こ
と
に
な
る
。

第

五

十
五
章

に
つ

づ
い
て
第
五
十

六
章
は
、「

道
」

の
絶
対

性
に
よ

っ
て
調

和

の

も
つ
個
別

の
特

殊
性

を
超
え
、
も
は
や
「
和
」
で
は
な
く
、
又
「
同

」
で
も

な
い
も
の
、
「
玄
同

」
に
到
達
し
て
い
る
。「

和
」
を
使
用

せ

ず

、「
同
」
に

神
秘
的

な
根
源

存
在
を
示

す
「
玄
」
を
附
し
て
い
る
こ
と
に
著
目
す

べ
き
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
第
五
十
六
章
は
説
く
。

「

知
る
者
は
言
は
ず

、
言
う
者
は
知
ら
ず
、
そ
の
兌
（
欲
望

の
穴
）

を
塞

さ
ぎ
、
そ
の
門
（
情
欲

の
門
）

を
閉

ざ
し
。
そ

の
鋭

を
挫
き

、
そ
の
紛
を
解

き

、
そ

の
光

を
和
ら

げ
、
そ
の
塵
を
同

じ
く
す

。
こ
れ
を
玄
同

と
謂
う
。
故

に
得
て
親
し
む
べ
か
ら
ず
、
得
て
疎
ん
ず
ぺ
か
ら
ず
。
得
て
利
す
べ
か
ら
ず
、

得
て
害
す

べ
か
ら
ず
、
得
て
貴
ぶ

べ
か
ら
ず
、
得
て
賤
し
む

べ
か
ら
ず
。
故

に
天
下

の
貴

と
な
る
」
と
。
「
和
其
光
、
同

其
塵
、
是
謂
玄
同
、
」

の「
其
光
」

と
は
、
自
己
の
英
智
の
光
を
指
し
、
和
と
は
、
そ
の
光
り
が
他
者
と
こ
と
な

る
と
こ

ろ
が
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
で
、
そ
の
塵

を
同
じ
く

す
る
と
い
う
表

現
に
よ
っ
て
、
そ
の
英
智
の
光
り

を
保
持
し
た
ま
ま
で

や
わ
ら
げ
る
こ

と
で

は
な
い
こ
と

が
強
調

さ
れ
て
い

る
。
そ
こ

か
ら
儒
家

の
和

と
同

と
の
対

立
を

超
え

た
絶
対

的
な
調
和
で
あ
る
「

玄
同
」

が
導
き

だ
さ
れ
て

い

る
。「

玄
」

と
は
お
く
ぶ
か
い
暗

く
見
え

な
い
神
秘
性

を
し
め
し
。
和

を
超
越
し
た
、
よ

り
適
切

な
用

語
を
提
出
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
か
く
て
玄
和
で
も
大
和
で
も

な
く
玄
同

と
い
う
語

が
提
出

さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

人
間
の
心
身
が
和
光
同
塵
に
よ
っ
て
最
高
の
調
和
の
状
態
―
玄
同
―

に
い
た

る

よ

う

に
、「

道
」

も
ま
た
「
和
光
同
塵
」
で
あ
る
最
高
の

存

在

―

時
間
空
間

を
超
え
た
最
高
の
調

和
を
え

た
な
に
も

の
か
で
あ
る
。
老
子

第
四
章

は
言
う
。
「
道

は
冲
し
け
れ
ど
も
、
こ

れ
を
用

い
て
つ
ね
に
盈
た
ず
、

淵

と
し
て
万
物

の
宗
に
似

た
り
。
そ
の
鋭
を
く
じ

き
、
そ
の
紛
を
解
き
、
そ

の
光
り

を
和

げ
、
そ
の
塵

を
同
じ
く
す
。
湛
と
し
て

つ
ね
に
存
す
る
に
似
た

り
。
吾

れ
誰

れ
の
子

な
る
か
を
知
ら
ず
、
帝
の
先

に
象

た
り

。」

と
。

人

も

道

も
至
高

の
状
態

に
お
い
て
一
つ
と
言
え
る
の
で

あ
る
。
こ
こ
か
ら
聖
と
か

智
と
か
い
う
相
対

的
存
在

は
否
定

さ
れ
る
。
第
十
九
章
に
言

う
。「
聖

を

絶

ち
智
を
棄
つ
れ
ば

、
民
利
百
倍
す
。
仁

を
絶
ち
義

を
棄
つ
れ
ぱ
、
民
は
孝
慈

に
復
る
。
巧

を
絶

ち
利
を
棄
つ

れ
ぱ
盗
賊
有
る
こ

と
な
し

。」
と
。
老

子

で

は
こ
の
よ
う
な
立
場
に
あ
る
こ
と
が
、
戦
争
否
定
と
い
う
主
張
を
生
ん
だ
と

言
え

る
。

こ
こ
で
老
子
に
お
け
る
戦
争
観
に
つ
い
て
若
干
ふ
れ
て
お
こ
う
。
『
老
子
』

書
に
お
い
て
論
じ
て
い
る
章
は
第
三
十
、
三
十
一
、
六
十
八
、
六
十
九
章
で

あ
る
が
、
そ
の
中

心
は
第
三
十
一
章
に
あ
る
。「

そ
れ
た
だ
兵

は
、
不

祥

の

器

、
物
つ
ね
に
こ
れ
を
悪

む
。
故
に
有
道
者
は
処
ら
ず
。
君
子

、
居

れ
ば
則

ち
左
を
貴
び

、
兵

を
用
う
れ
ぱ
則

ち
右

を
貴

ぶ
。
兵

は
不

祥
の
器
、
君
子

の
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器
に
あ
ら
ず
、
已
む
を
得
ず
し
て
こ
れ
を
用
う
れ
ば
恬
淡
を
上
と
為
し
、
勝

ち
て
美
と
せ
ず
、
も
し
こ
れ
を
美
と
す
れ
ば
、
こ
れ
人
を
殺
す
を
楽
し
む
な

り
。
そ
れ
人
を
殺
す

を
楽
し

め
ば
、
則

ち
以
て
志

を
天
下

に
得

べ
か
ら
ず
。

吉
事

忙
は
左
を
尚

び
、
凶
事
に

は
右

を
尚

ぶ
。

偏
将
軍

は
左

に
居
り

、
上
将

軍
は
右
に
居
る
。
喪
礼

を
以
て
こ
れ

に
処

る
を
言
う

な
り
。
人

を
殺

す
こ
と

の
衆
き

、
哀
悲

を
以
て
こ
れ

に
の
ぞ
み

、
戦
い
勝
つ
も
喪
礼

を
以
て
こ

れ
に

処

る
。」
と

、
第
三
十
章

は
「
道

を
以
て
人
主

を
佐
く
る
者

は
、

兵

を
以

て

天
下

に
強
な
ら
ず

。」
と
言
い

、
第
六
十
八

章

は
「
不

争
之
徳
」

を
説

き
、

第
六
十
九
章
は
受
身

の
戦
争

を
ぱ
、「
兵

を
用
う

る
に
言
え

る
あ
り

。吾

れ
敢

て
主
と
為
ち
ず
し
て
客
と
な
る
。
」
と
述
べ
て
主
張
し
て
い
る
。

以
上

が
老
子
に

お
け

る
戦
争
否
定
論

で
あ
り

、
平
和
論
に

つ
づ
く
も

の
で

あ
る

が
、
同
じ
く
「
和
」
（
調
和
）

か
ら
出
発
し
て
も

、
道
家
と
儒
家

と

の

思
想
的
相
違

が
ど
こ

か
ら
生

ず
る
か
は
或
る
程
度
理
解
で
き

る
で
あ
ろ

う
。

例
え

ば
「
和
」
に
は
「
講
和
」

の
原
義

が
あ
る

が
、
こ
れ
は
両
者

が
過
去

を

水
忙
流
し
て
対
等
に
仲
直
り
す

る
こ

と
そ
の
も

の
。で
は
な
い
。
左
伝

の「
和
」

と
「
同
」
の
相
違
も
こ
こ
に
あ

る
。
孟
子
も
堯
舜
時
代

と
い
う
平
和

な
理
想

の
時
代

を
想
定
す
る

が
、
王

道
に
背
く
者

が
存
在
す
れ
ば
、
王

者
の

征
伐
は

肯
定
さ
れ
る
。
殿
王
朝
の
紂
王
も
道
に
背
け
ば
一
介
の
匹
夫
で
あ
っ
て
、
臣

下
か
ら
征
伐
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
反
逆
で
ぱ
な
い
の
で
あ
る
。
戦

争

の
評
価
は
道
義
に
も

と
づ
い
て
行

わ
れ
る
の

が
儒
家
で
あ
り
、
正

義
の
戦

争
は
認
容
さ
れ
る
。
老
子
で
は
戦
争
自
体
が
悪
と
し
て
絶
対
の
立
場
か
ら
否

定
さ
れ
る
。
儒
家
は
「
礼
」
と
い
う
節
度
を
恚
つ
調
和
の
立
場
か
ら
正
義
の

戦
争
を
認
め
、
老
子
は
絶
対
的
調
和
の
立
場
か
ら
否
定
す
る
と
言
っ
て
よ
い

で
あ
ろ
う
。

道
家

に
お
け
る
人
と
天

と
の
境
界

の
消
滅
は

、
当
然
の
こ
と
な

が
ら
、
戦

錮
中
期
以

降
に
お
け
る
折
中
学
派
の
流
行

と
と
も
に
儒
家
に
も
影
響
を
お
よ

ぼ
し
、
特
に
儒
家
の
論
文
集
と
言
え
る
『
礼
記
』
中
に
我

々
は
そ
れ
を
読

む

の
で
あ
る
。
ま
ず
『
楽
記
』
で
あ
る
。
こ

の
論
文

は
「
和
」
が
非

常
に
多
く

使
用
さ
れ
て
い
る
が
い
礼
と
楽
を
重
ず
る
儒
家
と
し
て
、
そ
の
音
楽
論
に
お

い
て
は
当

然
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
「
そ
の
音
の

起

る

は
人
心
よ
り
生

ず
る
な
り

、
」
と
説
き

お
こ
し
、
心

が
外

物
に
ふ
れ
て
声
（
音

楽
）

が
生

ず
る
と
し
、「
大

楽
は
天
地
と
和
を
同

う
し

、
大
礼

は
天
地

と

節

を
同
う
す

。」

と
結

ん
で
い

る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
楽

と
礼

と
を
天
地
（
天

、

あ

る
い
は
道
）
と
連
続

さ
せ

た
も
の
で
あ
り

、
絶
対

の
段

階
に
お
い
て
、
音

楽

と
天
地

と
和
と

が
、
又
礼

と
天
地
と
節
と
が
一

つ
に
結

ば
れ
る
こ

と
を
言

う
も
の
で
あ

る
。

な
お
礼

と
楽
は
実
は
一
つ
の
も

の
と
考
え

て
よ
い

の
で
あ

っ
て

、
別
個
に
存
在
す

る
も

の
で
な
く
、「
礼
楽
」

と
し

て
一

つ
の
も

の

で

あ

る
。
す

な
わ
ち
論
語

の
有
子
言
の
「
礼

・
和

・
節
」

が
、
老
子
思
想
の
影

響
で
天
地
と
む
す

び
つ
い

た
も
の
で
あ
ろ
う
。

礼
記
に
更
に
重
要

な
一
編

が
あ
る
。
『
中
庸
』

で
あ

る
。
そ

の
巻
頭

に

次

の
章

が
あ

る
。
「
天
命

を
性

と
謂
い
、
性
に
率

う
を
道

と
謂
い

、
道
を

修

む

る
を
教
と
謂
う
。
道
な

る
も

の
は

、
須
臾

も
離

る
べ
か
ら

ざ
る
な
り
。
離
る

べ
ぎ
は
道
に
非

る
な
り
。
こ

の
故
に
君
子

は
そ
の
睹
え

ざ
る
と
こ
ろ
に
も
戒

慎
し
、
そ
の
聞
え
ざ
る
と
こ
ろ
に
も
恐
懽
す
。
隠
れ
た
る
よ
り
見
は
る
る
は



な

く

、

微

か

な

る

よ

り

顕

ら

か

な

る

な

し

。

故

に

君

子

は

そ

の

独

を

慎

む

。

喜
怒
哀
楽
の
未
だ
発
せ
ざ
る
、
こ
れ
を
中
と
謂
い
、
発
し
て
皆
節
に
中
る
。

こ

れ

を

和

と

謂

う

。

中

な

る

も

の

は

天

下

の

大

本

な

り

。

和

な

る

も

の

は

天

下

の

達

道

な

り

。

中

和

を

致

せ

ば

、

天

地

位

し

、

万

物

育

す

。
」

と

。

こ

の

解

釈

は

時

代

に

よ

り

学

派

に

よ

り

い

ろ

い

ろ

あ

り

う

る

が

、

我

々

の

問

題

と

し

て

い

る

視

点

か

ら

み

る

と

、

喜

怒

哀

楽

の

あ

ら

わ

れ

な

い

根

源

的

状

態

が

「

中

」

で

そ

れ

が

天

下

万

物

の

大

本

で

あ

る

が

、

「

和

」

は

そ

れ

が

現

実

に

あ

ら

わ

れ

た

と

き

、

節

度

に

か

な

っ

た

状

態

が

「

和

」

と

い

う

こ

と

に

な

り

、

そ

の

「

中

和

」

が

最

高

の

理

想

的

状

態

に

あ

る

と

き

、

天

地

が

安

定

し

万

物

が

生

育

す

る

と

し

て

よ

か

ろ

う

。

人

の

心

と

天

地

万

物

と

が

こ

こ

で

は

、

中

和

に

よ

っ

て

む

す

ぱ

れ

て

い

る

。

楽

記

と

同

じ

と

言

っ

て

よ

か

ろ

う

。

し

か

し

『

中

庸

』

篇

で

興

味

が

あ

る

の

は

、

こ

の

よ

う

に

巻

頭

の

第

一

章

に

「

中

和

」

を

提

出

し

た

の

に

、

そ

れ

が

以

後

に

つ

づ

い

て

い

な

い

こ

と

で

あ

る

。

以

後

は

「

中

庸

」

が

中

心

の

重

要

な

概

念

と

し

て

出

て

来

て

い

る

こ

と

で

あ

る

。

そ

の

理

由

は

、

お

そ

ら

く

和

は

こ

れ

ま

で

検

討

し

て

来

た

よ

う

に

礼

楽

に

強

く

関

連

性

の

あ

る

概

念

で

あ

る

。

故

に

礼

楽

で

は

な

く

、

そ

れ

以

前

で

あ

り

、

そ

の

大

本

に

あ

る

も

の

を

論

ず

る

と

き

、

和

は

横

に

ど

け

て

「

中

」

と

、

そ

の

連

語

で

あ

る

「

中

庸

」

と

を

出

し

て

き

た

の

で

あ

ろ

う

。

す

な

わ

ち

『

中

庸

』

篇

で

は

和

は

中

に

比

し

て

現

実

的

で

二

次

的

と

さ

れ

て

い

る

と

言

え

よ

う

。

む

す

び

に

十

七

条

憲

法

第

一

章

の

第

一
句

で

あ

る
「

以

和

為

貴

」

が
論
語

学

而

篇

の

有

子

言

に

近

似

す

る
こ

と

か
ら

考

察

を

は
じ

め

た

が

、
こ

の

句

は
有

子

言

の

大

前

提

で

あ

る
「

礼

」

と

和

と

の
関

係

を
切

除
し

た
も

の

で

、
全

く

の
断

章

取

義

的

用

法

で

あ

り

、

中
国

の

古
代

思
想

史

か

ら

も
断

絶

し

て

い

る

こ

と

が

明

白

に

な

っ

た
。

し

か
し

そ

れ

だ

か

ち
価

値

が

低

い

と

は
言

え

な

い

の
で

あ

っ
て

、
第

一
条

全

文

を
通

読

す

る

と

き

、

個

人

と

個
人

と

の
関

係

を

重

視

し

て

、
新

し

い
国

家

の
秩

序

を

建

て

よ

う

と

し

、
「

和
」

の

絶
対

的

必
要

性

を

説

い

て

い

る

こ

と

に
な

る
。

で

は

こ

の

必

要

性

に

も

と

づ

く

「
和

」

の

権

威

は

ど

こ

に
置

か

れ

て
い

る

の

で

あ

ろ

う

か

。

中
国

人

な
ら

当

然

「

論

語
」
。と

い

う

経

書

の
権

威

に
基

礎

づ
け

る

で

あ

ろ

う

に

、

そ

れ

は
極

め
て

薄

弱

で

あ

る

。
考

え

ら

れ

る

と
す

れ

ば
、

聖

徳

太

子

の

権

威

で

あ

る

か

、
あ

る

い
は

仏

教

の

権

威

で

あ

ろ

う

。
そ

の
二

者

ど
も

か
も

知

れ

ぬ
。

仏

教

か
ら

の
思

想

的

淵

源

と

し

て

は

、
あ

る

い

は

「
六

和
敬

」

が
あ

っ

た
と

も

思

わ

れ

る

が

。
識

者

の

御

示

教

を

お
願

い

し

た

い
。

以

上

、
中

国

古

典
に

お
け

る

和

に

つ
い

て

若

干

の

考

察

を

し

て

、
論

語

や

老

子

の

和

と

日
本

の
十

七

条

憲

法

に

お

け

る

、

個
人

間

の

和
順

の

意
味

の

強

い

「

和
」

の

関
連

の

有

無

、
相

違

の

質

に

つ

い

て

述

べ
た

次

第

で

あ

る
。

尚

、
戦

争

否

定

で

は

有

名

な

墨

子
に

お
け

る
「

和

」

は

、

ほ
と

ん

ど

そ

の

思
想

の
中

に

ふ
く

ま

れ

て

い

な

い

し

、
日

本

へ
の

影

響

を

認

め
ら

れ

な

い

の

で
省

略
し

た
。

（
１
）
　
論
語
の
「
礼
之
用
和
為
貴
」
の
読
法
と
し
て
、
「
礼
之
用
、
和
為
貴
」
と
切
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る
宋
儒
の
説

が
あ
る
が
、
聖
徳

太
子
の
時
代
に

お
け
る
読
法
で
は
な
く
、
又
解

釈
学
上
か
ら
も
採
用
し

な
い
。
吉
川
幸
次
郎

『
論
語
』
（
中
国
古
典

選
、

朝

日

新
聞
社
刊
）

な
ど

参
照

の
こ
と

。
な
お
此
の
章

の
有
子
と

は
孔
子
の
弟
子
有
若

の
こ
と
で
。
曽
子
と
と
も
に
「
子
」
と
称
せ
ら

れ
て
い

る
こ
と
か
ら
。
お
そ
ら

く
孔
子
歿
後
の
有

力
者
で
あ

っ
て
、
礼
を
重
視

す
る
と
と

も
に
そ
れ

を
貫
く
精

神
と
し
て
「
和
」
を
重
ん
じ
た
と
考
え
ら
れ

る
。

（
２
）
　
白
川
静
氏
は
「
口
」
を
コ
ウ
（
く
ち
）
で
な
く
て
、
サ
イ
（
盟
約
に
使
用
す

る
祭
器
）
と
し
て

、
講
和
の
意
と
す
る
。
私
見
は
コ

ウ
音
の
と

サ
イ
音
の
二
字

が
存
在
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

（

さ

と

う

・
い

ち

ろ
う

、

中

国

哲

学

。
北

海

道

大

学

名

誉

教

授

）
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