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〈
韓

日
合

同

学

術

大
会

４

〉

日
本
と
韓
国
に
お
げ
る
儒
教
の
比
較
研
究
に
向
け
て

1
.
は
じ
め
に

数
年
前

に
私

は
、
中
国
儒
教

の
受

容
史
と
い
う
形
式

の
叙
述
で

は
な
く
、

東

ア
ジ
ア
の
近
世
社
会

に
お
け

る
思

想
動
向
の
比
較
と

い
う
視
座

か
ら

、
徳

川

日
本
や
朝
鮮

の
儒

教
を
描
く
た
め
の
方
法
論
に
つ
い
て
発
表

し
た
。
今
回

の
発
表
で

は
、
そ
こ
に
お
け

る
問
題
意
識
を
持
続
し
な
が
ら
、
徳
川

日
本
と

朝
鮮
の
儒
教
に
つ
い
て

、
も
う
少
し
具
体
的
か
つ
明
示

的
な
議
論
を
展
開
し

た

い
と
考
え
て

い
る
。

と
こ
ろ
で
、
前
述
の
論
文
に
お

い
て
私
が
提
起
し
た
主
な
こ
と
は
、
つ
ぎ

の
二
つ
で
あ

っ
た
。
一
つ
は
、
中
国
儒
教
、
と
り
わ
け
朱
子
学
の
受
容
・
変

容
と
い
う
経
過
と
し
て
で
は
な
く
、
朱
子
学
を

い
わ
ば
〈

ゼ
ロ
記
号
〉
と
捉

え
、
近
世
東
ア
ジ
ア
の
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
－

明
・
清
期
の
中
国
、
そ
れ

に

徳
川
日
本
・
朝
鮮
・
ヴ
ェ
ト

ナ
ム
が
該
当
す
る
Ｉ

に
お
け
る
儒
教
の
展
開

澤
　

井
　

啓
　

一

を

、

比

較
研

究

と

い

う

視

点

か
ら

理

解
す

る

必
要

が

あ

る

、

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。

い

ま

一

つ

は

、

従

来

の

儒

教
研

究

が

〈
言

説

（
ｄ
ｉｓ
ｃ
ｏ
ｕ
ｒ
ｓ
ｅ
）
）

の

分

析
に
偏
り
す
ぎ
て
い
て
、
〈
慣
習
的
実
践
（
ｐ
ｒ
ａ
ｃ
ｔ
ｉ
ｃ
ｅ
）
〉
の
生
産
と
い

う

観

点

に

欠
け

て

い

る
、

と

い
う

こ

と
で

あ

っ

た
。

た
し

か

に

儒

教

思

想

に

は

「
解

釈

学

」

の

傾

向

が

強

く

現

わ

れ

て

い

る
が

、

そ

れ

が

社

会

に

果

た

し

た
役

割

を

考

え

る

た

め

に

は
、

少

数

の

儒

者

の
思

想

的

営

為

に
よ

っ
て

生

産

さ

れ

た

〈
言

説

〉

ば

か
り

で

な
く

、

社

会

の

広
範

な

人

々

に
よ

っ
て

実

践

さ

れ

共

有

さ

れ

た

〈
プ

ラ

ク
テ

ィ

ス
〉

と

い

う

こ

と

に
着

目

す

る
必

要

が

あ

り

、

さ

ら

に
は

、

こ

う

し

た

〈
言
説

〉

と

〈
プ

ラ

ク

テ

ィ

ス
〉

と

の
関

連

を

考

え

る
こ

と

に

よ

っ
て

、

そ
れ

ぞ

れ
の

社

会

に

お

い
て

独
自

に
展

開
さ

れ

た
儒

教

の

特

質

を

明

ら

か

に
で

き

る

と
思

わ

れ

る
。

一
般

に
、

朝

鮮

と

徳
川

日

本

の
儒

教

に
つ

い
て

は

、

つ
ぎ

の
よ

う

な
評

価

が

与

え

ら

れ

て

い

る
。

朱

子

学

の
忠

実

な

継

承

を
志

向
し

た
朝

鮮

の
儒

教

は
、



き
わ
め
て
精
緻
な
形
而
上

学
を
発
展

さ
せ
る
と

と
も

に
、
『
文
公

家
礼
』
の

実
践
を
通
じ
て
、
強
固

な
社
会
的
規
範
と
し
て
人
々
の
意
識
を
拘
束
す
る
よ

う

に
な

っ
た
。
そ
の

結
果
、
国
家
統
合
の
側
面
で
は
有
効
な
機
能
を
も

た
ら

し
た
も
の
の
、

か
え

っ
て
社
会

の
変
容
を
阻
止
す
る
よ

う
な
役
割
を
果

た
し

た
。
一
方
、
徳
川
日

本
の
儒
教

は
、
朱
子
学
の
批
判
・
解
体

の
方
向

に
進
ん

で
。
独
自

の
儒
教
思

想
を
生
み

だ
し
、
ま
た

『
文
公
家
礼
』

と
い
っ
た
儒
教

儀
礼
が
社
会

の
な
か
に
定
着
す

る
こ
と
も
ほ
と

ん
ど
な

か
っ
た
。
徳
川
前
期

で

は
中
心
的
な
役
割

を
果

た
し
て

い
た
も
の
の
、
後
期

に
な
る
と
、
国
学
・

洋
学
な
ど

に
押

さ
れ
て

、
新

た
な
思
想

を
生
産
す
る
よ

り
も

、
基
礎
的

な
教

養
と
し
て
の
役
割
の

方
が
強

か
っ
た
。
し

か
し

、
そ
れ

ゆ
え

に
、
社
会

の
変

容

に
対
応
す

る
こ
と

、
あ
る
い
は
変
容
を
促
進
す
る
こ
と
も
可

能
と
な

っ
た
、

と

い
う
評
価
で

あ
る
。

こ

う
し

た
朝
鮮

と
徳
川

日
本
の
儒
教

に
お
け

る
全
般

的
な
傾
向
に
つ
い
て

は
、
私
も
異

論
は
な
い
。
た
だ
、
こ

れ
ら
の
評

価
は
、
た
と
え
そ
れ
が
事
実

で

あ
っ
た
に
し
て

も
、
比
較
研

究
と

い
う
点
か
ら
す

れ
ば
明
確
な
論
点
が
形

成

さ
れ
て

い
る
と
は
言
え
な
い
だ
ろ

う
。
と
り

わ
け

、
徳
川

日
本
の
儒
教
に

つ
い
て

は
、
独
自
性
・
多
様
性
と
い
う
傾
向

は
議
論

さ
れ
て
き
た
に
し
て

も
、

中
国
で

成
立
し
、
東
ア
ジ
ア
社
会
に
展

開
さ
れ
た
儒

教
思
想
そ
の
も
の
と
の

関
係
性

、
そ
う
し
た
関
係
性
の
な
か
で

、
個
々
の
儒

者
で
は
な
く
徳
川

日
本

の
儒
教

全
体
と
し
て

何
が
生
産
さ
れ

た
か
と
い
う
こ
と
は
十
分
に
説
明

さ
れ

て

い
な
い
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
そ
こ
で

、
ま
ず
最
初

に
、
徳
川

日
本
の
儒
教

を
ど

の
よ
う
な
枠
組
み
に
お
い
て

捉
え

る
か
と
い
う
問
題
か
ら
考
え
て

ゆ
く

こ

と

に
し

よ

う

。

２

．

徳

川

日

本

に

お

け

る

儒

教

の

展

開

と

そ

の

特

質

さ
き

に
述

べ

た

よ

う

に
、

徳

川

日

本

の

儒

教

は

、
朱

子

学

の
継

承

・
発

展

を

中

心

に

展

開

さ

れ

た
朝

鮮

の
儒

教

と

比

較
す

れ

ば

、

多

様
な

方

向

性

を

も

つ

。
朱

子

学

の

一

般

化

や
反

朱

子

学

的

な

陽

明

学

の
成

立

と

い

っ

た
中

国

の

明

代

で

展

開

さ

れ

た

動

向
を

、

あ

る

種

混

然

と

し

た
状

態

で
受

け

入
れ

る

こ

と

か

ら
出

発

し

た

徳

川

日
本

の

儒

教

（
藤

原

惺

窩

［
１
５
６
１
-１
６
１
９
］
／

林

罹

山

［
１
５
８
３
-
１
６
５
７
］
）

は
、

よ

り

純

化

さ

れ

た

朱

子

学

の

模

索

（
山

崎

闇

斎

［
１
６
１
８
-８
２
］
）

や

陽

明

学

へ

の
傾

斜

［
中

江

藤

樹

口
６
０
８
-４
８
］
／

熊

沢
蕃

山

「
1
6
1
9
-
9
1
」
）
と
い
う
事
態
を
経
て
、
や
が
て
朱
子
学
批
判
を
基
軸
と
し
て

独

自

な
思

想

を

生

み

だ
す

に

至

る

（
伊

藤

仁

斎

［
１
６
２
７
-１
７
０
５
］
／

荻

生

徂

徠

［
１
６
６
６
-
１
７
２
８
］
）　°

た
だ

、

こ
う

し

た

独

自

な

思

想

的

営

為

へ

の

方

向

づ

け

が

生

じ

た

か

ら

と

い

っ
て
、

朱

子

学

や

陽

明

学

へ

の

志

向

が
消

え

た
わ

け

で

は

な

く

、

後

期

に
な

る

と

、
そ

れ

ら

の
見

直

し

も

行

わ

れ

た

（
柴

野

栗

山

［
１
７
３
６
-１
８
０
７
］
／

大

塩

中

斎

口
７
９
２
-１
８
３
７
］
）
°

ま

た
、

儒

教

思

想

の

展

開

か

ら

成

立

し

た

独

自

性

へ

の
志

向

は
、

む

し

ろ

国

学

に
継

承

さ
れ

（
賀

茂

真

淵

［
１
６
９
７
-
１
７
６
９
］
／

本
居

宣

長

［
１
７
３
０
-
１
８
０
１
］
）
’

儒

教

思

想
そ

の
も

の

は

、

従

来

の

学

派

に
捉

わ

れ

な

い
折

衷

的

な

傾

向

（
井

上

金

峨

［
１
７
３
２
-８
４
］
）

に

進

む

と

と

も

に
、

西

欧

の

学

問
を

理

解

す

る
た

め
の

基

礎

的
教

養

と
し

て

も

機

能

し

た

（
三

浦

梅

園

［
１
７
２
３
-８
９
］
）
°

こ

う

し

た

多

様

な

方

向

へ

の
展

開

は

、

た
と

え

ば

古

代

・
中
世

に

お
け

る



仏

教
思

想

に

お

い
て

も

認

め

ら

れ

、

日

本
思

想

に

お
け

る

一

つ

の

傾

向

＝
体

質

（
ｄ
ｉｓ
ｐ
ｏ
ｓ
ｉｔ
ｉｏ
ｎ
）

と
考

え

て

よ

い

だ

ろ

う
。

だ

が

、

こ

う

し

た

傾

向

＝
体

質

を

認

め

る

こ
と

は

、

徳

川

日

本

の

儒

教

思

想

に

つ

い

て

議

論

す

る
際

の

中

心

軸

を
喪

失

す

る

こ

と

に

も

な

り

か

ね

な

い

。

東

ア

ジ

ア

社

会

に

お
け

る

儒

教

思

想

の

展

開

の

な

か
で

、

徳

川

日

本

の

儒

教

が

い

っ
た

い

何

を

生

産

し

た

の

か

と

い

う

問
題

が

不

明

瞭

に
な

る

か
ら

で

あ

る

。

私

自

身

は

、

日

本

儒

教

の

多

様

性

を

認

め

な

が

ら

も

、

そ

の

中

心

に

、

仁

斎

・

徂

徠

に
よ

っ
て

展

開

さ

れ

、

や

が

て
宣

長

や

梅

園

な

ど

に

継

承

さ

れ

て

い

っ
た

思

想

的

動

向

を

置

く

こ

と

が

で

き

る

と

考

え

て

い

る
。

も

ち

ろ

ん

、

こ

の

思

想

動

向

は
、

学

派

的

な

継

承

、

つ

ま

り

師

の

論

説

を

継

承

し

発

展

さ

せ

る

と

い

う

形

態

で

あ

る

よ

り

も

、

先

行
す

る

議

論

の

批

判

・
否

定

を

繰

り

返

す

と

い

う

形

態

を

と

っ

て

展

開

さ

れ

て

い

た

。

仁

斎

・

徂

徠

を

中

心

に

置

く

の

は

、

朱

子

学

を

批
判

し

た

か
ら

と

い
う

理

由

だ

け

で

は

な

い

。

か
れ

ら

は
、

た
し

か
に

ミ

ク

ロ
コ

ス

モ

ス
と

マ

ク

ロ

コ

ス

モ

ス
と

が

同

一

の

原

理

に
基

づ

く

と

い
う

朱

子

学

の

言

説

を

解

体

さ
せ

た

の

だ

が

、

そ

れ

を

可

能
と

し

た
も

の

は
、

か
れ

ら

の

〈
認

識

論

〉

的

な
方

法

で

あ

っ
た

。

か
れ

ら

は
、

従

来

の

「
字

義

」

的

解

釈

で

は

な

く

、

言
語

と

指

示

対

象

と

の

関

係

に
着

目

し

、
そ

こ

か
ら

テ

ク

ス

ト

に
内

在

さ
れ

た

意
味

を

明

ら

か

に
す

る
よ

う

な
方

法

に
基

づ

い
て

、

儒

教

の

テ

ク

ス

ト
を

解

釈
し

た

。

そ

う

し

た
方

法

論

に

お
け

る

前
提

に

は
、

語

（
記

号

表

現

）

と

意

味

（
記

号

内

容

）

と

の

間

に
固

定
的

な

関
係

は

な
く

、

表

現

主

体

（
記

号

の
使

用
者

）

の

意

図

に
従

っ
て

多

様

に
変

化

す

る

と

い

う

言
語

観

が

あ

り

、
同

時

に
、

言

語

の

そ

う

し

た

性

質

に
基

づ

く

多

様
性

を
排

除

す

る

た

め
の

〈
認

識

論
〉

的

な

手

続

き

が

求

め

ら

れ

て

い

た
。

か

れ

ら

は
、

特

定

の

儒

教

テ

ク

ス
ト

を

特

権

化

し

た

が

、

そ

れ

は

、

こ

れ
ら

特

定

の

テ

ク

ス

ト
の

み

に

、

表

現

主

体

―
―
た
と
え
ば
、
『
論
語
』
で
い
え
ば
孔
子
や
そ
の
弟
子
１
に
よ
っ
て
、

そ

の

首

尾

一
貫

し

た
意

図

を

読

み

と

れ

る

よ
う

な
、

言

語

表

現

上

の

工

夫

が

な

さ

れ

て

い

る
と

い

う

理
解

が
あ

っ
た

か
ら

で

あ

る
。

つ

ま
り

。

か
れ

ら

の

解

釈

学

で

は

、

言

語

に
人

間

の

意

識

の

代

理

＝

表

象

（
ｒ
ｅ
ｐ
ｒ
ｅ
ｓ
ｅ
ｎ
ｔ
ａ
ｔ
ｉｏ
ｎ
）

と

い

う

地

位

が

与

え

ら

れ
て

い

た
が

、

そ

う
し

た

言
語

理
解

を

媒

介

と

し

て

、

テ

ク

ス

ト
全

体

を

秩

序

づ

け

て

い

る
表

現

主

体

の

意

識

を

、
〈
認

識

論

〉

的

な

手

続

き

に
従

っ
て

テ

ク

ス

ト
の

文

脈

か
ら

読

み
解

く

と

い
う

こ
と

が

行

な

わ

れ

た

の

で

あ

る
。

か

く
し

て

、

か

れ

ら

は

、
儒

教

テ

ク

ス

ト

か
ら

古

代

世

界

を

呼

び

起

こ

し

た

の

だ
が

、

そ

れ

は

、
朱

子

学

の

よ

う
な

同

一
性

の
原

理

で

は

な

く

、

自

分

た

ち

の

モ

デ

ル
と

な

り

う

る
古

代

＝
原

型

的

世

界

そ

の

も

の
―
―
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
は
断
片
に
す
ぎ
な
い
が
、
そ
れ
ら
の
集
積
か
ら
全

体

が

復

元

可

能

だ

と

信

じ
ら

れ
て

い

た
Ｉ

で

あ

っ
た

。

朱

子

学

の

〈
存

在

論

〉

的

な

パ
ラ

ダ

イ

ム

か

ら

、

仁

斎

・

徂

徠

に

よ

る

〈
認
識
論
〉
的
な
パ
ラ
ダ
イ
ム
ヘ
の
転
換
と
い
う
こ
と
の
ほ
か
に
、
徳
川
日

本

の
儒

教

が

生

産

し

た

も

の

は

、
政

治

＝
経

済

プ

ラ

ク

テ

ィ

ス

で

あ

る
。

そ

れ

は
、

中

世

後

期

に

社

会

全

体

に
広

が

り

は

じ

め

、

近

代

に

至

る

ま
で

日
本

社
会
の
重
要
な
構
成
単
位
と
な
っ
た
イ
エ
に
関
わ
る
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
で
あ
っ

た
。

徳

川

日

本

の
儒

者

は

、

こ

の
イ

エ
を

、

中

国

儒

教

に

お

い

て

重
要

な
社

会

構

成

単
位

で

あ

っ
た

「
家

」

と
同

一
視

す

る

傾

向

が

あ

っ
た

が

、

本
質

的



に
は
性
格
を
異
に
し
て

い
る
。
「
家
」
が

厳
密
な
父

系
的

血
縁
集
団
で

あ
る

の
に
対

し
、
イ

エ
は
、
疑
似
的
な
血
縁
意
識
が
介
在
す
る
に
し
て
も
、
む

し

ろ

イ
エ
自
身

が
も
つ
社
会
的
機
能
（
家
業
）

の
継
承
を
目
的
と
し
た
経
営
集

団
で

あ
る
。
こ
う
し
た
イ
エ
の
継
承

・
発
展

は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
社
会

的
に
有

益
な
行
為

と
見
な
さ
れ
、
そ
れ

を
奨
励

す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

徳
川

日
本

の
儒
者
は
、
イ
ェ
の
継
承
・
発
展

に
儒
教
の

〈
孝
〉
と
い
う
実
践

規
範

を
充
当

し
た
。

つ
ま
り
、
「
家
業

に
励
み

、
家
名
を
揚
げ
る
」

こ
と
が

、

〈
孝
〉
の
最
も
重
要

な
内
容

と
さ
れ

た
。

ま
た
、
徳
川

時
代

の
政

治
体
制
で

あ

る
幕
藩
体
制

は
、

徳
川
家
や
藩
主
の
家
を
中

心
と
し

た
武
士

の
イ

エ
集
団

に
よ
る
「
家
職
国
家
」
と

い
う
性
格
を
有
し
て

い
た

か
ら

、
家
業
の
励
行
は

〈
忠
〉
で
も
あ
る
と
理
解

さ
れ
た
。
こ
こ

に
〈
忠
孝

一
致
〉
と

い
う
日
本
儒

教
独
自
と
称
さ
れ
る
実
践
規
範
が
成
立
す
る
が
、
そ
れ

は
同
時

に
、
イ

エ
の

社
会
的
機
能
を
儒
教
思
想
に
よ

っ
て
正

当
化
す

る
こ
と
で
も
あ

っ
た
。
徳
川

前
期

に
は
、
「
士
道
論
」
「
武
士
道
」
と

い
っ
た
武
士
身
分
の
プ

ラ
ク
テ
ィ
ス

に
関
す
る
議
論
が
中

心
で
あ

っ
た
が
、
中
期
に
な
る
と
、
社
会
全
体
が
イ

エ

集
団
に
よ
る
有
機
的
な
構
成
体
と
見
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
農
民
・
商
工

業
者
ま
で
も
含
め
た

「
職
能
論
」
が
盛
ん
と
な
る
。
こ
の
「
職
能
論
」
は
、

社
会
の
広
範
囲
な
階
層

に
お
け
る
プ
ラ

ク
テ
ィ

ス
を
儒
教
の
言
説
に
よ

っ
て

正

当
化

し
、
そ
れ

を
全
体
の
利

益
に
向
け
て

動
員
し

よ
う

と
す

る
も

の
で

あ

っ
た
と
い
え

よ
う
。
つ
ま
り
、
中

期
か
ら
後
期
に
か
け
て
日
本
儒
教
が
大

量

に
生
産
し
た
「
経
世
済
民
論
」

は
、
こ
う
し

た
政
治

―
経
済
プ
ラ
ク
テ
ィ

ス
に
関

わ
る
言
説
で
あ

っ
た
と
い
う
こ

と
で

あ
る
。

３

．

朝

鮮

に

お

け

る

儒

教

の

展

開

と

そ

の

特

質

朝

鮮

に

お

け

る

儒

教

の
展

開

は
、

朱

子

学

の

受

容

と

定

着

の
歴

史
と

い

わ

れ

て

い

る

。

も

ち

ろ

ん

、
儒

教

は
そ

れ

以

前

に

も

移

入

さ

れ

て

い

た
が

、

徳

川

期
以

前

の

日

本

と

同

様

に
仏

教

に
従

属

し

詩

文

中

心

の

も

の
で

あ
り

、

儒

教

が
社

会

全

般

に

多

大

な
影

響

を

与

え

る

よ

う

に

な

っ
た

の

は
、

高

麗

末

期

に

安
裕

［

１
２
４
３
-１
３
０
６
］
が

朱

子

学

を

も

た

ら

し

て

か
ら

の

こ
と

で

あ

る

。

新

た

に
李

氏

朝
鮮

が

創
建

さ

れ

る

と

、

鄭

道

伝

［

？
-１
３
９
８
］

な
ど

が

政
治

体

制

の
確

立

に
活

躍

し
、

朱

子

学

は

建

国

の

理

念

と

さ

れ

た
。

や

が

て

朱
子

学

は

、
朝

鮮

に

お
け

る
支

配

階

層

で

あ

る

両

班

に
受

け

入
れ

ら

れ

、

か

れ
ら

の

人

格

形

成

の
基

盤

と

な

る

。

両

班

は

、
新

興

の
中

小

地

主

層

で

あ

っ
た
が

、

文

臣

の

地

位

を

独

占

す

る

と

と
も

に

、

官
職

に

つ
け

な

い
と

き

は

郷

里
の

農

村

に
お

い
て

学

問

や

教

導

に

従
事

し

た

。

と
り

わ
け

、

嶺

南

（
慶

尚

道
）

の

吉

再

［

１
３
５
３
-１
４
１
９
］

の

門
下

に
よ

っ

て
士

林

派

が
形

成

さ

れ

、

四

度

に

わ

た

る
士

禍

の
す

え

に
士

林

派

の
政

権

を

確

立
す

る

に
至

る

と

、

朝

鮮

の
朱

子

学

は
両

班

に
よ

っ
て

独

占

さ

れ

、
支

配

層

た

る

か
れ

ら

を

再

生

産

す

る
た

め

の

装

置

と

し

て

機

能

す

る

。

朱
子

学

の
理

論

的

展

開

は

、

こ

う

し

た
再

生

産

の

過

程

に

お

い

て

生

じ

て

お

り

、

李

退

渓

口
５
０
１
-７
０
］

や

李

栗

谷

［

１
５
３
６
-８
４
］

ら

に

よ

っ
て

〈
理

気

互

発

〉

説

・
〈
気

発

理
乗

〉

説

な

ど

が

提

起

さ

れ

た

。

だ

が

、

同
時

に

、
こ

う

し

た

学

説

は

両

班

の

権
力

闘

争

の

道

具

と

も

な

り

、

退

渓

を

継
承

す

る
主

理

派

（
嶺

南

学

派

）
と

栗

谷

を

継

承

す

る

主

気

派

（

畿
湖

学

派

）

と

い
う

、

朝

鮮

末

期

ま

で

長

く

続

く

党

争
－

南



人

・
北

人

・
老

論

・
少

論

の

四

派

に

分

か

れ

る
Ｉ

の
発

端

と

な

っ
た

。

朝

鮮

後
期

に

な

る

と

、

こ

う

し

た

潮

流

の

な

か

か
ら

、
社

会

改

革

や

産

業

振

興

を

求

め

る

実

学

派

が

台

頭

す

る

。

か

れ

ら

の
活

動

は

、

社

会

制

度

か

ら

歴

史

や

言
語

の

研

究

ま

で

多

岐

に

わ

た

る

が

、

そ

の

中

心

を

な

し

た

の

は

、

南

人

派
か
ら
分
か
れ
た
李
■
［
１
６
８
１
-
１
７
６
３
］
や
丁
茶
山
［
１
７
６
２
-
１
８
３
６
］
の
星
湖

学

派

と

、

老

論

派

か

ら

分

か

れ

た

洪

大

容

［
１
７
３
１
-８
３
］

や

朴

趾

源

［
１
７
３
７
-１
８
０
５
］

の

北

学

派

で

あ

っ
た

。

し

か
し

、

こ

う

し

た
実

学

派

も

党

争

と

無

縁

で

は

な

く

、

と

り

わ

け

星

湖

学

派

の

な

か

に

、

西

欧

の

学

問

（
西

学

）

ば

か

り

で

な

く

、

キ
リ

ス

ト
教

（
天

主
教

）

を
信

仰

す

る

者

が

多

か

っ

た

た

め

に

弾

圧

さ

れ

、

ほ

ぼ

消

滅

し

た

。

こ
れ

以

降

、

朝

鮮

の

儒

教

は

、

末

期

に
趾

源

の

孫

の
珪

寿

［
１
８
０
７
-７
７
］

門

下

か

ら

開

化

派

が

成

立

す

る

こ

と

を

除
け

ば

、
朱

子

学

を

「
正

学

」

と
す

る

守
旧

的

な
風

潮

の

な

か

で

推

移

し

て

い

っ
た

。

朝
鮮

に

お
け

る

儒

教

の

展

開

が

朱
子

学

の
受

容

と
定

着

の

歴

史

と

い
わ

れ

て

い

る

の

は

、

こ

う

し

た

学

派

形

成

の

問

題

以

外

に

、
『
文

公

家

礼

』

と

い

っ
た
儒

教

の

祖

先

祭

祀

に
関

す

る

儀

礼

が

、

両

班

を

中

心

に

広

く

社

会

に

お

い
て

実

践

さ

れ

る

よ

う

に

な

っ
た

か

ら

で

あ

る

。
朱

子

学

で

は

、

法

秩

序

の

実

践
者

た

る

官

僚

層

が

、

同

時

に

宗

族

（
血

縁

共

同

体

）

秩

序

に

お
け

る

模

範

的
実

践

者

で

あ

る

こ

と

を

追

究

し

て

い
た

か

ら

、

祖

先

祭

祀

の
儀

礼

は

き

わ

め
て

重
要

な

意

味

を

も

っ
て

い
た

。

す

な

わ

ち

、

祖

先

祭

祀

は

儒

教

の

実

践
倫

理

規
範

の

根

底

を

な

す

〈
孝

〉

と

同

一

視

さ

れ

、

子

孫

の

祖

先

に

対

す

る

心

情

的

な

一
体

化

を

説

明

す

る

た

め

に

、

理

気

論

に

基

づ

く

「
合

理

的
」

な
説
明

が
導
人
さ
れ
た
の
で
あ

る
。
新
興
の
支
配
階
層
と
し
て

台
頭
し

て
き

た
両

班
は
、
み
ず
か
ら
の
人
格
形
成
と
、
支
配
者
と
し
て
の
資
格
を
獲

得
す

る
た
め
に
、
朱
子
学
の
祭
祀
儀
礼
を
受
け
人
れ
る
と
と
も
に
、
郷
里
に

お
け

る
教

導
に
よ

っ
て

広
く
浸
透
さ
せ
て

い
っ
た
。
だ
が
、
本
来
は
中
国

に

お
け
る
宗

族
の
プ
ラ

ク
テ
ィ

ス
で
あ
っ
た
祖
先
祭
祀
を
移
人
す
る
こ
と
は
、

朝
鮮
社
会
に
大
き
な
変
化
を
も
た
ら
し

た
。
従
来
の
葬
祭
プ
ラ

ク
テ
ィ
ス
か

ら

朱
子

学
に
基
づ
く
葬
祭
儀
礼
へ
の
移
行

は
、
そ
の
一
つ
の
例
証
で

あ
ろ

う

が
、
そ
れ
が
困
難
を
と
も

な
う
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
は
、
「
礼
訟
」
と
呼
ば

れ
る
朝
鮮

中
期
の
党
争
と
も
結
び
つ
い
た
儒
者
の
論
争
が
起
き
、
さ
ら
に
は

巫

俗
式
の
死

霊
祭
が
農
漁
村
や
女
性

た
ち

に
よ

っ
て
持
続
さ
れ
て
き
た
こ
と

か
ら

も
窺

う
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
朱
子
学
の
祭
祀
儀
礼
が
導
人
さ
れ
る
こ

と

に
よ
っ
て

、
朝

鮮
初
期
に
は
子
女
均
分
で
あ

っ
た
相
続
制
が
中
期
に
は
嫡

男
子

優
遇

へ
と
移
行
す
る
が
、
そ
れ

は
、
そ
れ
以
前
か
ら
存
在
し
た
父

系
的

な
親
族
構

成
を
よ
り
強
固
な
も
の
と
し
、
門
中

（
宗
中
）
と
呼
ば
れ
る
父
系

血
縁
集
団

を
社
会
構
成
上
の
基
本
単
位
と
し
て
確
立
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

門
中
は
、
日
本
の
イ
エ
が
―
―
も
ち
ろ
ん
儒
者
の
言
説
に
お
い
て
で
あ
る
が

―
―
「
職
能
」
集
団
と
し
て
、
各
集
団
に
属
す
る
人
々
を
社
会
全
体
の
な
か

に
有
機
的
に
結
び
つ
け
た
こ
と
と
対

比
し
て
言
え
ば
、
む
し
ろ
、
そ
の
強
固

な
血
縁
原

理

に
よ
る
団
結

に
よ

っ
て

、
各
集
団
そ
れ
ぞ
れ
が
社
会
の
な
か
で

独
立
性
を
主
張
し
、
統
合
と

は
逆
に
向
か
う
よ

う
な
機
能
を
果
た
し
た
と
思

わ
れ
る
。

朝
鮮
中

期

に
退
渓
や
栗
谷
ら
が
「
郷
約
」

を
作
成
し
て
村
落
秩
序
の
再

編



を
図
り
、
ま
た
後
期
に
実
学
派
が
さ
ま
ざ
ま
な
制
度
改
革
を
立
案
し
て
社
会

秩
序

の
再

構

築
を
目
指
し

だ
の
は
、

さ
き

に
述

べ
た
門
中

の
祭
祀

プ

ラ

ク

テ

ィ
ス
に
よ

っ
て
閉
止
さ
れ
て
い
る
社
会

シ
ス
テ

ム
の
在
り
方
を
打
開
し
よ

う
と
す
る
動
き
で
あ

っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。
「
郷

約
」

は
、
中
国
の

朱
子

学

的
な
「
郷
約
」
の
移
入
と

い
う
側
面

も
あ

っ
た
が
、
そ
れ
以
上
に
「
契
」
と

呼
ば
れ
る
伝
統
的
な
相
互
扶
助
組
織
を
活
用
し
た
点
で
、

た
と
え
そ
れ
が
統

治
的
色
彩
の
濃
い
も
の
で
あ

っ
た
に
し
て
も
、
朝
鮮
儒
教
独
自
の
政
治
＝
経

済
プ
ラ

ク
テ
ィ
ス
の
模
索
と
し
て

評
価
で
き
る
。
ま
た
、
実
学
派
の
改
革
は
、

党
争
の
な

か
で
結
果
的
に
挫
折
し
て

し
ま
う
が
、
産
業
技
術
の
改
良
や
通
商

貿
易
論
と
い

っ
た
実
際
的
な
政
治
＝
経
済
プ
ラ

ク
テ
ィ
ス

に
関
す
る
言
説
を

生
産
し
、
民
衆
社

会
ま
で

も
射
程
に
入
れ
た
議
論
を
展
開
し
て
い
た
。
そ
し

て

、
そ
れ
以

上
に
注
目
さ
れ
る
の
が
、
退
渓
や
栗
谷
ら
に
よ
る
理
論
構
築
の

問
題
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
党
争
を
引

き
起
こ
し
た
要
因
と
な

っ
た
非
現

実

的
な
形
而

上
学
と
し
て
批
判
さ
れ
る
こ
と
が
多

い
が
、
そ
う
し
た
側
面
が
あ

る
こ
と
を
認
め
た
う
え
で
、
朱
子

学
的
世
界
観
の

〈
存
在
論
〉
的
探
究
と
し

て
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ミ
ク

ロ
コ

ス
モ
ス
と

マ
ク
ロ
コ
ス
モ
ス
と
が

同
一
の
原
理
に
基
づ

く
と
い
う
朱
子

学
的
世
界

観

は
、
〈
理
〉
と

〈
気
〉

の

絶
妙
な
バ
ラ

ン
ス
の
う
え

に
成
り
立

っ
て

い
た
。
つ
ま
り
、
〈
理
〉

は
存
在

の
根
拠
で

あ
る
と
同
時
に
法

則
性
で

も
あ
る
と
説
明
さ
れ
、
そ
の
二
面
性

に

よ

っ
て
〈
気
〉
の
運
動
で

あ
る
諸
現

象
を
論
理
化
す
る
と

い
う
構
造
で
あ

っ

た
。
そ
れ
は
。
朱
子

の
言
説
に
お
い
て

は
と
り
あ
え
ず
整
合
性
を
保
っ
て

い

た
に
し
て

も
、
い

っ
た
ん
そ
こ
を
離
れ
る
と
不

安
定
な
も
の
で
あ

っ
た
。

退

渓
の

〈
理
気
互
発
〉
説
は
、
〈
理
〉
に
運
動

性
を
付
与
す

る
こ
と
に
よ

っ
て

〈
理
〉
の
絶
対
化
を
図
り
、
栗
谷
の
〈
気
発

理
乗
〉
説
は
、
〈
気
〉

に
根
拠
性

を
付
与
し
て

〈
理
〉
の
不
安
定
性
を
取

り
除
こ

う
と
す
る
も
の
で

あ
っ
た
。

す
な

わ
ち
、
こ
れ
ら
の
思
想
的
営
為

は
、
朱
子

学
の
〈
存
在
論
〉
を
よ
り
強

固
な
も
の
と
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
全
体
を
統

合
す
る
た
め
の
保
証

を
得
よ

う
と
す
る
試
み
で
あ

る
と
解
釈
で
き

る
。

４

．

ま

と

め

に

か
え

て

か
な
り
急

い
で
徳
川
日
本
と
朝
鮮

に
お
け

る
儒
教
思
想
の
展
開
と
そ
の
特

質
を
見
て
き
た
か
ら
、
触
れ

な
け
れ
ば

な
ら
な

い
こ
と
で
、
漏

れ
て

い
る
こ

と
も
多
い
こ
と
だ
ろ
う
。
だ

が
、
そ
う
で
あ
る

に
し
て

も
、
両
者
の
対
比
に

よ

っ
て
明
ら

か
に
な

っ
た
こ
と
も
あ

る
。
朱
子
学
が
「
修
己
治
人
」
を
目
指

し

た
も
の
と
す
る
な
ら
ば
、
す
な
わ
ち
、
理
想

的
な
人
格
形

成
が
同
時

に
理

想
的
な
社
会
秩
序
の
構
築
と
な
る
こ
と

を
目
指
し
た
も
の
と
す
る
な
ら
ば
、

徳
川

日
本

の
儒
教

は
「
治
人
」
の
側
面

に
お

い
て
、
朝
鮮

の
儒

教
は
「
修

己
」
の
側
面

に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
独

自
な
展
開
を
み
せ
て

い
る
。
も
ち
ろ

ん
、
こ
の
場
合
の
朱
子
学

は
、
完
結
態
で

は
な
く
、
〈
ゼ
ロ
記

号
〉
に
す
ぎ

な

い
。
不
安
定
な
理
気
論
の
導
入
に
よ

っ
て
、
と
り
あ
え
ず
そ
の
到
達
目
標

を
示
し
た
だ
け
だ

っ
た
か
ら
で

あ
る
。

朝
鮮
の
儒
教
は
、
個
的
な
デ
ィ
シ
プ

リ

ソ
（
自
己
修
養
）

に
着
目
し

、
そ

の
実
践

（
祭
祀
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
）
を
目

指
し
た
。
だ
が
、
そ
う
な
る
と
社
会
全
体
の
秩
序
の
問
題
が
疎

か
に
な
り
、

そ
の
た
め
に

〈
存
在
論
〉
の
さ
ら
な
る
探
究

に
向
か
っ
た
。
徳
川
日
本
の
儒



教
は
、
社
会
的
な

デ
ィ

シ
プ
リ
ソ
の
確
立
を
目
指
し
、
そ

の
実
践

（
政
治

＝

経
済
プ
ラ

ク
テ

ィ
ス
）
へ
と
向

か
っ
た
が
、
そ

の
た
め
に
朱
子

学
の
〈
存
在

論
〉

を
放

棄
し
、

全
体

の
統

合
を
可

能
と
す

る
よ

う

な
方
法

論

（
〈
認
識

論
〉
）
の

探
究

が
進

め
ら

れ
た
。
そ
れ

ぞ
れ
の
方

向
性

は
異
な
る
に
し
て
も

、

そ
れ
ら

は
、
東
ア

ジ
ア
の
近
世
社
会

に
お
い
て
儒

教
思

想
が
果
た
し
た
イ

デ

オ
ロ
ギ
ー
機
能
の
広
が
り
を
示

し
て

い
る
。

も

ち
ろ

ん
、
こ

う
し
た
整
理
は
き

わ
め
て
図

式
的
で

あ
り
、
こ
の
さ
き

考

え

な
け
れ

ば
な
ら

な
い
問
題
も
多
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
儒
教

に
お
け
る
異
質

な

側
面

ば
か
り
で

な
く
、
同
質

の
側
面
－

た
と
え

ば
、
徳
川
日
本
の
儒
者
で

自
己
修
養

を
目
指

し
た
人
々
と
朝
鮮

の
儒
教
と
の
比
較
、
実
学
派
の
経
世

論

と
徳
川
日
本

の
儒

教
と
の
比

較
な
ど
Ｉ

も

考
え

な
け

れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ

う
。
ま

た
、
そ
れ

ぞ
れ
の
儒
教
が
社

会
全
体

の
統
合
の
問
題
に
直
面

す
れ
ば
、

民
衆
社
会

、
と
り

わ
け
民
衆
の
宗
教
的
世
界

と
対

立
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
朱

子

学
の
祭
祀

プ
ラ

ク
テ
ィ
ス
は
、
民
衆
の
宗
教
的
世
界
を
取
り
込
め
る
ほ
ど

に
宗
教
性

が
豊
か
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
。
徳
川

日
本
の
儒
者
の
幾

人

か
が
日
本
の
ネ
イ
テ

ィ
ヴ
な
宗
教
に
関
心
を
向
け
た
り
、
実
学
派
の
人

々

が
キ
リ
ス
ト
教
に
関
心
を
向
け
る
と
い
う
事
実
や
、
そ
れ

ぞ
れ
の
地
域

に
お

い
て

、
そ
の
末
期

に
、
実
際

に
は
仏
教
と
の
習
合
の
要
素

が
確
認
で
き
る

に

し
て

も
、
ネ
イ
テ

ィ
ヴ
と
自
覚
さ
れ
た
宗
教
運
動
が
展
開

さ
れ
て

い
る
事
実

は
，

儒
教
が
民
衆
の
宗
教
的
世
界
と
直
面
し
た
こ
と
が
契
機
と
な

っ
て

い
る

と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
問
題
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
徳
川
日
本

と
朝
鮮
の
儒
教
を
比
較
す

る
た
め
の
，
新
た
な
視
座
が
獲
得
で
き

る
か
も
し

れ

な

い

。

そ

れ

は

、

つ

ぎ

の

機

会

と

い

う

こ

と

に

し

て

、

不

十

分

な

が

ら

も

，

と

り

あ

え

ず

終

わ

る

こ

と

に

し

た

い

。

（
1
）
　
拙
稿
「
東
ア
ジ
ア
世
界
に
お
け
る
儒
教
―
―
言
説
・
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
・
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
―
―
」
（
中
村
元
監
修
・
峰
島
旭
雄
責
任
編
集
『
講
座
　
比
較
思
想
』

第

１

巻

’
小

山

宙

丸

・

宮

野

升

宏

編

『

比

較

思

想

の

現

在

』

所

収

、

北

樹

出

版

，

（

２

）
　

プ

ラ

ク

テ

ィ

ス

に

関

し

て

は

、

Ｐ
ｉｅ
ｒ
ｒ
ｅ

　
Ｂ
ｏ
ｕ
ｒ
ｄ
ｉｅ
ｕ
,
　
Ｏ
ｕ

ｔ
ｌ
ｉｎ
ｅ

　
ｏ
ｆ

　
Ｐ
ｒ
ａ
ｃ
-

ｔ
ｉｃ
ｅ

，
　
Ｃ
ａ
ｍ

ｂ
ｒ
ｉ
ｄ
ｇ
ｅ

　
Ｕ

ｎ

ｉｖ
ｅ
ｒ
ｓ

ｉｔ
ｙ

　
Ｐ
ｒ
ｅ
ｓ
ｓ
,
　
１
９
７
７

を

参

照

し

た

。

プ

ラ

ク

テ

ィ

ス

の

議

論

は

、

Ｌ
ｏ
ｕ

ｉｓ

　
Ａ

ｌ
ｔ
ｈ
ｕ
ｓ
ｓ
ｅ
ｒ

に

始

ま

り

、

か

れ

は

経

済

・

政

治

・

イ

デ

オ

ロ

ギ

ー

・

理

論

と

い

う

四

つ

の

プ

ラ

ク

テ

ィ

ス

を

中

心

に

据

え

て

い

る

。

こ

れ

に

従

え

ば

、

言

説

は

理

論

プ

ラ

ク

テ

ィ

ス

に

含

ま

れ

る

こ

と

に

な

る

が

、

こ

こ

で

は

従

来

の

儒

教

思

想

研

究

に

プ

ラ

ク

テ

ィ

ス

と

い

う

観

点

が

な

い

の

で

、

あ

え

て

言

説

の

生

産

を

プ

ラ

ク

テ

ィ

ス

と

は

分

け

て

述

べ

た

。

（
３
）
　
拙
稿
「
言
説
の
な
か
の
古
代
―
―
仁
斎
・
徂
徠
の
ア
ル
カ
イ
ズ
ム
―
―
」

（
『

フ

ィ

ロ

ソ

フ

ィ

ア

』
7
9

号

、

早

稲

田

大

学

哲

学

会

、
1
9
9
1

年

）
、

お

よ

び

同

「

十

八

世

紀

日

本

に

お

け

る

〈

認

識

論

〉

の

探

究

－

徂

徠

・

宣

長

の

言

語

秩

序

観

」

（

百

川

・

津

井

ほ

か

『

江

戸

文

化

の

変

容

―

十

八

世

紀

日

本

の

経

験

』

所

収

、

平

凡

社

、
1
9
9
4

年

）

を

参

照

の

こ

と

。

な

お

、

朝

鮮

と

の

対

比

は

ほ

と

ん

ど

な

い

が

。

中

国

儒

教

と

の

対

比

か

ら

徳

川

期

の

儒

教

を

論

じ

た

も

の

と

し

て

、

渡

辺

浩

『

近

世

日

本

社

会

と

宋

学

』

（

東

京

大

学

出

版

会

、

1
9
8
5

年

）

が

有

益

な

示

唆

に

富

む

。

（

４

）
　

朝

鮮

の

儒

教

に

つ

い

て

は

、

私

の

能

力

不

足

か

ら

、

原

典

資

料

以

外

は

、

す

べ

て

日

本

語

の

著

作

に

よ

っ

た

。

主

な

も

の

を

挙

げ

れ

ば

、

阿

部

吉

雄

『

日

本

朱

子

学

と

朝

鮮

』

（

東

京

大

学

出

版

会

、
1
9
6
5

年

）
、

同

『

李

退

渓

－

そ

の

行

動

と

思

想

―

』

（

評

論

社

、
1
9
7
7

年

）
、

梶

村

秀

樹

「

家

族

主

義

形



成
に
関
す
る
一
試
論
－
『
文
公
家
礼
』
受
容
の
い
き
さ
つ
―
―
」
（
同
『
朝

鮮
史
の
枠
組
と
思
想
』
、
研
文
出
版
、
1
9
8
2
年
）
、
宮
嶋
博
史
「
朝
鮮
社
会

と
儒
教－

朝
鮮
儒
教
思
想
史
の
一
解
釈－

」（
『
思
想
』
７
５
０
号
、
岩
波

書
店
、
1
9
8
6
年
）
、
姜
在
彦
「
朝
鮮
儒
教
の
天
主
教
批
判
―
―
1
8
世
紀
の

安
鼎
福
を
中
心
と
し
て
―
―
」
（
『
思
想
』
７
９
２
号
、
岩
波
書
店
、
1
9
9
0

年
）
、
古
田
博
司
「
朝
鮮
儒
家
の
葬
礼
と
死
後
観
―
―
『
文
公
家
礼
』
に
よ
る

廬
墓
古
俗
の
変
異
―
―
」
（
『
思
想
』
８
０
８
号
、
岩
波
書
店
、
1
9
9
1
年
）

な
ど
。

（
さ
わ
い
・
け
い
い
ち
、
近
世
東
ア
ジ
ア
思
想
、恵

泉
女
学
園
大
学
助
教
授
）
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