
〈
研

究

論
文

６
〉

家
稷
農
乗
学
と
郷
村
建
設
理
論

―
江
渡
狄
嶺
と
梁
漱
溟
―

は

じ

め

に

江
渡
狄
嶺
（
一
八
八
〇
-
一
九
四
四
年
）
は
、
未
完
に
終
わ
っ
た
「
家
稷
農

乗
学
」
に
生
涯
を
か
け
て
取
り
組

ん
だ
。
無
名
で
は
あ

る
が
、
き

わ
め
て
独

創
的
な
境
位
を
切
り
拓

い
た
農

の
哲

人
で
あ

る
。
一

方
、
梁

漱
溟
（
一
八
九

三
-
一
九
八
八
年
）
は
、
「
郷
村
建
設
理
論
」
を
提
示
し
、
現
代
中
国
の
「
文

化
保
守
主
義
」
を
代
表
す

る
も

っ
と
も
著
名

な
思
想
家

の
一
人
で

あ
る
。
江

渡
狄
嶺
と
梁
漱
溟
は
、

と
も

に
、
〈
農
〉

の
問
題
を
根

底

に
す
え

た
実

践
を

と
お
し
て
、
み
ず
か
ら

に
固
有

な
思

想
を
創
見
し
た
思
想
家
で

あ
る
。
両
者

に
は
、
実
際
の
行
動

の
上
で
も

、
思

想
の
上
で
も
、
互

い
に
反

響
し
あ
う
共

振
点
と
い
う
べ
き
も
の
が
あ

る
。

江
渡
狄
嶺
と
梁
漱
溟

は
、
と

も
に
お
の
れ

に
不
可
避

の
問
題

、
す
な
わ
ち

〈
農
〉
を
根
底
に
す
え
る
こ
と

を
と

お
し

て
、
み
ず

か
ら
の
思

想
形
成

を
果

木
　
村
　
　
　

博

た
し
た
。
江
渡
狄
嶺

は
み
ず
か
ら
の
「
土
の
生
活
」

の
な
か
で
家
稷
農
乗

学

を
構
想
し

た
の
で

あ
り
、
梁
漱
溟
は
北
京
大
学
を
辞
し
み
ず

か
ら
鋤
と
鍬
を

も
ち
郷
村
建
設

理
論
を
提
唱
し
た
。
両
者
と
も
に
、
東
西

の
思
想
を
深
く
研

究
し
な
が
ら
も

。
そ
う
し
た
諸
思
想
に
追
随
す
る
こ
と
で
終

わ
る

の
で
は
な

く
、
独
自

の
位
相
に
体
達
し
え

た
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
み
ず

か
ら

の
全
実
存

を
賭
け

た
実
践
に
支
え

ら
れ
て

い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
点
で

、
両
者
の
思

想
は
両

者
の
生
活

に
根
ざ
し
た
も

の
で
あ

っ
た
。
す
な
わ
ち
、
江

渡
狄
嶺
は
、

み

ず
か
ら
の
生
活
で
あ
る
農
業

に
依
拠
す
る
こ
と
を
と
お
し
て

、
道
元
行
を

農
行

（
百

姓
行

）
と
し
て

体
得
し

た
の
で
あ
り
、
梁
漱
溟
は
、
郷
村
建
設
理

論
を
と
お
し
て

、
孔
子

の
仁
を
（
梁

漱
溟
固
有

の
意

味
で
の
）
「
理
性
」
と

し
て

体
得
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ

ゆ
え
、
両
者
の
思
想
の
核
心
を
な
す
も
の

と
し
て

道
元
と
孔
子
を
挙
げ
る
こ

と
が
で
き
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
、
ど
こ

ま
で
も
、
江
渡
狄
嶺
お
よ
び
梁
漱
溟
の
実
践
の
な
か
で
融
解
し
た
「
道
元
」



で
あ
り

「
孔
子
」
で
あ

る
。
そ

こ
に
、
江

渡
狄
嶺
と
梁

漱
溟

の
思
想
を
比
較

す
る
意
味
が
あ

る
。
両
者
の
思

索
は
、
い
わ
ば
有
閑
の
思
索

で
は
な
い
。
生

活

に
根
ざ
し
、
そ
の
な

か
か
ら
涌
き

上
が
っ
て
く
る
必
須

の
思

索
で
あ
る
。

一
　
「
土

の

生

活

」

へ

の
転

換

江
渡

狄
嶺

は
、
旧
制

二
高

か
ら
東
京
帝
大
法
科
へ
と
進
み

な
が
ら

も
、
途

中
で
離

学
し

「
土
の
生
活
」

に
は
い
る
。
百
姓
の
農
を
と
お
し

て
百

性
の
実

現

を
試
み

た
の
で
あ

る
。
け

れ
ど

も
、
そ
の
狄

嶺

は
、
も

と
も

と
百

姓

で

あ

っ
た

の
で

は
な
く
、
百
姓

に
な
っ
た
の
で

あ
る
。

そ
こ

に
、
初
発

の
段
階

に
お

い
て
胚
胎
し
て

い
た
ひ
と

つ
の
「
背
伸

び
」
が

あ
っ
た
。
狄
嶺

の
実
践

と
思
索

の
あ
ゆ
み
は
、
そ
の
背
伸

び
を

脱
落
す

る
こ
と
を
と
お
し
て
初

め
て

固
有
の
も
の
と
な
り
え
た
、
と

い
い
う
る
。

狄
嶺
を
し
て
「
土
の
生
活
」

に
赴

か
し

め
た
も
の

は
、
狄
嶺
自
身
回
顧
し

て
い
る
よ
う
に
。
「
子
供
の
時
の
儒
教
の
山
林
的
感
化
」
（
『
選
集
』
下
、
九
五

頁
）
を
下
地

に
し
な
が
ら
も
。

さ
ら
に
愛

と
労
働

の
崇
高

性
を
説

く
ト

ル
ス

ト
イ
や

ク
ロ
ポ
ト
キ

ン
の
思
想
で
あ

っ
た
。

他
人

の
労
働
を
盗
む
の
で

は
な

く
、

お
の
れ

の
労
働

に
よ

っ
て

生
き

る
、
そ
う
し

た
理
想
の
生
活
を
、

狄
嶺

は
、
み
ず

か
ら

「
百
性
愛
道
場
」
と

名
づ
け

る
土
の
生
活

に
お

い
て
実
現
し

う
る
も

の
と
考
え
た
の
で
あ

る
。
け

れ
ど
も

、
そ
の
理
想
の
生
活

は
、

い
か

に
崇
高
で
あ

る
と
し
て
も
、
み
ず

か
ら
の
外

に
め
ざ
す
べ
き
目
標
と
し
て

た

て
ら
れ
て

い
る
か
ぎ
り
、
そ

の
初
発

の
原

点
に
お
い
て
す
で

に
分
別
の
上

に

お
か
れ

た
も

の
で
あ

っ
た
。
す

な
わ
ち
、
め
ざ

さ
れ

た
目
標
そ
の
も
の
が
現

実

の

も

の

で

は

な

く

、

〈

理

念

の

衣

〉

を

ま

と

っ

た

も

の

と

し

て

た

て

ら

れ

て

い

た

の

で

あ

る

。

そ

の

か

ぎ

り

、

み

ず

か

ら

の

外

へ

の

行

脚

は

、

二

見

と

い

う

囚

わ

れ

の

う

ち

に

、

埋

没

せ

ざ

る

を

え

な

い

こ

と

と

な

る

。

狄

嶺

が

こ

の

点

に

気

づ

い

た

の

は

、

ま

さ

に

狄

嶺

ら

し

く

、

土

の

生

活

に

お

い

て

で

あ

っ

た

。

天
は
わ
が
鋤
を
と
り
上
ぐ
る
頂
き
に
、

地

は

鍬

下

ろ

す

天

地

禅

堂

（
『

選

集

』

下

、

一

三

頁

）

こ

こ

で

の

要

諦

は

、

狄

嶺

自

身

が

「

只

黙

々

と

し

て

」

働

い

て

き

た

お

の

れ

自

身

の

す

が

た

に

立

ち

戻

る

こ

と

、

い

い

か

え

れ

ば

、

外

な

る

も

の

へ

向

け

ら

れ

た

視

線

を

お

の

れ

に

向

け

直

す

こ

と

、

で

あ

る

。

み

ず

か

ら

求

め

て

い

た

も

の

が

、

そ

の

よ

う

に

求

め

る

は

た

ら

き

を

促

す

根

底

と

し

て

み

ず

か

ら

の

足

許

に

あ

る

こ

と

に

気

づ

い

た

の

で

あ

る

。

狄

嶺

に

と

っ

て

、

み

ず

か

ら

の

農

場

こ

そ

天

地

禅

堂

な

の

で

あ

り

、

い

わ

ゆ

る

「

只

管

打

坐

」

と

は

只

管

百

姓

に

ほ

か

な

ら

な

い

。

百

姓

と

い

う

お

の

れ

の

生

活

を

只

管

百

姓

と

し

て

遂

行

し

て

い

く

こ

と

、

さ

き

の

表

現

を

借

り

て

い

え

ば

、

み

ず

か

ら

の

背

伸

び

を

脱

落

す

る

こ

と

、

こ

こ

に

、

狄

嶺

は

、

み

ず

か

ら

に

固

有

の

百

姓

行

を

体

現

し

た

の

で

あ

る

。

二
　

郷

村

建

設

運

動

梁

漱

溟

は

、

学

歴

と

し

て

は

中

学

卒

に

と

ど

ま

る

。

け

れ

ど

も

、

「

澁

れ

ん

ば

か

り

の

思

想

の

活

力

」

に

よ

っ

て

著

さ

れ

た

『

究

元

決

疑

論

』

（

一

九



一
六
年
）
が
蔡
元

培
に
認
め
ら
れ
、
弱
冠
二
四

歳

に
し
て
イ

ン
ド
哲
学
の

教

員
と

し
て
北

京
大
学
に
迎
え

ら
れ
る
。
そ
し
て

、
西

洋
と
イ
ン
ド
お
よ
び
中

国

の
文
化

・
思
想
を
比
較
検
討
す
る
こ
と

を
と
お
し
て
、
中
国
の
と
る
べ
き

路
線

を
提
示

し
た

『
東
西

文
化
お
よ
び
そ

の
哲
学
』
（
一
九
二
一
年
）
に
お
い

て

、
そ
の
名
声
を
不

動
の
も
の
と
す
る
に
い
た
る
。
け
れ
ど
も
、
梁
漱
涙
は
、

い
わ
ば
そ
の
絶
頂

期

に
お
い
て
、
北
京
大

学
を
み

ず

か
ら

辞
し
（
一
九
二
四

年
）
、
山

東
省

に
お
い
て

郷
村
建
設
運
動

に
取
り

組
む
こ

と
と
な

る
。

な
ぜ

な
ら

、
梁

漱
倶
に
と
っ
て

郷
村
（
梁

漱
涙

は
「
農
村
」
と
は
い
わ
な
い
）
に

お
け

る
郷

村
居
民

（
同

様
に
「
農
民
」

と
は

い
わ

な

い
）

の
痛

苦
こ

そ
、

「
全
中
国

の
痛

苦
」

そ
の
も
の
に
ほ
か
な
ら

な
い
か
ら
で
あ
る
。

梁
漱
涙

は
、
普
通

に
解
さ
れ
る
よ

う
な
学

者
で

は
な
い
し
、
経
書
を
諳
ん

ず

る
よ

う
な
い
わ
ゆ
る
一
般
の

儒
者
で
も

な
い
。
梁
漱

涙
は
、
「
一
個

の
実

践
家
で

あ
り

、
み

ず
か
ら
の
思
想
に
も
と

づ
い
て

行
動
す
る
人
」
で
あ

っ
た
。

そ
う
し
た
実
地
の
行
動
が
梁
漱
倶
を
し
て

郷
村
建
設
運
動

に
駆
り
立
て
た
の

で

あ
る
。
郷

村
建
設
運

動
の
初
発

の
原
点
と

い
う

べ
き
も

の

が
「
中
国

問

題
」
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
中
国
問

題
の
根
本
こ
そ
「
郷
村
破
壊
」
に

根
ざ
し
て

い
る
が
ゆ
え
に
、
い
っ
さ
い
の
中
国
問
題
の
核
心
に
郷
村
建
設
が

位
置

づ
け
ら

れ
る
の
で
あ
る
。

こ

う
し

た
認

識
の
背
景

に
は
、「
近
百

年
」

に
わ
た
る
中

国
社
会

の
混
乱

が
あ
る
。
こ
れ
に
加
え
て
、
当
代
に
お
け
る
思
想
的
混
乱
、
す
な
わ
ち
、
一

九
一

一
年

の
「
辛
亥
革

命
」
に
よ
る
中

華
民
国

誕
生
以

来

の

欧
化

主
義
、

（
一
九
一
五
年

「
対

華
二
十
一
箇
条
要

求
」

に

端
を
発
す

る
）
　一
九

一
九
年

の

「
五

・
四

運

動
」

に

み
ら

れ

る

反

帝

国

主

義

、

さ

ら

に

は

一
九

一

九

年

の

デ

ュ

ー

イ

訪

中

や

一

九

二
〇

年

の

ラ

ッ

セ
ル

訪

中

に

刺

激

さ
れ

て

起

こ

っ
た

自

由

主

義

等

の

入

り

乱

れ
て

の
思

想

的

混

乱

が

あ

っ
た

。

こ

う
し

た

混

乱

を

、

梁

漱

溟

は

、

伝

統

的

農

業
社

会

か
ら

近

代

的

工

業

社

会

へ

の
転

換

に
由

来

す

る

「

秩

序

の

危

機

」

と

中
国

文

化

の

伝

統

を

破

壊

に

も

た

ら
す

人

生

の

「
意

味

の

危

機
」

と

し

て

受

け

と

め

る
。

い
た

ず

ら

に
西

洋

に

追
随

す

る

こ

と

な

く

、

し

か

も

中

国

文

化

を

批
判

を

通

し

て

復

興

さ

せ

る

方

向

は

、
梁

漱

溟

に

お

い

て

は

、

社

会

を

改

造
す

る
中

国

問

題

を

人

生

の

意

味

を
再

建

す

る

人

生

問
題

と

ひ

と

つ

に

す

る

こ

と

の

う

ち

に
あ

っ
た

。
「
中

国

問

題

と

は
中

国

社

会

の

現

実

的

な

活

路

と

未
来

の
方

向

を

解

き

明

か

す

こ

と
で

あ
り

、

人

生

問

題

と

は

生
活

、

生

命

の

終
局

的

意

味

を

尋

ね

る

こ

と

で

あ

る
」
。

梁

漱

溟

は

、

人

生

問

題

を

根

本

に

す

え

る
こ

と

を

と

お

し

て

、

中

国

問
題

の
克

服

を

遠

望

す

る

。

梁

漱

溟

に

お

い
て

は

、
政

治

や

経

済

の

問

題

は

文

化

の

問
題

に
還

元

さ

れ

る

か

ら

で

あ

る

（
そ

れ

ゆ

え

、

文

化

保

守

主

義

と

み

な

さ

れ

る
）
。

そ

し

て

、

こ

の

文

化

の

問

題

の

根

本
が

郷

村
の

う

ち

に

あ

る

。
梁

漱
溟

は
語

る

。

「
元

来

、

中

国

は
、

郷

村

を

基

礎

と

し

、

郷

村

を

主

体

と

し

た

社

会

で

あ

っ

た

。

し

か

も

文

化

は

ほ

と

ん

ど

郷

村

よ

り

生

ま

れ

、

ま

た

郷

村

の

た

め

に

あ

っ
た

」
（
『
郷
村
建
設
理
論
』
、
一
九
三
七
年
、
一
五
〇
頁

、
－

以
下

『
郷
村
』
と

略
記
）
。

に

も

か

か

わ
ら

ず

、
「

新

た
な

道

が

開

け

ぬ
う

ち

に

、

い

き

る

た

め

の

唯

一

の

手

段
－

郷

村

農

業
卜

さ
え

も

壊

し

て

し

ま

っ
た

と
こ

ろ

に
、

問

題

の

深

刻

さ

が

あ

る

」
（
同
一
五
三

頁
）
。

そ

れ

ゆ
え

、

新

し

い

中

国

の

再

建

は

、

郷

村

建

設

よ

り

ほ

か

に

は
あ

り

え

な

い
、

つ

ま

り

、

郷

村
建

設

は
社



会
構
造

の
立
て

直
し
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
と
な
る
。

か
く
し
て

、
梁

漱
溟
は
、
古
い
中
国
を
知
り
新
し
い
中
国
を
建
設
す

る
運

動
と
し
て

、
一
九
二
四

年
、
郷
村
建
設
運
動
に
着
手
す
る
。
互

い
に
慰

め
あ

い
、
励
ま

し
あ
い
、
意
気
を
奮
発
し
あ
う
友
人
の
ご
と
き
っ
き
あ

い
の
な
か

で

「
人
生
い
か
に
生
き
る
べ
き

か
を
学
び
あ
う
、
そ
ん
な
真

の
教
育
と

学
校

の
創
設
を
試
み
た
」
の
で
あ
る
。
郷
村
教
育
を
と
お
し
て

、
梁
漱

溟
は
、
郷

村
居

民
の
人
間
関
係
を
倫
理
的
紐
帯

に
よ

っ
て
結
合
さ
れ

た
関

係
と
し
て
再

建

し
、
倫
理
的
自
覚
に
も
と
づ
く
社
会
組
織
と
し
て
改
造
す

る
こ
と
を
め
ざ

し

た
。
こ
う
し
た
郷
村
教
育
は
「
郷
治
」
と
も
相
俟

っ
て
拡
が
り

を
み
せ

る
。

広
東
に
お
る
郷
村
建
設
講
習
所
、
河
南
の
村
治
学
院
、

さ
ら

に
は
、
一
九
三

一
年
の
山
東
省
に
お
け
る
郷
村
建
設
研
究
院
の
設
立
も
注
目
さ
れ

る
。

そ
こ

で

は
、
鄒
平
を
実
験
県
と
し
て
七
年

に
わ
た
る
郷
村
建
設

の
試
み

が
な
さ
れ

た
の
で
あ
る
。三

　

家

稷

農

乗

学

の

本

領
と

し

て

の
家

稷

農

城

学

百
姓

の
精
神

は
も

の
の
窮
境

を
つ
か
む

生
活
で

あ
る
。
そ
れ
を
、
狄
嶺
は
、

学
的

に
は
家
稷
農
乗
学

と
し
て

構
想
す
る
。
家
稷

と
は
「
家
」

の
こ
と
で

あ

り
、
百
姓

の
現

実
の
生
活

空
間
に
し
て

生
活
共
同

体
で

あ
る
。
こ
れ
は
い
わ

ゆ

る
「
社
稷
」

か
ら
と

っ
て
き
た
狄
嶺
の
造
語
で

あ
る
。
農
乗

も
、
「
仏
乗

」

か
ら

の
造
語
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
乗

は
「
乗
り

物
」

を
意
味
し
て
お
り
、

迷
い
の
岸
か
ら
悟
り
の
岸
へ
乗
せ
て
い
く
乗
り
物
だ
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

た
だ
し
、
狄
嶺
は
、
彼
岸
へ
の
乗
り
物
と
し
て
で

は
な
く
。
此
岸
つ
ま
り
こ
の

世
の

い
ま
・
こ
こ

に
お
け

る
実
現
を
意
味
す
る
は
た
ら
き
と
し
て
把
握
す
る
。

そ
し
て
、
土

の
生
活

そ
の
も
の
へ
の
沈
潜
を
と
お
し
て

「
地
涌
」
す

る
す
が

た

に
、
農
を
学
と

な
し
業
を
行
と
な
す
家
稷
農
乗
学
の
本
来
性
を
み

る
。

も

っ
と
も

、
こ

の
家
稷
農
乗
学

は
、
た
し
か
に
天
下

国
家
の
改
造
を
も
遠

望
す

る
も

の
で

は
あ
る
が
、

そ
の
個
性
か
ら

い
え

ば
、
「
家

稷
農
城
学
」
に

独
自

な
点
が

あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
農

は
農
場
を
不
可

欠
と
す
る
だ
け
で

な
く
、

農
場

を
つ

く
る
も
の
で

あ
り
、
家
稷

は
農
城
に
お
い
て
営
ま
れ
る
か
ら
で
あ

る
。
こ
う
し

た
生
き

た
か
か
お
り
を
、
狄
嶺
は
、
行
と
場
を
と
お
し
て
解
き

明

か
す
。

狄
嶺

に
と

っ
て

必
須

の
思
索
と

は
、
「
現

に
自
分

が
生
活
し
て

い
る
こ
と

を

考
え

る
こ

と
」
（
『
場
』
、
二
九
六
頁
）
に
お

い
て

ほ

か
に

な

い
。

百

姓
に

と

っ
て
の
現
実
生
活

は
家
稷
で
あ

る
。
百
姓
が
お
の
れ
の
現

実
か
ら
出
発
し

よ
う
と
す
れ
ば

、
お
の
ず

か
ら
各
々
の
生
産
の
拠
点
た
る
家
稷
に
立
た
ざ
る

を
え

な
い
。

こ
の
意
味
で

、
狄
嶺

の
家
稷
農
城
学
の
原
点
は
家
稷
で

あ
る
。

け
れ
ど
も

、
家
稷
に
立
つ
だ
け
で

は
た
ん
な
る
「
立
場
」
で
し
か
な
い
。
立

場

に
固
執
す

る
だ
け
で
あ
る
な
ら
ば
、
孤
立
的
な
閉
鎖
性
の
中
に
埋
没
す

る

だ
け
で

あ
ろ

う
。
し
た
が

っ
て
、
こ
う
し
た
立
場
の
閉
鎖
性
を
開
く
こ
と
が

不
可

欠
と
な
る
。

第

一
節
で

確
認
さ
れ
た
よ
う
に
、
狄
嶺
の
百
姓
行
と
は
「
只
」
の
体
認
に

ほ
か
な
ら

な
い
。
け

れ
ど
も
、
こ

の
行

は
「
為
」

と
区
別

さ

れ
る
。
為

は

「
も
の
」
を
主

と
し
、
行

は
「
こ
と
」
を
主
と

す

る
（
同
、
九
四
頁
）。
す

な

わ
ち
、
あ
く
ま
で
も
対
象

に
依
存
し
て

い
る
在
り
方
が
為
で
あ
り
、
逆
に
対



象
が
依
存
し
て
い
る
事
態
が
行

な
の
で
あ
る
。
為
が
も
の
に
固
執
し
て
い
る

か
ぎ
り
、
分
別
な
い
し
二
見
と
い
う
囚
わ
れ
か
ら
脱
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
。

為

が
「
く
ぎ
ら
れ
た
も
の
」
（
同
、
三
四
頁
）
の
世
界

に
埋
没

し
き

っ
て

い
る

か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
と
対
置

さ
れ
る
の
が
、
全
然

「
く
ぎ
ら
れ
ぬ
」

事
に
ほ

か
な
ら
な
い
。
け

れ
ど
も
、
世
界

の
実

相
は
、
「
く
ぎ
ら

れ
た
も
の
」
で

も

「
く
ぎ
ら

れ
ぬ
」

も
の
で

も
な
く
、
ま
さ
に

「
く
ぎ
ら
れ
く
ぎ
ら
れ
ぬ
働
き
」

（
同
頁
）
で
あ
る
。
ま

っ
た
く
く

ぎ
ら
れ

る
こ
と
な

く
経
験

の
彼
岸

に
超

脱

し
て

い
る
事
を
も

、
く
ぎ
ら
れ

た
も

の
を
そ
れ
と
し
て
「
ま
る
こ
と
」

遂
行

し
て

い
く
こ

と
を
と

お
し
て
体
得
す

る
、
そ
う
し
た
根
源
的
働
き

こ
そ
く
ぎ

ら
れ
く
ぎ
ら
れ

ぬ
行

の
固
有
の
位
相

な
の
で

あ
る
。
こ
う
し
た
根
源

的
な
働

き
と

し
て

の
行

は
、
断
常

二
見

に
囚

わ
れ
た

「
も

の
」

を

脱
落
し

た

「
ウ

ア

ー
タ
ー
ト
（
口「
－
Ｈ
慝

」
（
同
。
三
九
頁
）
で

あ
る
。
そ

の
か
ぎ
り
、
行
こ

そ
が

現
実
生
活

の
な

か
で

働
き
生
き

て

い
る
も
の

た
ち
自
身

の
現

実
的

な

「
こ
の
的
主
体
性
」
（
同
、
四
一
頁
）
の
発
揚
な
の
で
あ

る
。

こ

の
線
上

に
お

い
て
、
狄
嶺

は
、

さ
き

に
み
た
立
場
を

〈
場
に
お
い
て
〉

返
照
す
る
。
す
な
わ
ち
、
家
稷
が
家
稷

た
り

え
る
の
は
。
各
々
の
回
互
の
関

係
そ
の
も

の
の
あ
り
ど
こ
ろ
と
し
て

の
場

に
お
い
て
可
能
な
の
で
あ
る
。
む

ろ
ん
、
こ
の
場
は
、
徹
頭
徹
尾
、
こ

の
的
主
体
性

の
発
揚
な
く
し

て
は
砂
上

の
楼
閣

で
し

か
な
い
。
そ

の
か
ぎ
り
、

場

は

「
そ

の
的
主

体
性
」
（
同
頁
）

で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
行
の
場
」
た
り
う
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
「
ミ
ッ

ト

・
タ

ー
ト

・
オ

ン
ト

（
Ｍ
ｉｔ
-Ｔ
ａ
ｔ
-Ｏ
ｎ
ｔ
）
（
同
、
一
八
五
頁
－

こ

れ
も

「
共

に
行

じ
あ
う
場
」

と
意
味
づ
け

さ
れ

た
造
語
で

あ
る
）
と
し
て

の
根
源

性
を
担
う
こ
と
が
で
き
る
。

そ
れ
ゆ
え

、
行
と
場
の
回
互
の
関

係
が
広

い
意

味
で
の
場
と
な
る
。

家
稷
農
城
学
が
提
示

す
る
の
は
、
た
ん
な

る
所
与
の
地
域

と
し
て
の
農
場

で
は
な
く
、
行
を
と
お
し
て

実
現
さ
れ

る
回
互

の
関
係
と
し
て
の
場
で
あ
る
。

こ
の
場
を
狄
嶺
は
農
城
と
捉
え

る
。

農
城
と
捉
え

る
と
い
う
こ
と

は
、
「
城

値
」
を
発
見
す
る
こ
と
で
あ
る
（
参
照
。
『
選
集
』
下
、
一
四
三
頁
）。
城
値

は
、

自
然
城
値
と
社
会
城
値
に
区
別

さ
れ

る
。
こ
れ
ら
の
城
値
を
そ
れ
ぞ
れ
自
然

需
と
社

会
需

に
対

応
し
う
る
よ

う
切

り
拓

い
て

い
く
と
こ

ろ
に
、
固

有
の

「
郷
土
建

設
」
（
同
、
二
一
一
頁
）
が
成
立
す

る
。
郷
土
建

設
は
百

姓
と

い
う

「
職
域
社
会
」
（
同
頁
）
に
お
い
て
推
進
さ
れ
、

そ
の
運
動
の
紐
帯

と
な
る
の

が
、
「
庫
仲
間
」
（
同
頁
）
で
あ
る
。
庫
仲
間

は
、
百

姓
行
を
遂
行
す

る
こ
と

を
と

お
し

て
実
現

さ
れ
る

「
信
義
誠
実

の
仲
間
」
（
同
頁
）
で

あ

る
。

家
に

は

「
家
柄
」
が
あ
る
よ
う
に
、
地

に
は
「
地
柄
」
が
あ
る
（
『
場
』、
七
〇
頁
）。

地
柄
を
基
礎
と
し
て
農
城
を
組
織
し
て

い
く
方
向
を
、
狄
嶺

は
、
「
地
方
学
」

（
同
。
七
一
頁
）
と
し

て
構
想
す

る
。

そ
れ
ゆ
え
、
家
稷

農
城

学
と

は
、
「
分

知
」
（
同
頁
）
に
も
と

づ
く
根
本
的
批
判

力
を
も

っ
た
新

し
い
農

域
を

建
設

し
て
い
く
地
方
学
な
の
で
あ

る
。

四
　

郷
約

と
理

性

中

国
社
会
を
中
国
文
化
の
伝
統
を
生

か
す
こ
と
を
と
お
し
て
再
建
せ
ん
と

す
る
梁

漱
溟
の
ま
な
ざ
し

は
、
中
国
社
会
の
構
造
の
な
か
に
息
づ
く
文
化
的

伝
統

に
む
け

ら
れ

る
。
梁
漱

溟
は
、
中
国
社

会
を

「
倫

理
本

位
の
社

会
」



（
『
郷
村
』
、
一
六
七
頁
）
と
み
る
。
倫
理
と
は
「
倫
偶
」
（
同
、
一
六
八
頁
）
で
あ

る

。

す

な

わ

ち

、

人

と

の

か

か

わ

り

の

な

か

に

生

き

る

こ

と

で

あ

る

。

そ

の

生

ま

れ

な

が

ら

に

し

て

の

か

か

お

り

の

基

礎

が

家

庭

で

あ

る

。

そ

れ

ゆ

え

、

倫

理

の

基

礎

も

家

庭

に

あ

る

。

倫

理

の

関

係

は

。

情

誼

に

も

と

づ

く

。

そ

れ

ゆ

え

、

情

理

に

厚

い

。

た

と

え

、

規

律

に

欠

け

る

と

し

て

も

。

そ

れ

を

情

理

が

補

う

。

こ

う

し

た

倫

理

本

位

の

社

会

は

、

中

国

に

階

級

対

立

を

も

た

ら

さ

な

か

っ

た

原

因

の

一

つ

で

あ

る

。

倫

理

本

位

の

経

済

は

、

財

産

を

個

人

に

属

す

る

も

の

と

し

な

い

。
「
財

産

は

、

そ

の

多

寡

と

倫

理

関

係

の

親

近

疎

遠

に

も

と

づ

い

て

、

共

有

、

分

配

さ

れ

る

。

財

産

が

多

け

れ

ば

、

親

類

、

友

人

に

た

い

し

て

負

う

救

済

、

援

助

の

義

務

も

そ

れ

だ

け

大

き

く

な

る

。

こ

れ

は

経

済

の

集

中

を

押

し

止

め

る

に

十

分

な

要

因

で

あ

っ

た

」
（
同

、

一

七

三

頁

）
。

倫

理

本

位

の

関

係

は

、

土

地

の

「
壟

断

」
（
同

頁

）

を

許

さ

な

い

。

財

産

の

壟

断

も

許

さ

な

い

。

し

た

が

っ

て

、

封

建

制

度

の

根

本

と

し

て

の

「
長

子

相

続

」

を

許

さ

ず

、

兄

弟

全

員

に

分

配

し

、

さ

ら

に

は

朋

友

に

も

融

通

す

る

。

そ

れ

ゆ

え

、

資

本

の

壟

断

も

許

さ

な

か

っ

た

。

だ

か

ら

、

中

国

は

階

級

社

会

で

は

な

く

、
「
職

業

分

立

の

社

会

」

で

あ

る

。
「
朝

（

田

舎

郎

ニ

シ

テ

、

暮

二

「

天

使

ノ

堂

二

登

ル

」

と

い

う

こ

と

も

、

一
家

に

士

人

の

み

な

ら

ず

農

民

工

人

商

人

が

同

居

す

る

こ

と

も

あ

っ

た

。

こ

う

し

た

特

徴

は

、

法

的

支

配

に

よ

る

強

制

で

は

な

く

、

倫

理

的

情

誼

に

よ

る

「
礼

の

道

」

に

お

い

て

の

み

可

能

と

な

る

。

こ

う

し

た

社

会

組

織

を

、

梁

漱

溟

は

、

め

ざ

す

べ

き

理

想

と

し

て

外

に

た

て

る

の

で

は

な

く

、

伝

統

の

な

か

に

生

き

て

い

た

と

み

る

。

そ

れ

が

「

郷

約

」

で

あ

る
。

郷

約

は
、

宋

朝

以

来

の

伝

統

を

も

つ

が

、
そ

の
特

徴

は

、

法

と

刑

罰

に

よ

っ
て

支

配

す

る

「
法

治

」

で

は

な

く

、
「
互

い

に
労

り

、

勧

め

、

励

ま

す
」
（
同

、
三

二
三
頁
）
「
人

治
」

に

あ

る

。

梁

漱

溟

は
、

と

く

に
、

清

朝

の

『
治

郷

三

約

』

を
積

極

的

な

も

の

と

し

て

取

り

上

げ

る
。

そ

れ

に

よ

れ

ば

、

郷

約

は

大
綱

で

あ
り

、

大
綱

に

は

細

目

が

要

る

。

そ

の

細
目

が

三

約

で

、

社
学
（
教
育
機
関
）
と
社
倉
（
経
済
機
関
）
と
保
申
（
自
治
組
織
―
―
政
治

機

関

）

か
ら

な

る

。

そ

の

な

か

に
貫

か

れ

て

い

る

の

は

、
「
互

助
」

の

精

神

で

あ

る
。

梁

漱

溟

は

、
こ

う
し

た
郷

約

の

精

神

を

郷

村

の

な

か

に

生

か

そ
う

と

す

る

。

「
中

国

の
社

会

秩
序

を
支

え

て

き

た
の

は

武

力

統

治

で

は

な

く
教

化

で

あ

り

、

法

律

で

は

な

く
礼

俗
で

あ

る

」
。

す

な

わ

ち
、

郷

村

を

「
理

性

に
よ

る

組

織

化

」

と

し

て

再

興

せ

ん
と

す

る
の

で

あ

る

。

教

化
と

い

う
も

、

礼

俗

と

い

う

も

、

そ

れ

ら

は
等

し

く

「
人

類

理

性

」
（
同
、
一
八
一
頁
）
の

発

露

で

あ

る
。

た

だ
し

、

こ
こ

で

十

分

留

意

し

て

お
く

べ

き

こ

と

は

、

こ

の
理

性

が

通

常

西

洋

哲

学

で

使

わ

れ

る

Ｖ
ｅ
ｒ
ｎ
ｕ
ｎ
ｆ
ｔ
な

い

し

ｒ
ｅ
ａ
ｓ
ｏ
ｎ

で

は

な

い

、

と

い

う

点
で

あ

る

。

す

な

わ

ち

、
梁

漱
溟

の

理

性

は
、

い

わ

ゆ

る

理

念

の
能

力

と

し

て

の

〈
理

性

〉

で

は

な

く

、

端
的

な

「
情

」

で

あ

る
。

す

な

わ

ち

、
感

情

や

人

情

の

こ

と

で

あ

る

。

梁

漱

溟

は
、

こ

の

理

性

を

「
理

智
」

か

ら
厳

格

に
区

別

す

る

。

理

智

は

、

冷

徹

な

認
識

能

力

で

あ

り

、

対

象

を

客

観

的

に
分

析

す

る
。

理

性

は

、
「
平

静

通

暁
し

て

而

も

情

あ

る
」

も

の

で

あ

る

の

に

た

い
し

、

理

智

は

「
い

っ
さ

い

の

感

情

を

抑

制

す

る
」
（
同
、
一
八

六
頁
）

も

の

で

あ

る
。

の

ち

の

『
人

心

と

人

生

』

に

お

い
て

、
理

性

は

「
無

私

の

感

情
」

と

定

義

さ



れ
、
理
智
は
利
害
得
失

に
も
と
づ
く
と
さ
れ
る
よ
う
に
、
梁

漱
溟
は
、
理
智

に
た
い
す
る
理
性
の
優
位
を
説
く
（
理
性
が
体
で

あ
り
、
理
智
が
用

で
あ
る

と
も
い
わ
れ
る
）
。
け

れ
ど
も
、
両

者

は
、
不
可

分
の
関
係

に
あ
り

、
い
ず

れ
か
一
方
に
解
消

さ
れ
る
も
の
で

は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
理
性
も
理
智
も
い

ず
れ
も
「
宇
宙
の
理
」
（
同
、
一
八
六
頁
）
に
通
ず

る
か
ら
で

あ
る
。
す

な
わ

ち
、
理
性

は
「
情
理
」
と

し
て

、
理
智
は
「
物
理
」

と
し
て

。
理
性
は
品
性

を
担
う
も

の
で
あ

っ
て
、

た
ん
な
る
認
識
能
力
で

は
な
い
。
理
性

は
、
求
め

ら
れ
る
べ
き
徳
目
で
は
な
く
、
す
で
に
あ
る
も
の
、
具
わ
っ
て
い
る
も
の
で

あ
る
。
梁
漱
溟

は
、
す
で

に
具

わ
っ
て

い
る
こ
の
理
性

の
発

露
（
し

た
が
っ

て
宇
宙
生
命
の
発
露
）
に
お

い
て
、
郷
村
が
当
代

の
中
国
問
題
を
克
服
す

る

「
新
し

い
礼
俗
」
と
し
て
実
現
さ
れ
る
も

の
と
み

る
。

五
　

那

事

と

無

表

示

前
節
ま
で
の
比
較
を
ふ
ま
え
て
、
最
後

に
、
江
渡
狄
嶺
と
梁
漱
溟

の
形
而

上
学
の
根
本
に
か
か
お
る
那
事
と
無
表
示

の
問
題
を
吟
味
す

る
こ
と
と
し

た

い
。す

で
に
み
た
よ
う
に
、
江
渡
狄
嶺

は
家
稷
と

い
う
現
実
を
、
梁
漱
溟

は
郷

村
と
い
う
現
実
を
み

ず
か
ら
に
不
可
欠
の
課
題
と
し

た
。
こ
の
点

の
確
認

は
、

し
か
し
、
現
実
を
超
え

た
宇
宙
本
体
の
可
知
性
の
問
題
を
独
断
的

に
排
除
す

る
も
の
で

は
な
い
。

と
同

時
に
、
宇
宙
本
体
の
不
可

知
性
を
独
断
的

に
断
定

す

る
も

の
で
も
な

い
。
む
し

ろ
、
逆
に
、
家
稷
お
よ
び
郷
村
と
い
う
現
場

の

実
践
を
と

お
し
て
、
よ
り
深

い
と

こ
ろ
で

形
而
上
学
の
根
本
を
つ
か
ん
だ
の

で

あ

る

。

江

渡

狄

嶺

は

、

み

ず

か

ら

の

百

姓

行

の

理

論

的

結

実

で

あ

る

『
場

の

研

究
』
の
な
か
で
、
「
那
事
述
義
」
（
『
場
』
、
三
六
頁
以
下
）
を
説
く
。
那
事
と
は
、

世
界

の

根

本

的

あ
り

よ

う

を
問

う
こ

と
ぱ

で

あ

っ
て

、
世

界

は
こ

う

だ

（
例

え

ば

、

神

、
仏

、

実

在

、
生

命

）

と

断

定

す

る

こ

と
で

は

な

い
し

、

ま

た
た

ん

な

る

疑
問

詞

で

も

な

い

（
那

事

は
疑

著

に

あ

ら
ず

）
。

江

渡

狄

嶺

は
、
「
仏

な

に

、

神

な

に

と

追

求

し
て

ゆ

く

」

そ

う

し

た

問

い

の

営
み

そ

の
も

の

を

強

調
す

る

。
こ

う

し

た
強

調

は
、

世

界

の

根

本

へ

の

ア
プ

ロ

ー
チ

が

、

わ

れ

わ

れ
が

行

じ

て

い

く
内

側

か
ら

の
接

近

に
お

い

て

か

ろ
う

じ

て

可

能

と

な

り

う

る
こ

と

、
逆

に

い
え

ば

、
わ

れ

わ

れ

の

外

に
対

象
的

に
与

え

ら

れ

て

い

る

わ

け

で

は

な

い
と

い
う

把

握

を

端

的

に

示

す

。

そ

の

か
ぎ

り

、

行

の

営

み

そ

の

も

の

に

お

い
て

は
じ

め
て

世

界

の

世

界

性

を

め
ぐ

る

問

い
が

不

可

避

と

な

る

の
で

あ

る
。

梁

漱

溟

も

形

而

上

学

の

根

本

を

「
無

表

示

」
（
『
東
西
』
、
四
四
六
頁
）

と

み

る
。

宇

宙

の

間

に

は
絶

対

、

単

一
、

極

端

、

偏

っ
た

も

の

、

調

和

し

な

い

も

の

は
存

在

し

な

い
と

い

う
主

張

も

、

す

べ

て

は

相
対

、

中

庸

、

均

衡

が

と

れ

て

い
て

、
調

和

し

て

い

る
も

の

だ

と

い

う

主
張

も

、

い
ず

れ

も

同

等

に

成

立

し
う

る

よ
う

に

み

え

る
が

、

じ

つ

は

、

両
主

張

自

身

が

み

ず

か

ら

の

主

張

に

よ

っ
て

反

駁

さ

れ

て

い

る
の

で

あ

る

。

す

な

わ
ち

、
「
宇

宙

の

変

化

流
行

が

、

…

…

調

和

か

ら

不

調

和

へ

、

ま

た
不

調

和

か

ら

調

和

へ

向

か

う

こ

と

で

あ

る
」
（
同

、
四

四
五
頁
）
。

そ

の

か
ぎ

り

、

そ

の

過

程

の

一

つ

の

表

示

を

固

定

化

し

よ

う

と

す

れ

ば

、

手

か

ら

す

り

ぬ
け

て

し

ま

う

、

す

な

わ

ち

「
調

和

か



不
調
和

か
を
分
け
る
こ
と
さ
え
で

き
な
い
、

い
た

る
と
こ
ろ
で
い
つ
も
調
和

で

あ
り
、

ま
た
い

た
る
と
こ
ろ
で

い
つ
で

も
不

調
和
」
（
同
頁
）
だ

か
ら
で

あ
る
。
そ
の
よ
う
に
無
表
示

な
も
の
は
、
無
表
示

な
ま
ま

に
受
け
と

め
る
よ

り
ほ
か
に
な

い
。

こ
う
し
た
無
表
示

は
、
し
か
し
、
本
質
的

な
位

相
に
お
い
て
、
内

側
か
ら

み
た
可
能
性
を
新
た

に
切
り
拓
く
。
な
る
ほ
ど
、
宇

宙
の
根

本
を
理
智
が

捉

え

ん
と
す

る
な
ら
ば
、
か
え

っ
て
、
理
智

の
は
た
ら
き

そ
の
も

の
が

破
棄

さ

れ
る
。
無
表
示

は
こ
う
し
た
表
示
の
否
定
で

あ
る
。
だ
が

。
宇
宙

の
根
本

は
、

日
々
実
践
し
て

い
る
郷
民
の
内
な
る
生
命
と

無
縁
で

あ
る
の
で
も

な
い
。

い

い
か
え
れ
ぱ
、
対
象
的
に
捉
え
ん
と
す

る
理
智

の
は
た
ら
き

を
否
定
す

る
こ

と
に
お

い
て
、
じ

か
に
か
か
お
る
。
宇
宙

の
根
本

は
外

に
求

め
ら
れ

る
も

の

で
は
な
く
、
生
命
の
内
側
に
流
れ
る
も
の
で

あ
る
。

こ
う
し

た
生
命

の
流
行

を
捉
え

る
の
が
理
性
で
あ

る

（
こ

の
理
性
こ

そ
、
『
東
西

文
化

お
よ
び
そ

の

哲
学
』

に
お
け

る
「
直
覚
」
を
、
『
郷

村
建
設
理

論
』

の
な

か
で

さ
ら

に
深

化

さ
せ
た
も
の
で

あ
る
）
。
そ
れ

は
ど
こ

ま
で
も
内

側

か
ら

捉
え

ら
れ

た
も

の
で

あ
っ
て

、
外

に
た
て
ら

れ
た
も
の
で

は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
外
に
た
て

よ

う
と
す
る
理
智
の
働
き

を
破
棄

す
る
こ
と

に
お
い
て
、
無
私
の
感
情
と
し

て

の
理
性
に
お
い
て
体
現
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ

に
郷
村
建
設
運
動
に
裏

打
ち
さ
れ
た
梁
漱
溟
の
確
信
を
み

る
こ
と
が
で
き
る
。

江

渡
狄
嶺

に
お
い
て
も
、
那
事
は
行
に
お

い
て
体
現
さ
れ
る
。
那
事
は
。

求
め
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
求
め
る
は
た
ら
き
そ
の
も
の
を
引

き
起
こ
す

根
底
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
土
の
生
活
へ
沈
潜
す

る
こ
と
を
と
お
し
て
、
地

よ

り

涌

き

出

る

も

の
が

体

認

さ

れ

る

の
で

あ

る
。

こ

う

し

た
地

涌

と

し

て

の

行

に

お

い
て

那

事

は

百

姓

の

内

な

る

生

命

と

じ

か

に

ふ

れ

あ

う

。

そ

れ

が

「
生

命

の

道
」

に

ほ

か
な

ら

な

い
。

生

命

の

道

お

よ

び
生

命

の

流

行
を

説

く

江

渡

狄

嶺

と

梁

漱
溟

の

ま
な

ざ

し

は
、
家
稷
お
よ
び
郷
村
と
い
う
〈
い
ま
・
こ
こ
〉
を
行
じ
実
践
す
る
す
が
た

と

不

可

分

で

あ

る
。

こ

こ

に

、

必
須

の
思

索

と

し

て

の

両

哲
学

の
真

骨

頂

が

あ
る
。
―
―
生
命
を
育
む
も
の
は
生
命
に
導
か
れ
る
の
で
あ
る
。

〈
引
用
略
号
〉

『
選
集
』
＝
『
江
渡
狄
嶺
選
集
』
上

・
下
巻
、
家
の
光
協
会
、
一
九

八
〇
年
。

『
場
』

＝
『
場
の
研
究
』
平
凡
社
、
一
九
五

八
年
。

『
郷
村
』
＝
『
郷
村
建
設
理
論

（
一
名
中
国
民
族
之
前
途
）
』
、
『
梁
漱
溟
全
集
』
第

二
巻

所
収
、
山
東
人
民
出

版
社
、
済

南
一
九

八
九

年
。
（
参
照
、
池
田
篤

紀
・
長
谷

部
茂
共
訳
『
郷

村
建

設
理
論
』
新
盛

堂
天
地
社
、
一
九
九
一
年
。
）

『
東
西
』
＝
『
東
西
文
化
及
其
哲
学
』
。
『
梁
漱
溟
全
集
』
第
一
巻
所
収
、
山
東
人
民
社
。

済
南
一
九
八
九
年
。
（
な

お
、
同
書
に
は
長
谷

部
茂
・
土
屋
昌
明
両

氏
に
よ

る

下
訳
が
あ
り
、
そ
れ
を
参
照
し
た
。
）

（
1
）
　
狄
嶺
に
お
け
る
転
換
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
つ
ぎ
の
拙
稿
を
も
参
照
の
こ
と

「
行
と
行
為
―
江
渡
狄
嶺
と
フ
ィ
ヒ
テ
―
―
」
（
比
較
思
想
学
会
編
『
比
較
思

想
研
究
』
一
八
号
、
一
九
九
二
年
。
）

（
２

）
　
参
照
、
河
田
悌
一
「
伝
続
か
ら
近
代

へ
の
模
索
－

梁
漱

溟
と
毛
沢
東
」
。

岩
波
講
座
現
代
中
国
第
四
巻

『
歴
史
と
近
代
化
』
所
収
、
岩
波
書
店
、
一
九
八

九
年
、
一
四
一
頁
。

（
３
）
　
李
善
峰
「
梁
漱
溟
思
想
の
現
代
的
意
義
」
（
通
訳

‥
長
谷

部
茂
）
、
第
一
〇
回

梁
漱
溟
先
生

セ
ミ

ナ
ー
講
演
、
於
・
憲
政
記
念
館
、
一
九
九
七
年
一
一
月
六
日



（
４
）
　
同
上
。

（
５
）
　
河
田
悌

一
前

掲
論
文

、
一
五

六
頁
。

（
６
）
　
た
だ
し

、
こ
う
し

た
梁

漱
溟
の
郷
村
建
設
運
動

は
、
実
際

の
と
こ
ろ
、
一
九

三
七
年
の
蘆
溝
橋

事
件
で

終
わ
り

を
告
げ

る
こ
と
と
な

る
。

（
き

む
ら

・

ひ

ろ

し

、

哲

学
、

法

政

大

学

非
常

勤

講

師

）
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