
〈

特
集
　
「

人

間

と
は

何

か

」

４

〉

人
　

間
　

に
　

つ

い
　

て

―
―
中
国
哲
学
史
研
究
者
と
し
て
―
―

人

間
と
は
何
も
の

か
を
考
え

る
と
き

、
中
国
哲
学

史
と
い
う
制
約
を
有
効

に
利

用
す

る
た
め
に
、
人
間

を
あ
ら

わ
す
漢
字
、
「

人
」

と
は
何
で
あ
る
の

か
か
ら
出

発
す
る
方
法
を
採
用
す

る
こ
と

に
し
た
い
。
中
国

の
文

字
「
人
」

は
、
あ
き
ら
か
に
人
間
の
身
体
の
象
形
で
あ

る
。
だ

が
こ
の

象
形
文
字
「

八
」

は
人
間
の
側
面
像
で
あ
っ
て

、
決

し
て
正
面

像
で

は
な
い

。「
大

」
字
は
、
ふ

と
っ
た
、
あ

る
い

は
威
風

堂
々
た
る
人
間

の
正
面

像
で
あ
る
。
又
、
「
立
」
字

は
、
大
地
に
足

を
ひ
ろ
げ
て
堂
々
と
立
つ
人
間
を
正
面

か
ら
獺
い
て
い

る
。

だ

が
我
々
人
間

を
あ
ら
わ
す
「
人
」
、
部
首
と
し
て
人

間
一
般
を
示
す
「
イ
」

（
に
ん
べ
ん
）
「
■
」
（
ひ
と
が
し
ら
）
と
い
う
附
号
な
ど
、
こ
れ
ら
の
「
人
」

は
既

に
述

べ
た
よ

う
に
側
面
像
で
あ
る
。
そ
の
理
由

に
つ
い
て
考
え

る
こ

と

か
ら
始

め
た
い
。

近
年
中
国

で
お
こ
っ
た
文
化
大
革
命
、
そ
れ
に
つ
づ
い
た
批
林
批
孔
（
林

彪
と
孔
子
に
対
す
る
批
判
）
は
新
聞
紙
上
で
も
若
干
の
開
設
付
で
紹
介
さ
れ

佐
　
藤
　
一
　
郎

て

い

る

の

で

、

お

お

よ

そ

の

と

こ

ろ

は

御

存

知

と

思

う

が

、

孔

子

批

判

の

中

で

今

回

の

問

題

に

つ

な

が

。る

も

の

が

あ

る

の

で

、

ふ

れ

る

こ

と

に

し

た

い

。

そ

れ

は

孔

子

が

対

象

と

し

て

い

る

「

人

」

と

は

、

孔

子

の

仲

間

、

す

な

わ

ち

支

配

階

級

で

あ

っ

て

、

「

民

」

と

は

被

支

配

階

級

で

「

人

」

で

は

な

く

、

彼

の

思

想

は

「

人

間

一

般

」

の

た

め

の

も

の

で

な

い

と

い

う

説

で

あ

る

。

こ

の

解

釈

は

論

語

に

つ

い

て

帰

納

的

に

研

究

さ

れ

、

相

当

う

な

ず

け

る

点

を

も

っ

て

い

る

。

又

、

ア

イ

ヌ

の

人

々

の

言

語

で

は

、

ア

イ

ヌ

と

は

人

間

で

、

仲

間

の

こ

と

で

あ

る

が

、

シ

ャ

モ

は

こ

れ

に

対

す

る

「

と

な

り

の

ひ

と

」

を

指

す

と

言

う

こ

と

で

あ

る

。

特

に

階

級

的

観

点

を

い

れ

な

く

て

も

、

あ

る

思

想

的

発

達

段

階

の

言

語

で

は

人

間

と

は

仲

間

で

あ

り

、

仲

間

で

な

い

も

の

は

人

間

で

な

か

っ

た

こ

と

は

充

分

に

考

え

ら

れ

る

。

要

す

る

に

私

は

「

人

」

と

は

自

分

の

横

に

な

ら

ん

で

い

る

人

間

の

こ

と

、

仲

間

の

こ

と

で

あ

っ

た

と

考

え

て

い

る

。

向

か

い

あ

う

人

間

で

は

な

い

か

ら



側

面

像

に

な

っ

て

い

る

の

で

あ

る

。

「

比

」

字

な

ど

、

正

に

人

の

側

面

像

が

二

つ

な

ら

ん

で

い

る

も

の

で

あ

る

。

以

上

の

よ

う

な

「

人

」

の

観

念

を

も

っ

た

論

語

に

お

い

て

、

人

間

は

「

天

」

よ

り

自

立

し

、

相

対

的

自

由

を

も

っ

て

い

る

こ

と

が

認

め

ら

れ

る

。

こ

れ

は

春

秋

時

代

よ

り

戦

国

時

代

初

期

に

お

い

て

、

す

ぐ

れ

た

貴

族

達

（

君

子

）

に

よ

っ

て

到

達

さ

れ

た

も

の

で

、

天

の

人

格

神

的

色

彩

は

薄

く

、

天

道

と

人

道

と

い

う

二

重

の

道

理

・

規

範

を

肯

定

し

、

天

命

は

運

命

と

し

て

甘

受

す

る

と

い

う

構

造

を

も

っ

て

い

た

。

こ

れ

は

論

語

に

お

け

る

孔

子

の

思

想

に

見

え

る

の

み

な

ら

ず

、

そ

の

後

継

者

た

る

孟

子

に

つ

な

が

り

、

更

に

戦

国

時

代

末

期

の

菊

子

、

あ

る

い

は

漢

代

に

い

た

っ

て

、

「

天

」

の

観

念

の

変

化

に

伴

っ

て

い

ろ

い

ろ

な

方

向

に

展

開

す

る

。

こ

こ

で

私

は

思

想

史

的

に

重

要

な

諸

概

念

を

と

り

あ

げ

て

、

中

国

に

お

け

る

人

間

概

念

を

い

ろ

い

ろ

な

角

度

か

ら

研

究

す

る

こ

と

に

な

る

。

し

か

し

本

日

の

時

間

的

制

約

も

あ

る

の

で

、

重

要

と

考

え

る

も

の

「

信

」

と

「

仁

」

と

の

二

つ

を

と

り

あ

げ

て

、

問

題

の

本

質

に

端

的

に

せ

ま

る

こ

と

に

し

た

い

。

最

初

、

私

は

論

語

に

お

い

て
　
　
　
　
　

上

「

人

に

し

て

信

な

く

ん

ば

其

の

可

な

る

を

知

ら

ざ

る

な

り

」

‐
　
　
　
　
　
　
　

（

為

政

第

二

）

と

あ

る

「

信

」

が

仲

間

で

あ

る

人

間

を

結

び

つ

け

る

も

の

で

は

な

い

か

と

考

え

た

。

「

信

」

と

い

う

文

字

は

「

人

と

言

と

」

と

よ

り

な

り

、

言

葉

と

行

為

が

た

が

わ

な

い

こ

と

を

原

義

と

し

て

い

る

。

こ

の

よ

う

な

徳

目

が

仲

間

で

あ

る

「

人

」

と

「

人

」

と

の

間

に

ふ

さ

わ

し

い

と

考

え

ら

れ

る

が

、

実

は

「

信

」

は

上

下

関

係

、

君

主

と

臣

下

・

人

民

と

の

間

の

徳

目

と

し

て

あ

ら

わ

れ

て

い

る

。

そ

れ

は

既

に

春

秋

左

氏

伝

に

お

い

て

鄭

の

子

産

が

君

主

と

人

民

と

の

間

の

盟

誓

を

以

て

信

と

し

て

い

る

。
（

昭

公

十

六

年

）

し

、

論

語

忙

お

い

て

も

顔

淵

第

十

二

の

子

貢

問

政

章

に

お

い

て

、

「

子

貢

、

政

を

問

ふ

。

子

日

は

く

、

食

を

足

ら

し

、

兵

を

足

ら

し

、

民

、

之

を

信

ず

と

。

子

貢

日

は

く

、

必

ず

已

む

こ

と

を

得

ず

し

て

去

ら

ば

、

斯

の

三

者

に

於

い

て

、

何

を

か

先

に

せ

ん

と

。

日

は

く

、

兵

を

去

ら

ん

と

。

子

貢

日

ぱ

く

、

必

ず

已

む

こ

と

を

得

ず

し

て

去

ら

ば

、

斯

の

二

者

に

於

い

て

何

を

か

先

に

せ

ん

と

。

日

は

く

、

食

を

去

ら

ん

。

い
が
九

よ
り
皆
死
有
り
。
民
は
信
無
く
ん
ぱ
立
た
ず
と
」
。

左

伝

や

論

語

に

お

け

る

此

の

よ

う

な

傾

向

は

同

義

の

文

字

二

字

を

な

ら

べ

る

連

文

（

又

は

連

語

）

と

い

う

造

語

法

で

は

、

忠

信

・

誠

信

と

し

て

孟

子

・

荀
子
・
墨
子
な
ど
に
あ
ら
わ
れ
、
こ
の
場
合
は
君
主
へ
の
「
ま
こ
と
」
で
あ
っ

た

。

老

子

に

も

「

夫

れ

礼

は

忠

信

の

薄

き

…

…

」

と

し

て

、

社

会

秩

序

（

礼

）

の

前

段

階

と

し

て

あ

ら

わ

し

て

い

る

。

更

に

熟

語

で

考

索

す

る

と

、

忠

信

之

士

・

信

人

（

墨

子

）

信

賞

必

罰

（

韓

非

子

）

と

い

う

よ

う

に

強

い

君

主

権

を

主

張

す

る

学

説

で

「

信

」

が

重

要

な

徳

と

な

っ

て

い

る

こ

と

が

認

め

ら

れ

る

。

上

下

の

人

間

関

係

の

徳

で

あ

っ

た

の

だ

。

中

国

の

数

千

年

の

歴

史

に

お

い

て

漢

よ

り

清

朝

ま

で

の

諸

王

朝

の

正

統

的

イ

デ

オ

ロ

ギ

ー

は

儒

教

で

あ

っ

た

。

こ

の

儒

教

に

お

け

る

最

高

の

徳

は

「

仁

」

で

あ

る

こ

と

は

言

う

ま

で

も

な

い

。

論

語

以

前

に

お

い

て

「

仁

」

は

意

味

も

は

っ

き

り

し

な

い

言

葉

で

、

春

秋

時

代

の

君

子

を

美

化

す

る

貧

し

い

用

例

一

、



二

あ

る

の

み

で

あ

る

。

論

語

の

用

例

な

ど

か

ら

帰

納

す

る

と

、

自

ら

に

対

し

て

は

こ

ら

え

る

、

他

人

に

対

し

て

は

親

し

む

（

或

い

は

み

と

め

ゆ

る

す

）

と

言

う

意

味

で

、

こ

の

よ

う

な

字

義

は

、

漢

代

に

お

い

て

い

よ

い

よ

強

め

ら

れ

、

仁
と
は
「
親
な
り
」
（
説
文
）
、
「
相
人
偶
（
■
）
（
中
庸
注
）
と
し
て
、
「
爾

と

我

と

親

密

す

る

」

（

説

文

段

注

、

仁

字

に

つ

い

て

）
　

こ

と

と

理

解

さ

れ

て

い

る

。

し

か

も

こ

の

中

庸

注

は

中

庸

の

「

仁

と

は

人

な

り

」

の

人

に

つ

い

て

「

相

人

絹

」

の

人

と

言

っ

て

い

る

の

で

あ

る

。

こ

の

人

は

大

勢

の

人

で

は

な

く

、

君

と

僕

と

の

両

者

の

間

の

「

仲

間

」

を

意

味

す

る

「

人

」

と

い

う

こ

と

に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
「
人
」
と
「
仁
」
は
発
音
も
近
く
意
味
も
連
続
し
た
も

の

と

し

て

、

漢

代

で

も

、

又

更

に

後

代

ま

で

も

理

解

さ

れ

る

こ

と

に

な

る

の

で

あ

る

。

附

言

す

る

と

説

文

・

中

庸

注

な

ど

は

宇

源

を

論

ぷ

つ

つ

、

同

時

に

漢

代

に

お

い

て

も

’つ

と

も

論

理

的

に

妥

当

す

る

も

の

、

す

な

わ

ち

現

実

を

反

映

し

た

も

の

、

も

っ

と

も

漢

代

的

な

も

の

、

中

国

的

な

人

間

関

係

を

表

現

し

て

い

る

の

で

あ

る

。

天

か

ら

は

自

立

し

相

対

的

自

由

を

も

つ

人

間

、

す

な

わ

ち

儒

者

、

そ

れ

は

説

文

に

お

い

て

、

「

仁

と

は

親

な

り

」

の

直

前

の

箇

所

に

お

い

て

、

「

人

、

夫

地

之

性

、

最

貴

者

也

」

と

述

べ

ら

れ

て

い

る

。

ま

さ

に

万

物

の

霊

長

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。

自

立

し

自

由

を

も

つ

が

ゆ

え

に

最

も

貴

い

が

、

こ

の

「

人

」

は

血

縁

・

地

縁

・

学

閥

な

ど

と

い

う

個

人

的

つ

な

が

り

の

中

の

存

在

で

あ

る

こ
と
に
な
る
。
後
世
、
君
子
と
小
人
と
の
党
争
と
さ
れ
て
い
る
後
漢
の
党
錮
、

唐

の

清

流

、

宋

の

党

籍

、

明

の

東

林

と

い

っ

た

も

の

、

更

に

そ

れ

に

つ

い

て

論

じ

、

弁

護

し

た

唐

宋

の

名

士

の

朋

党

論

な

ど

、

党

派

の

問

題

に

つ

い

て

見

る

と

、

い

ず

れ

も

組

織

の

な

い

個

人

的

つ

な

が

り

に

よ

る

党

派

の

争

い

で

あ

り

、

天

子

の

側

近

者

に

政

権

が

掌

握

さ

れ

て

い

た

中

国

的

専

制

体

制

の

産

物

と

言

え

る

と

と

も

に

、

中

国

的

な

「

人

」

の

存

在

の

原

点

に

起

因

す

る

こ

と

も

指

摘

さ

れ

う

る

の

で

あ

る

。

左

伝

よ

り

の

引

例

で

指

摘

し

た

「

信

」

の

観

念

は

「

盟

誓

」

す

な

わ

ち

契

約

に

よ

る

「

信

」

で

あ

っ

た

。

春

秋

に

は

君

主

に

対

し

人

民

が

組

織

と

し

て

対

立

し

自

立

し

て

い

た

と

も

言

え

る

が

、

既

に

指

摘

し

た

よ

う

に

、

「

信

」
は

墨

子

、

韓

非

子

な

ど

と

い

う

君

主

権

強

化

、

専

制

君

主

制

確

立

と

い

う

方

向

の

も

と

で

は

、

君

主

へ

の

「

ま

こ

と

」

へ

つ

よ

く

展

開

し

、

君

主

か

ら

は

信

賞

す

る

と

い

う

上

下

関

係

に

な

っ

て

い

る

。

秦

漢

以

降

の

皇

帝

は

、

ま

さ

に

天

の

代

理

者

天

子

と

し

て

出

現

し

、

個

々

の

人

民

に

直

接

に

む

す

び

つ

こ

う

と

し

て

い

る

。

相

対

的

自

由

を

も

つ

人

間

の

行

動

形

態

、

朋

党

の

否

定

は

当

然

ま

ず

墨

子

｛

尚

同

論

｝

に

は

じ

ま

り

漢

代

よ

り

特

に

否

定

さ

れ

る

こ

と

に

な

る

。

呪

術

信

仰

が

漢

代

に

お

い

て

強

く

出

現

す

る

の

は

、

本

来

呪

術

信

仰

を

も

っ

て

い

た

庶

民

が

、

天

子

を

神

秘

的

存

在

（

呪

術

者

）

と

し

た

こ

と

に

起

因

す

る

と

言

え

る

こ

と

に

な

る

。

そ

も

そ

も

天

か

ら

の

自

立

、

相

対

的

自

由

を

え

た

の

は

春

秋

の

進

歩

的

君

子

で

あ

り

、

孔

子

で

あ

り

、

儒

家

で

あ

っ

た

。

他

方

、

伝

統

的

な

庶

民

の

信

仰

は

全

く

呪

術

的

な

も

の

で

、

自

然

に

没

入

し

人

間

の

自

立

は

な

か

っ

た

と

言

え

る

。

し

か

し

古

代

の

原

始

的

宗

教

思

想

を

基

盤

に

展

開

し

た

老

子

荘

子

な

ど

道

家

で

は

天

の

呪

術

性

を

の

り

こ

え

て

人

間

を

自

然

存

在

に

近

い

天

・

道
の
中
に
埋
没
さ
せ
た
が
、
こ
れ
が
魏
晋
南
北
朝
で
流
行
し
て
い
た
。



こ

の

段

階

で

仏

教

の

渡

来

が

始

ま

る

。

前

漢

末

期

か

ら

後

漢

、

更

に

魏

晋

に
いか

け

て

仏

教

が

呪

術

的

な

も

の

で

あ

っ

た

こ

と

、

そ

れ

に

よ

っ

て

布

教

が

拡

大

し

た

こ

と

は

言

う

ま

で

も

な

い

。

だ

が

人

々

の

心

を

真

に

と

ら

え

た

の

は

輪

廻

転

生

因

果

応

報

説

で

あ

っ

た

。

万

物

の

霊

長

で

あ

る

人

間

が

な

ぜ

に

他

の

存

在

に

輪

廻

す

る

の

か

の

疑

問

は

つ

い

に

強

く

出

て

い

な

い

の

は

、

既

に

人

民

の

自

立

が

な

か

っ

た

、

失

わ

れ

て

い

た

、

抑

圧

さ

れ

て

い

た

か

ら

で

あ

る

。

一

方

、

現

体

制

を

さ

さ

え

る

働

き

を

、

輪

廻

転

生

因

果

応

報

説

は

し

た

わ

け

で

、

南

北

朝

の

范

槇

が

花

片

の

風

の

ま

ま

に

散

る

こ

と

に

た

と

え

て

、

偶

然

論

で

因

果

応

報

と

現

体

制

肯

定

を

攻

撃

し

た

の

は

そ

の

好

い

例

で

あ

る

。

范

槇

は

道

家

思

想

の

立

場

、

す

な

わ

ち

天

の

呪

術

性

否

定

と

い

う

原

始

唯

物

論

の

立

場

か

ら

攻

撃

し

た

わ

け

で

、

当

時

の

儒

教

徒

は

最

も

過

激

な

人

で

も

相

対

的

に

天

を

認

め

る

以

上

、

天

子

よ

り

衣

銀

に

い

た

る

階

級

秩

序

を

肯

定

せ

ざ

る

を

え

な

か

っ

た

し

、

又

「

万

物

の

霊

長

」

た

る

人

間

と

は

、

現

体

制

の

肯

定

の

上

に

生

活

を

享

楽

す

る

「

人

」

で

あ

る

と

考

え

れ

ば

輪

廻

と

矛

盾

し

な

か

っ

た

の

で

あ

る

。

勿

論

、

仏

教

教

団

に

対

す

る

社

会

秩

序

、

国

家

財

政

上

な

ど

か

ら

の

攻

撃

は

儒

者

か

ら

出

さ

れ

て

い

る

が

、

そ

れ

は

別

の

問

題

で

あ

る

。

以

上

、

簡

単

な

が

ら

中

国

の

「

人

」

の

観

念

が

「

仁

」

を

最

高

の

徳

と

す

る

よ

う

に

「
仲

間

」

の

意

識

に

支

配

さ

れ

’て

い

た

の

で

な

い

か

と

い

う

こ

と

と

、

モ

れ

が

思

想

史

や

政

治

史

、

更

に

比

較

思

想

の

対

象

た

る

仏

教

の

輸

入

の

問

題

と

ど

の

よ

う

に

か

ら

ん

だ

か

に

つ

い

て

粗

雑

に

論

述

し

た

次

第

で

あ

る

。

（
―
）
　
范
槇
　
南
朝
斉
・
梁
の
間
の
人
、
生
没
年
不
明
。
こ
の
話
は
斉
の
竟
陵
王
蕭

子
良
と
の
対
談
に
由
来
す
る
。

（
２
）
　
人
間

を
万
物

中
の
最
高
存
在
と
す
る
表
現
は
、
漢
代

の
文

献
に
見
ら
れ
る
。

〔
説
文
〕
人
、
天
地

之
性
、
最
貴
者
也
。
　
〔
白
虎
通
〕
人
者
天

之
貴
物
也
。

尚
、
書

経
の
泰
誓
に
「
惟
人
万
物
之
霊
」
と
あ
る
が
こ
れ
は
偽
書
で
あ
る
。

（

さ

と
う

・
い

ち

ろ

う

、

中

国

哲
学

、
北

海

道

大

学

教

授

）
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