
〈
特
集
「
2
1世
紀
の
倫
理
と

そ
の
基
盤
」
３
〉

儒
教
的
倫
理
規
範
の
再
構
築
に
向
け
て

一
　

は
じ

め

に

本
稿
が
考
察

の
対
象
と
す

る
領
域

は
、
中
国

大
陸

と
台
湾

、

シ
ン

ガ
ポ
ー

ル
な
ど
を
加
え

た
、

い
わ
ゆ

る
「
文

化
中
国
」
で

あ
る
。

そ
し
て

、
か
か
る

課
題

を
考
察
す

る
に
際

し
、
現

代
新
儒
家
に
焦
点
を
あ
て

る
こ
と
に
つ
い
て

は
、
お
そ
ら
く

誰
し
も
異

論
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

こ
こ
で

念
の
た
め
に
、

現
代

新
儒
家
が
誕
生
し
て
き

た
歴
史
的
背
景

な
ら
び
に
歴
史

的
意
義
に
つ
い

て
ま
え

も
っ
て
鳥
瞰
し
て

お
く
こ
と
は
、
文

化
中
国
の
思
想
・
文

化
・
歴
史

が
抱
え

る
特
殊
事
情

か
ら
し
て
不
可

欠
の
作
業
と
な
ろ

う
。

二
　

本

稿

の

視

点

と

現

代

新

儒

家

の
思

想

史

的

位

置

ま
ず

は
じ

め
に
、
中
国
近
代

化
の
歩
み
に
お
け

る
現
代
新

儒
家
の
誕
生
と

そ
の
位
置

に
つ

い
て
、
若
干

の
検
討

を
加
え

な
が
ら

あ
わ
せ
て

本
稿
の
視
点

佐
　

藤
　

貢
　

悦

を
明
ら

か
に
し
て

お
き

た
い
。

通
説

的
に
は
、
中
国
近
代

は
「
ウ
ェ
ス
タ
ン
・
イ

ン
パ
ク
ト
」

に
よ

る
災

禍
と
苦
難
に
満
ち
た
抵
抗
の
歴

程
で
あ

っ
た
。
ア

ヘ
ン
戦
争
、
ア
ロ
ー
号
事

件
を
契
機
に
諸
外
国
と
一
連
の
不
平
等
条
約
が
締
結
さ
れ
る
に
至

っ
た
こ
と

は
、
欧
米
列
強
を
も
夷
狄
と
看
做
し
て
羈
縻
・
懐
柔
に
よ
る
諸
策
を
講
じ

る

こ
と
で

は
、
も
は
や
近
代
科
学
に
立
脚
す

る
現
実
の
力
の
ま
え
に
い
か
な
る

対
応
も
不

可
能
な
る
こ
と
を
清
朝
が
認
識
し
た
こ
と
を
示

唆
す
る
。
と
同
時

に
、
も
と
も
と
藩
属
国
を
統
括
（
夷
務
）
す
る
礼
部
・
理
藩
院
な
ど
が
所
管

し
て
き
た
西

洋
列
強
に
対
す
る
外

交
（
洋
務
）
が
、
一
八
六
一
年
に
創
設

さ

れ
た
「
総
理
各
国
通
商
事
務
衛
門
」

の
所
掌
へ
と
移
管
さ
れ
た
こ
と
の
意
味
、

わ
け
て

も
そ
の
世
界
認
識
の
転
換
が
中
国
近
代
史
に
も
つ
と
こ
ろ
の
意
義

は

重
大
で

あ
る
。
こ
の
こ
と

は
、
「
中
華
世
界

帝
国
」

が
そ
の
歴
史

上
は
じ

め

て
み
ず
か
ら
と
政
治
的
・
文
化

的
に
対
等
な
る
国
家
が
世

に
存
在
す

る
こ
と



を
黙

認
し
た
こ

と
の
徴
表
で
あ

っ
た
。

換
言
す
れ
ば
、
近
代
以
前

の
中

国
に

お
い
て
世
界
認

識
の
基
層
を
構
成
し
て
き

た
華
夷
思

想
が
、
自
己

の
文

化
的

優

位
性
を
高
調

す
る
と

い
う
ほ

ん
ら

い
の
歴

史
的
存
在
意
義

を
み
ず

か
ら
否

定
し
た
こ
と
に
よ
り
、
洋
務
運
動

の
開

始
と
時
を
同
じ

く
し
て

、
世
界

認
識

と
し
て
の
「
中
華
世
界
帝
国
」
秩
序

観
念
も
ま
た
、
確
実
に
凋
落
と
解
体
の

途
を
歩
む
こ
と
に
な
っ
た
の
で

あ
る
。

す
な
わ
ち
、
清
朝

考
証
学

の
批
判

者
、
公
羊

学
派
の
大
儒

魏
源
（
一
七
九

四
－

一
八
五
六
）
の
「
夷
の
長

技
を
師
と
し

、
以
て
夷

を
制
す
る
」
（
『
海
国
図

志
』
叙
、
『
魏
源
集
』
中
華
書
局
、
上
冊
二
〇
七
頁
）
と

い
う
こ
と
ば

は
、
洋

務
か

ら

変
法
自
強
へ
と
連
動
す

る
変

革
期
の
時
代

精
神
を
端
的
に
集
約
し

た
も
の

と
み
ら

れ
る
。
洋
務
運
動

の
直
接

の
推
進
者

で
あ

る
曾
国

藩
や

李
鴻

章
、

「
中

体
西
用

論
」
で

知
ら
れ

る
張
之
洞

な
ど

は
、

い
ず
れ
も
中

国
文
化

（
中

体
）

の
優
位
を
前
提
と
し
つ

つ
、
西

洋
近
代

の
科
学
技
術
（
西
用
）

を
導
入

す

る
こ
と
で
資
本
主

義
的
産
業

育
成
を
目
指
し
た
の
で
あ
る
。
西

洋
の
文
化
、

政
治

（
制
度
）
に
学
ぶ
と
い

っ
た
視
点
を
欠
落
さ
せ
る
と
い
う
中
体
西

洋
論

の
限
界
は
、
日
清
戦
争
を
契

機
と
し
て
露
呈
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。
こ
れ

に
代
わ

っ
て
、

ロ
シ
ア
や
日
本
の
立
憲
君
主
制
を
模
倣
し
て
、
清
朝
支
配
そ

の
も
の

は
残
し
な
が
ら
政
体
を
お
お
き
く
変
革
し
よ
う
と
す
る
主
張
が
登
場

し
て
く
る
。
変
法
自
強
論
が
そ
れ
で
あ
り

（
こ
の

「
法
」
は
、
要
す
る

に
政

治
制
度

・
機
構
）
、
そ
の
中
心
人
物

は
、
康
有
為

と
そ

の
麾
下

に
結
集

し
た

梁
啓
超
、
譚
嗣
同
ら
で
あ

っ
た
。
殖
産
や
軍
備
な
ど
の
具
体
的
な
政
策
、
清

朝
支
配
の
枠
を
維
持
す
る
点
に
お
い
て
は
、
洋
務
運
動
も
し
く
は
そ
の
枠
内

に

あ

る

変

法

論

と

変

わ

ら

な

い

も

の

の

、
康

有

為

ら

変

法

自

強

論

の

特
色

は
、

よ

り

徹

底

し

て

華

夷

観

念

を

払

拭

す

る

こ

と
で

、

中

国

文
化

の

位
置

を
み

ず

か

ら

相

対

化

し

た

と

こ

ろ

に

あ

っ
た
と

い
え

る
。

と

い

う

の

も

、

こ

う
し

た

運

動

を

突

き

動

か

し

て

い

た

理

念

す

な

わ

ち
康

有

為

の

「

大
同

思

想
」

の

背

後

に
は

、

ダ

ー

ウ

ィ
ン

主

義

に

基

づ

く

ヨ
ー

ロ

ッ

パ
的

社

会

進

化

論

が

裏

打

ち

さ

れ

て

い

た

の

で

あ

る

。

こ

の

事

実

に

注
目

す

る
な

ら

ば

、

か

れ

に

お

い

て

西

欧

の

文

化

的

優

位

が

は

っ
き

り

認

識

さ
れ

て

い
た

と

解

釈

さ

れ

、

さ

ら

に
推

し

進

め

る

な

ら

ば

、

変

法

自

強

運

動

は
、
「
中

華

世

界

帝

国

」

観

念

を

な

か
ば

放

棄

し

て

い

た

と

み

ら

れ

る

の

で

あ

る
。

い
ま

、

辛

亥

革

命

を

挟

ん

だ

政

治

的

動

乱

を

回
顧

す

る

必

要

は

あ

る

ま

い

。

中

華

世

界

帝

国

の

主

人

と

し

て

の

矜
持

か
ら

一
転

し

て

、

自

嘲

的

に

「

東

ア

ジ

ア
の

病

人
」
（
東

亜

的

病

夫

）

を

自

称

す

る

ま

で

に

貶

め
ら

れ

た

中

国

の

知

識

人

が

、
西

洋

近
代

が

創

造

し

た

新

た

な
文

化

体

系

の

な

か

で

も

、

と

り

わ

け

興

味

を

そ

そ

ら

れ

た

の

は

、

い

う

ま

で
も

な
く

「
民

主

」

と

「
科

学
」

で
あ
っ
た
。
前
者
が
「
徳
先
生
」
（
徳
謨
克
拉
西
：
　
ｄ
ｅ
ｍ
ｏ
ｃ
ｒ
ａ
ｃ
ｙ
）
、
後
者

が

「
賽

先

生

」
（
賽

恩

斯

：
　
ｓ
ｃ
ｉｅ
ｎ
ｃ
ｅ
）

と

呼

ば

れ

る

ほ

ど

に

両

概

念

が

一

人

歩

き

す

る

と

き

、
「
打

倒

孔

家

店

」

は

も

う

ひ

と

つ

の

ス

ロ

ー

ガ

ン

と

な

っ

た
。

そ
の

中

心
人

物

が

、

胡

適

と

陳

独

秀

を

は
じ

め
、

李

大

釧

、

魯

迅

、

周

作

人

な
ど

通

説

に

い
う

儒

教

伝

統

の

全

面

的

否

定
論

者

で

あ

っ

た
。

そ

の

内

部

に

お

い
て

も

、

一

九

一
九

年

に
は

、

イ

デ

オ

ロ
ギ

ー
上

の

対

立

を

反

映

し

て

、

胡

適

の

「
問

題

と

主

義

」

論

（
当

時

の

中

国
が

直

面

し

た
具

体

的

問

題

に
、

ボ

ル

シ
ェ

ヴ

ィ

ズ

ム

は
明

確

な

指

針

を

示

さ

な

い
と

す

る
批

判

）

に



端

を

発

す

る
李

大
釧

と

の
論

争

が

あ

る
。

二
三

年

に

は

「
科

学

と
玄

学

」

論

争

（
科

学

は
人

生
観

つ

ま
り

玄

学

＝
哲

学

の
問

題

を

解

決
で

き

な

い
）

は
、

張

君

勸

に
よ

る
提

起

と

丁
文

江

の
反

論

を

承

け

て

、

さ

ま

ざ

ま

な

領

域

に
跨

る
論

争

へ
と

展

開
し

た

（
た
と

え

ば

、

梁

啓

超

が

玄

学

派

に

立

っ
た

の

に
対

し
て
、
胡
適
・
李
大
■
は
と
も
に
科
学
派
で
あ
っ
た
）
。
こ
の
よ
う
な
ぎ
わ

め
て

錯

綜

し

た

構
図

の

な

か

に

、

の
ち

の
中

国

現

代

思

想

史

に

お
け

る

「
三

鼎
立

」

の

柱
す

な

わ

ち

、
陳

・

李

の
流

れ

を

承

け

た

マ
ル

ク

ス

主

義

派

、

胡

適

に
代

表

さ

れ

る
自

由

主
義

的

欧
化

派

、

そ

し

て

こ

れ

ら

い

わ

ぱ

中

国

伝
統

文

化

に

対

す

る

全

面

否

定

論

者

と

激

し

い
論

争

を

展

開

し

て

き

た

の

が
、

今

日

い

う

と

こ

ろ

の

「
当

代

（
現

代

）

新

儒

家

」
（
Ｃ
ｏ
ｎ
ｔｅ
ｍ
ｐ
ｏ
ｒ
ａ
ｒ
ｙ

Ｎ
 ｅｏ
ｃ
ｏ
ｎ
ｆ
 
ｕ
ｃ
ｉａ
ｎ
ｉｓ
ｔ
）

で

あ

っ

た
。

そ

の

第

一

世

代

に

は

長

く

論

戦

の

た
だ

中
に
あ
っ
た
梁
漱
溟
を
筆
頭
と
し
て
、
熊
十
力
、
馮
友
蘭
、
賀
麟
、
張
君
■

な
ど

が

い

る

。

続

く

第

二
代

と

し
て

は

、

中
国

大

陸

の

外

に

移

り

住

ん

だ
徐

復
観

、

唐

君

毅

、

牟

宗

三

ら

熊
十

力

の
高

弟

、

な

ら

び

に

方

東

美

な

ど

が

挙

げ
ら

れ

る
。

梁

漱

溟

の

『
東
西

文
化

及

其
哲

学

』

を

通

読

す

れ

ば

容

易

に

知

ら
れ

る

よ

う

に

、

か

れ

は
旧

文

化

を
墨

守
し

て

西

洋

文

化

を

拒

絶

し

た

わ
け

で

は

な

い

。

む

し

ろ

ま

ぎ

れ

も

な

い

欧
化

論

者

の

一

人

で

あ

っ
た

。

か

れ

は

、

近
代

化

（
そ

の

内

実

は

欧
化

）

の
潮

流

に
闇

雲

に

抗

し

よ

う

と

し

て

い
た

の

で

は

な

く

、

弊

履

の

ご

と
く

捨

て
ら

れ

た
旧

文

化

の

な

か

に

、

他

の

い
ず

こ

に
も

な

い

独

自

の

価

値

を

認

め

よ

う
と

し

た

に

す

ぎ

な

い
。

旧

文

化

の

精

華

こ

そ

「
中
国

伝

統

文

化
」

と
呼

称
す

る

に

ふ

さ

わ
し

い
も

の

で

あ

っ
た

。

こ

の

よ

う

に

、

梁

漱

溟

に

お

い
て

は
、

た

ま

た

ま

近
代

化

と

の

鬩

ぎ

合

い

の

な

か

で

意

識

さ

れ

た

か

の

ご

と

く

で

あ

る

が

、

こ

の

点

を

よ

り

一

般

化

し

て

い

え

ば

、

現

代

そ

し

て

将

来

に

お

い

て

も

、

絶

え

ず

過

去

に

向

か

っ

て

自

覚

的

に

発

掘

さ

れ

、

同

時

に

未

来

に

向

か

っ

て

意

識

的

に

保

持

さ

れ

る

べ

き

も

の

で

あ

ろ

う

。

「

伝

統

」

と

い

う

概

念

そ

の

も

の

が

、

実

は

「

近

代

」

の

産

物

で

あ

る

と

い

う

い

い

方

も

で

き

る

。

近

代

化

（

も

し

く

は

現

代

化

）

と

伝

統

文

化

の

問

題

を

考

察

す

る

に

際

し

、

両

者

を

安

易

に

対

峙

さ

せ

る

こ

と

は

短

絡

に

す

ぎ

る

で

あ

ろ

う

。

知

ら

れ

て

い

る

よ

う

に

、

現

代

新

儒

家

が

歩

ん

だ

道

の

り

は

、

抗

日

戦

争

、

国

共

内

戦

、

そ

し

て

四

九

年

の

共

産

党

政

権

の

樹

立

、

六

〇

年

代

後

期

か

ら

七

〇

年

代

前

期

に

ま

た

が

る

文

化

大

革

命

な

ど

、

動

乱

の

世

の

狭

間

に

浮

沈

す

る

道

程

で

あ

っ

た

。

他

方

で

、

第

一

次

大

戦

直

後

の

ヨ

ー

ロ

と

（

諸

国

に

お

け

る

社

会

情

勢

を

反

映

し

て

、

西

洋

文

化

へ

の

悲

観

的

空

気

が

存

在

し

た

こ

と
　

（
（

）
。 　

Ｓ
ｐ
ｅ
ｎ

ｇ

ｌ
ｅ
ｒ

「
　

Ｄ

ｅ
ｒ

　

Ｉ
に
Ｉｎ

ｔ
ｅ
ｒ
ｇ

ａ
ｎ

ｇ

　

ｄ
ｅ
ｓ

　

Ａ

ｂ
ｅ
ｎ

ｄ

ｌａ
ｎ

ｄ
ｅ
ｓ

「

１
９

１
８
-

２
２

そ

れ

を

典

型

的

に

示

す

」
、

な

ら

び

そ

れ

が

東

洋

へ

の

あ

る

種

の

憧

憬

を

生

ん

だ

こ

と

、

ま

た

こ

う

し

た

外

在

的

要

素

に

加

え

て

、

抗

日

運

動

が

高

潮

す

る

な

か

民

族

意

識

、

民

族

文

化

へ

の

強

い

自

覚

が

促

さ

れ

た

こ

と

も

、

現

代

新

儒

学

の

発

展

に

路

を

開

く

要

因

と

な

っ

た

の

で

あ

る

。

三
　

儒

教

的

倫

理

の

再

構

築

に

向

け

て

Ｉ

杜

維

明

氏

の

挑

戦

い

ま

や

現

代

新

儒

学

の

い

わ

ぱ

「

道

統

」

を

担

う

人

々

は

、

伝

統

文

化

と

現

代

化

の

問

題

を

視

野

に

お

き

な

が

ら

、

儒

教

的

倫

理

の

再

構

築

に

い

か

な



る
展
望
を
も

っ
て

い
る
の
で
あ

ろ
う

か
。
本
稿
で
は
紙
数
の
都

合
か
ら

、
こ

の
問
題
に
き
わ
め
て
意
欲
的
な
言
論
活
動
を
展
開
し
て
い
る
ハ
ー
バ
ー
ド
大

学
の
杜
維
明
氏

の
所
論

を
中
心

に
と
り
あ
げ
る
。
同
氏

は
、
熊
十
力

、
徐
復

観
の
思
想
を
継
承
す

る
人
物
と
し
て
現
代
新
儒
家
第
三
代

に
属

し
。
そ
の
影

響
力
の
広
範
な
こ
と
で

は
他
者

の
追
随
を
許
さ
な

い
、
自
他

と
も
に
認
め
る

斯
界
の
第
一
人
者
で

あ
る
と

い
っ
て

よ
い
。

い
っ
た
い
、
近
代

・
現
代

に
お
け

る
儒
教
の
凋
落

は
誰

の
目
に
も
明
ら
か

で
あ
る
。
杜
維
明
氏
も

こ
の
点
は
承
認
す

る
。

た
だ
し
、
氏

に
よ
れ
ば
、
孔

孟
の
道
を
し
て

ほ
と

ん
ど
再

起
不
能

に
陥
ら
し

め
た
最
大

の
殺
傷
力

は
、
孔

孟
の
名
を
借
り
て
復
辟

の
実

を
策
謀
し

た
軍
閥
と
政
客

の
非

学
術
的
、
非
文

化
的
な
腐
敗

に
あ

っ
た
。
他
方
で
、
思
想
界
の
主
流
と

な
っ
た
さ
ま

ざ
ま
な

か
た
ち
の
欧
化
主
義
も
、
そ

の
知
識

に
お
い
て

か
く
も
崇
高

な
地
位

と
美
し

い
形
象
と
を
有
す

る
の
は
、
そ

の
内
実
が
真
善
美
で
あ

っ
た
か
ら
で

は
な
く
、

す
こ
ぶ

る
実
用
的
価
値

を
も

つ
か
ら
で
あ

っ
た
。
儒
教
が

一
文

の
値
打
ち
も

な
い
も

の
と
し
て
退
け

ら
れ

た
と
す
れ
ば
。
そ
れ

は
「
富
強
」

の
ま
え
に
利

用
価
値
が
失

わ
れ
た

た
め
で
あ
る

（「
儒
学
第
三
期
発
展
的
前
景
問
題
」
二
三
八

－

二
四
一
頁
）。

こ
れ
に
関
連
し
て
胡

適
、
魯
迅
を
真

の
欧
化
論

者
で

は
な
い

と
い
う
。

か
れ
ら
が
「
伝
統
文

化
」

に
温
か
い
目
を

向
け

な
か

っ
た
の
は
、

歴
史
的

な
ゴ
ミ
ま
で
も
が
、
当
時
の
社
会
の
な
か
で

消
極
的
作
用
を
発
揮
し

て

し
ま
う

た
め
で
、

欧
化
論

は
ス

ロ
ー

ガ
ン
に
す
ぎ
な

い
と

考
え

ら

れ
た

（
同
前
、
二
四
二
頁
）。
こ

う
し

た
見
解

に
は
、
「
儒
教
中
国
」
と

「
儒

家
伝
統
」

（
本
稿
で

は
以
下

に
お

い
て

「
儒
家
」

に
代

え
て

「
儒
教
」

を
用

い
る
）
と

は
、

は

っ
き

り

二

分

さ

れ

る

と

い
う

前

提

が

存

在

す

る

。

前

者

は

、
氏

の
こ

と
ば

で

い

え
ば

、

政

治

化

し

た

儒
教

倫

理

を

主

導

思

想

と

す

る

封

建
的

意

識

形

態

お

よ

び

、

そ

の
現

代

に

お
け

る
曲

折

し

た
表

象

形

式

（
封

建

制

の

遺

毒
）

で

あ

る

。

後

者

は

。

氏

の

所

論
を

総

合

す

る

と

、

儒

教

思

想

に
固

有

の

合

理
主

義

や

平

等

主

義

、

ヒ

ュ
ー

マ

ニ
ズ

ム
な

ど

多

彩

な

精

華

を

織
り

込

み

な
が

ら
現

代

へ

と

貫

流

し

て

い

る
も

の
と

み

な

さ

れ

て

よ

い
。

氏

に

よ
れ

ば

、

両

者

は

ま

っ
た

く

異

な

る

次

元

に

属
し

て

お
り

、

専

制

政

体

の

解

体

は
、

あ

く

ま

で
既

存

の

表

象

形

式

を

喪

失

し

た

に
す

ぎ

ず

、

た

だ

ち

に

儒

教

的
伝

統

の
消

滅

を

意

味

す

る

わ

け

で

は

な

い

（
同

前
、

二
六
三
頁
）
。

結

論

的

に

い
え

ば

、
儒

教

伝

統

は

、

た

と

え

ば

「
富
強

」

な

ど

と

い
う

現

実

的

な
利

用

価

値

と

は
別

の

次
元

に

お

い

て

な

お

生
き

続
け

て

い
る

と

い

う

確

信

の

う
え

に
、

杜

維

明

説

の

骨

格

は

構

成

さ

れ

て

い

る
の

で

あ

る

。

こ

の

よ

う

な

論

理

的

背

景

か

ら
、

儒

教

伝

統

ま

で

も

が

す

で

に

潰
え

た
と

す
る
リ
ベ
ン
ソ
ン
氏
（
Ｊ
．
　
Ｒ
.
　
L
ｅ
ｖ
ｅ
ｎ
ｓ
ｏ
ｎ
　
１
９
２
０
-
６
９
）
の
学
説
が
氏
の
反

論

を

惹

起

し

た

の

で

あ

る
。

そ

の
要

点
を

掻

い
摘

ん
で

い
え

ば

、

ま
ず

杜
氏

に

お

い

て

儒

教

伝

統

の
存

在

を

間

接
的

に
裏

付

け

る
も

の

は
、

文

化

大

革
命

も

終

息

に
近

づ

い
た

七

〇

年

代

初

期

か

ら

展
開

さ

れ

た

（
リ

ベ

ン

ソ
ン

氏

の

逝

去

後

）
、

ほ

か
な

ら

ぬ
孔

子

批

判

（
批

林

批

孔

運

動

）

で

あ

る
。

五

四

運

動

か

ら

ほ

ぼ

半

世

紀

、

共

産

政

権

の

樹

立

か
ら

二
〇

年

ほ
ど

隔

た

っ
て

、

な

お

も

儒

教

批

判

を

繰

り

返

さ

ね

ば

な

ら

な

か

っ
た

と

い
う

、

反

証

と

い
う

よ

り

は

事

実

そ

の
も

の
で

あ

っ

た
。

こ

こ

に

お

い

て

氏

は
、
「
没

落

し

た

儒

教

中

国

が

中

華

民

族

の
文

化

的

心
理

構

造

の

な

か

で

、
な

お
潜

在

的

に
比

類

無



き
影
響
力
を
も

っ
て

い
る
」
（「
儒
学
第
三
期
発
展
的
前
景
問
題
」
二
五
八
頁
）
と

い
い
、
ま

た
「
伝
統
を
批
判
す

る
こ

と
が

政
治
闘
争

に
属
す

る
と

は
い
っ
て

も

、
伝
統

の
象
徴
的
意
義

は
当
今

の
中
国
政

治
文
化
と
密
接

に
関

わ
っ
て

い

る
」
（
同
前
）
と
し

、
リ
ベ

ン
ソ
ン
説

は
伝
統
の
威
力

を
糊

塗
し

た
も

の

と

み
な
す
。
こ

の
場
合

の
「
象

徴
的
」

と
は
、
儒
教
伝
統
の
本
質
と

は
必
ず

し

も
同

一
で

は
な
い
と

い
う
こ

と
、
む

し
ろ
儒
教
伝
統
が
俗
化
し
習
慣
化

（
形

式
化
）
し

た
と
い
う
意
味
で

あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
実

は
同
氏

は
リ
ベ
ン

ソ
ン
批
判

を
通
し
て
、
み
ず

か
ら

が
提
示
す

る
総
体
と
し
て

の
儒
教
文
化

を

儒
教
伝
統

と
儒
教
中
国
と

に
二
分
化

す
る
と
い
う
、

二
項
対

立
的
構
図

の
危

う
さ
を
な
か
ぱ
露
呈
し
て
し
ま

っ
た
か
に
み
え

る
。

つ
ま
り
、
後
文

の
な
か

で

い
み
じ
く
も
同
氏
自
身
が
開
陳
し
て

い
る
よ
う

に
、
習
俗
化
し
た
儒
教
伝

統
は
す
で

に
儒
教
中
国

の
範

疇
に
括
ら
れ
る
わ
け
で
あ
り
、
儒
教
伝
統
と
称

さ
れ
る
理
念
体
系
が
現
実
乖

離
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
思

想
で
あ

る
な
ら
ば

い
ざ

知

ら
ず
、
そ
れ
が
現
実

に
根
を
下

ろ
す
（
「
落
実
」）
た
め
に

は
、

か
え

っ
て

儒

教
中
国
と
の
関
係

に
お
い
て
拡
充
さ
れ
る
こ
と
、
い
う
な
れ

ば
習

俗
化
と
い

う
側
面
は
必
須
条

件
で
あ

っ
た
。
こ
う
し
た
点
に
お
い
て
、

か
の
上

部
・
下

部
構
造
に
こ
だ
わ
る
中
国
国
内
の
研

究
者
か
ら
、
文

化
論

的
理
想
主
義
者
と

い
う
批
判

を
浴
び
る
こ
と
に
な
る
こ
と
は
後
文
で

ふ
れ
る
。

ま
た
氏

の
所

論

は
、
日
本
な
ら
び
に
ア
ジ
ア
N
I
E
S
の
経
済
発
展
と
儒
教
伝
統
と
の
関
係
に

も
及

ん
で

い
る
（
「
儒
家
人
文
主
義
的
第
三
期
発
展
」
二
八
二
―
八
三
頁
）。
こ

の

点
も
ま
た
氏

自
身

に
よ
る
反
証

と
い
う
よ
り
は
、
両

者
の
間

に
ど

の
程
度
ま

で
抜
き
差
し
な
ら

な
い
相
関

関
係
が
あ
る
の
か
と

い
う
課
題

を
め
ぐ

る
、
し

い
て

い
え

ば

事

実

認

識

の
問

題

に
か

か

る

複
雑

な
要

素

も

あ

る
。

す

く

な

く

と
も

杜

維

明

氏

の
視

座

は
、

こ

れ

に

対

し

て

明
ら

か

に
肯

定

的

で

あ

る

も

の

の
、

論

理

と

し

て

は
実

証

性

に
乏

し

い
よ

う
で

あ

る
。

む
し

ろ
本

稿

の
視

点

か
ら

よ

り

興

味

深

い

の

は
、

同

氏

に
よ

る
反

論

に

、

リ

ベ

ン

ソ

ン
説

の
思

想

的
背

景

に
論

及

し

て

つ

ぎ

の
よ

う

な

見

解

が

披

瀝

さ

れ
て

い

る

こ
と

で

あ

る
。

リ

ベ

ン

ソ

ン
氏

の

儒

教
伝

統

に
対

す

る
悲

観

的

評

価

は

、

自
己

と

密
接

に

関
わ

る

ユ
ダ

ヤ
教

の

伝

統

が
、

い

か

に
し

て

現

代

化

の

挑
戦

を
受

け

と

め

る

か
を

深

く

憂

慮

す

る

な

か
で

著

さ

れ

た

の
で

あ

り

、

中
国

を
訪

れ

た

こ
と

さ
え

な

か

っ

た
か

れ

こ

そ

は
、

む

し

ろ

中

国

文

化

と

り

わ
け

儒

教

伝

統

に

深

い
愛

着

を

も

つ

人

物

で

あ

っ
た

（
「
儒

学
第
三
期
発
展

的

前
景
問
題
」

二
六
四
頁
）
。

杜

維

明

氏

は

こ

の

悲

観

的

評

価

が

内

包

す

る

課
題

を
、
「
押

し

広

め
て

い
え

ば

、

リ

ベ

ン

ソ

ン

の
憂

慮

は
、

あ

ら

ゆ

る
人

類

文

化

の

伝

統
、

つ

ま
り

キ

リ

ス

ト
教

、

イ

ス
ラ

ー

ム
、

ヒ

ン

ド

ゥ

ー
教

、

ギ

リ

シ

ャ
哲

学

を

含

む

す

べ

て

に

と

っ
て

の
現

代

的

運

命

で

あ

る
」
（
同

前
）

こ

と

を

道

破
し

た

も

の

と

受
け

と

め

る
。

か

か

る

課
題

を

承

け

て

氏

は

い
う

。

六
〇

年
代

以

降

の

こ

こ

二
〇

年

の
間

に
、

欧

米

で

湧
き

起

こ

っ
て

き

た

「
現

代

化

」

再

検

討

の

潮

流

の

な

か

で

、
ｍ
ｏ
ｄ
ｅ
ｒ
ｎ
ｉｚ
ａ
ｔ
ｉｏ
ｎ

そ

の
も

の

が

ｉｄ
ｅ
ｎ
-

ｔ
ｉｔｙ
　ｃ
ｒ
ｉｓ
ｉｓ

に

見

舞

わ

れ
て

い

る
。

し

た
が

っ
て
、
「
現

代

化
」

を

代

表

す

る

科

学

技
術

・

企
業

管

理
な

ど

各

種

の
新

興

産

業

が
精

神

的

伝

統

に
取

っ
て

代

わ
り

、
世

界

が
統

一

規
格

化

さ
れ

た
物

質

文

明

に
凝

縮

さ

れ

る
と

い
う

当

初

に

認

識

さ
れ

て

い

た

よ
う

な

「
現

代

化

」

論

は
極

端

に
減

少

し

、

か

え

っ

て

お

お

く

の
社

会
科

学

者

は

マ

ク

ロ
的

現

象

分
析

、

個

人

的

価

値

基

準

か

ら
、



悠

久

な

る
精

神

的

伝

統

を

肯

定

す

る
よ

う

に

な

っ
て

き

た
。

か
れ

ら

は

ほ

ぼ

一

致

し

て

ヤ

ス

パ

ー

ス

の

い

う

「
枢

軸

時

代

」

に

お

け

る

孔

子

思

想

（
Ｋ
ｏ
ｎ
ｆｕ
ｚ
ｉｕ
ｓ
）

と

老

子
思

想

（
）
ａ
ｏ
ｔｓ
ｅ
）

と

が

、

ヒ

ン

ド

ゥ
ー

教

や

仏

教

、

そ

の
他

と
並

ん
で

人

類

共

通

の
遺

産

で

あ

る

か
ら

に

は
、

現

代

文

化

の

構

成

要

素

と

み

な

さ

れ
う

る
こ

と

も

認

め
て

い

る
と

考
え

る

（
同
前
、
二
六
五
頁
）
。

こ

う

し

た
見

解

の
根

底

に

は
、

六

〇

年

代

以

前

に

お
け

る
精

神

的

伝

統

に

対

し

て

繰
り

広
げ

ら

れ

た

批

判

が

、
「
現

代

化

」

は
も

は

や

抗

う

こ

と

の

で

き

な

い
潮

流
で

あ

る
と

の
前

提

に
立

脚

し

て

、

あ

る
伝

統

文

化

が

そ

れ

に
適

合

す

る

か
否

か
と

い
う

視

角

か
ら

構

想

さ
れ

た
も

の
だ

と

す

る
批

判

が

存

在

す

る
。

氏

は

「
伝

統

」

と

「
現

代

」

と

は
截

然

と

分

割

さ

れ

る

二
つ

の

概

念

で

は

な

く

、

し

た
が

っ
て

単

線

的

な

プ

ロ

セ

ス
で

も

な

い
と

い

い

、
「
現

代

科

学

文

明

の
高

み

か
ら

伝

統

の

得

失

を

評

価

し

て

よ

い
し

、

伝

統

の

理

想

的

人

格

を

も

っ
て

現

代

の
専

門

学

者

の

狭

隘

さ

を

批

判

し

て

も

よ

い
。

人

類

文

明

の
発

展

は
曲

折

的

で

弁

証

法

的
で

あ

る

か

ら

、

浅

薄

な

現

代

主

義

ｍ
ｏ
ｄ
-

ｅ
ｒ
ｎ
ｉ
ｓ
m
固
陋
な
伝
統
主
義
ｔ
ｒ
ａ
ｄ
ｉ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
ａ
ｌ
ｉ
ｓ
m
も
、
そ
の
曲
折
的
か
つ
弁

証

法

的

な

奔

流

を

照

射

す

る

に

は

足

り

な

い
」
（
同
前
、

二
六
五
－

六

六
頁
）

と

も

述

べ

る
。

こ

う
し

た
論

理

か
ら

、

杜
氏

は

、
五

四

運

動

期

の
大

部

分

の

中

国

知

識
人

が

も

っ
て

い

た
あ

る
種

の
楽

観

論

（
伝

統

は
風

呂

敷

に

包

ん
で

捨

て

れ

ば

ケ

リ

が

つ

く
）

と

リ

ベ

ン

ソ

ン
氏

の

悲

観

論

と

が

、
「
現

代

化

」

を

「
伝

統
」

と

の
決

裂

の
結

果

で

あ

る

と
す

る

観

点

に

立

つ

点

に

お

い
て

き

わ

め
て

類
似

す

る

と

い

う

（
同
前
、

二
六
七
頁
）
。

こ

の

こ

と

は
、

こ

れ

ま

で

の
人

類

文
化

の

進

展

を

、
「
迷

信

的

宗

教

」

か
ら

「
形

而

上

的

哲

学
」

そ

し

て

「
科
学
技
術
」
へ
と
区
分
す
る
よ
う
な
観
点
が
、
そ
も
そ
も
成
立
し
え

な

い
と
す
る
主
張
の
裏
返
し
で
あ
り
、
こ
れ
と
相
表
裏
し
て
、
「
情
報
ネ
ッ
ト

ワ
ー

ク
」
「
財
政
金

融

シ
ス
テ

ム
」

な
ど

の

ハ
Ｉ

ド
ウ

ェ
ア
と
、
「
社
会

心

理
」
「
文
芸
活
動
」
な
ど
ソ

フ
ト
ウ
ェ
ア
の
巧
妙

な
絡
み

合
い
の
う
え

に
、

今
後

の
人
類
社
会

の
発
展

は
推
進
さ
れ
る
だ
ろ
う
と
い
う
見
通
し
を
踏
ま
え

て

（
同
前
、
二
六
五
頁
）、
「
西

欧
化
」
イ

コ

ー
ル
「
現
代

化
」

と

い
う
観

念

（
や

は
り
五
四
運
動
期
を
中
心
と
す

る
中
国
知
識
人

に
み

ら
れ
る
と
氏

は
指

摘

す
る
）
も
陳
腐

な
も
の
と

し
て
否
定

さ
れ
る
。

こ
れ

に
伴

っ
て

「
多
元

性
」
の
概
念
が
、
伝
統
文
化
と
現
代
化
の
双
方
の
カ
テ

ゴ
リ
ー
を
包
摂
す
る

も

の
と
し
て
強
調
さ
れ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
近
代
以
来
の
欧
化
論
者
が
希
求

し
て
き
た
よ
う
な
「
西
洋

的
近

代
化
」
（
そ
の
プ

ロ
セ
ス
も

ま
た
欧
米
各

国

に
よ

っ
て
差
が
あ
る
か
ら
、
実
は
多
元

的
で

あ
っ
た
）
で
は
な
い
と
こ
ろ
の

中
国
独
自

の
将
来
的
発
展

（
こ
れ
か
ら
の
現
代
化
）
の
方
途
は
、
当
然
あ
り

う

る
は
ず

だ
と

い
う
見
方
が
披
瀝
さ
れ
る
の
で

あ
る
。
こ
う
し
て
、
上
述
の

ハ
ー
ド
的
側
面
に
随
伴
す
る
ソ
フ
ト
的
側
面
と
し
て
の
、
儒
教
の
「
第
三
期

発
展
」

は
可
能
で
あ
る
し
、
ま

た
そ
う
で
な
く
て

は
な
ら

な
い
と
す
る
結
論

が
導

か
れ

る
。
第
三
期
と

は
、
先
秦
両
漢
を
第
一
期
と
し
宋
元
明
清
を
第
二

期
と
す

る
、
氏
独
自
の
儒
教
発
展
段
階
説

か
ら
い
う
と
こ
ろ
の
、
五
四
運
動

か
ら
現
在

に
至

る
い
ま
こ

の
時
代
で
あ
る
（
同
前
、
二
六
七
頁
）。

繰
り
返
す
と
、
氏

に
よ
れ
ば
儒
教
伝
統

は
生
き
て

い
る
。
中
国
知
識
人
の

天
下

を
覆

う
気
概
と
度
量

の
源
泉

（
価
値

の
源
）
、
農
民
の
堅
忍
不

抜
と
剛

毅

な
性

格
を
育

ん
で
き

た
精
神
的
宝
庫
、
さ
ら
に
よ
り

広
い
視
野

か
ら
い
え



ば
、
経
済
危
機

に
見

舞
わ
れ
て

い
る
今
日
の
東

ア
ジ
ア
世
界

に
あ
っ
て
、

い

ま
だ
垣
間
見

る
こ
と

の
で
き

る
人

々
の
勤
労
意

欲
、
沈

毅
か
つ
強
靭

な
る
精

神
、
そ

れ
ら

は
ま
さ
し
く
儒
教
伝
統

の
賜
物
で

あ
る
（
同
前
、
二
六
三
、
二
七

四
－

七
五
頁
）。
す

れ
ば
、
そ
の
淵
源

は
宋
明
理

学
に
遡
る
こ
と

が
で
き

る
し
、

無
論

さ
ら
に
遡
及

す
れ
ば
孔

孟
荀
お
よ

び
前
漢

の
董

仲
舒
な
ど
。
こ
れ
ら
儒

家
的
人
文

主
義
の
創
造
者
、
儒
教
伝

統
の
形

成
者
を
あ
げ
る
こ
と
も
で
き
る
。

か
り

に
儒
教
（
と
く
に
宋
明

理
学
）

が
「
人

を
吃
う
」

こ
と
を
提
唱
す
る
悪

魔
で

あ
る
と
す
れ
ば
、
戴
震
（
一
七
二
三
－

七
七
）
の
継
承
し
た

「
儒

教
」

は

ど
う
し
て
良
知
を
喚
起
し
、
「
理
を
以
て

人
を
殺

す
こ
と
」

を
正

視
す

る
進

歩
思
想
で

あ

っ
た

の
か
を
理
解
す

る
こ
と

は
で
き
な

い
し
（
同
前
、
二
六
一

頁
）
、
い
わ
ん
や
宋

明
理
学

が
中
国
の
啓
蒙

運
動

を
阻

礙
し
て

き
た
と

い
う

見
解
な
ど
は
、
儒
教
中
国
と
儒
教
伝
統
と
を
混
同
し
た
と
こ
ろ
か
ら
導
か
れ

た
誤

っ
た
結
論
で
あ

っ
た
（
同
前
、
二
七
一
頁
）。

以

上
の
所
論
か
ら
杜
氏

は
、
第
三
期
発
展
つ
ま
り
将
来

に
向
け
た
儒
教
思

想
発
展
の
方
向
性
を
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
展
望
す
る
。
す
な

わ
ち
、
儒
仏
道
の

三
鼎
立
時
代
を
脱
し
て
儒
教
伝
統
に
新
時
代
を
画
し

た
宋
明
理
学
を
起
点
と

し
、
「
哲
理
や
宗
教
性
を
探
求
し

な
い
伝
統

的
漢
学

の
実
証
主

義
（
清
朝
考

証
学
、
筆
者
注
）

の
遺
風
を
も
脱
却
し
、
欧
米
の
人
文

・
社
会
諸
科
学
と
の

長
期

に
わ
た
る
全
面
的
な
対
話
を
通
じ
た
儒
教
の
提
起
す

る
大
問
題
が
。
欧

米
の
知
識
界

か
ら
建
設
的
な
リ

ア
ク
シ
ョ
ン
を
得
ら
れ
る

か
ど
う

か
、
こ
の

点
に
今
後
の
儒
教
思

想
発
展
の
正
否
が
か
か

っ
て

い
る
」
（
同
前
、
二
七
五
頁
）

と
述
べ
て

い
る
。

四
　

儒
教
倫
理
再

構
築
へ
の
展
望

―

結
語
に
代
え
て

杜
維
明
氏
の
テ
ー
ゼ
を
あ
ら
た
め
て
確
認
す
れ
ば
、
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
、

先
端
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
な
ど
で
ハ
ー
ド
面
で
の
さ
ら
な
る
展
開
（
い
わ
ゆ
る
現

代

化
）

は
、
お
の
ず
か
ら
精
神
文
化
（
倫
理
規
範
も
含
ま
れ
る
）
と
い
う
ソ

フ
ト
面

に
お
け
る
再

構
築
を
促
す
こ
と
に
な
る
。
伝
統
文
化
そ
の
も
の
が
、

絶
え
ず

自
覚
的
、
反
省
的
、
そ
し
て
他
の
諸
文

化
と
の
対

話
に
よ

っ
て
多
角

的
視
野

か
ら
刷
新
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
無
論
、
同
氏

が
提
起
し
た
問
題
は

広
範
な
領
域
に
及

ん
で

お
り
、
そ
こ
に
は
き
わ
め
て

複
雑
な
課
題
が
幾
重
に

も
錯
綜

し
て
織
り
交
ぜ
ら

れ
、
そ
の
ど
れ
一
つ
を
取

っ
て
み
て
も
十
分
な
解

明
が
な
さ
れ
て
い
る
と
は
思

わ
れ
な

い
。
た
だ
し
、
政
治
的
領
域

に
お
い
て

は
一
九
四
九
年
を
画
し
て

ほ
ぼ
達
成
さ
れ
た
「
中
国
近
代
の
超
克
」
と
い
う

課
題
が
、
半
世
紀
の
時
を
隔
て
て
文
化
・
思
想
の
面
に
お
い
て

も
一
つ
の
結

節
点
に
差
し
掛

か
り
、
つ
い
て

は
政
治

の
現
状

に
近
づ
き
つ
つ
あ
る
こ
と
を
、

梁
漱
溟
、
熊
十
力
ら
初
期
現
代
新

儒
家

の
衣
鉢
を
継
ぐ
杜
維
明
氏

は
示
唆
し

て
い
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
を
本
稿

の
視

点
か
ら
言

い
換
え
る
な
ら
ば
、
一
八

四
〇
年
を
起
点
と
し
て
六
一
年
に
至

っ
て
顕
在
化
し
た
中
華
世
界

帝
国
観
念

の
崩
壊
プ

ロ
セ
ス
は
、
一
九
一
一
年

の
辛
亥
革
命

に
お

い
て
、
西

洋
近
代
の

世
界
秩
序
構
造

の
な

か
に
「
中
国
」

を
相
対
的

に
位
置
づ
け
た
こ
と
で
終
焉

に
至

る
。
ま

た
抗
日
戦
争
を
経
て
半

植
民
地
状
態

か
ら
脱
却

す
る
こ

と
に

よ

っ
て
政
治
的

に
達
成
さ
れ
た
「
近
代

の
超
克
」
と

い
う
課
題
は
、
今
日

に



お
い
て
多
元
的
世
界
文
化

の
な
か
に
中
国
伝
統
文
化

（
直
接

的
に
は
儒
教
伝

統
）
を
定
位
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、

よ
う
や
く
文
化
的

に
も
完
遂

さ
れ
よ
う

と
し
て
い
る
と

い
え

る
。

も
は
や
、
「
東

ア
ジ
ア
の
病

人
」
を
自

嘲
す
る
中

国
知
識
人
の
姿
は
、
決
定
的

に
過
去

の
も
の
と
な

っ
た
。
そ
う
し

た
意
味
で

は
、
梁
漱
溟
な
ど
を
嚆
矢
と
す

る
現
代
新
儒
家
は
、
伝
統
文
化

の
保

全
と

い

う
初
期
の
使
命
を
す
で

に
達
し

た
の
で
あ
り
、
今
日
の
新
儒
家
第
三
代

は
そ

の
歴
史
的
使
命
を
終
え
て
新
段
階

へ
と
突
入
し
よ
う
と
し
て

い
る
感
が
あ

る
。

と
こ
ろ
で
、
現
実
的

に
は
、
独
自

の
社
会
主
義
国
家
建
設
を
唱
え

る
中
国

が
掲
げ
る
「
馬
列
主
義
」
（
マ
ル
ク
ス
・
レ
ー
ニ
ン
主
義
）
と
、
そ
れ
に

よ

っ
て
過
去
に
幾
た
び
か
激
し
く
批
判
さ
れ
て
き
た
儒
教
文
化
と
の
関
係

は
、

今
後

と
も
と
き
ど
き
の
政
治
情
勢
と
絡
ん
で
一
様
に
推
移
す
る
と

は
考
え
が

た
い
。
確
か
に
、
中
国
社
会
科
学
院
の
方
克
立
氏

が
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う

に
、

目
下

の
と
こ
ろ

「
馬
列
主
義
」
か
「
儒
教
伝
統
」
か
と
い
う
択
一
的
状

況

を
想
定
す
る
こ
と
も
な
お
さ
ら
現
実
的
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す

く
な
く

と
も
、
露
骨

な

シ
ョ
ー
ビ
ュ
ス

ム
（
ｃ
ｈａ
ｕ
ｖ
ｉｎ
ｉｓ
m
）

に
立
た

な

い

か
ぎ
り
、
杜
維
明
氏
が
示
し
た
儒
教
伝
統
の

「
現
代
化
」
と

「
世
界
化
」
と

い
う
方
向
性
は
、

マ
ル

ク
ス
主
義
者
を
含
む
中
国
の
内
外
の
中
国
思
想
研
究

者
に
と

っ
て
あ
る
程
度
共
通
の
認
識
と
な
り
う
る
で
あ
ろ
う
し
、
あ

る
い
は

儒
教
文
化
に
全
否
定
的
に
対
峙
す
る
立
場
に
と

っ
て
も
、
坐
視
で
き
な

い
思

想
的
潮
流
と
映
り
う
る
こ
と

は
容
易
に
予
測
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
杜

氏
が

そ
の
立
脚
点
に
据
え
た
宋
明
理
学
と
い
う
言
い
方
を
、
よ
り
具
体
化
し

て

い
え
ば

、
儒
教
規
範
再

構
築
の
起
点
と
な
る
も
の
は
朱
子
学
的
な

「
理
」

か
、
あ

る
い
は
陽
明

学
的
な
「
心
」
な
の
か
と
い
う
問
題

に
つ

い
て
も
、
よ

り
詳
細

に
考
慮

さ
れ
ね

ば
な
ら

な
い
。
両
者

は
必
ず
し

も
二
元
対
立
的
で
は

な
い
と

は
い
え

、
前
者

が
明
ら

か
に
リ
ゴ
リ
ズ

ム
に
傾

く
の
に
対
し
て
、
後

者

か
ら

出
発

し
て

倫

理
規
範
を
構
想
す

る
な
ら
ば
、

そ
こ

に
は
「
普
遍

主

義
」
、
「
共
同
体

主
義
」

へ
の
志
向
性
は
か
な
り

希
薄
と

な
ろ
う
。
さ
ら
に
い

え
ぱ
、
世
界
文
化

の
「
多
元
性
」
と
は
い
っ
て

も
、
直
接
的

に
は
西
洋
哲
学

的

パ
ラ
ダ
イ

ム
が
強
烈

に
意
識
さ
れ
て

い
る
た
め

に
、
自

覚
的

主
体

的
な

「
個
人
」
を
起
点
と
し
て
社

会
倫
理

を
構

想
す
る
と

い
う
現
代
新

儒
家
に
共

通
す
る
傾
向
性

に
あ

っ
て
、
朱
子
学
的
リ
ゴ
リ
ズ
ム
も
視
野

に
あ
る
と
は
い

え
、
や
は
り
陽
明
学
的
心
学

の
諸
要

素
は
や

は
り
堅
固

に
保
持
さ
れ
る
べ
き

も
の
と
な
ろ
う
。

い
ま
こ
こ
で
「
主
観
的
観
念
論
者
」
と
い
う
名
辞
の
も
と

に
展
開

さ
れ

た
王

陽
明
批
判

に
立
ち
返
る
必
要

は
な

い
で

あ
ろ

う
。

が
、

個
々
人
を
抽
象
し
た
結
果
と
し
て
の
「
人
民
」
と
い
う
概
念
が
、
個
々
人
に

対
し
て

ほ
と
ん
ど
「
忘
我
」

に
近
い
ま
で

に
道
徳
的
圧
力
を
加
え
続
け
て

い

る
と
す
る
季
衛
東
氏
の
指
摘

に
耳
を
傾
け

る
と
す
れ
ば
、
自
律
的
個
人
（
市

民
）
を
想
定
す
る
こ
と

に
よ

っ
て
は
じ
め
て
期
待
さ
れ

る
よ
う
な
、
現
代
新

儒
家
が
目
指
す
倫
理
規
範
の
再
構
築
と
い
う
方
向
性

は
、
現
実
の
中
国
社
会

に
受

け
入
れ
ら
れ
る
可
能
性

は
き
わ
め
て
困
難
で
あ

る
と

い
わ
ね
ば
な
ら
な

い
。
こ
こ
で
再
び
方
克

立
氏
の
こ
と
ば
を
引
用

し
た

い
。
「
か
れ
ら

（
新

儒

家
第
三
代
）
は
寂
し
く
孤
独
な
る
境
遇
を
脱
す

る
こ
と

は
で
き
な
い
。
…
…

か
れ
ら
の
学
問

は
事
情

に
う
と

い
と
み

な
さ
れ
、
如
何
な
る
政
府
も
真
っ
向

か
ら
重
視
す
る
こ
と

は
な

い
。

か
れ
ら
は
当
代

に
お
け
る
中
国
的
道
徳
理
想



主

義

者

と

し

て

、

依

然

と

し

て

『
寂

し

い
新

儒
家

』

な

の
だ

」
。

新

儒

家

は
確

か

に
文

化

論

者

で

あ

り

理

想

主
義

者

で

あ

る
。

し

か
し

か
れ

ら

を

理
想

主

義

者

と

決

め

つ
け

る
現

実

（
そ

の
内

実

は
政

治

に
等

し

い
）

主

義

者

に

お

い
て

、

将

来

を

展

望

す

る

倫

理

規

範

の
再

構

築
と

い
う

方

向
性

が

明

瞭

に
示

さ
れ

て

い

る

か
と

い
え

ば

、

そ

れ

も

明

ら

か

に
否

と

い

う

べ
き

で

あ

ろ

う
。

新

儒
家

主

義

は
上

述

の

と

お

り

そ

の

歴

史

的

使

命

を
す

で

に
終

え

て

、

新

た

な

段
階

に

さ
し

か

か
り

つ

つ

あ

る

。

そ

の

理

想

主

義

は

、

現
実

社

会

へ

の

建

設

的

な
批

判

を

内

包
し

な

が

ら

、

同

時

に

儒

教

的

倫
理

規

範

の
再

構

築

へ

の
可

能
性

を

だ
れ

よ

り

明

瞭

に

指

し

示

す

か

ぎ

り

、

そ

の

生

命

力

を

失

わ

な

い
で

あ

ろ
う

。

（
１
）
　
こ
の
術
語

は
、
後
論
の
な
か
で
紹
介

す

る
杜
維

明
氏
に
依

る
も
の
で
、
「
中

国
文
化
圏
」

が
歴
史
的
に
み
た
日
本
、
朝
鮮
半
島
を
含
み
う
る
の
に
対
し
て
、

こ
の
こ
と
ぱ
は
よ
り
狭
義
に
用
い
ら
れ

る
。
な

お
、
現
代
新
儒
家
の
所
論
が
惹

起
し

た
論
争
を
概
括

的

に
知
る
に

は
、
杜
維
明
主

編
『
儒
学
発
展

的
宏

観
透

視
』
（
台
湾
正
中
書
局
、
一
九

九
七

年
）
が

格
好
の
資
料
と

な
ろ
う
。
と

く
に

同
書
に
所
収
の
陳
来
「
伝
統
儒
学
的
評
価
与
反
思
」
は
、
論
述
が
き
わ
め
て
簡

便
で
資
料
性
も
高
い
。

（
２
）
　
こ
こ
で
い
う
「
中
華
世
界
帝
国
」
概
念

は
、
台
湾
中
央
研
究
院
の
張
啓
雄
氏

が
著
し
た
「
近
代
日
本

『
争
天
下
』
的
構
想
与
布
局
」
（
『
甲
午
戦
争
一
百
週
年

記
念
学
術
研
討
会
論
文
集
』
台
湾
師
範
大
学
歴
史
研
究
所
、
歴
史
学
系
編
纂
・

出
版
、
一
九
九
五
年
所
収
）
に
よ

る
。
同
氏

は
、
こ
の
概
念
の
構
成
に
つ
い
て

華
十
夷
＝
王
畿
十
属
藩
＝
中
国
十
諸
王
国
＝
皇
帝
十
国
王
≒
中
央
政
府
十
地
方

政
府
と
い
う
構
図
を
提
示
し
て
い

る
（
五
四
－

五
五

頁
）
。

あ
え
て
付

言
す
れ

ぱ
、

こ
う
し

た
一

つ
の
世
界
構
想
を
文
化
的
・
政
治
的

に
ま
と
め
あ
げ
る
中
核

と

な
る
存
在
が
儒
教
で
あ

っ
た
。
確
か
に
、
も
と
も
と
文
化
概
念
と
し
て
の
色

彩
濃
厚

な
華
夷

（
中
華
）
思
想
が
、
西
欧
諸
国
に
対
抗
す

る
中
国
、
も
し
く
は

東
ア
ジ
ア
諸

地
域
相
互
間
の
政
治
・
外
交
の
領
域
に
お
い
て
も
、
近
代
化
へ
の

歴

史
過

程
を
読
み
解
く
重
要
な
視
点
と
な
り
う
る
こ
と
を
、
歴
史
学
者
と
し
て

実
証
的
に
明
ら

か
に
し

た
こ
と

は
同
氏
の
功
績
で
あ
ろ
う
。
し

か
し
崩
壊
期
に

お
い
て

そ
の
存
在
が

ほ
ぽ
明
確
化
さ
れ

た
「
中
華
世
界
帝
国
」
概
念
が
、
そ
の

祖
型
を
辿

れ
ば
「
溥
天
之
下

、
莫
非
王
土
、
率

土
之
浜
、

莫
非

王
臣
」
（
『
詩

経
』
谷
風
之
什

・
北
山

、
ま

た
『
春
秋
左
氏
伝
』
昭
公
七
年
伝

に
類
似
の
文
あ

り
）
に
到
達
し

う
る
こ
と
は
ほ
ぽ
自
明
で
あ
る
と
し
て
も
、
ど
の
よ
う
な
形
成

過
程
を
経
て
歴
代
王
朝

の
対
外
視
座
の
基
底
と
な
り
え
た
の
か
、

ま
た
そ
の
秩

序
が
何
故
に
王
朝
権
力

の
実
効
支
配
の
域
外
に
ま
で
及

び
う

る
も
の
と
し
て
観

念
さ
れ
た
の

か
等

々
、

よ
り
厳
密
に
理
論
化
さ
れ
る
べ
き
課
題

は
あ

る
。
ち
な

み
に
、
鶴
間
和
幸
氏

の
「
中
華
の
形
成
と
東
方
世
界
」
（
『
岩
波
講
座
世
界
歴
史

三

』
岩
波
書
店
、
一
九
九
八
年
所
収
）

に
お
い
て
も
、
こ
う
し

た
課
題

は
同
様

に
残
さ
れ
て

い
る
。

（
３
）
　
一
般
的
に
は
、
荘
存
与
、
劉
遑

禄
、
魏
源
の
流
れ
に
立
つ
康
有

為
は
、

ま
れ

に
進
化
論
的
史
観
を
説
い
た
と
解
さ
れ
る
後
漢
の
何
休
の
三

世
説

（
衰

乱
・
升

平

・
太
平

と
歴
史

は
進
化
す

る
）

を
受
け
入
れ
、
こ
れ

を

『
礼
記
』

礼
運
の

「
天
下
為
公
」
、
「
大
同
」
と
い

っ
た
概
念
と

融
合
さ
せ
る
こ
と
で

敷
衍
的

に
再

構
成
し

た
と
さ

れ
る
。

し
か
し
、
竹
内

弘
行

『
中
国
の
儒

教
的
近
代

化

論
』

（
研
文
出
版

、
一
九
九
五
年
）

は
、
康
有
為
の

大
同
三

世
説
を
支

え
る
直
線
的

進
化
史
観
と
、
何
休
説
の
循
環
史
観
と
で

は
差
異
が
あ
る
こ
と

を
指
摘
し

、
康

説
は
進
化
論
の
影
響
に
よ
る
も
の
と
す

る
。
同
氏
は
、
そ
こ
で

厳
復
の
『
天
演

論
』
（
一
八
九
六
年
成
稿
、
九

八
年
刊
行
）
が

大
同
三

世
説
の
成

立
よ
り
遅
れ

て
い

る
か
ら
Ｉ

同
氏
説
に
よ
る
と
大
同
思
想
の
最
初
の
漂
白
は
一
八
九
一
年

で
あ

る
。
そ
れ
が
よ
り
明
確
化

し
た
の
が
、
『
孔
子
改
制
考
』
、
『
春
秋
董
氏
学
』



の
刊
行
さ
れ

た
九
七
年
で
あ
り
、
『
大
同
書
』

の
刊
行

は
一
九
一
三
年

に

『
不

忍
雑
誌
』
に
部
分
的
に
発
表
さ
れ
た
の
が
最
初
で
あ
る
―
―
、
康
は
そ
の
影
響

を
受
け
な
か

っ
た
と
い
う
見
解

（
小
野
川
秀
美

『
清
末
政
治
思
想
研
究
』
み
す

ず
晝

房
、
一
九
六
九
年
、
二
六
一
頁
）
に
反
論
す

る
。
す
な
わ
ち
、
伊
藤
秀
一

氏

の
進
化
論
の
一
側
面
た
る
前
進
的
発
達
の
観
念

は
『
天
演
論
』
の
出
版
を
先

立
つ
二
六
年
前
に
、
中
国
に
移
入
さ
れ
て

い

た
と
す

る
見

解
（
「
清
末

に
お
け

る
進
化
論
受
容
の
諸
前
提
」
、
神
戸

大
学
文
学
会

『
研
究
』
史
学
編

、
二
二
号
、

一
九
六
〇
年
、

八
六
頁
）
を
引
き
、
さ
ら
に
は
、
康

『
自
編
年
譜
』
光
緒
五
年

（
一
八
七
九
年
）

の
条

な
ど

に
、
早
く

か
ら
西
書

に
目
を

通
し
て

い
た
こ

と
を

傍
証
と
し
て
掲
げ

る
（
同
書
、
八
三
－

八
四
頁
）
。

（
４
）
　
桑
原
武
夫
「
伝
統
」
、
「
伝
統
と
近
代
化
」
（
『
桑
原
武
夫
全
集
』
第
三
巻
、
朝

日
新
聞
社
、
一
九
六
八
年
所
収
）
参
照
。

（
５
）
　
方
克
立
「
現
代
新
儒
学
的
発
展
歴

程
」
（
方
克

立

・
李
錦

全
主
編

『
現
代

新

儒
家
学
案
』
中
国
社
会
科
学
出
版
社
、
一
九
九
五
年
）
上
三
－

四
頁
、
な
ら
び

に
杜
維
明
「
創
造
的
転
化
」
（
『
中
報
月
刊

』
一
九

八
六
年
、
杜
維
明

『
儒
家
伝

統
的
現
代
転
化
－

杜
維
明
新
儒
学
論
著
輯
要
－

』
中
国
広
播
電
視
出
版
社
、

一
九
九
二
年
所
収
）
一
四

六
－

四

七
頁
、
参
照
。

（
６
）
　
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
杜
氏

の
見
解

は
、
主

に
以
下

の
著
作

に
よ

る
。
「
探
求

真
実
的
存
在
－

略
論
熊
十
力
」
（
一
九
七

六
年
）
、
「
儒
学
第

三
期
発
展

的
前

景
問
題
」
（
「
明
報
月
刊
」
八
六
）
、
「
儒
家
人
文
主
義
的
第
三
期
発
展
」
（
八
九
）
、

「
儒
家
人

文
主
義
与
民
主
」
（
八
九
）
な
ど
、

い
ず
れ
も

『
儒
家
伝
統
的
現
代
転

化
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
（
以

下
、
頁
数
は
同
書

に
よ

る
）
。

（
７
）
　
リ
ベ

ン
ソ

ン
氏
は
早
世
し
た
優
れ
た
中
国
史

・
中
国
思
想
史
家
で
あ

っ
た
。

杜
維
明
氏
が
注
目
す
る
の
は
、
同
氏
が
述
べ

た
以
下
の
よ
う
な
こ
と
ぱ
で
あ
る
。

「
（
中
国
近
代
以
前
の
）
中
華
帝
国
世
界
に
お
け

る
コ
ス
モ
ポ
リ

タ
ン
で
あ

っ
た

儒
者
た
ち
は
、
（
近
代
以
降

の
）
諸
国
家

群
と

い
う
よ
り
広

い
世
界

に
お
い
て

は
、
（
中
国
と

い
う
）
　一
地
方
に

つ
い
て

語

る
の
み
と

な
っ
た
。
か
れ
ら

は
歴

史

の

外

に

出

る

か

、

あ

る

い

は

歴

史

の

な

か

に

消

え

て

い

っ

た

。

孔

子

の

思

想

だ

け

は

生

き

て

い

る

か

も

し

れ

な

い

。
」

Ｃ

ｏ

ｎ

ｆ
ｕ

ｃ

ｉａ

ｎ

　
Ｃ

ｈ

ｉｎ

ａ

　
ａ

ｎ

ｄ

　
ｉ
ｔ
ｓ

　
Ｍ

ｏ

ｄ
-

ｅ

ｒ
ｎ

　
Ｆ

ａ

ｔ
ｅ
｢
　

Ａ

　
ｔ
ｒ

ｉ
ｌ

ｏ

ｇ

ｙ

，

（

Ｕ

ｎ

ｉ
ｖ

ｅ
ｒ
ｓ

ｉ
ｔ
ｙ

　
ｏ

ｆ
　
Ｃ

ａ

ｌ
ｉ
ｆ

ｏ

ｒ
ｎ

ｉ
ａ

　

Ｐ
ｒ

ｅ
ｓ
ｓ

，
　

１
９

６
８

，
　
ｐ

．

ｘ
Ⅵ
.
)
し
か
し
、
そ
の
孔
子
思
想
も
結
局
は
博
物
館
の
陳
列
品
で
あ
る
と
い
う

（
ｉ
ｂ
.

，
　
ｖ
ｏ
ｌ
.
　
３
，
　
Ｌ
ｉ
ｆ
ｅ
　
ｔ
ｏ
　
Ｍ
ｕ
ｓ
ｅ
ｕ
m
，
　
ｐ
ｐ
.
　
７
６
-
８
２
)
。
こ
れ
ら
の
点
に
関
す
る

杜

氏

に

よ

る

反

論

は

、

「

探

求

真

実

的

実

在

」

、

「

儒

学

第

三

期

発

展

的

前

景

問

題

」

、

「

儒

家

人

文

主

義

的

第

三

期

発

展

」

の

ほ

か

、

『

現

代

精

神

与

儒

家

伝

統

』

「

列

文

森

的

挑

戦

」

（

二

九

五

－

三

〇

一

頁

）

に

詳

し

い

。

（

８

）
　

ほ

ぽ

同

様

の

図

式

は

福

沢

諭

吉

の

儒

教

理

解

に

も

み

え

る

。

福

沢

の

こ

と

ば

で

い

え

ば

、

現

実

に

存

在

す

る

「

腐

敗

の

余

毒

」

を

捨

象

す

る

た

め

に

は

、

「

周

公

孔

子

の

教

」

に

か

か

る

余

沢

さ

え

も

捨

象

す

る

に

や

む

な

し

と

い

う

こ

と

に

な

る

（

拙

稿

「

日

本

近

代

に

お

け

る

儒

教

文

化

の

位

相

に

関

す

る

研

究

序

説

」

。

『

亜

洲

中

的

日

本

・

日

本

中

的

亜

洲

』

台

湾

淡

江

大

学

日

本

研

究

所

、

二

〇

〇

一

年

所

収

）
。

こ

う

し

た

図

式

は

、

福

沢

が

間

接

的

に

道

破

し

た

よ

う

に

、

純

粋

に

儒

教

伝

統

を

掬

い

取

っ

た

か

に

み

え

て

、

こ

れ

を

現

実

か

ら

乖

離

さ

せ

枯

渇

さ

せ

る

と

い

う

弱

点

を

も

孕

ん

で

い

る

。

（

９

）

「

馬

克

思

主

義

与

中

国

伝

統

文

化

的

関

係

問

題

」

一

九

九

一

年

、

『

現

代

新

儒

学

与

中

国

現

代

化

』

天

津

人

民

出

版

社

、

一

九

九

七

年

所

収

、

五

〇

一

頁

参

照

。

（

1 0

）

「

中

国

的

秩

序

に

お

け

る

個

人

の

位

相

」

（

青

木

保

・

佐

伯

啓

思

編

『

ア

ジ

ア

的

価

値

と

は

何

か

』

Ｔ

Ｂ

ｓ

ブ

リ

タ

ユ

カ

、

一

九

九

八

年

所

収

）
　

一

四

九

頁

。

（

1
1

）

「

現

代

新

儒

学

的

発

展

歴

程

」

、

前

掲

書

、

上

五

〇

一

五

一

頁

。

（
さ
と
う
・
こ
う
え
つ
、
中
国
思
想
史
・
比
較
思
想
、

筑

波

大

学

助

教

授

）
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