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呉

震徳

川

日

本

の

徂

徠

学

の

礼

儀

制

度

再

建

許

家

晟

・

小

池

直

訳

【

概

要

】

日

本

儒

教

に

お

け

る

「

古

学

派

」

の

代

表

的

人

物

で

あ

る

荻

生

徂

徠

の

思

想

は

非

常

な

批

判

性

を

有

す

る

。

彼

の

思

想

は

主

に

二

つ

の

部

分

か

ら

成

る

。

一

つ

は

聖

人

の

道

の

本

来

の

姿

を

復

元

す

る

こ

と

に

よ

っ

て

宋

儒

の

形

而

上

学

を

徹

底

的

に

覆

す

こ

と

、

も

う

一

つ

は

儒

教

経

典

の

新

た

な

解

釈

に

よ

り

制

度

再

建

の

基

礎

を

築

く

こ

と

で

あ

る

。

聖

人

の

道

の

具

体

的

表

れ

は

礼

楽

制

度

で

あ

り

、

そ

れ

ゆ

え

現

実

世

界

で

の

道

の

実

践

と

は

、

す

な

わ

ち

礼

楽

を

再

建

す

る

こ

と

な

の

で

あ

る

。

徂

徠

は

先

ず

「

礼

」

は

先

王

が

制

定

し

た

「

準

拠

」

で

あ

り

、

普

遍

性

を

有

す

る

も

の

で

あ

る

と

し

、

同

時

に

聖

人

が

制

作

し

た

「

礼

」

は

「

人

情

」

に

基

づ

く

も

の

で

あ

る

か

ら

、

普

遍

的

「

準

拠

」

と

し

て

の

礼

儀

を

現

実

社

会

の

中

で

運

用

す

る

に

は

、

必

ず

「

己

の

意

を

斟

酌

し

」

「

人

情

に

合

う

こ

と

を

求

め

」

、

そ

し

て

「

心

の

安

ん

ず

る

所

」

に

照

ら

す

と

い

う

原

則

に

沿

っ

て

実

行

す

べ

き

だ

と

主

張

し

た

。

し

か

し

、

日

中

の

間

の

「

代

殊

土

殊

俗

殊

」

を

痛

感

し

た

徂

徠

は

、

現

実

に

日

本

で

礼

儀

を

再

建

す

る

こ

と

は

不

可

能

で

あ

る

と

嘆

い

た

の

で

あ

る

。

一

、

序

言
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荻

生

徂

徠

（

一

六

六

六

～

一

七

二

八

）

は

江

戸

時

代

中

期

「

古

学

派

」

の

代

表

的

人

物

で

あ

り

、

彼

の

学

説

は

「

徂

徠

学

」

と

呼

ば

れ

、

そ

の

思

想

は

極

め

て

大

き

な

破

壊

力

と

批

判

性

を

有

す

る

も

の

で

あ

る

。

彼

は

中

国

の

朱

子

学

の

み

な

ら

ず

、

反

朱

子

学

で

あ

る

日

本

「

古

義

学

」

（

仁

斎

学

）

に

も

猛

烈

な

批

判

を

浴

び

せ

た

。

徂

徠

は

孔

子

以

降

の

儒

教

思

想

に

も

、

秦

漢

以

降

の

社

会

制

度

に

も

、

と

り

わ

け

宋

儒

の

形

而

上

的

哲

学

に

も

、

何

一

つ

と

し

て

納

得

で

き

な

か

っ

た

。

徂

徠

の

観

察

に

よ

れ

ば

、

中

国

儒

教

の

あ

ら

ゆ

る

問

題

の

思

想

的

根

源

は

、

み

な

思

孟

（

特

に

孟

子

）

の

「

心

学

」

の

伝

統

に

深

く

関

わ

っ

て

い

た

。

孟

子

の

一

番

の

問

題

は

、

「

善

悪

は

皆

な

心

を

以

て

之

を

言

ふ

者

な

り

」

と

す

る

ゆ

え

、

一

箇

の

善

な

る

心

を

も

っ

て

そ

れ

と

は

別

箇

の

悪

な

る

心

を

対

治

し

よ

う

と

し

、

そ

の

結

果

、

「

我

が

心

を

以

て

我

が

心

を

治

む

」

⋧

す

な

わ

ち

「

心

を

以

て

心

を

治

む

」

る

こ

と

に

な

り

、

「

譬

へ

ば

狂

者

自

ら

其

の

狂

を

治

む

る

が

ご

と

し

、

安

ん

ぞ

能

く

之

を

治

め

ん

」

と

い

う

こ

と

に

な

る

。

こ

れ

が

「

後

世

治

心

の

説

」

の

根

源

で

あ

る

。

こ

の

問

題

を

克

服

す

る

た

め

に

は

、

『

尚

書

』

仲

虺

之

誥

の

「

礼

を

以

て

心

を

治

む

」

と

い

う

方

法

を

取

ら

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

と

徂

徠

は

考

え

た

。

な

ぜ

な

ら

、

こ

れ

こ

そ

が

「

聖

人

の

道

」

で

あ

る

か

ら

だ

。

逆

に

、

「

礼

を

外

に

し

て

心

を

治

む

る

の

道

を

語

る

は

、

皆

な

私

智

妄

作

な

り

」

で

あ

る

。

し

た

が

っ

て

、

1

徂

徠

か

ら

す

れ

ば

、

「

礼

」

と

「

心

」

と

は

相

対

す

る

概

念

で

あ

っ

て

、

「

礼

」

こ

そ

が

、

孟

子

心

学

以

来

、

後

世

儒

者

た

ち

の

あ

ら

ゆ

る

思

想

的

弊

害

を

糾

す

重

要

な

武

器

と

な

る

の

で

あ

る

。

し

か

も

、

徂

徠

に

よ

れ

ば

、

聖

人

の

道

の

実

質

は

礼

楽

で

あ

る

。

「

弁

道

」

に

あ

る

「

古

者

は

道

之

を

文

と

謂

ふ

、

礼

楽

の

謂

ひ

な

り

」

「

先

王

の

四

術

は

、

詩

書

礼

楽

」

「

道

は

統

名

な

り

。

礼

楽

刑

政

凡

そ

先

王

の

建

つ

る

所

の

者

を

挙

げ

て

、

合

せ

て

こ

れ

に

命

く

る

な

り

。

礼

楽

刑

政

を

離

れ

て

別

に

所

謂

道

な

る

者

有

る

に

非

ざ

る

な

り

」

な

ど

の

徂

徠

の

言

葉

は

、

す

べ

て

聖

人

の

道

の

具

体

的

な

表

れ

は

礼

楽

で

あ

る

こ

と

を

明

確

2

に

主

張

し

て

い

る

。
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実

際

、

徂

徠

の

思

想

的

営

為

は

主

に

二

つ

の

部

分

か

ら

成

る

。

一

つ

は

聖

人

の

道

の

本

来

の

姿

を

復

元

す

る

こ

と

に

よ

っ

て

宋

儒

の

形

而

上

学

を

徹

底

的

に

覆

す

こ

と

、

も

う

一

つ

は

儒

教

経

典

の

新

た

な

解

釈

に

よ

り

制

度

再

建

の

基

礎

を

築

く

こ

と

で

あ

る

。

も

ち

ろ

ん

、

両

者

に

は

密

接

な

か

か

わ

り

が

あ

る

。

い

わ

ゆ

る

「

制

度

再

建

」

⋧

彼

の

言

葉

を

借

り

れ

ば

「

制

度

建

替

え

」

⋧

と

は

、

現

実

世

界

に

お

い

て

聖

人

の

道

を

い

か

に

し

て

実

践

す

る

か

と

い

う

問

題

へ

の

答

え

で

あ

る

。

徂

徠

の

理

解

に

よ

れ

ば

、

い

わ

ゆ

る

「

制

度

」

と

は

、

す

な

わ

ち

「

礼

楽

」

で

あ

っ

て

、

そ

し

て

「

刑

政

」

と

合

わ

せ

て

「

四

術

」

あ

る

い

は

「

四

教

」

で

あ

り

、

す

な

わ

ち

先

王

の

四

種

の

「

道

術

」

で

あ

る

。

無

論

、

徂

徠

の

い

う

「

制

度

再

建

」

と

は

、

徳

川

幕

府

の

時

代

の

日

本

社

会

に

と

っ

て

の

制

度

再

建

で

あ

る

こ

と

を

忘

れ

て

は

な

ら

な

い

。

徂

徠

学

に

お

け

る

儒

教

経

典

の

解

釈

や

宋

儒

の

形

而

上

学

の

否

定

に

つ

い

て

は

、

筆

者

は

別

の

論

文

で

詳

論

す

る

の

で

、

本

稿

は

も

っ

ぱ

ら

徂

徠

に

お

け

る

「

礼

」

学

、

及

び

礼

儀

制

度

を

い

か

に

再

建

す

る

の

か

等

の

問

題

に

つ

い

て

検

討

し

、

そ

こ

か

ら

徂

徠

学

が

「

礼

を

以

て

心

を

治

む

」

に

よ

っ

て

「

心

を

以

て

心

を

治

む

」

を

覆

す

と

同

時

に

、

そ

の

「

礼

」

に

対

し

ど

の

よ

う

な

具

体

的

構

想

や

論

述

を

し

た

か

に

つ

い

て

考

え

て

み

た

い

。

二

、

「

礼

」

は

先

王

が

立

て

た

「

準

拠

」

で

あ

る

徂

徠

は

中

年

に

「

古

文

辞

学

」

に

転

向

し

、

「

古

言

を

以

て

古

義

を

徴

す

」

と

い

う

立

場

を

確

立

し

て

以

降

、

そ

の

思

想

は

先

王

の

道

を

是

と

し

、

し

か

も

道

の

具

体

的

体

現

は

礼

楽

で

あ

る

と

す

る

。

し

か

し

『

楽

経

』

は

す

で

に

逸

失

し

た

の

で

、

彼

の

関

心

は

自

ず

と

「

礼

」

に

集

中

し

た

。

で

は

、

徂

徠

に

と

っ

て

「

礼

」

と

は

い

っ

た

い

何

を

意

味

す

る

の

で

あ

ろ

う

か

。
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徂

徠

は

一

貫

し

て

程

朱

の

「

礼

」

に

対

す

る

定

義

で

あ

る

「

礼

と

は

、

天

理

の

節

文

、

人

事

の

儀

則

」

に

反

対

し

て

い

た

。

3

徂

徠

の

定

義

で

は

「

礼

と

は

、

道

の

名

な

り

。

先

王

制

作

す

る

所

の

四

教

・

六

芸

、

是

れ

其

の

一

に

居

る

」

で

あ

る

。

四

教

と

は

礼

楽

刑

政

で

、

六

芸

と

は

礼

楽

射

御

書

数

で

あ

る

。

両

者

と

も

礼

楽

が

入

っ

て

い

る

ゆ

え

、

徂

徠

は

「

唯

礼

楽

は

乃

ち

芸

の

大

な

る

者

に

し

て

、

君

子

の

務

む

る

所

な

り

」

と

強

調

し

、

礼

楽

を

、

事

実

上

四

教

・

六

芸

の

中

心

と

し

て

位

置

付

け

た

の

で

あ

る

。

礼

楽

の

具

体

的

作

用

の

う

ち

、

一

番

顕

著

な

の

は

教

化

で

あ

る

。

彼

は

次

の

よ

う

に

言

う

。

「

蓋

し

先

王

は

言

語

の

以

て

人

を

教

ふ

る

に

足

ら

ざ

る

を

知

る

や

、

故

に

礼

楽

を

作

り

て

以

て

之

を

教

へ

、

刑

政

の

以

て

民

を

安

ん

ず

る

に

足

ら

ざ

る

を

知

る

や

、

故

に

礼

楽

を

作

り

て

以

て

之

を

化

す

」

。

礼

楽

こ

そ

が

聖

人

教

化

の

実

質

内

容

で

あ

る

か

ら

こ

そ

、

「

礼

と

は

、

4

道

の

名

な

り

」

と

徂

徠

は

言

う

の

で

あ

る

。

で

は

、

聖

人

は

い

っ

た

い

何

を

も

と

に

礼

楽

を

製

作

し

た

の

だ

ろ

う

か

。

徂

徠

は

『

孔

子

家

語

』

の

「

夫

れ

仁

と

は

、

礼

を

制

す

る

者

な

り

」

と

い

う

言

葉

を

、

真

に

孔

子

の

言

葉

で

あ

る

と

し

、

さ

ら

に

こ

れ

を

根

拠

に

「

先

王

の

礼

を

制

す

る

所

以

の

意

は

仁

に

在

り

。

是

れ

所

謂

本

な

り

」

と

断

じ

た

。

こ

れ

は

徂

徠

の

仁

と

礼

と

の

関

連

に

つ

い

て

の

基

本

認

識

の

一

つ

で

あ

5

る

。

そ

し

て

、

彼

は

も

う

一

つ

明

確

な

認

識

が

あ

る

。

「

先

王

礼

楽

を

作

る

、

仁

を

以

て

す

る

の

み

」

。

こ

れ

は

、

「

仁

」

は

6

先

王

が

「

礼

」

を

製

作

す

る

際

の

根

拠

で

あ

る

と

明

確

に

説

明

す

る

も

の

で

あ

る

。

こ

の

認

識

は

鋭

い

と

い

え

る

が

、

問

題

は

徂

徠

の

「

仁

」

に

対

す

る

こ

う

し

た

認

識

は

中

国

の

伝

統

的

な

儒

教

理

解

と

は

か

な

り

離

れ

て

い

る

こ

と

で

あ

る

。

一

般

的

に

、

惻

隠

の

心

や

人

に

忍

び

ざ

る

心

と

し

て

の

「

仁

」

は

、

人

間

に

内

在

す

る

徳

性

で

あ

る

こ

と

は

、

孔

孟

以

来

の

伝

統

的

な

見

解

で

あ

る

。

し

か

し

、

「

仁

は

、

民

を

安

ん

ず

る

の

徳

」

と

い

う

徂

徠

の

定

義

は

、

仁

を

外

在

化

・

政

治

化

し

た

も

の

で

あ

る

。

そ

し

て

「

安

民

」

の

行

為

主

体

は

「

上

の

人

」

、

す

な

わ

ち

在

位

の

君

主

で

あ

り

、

そ

れ

ゆ

え

「

仁

と

は

君

の

道

な

り

」

で

7
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あ

り

、

「

君

の

道

」

と

は

「

民

を

安

ん

ず

る

の

道

」

な

の

で

あ

る

。

こ

れ

で

は

「

仁

」

の

内

面

的

な

特

性

は

完

全

に

否

定

さ

れ

、

政

治

と

し

て

外

面

化

さ

れ

、

「

安

民

」

の

統

治

術

と

し

て

定

義

さ

れ

た

。

儒

教

の

伝

統

的

認

識

の

中

に

も

「

仁

民

愛

物

」

や

「

仁

政

」

な

ど

の

政

治

性

を

有

す

る

も

の

は

あ

る

が

、

よ

り

根

本

的

な

と

こ

ろ

で

は

、

や

は

り

「

仁

」

は

ま

ず

人

間

の

内

面

に

あ

る

徳

性

で

あ

る

こ

と

は

、

疑

う

余

地

が

な

い

だ

ろ

う

。

し

か

し

徂

徠

の

定

義

は

、

「

道

」

を

脱

道

徳

化

し

よ

う

と

す

る

彼

の

立

場

と

連

動

し

て

、

「

仁

」

を

道

徳

と

し

て

解

釈

す

る

こ

と

を

断

固

拒

否

し

た

も

の

な

の

で

あ

る

。

さ

て

、

仁

は

「

民

を

安

ん

ず

る

の

徳

」

と

い

う

の

で

あ

れ

ば

、

「

徳

」

と

は

何

で

あ

ろ

う

か

。

徂

徠

か

ら

す

れ

ば

、

「

徳

」

は

決

し

て

人

間

に

内

在

す

る

抽

象

的

な

も

の

で

は

な

い

。

字

義

か

ら

説

明

す

る

と

、

「

徳

は

得

な

り

」

で

あ

る

が

、

た

だ

し

、

こ

の

「

得

」

は

決

し

て

朱

熹

理

学

の

よ

う

に

、

人

間

に

内

在

す

る

、

天

命

か

ら

授

け

ら

れ

た

天

性

と

し

て

の

「

得

」

で

は

な

い

。

「

得

」

は

、

後

天

の

「

養

」

を

通

じ

て

実

現

す

る

も

の

な

の

で

あ

る

。

そ

し

て

、

「

徳

」

は

性

と

と

も

に

あ

る

も

の

で

あ

り

、

人

性

の

中

の

道

徳

的

体

現

の

一

つ

で

あ

る

が

、

し

か

し

、

「

性

は

人

人

に

し

て

殊

な

り

」

⋧

つ

ま

り

人

性

に

は

抽

象

的

な

本

質

的

同

一

性

は

存

在

し

な

い

た

め

、

「

徳

は

人

人

に

し

て

殊

な

り

」

⋧

徳

の

具

体

的

発

露

も

人

に

よ

っ

て

違

う

の

で

あ

る

。

8

徂

徠

か

ら

す

れ

ば

、

「

性

」

も

「

徳

」

も

本

質

性

を

表

す

概

念

で

は

な

い

ゆ

え

、

そ

こ

に

は

い

わ

ゆ

る

「

善

」

「

悪

」

は

な

い

の

で

あ

る

。

し

た

が

っ

て

徂

徠

は

、

人

性

の

問

題

に

つ

い

て

は

確

乎

と

し

て

告

子

の

側

に

立

っ

て

お

り

、

荀

子

が

孟

子

の

性

善

説

を

正

す

た

め

に

提

示

し

た

性

悪

説

で

さ

え

も

、

結

局

逆

の

方

向

に

偏

向

し

た

だ

け

で

、

孟

子

と

つ

ま

ら

な

い

争

い

に

な

る

の

み

と

見

な

し

た

の

で

あ

る

。

こ

れ

が

徂

徠

に

お

け

る

「

性

」

と

「

徳

」

と

の

問

題

に

関

す

る

基

本

的

な

考

え

方

で

あ

る

。

9

そ

れ

で

は

「

徳

」

と

「

礼

楽

」

と

は

ど

の

よ

う

な

関

係

で

あ

る

の

か

。

「

詩

書

と

は

、

義

の

府

な

り

」

で

あ

る

の

に

対

し

、

「

礼

楽

と

は

、

徳

の

則

な

り

」

で

あ

る

か

ら

、

礼

楽

こ

そ

が

「

徳

」

を

成

就

さ

せ

る

た

め

の

要

で

あ

る

。

徂

徠

は

極

め

て

強

調



- 241 -

し

て

い

う

。

「

凡

そ

先

王

の

道

は

、

礼

之

を

尽

く

せ

り

。

礼

を

知

ら

ざ

れ

ば

則

ち

以

て

君

子

の

間

に

立

つ

こ

と

無

し

。

三

代

の

世

爾

り

と

為

す

。

故

に

礼

を

学

べ

ば

則

ち

以

て

立

つ

べ

し

」

。

経

典

で

い

え

ば

、

「

礼

」

は

主

に

『

儀

礼

』

『

周

礼

』

『

礼

10

記

』

の

い

わ

ゆ

る

「

三

礼

」

を

指

し

、

徂

徠

は

こ

の

三

つ

の

経

典

を

特

別

に

重

視

し

て

い

る

。

士

大

夫

は

「

三

礼

」

に

精

通

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

と

さ

え

徂

徠

は

主

張

し

た

。

「

不

佞

の

古

を

求

む

る

こ

と

、

必

ず

事

と

辞

と

を

以

て

す

。

事

は

三

礼

よ

り

詳

な

る

は

莫

し

。

故

に

不

佞

以

為

ら

く

、

士

に

し

て

三

礼

に

通

ぜ

ざ

れ

ば

、

以

て

古

を

好

む

と

為

す

に

足

ら

ず

、

と

」

。

徂

11

徠

に

と

っ

て

「

三

礼

」

の

重

要

性

は

言

わ

ず

し

て

明

ら

か

で

あ

る

こ

と

が

知

ら

れ

よ

う

。

た

だ

、

「

三

礼

」

が

経

典

と

し

て

完

成

し

た

の

は

孔

子

の

弟

子

た

ち

の

手

に

よ

る

の

で

あ

っ

て

、

そ

れ

ま

で

は

口

伝

の

も

の

で

し

か

な

か

っ

た

。

し

か

し

、

成

書

12

時

期

は

後

世

で

あ

る

も

の

の

、

そ

の

内

容

は

み

な

古

言

で

あ

り

、

し

か

も

聖

人

の

立

て

た

も

の

で

あ

る

こ

と

は

疑

う

余

地

が

な

い

。

し

た

が

っ

て

彼

は

次

の

よ

う

に

言

う

。

「

道

の

大

端

は

二

有

り

。

曰

く

礼

、

曰

く

義

。

礼

は

聖

人

の

立

つ

る

所

な

り

。

義

も

亦

た

聖

人

の

立

つ

る

所

な

り

」

。

一

方

、

徂

徠

は

時

々

「

礼

」

は

皆

孔

子

か

ら

始

ま

っ

た

と

断

言

し

て

い

る

。

「

凡

そ

周

13

の

礼

、

『

戴

記

』

諸

書

の

載

す

る

所

は

、

皆

な

孔

子

之

を

言

ひ

て

、

而

る

後

門

人

之

を

書

す

る

こ

と

を

得

し

者

の

み

」

。

14

要

す

る

に

、

徂

徠

に

と

っ

て

「

礼

な

る

者

は

、

先

王

の

立

て

て

以

て

極

と

す

る

所

な

り

」

と

い

う

結

論

は

す

で

に

出

て

い

15

る

の

で

あ

る

。

こ

の

「

極

」

の

字

は

『

尚

書

』

洪

範

の

「

皇

極

」

に

由

来

す

る

も

の

だ

が

、

こ

の

「

極

」

を

「

礼

」

だ

と

解

釈

す

る

の

が

徂

徠

の

創

見

で

あ

る

。

一

般

的

に

漢

儒

は

こ

の

「

極

」

を

「

中

」

と

し

、

こ

の

解

釈

は

宋

代

の

朱

子

に

至

る

ま

で

の

主

流

で

あ

る

。

し

か

し

、

徂

徠

の

解

釈

に

よ

れ

ば

、

「

極

」

に

は

「

中

」

の

意

味

も

含

ま

れ

て

は

い

る

が

、

そ

の

も

の

で

は

な

い

。

「

極

」

の

解

釈

は

、

厳

密

に

は

「

準

拠

」

で

あ

り

、

そ

し

て

「

準

拠

」

と

な

り

得

る

も

の

は

、

「

礼

」

に

ほ

か

な

ら

な

い

の

で

あ

る

。

彼

は

次

の

よ

う

に

説

明

し

た

。
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極

と

は

、

先

王

是

を

立

て

、

以

て

民

の

準

拠

と

為

す

者

を

謂

ふ

な

り

。

⋩

⋩

「

洪

範

」

に

曰

く

、

「

皇

い

に

其

の

有

極

を

建

つ

。

」

「

祭

義

」

に

曰

く

、

「

物

の

精

に

因

り

て

、

制

し

て

之

が

極

を

為

す

。

」

皆

な

是

な

り

。

漢

儒

極

を

訓

じ

て

中

と

為

す

。

蓋

し

先

王

之

を

建

て

、

以

て

賢

者

を

し

て

俯

就

せ

し

め

て

、

不

肖

者

を

し

て

企

し

て

之

に

及

ば

し

む

。

故

に

極

に

中

の

義

有

る

も

、

直

ち

に

中

と

訓

ず

る

に

非

ず

。

朱

子

以

て

至

極

の

義

と

為

す

。

是

れ

其

の

意

に

、

人

君

人

倫

の

極

を

躬

行

し

、

以

て

万

民

の

標

準

と

為

る

を

謂

う

な

り

。

先

王

の

道

、

人

の

皆

な

能

く

す

る

所

の

者

を

立

て

て

教

と

為

す

。

豈

に

至

極

の

義

な

ら

ん

や

。

祇

だ

人

の

皆

な

く

す

る

所

の

者

は

、

焉

よ

り

至

れ

る

は

莫

し

。

則

ち

亦

た

見

る

所

如

何

に

在

る

の

み

。

然

れ

ど

も

い

か

ん

極

字

の

義

は

、

準

拠

を

以

て

主

義

と

為

す

。

它

は

皆

な

傍

義

な

り

。

北

極

の

如

き

も

、

亦

た

人

の

準

拠

と

為

す

所

以

な

り

。

16

こ

こ

で

は

漢

儒

と

朱

熹

の

「

極

」

に

対

す

る

異

な

っ

た

解

釈

に

言

及

し

て

い

る

が

、

徂

徠

の

解

釈

で

あ

る

「

準

拠

」

と

は

、

明

ら

か

に

朱

熹

の

「

標

準

」

か

ら

取

っ

た

も

の

で

あ

る

。

「

皇

極

」

に

関

し

て

、

朱

熹

の

説

は

『

皇

極

弁

』

に

詳

述

さ

れ

る

が

、

徂

徠

は

明

ら

か

に

こ

れ

を

読

ん

で

は

お

ら

ず

、

『

朱

子

語

類

』

に

お

け

る

「

皇

極

」

の

解

釈

の

み

を

熟

知

し

て

い

る

よ

う

だ

。

「

標

準

」

と

「

準

拠

」

は

わ

ず

か

一

文

字

し

か

違

わ

な

い

上

に

、

意

味

も

さ

ほ

ど

変

わ

ら

な

い

が

、

そ

れ

で

も

、

朱

熹

の

「

至

極

の

義

」

と

い

う

「

極

」

の

解

釈

を

徂

徠

が

非

難

し

て

い

る

の

は

、

こ

の

「

極

」

に

対

す

る

解

釈

の

背

後

に

、

徂

徠

と

朱

熹

と

が

表

現

し

た

い

観

念

に

、

重

要

な

違

い

が

あ

る

か

ら

だ

。

朱

熹

の

意

図

は

、

君

主

が

「

正

心

誠

意

」

な

ど

の

道

学

的

な

工

夫

を

実

践

す

る

こ

と

に

よ

っ

て

、

天

下

に

道

徳

的

規

範

を

樹

立

さ

せ

る

こ

と

に

あ

る

が

、

徂

徠

の

意

図

は

、

聖

人

の

道

と

し

て

の

17

「

礼

」

こ

そ

が

万

民

の

行

為

の

規

範

と

な

る

「

準

拠

」

で

あ

る

こ

と

を

強

調

す

る

こ

と

に

あ

る

。

し

た

が

っ

て

、

「

極

」

の

解
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釈

こ

そ

似

て

い

る

が

、

そ

の

背

後

に

含

ま

れ

た

趣

旨

は

全

く

違

う

も

の

で

あ

る

。

徂

徠

が

朱

熹

の

解

釈

に

そ

こ

ま

で

敏

感

に

反

応

す

る

の

も

、

彼

は

「

標

準

」

を

抽

象

的

な

「

至

極

」

あ

る

い

は

道

徳

と

し

て

理

解

す

る

こ

と

に

反

対

し

、

あ

く

ま

で

も

「

礼

」

を

「

準

拠

」

と

し

て

設

定

す

る

か

ら

で

あ

る

。

ゆ

え

に

徂

徠

は

「

先

王

極

を

立

つ

と

は

、

礼

を

謂

ふ

な

り

」

と

述

べ

る

。

そ

こ

か

ら

、

仁

斎

の

「

孝

悌

仁

義

を

以

て

規

矩

準

縄

た

り

と

謂

ふ

」

と

い

う

主

張

に

も

次

の

よ

う

に

指

摘

し

、

反

対

し

て

い

た

。

「

果

し

て

是

の

若

く

ん

ば

、

則

ち

人

人

自

ら

其

の

意

を

以

て

孝

弟

仁

義

と

為

す

な

り

。

亦

た

何

の

準

と

す

る

所

ぞ

や

。

無

寸

の

尺

、

無

星

の

秤

と

謂

ふ

べ

き

な

り

」

。

徂

徠

は

宋

儒

の

「

事

理

当

然

の

極

」

18

も

仁

斎

の

「

孝

弟

仁

義

」

も

、

ど

ち

ら

も

「

先

王

極

を

立

つ

」

の

解

釈

と

す

る

こ

と

に

猛

烈

に

反

対

し

た

。

宋

儒

の

形

而

上

化

し

た

解

釈

や

道

徳

化

し

た

解

釈

は

必

ず

深

刻

な

結

果

を

招

く

で

あ

ろ

う

と

徂

徠

は

危

惧

し

た

。

す

な

わ

ち

、

人

々

は

自

分

が

先

天

的

に

十

分

な

「

孝

悌

仁

義

」

を

備

え

た

も

の

と

勘

違

い

し

、

行

為

の

正

否

に

対

す

る

判

断

の

「

標

準

」

が

す

べ

て

自

分

の

主

観

に

あ

る

こ

と

に

な

る

。

そ

う

な

れ

ば

、

「

標

準

」

は

「

無

寸

の

尺

、

無

星

の

秤

」

に

な

り

、

も

は

や

「

標

準

」

と

い

え

な

く

な

る

の

で

あ

る

。

徂

徠

は

、

内

在

的

な

「

性

」

や

「

徳

」

で

は

な

く

、

外

在

的

な

制

度

で

あ

る

先

王

の

「

礼

」

こ

そ

が

「

規

矩

準

縄

」

だ

と

考

え

た

。

ゆ

え

に

彼

は

「

礼

の

如

き

は

、

経

に

言

ふ

所

は

皆

な

礼

楽

の

礼

。

程

朱

以

て

性

と

為

し

、

仁

斎

以

て

徳

と

為

す

。

豈

に

強

ふ

る

に

非

ず

や

」

と

主

張

し

た

。

徂

徠

に

よ

れ

ば

、

内

在

的

な

徳

性

は

主

観

に

よ

る

個

人

的

な

基

準

に

過

ぎ

な

い

の

で

あ

19

っ

て

、

「

礼

」

こ

そ

が

社

会

全

体

の

共

同

規

準

に

な

り

う

る

も

の

で

あ

る

。

「

道

」

に

普

遍

性

が

あ

る

の

と

同

じ

よ

う

に

、

「

礼

」

に

も

普

遍

性

が

備

わ

っ

て

い

る

が

、

「

性

」

は

特

殊

性

に

属

す

る

も

の

で

あ

る

。

要

す

る

に

、

徂

徠

の

言

う

「

礼

な

る

も

の

は

、

先

王

の

立

て

て

以

て

極

と

す

る

所

以

な

り

」

の

「

極

」

が

、

ま

さ

に

普

遍

概

念

で

あ

る

。

「

北

極

」

の

例

を

用

い

た

の

も

、

そ
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の

表

明

の

た

め

で

あ

る

。

し

か

し

普

遍

的

な

礼

で

あ

っ

て

も

、

現

実

社

会

に

適

用

し

よ

う

と

す

る

の

で

あ

れ

ば

、

必

然

的

に

社

会

・

文

化

・

歴

史

な

ど

に

よ

っ

て

制

限

さ

れ

、

具

体

性

を

持

つ

こ

と

に

な

る

。

す

な

わ

ち

、

礼

の

現

実

化

問

題

で

あ

る

。

三

、

「

礼

」

の

現

実

化

問

題

果

し

て

礼

が

先

王

の

立

て

た

「

準

拠

」

で

あ

り

、

全

て

の

人

が

遵

守

す

べ

き

行

為

基

準

で

あ

る

と

し

、

従

っ

て

「

礼

」

に

普

遍

性

を

賦

与

す

る

の

で

あ

れ

ば

、

こ

れ

は

中

国

の

「

礼

」

が

日

本

に

も

同

じ

よ

う

に

適

用

で

き

る

こ

と

を

意

味

す

る

の

か

。

言

い

換

え

れ

ば

、

「

礼

」

は

普

遍

的

で

あ

る

以

上

、

時

空

を

超

え

て

通

用

す

る

魔

力

を

持

っ

て

い

る

の

だ

ろ

う

か

。

徂

徠

の

答

え

は

、

も

ち

ろ

ん

否

で

あ

る

。

徂

徠

か

ら

す

れ

ば

、

礼

は

制

度

で

あ

り

、

そ

し

て

制

度

は

常

に

具

体

的

で

あ

る

ゆ

え

、

時

間

と

空

間

の

制

限

を

受

け

る

必

然

性

が

あ

る

の

で

あ

る

。

換

言

す

れ

ば

、

制

度

は

必

ず

歴

史

の

変

化

と

と

も

に

変

化

す

る

も

の

ゆ

え

、

行

為

基

準

と

し

て

の

「

準

拠

」

で

あ

る

礼

は

普

遍

性

を

持

つ

も

の

の

、

こ

の

普

遍

性

は

同

時

に

具

体

的

・

歴

史

的

で

も

あ

る

の

で

あ

っ

て

、

「

事

理

当

然

の

極

」

の

よ

う

な

抽

象

的

普

遍

性

と

は

本

質

的

に

違

う

も

の

で

あ

る

。

徂

徠

の

こ

の

考

え

方

を

さ

ら

に

深

く

分

析

す

る

た

め

、

ま

ず

は

徂

徠

が

「

礼

」

の

現

実

化

問

題

に

つ

い

て

ど

の

よ

う

な

考

え

を

も

っ

て

い

る

の

か

を

考

察

す

る

必

要

が

あ

る

。

そ

し

て

、

具

体

例

と

し

て

、

朱

熹

の

『

家

礼

』

に

対

す

る

徂

徠

の

態

度

を

取

り

上

げ

る

。

先

行

研

究

に

よ

れ

ば

、

『

家

礼

』

は

遅

く

て

も

室

町

時

代

（

一

三

三

六

～

一

五

七

三

）

中

期

に

は

す

で

に

日

本

に

伝

わ

っ

て

い

た

。

よ

り

具

体

的

に

は

室

町

中

期

の

一

五

世

紀

頃

と

い

う

の

が

適

当

で

あ

ろ

う

。

し

か

し

、

『

家

礼

』

が

理

論

に

お

い

て

も

実

践

に

お

い

て

も

重

要

視

さ

れ

始

め

た

の

は

、

徳

川

時

代

に

入

っ

た

後

の

こ

と

で

あ

っ

た

。

徂

徠

は

『

家

礼

』

を

熟

知

し

た

20
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だ

け

で

な

く

、

そ

れ

を

実

践

ま

で

し

て

い

た

。

宝

永

二

年

（

一

七

〇

五

）

、

徂

徠

は

『

文

公

家

礼

』

に

基

づ

い

て

、

妻

の

葬

儀

を

行

っ

た

。

た

だ

し

、

徂

徠

の

家

族

は

葬

儀

に

関

し

て

、

儒

教

式

に

こ

だ

わ

っ

た

わ

け

で

も

な

い

。

記

録

に

よ

れ

ば

、

彼

の

21

祖

母

や

母

は

仏

葬

を

採

用

し

、

祖

母

は

仏

教

寺

院

で

あ

る

円

頓

寺

に

埋

葬

さ

れ

、

戒

名

は

「

麗

心

院

」

、

母

の

戒

名

は

「

朝

雲

院

高

岩

春

貞

大

姉

」

で

あ

る

。

た

だ

面

白

い

こ

と

に

、

弟

の

北

渓

（

一

六

六

九

～

一

七

五

四

）

が

逝

去

し

た

の

ち

、

そ

の

家

22

族

が

設

計

し

た

「

木

主

」

は

『

家

礼

』

に

基

づ

い

て

作

ら

れ

て

お

り

、

儒

教

式

の

葬

儀

で

あ

っ

た

こ

と

が

伺

わ

れ

る

。

徂

徠

自

身

も

礼

制

に

関

す

る

論

述

が

あ

る

。

た

と

え

ば

『

答

松

子

錦

問

神

主

制

度

』

や

『

喪

礼

略

』

及

び

『

祠

堂

式

及

通

礼

微

考

』

な

ど

で

あ

る

。

こ

れ

ら

の

著

作

か

ら

も

、

徂

徠

の

「

礼

制

」

再

建

問

題

に

つ

い

て

の

真

剣

な

姿

勢

が

伺

え

る

。

特

に

「

神

主

」

「

喪

礼

」

「

祠

堂

」

、

及

び

『

家

礼

』

に

あ

る

「

通

礼

」

の

問

題

に

つ

い

て

注

目

し

て

い

た

。

そ

し

て

こ

れ

ら

の

問

題

は

す

べ

て

朱

熹

『

家

礼

』

の

中

心

的

部

分

で

あ

る

。

言

う

ま

で

も

な

く

、

『

儀

礼

』

及

び

『

周

礼

』

が

主

に

上

層

階

級

の

礼

儀

を

扱

っ

て

い

る

の

と

違

っ

て

、

『

家

礼

』

の

出

現

は

、

長

き

に

わ

た

る

「

礼

は

庶

人

に

下

さ

ず

」

と

い

う

局

面

を

根

本

か

ら

打

破

し

、

士

・

庶

と

も

に

通

用

す

る

冠

婚

葬

祭

の

礼

儀

を

制

定

し

た

こ

と

を

意

味

す

る

。

そ

し

て

、

『

家

礼

』

の

こ

の

性

格

こ

そ

、

日

本

の

儒

者

に

（

朝

鮮

の

儒

者

に

は

さ

ら

に

）

重

視

さ

れ

る

所

以

で

も

あ

る

。

こ

れ

は

、

朱

熹

が

心

性

理

気

な

ど

の

形

而

上

的

問

題

に

の

み

関

心

を

払

っ

て

い

る

わ

け

で

は

な

く

、

儒

学

が

い

か

に

し

て

社

会

生

活

の

中

に

実

行

で

き

る

の

か

と

い

う

現

実

問

題

に

も

熱

意

を

つ

ぎ

込

ん

で

い

る

こ

と

を

意

味

す

る

。

そ

し

て

、

朱

熹

の

礼

学

の

理

論

に

対

す

る

関

心

も

、

『

儀

礼

経

伝

通

解

』

と

い

う

大

著

に

よ

っ

て

表

れ

て

い

る

。

し

23

か

し

徂

徠

は

、

一

方

で

自

分

の

礼

学

著

作

の

中

で

『

家

礼

』

を

多

く

引

用

し

た

が

、

も

う

一

方

で

は

宋

儒

は

「

礼

に

疎

し

」

「

宋

儒

礼

を

問

は

ず

、

動

も

す

れ

ば

諸

を

心

に

求

む

、

妄

な

り

」

「

宋

儒

礼

を

知

ら

ず

」

「

宋

儒

礼

楽

を

知

ら

ず

」

な

ど

の

よ

う

に

24
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論

断

し

た

。

こ

の

宋

儒

と

は

も

ち

ろ

ん

程

朱

の

こ

と

を

指

す

。

「

程

朱

の

礼

楽

を

解

す

る

に

至

っ

て

は

、

専

ら

序

和

を

以

て

言

と

為

す

。

是

れ

其

の

意

に

礼

楽

を

以

て

粗

迹

と

為

し

、

其

の

理

を

以

て

精

微

と

為

す

」

。

程

朱

は

た

だ

「

理

」

だ

け

を

論

じ

25

て

「

礼

」

を

論

ぜ

ず

、

論

じ

た

と

し

て

も

「

理

」

の

下

に

置

き

、

粗

略

に

扱

っ

て

い

る

と

す

る

の

で

あ

る

。

で

は

、

程

朱

は

い

っ

た

い

ど

の

よ

う

に

し

て

礼

を

粗

略

に

扱

う

の

か

。

徂

徠

か

ら

す

れ

ば

、

そ

の

問

題

点

は

、

宋

儒

も

仁

斎

も

「

礼

」

を

無

理

や

り

「

理

」

「

性

」

「

徳

」

な

ど

の

概

念

と

結

び

つ

け

る

こ

と

に

あ

る

。

徂

徠

は

一

貫

し

て

「

礼

」

は

聖

人

の

道

の

礼

楽

制

度

の

礼

で

あ

っ

て

、

抽

象

的

な

天

理

や

内

面

的

な

徳

性

な

ど

で

は

な

い

と

考

え

て

い

る

。

さ

ら

に

徂

徠

は

程

朱

の

「

礼

」

に

対

し

、

主

に

「

神

主

制

」

（

祭

祀

に

用

い

る

「

牌

位

」

と

「

木

主

」

、

前

者

は

一

般

士

大

夫

や

庶

民

用

で

、

後

者

は

官

僚

士

大

夫

用

）

と

「

祭

四

代

」

（

祭

る

祖

先

は

高

祖

ま

で

）

を

具

体

的

な

問

題

点

と

し

て

攻

撃

し

て

い

る

。

彼

は

安

積

澹

泊

へ

の

六

つ

の

書

信

に

お

い

て

「

礼

」

の

問

題

を

繰

り

返

し

議

論

し

て

い

る

。

26

⋩

⋩

又

た

『

家

礼

』

神

主

制

の

如

き

は

、

長

尺

有

二

寸

に

し

て

、

十

二

月

に

象

る

。

凡

そ

礼

に

十

二

を

用

ふ

る

は

、

唯

だ

天

子

の

み

然

り

と

為

す

。

四

代

を

祭

る

は

、

唯

だ

諸

侯

の

み

然

り

と

為

す

。

伊

川

乃

ち

諸

を

庶

人

に

用

ふ

。

豈

に

僭

に

非

ず

や

。

大

抵

孔

子

の

時

の

学

問

は

、

専

ら

力

を

礼

に

用

ふ

。

而

れ

ど

も

宋

儒

は

爾

ら

ず

。

27

こ

の

「

『

家

礼

』

神

主

制

」

と

い

う

の

は

不

正

確

で

、

『

家

礼

』

に

は

「

神

主

篇

」

が

な

く

、

巻

首

に

「

木

主

全

式

」

（

ま

た

の

名

は

「

神

主

式

」

）

の

図

が

付

録

さ

れ

る

の

み

で

あ

り

、

そ

れ

は

程

頤

の

『

作

主

式

』

（

『

河

南

程

氏

文

集

』

巻

十

）

を

踏

襲

し

た

も

の

で

あ

る

。

そ

の

中

に

は

確

か

に

「

高

尺

有

二

寸

、

象

十

二

月

」

の

一

文

が

あ

る

。

徂

徠

は

「

十

二

」

と

い

う

数

字

を

妄
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り

に

使

っ

て

は

な

ら

な

い

も

の

だ

と

考

え

る

。

な

ぜ

な

ら

『

礼

』

経

に

お

い

て

、

「

十

二

」

の

数

字

は

天

子

専

用

の

も

の

で

あ

る

か

ら

だ

。

ゆ

え

に

「

伊

川

の

制

」

に

は

天

子

に

対

す

る

僭

越

と

い

う

重

大

な

問

題

が

あ

る

。

ま

た

、

「

祭

四

代

」

に

関

す

る

問

題

だ

が

、

祖

先

を

何

代

ま

で

さ

か

の

ぼ

っ

て

祭

る

か

に

つ

い

て

、

宋

代

に

お

い

て

は

、

三

代

と

い

う

見

解

が

主

流

で

あ

る

。

北

宋

の

礼

制

規

定

に

よ

れ

ば

、

四

代

を

祭

る

の

は

一

品

あ

る

い

は

正

二

品

以

上

の

官

僚

の

み

そ

の

資

格

を

有

す

る

が

、

程

頤

と

朱

熹

は

四

代

を

祭

る

こ

と

を

強

く

主

張

し

、

さ

ら

に

始

祖

ま

で

も

が

祭

る

対

象

で

あ

る

と

主

張

し

て

お

り

、

き

わ

め

て

異

例

の

見

解

で

あ

る

。

朱

熹

自

身

も

の

ち

に

「

古

者

官

師

は

た

だ

二

代

を

祭

る

こ

と

を

得

る

の

み

」

だ

と

気

づ

い

た

。

ゆ

え

に

始

28

祖

を

祭

る

の

を

僭

越

と

し

て

「

遂

に

敢

て

祭

ら

ず

」

ど

こ

ろ

か

、

「

四

代

を

祭

る

こ

と

已

に

以

て

僭

と

為

」

し

て

、

『

家

礼

』

29

に

お

い

て

そ

の

考

え

を

改

め

て

、

祭

祀

対

象

の

中

か

ら

始

祖

を

除

い

た

が

、

祭

祀

の

実

際

に

お

い

て

は

、

朱

熹

は

「

損

益

」

の

原

則

を

根

拠

に

、

墓

祭

の

時

は

始

祖

を

祭

っ

て

も

よ

い

と

主

張

し

て

お

り

、

家

廟

で

は

「

一

堂

四

龕

」

制

も

維

持

し

て

い

た

。

徂

徠

は

そ

れ

に

反

発

し

、

「

四

代

を

祭

る

は

、

唯

だ

諸

侯

の

み

然

り

と

為

す

」

と

主

張

し

た

。

こ

れ

は

『

儀

礼

』

喪

服

伝

な

ど

文

献

の

裏

付

け

を

持

つ

主

張

だ

か

ら

、

四

代

を

祭

る

こ

と

を

「

僭

越

」

と

す

る

徂

徠

の

意

見

も

誇

張

で

は

な

い

。

し

か

し

、

程

朱

の

「

家

礼

」

を

制

定

す

る

目

的

は

「

古

礼

」

を

復

旧

す

る

の

で

は

な

く

、

む

し

ろ

「

古

礼

」

を

参

照

し

、

斟

酌

し

た

う

え

で

、

古

来

士

庶

階

級

の

祭

祀

礼

儀

が

存

在

し

な

い

と

い

う

問

題

に

対

し

、

よ

り

広

範

囲

に

適

用

で

き

る

新

た

な

礼

儀

規

範

を

創

出

す

る

こ

と

に

あ

る

か

ら

、

『

儀

礼

』

の

よ

う

な

王

侯

貴

族

を

対

象

と

す

る

礼

儀

規

範

を

根

拠

に

、

そ

れ

を

批

判

す

る

こ

と

は

で

き

な

い

。

し

か

し

、

徂

徠

は

「

聖

人

は

作

者

の

謂

な

り

」

と

い

う

信

念

を

堅

持

し

、

礼

楽

制

度

は

聖

人

で

な

け

れ

ば

作

っ

て

は

な

ら

な

い

と

す

る

た

め

、

朱

熹

が

軽

率

に

「

家

礼

」

を

制

作

し

た

行

為

自

体

、

す

で

に

「

聖

人

」

を

冒

瀆

し

て

い

る

こ

と

に

な

る

。

こ

れ

は

あ

る

種

の

儒

教

原

理

主

義

と

も

言

え

る

立

場

で

あ

る

。

徂

徠

の

こ

の

説

は

、

朱

熹

が

擅

に

「

家

礼

」

を

制

定

30
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し

た

と

す

る

伊

藤

仁

斎

の

批

判

と

ほ

ぼ

同

じ

で

あ

る

。

し

か

し

、

後

述

の

よ

う

に

、

徂

徠

は

「

礼

」

を

三

つ

の

レ

ベ

ル

に

分

31

け

て

お

り

、

「

礼

を

行

う

」

と

い

う

レ

ベ

ル

で

言

え

ば

、

彼

も

「

己

の

意

を

斟

酌

」

し

て

、

「

人

情

に

合

う

こ

と

を

求

」

め

、

単

に

「

必

ず

先

王

の

礼

に

合

う

こ

と

を

責

」

め

て

は

い

け

な

い

こ

と

を

主

張

し

て

い

る

。

興

味

深

い

こ

と

に

、

徂

徠

は

彼

自

身

の

作

で

あ

る

『

祠

堂

式

及

通

礼

微

考

』

の

中

の

「

牌

位

」

の

設

計

に

お

い

て

、

「

主

龕

」

の

上

に

左

か

ら

右

に

「

始

祖

、

二

代

、

三

代

、

四

代

」

の

四

龕

を

設

け

る

こ

と

に

し

た

。

こ

れ

は

ま

さ

し

く

「

一

堂

四

龕

」

制

で

あ

っ

て

、

す

な

わ

ち

朱

熹

『

家

礼

』

巻

一

・

通

礼

・

祠

堂

「

四

龕

を

為

り

て

以

て

先

世

の

神

主

を

奉

ず

」

の

条

そ

の

も

の

で

あ

る

。

し

た

が

っ

て

、

徂

徠

は

経

典

解

釈

に

お

い

て

程

朱

の

「

四

代

を

祭

る

」

あ

る

い

は

「

始

祖

を

祭

る

」

こ

と

を

厳

し

く

批

判

し

て

い

た

が

、

具

体

的

礼

儀

に

お

い

て

は

、

祖

先

を

祭

る

こ

と

を

主

張

す

る

の

み

な

ら

ず

、

「

四

代

を

祭

る

」

こ

と

も

認

め

て

い

た

の

で

あ

る

。

も

ち

ろ

ん

、

徂

徠

の

こ

こ

で

の

見

解

は

、

朱

熹

の

『

家

礼

』

を

日

本

社

会

の

中

に

借

用

し

、

こ

れ

を

日

本

社

会

の

喪

祭

礼

儀

に

お

け

る

手

本

と

し

て

活

用

し

よ

う

と

い

う

の

が

そ

の

趣

旨

で

あ

る

。

問

題

は

、

徂

徠

は

な

ぜ

日

本

古

代

の

「

古

礼

」

を

参

照

せ

ず

、

わ

ざ

わ

ざ

彼

が

「

嫌

悪

」

す

る

朱

熹

の

『

家

礼

』

を

「

隠

蔽

」

し

つ

つ

参

酌

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

か

っ

た

か

、

と

い

う

こ

と

に

あ

る

。

こ

れ

は

複

雑

な

問

題

で

あ

る

。

簡

単

に

言

え

ば

、

い

わ

ゆ

る

日

本

古

代

の

礼

は

歴

史

上

の

想

像

に

過

ぎ

な

い

と

言

い

得

る

の

で

あ

る

。

徂

徠

は

日

中

古

代

史

の

全

体

的

理

解

に

基

づ

い

て

、

「

日

本

ノ

古

礼

モ

聖

人

ノ

礼

ヲ

本

ト

シ

玉

フ

」

も

の

で

あ

っ

て

、

原

初

文

化

の

意

味

に

お

い

て

、

日

本

古

代

に

も

中

国

の

「

聖

人

の

礼

」

と

同

じ

よ

う

な

も

の

が

あ

る

は

ず

だ

が

、

「

今

ハ

迹

方

モ

ナ

ク

成

タ

ル

也

」

。

し

か

し

、

こ

の

説

明

に

は

納

32

得

で

き

な

い

と

こ

ろ

が

あ

る

。

「

今

ハ

迹

方

モ

ナ

ク

」

な

っ

た

の

な

ら

、

徂

徠

は

何

を

根

拠

に

古

代

の

日

中

両

国

に

同

じ

「

礼

」

が

存

在

し

た

と

断

言

で

き

る

か

。

こ

の

問

い

に

対

し

、

徂

徠

は

実

は

答

え

る

こ

と

が

で

き

な

い

。

「

吾

邦

」

日

本

の

「

先

王

」
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が

葬

祭

の

礼

儀

を

作

っ

て

な

い

こ

と

は

、

徂

徠

も

認

め

ざ

る

を

得

な

い

の

で

あ

る

。

だ

か

ら

こ

そ

、

彼

は

「

神

主

」

と

「

神

版

」

を

ど

の

よ

う

に

制

定

す

る

か

に

つ

い

て

、

か

な

り

苦

心

し

て

い

た

の

で

あ

る

。

吾

が

邦

の

先

王

喪

祭

礼

を

定

め

ず

、

今

国

家

復

た

定

制

無

し

。

君

子

の

斯

の

邦

に

生

ま

る

る

や

、

亦

た

己

の

志

を

行

ひ

、

以

て

後

の

聖

人

を

俟

つ

の

み

。

苟

も

礼

に

中

り

、

以

て

王

者

の

師

と

為

る

べ

き

に

非

ず

ん

ば

、

之

を

如

何

ぞ

其

れ

可

な

ら

ん

や

。

茂

卿

謹

ん

で

按

ず

る

に

、

主

と

版

と

は

、

意

に

謂

へ

ら

く

自

ら

別

な

り

。

主

と

は

廟

の

主

な

り

。

廟

有

れ

ば

主

有

り

、

廟

無

け

れ

ば

主

無

し

。

廟

を

毀

て

ば

焉

を

蔵

し

焉

を

瘞

む

。

神

に

寓

す

る

所

以

な

り

。

⋩

⋩

33

こ

の

「

主

と

版

」

と

は

、

神

主

と

神

版

の

こ

と

を

指

す

。

「

神

主

」

は

家

廟

あ

っ

て

の

も

の

で

、

「

無

廟

」

で

あ

れ

ば

「

無

主

」

で

あ

る

。

一

般

的

に

、

唐

代

ま

で

は

士

大

夫

層

に

「

家

廟

」

を

建

て

る

制

度

は

な

い

。

「

神

版

」

に

つ

い

て

は

、

も

っ

と

も

有

名

な

の

は

晋

代

の

荀

勖

が

作

っ

た

「

神

版

」

で

、

一

般

士

大

夫

や

庶

民

の

間

で

使

わ

れ

て

い

る

。

冒

頭

の

「

吾

邦

の

先

王

、

喪

祭

礼

を

定

め

ず

、

今

国

家

復

た

定

制

無

し

」

と

い

う

の

は

周

知

の

事

実

を

述

べ

た

も

の

で

あ

る

。

上

引

の

文

よ

り

見

れ

ば

、

34

徂

徠

の

関

心

は

、

当

時

の

日

本

で

定

ま

っ

た

制

度

の

存

在

し

な

い

喪

礼

と

、

そ

れ

に

関

連

す

る

「

神

主

」

を

い

か

に

制

定

す

る

か

に

あ

る

の

で

あ

る

。

こ

の

問

題

に

関

し

て

、

徂

徠

と

安

積

澹

泊

は

書

簡

を

往

復

し

て

繰

り

返

し

議

論

し

て

い

る

。

安

積

澹

泊

は

徂

徠

の

「

復

安

澹

泊

」

第

三

書

に

対

す

る

返

信

の

中

で

、

次

の

よ

う

に

述

べ

た

。
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神

主

に

至

っ

て

は

、

府

下

（

水

戸

藩

を

指

す

）

の

士

人

、

家

家

多

く

有

す

る

所

に

し

て

、

其

の

制

礼

に

合

は

ず

。

四

代

を

祭

る

を

僭

と

為

す

は

、

則

ち

凡

そ

人

子

為

る

者

、

必

ず

安

ん

ぜ

ざ

る

所

有

り

。

嘗

て

聞

く

、

司

馬

温

公

荀

勖

『

礼

』

に

拠

り

て

牌

子

を

作

る

。

伊

川

諸

侯

の

制

を

殺

し

て

神

主

を

作

り

、

又

た

儀

を

以

て

始

祖

の

祭

を

起

す

。

朱

子

後

来

覚

る

に

僭

を

以

て

し

、

始

祖

を

祭

ら

ず

、

而

れ

ど

も

四

代

を

祭

り

、

及

び

主

の

制

を

作

る

は

、

一

に

伊

川

の

説

に

従

ふ

。

則

ち

朱

子

も

亦

た

疎

漏

の

処

有

る

を

免

れ

ざ

る

か

。

此

れ

敢

て

軽

し

く

古

人

を

議

す

る

に

非

ず

、

亦

た

切

近

の

事

を

考

究

せ

ん

と

欲

し

て

な

り

。

⋩

⋩

冀

く

は

暇

日

侍

史

に

命

じ

て

足

下

の

祭

享

の

礼

、

及

び

木

主

の

式

を

扎

記

し

て

投

ぜ

ら

る

れ

ば

、

何

の

貺

か

之

に

如

か

ん

。

千

万

懇

祈

す

。

35

安

積

澹

泊

は

明

ら

か

に

伊

川

『

作

主

式

』

と

朱

子

『

家

礼

』

の

関

連

箇

所

及

び

「

祭

四

代

」

等

に

対

し

不

満

が

あ

り

、

徂

徠

の

見

解

に

も

賛

同

の

意

を

表

し

て

い

る

。

そ

し

て

次

の

「

答

荻

徂

徠

書

」

第

五

書

に

お

い

て

、

澹

泊

は

自

分

の

家

族

は

「

『

家

礼

』

に

拠

っ

て

祭

祀

を

修

む

る

者

」

「

伊

川

式

に

拠

っ

て

木

主

を

制

し

て

以

来

」

す

で

に

「

六

七

十

年

」

の

歴

史

が

あ

る

こ

と

を

徂

徠

に

吐

露

し

た

。

し

か

も

士

庶

の

祭

祀

は

『

家

礼

』

を

基

準

に

す

べ

き

こ

と

を

強

く

主

張

し

、

「

之

を

推

し

て

言

へ

ば

、

府

下

の

士

皆

な

然

り

、

豈

に

啻

に

府

下

の

み

な

ら

ん

や

、

四

方

の

士

家

礼

を

遵

用

す

る

こ

と

当

に

然

る

べ

し

」

と

指

摘

し

て

い

36

る

。

こ

の

澹

泊

の

言

葉

か

ら

、

徂

徠

よ

り

以

前

、

少

な

く

と

も

水

戸

藩

の

武

士

層

に

お

い

て

は

、

『

家

礼

』

に

基

づ

い

て

祭

祀

を

す

る

こ

と

は

、

す

で

に

ご

く

普

通

に

行

わ

れ

て

い

た

こ

と

が

知

ら

れ

よ

う

。

注

目

す

べ

き

は

、

「

礼

」

を

い

か

に

現

実

化

す

る

か

と

い

う

問

題

に

対

し

、

徂

徠

は

「

礼

」

を

「

制

礼

」

「

伝

礼

」

「

行

礼

」

と

い

う

三

つ

の

レ

ベ

ル

に

分

け

て

考

え

る

こ

と

を

提

案

し

た

こ

と

で

あ

る

。

実

際

、

「

行

礼

」

こ

そ

が

、

礼

の

現

実

化

問

題

37
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に

際

し

徂

徠

が

提

示

し

た

重

要

な

視

点

で

あ

る

。

「

制

礼

」

は

「

三

代

聖

人

」

の

専

売

特

許

で

あ

っ

て

、

「

伝

礼

」

は

孔

子

の

弟

子

た

ち

が

残

し

た

、

た

と

え

ば

『

礼

記

』

の

よ

う

な

数

多

の

礼

書

の

こ

と

で

あ

る

。

で

あ

れ

ば

問

題

は

、

「

行

」

に

お

い

て

人

々

は

い

っ

た

い

何

を

ど

う

す

べ

き

か

に

あ

る

。

「

行

礼

」

に

つ

い

て

、

ま

ず

「

古

今

華

夏

の

分

」

が

あ

る

こ

と

を

、

徂

徠

は

指

摘

す

る

。

礼

を

行

ふ

に

至

っ

て

は

、

乃

ち

古

今

華

夷

の

分

有

り

。

古

の

時

、

夏

の

礼

は

諸

を

殷

に

行

ふ

こ

と

を

得

ず

、

殷

の

礼

は

諸

を

周

に

行

ふ

こ

と

を

得

ず

、

周

以

後

皆

な

然

り

。

⋩

⋩

凡

そ

『

戴

記

』

諸

書

の

載

す

る

所

は

、

時

王

の

制

を

欽

む

所

以

な

り

。

是

れ

古

の

礼

を

行

ふ

者

爾

り

と

為

す

。

後

世

は

則

ち

是

れ

に

殊

な

る

。

「

行

礼

」

は

時

代

と

地

域

に

よ

っ

て

異

な

る

ゆ

え

、

時

と

共

に

変

易

し

、

固

執

し

て

は

な

ら

な

い

も

の

で

あ

る

。

夏

か

ら

殷

、

そ

し

て

周

ま

で

、

皆

そ

の

よ

う

で

あ

っ

た

の

だ

。

こ

れ

は

誠

に

も

っ

と

も

な

正

論

だ

が

、

時

と

共

に

変

化

す

る

「

行

礼

」

を

誰

が

制

定

す

る

の

か

と

い

う

大

問

題

が

残

っ

て

い

る

。

故

に

世

の

礼

を

行

ふ

者

、

其

の

時

王

の

制

無

き

に

于

て

は

、

則

ち

已

む

を

得

ず

し

て

、

遙

か

に

先

王

の

礼

を

取

り

て

、

己

が

意

を

以

て

斟

酌

し

以

て

行

ふ

。

温

公

・

朱

子

の

如

き

是

れ

な

り

。

既

已

に

斟

酌

す

、

豈

に

其

の

必

ず

先

王

の

礼

に

合

す

る

を

責

め

ん

や

。
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「

温

公

」

は

司

馬

光

の

『

書

儀

』

を

指

し

、

「

朱

子

」

は

す

な

わ

ち

朱

熹

の

『

家

礼

』

で

あ

る

。

宋

代

に

お

い

て

も

っ

と

も

有

名

な

こ

の

二

つ

の

礼

書

を

「

遥

か

に

先

王

の

礼

を

取

り

て

、

己

が

意

を

以

て

斟

酌

」

し

て

作

っ

た

と

す

る

。

「

斟

酌

」

で

あ

る

以

上

、

「

先

王

の

礼

」

と

尽

く

一

致

す

る

必

要

は

な

い

。

こ

の

こ

と

は

、

「

斟

酌

」

の

重

要

性

を

強

調

す

る

も

の

で

あ

る

。

で

は

、

い

か

に

し

て

「

斟

酌

」

す

る

の

か

。

た

と

え

ば

、

日

本

で

は

次

の

よ

う

に

す

べ

き

だ

と

述

べ

る

。

況

ん

や

吾

が

邦

の

先

王

は

喪

祭

の

礼

を

制

せ

ず

、

是

を

以

て

世

の

人

遵

守

す

る

所

有

る

こ

と

莫

し

。

則

ち

又

た

三

代

の

先

王

の

礼

の

読

み

難

き

に

苦

し

み

、

乃

ち

近

く

朱

子

『

家

礼

』

を

取

る

。

而

れ

ど

も

代

殊

に

土

殊

に

俗

殊

に

し

て

、

故

に

亦

た

一

一

遵

守

し

て

以

て

之

を

行

ふ

こ

と

を

得

ず

。

則

ち

必

ず

己

が

意

を

以

て

其

の

宜

し

き

所

を

斟

酌

し

て

、

而

る

後

始

め

て

之

を

行

ふ

こ

と

を

得

。

現

在

の

日

本

で

は

、

朱

子

の

『

家

礼

』

が

使

わ

れ

て

い

る

の

は

や

む

を

得

な

い

こ

と

だ

が

、

日

本

と

中

国

の

間

に

は

「

代

殊

土

殊

俗

殊

」

と

い

う

埋

め

が

た

い

差

が

あ

る

ゆ

え

、

強

引

に

『

家

礼

』

を

当

て

は

め

る

の

で

は

な

く

、

「

己

が

意

を

以

て

其

の

宜

し

き

所

を

斟

酌

」

し

て

、

つ

ま

り

日

本

の

特

殊

性

も

考

慮

に

入

れ

て

必

要

な

変

更

を

加

え

る

べ

き

で

あ

る

と

説

い

て

い

る

。

確

か

に

、

『

家

礼

』

が

日

本

に

伝

わ

っ

た

の

ち

、

冠

婚

喪

祭

の

う

ち

、

日

本

の

儒

者

が

受

容

し

た

の

は

「

喪

祭

」

の

部

分

の

み

で

あ

っ

た

。

「

冠

婚

」

の

儀

礼

は

日

本

の

社

会

的

風

習

と

あ

ま

り

に

も

離

れ

て

い

た

た

め

、

徳

川

時

代

の

儒

者

は

ほ

と

ん

ど

注

目

し

な

か

っ

た

の

で

あ

る

。

し

か

し

問

題

は

や

は

り

、

ど

の

よ

う

に

「

斟

酌

」

す

る

か

に

あ

る

。

こ

の

問

題

に

対

し

、

徂

徠

は

『

礼

記

』

等

を

典

拠

に

、
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斟

酌

の

根

拠

は

「

人

情

」

に

あ

る

と

指

摘

し

た

。

夫

れ

斟

酌

と

は

何

ぞ

。

人

情

に

合

ふ

を

求

む

る

な

り

。

伝

に

曰

く

「

天

従

り

降

る

に

非

ず

、

地

従

り

出

づ

る

に

非

ず

、

人

情

の

み

」

（

『

礼

記

』

問

喪

）

。

則

ち

聖

人

の

礼

を

制

す

る

は

、

人

情

に

本

づ

く

。

故

に

今

礼

を

行

ひ

て

人

情

に

合

ふ

を

求

む

る

は

、

悖

ら

ず

と

謂

ふ

べ

き

の

み

。

⋩

⋩

昔

者

宰

我

喪

を

短

く

せ

ん

と

欲

す

。

仲

尼

曰

く

「

女

安

け

れ

ば

則

ち

之

を

為

せ

」

（

『

論

語

』

陽

貨

）

。

是

れ

責

辞

と

雖

も

、

然

れ

ど

も

其

の

期

す

る

所

必

ず

心

の

安

き

に

在

る

の

み

。

今

足

下

心

の

安

き

と

安

か

ら

ざ

る

と

を

以

て

説

を

為

す

、

礼

の

意

を

知

る

と

謂

ふ

べ

き

の

み

。

不

佞

乃

ち

謂

ふ

、

程

朱

の

礼

、

其

れ

を

し

て

自

ら

之

を

行

は

し

む

る

の

み

な

れ

ば

、

何

ぞ

可

な

ら

ざ

ら

ん

や

。

こ

の

よ

う

に

、

「

斟

酌

」

と

は

「

人

情

」

に

合

う

こ

と

を

求

め

る

に

他

な

ら

な

い

の

で

あ

る

。

特

に

、

徂

徠

は

宰

我

の

「

三

年

の

喪

」

の

問

題

に

対

す

る

孔

子

の

答

え

で

あ

る

「

女

安

け

れ

ば

則

ち

之

を

為

せ

」

を

根

拠

に

、

「

心

の

安

き

」

と

い

う

心

理

状

態

こ

そ

が

「

行

礼

」

の

最

終

判

断

基

準

で

あ

る

こ

と

を

主

張

し

た

。

孔

子

の

こ

の

言

葉

に

対

す

る

徂

徠

の

解

釈

に

誤

り

が

あ

る

こ

と

は

、

ま

た

後

述

す

る

。

こ

こ

で

面

白

い

の

は

、

行

礼

と

い

う

レ

ベ

ル

に

お

い

て

、

徂

徠

は

程

朱

の

礼

を

認

め

、

そ

れ

に

従

っ

て

も

構

わ

な

い

と

し

た

こ

と

だ

。

こ

れ

に

つ

い

て

徂

徠

は

、

更

に

一

歩

を

進

め

て

次

の

よ

う

に

説

明

し

た

。

不

佞

曰

く

、

礼

を

制

す

る

を

以

て

之

を

言

へ

ば

、

程

朱

の

聖

人

を

擬

す

る

は

非

な

り

。

礼

を

伝

ふ

る

を

以

て

之

を

言

へ

ば

、

程

朱

の

古

制

を

乱

す

は

非

な

り

。

若

し

礼

を

行

ふ

を

以

て

之

を

言

へ

ば

、

程

朱

の

礼

も

亦

た

可

な

り

、

世

俗

の

礼

も

亦

た

可
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な

り

、

特

だ

己

が

心

を

以

て

先

王

の

礼

を

斟

酌

す

る

も

亦

た

可

な

り

。

夫

れ

先

王

の

礼

既

に

全

く

は

今

に

行

ふ

べ

か

ら

ず

、

則

ち

人

人

己

が

心

の

安

き

所

を

以

て

之

を

断

じ

て

可

な

り

。

人

性

を

異

に

し

、

心

面

の

如

く

、

其

の

心

の

安

き

所

、

人

人

に

し

て

異

な

る

。

庸

何

ん

ぞ

傷

は

ん

や

。

祇

だ

人

習

ふ

に

安

き

が

故

に

世

俗

の

礼

に

習

ふ

者

は

、

程

朱

の

定

む

る

所

を

以

て

安

し

と

為

さ

ざ

る

こ

と

、

亦

た

猶

ほ

足

下

の

程

朱

の

制

を

以

て

安

し

と

為

す

が

ご

と

し

。

是

れ

亦

た

此

の

如

し

と

知

ら

ざ

る

べ

か

ら

ず

。

38

「

制

礼

」

と

「

伝

礼

」

の

問

題

に

お

い

て

、

徂

徠

は

程

朱

に

対

し

、

厳

し

い

批

判

を

浴

び

せ

た

が

、

「

行

礼

」

に

つ

い

て

は

か

な

り

柔

軟

な

姿

勢

で

あ

る

こ

と

が

分

か

る

。

実

は

こ

の

よ

う

な

姿

勢

は

、

日

本

が

中

国

儒

教

を

受

容

・

改

変

す

る

過

程

に

お

い

て

あ

る

種

常

套

的

な

も

の

で

あ

る

。

徂

徠

の

一

世

代

前

に

活

躍

し

た

朱

子

学

者

の

山

崎

闇

斎

（

一

六

一

八

～

一

六

八

二

）

も

「

朱

子

既

に

多

く

俗

礼

を

用

ひ

、

能

く

古

礼

を

考

へ

、

深

く

其

の

意

を

酌

み

て

諸

を

時

宜

に

行

う

ふ

は

、

儒

者

の

事

と

謂

ふ

べ

し

」

と

述

べ

た

。

闇

斎

は

、

も

し

朱

子

が

日

本

に

生

ま

れ

た

の

で

あ

れ

ば

、

必

ず

や

日

本

の

風

習

に

基

づ

い

て

『

家

礼

』

を

作

る

で

あ

ろ

う

と

ま

で

言

い

、

「

『

家

礼

』

に

拘

泥

す

る

は

、

絶

え

て

所

謂

る

善

く

朱

子

の

旨

を

得

て

『

家

礼

』

を

用

ふ

る

者

に

非

ず

。

若

し

能

く

礼

の

本

を

得

、

事

実

の

宜

し

き

に

拠

り

て

之

を

行

へ

ば

、

朱

子

の

本

意

を

得

た

り

と

謂

ふ

べ

し

」

と

説

明

し

た

。

39

実

は

こ

の

こ

と

は

闇

斎

や

徂

徠

の

み

な

ら

ず

、

朱

熹

も

よ

く

心

得

て

い

た

。

「

某

嘗

て

説

ふ

、

使

し

聖

王

有

り

て

復

た

興

れ

ば

、

今

日

の

礼

を

為

し

て

、

怕

ら

く

は

必

ず

悉

く

は

古

制

の

如

く

す

る

こ

と

能

は

ず

。

今

且

く

大

綱

是

な

る

を

得

ん

こ

と

を

要

す

。

其

の

小

な

る

処

の

若

き

は

、

亦

た

尽

く

は

用

い

難

し

」

。

40

ま

た

特

筆

す

べ

き

は

、

「

人

性

を

異

に

し

、

心

面

の

如

し

」

と

い

う

徂

徠

独

特

の

「

心

性

論

」

で

あ

る

。

徂

徠

は

人

性

人
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心

は

具

体

的

・

特

殊

的

な

も

の

で

あ

っ

て

、

そ

こ

に

人

性

や

人

心

の

共

通

す

る

本

質

な

ど

存

在

し

な

い

こ

と

を

強

調

し

た

。

そ

う

で

あ

れ

ば

、

「

行

礼

」

も

ま

た

人

に

よ

っ

て

異

な

る

は

ず

で

あ

る

。

徂

徠

は

現

実

世

界

の

上

で

、

中

国

の

儀

礼

を

相

対

化

す

る

こ

と

に

よ

っ

て

「

礼

」

の

多

元

化

を

構

築

し

よ

う

と

し

た

。

先

王

の

礼

が

い

く

ら

崇

高

な

も

の

で

あ

っ

て

も

、

現

実

世

界

に

落

着

す

れ

ば

、

日

中

両

国

の

「

代

殊

土

殊

俗

殊

」

と

い

う

巨

大

な

差

異

に

よ

っ

て

、

中

国

儀

礼

一

元

化

は

必

ず

打

破

さ

れ

ね

ば

な

ら

な

い

。

「

程

朱

の

礼

」

に

し

ろ

、

「

世

俗

の

礼

」

に

し

ろ

、

す

べ

て

自

己

の

民

族

的

「

心

情

」

に

基

づ

い

て

選

択

さ

れ

る

べ

き

で

あ

り

、

「

華

を

崇

拝

す

る

」

の

情

で

中

華

文

化

に

結

び

つ

く

こ

と

は

不

可

能

で

あ

る

。

た

と

え

ば

、

徂

徠

は

と

あ

る

「

華

風

を

慕

ふ

こ

と

深

し

」

で

あ

る

友

人

を

次

の

よ

う

に

戒

め

た

。

「

且

つ

三

代

の

後

、

中

華

と

雖

も

、

亦

た

戎

狄

之

を

猾

し

、

古

の

中

華

に

非

ず

。

故

に

徒

ら

に

中

華

の

名

を

慕

ふ

は

、

亦

た

非

な

り

」

。

こ

う

し

て

見

る

と

、

「

中

華

か

ぶ

れ

」

と

い

う

現

41

象

に

つ

い

て

、

徂

徠

は

は

っ

き

り

と

し

た

認

識

を

持

っ

て

い

る

。

ゆ

え

に

徂

徠

を

「

中

華

か

ぶ

れ

」

と

見

做

す

こ

と

に

は

、

徂

徠

自

身

は

決

し

て

納

得

し

な

い

で

あ

ろ

う

。

彼

が

安

積

澹

泊

と

議

論

し

て

い

た

の

は

、

日

本

に

お

い

て

い

か

に

「

礼

を

行

ふ

」

の

か

と

い

う

問

題

で

あ

り

、

徂

徠

の

い

う

「

斟

酌

」

は

中

国

人

に

で

は

な

く

、

当

時

の

日

本

人

に

対

し

て

の

言

葉

で

あ

る

こ

と

は

、

忘

れ

て

は

な

ら

な

い

の

で

あ

る

。

四

、

「

行

礼

」

の

心

理

学

的

基

礎

そ

れ

で

は

、

「

斟

酌

」

に

ど

の

よ

う

な

基

準

が

あ

る

の

か

。

徂

徠

は

『

礼

記

』

に

あ

る

「

人

情

に

合

ふ

こ

と

を

求

む

」

と

い

う

一

句

が

「

斟

酌

」

の

基

準

だ

と

す

る

。

聖

人

が

礼

を

制

作

し

た

時

も

「

人

情

を

本

と

為

」

し

た

の

で

あ

る

か

ら

、

礼

を

行

う
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に

は

「

人

情

に

合

ふ

こ

と

を

求

」

め

ね

ば

な

ら

な

い

。

そ

れ

で

は

「

人

情

」

と

は

何

か

。

例

を

あ

げ

る

と

、

『

詩

経

』

こ

そ

が

「

人

情

」

を

端

的

に

表

し

た

も

の

だ

と

徂

徠

は

考

え

て

い

た

。

夫

れ

古

の

詩

は

、

猶

ほ

今

の

詩

の

ご

と

き

な

り

。

其

の

言

人

情

を

主

と

す

、

豈

に

義

理

の

言

ふ

べ

き

有

ら

ん

や

。

蓋

し

先

王

の

道

は

、

人

情

に

縁

り

て

以

て

之

を

設

く

。

苟

も

人

情

を

知

ら

ざ

れ

ば

、

安

く

ん

ぞ

能

く

天

下

に

通

行

し

て

窒

碍

す

る

所

有

る

こ

と

莫

か

ら

ん

や

。

学

者

能

く

人

情

を

知

り

て

、

而

る

後

書

の

義

神

明

変

化

す

。

故

に

詩

を

以

て

義

の

府

と

為

す

は

、

必

ず

書

を

併

せ

て

之

を

言

ふ

の

み

。

是

れ

先

王

の

教

妙

と

為

す

所

以

な

り

。

42

こ

う

し

て

み

る

と

、

「

人

情

」

と

い

う

も

の

は

、

徂

徠

の

思

想

体

系

の

中

で

核

心

的

地

位

を

持

つ

、

非

常

に

重

要

な

概

念

で

あ

る

。

彼

か

ら

す

れ

ば

「

孔

子

は

人

情

を

善

く

識

る

と

謂

ふ

べ

し

」

。

し

た

が

っ

て

、

人

情

は

『

論

語

』

や

六

経

の

中

に

あ

る

43

も

の

で

あ

っ

て

、

ゆ

え

に

人

情

と

は

己

一

人

の

感

情

で

は

決

し

て

な

く

、

社

会

性

や

歴

史

性

が

含

ま

れ

て

い

る

の

で

あ

る

。

換

言

す

れ

ば

、

聖

人

が

作

っ

た

儀

礼

は

す

べ

て

社

会

的

な

人

情

に

基

づ

か

な

け

れ

ば

、

「

安

く

ん

ぞ

能

く

天

下

に

通

行

し

て

窒

碍

す

る

所

有

る

こ

と

莫

か

ら

ん

や

」

。

ゆ

え

に

、

経

典

を

学

ぶ

後

世

の

人

に

と

っ

て

、

「

能

く

人

情

を

知

る

」

こ

と

は

特

別

重

要

と

な

る

の

で

あ

る

。

一

方

、

前

掲

「

復

安

澹

泊

」

第

六

書

の

中

に

、

徂

徠

は

『

礼

記

』

檀

弓

上

に

あ

る

「

其

の

動

な

る

や

、

中

た

り

」

と

い

う

一

文

を

根

拠

に

、

「

人

情

」

と

は

心

か

ら

発

す

る

情

で

あ

る

こ

と

を

指

摘

し

、

さ

ら

に

、

宰

我

の

「

三

年

の

喪

」

の

質

問

に

対

す

る

孔

子

の

答

え

で

あ

る

「

女

安

け

れ

ば

則

ち

之

を

為

せ

」

を

根

拠

に

、

「

人

情

」

に

基

づ

く

「

心

安

」

こ

そ

が

「

礼

の

意

」

を

把

握

す

る

鍵

で

あ

る

こ

と

を

主

張

し

た

。

つ

ま

り

、

「

礼

の

意

」

の

把

握

は

外

面

的

規

範

に

と

ど

ま

ら

ず

、
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さ

ら

に

人

情

に

合

う

か

ど

う

か

も

考

慮

し

な

け

れ

ば

い

け

な

い

。

そ

し

て

、

こ

の

「

人

情

」

は

内

面

的

な

心

の

働

き

と

い

う

側

面

を

有

し

て

い

る

の

で

あ

る

。

要

す

る

に

、

徂

徠

は

「

行

礼

」

と

は

今

の

礼

を

行

う

も

の

で

あ

る

と

強

調

し

、

そ

う

で

あ

る

以

上

、

己

の

意

に

よ

っ

て

斟

酌

せ

ね

ば

な

ら

な

い

が

、

こ

の

「

己

の

意

」

が

「

人

情

に

合

ふ

」

か

否

か

は

、

礼

を

行

う

者

の

「

心

」

が

「

安

き

」

か

否

か

に

よ

る

と

す

る

。

し

た

が

っ

て

、

「

行

礼

」

の

レ

ベ

ル

に

お

い

て

は

、

人

心

の

内

面

的

感

情

が

非

常

に

重

要

に

な

っ

て

く

る

の

で

あ

る

。

日

本

に

つ

い

て

言

え

ば

、

古

代

に

喪

礼

が

な

か

っ

た

こ

と

か

ら

、

遵

守

す

べ

き

儀

礼

は

ど

れ

か

と

い

う

問

題

す

ら

存

在

し

て

お

ら

ず

、

こ

の

よ

う

な

状

況

に

お

い

て

は

、

礼

を

行

う

者

は

日

本

社

会

の

「

人

情

」

及

び

自

分

自

身

の

内

面

的

感

情

を

斟

酌

す

る

ほ

か

な

い

。

こ

れ

こ

そ

が

、

徂

徠

が

「

人

人

己

が

心

の

安

き

所

を

以

て

之

を

断

じ

て

可

な

り

」

と

強

調

し

た

理

由

で

あ

り

、

ま

た

孔

子

の

「

女

安

け

れ

ば

則

ち

之

を

為

せ

」

と

い

う

言

葉

を

特

別

に

重

視

し

た

理

由

で

あ

る

。

徂

徠

の

理

解

に

よ

れ

ば

、

こ

の

孔

子

の

言

葉

は

「

行

礼

」

の

準

則

を

我

々

に

示

す

も

の

な

の

で

あ

る

。

た

だ

し

、

こ

の

「

女

安

け

れ

ば

則

ち

之

を

為

せ

」

と

い

う

孔

子

の

言

葉

に

対

す

る

徂

徠

の

解

釈

は

、

『

論

語

』

本

文

の

文

脈

に

お

い

て

適

切

で

あ

ろ

う

か

。

こ

の

問

題

に

つ

い

て

は

慎

重

な

検

討

が

必

要

で

あ

ろ

う

。

こ

れ

か

ら

の

検

討

の

た

め

、

こ

こ

に

『

論

語

』

陽

貨

の

原

文

全

体

を

掲

載

す

る

。

宰

我

問

ふ

「

三

年

の

喪

は

、

期

す

ら

已

に

久

し

。

君

子

三

年

礼

を

為

さ

ざ

れ

ば

、

礼

必

ず

壊

れ

、

三

年

楽

を

為

さ

ざ

れ

ば

、

楽

必

ず

崩

れ

ん

。

旧

穀

既

に

没

し

、

新

穀

既

に

升

り

、

燧

を

鑽

り

て

火

を

改

む

。

期

に

し

て

已

む

べ

し

。

」

子

曰

く

「

夫

の

稲

を

食

ひ

、

夫

の

錦

を

衣

る

、

女

に

于

い

て

安

き

か

。

」

曰

く

「

安

し

。

」

「

女

安

け

れ

ば

則

ち

之

を

為

せ

。

夫

れ

君

子

の
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喪

に

居

る

や

、

旨

き

を

食

ふ

も

甘

か

ら

ず

、

楽

を

聞

く

も

楽

し

か

ら

ず

、

居

処

も

安

か

ら

ず

、

故

に

為

さ

ざ

る

な

り

。

今

女

安

け

れ

ば

則

ち

之

を

為

せ

。

」

宰

我

出

づ

。

子

曰

く

「

予

の

不

仁

な

る

や

。

子

生

れ

て

三

年

に

し

て

、

然

る

後

父

母

の

懐

を

免

る

。

夫

れ

三

年

の

喪

は

、

天

下

の

通

喪

な

り

。

予

や

其

の

父

母

に

三

年

の

愛

有

ら

ん

や

。

」

全

体

の

ニ

ュ

ア

ン

ス

か

ら

「

女

安

け

れ

ば

則

ち

之

を

為

せ

」

と

い

う

言

葉

を

読

め

ば

、

孔

子

の

こ

の

言

葉

は

、

明

ら

か

に

宰

我

の

「

安

し

」

と

い

う

答

え

を

承

け

て

発

し

た

も

の

で

あ

る

。

宰

我

の

「

安

し

」

は

、

喪

中

の

「

食

稲

衣

錦

」

は

心

安

ら

か

44

で

あ

る

か

と

い

う

孔

子

の

質

問

に

対

す

る

答

え

で

あ

る

。

宰

我

の

「

安

し

」

と

い

う

答

え

に

孔

子

は

も

う

如

何

と

も

す

る

こ

と

な

く

、

そ

れ

で

「

女

安

け

れ

ば

則

ち

之

を

為

せ

」

と

言

っ

た

の

で

あ

る

。

し

か

も

話

は

こ

こ

で

終

わ

ら

ず

、

孔

子

は

さ

ら

に

一

歩

を

進

め

て

次

の

よ

う

に

強

調

す

る

。

君

子

で

あ

れ

ば

、

喪

中

に

は

必

ず

や

食

べ

て

も

旨

く

感

じ

ず

、

音

楽

を

聴

い

て

も

楽

し

く

感

じ

ず

、

夜

も

安

ら

か

に

眠

れ

な

い

か

ら

、

こ

の

よ

う

な

「

期

年

の

喪

に

し

て

已

む

べ

し

」

と

い

う

真

似

は

で

き

な

い

だ

ろ

う

。

だ

か

ら

「

今

お

ま

え

が

心

安

ら

か

に

や

っ

て

い

る

の

な

ら

ば

、

勝

手

に

す

れ

ば

よ

い

」

。

言

外

の

意

は

明

ら

か

だ

。

孔

子

の

「

女

安

け

れ

ば

則

ち

之

を

為

せ

」

と

い

う

言

に

は

、

「

自

分

は

君

子

で

は

な

い

と

認

め

た

以

上

は

」

と

い

う

前

提

が

あ

る

の

で

あ

る

。

こ

の

会

話

全

体

の

文

脈

と

隠

れ

た

含

意

か

ら

す

れ

ば

、

孔

子

の

「

女

安

け

れ

ば

則

ち

之

を

為

せ

」

と

い

う

言

葉

は

ほ

め

言

葉

で

は

決

し

て

な

く

、

こ

れ

以

上

如

何

と

も

し

得

な

い

こ

と

を

述

べ

た

も

の

で

あ

る

。

た

だ

、

こ

の

対

話

の

中

で

孔

子

が

「

心

安

き

」

こ

と

の

重

要

性

も

た

し

か

に

強

調

し

て

い

た

こ

と

も

明

ら

か

で

は

あ

り

、

「

行

礼

」

に

は

心

情

的

基

礎

も

必

要

で

あ

る

。

た

だ

孔

子

が

堅

持

し

た

の

は

、

君

子

が

「

三

年

の

喪

」

を

行

う

こ

と

に

こ

そ

、

心

が

安

ら

か

で

あ

る

と

認

め

得

る

と

す

る

こ

と

で

あ

る

。

す

な

わ

ち

、

「

心

安

き

」

の

前

提

条

件

と

し

て

、

行

動

自

体

が

ま

ず

も

っ

て

規

範

に

合

致

し

て

い

る
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必

要

が

あ

る

の

で

あ

る

。

規

範

に

合

致

し

て

い

る

と

い

う

前

提

条

件

の

も

と

、

は

じ

め

て

「

心

安

き

」

が

問

題

と

な

る

の

で

あ

っ

て

、

こ

の

順

番

を

逆

に

し

て

、

「

心

安

き

」

を

前

提

に

、

礼

を

行

う

よ

り

先

に

、

自

己

の

心

情

に

基

づ

い

て

礼

を

行

う

や

り

方

を

決

め

て

は

な

ら

な

い

の

で

あ

る

。

し

か

し

徂

徠

の

解

釈

に

従

っ

て

読

む

と

、

孔

子

が

感

情

を

唯

一

絶

対

の

条

件

と

し

て

、

宰

我

の

行

為

を

積

極

的

に

奨

励

し

た

こ

と

に

な

る

。

こ

れ

で

は

、

孔

子

が

「

三

年

の

喪

」

を

採

用

す

る

も

し

な

い

も

可

と

い

う

態

度

を

と

っ

た

こ

と

を

意

味

し

て

し

ま

う

。

さ

ら

に

重

要

な

の

は

後

段

の

内

容

で

あ

る

。

宰

我

の

行

為

に

対

し

て

孔

子

は

深

い

失

望

を

示

し

、

「

不

仁

」

で

あ

る

と

切

り

捨

て

、

そ

の

上

で

「

三

年

の

喪

は

、

天

下

の

通

喪

な

り

」

と

い

う

孔

子

の

立

場

を

強

調

し

た

。

だ

か

ら

こ

そ

孔

子

は

最

後

に

、

宰

我

が

父

母

の

「

三

年

の

愛

」

を

受

け

た

こ

と

が

あ

る

の

か

に

さ

え

疑

問

を

呈

す

る

の

で

あ

る

。

と

に

か

く

、

こ

の

会

話

の

ニ

ュ

ア

ン

ス

や

文

脈

か

ら

し

て

、

宰

我

の

「

三

年

の

喪

」

に

対

す

る

疑

問

及

び

「

期

年

の

喪

」

と

い

う

主

張

に

対

し

、

孔

子

が

強

く

否

定

し

て

い

る

こ

と

は

間

違

い

な

い

。

こ

の

意

味

で

、

朱

熹

『

論

語

集

注

』

に

お

け

る

こ

の

二

箇

所

の

「

女

安

け

れ

ば

則

ち

之

を

為

せ

」

に

対

す

る

解

釈

は

孔

子

の

本

意

に

近

い

だ

ろ

う

。

「

初

め

『

女

安

け

れ

ば

則

ち

之

を

為

せ

』

と

言

ふ

は

、

之

を

絶

つ

の

辞

」

、

「

而

し

て

再

び

『

女

安

け

れ

ば

則

ち

之

を

為

せ

』

と

言

ひ

て

以

て

深

く

之

を

責

む

」

。

孔

子

の

態

度

は

明

ら

か

で

あ

る

。

「

安

け

れ

ば

則

ち

之

を

為

せ

」

は

喪

礼

を

改

変

す

る

理

由

と

は

な

り

得

な

い

。

間

違

い

な

く

孔

子

は

自

身

の

価

値

観

と

立

場

を

堅

持

し

て

お

り

、

だ

か

ら

こ

そ

宰

我

の

行

為

を

「

不

仁

」

で

あ

る

と

批

判

す

る

。

も

ち

ろ

ん

、

経

書

注

釈

史

の

中

で

は

、

宰

我

を

弁

護

す

る

注

釈

者

も

あ

っ

た

。

た

と

え

ば

孔

頴

達

の

『

疏

』

で

は

、

「

宰

我

、

夫

子

に

啓

憤

し

、

以

て

将

来

を

戒

む

る

を

思

ふ

。

意

は

己

を

屈

し

て

道

を

明

に

す

る

に

在

り

」

と

い

う

繆

協

の

言

葉

を

引

用

し

、

こ

れ

に

対

し

劉

宝

楠

は

「

此

の

解

極

め

て

確

た

り

」

と

評

価

し

た

。

こ

れ

は

護

教

の

た

め

の

弁

護

で

あ

っ

て

、

そ

の

45
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真

偽

は

本

論

の

主

旨

と

は

大

し

て

関

係

が

な

い

。

重

要

な

の

は

、

こ

の

解

釈

の

意

図

と

し

て

、

繆

協

に

し

ろ

劉

宝

楠

に

し

ろ

、

宰

我

が

孔

子

に

「

三

年

の

喪

」

の

理

由

を

言

わ

せ

る

た

め

に

自

ら

憎

ま

れ

役

を

演

じ

た

と

す

る

こ

と

で

あ

る

。

で

あ

れ

ば

、

「

女

安

け

れ

ば

則

ち

之

を

為

せ

」

は

孔

子

の

一

時

の

憤

激

に

よ

る

言

葉

に

過

ぎ

ず

、

こ

れ

を

根

拠

に

、

孔

子

が

宰

我

の

主

張

に

同

意

し

喪

期

を

一

年

に

短

縮

す

る

こ

と

を

認

め

た

と

証

明

す

る

こ

と

は

で

き

な

い

。

そ

れ

で

は

再

び

徂

徠

の

解

釈

を

見

よ

う

。

そ

の

結

論

は

朱

熹

及

び

伝

統

的

注

疏

と

は

か

な

り

異

な

る

。

徂

徠

は

ま

ず

本

章

の

時

代

背

景

に

つ

い

て

重

要

な

判

断

を

下

し

た

。

孔

子

の

当

時

は

革

命

の

秋

に

し

て

、

孔

子

の

道

大

い

に

天

下

に

行

は

る

れ

ば

、

必

ず

礼

楽

を

改

め

ん

。

宰

我

の

智

、

蓋

し

其

の

意

を

窺

見

す

。

故

に

「

期

に

し

て

已

む

べ

し

」

の

問

有

り

。

是

れ

己

れ

短

喪

を

欲

す

る

に

非

ざ

る

な

り

。

言

ふ

こ

こ

ろ

は

、

若

し

礼

楽

を

制

作

す

れ

ば

、

則

ち

期

に

し

て

已

む

べ

き

の

み

、

と

。

然

ら

ず

ん

ば

、

三

年

の

喪

は

、

先

王

の

制

な

り

、

当

世

の

人

も

遵

奉

し

て

敢

て

違

は

ず

、

況

ん

や

宰

我

の

聖

門

に

在

る

、

豈

に

故

無

く

し

て

此

の

問

有

ら

ん

や

。

46

明

ら

か

に

、

こ

の

解

釈

は

徂

徠

の

「

聖

人

制

作

」

史

観

に

密

切

な

関

連

を

有

す

る

。

も

し

「

革

命

の

秋

」

で

な

け

れ

ば

、

礼

楽

を

制

作

す

る

必

要

も

な

い

は

ず

だ

。

逆

に

言

え

ば

、

聖

人

が

礼

楽

を

制

作

し

て

い

る

か

ら

に

は

、

必

ず

や

「

革

命

の

秋

」

な

の

で

あ

る

。

「

若

し

礼

楽

を

制

作

す

れ

ば

」

以

下

も

徂

徠

独

特

の

解

釈

で

あ

る

。

徂

徠

に

よ

れ

ば

、

宰

我

の

言

葉

の

意

味

は

、

も

し

孔

子

が

新

た

な

礼

楽

を

制

作

す

る

な

ら

ば

「

期

に

し

て

已

む

べ

し

」

⋧

こ

の

「

期

」

は

一

年

と

い

う

意

味

で

あ

り

、

孔

子

な

ら

一
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年

あ

れ

ば

新

た

な

制

度

を

作

る

こ

と

が

で

き

る

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。

つ

ま

り

、

宰

我

の

本

意

は

、

喪

期

を

三

年

か

ら

一

年

に

変

え

る

こ

と

で

は

な

く

、

孔

子

が

も

し

礼

楽

を

改

定

す

る

な

ら

、

一

年

で

十

分

だ

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。

徂

徠

自

身

も

「

三

年

の

喪

」

は

「

先

王

の

制

」

で

あ

っ

て

、

変

え

て

は

な

ら

な

い

も

の

で

あ

り

、

当

時

の

人

々

も

皆

こ

の

制

度

に

従

っ

て

い

る

の

に

、

孔

子

の

門

下

生

で

あ

る

宰

我

が

、

勝

手

に

そ

れ

を

短

縮

す

る

な

ど

と

主

張

す

る

は

ず

が

な

い

、

と

し

て

い

る

。

徂

徠

の

こ

の

解

釈

は

宰

我

の

心

を

推

測

し

て

い

る

も

の

で

あ

る

。

ま

さ

か

先

王

の

制

度

を

変

え

る

こ

と

が

で

き

る

な

ど

、

宰

我

は

思

う

は

ず

が

な

い

、

と

。

明

ら

か

に

、

こ

の

推

測

は

か

な

り

唐

突

な

も

の

で

も

あ

る

。

現

代

の

史

家

は

一

般

に

、

三

年

の

喪

は

孔

子

の

存

命

す

る

春

秋

時

代

、

す

で

に

長

い

間

行

わ

れ

て

い

な

か

っ

た

と

す

る

。

し

た

が

っ

て

、

徂

徠

の

こ

の

「

期

に

し

て

已

む

べ

し

」

47

の

解

釈

が

成

り

立

つ

か

ど

う

か

は

疑

わ

し

い

。

続

い

て

、

徂

徠

は

朱

熹

と

仁

斎

へ

の

批

判

を

展

開

す

る

。

彼

は

次

の

よ

う

に

言

う

。

「

宋

儒

好

ん

で

自

ら

高

し

と

し

、

軽

し

く

人

を

議

す

、

亡

論

な

り

。

仁

斎

先

生

其

の

孔

門

の

高

弟

に

し

て

此

の

問

有

る

を

怪

し

む

」

。

こ

こ

の

「

宋

儒

」

が

朱

熹

を

指

す

の

は

言

う

ま

で

も

な

い

。

ま

た

、

仁

斎

の

解

釈

に

つ

い

て

は

本

論

の

範

疇

外

で

、

こ

こ

で

は

取

り

上

げ

な

い

。

次

に

、

徂

徠

は

『

論

語

』

の

本

文

を

飛

び

越

え

て

、

「

諸

を

他

書

に

推

す

」

と

い

う

方

法

を

用

い

て

、

『

礼

記

』

を

根

拠

に

『

論

語

』

を

解

釈

し

、

そ

の

価

値

判

断

を

打

ち

出

し

た

。

夫

れ

礼

な

る

者

は

、

人

情

に

縁

り

て

作

る

者

な

り

。

故

に

孔

子

安

け

れ

ば

則

ち

之

を

為

せ

と

曰

ふ

。

後

儒

道

を

知

ら

ず

、

48

故

に

以

て

深

く

宰

我

を

責

む

と

為

す

。

謬

て

り

と

謂

ふ

べ

し

。

宰

我

曰

く

、

「

君

子

三

年

礼

を

為

さ

ざ

れ

ば

、

礼

必

ず

壊

れ

、

三

年

楽

を

為

さ

ざ

れ

ば

、

楽

必

ず

崩

れ

ん

」

。

見

つ

べ

し

孔

子

の

時

、

礼

楽

至

重

な

る

の

み

、

故

に

宰

我

它

を

以

て
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せ

ず

し

て

礼

楽

を

以

て

す

。

後

世

儒

者

の

若

き

何

ぞ

此

の

言

有

ら

ん

や

。

⋩

⋩

夫

れ

三

年

の

喪

は

、

以

て

子

の

哀

を

尽

し

、

聖

人

の

心

此

れ

を

以

て

以

て

懐

抱

の

恩

に

報

ゆ

る

に

足

る

は

、

則

ち

豈

に

迂

な

ら

ず

や

。

然

れ

ど

も

孔

子

爾

云

ふ

所

以

の

者

は

、

廼

ち

礼

の

類

を

取

る

所

を

爾

り

と

為

す

。

曾

子

曰

く

「

終

り

を

慎

み

遠

き

を

追

ふ

、

民

徳

厚

き

に

帰

す

」

。

是

れ

礼

を

制

す

る

の

意

な

り

。

49

こ

の

解

釈

中

、

「

礼

は

人

情

に

縁

り

て

作

る

者

」

の

「

人

情

」

は

、

徂

徠

が

礼

を

解

釈

す

る

時

の

中

心

概

念

で

あ

る

。

徂

徠

は

孔

子

の

「

女

安

け

れ

ば

則

ち

之

を

為

せ

」

と

い

う

言

葉

を

、

情

を

以

て

礼

を

釈

す

る

注

釈

方

針

に

よ

っ

て

解

釈

し

た

。

孔

子

の

こ

の

説

は

ま

さ

し

く

礼

の

根

本

は

情

に

あ

る

こ

と

を

表

明

す

る

も

の

で

あ

り

、

「

人

情

に

縁

る

」

の

「

縁

」

の

字

は

、

人

情

こ

そ

礼

を

作

る

者

が

依

拠

す

る

所

で

あ

る

と

表

明

す

る

も

の

で

あ

る

。

朱

熹

と

仁

斎

は

こ

れ

を

「

深

く

責

む

る

」

の

言

葉

と

し

て

解

釈

し

た

の

は

、

彼

ら

が

「

道

」

を

知

ら

な

い

か

ら

で

あ

る

。

む

ろ

ん

、

聖

人

が

礼

を

作

る

際

、

人

情

が

重

要

な

要

素

で

あ

る

の

も

、

儒

家

の

伝

統

的

理

解

で

あ

る

。

た

と

え

ば

、

『

礼

記

』

坊

記

に

は

「

礼

は

、

人

の

情

に

因

り

て

之

が

節

文

を

な

す

」

と

い

う

言

葉

が

あ

る

。

し

か

し

一

方

、

性

情

論

の

観

点

か

ら

す

れ

ば

、

人

情

に

は

喜

怒

哀

楽

な

ど

の

複

雑

な

現

れ

方

が

あ

り

、

た

や

す

く

逸

脱

し

偏

向

を

生

ず

る

も

の

で

も

あ

る

。

だ

か

ら

こ

そ

礼

に

よ

っ

て

治

め

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

た

と

え

ば

『

礼

記

』

礼

運

に

「

故

に

聖

王

は

義

の

柄

・

礼

の

序

を

修

し

、

以

て

人

情

を

治

む

。

故

に

人

情

な

る

者

は

、

聖

王

の

田

な

り

。

礼

を

修

し

て

以

て

之

を

耕

し

⋩

⋩

」

と

い

う

一

文

が

あ

る

。

こ

れ

は

礼

な

ど

に

よ

っ

て

人

情

を

涵

養

す

る

こ

と

を

説

く

も

の

で

あ

る

。

「

礼

運

」

に

ま

た

「

故

に

聖

人

の

人

の

七

情

を

治

め

、

十

義

を

修

め

、

信

を

講

じ

睦

を

修

し

、

辞

讓

を

尚

び

、

争

奪

を

去

る

所

以

は

、

礼

を

舎

い

て

何

を

以

て

之

を

治

め

ん

や

」

と

も

あ

る

。

こ
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う

し

て

見

る

と

、

片

方

で

は

人

情

は

礼

の

制

作

に

関

わ

り

が

あ

る

と

同

時

に

、

も

う

片

方

で

は

礼

は

情

を

陶

冶

す

る

も

の

で

も

あ

る

。

し

か

し

、

徂

徠

は

発

生

学

的

な

意

義

の

上

で

、

聖

人

が

礼

を

作

る

に

は

「

情

に

縁

る

」

も

の

で

あ

る

こ

と

を

強

調

し

た

。

こ

う

し

て

人

情

は

礼

を

制

作

す

る

際

の

根

拠

と

解

釈

さ

れ

る

こ

と

と

な

っ

た

が

、

人

情

の

う

ち

の

善

悪

是

非

と

い

っ

た

道

徳

問

題

は

、

徂

徠

の

関

心

外

な

の

で

あ

る

。

し

た

が

っ

て

、

徂

徠

の

こ

の

段

の

解

釈

の

ポ

イ

ン

ト

は

二

つ

あ

る

。

一

つ

は

「

礼

は

人

情

に

縁

り

て

作

る

者

」

と

い

う

旗

を

掲

げ

る

こ

と

、

も

う

一

つ

は

こ

れ

に

よ

っ

て

孔

子

の

「

女

安

け

れ

ば

則

ち

之

を

為

せ

」

と

い

う

言

葉

は

、

実

は

宰

我

に

対

す

る

称

賛

で

あ

る

と

解

釈

す

る

こ

と

で

あ

る

。

そ

し

て

、

徂

徠

の

強

調

し

た

「

安

」

と

は

、

自

己

の

意

を

斟

酌

し

、

人

情

に

合

す

る

、

と

い

う

意

味

で

の

安

心

で

あ

る

か

ら

、

「

行

礼

」

は

「

心

の

安

き

所

」

と

い

う

心

理

活

動

に

基

づ

く

も

の

と

な

っ

た

。

徂

徠

の

言

う

「

心

」

は

道

徳

的

な

「

本

心

」

で

は

決

し

て

な

い

ゆ

え

、

彼

の

言

う

「

心

安

き

」

は

感

情

的

な

心

理

活

動

の

発

露

で

あ

っ

て

、

道

徳

と

は

無

関

係

の

も

の

で

あ

る

。

「

三

年

の

喪

」

と

い

う

会

話

の

前

後

の

文

脈

に

関

し

て

は

、

徂

徠

は

無

視

す

る

か

、

あ

る

い

は

断

章

取

義

的

に

読

み

取

っ

て

、

判

断

を

下

し

た

。

こ

の

判

断

は

明

ら

か

に

徂

徠

の

「

前

見

意

識

」

先

行

と

い

う

特

徴

で

あ

り

、

そ

の

儒

教

経

典

に

対

す

る

解

釈

は

、

彼

自

身

の

言

う

よ

う

な

「

本

意

」

を

完

全

に

把

握

し

た

も

の

で

は

な

い

か

も

し

れ

な

い

。

も

ち

ろ

ん

、

徂

徠

の

経

典

解

釈

も

取

る

に

足

ら

ざ

る

も

の

で

は

な

い

。

社

会

的

人

情

お

よ

び

自

我

の

感

情

を

、

礼

を

実

践

す

る

基

礎

と

す

る

徂

徠

の

考

え

は

、

そ

の

学

問

の

独

創

性

を

充

分

に

表

す

も

の

で

あ

る

。

重

要

な

の

は

、

徂

徠

が

自

身

の

思

想

的

立

場

か

ら

儒

家

経

典

を

再

解

釈

し

た

こ

と

に

よ

っ

て

、

孔

子

以

後

の

あ

ら

ゆ

る

儒

学

理

論

を

解

体

し

、

中

国

の

儒

学

と

異

な

る

「

日

本

化

」

し

た

儒

学

を

築

き

上

げ

た

こ

と

で

あ

る

。
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五

、

ま

と

め

宋

儒

を

「

礼

を

知

ら

ず

」

と

批

判

す

る

徂

徠

に

対

し

、

彼

自

身

は

ど

の

よ

う

な

設

計

案

を

持

っ

て

い

る

の

か

と

い

う

疑

問

が

あ

る

。

実

は

、

礼

制

度

再

建

に

対

す

る

徂

徠

の

関

心

範

囲

は

案

外

狭

か

っ

た

こ

と

に

、

我

々

は

気

付

く

に

至

っ

た

。

彼

は

主

に

「

神

主

」

制

度

つ

ま

り

喪

礼

の

み

を

問

題

視

し

て

、

祭

礼

の

部

分

に

つ

い

て

は

、

『

祠

堂

式

及

通

礼

徴

考

』

な

ど

で

渉

猟

は

し

た

が

、

詳

し

く

考

察

し

た

こ

と

は

な

か

っ

た

。

神

主

の

問

題

に

関

し

て

は

、

徂

徠

は

許

慎

の

『

五

経

異

議

』

以

降

の

様

々

な

典

籍

を

考

証

し

た

う

え

で

、

『

通

典

』

に

記

録

さ

れ

た

荀

勖

の

「

神

版

」

は

「

皆

な

正

に

長

一

尺

一

寸

」

と

あ

る

か

ら

、

こ

れ

も

「

亦

た

拠

る

こ

と

無

し

と

為

さ

ず

」

と

考

え

た

。

し

た

が

っ

て

、

現

在

の

人

も

こ

れ

を

参

照

し

て

よ

い

と

し

、

そ

れ

に

よ

っ

て

程

朱

の

「

木

主

」

は

「

高

尺

有

二

寸

」

と

い

う

間

違

い

を

正

す

の

で

あ

る

。

し

か

し

、

こ

れ

ら

の

中

国

経

典

の

研

究

は

ど

う

す

れ

ば

日

本

の

現

実

に

適

用

で

き

る

の

か

と

い

う

問

題

が

あ

る

。

つ

ま

り

、

日

本

は

ど

の

神

主

制

度

を

採

用

す

べ

き

な

の

か

と

い

う

問

題

だ

。

そ

れ

に

関

す

る

徂

徠

の

回

答

は

、

落

胆

に

値

す

る

も

の

で

あ

る

。

此

の

方

（

日

本

を

指

す

）

の

儒

者

乃

ち

諸

侯

大

夫

に

伊

川

の

制

を

用

ゆ

る

を

勧

む

。

何

ぞ

其

れ

謬

て

る

や

。

士

人

采

邑

有

り

と

雖

も

居

ら

ず

、

皆

な

城

中

に

館

し

、

屋

舎

猥

陋

、

百

事

苟

且

、

穴

迫

に

し

て

暇

日

無

し

。

斎

す

ら

且

つ

能

く

せ

ず

、

況

ん

や

祭

薦

を

や

。

尚

ほ

何

ぞ

主

牌

の

異

同

を

問

は

ん

や

。

其

の

祀

り

て

褻

瀆

せ

ん

よ

り

は

、

且

く

世

俗

の

為

す

所

に

従

ひ

、

僧

寺

に

薦

す

る

の

祖

先

の

安

享

す

る

所

と

為

す

に

孰

若

れ

ぞ

。

悲

し

い

か

な

。

50
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徂

徠

の

見

方

は

相

当

悲

観

的

で

あ

る

。

中

国

の

官

僚

や

士

大

夫

の

神

主

制

度

は

、

置

か

れ

た

環

境

が

異

な

る

日

本

に

お

い

て

、

広

ま

る

こ

と

は

ほ

ぼ

不

可

能

だ

と

徂

徠

は

い

う

。

確

か

に

、

近

世

の

日

本

に

は

科

挙

制

度

が

な

く

、

士

人

も

ほ

と

ん

ど

が

武

士

の

出

身

で

、

狭

い

城

下

町

に

集

住

し

て

お

り

、

神

主

の

話

以

前

に

、

祠

堂

を

立

て

る

こ

と

も

ほ

ぼ

不

可

能

で

あ

る

。

し

た

が

っ

て

、

徂

徠

は

中

世

以

来

の

慣

習

通

り

、

喪

祭

に

つ

い

て

は

仏

教

に

一

任

す

る

し

か

な

い

と

諦

め

た

。

「

悲

し

い

か

な

」

と

い

う

悲

嘆

は

、

も

は

や

彼

の

無

念

の

表

明

で

あ

る

。

も

う

一

つ

指

摘

す

べ

き

こ

と

は

、

反

宋

儒

と

い

う

立

場

を

と

っ

て

い

る

徂

徠

だ

け

に

、

礼

制

に

関

し

て

も

程

朱

が

考

案

し

た

礼

に

不

満

を

覚

え

て

い

る

。

こ

れ

に

対

し

て

は

、

我

々

は

一

定

の

理

解

を

示

さ

ね

ば

な

ら

な

い

。

た

だ

、

日

中

両

国

は

「

代

殊

土

殊

俗

殊

」

と

い

う

埋

め

が

た

い

差

が

あ

る

ゆ

え

、

中

国

の

儒

教

式

儀

礼

は

日

本

の

風

土

に

合

わ

な

い

処

が

多

い

と

い

う

彼

の

見

解

は

、

さ

ら

に

重

視

す

べ

き

で

あ

ろ

う

。

し

か

し

、

徂

徠

は

江

戸

時

代

初

期

か

ら

の

日

本

の

儒

者

が

行

っ

て

い

た

『

家

礼

』

に

関

す

る

研

究

と

実

践

に

対

し

、

あ

ま

り

関

心

を

示

し

て

い

な

い

と

言

わ

ざ

る

を

得

な

い

。

彼

は

水

戸

藩

の

儒

教

礼

式

改

革

に

関

す

る

情

報

を

あ

ま

り

持

っ

て

い

な

か

っ

た

の

み

な

ら

ず

、

こ

の

改

革

の

先

駆

者

で

あ

る

、

林

鵞

峰

『

泣

血

余

滴

』

『

祭

奠

私

議

』

と

い

う

中

国

儀

礼

の

日

本

化

に

関

す

る

典

範

と

も

言

え

る

著

作

に

対

し

て

も

、

関

心

を

示

し

た

痕

跡

は

な

か

っ

た

。

林

鵞

峰

は

少

な

く

と

も

十

箇

所

に

わ

た

っ

て

『

家

礼

』

に

日

本

化

的

造

を

施

し

、

そ

の

後

の

江

戸

時

代

に

お

け

る

『

家

礼

』

の

実

践

に

大

き

く

貢

献

し

た

と

い

わ

れ

て

い

る

。

し

た

が

っ

て

、

当

時

次

第

に

起

き

て

い

た

中

国

儀

礼

の

日

本

化

運

動

に

関

し

て

い

51

え

ば

、

徂

徠

学

の

占

め

た

割

合

は

と

る

に

足

ら

な

い

も

の

で

あ

っ

た

ど

こ

ろ

か

、

徂

徠

は

心

の

安

き

所

と

い

う

前

提

さ

え

あ

れ

ば

、

「

行

礼

」

は

世

俗

の

礼

や

仏

教

式

の

礼

に

従

っ

て

も

構

わ

な

い

と

ま

で

言

っ

た

。

ど

う

や

ら

彼

は

こ

の

問

題

に

お

い

て

、
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経

典

の

下

支

え

に

よ

る

一

貫

し

た

理

論

が

な

い

よ

う

だ

。

確

か

に

、

学

術

に

お

い

て

徂

徠

は

非

常

に

自

信

を

持

っ

て

お

り

、

孔

子

の

道

は

自

分

の

方

法

に

よ

っ

て

必

ず

宋

儒

の

バ

イ

ア

ス

を

突

破

し

、

本

来

の

姿

に

戻

る

こ

と

が

で

き

る

と

信

じ

て

い

た

。

一

方

で

は

、

徂

徠

は

宋

儒

の

形

而

上

化

と

い

う

傾

向

を

反

転

さ

せ

、

孔

子

の

道

を

礼

楽

制

度

に

収

斂

さ

せ

る

努

力

を

し

、

す

べ

て

「

礼

」

に

従

っ

て

行

動

す

れ

ば

聖

人

の

道

に

近

づ

け

る

と

し

た

。

も

う

一

方

で

は

、

彼

は

あ

ま

り

に

も

程

朱

学

の

制

度

に

関

す

る

努

力

を

軽

視

し

、

程

朱

に

対

す

る

批

判

も

意

地

を

は

る

こ

と

に

な

っ

た

。

実

際

、

す

で

に

多

く

の

研

究

で

述

べ

ら

れ

て

い

る

通

り

、

朱

熹

の

制

度

に

関

す

る

理

論

研

究

及

び

実

質

52

的

な

貢

献

は

儒

教

史

上

比

類

無

き

も

の

で

あ

る

。

朱

熹

の

『

家

礼

』

が

近

世

東

ア

ジ

ア

に

広

域

な

影

響

を

持

っ

て

い

る

⋧

近

世

日

本

の

事

情

は

少

し

異

な

っ

て

お

り

、

こ

れ

か

ら

の

研

究

を

俟

た

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

が

⋧

と

い

う

事

実

も

、

こ

れ

を

裏

付

け

る

に

充

分

で

あ

る

。

本

来

、

儒

者

に

と

っ

て

仁

義

礼

智

の

一

つ

で

あ

る

「

礼

」

は

、

人

性

に

お

け

る

徳

と

し

て

の

存

在

で

あ

る

と

同

時

に

、

制

度

秩

序

と

し

て

、

客

観

性

を

も

有

す

る

「

礼

」

で

あ

る

。

し

か

し

、

朱

熹

が

『

家

礼

』

序

に

説

明

す

る

通

り

、

『

家

礼

』

は

『

礼

』

経

に

「

少

し

く

損

益

を

加

へ

」

た

も

の

で

あ

り

、

そ

れ

は

、

「

礼

」

は

実

際

運

用

に

お

い

て

は

具

体

的

で

あ

り

、

時

と

と

も

に

損

益

さ

れ

る

も

の

で

あ

る

こ

と

を

意

味

す

る

。

し

た

が

っ

て

、

『

家

礼

』

が

日

本

に

伝

わ

っ

た

の

ち

、

日

本

の

儒

者

も

必

然

的

に

、

中

国

の

「

礼

」

を

ど

の

よ

う

に

し

て

日

本

の

風

土

や

人

情

に

結

び

つ

け

る

の

か

と

い

う

問

題

に

直

面

す

る

の

で

あ

る

。

こ

れ

は

文

化

交

渉

史

に

お

い

て

、

必

ず

遭

遇

す

る

問

題

で

あ

る

。

し

か

し

徂

徠

に

と

っ

て

、

こ

の

問

題

は

単

に

厄

介

な

だ

け

で

な

く

、

彼

が

こ

の

問

題

に

答

え

る

と

、

様

々

な

理

論

上

の

重

篤

な

困

難

に

陥

る

こ

と

に

な

っ

た

の

で

あ

る

。

一

方

で

徂

徠

は

孔

子

の

道

に

復

帰

す

る

こ

と

を

目

指

す

が

、

も

う

一

方

で

は

孔

子



以

上

は

『

弁

道

』

一

八

条

、

『

荻

生

徂

徠

』

（

日

本

思

想

大

系

三

六

、

岩

波

書

店

、

一

九

七

三

、

以

下

同

じ

）

二

〇

五

頁

。

1按

ず

る

に

、

徂

徠

に

よ

る

こ

の

孟

子

解

釈

は

も

ち

ろ

ん

彼

の

思

想

的

立

場

に

基

づ

く

あ

る

種

の

価

値

判

断

で

あ

る

。

孟

子

学

の

立

場

か

ら

す

れ

ば

、

孟

子

が

「

善

悪

皆

心

」

で

あ

る

こ

と

に

賛

同

す

る

か

ど

う

か

は

疑

わ

し

い

。

し

か

し

、

我

々

は

、

徂

徠

の

そ

の

孟

子

理

解

に

誤

り

が

あ

り

、

我

々

の

理

解

こ

そ

が

孟

子

の

「

本

意

」

で

あ

る

な

ど

と

、

孟

子

を

「

護

教

」

す

る

た

め

に

徂

徠

を

非

難

す

る

必

要

は

な

い

。

な

ぜ

な

ら

、

一

歩

間

違

え

ば

、

こ

の

よ

う

な

非

難

が

中

国

儒

教

の

バ

イ

ア

ス

で

「

日

本

儒

教

」
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の

道

の

具

体

的

な

内

容

、

す

な

わ

ち

礼

楽

制

度

は

す

で

に

復

元

で

き

な

く

な

っ

て

い

た

。

『

儀

礼

』

や

『

周

礼

』

の

よ

う

な

貴

族

階

級

の

礼

に

お

い

て

は

特

に

そ

う

で

あ

っ

た

。

ま

た

、

一

方

で

彼

は

宋

儒

を

批

判

し

、

彼

ら

は

礼

を

知

ら

な

い

と

攻

撃

す

る

が

、

も

う

一

方

で

は

『

喪

礼

略

』

の

よ

う

に

朱

熹

の

『

家

礼

』

を

参

考

に

せ

ざ

る

を

得

な

く

か

っ

た

。

さ

ら

に

、

一

方

で

徂

徠

は

礼

を

「

制

礼

」

「

伝

礼

」

「

行

礼

」

と

い

う

三

つ

の

レ

ベ

ル

に

分

け

る

こ

と

に

よ

っ

て

、

経

典

の

研

究

と

実

際

の

応

用

と

を

分

離

さ

せ

る

こ

と

を

図

る

が

、

も

う

一

方

で

は

当

時

の

日

本

に

お

い

て

礼

制

度

を

再

建

す

る

こ

と

は

ほ

ぼ

不

可

能

で

あ

る

こ

と

を

深

く

感

じ

て

い

た

の

で

あ

る

。

最

後

に

指

摘

す

べ

き

は

、

事

実

上

、

中

国

儒

学

の

経

典

を

再

解

釈

す

る

こ

と

に

よ

っ

て

徂

徠

が

築

き

上

げ

た

の

は

、

日

本

儒

学

で

あ

る

と

い

う

こ

と

だ

。

徂

徠

は

宋

儒

形

而

上

学

の

転

覆

者

で

あ

る

こ

と

は

明

ら

か

で

あ

る

が

、

孔

子

の

道

の

再

興

者

で

は

決

し

て

な

い

。

徂

徠

学

の

歴

史

的

意

義

は

、

中

国

儒

学

の

日

本

儒

学

へ

の

転

換

を

加

速

さ

せ

た

こ

と

に

あ

り

、

江

戸

時

代

の

そ

の

後

の

思

想

的

展

開

に

お

い

て

、

様

々

な

可

能

性

と

多

様

性

を

生

じ

さ

せ

た

こ

と

に

あ

る

。



そ

れ

ぞ

れ

『

弁

道

』

一

七

条

（

二

〇

五

頁

）

、

二

二

条

（

二

〇

六

頁

）

、

三

条

（

二

〇

一

頁

）

。

2

『

四

書

章

句

集

注

』

五

一

頁

（

中

華

書

局

、

一

九

八

三

）

。

3

『

弁

名

』

礼

・

第

一

則

。

『

荻

生

徂

徠

』

（

日

本

思

想

大

系

三

六

、

以

下

同

じ

）

二

一

九

頁

。

4

『

論

語

徴

』

乙

巻

（

『

荻

生

徂

徠

全

集

』

第

三

巻

、

み

す

ず

書

房

、

一

九

七

八

）

一

〇

七

頁

。

『

論

語

徴

』

甲

乙

丙

丁

四

巻

5は

『

荻

生

徂

徠

全

集

』

第

三

巻

所

収

、

戊

己

庚

辛

壬

癸

は

同

第

四

巻

所

収

。

以

下

巻

名

と

頁

数

の

み

を

掲

載

す

る

。

『

論

語

徴

』

乙

巻

、

一

〇

二

頁

。

6

『

論

語

徴

』

辛

巻

、

二

三

六

頁

。

7

『

弁

名

』

徳

・

第

一

則

を

参

照

。

二

一

二

頁

。

8

徂

徠

は

次

の

よ

う

に

言

う

。

「

『

性

相

ひ

近

し

、

習

ひ

相

遠

し

』

。

性

な

る

者

は

性

質

な

り

。

人

の

性

質

、

初

め

よ

り

甚

だ

し

9く

は

相

ひ

遠

か

ら

ず

。

習

ふ

所

の

殊

な

る

に

及

ん

で

、

而

る

後

賢

不

肖

の

相

ひ

去

る

こ

と

、

遂

に

遼

遠

な

る

を

致

す

⋩

⋩

故

に

習

ひ

に

は

誠

に

善

悪

あ

り

。

而

れ

ど

も

孔

子

の

意

は

、

専

ら

学

ん

で

君

子

と

為

る

に

及

ん

で

、

而

る

後

そ

の

賢

知

才

能

、

郷

人
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（

あ

る

い

は

「

韓

国

儒

教

」

）

を

認

識

す

る

こ

と

に

陥

り

、

異

な

る

地

域

に

お

け

る

文

化

交

渉

の

中

で

、

中

国

と

異

な

る

儒

教

理

論

が

展

開

さ

れ

た

と

い

う

こ

と

を

無

視

す

る

こ

と

に

な

り

か

ね

な

い

か

ら

で

あ

る

。

し

か

し

、

こ

れ

は

「

東

亜

儒

学

」

と

い

う

テ

ー

マ

は

い

か

に

し

て

成

立

し

う

る

か

と

い

う

学

術

問

題

で

あ

り

、

本

稿

の

扱

う

範

囲

で

は

な

い

。

詳

し

く

は

、

黄

俊

傑

『

東

亜

儒

学

研

究

的

回

顧

与

展

望

』

（

台

湾

大

学

出

版

中

心

、

二

〇

〇

五

）

、

拙

稿

「

試

説

「

東

亜

儒

学

」

何

以

必

要

」

（

台

湾

大

学

人

文

社

会

高

等

研

究

院

『

台

湾

東

亜

文

明

研

究

学

刊

』

第

八

巻

第

一

期

（

総

第

一

五

期

）

、

二

〇

一

一

・

六

）

「

「

東

亜

儒

学

」

芻

議

⋧

就

普

遍

性

与

特

殊

性

的

問

題

為

核

心

」

（

『

中

国

学

術

』

第

三

一

輯

、

商

務

印

書

館

、

二

〇

一

二

・

九

）

参

照

。



『

論

語

徴

』

辛

巻

、

二

七

〇

頁

。

10

『

徂

徠

集

』

巻

二

四

「

復

水

神

童

」

第

二

書

、

二

六

一

頁

。

ま

た

、

「

事

と

辞

」

に

関

し

て

は

、

こ

の

書

状

の

「

（

同

二

五

11九

頁

）

」

か

ら

も

わ

か

る

で

あ

ろ

う

。

前

掲

「

復

水

神

童

」

第

二

書

、

第

二

五

九

頁

を

参

照

。

12

同

前

、

二

五

七

頁

。

13
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と

相

ひ

遠

き

こ

と

を

謂

ふ

の

み

。

未

だ

嘗

て

善

悪

を

以

て

之

を

言

は

ざ

る

な

り

⋩

⋩

孟

子

に

性

善

の

言

あ

り

し

自

り

し

て

、

儒

者

性

を

論

じ

、

万

古

に

聚

訟

し

、

遂

に

以

て

孔

子

性

を

論

ず

る

の

言

と

為

し

て

、

勧

学

の

言

た

る

こ

と

を

知

ら

ざ

る

な

り

」

（

『

論

語

徴

』

壬

巻

、

二

七

六

頁

）

。

彼

か

ら

す

れ

ば

、

孔

子

の

言

う

性

が

最

も

適

切

で

、

そ

の

旨

は

「

勧

学

」

で

あ

っ

て

、

善

悪

を

も

っ

て

性

を

論

ず

る

も

の

で

は

な

い

。

性

の

善

悪

は

「

学

」

に

よ

る

も

の

ゆ

え

、

善

を

学

べ

ば

善

人

に

な

り

、

悪

を

学

べ

ば

悪

人

に

な

る

。

そ

し

て

、

人

は

な

ぜ

必

然

的

に

善

や

悪

を

学

ぶ

か

に

至

っ

て

は

、

抽

象

的

な

人

性

善

悪

論

で

決

め

る

の

で

は

な

く

、

人

性

の

「

質

」

に

帰

結

す

べ

き

も

の

で

あ

る

。

「

質

」

は

人

に

よ

っ

て

異

な

る

ゆ

え

、

「

性

」

も

ま

た

人

に

よ

っ

て

異

な

る

。

性

は

そ

れ

ぞ

れ

異

な

る

か

ら

（

性

人

人

殊

）

、

徳

も

ま

た

そ

れ

ぞ

れ

異

な

る

（

徳

人

人

殊

）

、

も

し

そ

の

徳

を

成

就

さ

せ

た

い

の

で

あ

れ

ば

、

「

学

」

に

お

い

て

す

る

ほ

か

な

い

。

彼

は

言

う

。

「

徳

、

性

を

以

て

殊

な

る

、

ゆ

え

に

多

品

有

り

、

然

る

に

必

ず

学

ん

で

以

て

こ

れ

を

成

さ

し

め

、

然

る

後

以

て

徳

と

す

べ

し

」

（

『

論

語

徴

』

壬

巻

、

二

八

七

頁

）

。

そ

し

て

、

成

功

し

た

後

は

「

お

の

お

の

其

の

徳

を

成

し

、

お

の

お

の

其

の

才

を

達

す

」

（

『

徂

徠

集

』

巻

二

四

「

復

水

神

童

」

第

二

書

、

第

二

五

八

頁

。

『

近

世

儒

家

文

集

集

成

』

第

三

巻

、

ぺ

り

か

ん

社

、

一

九

八

五

、

以

下

同

じ

）

。

人

性

は

「

多

類

」

、

道

は

「

多

端

」

で

あ

る

ゆ

え

（

『

弁

道

』

第

七

条

、

二

〇

二

頁

）

、

社

会

形

態

や

礼

楽

文

化

も

ま

た

多

元

で

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。
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『

論

語

徴

』

辛

巻

、

二

七

一

頁

。

14

『

論

語

徴

』

乙

巻

、

一

〇

八

頁

。

15

『

弁

名

』

極

・

第

一

則

、

二

四

八

頁

。

16

朱

熹

の

「

皇

極

」

に

関

し

て

は

、

拙

文

『

宋

代

政

治

思

想

史

上

的

「

皇

極

」

解

釈

⋧

以

朱

熹

「

皇

極

弁

」

為

中

心

』

17（

『

復

旦

学

報

』

二

〇

一

二

、

第

六

期

）

を

参

照

。

『

弁

道

』

第

六

条

、

二

〇

二

頁

。

18

『

徂

徠

集

』

巻

二

八

『

復

安

積

澹

泊

』

第

三

書

、

三

〇

三

頁

。

19

以

上

に

関

し

て

は

、

吾

妻

重

二

著

、

呉

震

・

郭

海

良

等

訳

『

朱

熹

「

家

礼

」

実

証

研

究

⋧

附

宋

版

「

家

礼

」

家

校

勘

20本

』

（

華

東

師

範

大

学

出

版

社

、

二

〇

一

二

、

一

九

二

～

一

九

三

頁

）

参

照

。

吾

妻

氏

の

考

察

に

よ

れ

ば

、

徳

川

時

代

前

期

・

中

期

の

『

家

礼

』

に

関

す

る

注

目

す

べ

き

論

述

は

以

下

の

通

り

。

伊

藤

仁

斎

『

読

家

礼

』

、

山

崎

闇

斎

（

一

六

一

九

～

一

六

八

二

）

『

文

会

筆

録

』

巻

一

に

あ

る

『

家

礼

』

に

関

す

る

覚

書

き

、

三

宅

尚

斎

（

一

六

二

二

～

一

七

三

四

）

『

朱

子

家

礼

筆

記

』

、

浅

見

絅

斎

（

一

六

五

二

～

一

七

二

五

）

『

家

礼

師

説

』

及

び

『

通

祭

喪

葬

小

記

』

、

若

林

強

斎

（

一

六

七

九

～

一

七

三

二

）

『

家

礼

訓

蒙

疏

』

、

室

鳩

巣

（

一

六

五

八

～

一

七

四

三

）

『

文

公

家

礼

通

考

』

、

新

井

白

石

（

一

六

五

七

～

一

七

二

五

）

『

家

礼

儀

節

考

』

等

。

詳

細

は

上

掲

吾

妻

氏

著

書

、

五

四

～

七

四

頁

。

『

徂

徠

集

拾

遺

』

「

嬪

三

宅

氏

墓

志

」

を

参

照

（

三

四

五

頁

）

。

た

だ

、

こ

の

墓

志

の

論

述

内

容

は

簡

略

で

あ

る

。

ま

た

、

21逸

名

氏

の

抄

本

『

徂

徠

先

生

年

譜

細

君

墓

表

神

主

一

巻

』

（

関

西

大

学

泊

園

文

庫

所

蔵

）

所

収

の

「

徂

徠

先

生

配

三

宅

氏

孺

人

之

墓

代

」

に

よ

る

と

、

「

後

事

一

遵

『

文

公

家

礼

』

」

の

後

に

は

「

門

生

田

中

省

吾

題

銘

其

碑

。

銘

曰

『

生

為

儒

者

妻

、

死

獲

儒



上

掲

『

徂

徠

先

生

年

譜

細

君

墓

表

神

主

一

巻

』

所

収

「

徂

徠

先

生

年

譜

」

、

「

母

児

鹿

氏

墓

碑

銘

」

参

照

（

前

掲

今

中

寛

司

22『

徂

徠

学

の

史

的

研

究

』

、

八

～

九

頁

よ

り

引

用

）

。

『

通

解

』

は

『

儀

礼

』

一

七

篇

を

六

つ

の

部

類

に

分

け

た

。

家

礼

、

郷

礼

、

邦

国

礼

、

王

朝

礼

、

喪

礼

、

祭

礼

で

あ

る

。

23徂

徠

が

し

き

り

に

言

っ

て

い

る

「

礼

楽

」

は

、

『

儀

礼

経

伝

通

解

』

に

従

え

ば

、

第

三

の

「

邦

国

礼

」

に

属

す

る

。

上

山

春

平

「

朱

子

『

家

礼

』

と

『

儀

礼

経

伝

通

解

』

」

（

京

都

大

学

人

文

科

学

研

究

所

、

『

東

方

学

報

』

、

第

五

四

号

、

一

九

八

二

）

参

照

。

そ

れ

ぞ

れ

『

徂

徠

集

』

巻

二

八

『

復

安

積

澹

泊

』

第

三

書

、

三

〇

三

頁

、

『

論

語

徴

』

戊

巻

、

六

九

頁

、

同

戊

巻

、

八

六

頁

、

24同

庚

巻

、

一

六

一

頁

。

そ

れ

と

同

時

に

、

徂

徠

は

仁

斎

に

対

し

て

も

同

じ

批

判

を

下

し

て

い

る

。

「

仁

斎

も

ま

た

礼

楽

を

識

ら

ざ

る

な

り

」

（

同

庚

巻

、

一

八

九

～

一

九

〇

頁

）

。

『

弁

名

』

礼

・

第

一

則

、

二

一

九

頁

。

ま

た

、

「

序

和

」

と

は

、

程

朱

が

『

論

語

』

学

而

に

あ

る

「

礼

の

用

は

和

を

貴

し

と

25為

す

」

の

一

文

を

あ

ま

り

に

も

強

調

し

す

ぎ

た

せ

い

で

、

そ

の

あ

と

の

「

礼

を

以

て

之

を

節

す

」

と

い

う

孔

子

の

言

葉

を

見

落

と

し

た

こ

と

で

あ

る

。

徂

徠

か

ら

す

れ

ば

、

人

の

行

為

を

制

す

る

「

之

を

節

す

」

こ

そ

が

礼

楽

の

本

質

で

あ

る

。

安

積

澹

泊

『

澹

泊

斎

文

集

』

（

『

続

群

書

類

従

』

一

三

、

国

書

刊

行

会

、

明

治

四

二

年

刊

本

、

以

下

同

じ

）

で

は

七

通

の

書

26信

を

収

録

し

て

る

。

両

者

の

書

信

の

往

来

は

享

保

七

年

（

一

七

二

二

）

か

ら

享

保

一

二

年

（

一

七

二

七

）

の

間

に

行

わ

れ

て

い

る

。

な

お

、

安

積

澹

泊

は

朱

舜

水

の

弟

子

で

、

水

戸

藩

儒

。

『

徂

徠

集

』

巻

二

八

「

復

安

澹

泊

」

第

三

書

、

三

〇

三

頁

。

按

ず

る

に

「

復

安

澹

泊

」

第

五

書

で

は

、

上

述

の

程

朱

祭

礼

27論

に

お

け

る

二

つ

の

問

題

点

は

、

徂

徠

自

ら

が

発

見

し

た

も

の

で

あ

る

こ

と

を

強

調

し

て

い

る

。

「

祭

を

称

す

る

こ

と

則

ち

四
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者

葬

』

」

と

い

う

一

文

が

あ

る

（

今

中

寛

司

『

徂

徠

学

の

史

的

研

究

』

思

文

閣

、

一

九

九

二

、

八

頁

よ

り

引

用

）

。



こ

れ

に

関

し

て

は

、

前

掲

吾

妻

重

二

著

『

朱

熹

「

家

礼

」

実

証

研

究

』

第

四

章

・

第

三

節

参

照

。

一

四

四

～

一

四

八

頁

。

28

『

朱

子

語

類

』

巻

九

〇

、

二

三

一

八

頁

。

29

例

え

ば

「

不

佞

曰

く

、

礼

を

制

す

る

を

以

て

之

を

言

へ

ば

、

程

朱

の

聖

人

に

擬

す

る

は

、

非

な

り

。

礼

を

伝

ふ

る

を

以

て

30之

を

言

へ

ば

、

程

朱

熹

の

古

制

を

乱

る

は

、

非

な

り

」

（

『

徂

徠

集

』

巻

二

八

『

復

安

澹

泊

』

第

六

書

、

三

〇

七

頁

）

。

仁

斎

は

『

中

庸

』

の

「

天

子

に

非

ざ

れ

ば

礼

を

議

せ

ず

、

度

を

制

せ

ず

」

を

根

拠

に

、

「

有

宋

の

諸

儒

礼

書

を

多

く

定

め

」

31「

輒

ち

道

の

為

に

非

ず

し

て

、

実

は

道

を

賊

ふ

の

具

な

り

」

（

『

古

学

先

生

文

集

』

巻

六

「

読

家

礼

」

、

古

義

堂

刻

本

、

一

五

～

一

六

頁

）

と

痛

烈

に

批

判

し

た

。

さ

ら

に

朱

熹

に

対

し

次

の

よ

う

に

批

判

す

る

。

「

若

し

文

公

を

し

て

其

の

他

の

礼

喪

祭

の

礼

の

若

き

を

以

て

、

古

を

酌

し

今

に

通

じ

、

以

て

自

ら

行

ふ

の

儀

と

為

し

て

、

後

学

の

規

と

為

す

に

意

無

か

ら

し

む

れ

ば

、

則

ち

亦

た

善

な

ら

ず

や

。

而

し

て

後

の

学

者

又

た

当

に

取

り

て

以

て

法

と

為

す

べ

し

。

惜

し

い

か

な

、

其

の

此

よ

り

出

で

て

、

還

つ

て

自

ら

天

下

後

世

の

礼

を

定

め

ん

と

欲

す

る

を

知

ら

ず

。

其

れ

亦

た

謬

て

り

」

（

同

前

、

一

七

頁

）

。

ま

た

、

『

古

学

先

生

文

集

』

は

享

保

二

年

（

一

七

一

七

）

に

刊

行

さ

れ

た

も

の

で

、

徂

徠

も

読

ん

だ

可

能

性

は

あ

る

。

『

政

談

』

（

『

荻

生

徂

徠

』

日

本

思

想

大

系

三

六

）

四

一

三

頁

。

32

『

徂

徠

集

』

巻

二

八

「

答

松

子

錦

問

神

主

制

度

」

、

三

〇

八

頁

。

33

た

と

え

ば

、

文

禄

・

慶

長

の

役

で

捕

虜

と

な

っ

た

朝

鮮

儒

学

者

姜

沆

（

一

五

六

七

～

一

六

一

八

）

は

「

日

本

に

素

よ

り

喪

34礼

無

し

」

（

姜

沆

『

看

羊

録

』

平

凡

社

、

一

九

八

四

、

一

八

三

頁

）

と

あ

き

れ

気

味

に

記

録

し

て

い

る

。
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代

を

僭

と

為

し

、

主

を

称

す

る

こ

と

則

ち

尺

有

二

寸

を

僭

と

為

す

。

是

れ

不

佞

の

説

な

り

」

（

『

徂

徠

集

』

巻

二

八

、

三

〇

五

頁

）

。
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『

澹

泊

斎

文

集

』

巻

八

「

答

荻

徂

徠

書

」

第

四

書

、

四

一

四

～

四

一

五

頁

。

35

『

澹

泊

斎

文

集

』

巻

八

「

答

荻

徂

徠

書

」

第

五

書

、

四

二

二

頁

。

36

こ

の

分

類

法

は

徂

徠

の

主

著

で

あ

る

『

弁

道

』

『

弁

名

』

『

論

語

徴

』

に

は

見

当

た

ら

な

い

こ

と

が

指

摘

さ

れ

て

い

る

。

田

37尻

裕

一

郎

「

音

楽

・

神

主

と

徂

徠

学

⋧

藪

慎

庵

・

安

積

澹

泊

と

の

往

復

書

簡

を

め

ぐ

っ

て

」

（

東

北

大

学

『

日

本

思

想

史

研

究

』

第

一

四

号

、

一

九

八

三

、

二

六

頁

）

参

照

。

以

上

の

引

用

は

『

徂

徠

集

』

巻

二

八

「

復

案

澹

泊

」

第

六

書

、

三

〇

六

～

三

〇

七

頁

。

38

若

林

強

斎

（

一

六

七

九

～

一

七

三

二

）

『

家

礼

訓

蒙

疏

』

巻

一

「

通

礼

」

。

吾

妻

重

二

『

家

礼

文

献

集

成

・

日

本

編

一

』

「

解

39説

」

（

二

四

八

頁

）

よ

り

引

用

。

若

林

強

斎

は

闇

斎

の

孫

弟

子

で

、

こ

の

引

用

は

闇

斎

の

原

話

を

祖

述

し

た

も

の

で

あ

る

。

『

朱

子

語

類

』

巻

八

四

、

二

一

八

五

頁

。

40

『

徂

徠

集

』

巻

二

五

「

復

柳

川

内

山

生

」

二

七

〇

頁

。

徳

川

時

代

の

後

半

、

特

に

近

代

に

入

っ

た

あ

と

、

徂

徠

は

典

型

的

41な

「

中

華

か

ぶ

れ

」

で

あ

る

と

す

る

意

見

が

あ

る

。

こ

の

問

題

に

つ

い

て

は

本

稿

で

は

扱

い

き

れ

な

い

が

、

一

つ

だ

け

、

反

対

意

見

を

紹

介

し

よ

う

。

吉

川

幸

次

郎

は

、

徂

徠

は

普

遍

主

義

の

立

場

に

立

つ

民

族

主

義

者

で

あ

り

、

し

か

も

典

型

的

な

日

本

の

思

想

家

で

あ

る

と

論

じ

た

。

氏

の

「

民

族

主

義

者

と

し

て

の

徂

徠

」

及

び

「

日

本

的

思

想

家

と

し

て

の

徂

徠

」

（

『

仁

斎

・

徂

徠

・

宣

長

』

所

収

、

岩

波

書

店

、

一

九

七

五

）

参

照

。

『

弁

名

』

義

・

第

五

則

、

二

二

二

頁

。

42

『

論

語

徴

』

壬

巻

、

三

〇

七

頁

。

43

こ

れ

は

、

『

儀

礼

』

喪

服

伝

に

あ

る

「

居

喪

既

に

虞

す

れ

ば

、

蔬

食

を

食

ひ

水

飲

す

。

既

に

練

す

れ

ば

、

始

め

て

菜

果

を

食

44



劉

宝

楠

『

論

語

正

義

』

巻

二

〇

、

七

〇

一

頁

。

45

『

論

語

徴

』

壬

巻

、

三

〇

三

頁

。

46

た

と

え

ば

、

劉

宝

楠

は

『

公

羊

伝

』

を

根

拠

に

「

是

れ

三

年

の

喪

は

、

当

時

久

し

く

行

は

れ

ず

」

と

指

摘

し

た

。

た

だ

、

47『

礼

記

』

檀

弓

の

子

夏

・

閔

子

騫

な

ど

、

み

な

三

年

の

喪

を

終

わ

ら

せ

た

後

で

孔

子

と

会

う

こ

と

を

根

拠

に

、

孔

子

の

門

下

は

「

皆

な

能

く

之

を

行

ふ

」

（

『

論

語

正

義

』

巻

二

〇

、

七

〇

一

頁

）

と

主

張

す

る

人

も

い

る

。

徂

徠

の

こ

の

説

は

『

礼

記

』

楽

記

の

「

礼

楽

の

説

、

人

情

に

管

す

」

に

基

づ

く

。

あ

る

い

は

、

『

史

記

』

巻

二

三

「

礼

書

」

48の

「

三

代

損

益

を

観

て

、

乃

ち

人

情

に

縁

り

て

礼

を

制

す

る

こ

と

を

知

る

」

（

『

二

十

五

史

』

、

上

海

古

籍

出

版

社

、

一

九

八

六

、

一

五

四

頁

）

か

ら

直

接

引

用

し

た

の

か

も

し

れ

な

い

。

徂

徠

は

古

言

に

近

い

と

い

う

理

由

で

、

『

史

記

』

を

非

常

に

重

視

し

て

い

る

。

『

徂

徠

集

』

巻

二

三

「

与

藪

震

庵

」

第

七

書

、

二

四

八

頁

参

照

。

『

論

語

徴

』

壬

巻

、

三

〇

三

～

三

〇

七

頁

。

49

『

徂

徠

集

』

巻

二

八

「

復

安

澹

泊

」

第

五

書

、

三

〇

五

頁

。

50

吾

妻

重

二

『

日

本

に

お

け

る

「

家

礼

」

の

受

容

⋧

林

鵞

峰

「

泣

血

余

滴

」

「

祭

奠

私

議

」

を

中

心

に

』

（

吾

妻

重

二

、

朴

51元

在

編

『

朱

子

家

礼

と

東

ア

ジ

ア

の

文

化

交

渉

』

汲

古

書

院

、

二

〇

一

二

、

一

八

五

～

一

八

七

頁

）

。

た

と

え

ば

、

徂

徠

は

次

の

よ

う

に

宋

儒

を

批

判

し

て

い

た

。

「

後

世

の

儒

者

は

、

徒

に

異

を

世

俗

に

標

し

以

て

自

ら

矜

る

こ

52と

を

好

み

て

、

其

の

意

に

以

為

へ

ら

く

実

は

鬼

神

無

し

。

故

に

率

ね

伊

川

の

制

に

沿

ひ

、

以

て

儒

者

の

礼

の

当

然

と

し

て

、

尊
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ひ

、

素

食

を

飯

す

」

を

指

し

て

い

る

（

劉

宝

楠

『

論

語

正

義

』

巻

二

〇

、

中

華

書

局

、

一

九

九

〇

、

七

〇

三

頁

、

以

下

同

じ

）

。

喪

中

の

場

合

、

稲

を

食

べ

て

、

錦

の

衣

を

着

る

と

い

う

行

為

は

明

ら

か

に

礼

に

悖

る

。
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厳

す

る

所

以

の

道

を

知

ら

ざ

れ

ば

、

則

ち

先

王

鬼

神

を

敬

ふ

の

意

荒

め

り

」

（

『

徂

徠

集

』

巻

二

八

、

「

復

安

澹

泊

」

第

五

書

、

三

〇

五

頁

）

。

徂

徠

の

鬼

神

論

に

関

し

て

は

、

本

論

の

範

疇

外

ゆ

え

、

詳

し

く

論

じ

る

こ

と

は

で

き

な

い

が

、

徂

徠

の

後

世

儒

者

が

「

伊

川

制

」

を

使

う

の

は

「

無

神

」

論

を

信

じ

て

い

る

か

ら

だ

と

い

う

指

摘

は

度

を

過

ぎ

た

も

の

で

あ

る

。

彼

の

理

論

は

時

々

意

地

と

交

差

し

て

い

て

、

紛

ら

わ

し

い

と

こ

ろ

が

あ

る

。

徂

徠

の

鬼

神

論

に

関

し

て

は

、

子

安

宣

邦

『

（

新

版

）

鬼

神

論

⋧

神

と

祭

祀

の

デ

ィ

ス

ケ

ー

ル

』

（

白

沢

社

、

二

〇

〇

二

）

二

二

～

二

五

頁

を

参

照

。

【

原

題

「

徳

川

日

本

徂

徠

学

的

礼

儀

制

度

重

健

」

（

『

復

旦

学

報

（

社

会

科

学

版

）

』

二

〇

一

四

年

第

一

期

）

】


