
◎
講
演
会
再
録

中
国
台
頭
の
背
後
に

い
か
に

「富
強
」か
ら
「文
明
」
へ
方
向
転
換
す
る
か

許

紀

-罧

(訳
閥
王
俊
文
)

今

日

で
は
、
中

国

の
台

頭

は

も

う
願
望

で
は
な
く
、

事
実

に
な

っ
て

い

ま

す
。
昨
年

、

イ
ギ

リ

ス

で

マ
ー

テ

ィ

ン

・
ジ

ヤ
ッ
ク

の
本

『中

国

が
世

ム
　

　

界

を
支
配

す

る
時

中

国

の
台

頭

と
西

方
世

界

の
没
落
』

が
出

版

さ
れ

ま
し
た
。

こ
の
本

は
大

き
な

反
響

を

呼

ん

で
、
中

国

で
も
訳

本

が
出

ま
し

た
。

マ
ー
テ

ィ

ン

・
ジ

ャ

ッ
ク

は
中

国
問
題

の
専

門
家

で
す
。
彼

に
よ

る

と
、

二
〇

五
〇

年

に
は
中

国

は
世
界

の
指

導
権

を
握

り
、
世

界

を
統
治

す

る
よ

う
に
な

り
、
人

民

元

は
全

世
界

で
ド

ル
に
取

っ
て
代

わ

っ
て

「世

界

貨

幣
」

に
な

る
と

い
い
ま

す
。

ま

た
、
上

海

は

ニ

ュ
ー

ヨ
ー
ク

の
代

わ
り

に
世
界

の
金

融

セ

ン
タ

ー

に
な

り
、

中
国

語

は
英

語

と
同
様

に
全

世

界

で

使
わ

れ
る
よ

う

に
な
り

ま

す
。

孔

子
も
プ

ラ
ト

ン
並

に
世

界

の
人

々
が

み

な
彼

の
経
典

を
勉
強

し
な

け

れ
ば

な
ら

な

い
よ
う

に
な

る
そ
う

で
す

。
昔

イ
ギ

リ

ス
は
海
上

の
覇

者

で
あ

り
、

ア
メ
リ

カ
は
空

と
経
済

の
覇

者

で
し

た

が
、

二
〇

五
〇

年
頃

に
は
中

国

は
文
化

の
覇

者

に
な

っ
て
、

そ

の
文

明

に
よ

っ
て
世

界

を
統
治

す

る

と

マ
ー

テ
ィ

ン

・
ジ

ャ

ッ
ク
は
断

言

し

て

い

ま

す
。

中

国

は
今

日

す

で
に
世

界

と

い
う
舞
台

の
中

心

に
向

か

っ
て
歩

ん

で
お

り
ま
す
。

し

か
し
、
中

国

が

ど

の
方
向

に
発
展

し
続

け

る

の
か
、

こ

の
間

題

は
世
界

を
当
惑

さ
せ

て

い
ま

す
。

中

国

の
元
駐

フ
ラ

ン
ス
大

使

呉
建
民

氏

は
、
中

国

は
今

や
世
界
舞

台

の
中

心

ま

で
進

ん

で
い
る

の
に
、

世
界

は

そ

の
こ
と
を
受

け

入
れ

る
準
備

が

で
き

て

い
な

い
し
、

中
国
自

身

が
も

っ

と
準

備

を
欠

い
て

い
る
と

述

べ

て
お
り

ま
す

。
本
来

、

郵
小

平

が
策
定

し

た

国

策

は

「
目

立

た

な

い
よ
う

に
し

て
、
出

し

ゃ
ば

ら
ず

」

(
「
輻

光
養

晦

、
不
出

頭
」
)
、
周

縁

の
立
場

に
甘

ん

じ
、

集
中

し

て
経
済
建

設

に
取

り

組

む
と

い
う

も

の
で
す
。

二
〇

〇

八
年

に
金

融
危

機

が
勃
発

し
、

西
方

世

界

が
衰

退
し
始

め

て

い
る

の
に
対

し

て
、
中

国

は
高
速

発
展

を
続

け

て

い

る

こ
と

か
ら
、

世

界

は
急

に
中

国

に
注

目

し

て
き
ま

し
た
。

中

国

は
ア

メ

リ
カ
と

同

じ
く
ら

い
重
要

な

大
国

に
な

り

ま

し
た
。

と

こ
ろ

が
、
そ

れ

は

ど
ん
な

大
国

で
し

ょ
う

か
。

マ
ー

テ
ィ

ン

・
ジ

ヤ

ッ
ク

に
よ

れ
ば

中

国

は

文

明
大

国

と
し

て
勃
興

す

る
そ

う

で
す

が
、
中

国

の
文

明

と

は
ど

の
よ
う

な
文

明
な

の

で
し

ょ
う
か
。

中
国

が

ど

こ

へ
歩

ん

で
行

く

か

を
知

る
た

め

に
、
ま
ず

中

国

は
ど

こ
か

ら
歩

ん

で
き

た

か

を
理

解

し

な

け

れ

ば

な

り

ま

せ
ん
。

歴

史

学

者

と

し

て
、
今

日

私

は
清

朝
末

期

以
後

の
中

国

の
歴
史

か
ら
講
演

を

進

め
た

い
と

思

い
ま
す

。
延

々

一
世
紀
半

の
富

強

の
夢

に
は

ど

の
よ
う
な

歴
史
経

験

や

中国台頭の背後に251



許紀森氏は近現代中国における知識人の役割や位置 を

め ぐる優 れた研究で国際的 にも著名な思想史家 である

ばか りでな く、今 日の中国の論壇、知識人界に大 きな

影響をあたえてい るオピニオ ン ・リー ダーの一人で も

ある。今 回、愛知大学現代中国学会 は科研 費基盤研究

(B)「世紀交替期中国の文化転形に関す る言説分析的研

究」プロジェク トと共催で許紀森氏をお招 き し、2010

年3月16日 、愛知大学 車道校舎 で講演 して いただい

た。講演後、許氏の共同研究者であ る羅鋼氏 ・悦文尖

氏(い ずれ も華東師範大学中文系)に 補足的 なコメ ン

トいただき、質疑応答 も行った。 ここでは講演の際の

原稿 を訳出 した。(砂 山幸雄)

許紀森[XuJihn]

1957年 生 まれ。

華東師範大学歴 史系教授。

中国近現代思想 史。

教
訓

が

あ

る

の
か
、

つ

ま

り
歴
史

を

も

っ
て
未

来

を
展
望

す

る

こ
と

に

よ

っ
て
、

中

国

の
台
頭

の
意
味

に

つ
い
て
考

え

て

み

た

い

と

思

い
ま

す
。今

回

の
講
演

は
三

つ

の
方
面

に

つ
い
て
述

べ

ま

し

ょ
う
。
第

一
は
清

末

以
来

の
大

国

へ
の
夢

は

二

つ
の
夢

を
含

ん

で

い

た

と

い

う

こ
と

で

す
。
一
つ
は
富

強

の
夢
、

も

う

一
つ
は
文

明

の
夢

で
す

。

し
か

し
、
近

代

中
国

の
歴
史

の
大
部

分

で
は
、
ず

っ
と

一
つ
の

夢

が
も
う

一
つ
の
夢

を

覆

い
隠

す

状
態

に
な

っ

て
い
た
、

つ
ま

り
富

強

の
夢

が
文

明

の
夢

を

圧

倒

し

て
い
ま

し
た
。

第

二

は
富

強

の
夢

の
背

後

に
は
、

上

か
ら
下

ま

で

み
な
信

仰

し

て
い
る

イ
デ

オ

ロ
ギ

ー
が

あ

っ
た
と

い
う

こ
と

で
す
。

そ

れ

は

一
九

世
紀

末
、
中

国

に
輸

入
さ

れ
た

「優
勝

劣

敗
、

適
者

生
存

」

の
社

会
ダ

ー

ウ

ィ

ニ
ズ

ム

〔
社
会

ダ
ー

ウ

ィ

ン
主
義

、

社
会

進
化

論

〕

で
す
。

こ
の
イ

デ
オ

ロ
ギ

ー

は
大
き

く
中

国
社
会

や
中

国

人

の
精
神

状
態

を
変

え

、
ま

た
中

国

の
現
実

を
作

り
上

げ

た
わ

け

で
す
。

第

三
に
、

中

国
が
台

頭

し
た

後

、
最

も
核

心

に
な

る
問

題

は

い
か
に
富

強

か

ら
文

明

へ
歩

む

か
と

い
う

こ
と

で
す
。
中

国

に
と

っ
て
は
、
ど

の
よ
う

な
文

明

が
適
切

な

の

で
し

ょ
う

か
。
世

界

の
主
流

の
価

値

か
ら
離

れ
な

い

と

同
時

に
、

中

国

の
特

色

を

持

つ
文

明

と

は
ど

の
よ

う

な

も

の
な

の

で

し

ょ
う

か
。

社
会
ダ
ー
ウ
ィ

ニ
ズ
ム
は

い
か
に
中
国
を
変
え
た
か

富
強

は

一
種

の
追
求

で
す

か
ら

、

こ

の
追
求

に
は
精
神

の
動

力

が
要

り

ま
す
。

そ
れ

は
富

を
作

り

た

い
と

い
う
強

烈

な
欲
望

で
す
。
競

争

と
努
力

に
よ

っ
て
自

分

の
運
命

を
変

え
、

よ
り
多

く

の
物
質

的
財

産
を

獲
得

し

た

い
と

い
う

果

て
し
な

い
内

心

の
欲
望

で
す
。

こ
れ

は
ゲ

ー

テ
が
描

い
た
、

近
代

的

人

間

な

ら

で

は

の

フ

ァ
ウ

ス
ト
精

神

で
す
。

私

は

こ

の
数

年

間

ヨ
ー

ロ

ッ
パ

、

ア

ジ

ア
、
北

ア
メ

リ
カ

の
多

く

の
国

を

訪

問

し

ま

し

た

が
、

こ
の
永

遠

に
満

足
し

な

い
富

へ
の
欲

望
す

な

わ
ち

フ

ァ
ウ

ス
ト
精
神

は
最
初

西
欧

で
出

現

し
た

も

の

の
、

一
=

世
紀
前

後

に
な

る
と

、

な
ん

と

華

人
社

会

の
中

で

こ
そ
最

も
強

く
表

れ

て

い
る
と

い
う

こ
と
を

発
見

し

ま

し
た
。

昔

の
中

国
人

は

こ

の
よ
う

で
は
あ

り
ま

せ
ん

で
し
た
。

孔
子

の
末

喬

と

し

て
、

「義

」

を
重

ん

じ

て

「利

」

を
軽

ん
ず

る

儒

教

の
徒

と

し

て
、
中

国
人

は
物

質

や

生
活

を
軽

視

せ
ず
、

金

銭

も

重

視

は

す

る

も

の

252



の
、
富

裕

自
体

に
な

ん
ら
か

の
内

在

的

な
価
値

が

あ
る

と

は
思

っ
て
お
り

ま
せ

ん

で
し

た
。

富
裕

は
大
同

の
理

想

を
実

現
す

る
手
段

に
過

ぎ
ず

、
個

人
生

活

の
小

康

〔中

流
程
度

の
個

人

生
活

〕
、

つ
ま
り

一
定

の
恒
産

〔
固
定

資

産

〕

を
持

つ
の
は
、
た
だ
恒

心

〔
利
益

に

と
ら

わ
れ

な

い
安

定

し
た
心

境

〕

を
持

つ
た

め
、
個

人

の
徳
性

を

養
成

す

る
た

め

で
す
。

一
体

い
つ
か

ら
中

国
人

は
生

ま
れ
変

わ

っ
た
か

の
ご
と

く
徹
底

的

に
変

身

し
、
調

和
を

説
く

代

わ
り

に
競

争

を
重
視

し
、
法

家

の
富

国

強
兵

理
論

を
信

じ
、

永
遠

に
満

足

し
な

い
欲
望

の
追
求

を
信

じ

る

よ
う

に
な

っ
た

の

で
し

ょ
う
か
。

こ

の
変

化

は
清

末

か
ら
始

ま

っ
た

の
で
す
。

日
清

戦
争

で
日
本

に
負

け

て
か

ら
、

中

国

の
士

大

夫

た
ち

は

目
覚

め
始

め

ま

し

た
。

彼

ら

は
学

生

だ

っ
た

日
本

が
そ

れ
ま

で
先
生

だ

っ
た
大

清
帝

国
を

破

る

こ
と
が

で
き
た

の
は
、

脱
亜

入
欧

を
目
指

し
て
調

和

を
重

ん

じ
な
く

な

り
、
代

わ

り
に
競

争
、

優

勝
劣

敗

の
重

視

へ
と
転

向

し

た
た

め

だ
、
と

い
う

こ
と
を
発

見

し

ま

し
た

。

そ

し

て
、

一
九
世
紀

末

に
な

っ
て
進
化

論

は
厳

復

に
よ

っ
て
中

国

に
紹

介

さ

れ
、

た
ち
ま
ち

一
世

を

風
靡

し
ま

し

て
、
中

国
人

の
新

し

い

世

界
観

と

価
値

観

に
な
り
ま

し
た

。
ダ

ー

ウ

ィ

ン
の
進
化

論

は
自

然

界

の

進
化

を

研
究

対

象

と
し

て
お
り
ま

す
。

彼

に

は
た
く

さ

ん

の
信

徒

が

い
ま

し

た

が
、

例

え
ば
、

ト

ー

マ
ス

・
ハ
ク

ス
リ

ー
は
人

類

の
進
化

は
自

然
界

の
進
化

と

異

な
り

、
人
類
社
会

の
独
特

の
倫

理
規

則

に
従

う

と
論

じ

て
お

り

ま

す

。

も

う

一
人

の
信
徒

、

ス

ペ

ン
サ

ー

は

「
社

会

ダ

ー

ウ

ィ

ニ
ズ

ム
」

を
編

み
出

し
、
生
物

の
競
争

、
適

者
生

存

と

い
う
進

化
論

の
法

則

は

自

然
界

に
適

用
す

る
だ

け
で
は
な

く
、

人
類

社
会

の
進
化

に
も
適
用

で
き

る
と
主

張

し

て
お
り
ま

す
。

面
白

い

こ
と

に
、
厳

復

が
訳

し

た

の
は

バ
ク

ス
リ

ー

の

『
天
演
論

』

で
あ
る

の

に
、

訳
本

で
紹

介

さ

れ

て

い
る
の
は

ス

ペ
ン
サ
ー

の
社
会

ダ

ー

ウ

ィ

ニ
ズ

ム
で
す
。

進
化

論

が
中

国

に
輸

入

さ

れ

て

か
ら
、
全

中

国

は
そ

の
た

め
沸

き
立

ち

ま
し

て
、

み
な

は
競
争

が
世
界

の
公

理

で
あ
り

、
競

争

に
よ

る
し
か
国

家

の
復

興
も
、

個

人

の
進
歩

も

あ

り
え

な

い
と
信

じ

る
よ

う
に
な

り
ま

し
た
。

社
会

ダ

ー
ウ

ィ

ニ
ズ

ム
は
新

し

い
宇

宙
観

で
し
た
。

そ

れ

は
昔

の
儒
家

の
宇
宙

観

と

ど
う

い
う
違

い
が
あ

っ
た

の
で
し

ょ
う
か
。

儒
家

の
宇

宙
観

の
核

心

は
倫
理

道
徳

で
あ
り
、

天

に
は
徳
性

が
あ

る

の
で
人
類

社
会

も

調

和
的

な
倫

理
道

徳

を
守

ら
な

け
れ
ば

な

ら
な

い
と

し

て

い
ま

す
。

と

こ
ろ

が
、

進
化

論

は
違

い
ま

す
。
進

化
論

の
基

礎

は

ニ
ュ
ー

ト

ン
の
機
械

的

な

宇

宙
論

で
あ

り
、
世

界

の
核
心

は

も
う
徳

で
は
な

く

て
力

で
あ
り

、
調

和

で
は
な
く

て
競

争

と
な

り
ま

す
。
重

要
な

の
は
だ

れ
が
力

、
物

質

的
な

実

力

や
他
人

よ

り
強

い
生
存

能
力

が

あ

る
の
か
、

と

い
う

こ
と

で
す

。

こ
の

よ

う
な
様

々

な
力

さ
え
持

ち
合

わ

せ
れ
ば

、
競

争

の
勝
者

に
な

り
ま

す
。

日
清

戦
争

以
降

、
全

中

国

で
は
商

工
業

に
よ

っ
て
国
を
豊

か

に

す

る

「工

商
富

国
」

の
論

調

が
登

場

し
ま
し

た
。
清

末

の
知
識

人

で
あ

る
楊

度

は
、

金
鉄

主
義

を

唱
え

ま

し
た
。
金

は
黄

金
、

つ
ま
り
経

済

に
よ

っ
て
民

を
豊

か

に
す

る
、
商

工
業

を
発
展

さ

せ
よ
う

と

い
う

こ
と

で
す
。

鉄

は
軍
事

の

象
徴

で
あ
り

、

つ
ま
り

富
国
強

兵

の
道

で
行

か
な

け

れ
ば
な

ら

な

い
と

い

う

こ
と

で
す

。
楊
度

が
見
習

っ
た

の
は
当

時

の
ド

イ

ツ
の
鉄

血
宰

相

ビ

ス

マ
ル
ク

で
す

。

清

末

か
ら

今

日
ま

で

こ
の
追
求

は
中

断

し
た

こ
と

が
あ

り
ま

せ

ん
。
清

朝

か
ら
中

華

民
国

、

そ
し

て
中
華

人
民

共
和

国

ま

で
、

目
指

し

た
理

想

の

文

明

は
そ
れ

ぞ

れ
異

な

っ
て

い
た

に
も
か

か
わ

ら
ず

、

た
と
え

「文

革
」

時

代

で
す

ら
、

一
つ
の
こ
と
だ

け

は
諦

め

て

は

い
ま

せ

ん
。
す

な

わ
ち
富
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強

、
社

会
主
義

の
強
国

を
建

設

し
た

い
と

い
う
願
望

で
す

。
富
強

の
夢

の

裏

に
は

一
つ
の
原
動
力

が

あ
り

ま

し
た
。

そ

れ
は
す

な

わ
ち
競
争

で
す
。

こ

の
よ
う

な
強
権

の
世

界

で
自
分

の
居
場

所

を
確
保

す

る
に

は
、
実
力

が

な

け

れ
ば
な

り
ま
せ

ん
、
競

争

が
な

け
れ

ば

な
り

ま
せ

ん
。

清
末

の
梁
啓
超

は

『
強
権

論

』
と

い
う
文
章

を
書

き

ま
し
た
。

彼

に

よ

る
と
、

世
界

に
は
強
権

し

か
な

い
、

強
者

が
弱

者

を
支
配

す

る

こ
と

が
世

界

の
公

理

で
あ
り
、
世

界

は
強
者

し
か
認

め

な

い
と

い
い
ま
す
。

こ

の
観

念

は
清
末

か
ら

今

日
ま

で
続

き

、
今

後

も

広

が

り
続

け

る
と

思

わ

れ
ま

す
。

中

国
人

は
昔

か

ら

「権

力

」

と

「権

利

」
と

い
う

二

つ
の
概

念

を
混

同

し

て

い
ま

す
。
権
利

は
平
等

的

で
あ

り
、
権

力

は
不
平

等

で
す
。

と

こ

ろ
が
、

中
国

の
歴
史

は
権

利

の
伝
統

が
欠

け

て

お
り
、
地

位

が
高

い
ほ
ど

権

力

が
大
き

い
、
手

に
入

れ

る
特
権

も
多

く

な
り

ま
す
。

清
末

以
後

の
競

争

は
特
権

と
強
権

を
奪

い
取

る
た

め

で
あ
り

、
皆

は
平
等

の
権
利

を
追

求

す

る

よ
り
、
他

人
を
凌

ぐ

強
権

を
獲

得

し
た

か

っ
た
わ

け

で
す
。

強
権

し

か
認

め
な

い
今

日

の
世

界

で
は
、
富

強

は
激

し

い
競

争

の
結
果

の
よ

う

に

見

え
ま

す
。
国

が
富
強

で
あ

る

ほ
ど
、

民
衆

が
豊

か

で
あ
る

ほ
ど
、
社

会

の
不

平
等

は
か
え

っ
て
深

刻

に
な

り
、
平

等

の
人
権

か

ら
ま

す
ま
す
遠

ざ

か

り
、
強

権

の
論

理

は
ま

す

ま
す
横

暴

に
振

る
舞

い
ま

す
。

洋

務

運
動

の
時

期
、

重

心

は
や

は

り

「物
質

救

国
」

に
あ

り
、
物

(軍

隊

組

織

・
機
械

工
業
)

を

重
視

し

て
い
ま
し

た
。
康

有
為

・
梁
啓

超

の
維

新

運

動

に
な

る
と
、
重

点

は

「人

間
」

に
変

わ

り
ま
し

た
。
梁
啓

超

・
厳

復

ら
は

、
西
洋

の
強
さ

の
原

因

は
比

べ
よ
う

が
な

い
ほ
ど
圧
倒
的

な
物

質

力

以

外

に
、

よ
り
重
要

な

の
は
人

民

が
能

力

、
競
争

力

を
持

っ
て
い
る

か

ら
だ

と
気

づ
き

ま
し
た

。

昔

の
儒

家

の
伝

統

が
人

間

の
道

徳
力

を
重

ん

じ

て

い
た

の
に
対

し

て
、

い
ま

や
人

間

の
能
力

、

い
わ

ゆ

る

「核

心
的
競

争

力

」

の
強

調

に
転

じ

ま

し

た
。

「核

心
的

競

争

力

」

と

は

何

で
し

ょ
う

か
。

そ

れ

に
は

三
種
類

あ
り

ま
す
。

道
徳

力

や
知

力
、

体
力

で
す
。
道

徳

力

と
知
識

で
さ

え
競

争
力

の
た
ぐ

い
に
な

っ
て
し
ま

い
ま

し
た
。

こ
の
三

つ

の
面

と
も

優

れ

て
い
る
学
生

が
、

競
争

力

の
あ

る
人

間

だ
と
見

な

さ
れ

ま

す
。
従

っ
て
、
今

の
中

国

の
大
学

は
も
う

昔

の
書

院

や
古

典
的

な
大

学

の
よ
う

に
自

由

な
人
格

の
養
成

、
豊

か

な
学

識

に
重

き
を
置

い
て

は

い
ま

せ

ん
。
社

会

で
の
競

争
力

を
身

に
付

け

さ
せ

る
と

い
う
実
用

的
、

功
利

的

な

目
的

に
変

化

し

て
し

ま

い
ま
し

た
。

ス
ペ

ン
サ

ー

の
社
会

ダ

ー

ウ

ィ

ニ
ズ

ム
は

ひ
と

こ
と

で
言

う

と
、

「
早

く
頑

張

ら
な

い
と

お
し

ま

い
だ
」

と

い
う

こ
と

で
す
。
清

末

か

ら
今

日
ま

で
、

中

国
社

会

に
充

満

し

て

い
る

の

は
こ

の
よ
う

な
空
前

絶

後

の
競
争

的

な
雰

囲
気

で
す
。

こ
れ

は
ま

っ
た

く
中
国

人

を
変

え

て
し
ま

っ
て
、

そ

の

強
大

な
精

神

動
力

を
支

え

て

い
ま
す

。

こ

の
緊

張
感

の
裏

に
あ

る

の
は
、

立

ち
遅

れ

に
対
す

る
恐
怖

で
あ

り
、
淘

汰

さ

れ
る

こ
と

に
対

す

る
恐
怖

で

あ

り
、

さ

ら
に
、
富

強

に
な
り

た

い
、
人

の
上

に
立

つ
人

に
な
り

た

い
と

い
う
欲
望

で
す
。
個

人

の
運
命

を
変

え

よ
う

と
す

る
な

ら
、

ま
ず
能

力
抜

群

の
人

に
な

ら
な

け
れ
ば

な
り

ま

せ
ん
。

国
家

が
立

ち
遅

れ

て

い
る
た

め

に
他

国

に
虐
げ

ら

れ

て
い
る
状

況
を
変

え
よ

う
と
す

る
な
ら

、
同

じ
く

ま

ず
強

く

な
ら

な
け

れ
ば

な
ら
な

い
、

西
洋

と
同
様

な
物

質

力
、

国

民

の
生

存
能

力

や
競
争

力

を
持

た
な
け

れ
ば

な
り

ま

せ
ん
。

二

ど
う
し
て
富
強
は
文
明
を
圧
倒
し
た
か

中

国

の
大

国

へ
の
夢

の
内

容

に

は

「富
強

」

の
ほ
か

に
、

も
う

一
つ
、
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「文

明
」

が
あ

り

ま
す

。

清
末

以
後

、

厳
復

、
梁

啓
超

と

い

っ
た

啓
蒙

者

や
先

覚
者

は
文

明

を
も

提

唱

し

て

い
ま

す
。
彼

ら

は
西
洋

の
強

さ
、

ま

た

日
本

が
中

華
帝

国

を
打

ち
負

か
し

た

の
は
富
強

以
外

に
、

隠

さ
れ
た

要
因

と

し

て
文

明

が
あ

る

こ
と

を
発

見

し
ま

し
た
。

彼

ら
は
西

洋

が
伝

統

的
中

華
文

明

よ
り
高

度

な
近

代

文

明
を
持

っ
て

い
る
と
考

え
、

そ

の
文

明

が
彼

ら

の
理
想

の

一
つ
に
も
な

り

ま
し

た
。

そ
れ

で

は
、

ど
う

し

て
結
局

富

強

は
文

明

を
圧
倒

し

て
し

ま

っ
た

の
で

し

ょ
う

か
。

ま
ず

富
強

と

文

明

の
相
違
点

を

見

て
み
ま

し

ょ
う
。
富

強

は

三

つ
の
内

容

を
含

ん

で

い
ま

す
。

一
つ
目

は
洋

務
運

動

で
追
求

す

る
物
質

競

争
力

、

二

つ
目

は
先

ほ
ど
触

れ

た
国

民

の
競

争
能

力
、

そ

し

て
三

つ
目

は
制
度

的

な
合

理
化

、

あ

る

い
は
理
性
化

と

い
う

こ
と

で
す
。

清
末

の
政

治

改
革

運
動

か
ら
最

近

三
〇

年
間

の
改
革

開
放

ま

で
、
制

度

は
不
断

に
変

革

さ

れ

て
き

ま
し

た
。
制

度

の
改

革

は

い

っ
た

い
富

強

の
カ

テ
ゴ

リ

ー
に

属
す

る

の

で
し

ょ
う
か

、

そ
れ

と
も
文

明

の
カ

テ
ゴ
リ

ー

に
属

す

る

の

で

し

ょ
う

か
。

こ
れ

は
改

革

が
ど

の
程
度

ま

で
進

め
ら
れ

た
か

、

に
よ

り
ま

す
。

も

し
改
革

が
制

度

を
決

定

づ
け

る
核

心

価
値

に
触

れ
な

い
、
制

度

の

基
本

的

な

構

造

を

改

め

よ

う

と

は

し
な

い

で
、

た

だ
制

度

を

よ
り

う

ま

く
、

有
効

に
運
営

し
、

制
度

の
行
政
能

力
を
高

め
る
だ

け
な

ら
、

こ

の
改

革

は
文

明
と

は
関

係

が
あ

り

ま
せ
ん
。

ド

イ

ツ
の
大
思

想
家

マ

ッ
ク

ス

・

ウ

ェ
ー

バ

ー

の
分

析

に

よ
る

と
、

こ
れ
は
制
度

の
合
理

化
あ

る

い
は
理
性

化

と
呼

ば

れ

る
も

の

で
す

。

制
度

の
合

理
化

は
現
代

社
会

の
核

心
的

な
内

容

で
あ

り
、

二

つ
の
特

徴

を
持

っ
て

い
ま

す
。

一
つ
は

コ
ス
ト

と
利
益

の
比
率

を
計
算

す

る
会

計
制

度

で
あ

り

、
も

う

一
つ
は
中

性
的
、
非

人
格

化
的

で
、

ヒ

エ
ラ

ル
キ
ー
的

な
官
僚

制

で
す
。

前
者

は
会

計
学

で
あ
り
、

後
者

は
公

共
管

理
学

で
す
。

こ
の
制

度
的

秘
密

に
よ

っ
て
現
代

社
会

は
効

率
的

に
機

能

し
、

強

大
な
競

争
力

を
持

つ
よ

う

に
な
り

ま
し

た
。

し
か

も
、

こ

の
よ
う

な
効

率

と
理
性

を
重
視

す

る
制
度

的
合

理
化

は
、
様

々
な

イ
デ

オ

ロ
ギ

ー

や
政
治

体
制

と

結
合

で
き

ま
す
。

資
本

主
義

社
会

で
も
活

躍

で
き

る
し
、
社

会
主

義
社

会

で
も
活

用

で
き

ま
す

。
富
強

、

グ

ロ
ー

バ

ル
化

へ
の
参

入

、
効
率

の
向

上

や
核

心
競

争
力

の
獲

得
な

ど
を

目
指

す

な
ら
、

誰

で
も

こ

の
制
度

的
合

理

化

の
方
向

に
改

革

し
な
け

れ
ば

な

り
ま

せ
ん
。

制
度
的

合

理
化

と

は
、
国

家

と
社
会

の
す

べ
て

の
機
構

や

団
体

、

具
体
的

に
言

え
ば

、
行
政

・
司
法

機
関

、
軍

隊

か
ら

工
場
、

商
社

、

さ

ら
に

は
学

校
、

社
会

団
体

ま

で
、
企

業

の
制
度

を

用

い
て
配
置

し
直

し

た

り
改
革

し
た

り
す

る

こ
と

で
す

。

い

わ
ゆ

る

「白

い
猫

で
も

黒

い
猫

で
も
、

ネ
ズ

ミ
を
捕

ま

え
さ

え
す

れ
ば

い

い
猫

だ
」

(郡

小
平

の
名

言

)

と

い
う

こ
と

で
す
。

一
九
世

紀
末

か

ら

二

一
世
紀
初

め

ま

で
、
中

国

の
改
革

は
中

断

し
た

こ
と

は
あ
り

ま

せ
ん
が

、

ほ
と

ん

ど

の
改

革

が

文

明
問

題

と

価

値

問
題

に
関

わ

っ
て

い
な

い
う

え

に
、
政
治

参

加

の
基

礎

や
政

治

の
正
統

性

の
拡
大

と

も
関
係

が
あ

り
ま

せ

ん
。
改
革

の
目
的

は
た

だ
制
度

の
競
争

力

を
高

め
、
富

強

の
夢

を
実

現

す

る
た

め

で
す

。

こ

の
よ
う

な
改
革

は
非
政
治

化
、

脱
価

値
化

の
政

治
改

革

で
す
。

富
強

と

は
対

照
的

に
、
文

明

は

一
種

の
価
値
観

で
す
。

近
代
文

明

の
秘

密

を
、

厳
復

は
早
く

も

一
九
世

紀
末

に
は

っ
き

り
見

抜

き
ま

し
た
。

つ
ま

り

「自

由

を
基

本

と
し

て
、

民
主

で
補

う
」

と

い
う

こ
と

で
す
。
自

由

で

あ

れ
、
民

主

で
あ

れ
、
共

に
近

代

の
価

値
観

で
す
。

自
由

と

民
主

が
価
値

観

で
あ

る
と
言

う

の
は
、

自
由

と

民
主

が
人
類

の
生
活

に

お

い
て
最

も
追

中国台頭の背後に255



求

す

る
値

打

ち

が
あ

る
目
標

で
あ

り
、

か

け

が

え

の
な

い
内

在

価

値

を

持

っ
て

い
る

か
ら

で
す
。
自

由

と
民
主

の
社

会

の
な

か

で
し

か
、

人
間

は

尊

厳

が
守

ら

れ

る
人
間
的

な
生
活

を
過

ご

せ
な

い
の

で
す

。

こ
れ

こ
そ
文

明
的

な
生

活

で
す
。

も

ち

ろ
ん
、

富
強

も

ま
た
追
求

す

べ
き
価

値

で
す
。

し
か

し
、
富

強

と

文

明

と

で
は
ど

ち

ら
が

よ
り
価
値

が

あ

る

の
で
し

ょ
う
か

。
清

末

の
厳
復

と

梁
啓

超

は
、

西
洋

が
中

国

に
勝

っ
た
理
由

は
富

強

だ
け

で
は
な

く
、
文

明

も
あ

る
か
ら

だ

と
分

か

っ
て

い
ま

し
た
。

文

明

は
根

本

的

な
解

決

を

は

か

る

こ
と

が

で
き

る

の
で
、
と

て
も
重

要

で
す
。

し

か
し

、
当

時

の
中

国

は
国
力

が

あ
ま

り

に
衰

え

て
い
て
、
亡

国

の
危
機

に
瀕

し

て

い
ま

し
た
。

文

明

で
は

こ

の
急

場

を
救

え
ま

せ
ん
。

富
強

は

一
時
的

な
解

決

し

か

で
き

な

い
が

、
国

運

を
挽

回
す

る

こ
と
が

で
き

ま
す
。

ど

ち
ら

の
ほ
う

が
大
事

か

と
色

々
考

え

た
す

え
、

や

は
り
富
強

の
ほ
う

が
よ

り
重

要

だ
と

い
う
結

論

に

な

り

ま

し

た
。

当

時

の
中

国

に
と

っ

て
最

も

切

羽

詰

ま

っ
た
課

題

は
、

立

ち
遅

れ

て

い
る
た

め

に
虐

げ

ら
れ

る
状
況

を
変

え

、

一
刻

も

早
く

富

国

強
兵

を
実

現

し

て
国

民

の
競

争
力

を
高

め

る

こ
と

で
し
た
。

文

明
と

い
う

目
標

は
後

回

し

に
し

て
も

い
い
と

い
う
わ

け

で
す

。
中

国

に
多
大

の

影

響

を
与

え

た

日
本

の
啓
蒙

思
想

家
福

沢
諭

吉

の
言

い
方

で

い
う
と
、

文

明

は
究

極

の
目
標

で
あ

る
が
、

現
段
階

で
は
国
家

の
独

立

と
富
強

を
実

現

す

る
た

め

の
手

段

で
あ

る
に
過
ぎ

ず
、

手
段

的

な
価
値

し

か
持

っ
て
い
ま

せ
ん

で

し
た
。

当
時

、
富

強

が
文

明

を

圧
倒

し
た

の

に
は
、
も

う

一
つ
の
原
因

が

あ
り

ま

す
。

そ

れ

は
西

洋

の
も

つ

「
二

つ
の
顔
」

の
問
題

で
す
。

戊
戌

変
法

以

降

、
中

国

は
西

洋

を
先

生

と
し

て
学

ぶ
よ

う
に
な

り
ま

し

た
。

し
か

し
、

こ

の
先

生

は

い

つ
も
学

生

を
虐

め

て

い
ま

し
た
。

第

二
次

ア

ヘ
ン
戦

争

(
ア

ロ
ー

戦
争

)

の
際

、

円

明
園

を
焼

き

払

っ
て
し

ま

い
ま

し

た
。

西
洋

文

明

が

足

を
踏

み

入

れ
た

と

こ
ろ

は
、

ど

こ
で

も
血

と

火

に

な

り

ま

し

た

。

こ

の
こ
と

は
中
国

の
知

識
人

を
非

常

に
困
惑

さ

せ
ま

し
た
。

楊
度

は

清
末

に
お

い

て
最

も
思

慮
深

い
士

大
夫

の

一
人

で
し

た
。
彼

は
当

時

の
世

界

に

は
文

明

国
家

は
あ

る

も

の
の
、
文

明
世

界

は
な

い
、
世

界
各

国

は
そ

れ

ぞ
れ

国
内

で
文

明
を

唱

え

る
の
に
、

国
外

で
は
野
蛮

な
行
為

を
行

っ
て

い
る

こ
と
を
発

見

し
ま

し

た
。
楊
度

の
観

察

は
正
確

で
す
。

西
洋

の
政

治

学

に
は
、

こ
の
よ

う
な

公
然

の
秘
密

が
あ
り

ま
す

。
国
内

的

に

は

ロ

ッ
ク

主
義

を
掲

げ

て
自
由

平
等

を

説
く

一
方

で
、
対

外
的

に
は
ト

マ
ス

・
ホ

ッ

ブ

ズ

主
義

に

よ

っ
て
生
存

至

上
、
弱

肉
強

食

と

い
う
ジ

ャ

ン
グ

ル

の
法

則

に
従

い
ま

す
。

西

洋
世

界

の
東

方

へ
の
拡
張

の
裏

に

は
、
文

明

に
か

か
わ

る
理
由

が

あ

り
ま

す
。

つ
ま

り
、
自

分

た

ち
は
あ

な
た

が
た

よ
り
高

度

の
文

明

を
持

っ

て

い
る
、
自

分

た
ち

の
拡

張

は
文
明

人

の
野
蛮

人

に
対

す

る
征

服

で
あ

る

と

い
う

こ
と

で
す
。

西
洋

の
文

明

は
野
蛮

な
拡
張

に
よ

っ
て
実

現

さ
れ

た

の

で
す
。
従

っ
て

「近

代

」

の
西
洋

に

は
、

複
雑

に
交

錯

し

て

い
る

二

つ

の
顔

が
あ

り
ま

す
。
今

日

の
中

国

の
自

由
主

義
者

は
西

洋
人

の
も

つ
自
由

文

明

の

一
面

を
強

調

す

る

の
に
対

し

て
、
新

左
派

は
西

洋
人

の
野

蛮

な
拡

張

と
侵

略

の
側
面

に
批

判

の
目

を
向

け
ま
す

。
文

明
と

野
蛮

と

い
う

二

つ

の
顔

は
西
洋

の
内

部

に
お

い
て
も
絶

え
ず

衝

突

し
、
緊
張

を

は

ら
ん

で
い

ま

す
。

今

日

で
は
、
文

明

の
側
面

が
強
化

さ

れ

て
き

て
、

そ

の

一
方

で
植

民
地

主

義

の
野
蛮

な
側
面

は
し

だ

い
に
正
当
性

を
失

っ
て
、
隠

れ

た

か
た

ち

で
し

か
存
在

で
き
な

く
な

り
ま

し
た
。

し

か
し
、

一
九

世
紀

の
頃

に

は
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西
洋

人

は
露

骨

な
強

権

的
手

段

や
野

蛮

な
方

法
を

用

い
て
文
明

を
押

し
広

め
て

い
た

わ

け

で
す
。

西
洋

の
両

面

性

に
対

し

て
、
楊

度

は

こ
う
考
え

ま
し

た
。
西

洋

に
両
面

性

が
あ

る
以
上

、
我

々
も
両

面
性

で
対

処

し
な
け

れ
ば

な
ら
な

い
、

我

々

が
今

遭
遇

し

て

い
る
国

は
文

明

国

で
あ

り
、

我

々
も
文
明

的

に
な

ら
な
け

れ
ば

立
国

で

き
な

い
。

し

か
し

我

々
が

今

い
る
世
界

は
野
蛮

な

世
界

で
あ

り

、
野
蛮

で

な
け

れ
ば

生
存

で
き
な

い
、
と

。
言

い
換

え
れ
ば

、
中

国

は

相

手

の
や
り
方

に
対

し
、

同

じ
や

り
方

で
対
応

し

な
け

れ
ば

な

ら
な

い
、

文

明
を

も

っ
て
文

明

に
対
抗

し
、
野

蛮

を
も

っ
て
野
蛮

に
対

抗

す

る
と

い

う
わ
け

で
す
。

国
内

で
文

明
を

唱

え
、

国
外

で
野
蛮

に
振

る
舞

う
と

い
う

論

理
を
究

極

ま

で

つ
き

つ
め

る
と
、

外
交

が
内

政

を
決
定

す

る
と

い
う
結

果

に
な

り
ま

す
。
当

時

の
中

国

に
と

っ
て

は
、
国
家

と
民
族

の
滅

亡

の
危

機

を
乗

り
越

え

る

こ
と

が
当

面

の
急

務

で
し

た
。

そ

の
た

め

に
、
富
強

は

文

明

よ
り
急
務

で
あ

る
と

見
な

さ

れ
た

の

で
す
。

ム　
　

昨
年
中

国

で

は

『中

国

の
機

嫌

は
よ

く
な

い
』
と

い
う

ベ
ス
ト

セ
ラ

ー

が
出

ま
し
た
。

そ

の
作

者

た
ち

も

こ

の
論

理

の
持

ち

主

で
す
。
彼

ら
は

ア

メ
リ

カ
を
最

も
主

要

な
外
敵

と
見
な

し
、

中

国
は
今

「鱈
晦

」

つ
ま

り
能

力

を
隠

し

て
目
立

た

な

い
よ

う

に
す

る

と

い
う
政
策

を
止

め

る

べ
き

で
あ

る
、

言

い
た

い

こ
と

を

言

い
、

し

た

い
こ
と

を

す

れ
ば

い

い
と

言

い
ま

す
。

さ
ら

に
、
彼

ら

は
必

要

な
外
部

の
圧

力

を
獲
得

す

る
た

め
、

民
族

を

覚
醒

さ
せ

る
た

め

に
、
中

国

は
も

う

一
度

戦
争

に
負

け
な

け
れ

ば

な
ら

な

い
と

さ

え
主

張

し
ま

す

。

『
中

国

の
機
嫌

は
よ

く
な

い
』

の
作

者

た

ち

は

反
西

洋

の
急

先
鋒

の
よ

う

に
見

え
ま
す
。

し

か
し
、

実

は
彼

ら

は

西
洋

に

学
ん

だ
最
も

優
秀

な

学
生

で
あ

り
、

し

か
も
習

っ
た

の
は
野
蛮

と

い
う

一

九

世
紀

、

二
〇

世
紀

前
半

の
西

洋
文

明

の
最

も

よ
く
な

い
部

分

、
野

蛮

の

部

分

で
す
。

い
わ

ゆ

る

「青

は
藍

よ
り
出

て
藍

に
及
ば
ず

」

で
す
。

な
ぜ

か
と

い
う
と
、

あ

の
時
代

の
西

洋

の
野
蛮

性

は
ま

た
文

明

の

一
面

に
よ

っ

て
制
約

さ

れ

て

い
ま

し
た
。

し
か

し
、

『
中

国

の
機

嫌

は
よ

く

な

い
』

と

い
う
本

が
真
似

た

の

は
西

洋

の
強
権

の
論

理

で
し
か
あ

り
ま

せ
ん
。

そ

れ

は

「剣

を
持

っ
て
商

売

す
る

」
と

い
う

も

の

で
あ

り
、

西
洋

の
文

明
的
価

値

の
ほ

う

は
欲

し

が
ら
な

い
か
ら

で
す

。

も
し

二
〇
五

〇
年

に
本

当

に

マ
ー

テ

ィ

ン

・
ジ

ャ

ッ
ク
が

予
言

し
た

よ

う

に
、

中

国

が

ア
メ

リ

カ
を

圧

倒

し

世

界

の
覇

者

・
支

配

者

に
な

る
な

ら
、
そ

れ

は
ど

の
よ
う

な
勝
利

で
し

ょ
う

か
。
中

国
文

明

の
勝

利

で

し

ょ

う
か
、

そ
れ

と
も

西
洋
精

神

の
勝

利

で
し

ょ
う

か
。
も

し

か
し
た

ら
、

そ

の
時
、

西

洋

人

は

こ
う
笑

う

か
も

し
れ

ま

せ

ん
。

あ

な

た

は
実

力

面

で

我

々
を

征
服

し
た

と
思

っ
て

い
る
が

、
実

は
我

々

の
文

明

に
征
服

さ

れ
た

の
だ
、

し

か
も
す

で

に
時

代

遅

れ

に
な

っ
て
し
ま

っ
た
、
最

も
卑

劣

な

一

九

世
紀

帝
国
主

義
精

神

に
征

服

さ
れ

た

の
だ
、

と
。

そ
う

で
す
。

も

し

二

〇

五
〇

年

の
時

点

で
中

国

が
自

由

・
民
主

を
核

心
と

す

る
近
代
文

明

を
棄

て
、

一
九
世
紀

西

洋

の
富

強

精
神

し

か
学

ん

で

い
な

か

っ
た
と

し
た

ら
、

た
と

え
中
国

が
世

界

の
支
配

者

に
な

っ
た
と

し

て
も
、

結

局
、
精

神
面

の

勝

利
者

は
依
然

と

し

て
西
洋

で
す
。

も

し
強

い
て
こ
れ
を

中
国
文

明

の
勝

利
だ
と

強
弁

し
た

い
な
ら
、

そ

の
中

国
文

明

と

は

「外

見

の
美

と
実

質

が

よ
く

調
和

し

て

い
る
」

〔
「文

質
彬

彬

」
〕

儒

家

の
文

明

で

は
な
く

、
富

国

強

兵

に
熱
中

す

る
法
家

の
文

明

だ
と

い
う

こ
と

に
な
る

で
し

ょ
う
。

中

国

と
外

国

の
歴

史

は

我

々

に

次

の
よ

う
な

こ
と

を
教

え

て
く

れ

ま

す
。
文

明
不

在

の
富

強

は

恐

ろ

し

い
富

強

で
あ

り
、

短

命

な
富

強

で

あ

中国台頭の背後に257



り
、

見
か

け

は
強

そ
う

で
す

が
実

が
も

ろ
く

て
弱

い
、
魂

の
な

い
野

蛮

な

力

で
す
。
来

年

は
辛

亥
革

命
百

周
年

で
す
が
、
中

華

民
国

も
短

命

の
政
権

で
し

た
。

ど

う
し

て
短
命

だ

っ
た

の
で
し

ょ
う

か
。

そ
れ

は
民

国

の
誕
生

の
初

め
か

ら
文

明

が
解
体

さ

れ
、
強

権

し
か
認

め
な

か

っ
た

か
ら

で
す
。

魯

迅
先

生

は
当

時
辛

辣

な
指
摘

を

し
ま

し
た
。

お

お
よ

そ

の
意
味

は
、
奴

隷

所
有

者

に
支

配

さ
れ

る

の
は
ま

だ
ま

し
だ

が
、
奴

隷

が
支
配

す

る
よ

う

に
な

る
と

さ

ら

に
ひ
ど

い
、

と

い
う
も

の

で
す
。

民

国
初

期

の
中

国

社
会

は
秩
序

が
乱

れ

、

ま

る
で
ジ

ャ
ン
グ

ル
世

界

の
よ
う

に
弱

肉
強
食

の
法

則

に
従

っ
て

い
ま

し

た
。

兵
隊

や
兵

器
や
金

を
持

っ
て

い
る
勢

力

が
天

下

を

制

し

ま

し

た
。

ま

さ

に

「政

権

は
武

力

に
よ

っ
て
打

ち

立

て
ら

れ

る

」

(
「政
権

は
鉄
砲

か

ら
生

ま

れ
る
」

と

い
う
毛
沢

東

の
名

言

)

で
す
。

二
〇

こ

こ
う
め
い
ムヨ
　

世
紀

前

後

の
中

国

に
事
鴻

銘

と

い
う
文
化

的
怪
傑

が

い
ま

す
。
彼

は
早

く

も

清
末

に
中

国

が
文

明

の
下

り

坂

を
降

り

て

い
る

の

に
気

が

つ
き

ま

し

た
。

曽

国
藩

は
洋

務

運
動

の
草

分

け

で
あ
り
、
彼

は
ま
た
修

身

と
経

世

の

両
方

と

も
重

ん

じ

て

い
ま

し
た
。
曽

国
藩

の
人

材
を

選
ぶ
基

準

に

は
才
能

だ

け

で
は

な
く

、
道

徳
力

も

含

ま
れ

て

い
ま

し
た
。

と

こ
ろ

が
曽

国

藩

の

弟

子
李

鴻
章

と

な

る
と
、

道

徳
力

は
才
能

に
及
ぼ

ず

、
道

徳
上
数

多

く

の

非
難

を

受

け
ま

し
た

。
第

三
代

の
衰
世

凱

は
も

っ
と

ひ
ど
く

て
、
目

的

の

た

め
な

ら
手

段

を
選

ば
ず

、

権
勢

を
中

心
と

し

て
す

べ
て
を
処

理

し
ま

し

た
。

清
末

、

睾
鴻

銘

は
張

之

洞

の
幕

僚

で
し

た
が
、

張
之

洞

が

「中

国

の

伝
統

思

想

を

本
体

と

し
、

西
洋

の
科
学

技
術

を
導

入
し

よ

う
」

〔
中

学

を

体
と

し

、
西

学

を
用

と
す

る
〕

と
提
唱

し

て
も
、
事

は
賛
成

し
ま

せ
ん

で

し

た
。
彼

は

こ
う
指
摘

し

ま
す
。

西
洋
文

明

は
キ

リ

ス
ト

教
と

マ
キ

ャ
ベ

リ
ズ

ム

の
交

雑

で
生

ま

れ

た
怪

物

で
あ

り
、

最
後

に

は
権

勢

重
視

の

マ

キ

ャ
ベ
リ
ズ

ム

が
道
徳

重
視

の
キ

リ

ス
ト
教

を

必
ず

圧
倒

す

る
。

あ

な
た

(張

)

は

ま

だ
道
徳

心

が

あ

る

の

で

「中
体

西

用
論

」

を
維

持

で
き

る
か

も

し
れ

な

い
が
、

衰
世

凱

の
よ

う
な
卑

劣

な
者

が
権
力

を
握

る
と

、
中

国

に
対

す

る
危
害

は
卑

俗

な
李

鴻
章

よ

り
大

き

い
、

と
。

こ
の
指

摘

が
な

さ

れ

た

の
は
ま

だ
清
朝

の
時

で
す
。

残
念

な

こ
と

に
図
星

で
し
た
。

若
き
中

華

民
国

は
衰
世

凱

の
手

に
落

ち

、
軍

人
と
有

力
者

が
政
権

を

握
り

、
中
華

民

国

は
最

初

か
ら

こ
の
よ

う
な
政

治
伝

統

を
持

つ
よ
う

に
な

っ
て
し
ま

い

ま

し
た
。

嚢
世

凱

も
、

そ

の
反
対

者

で
あ

っ
た
孫
文

も

と
も

に
権
勢

を
妄

信

し
、
互

い
の
理
想

こ
そ
異

な

る
も

の

の
手
段

は
同

一
で
し

た
。
孫

文

は

〔蓑

世
凱
打

倒

の
た
め

の
〕

「
二
次

革
命

」
を
起

こ
す

に
あ
た

り
、

国
内
外

の
軍

事
力

を
借

り

て
革
命

を

立

て
直

そ
う
と

し

て
、

地
方

の
軍

閥

と
連
携

し
、

さ

ら
に

日
本

と
交
渉

す

る

た
め

に
奔
走

し
ま

し
た
。

革
命

者

で
あ

ろ

う

と
独
裁

者

で
あ

ろ
う

と
、

崇
拝

し
た

の
は
同

じ
、

つ
ま

り

「力
」

で
し

た
。

孫
文

は
五

四
運

動

が
勝

利

し

て
か

ら
よ

う
や

く
悟
り

ま

し
た
。

な

る

ほ

ど
、
武

力

に
頼

ら
ず

と
も

、
近
代

の
文

明
観

念

や
知
識

人

の
動
員

能
力

に
頼

っ
て
も
天

下

を
征
服

で
き

る
と
。

民
国
初

期

の
中
国

社
会

で
は
、

ど

の
階

層
も

す

べ

て

「力
」

と

い
う
社

会
ダ

ー
ウ

ィ

ニ
ズ

ム
が
尊

ぶ

も

の
を
崇
拝

し

て

い
ま

し
た

。
中

国
文

明

が

重
視

し

て
き
た

伝
統

的
な

倫

理
、
道

徳
、

価
値

は
冷

遇
さ

れ
ま

し
た

。
当

時
、

こ
の
よ

う
な

「力

の
政
治

」

に
対

し

て
、

最
も
鋭

敏

な
観
察

と

最
もと

深
刻
な
批
判
を
行
っ
た
の
は

『東
方
雑
誌
』
の
編
集
責
任
者
で
あ
っ
た
杜

あ

せ
ん

亜
泉

と
言

え

る

で
し

ょ
う

。

こ

の
文

化
保
守

主
義

者

は

一
九

一
〇
年
代

に

『
東

方
雑

誌

』

に
十

数
編

の
文
章

を

発
表

し
、

民

国
以

降

の
中

国

は

す

で

に

ジ

ャ
ン
グ

ル

の
世

界

に
な

っ
て
し
ま

い
、

動
物

の
よ
う

に
精
神

や
文

明
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を
無

視

し

て
競
争
ば

か

り
を
重
視

し

、
弱
肉

強

食
と

な

っ
て
し
ま

っ
た
と

集
中

的

に
批

判

し
ま
し

た
。

杜
亜

泉

は

さ
ら

に

こ
の
現
象

の
歴

史
的

な
原

因

を
分
析

し
ま

す
。

彼

に
よ

る
と

、

最
も
重

要

な
原

因

は

一
九

世
紀
末

以

降

、
欧

米

か
ら
中

国

に
伝

え
ら

れ

た

唯
物
論

が
物

質

し

か
重
視

し

て

い
な

い
か

ら

で
す
。

そ

の
物

質

至

上
主

義

は
最
初

洋
務

運

動

の
富
強

論

に
現

れ

、
続

い
て

「天
演

論

」
、
す

な

わ

ち

ス

ペ

ン
サ
ー
流

の
社
会

ダ

ー

ウ

ィ

ニ
ズ

ム

に
示
さ

れ
ま

し
た
。
物
質

主

義

が
人

々

の
心

に
浸
透

し

て
か
ら
、

宇

宙

に
神

は

い
な

い
、

人
間

に
は
魂

が
な

い
、
物

質

だ

け
が
万

能

で
あ

る

と

い
う
考

え
方

が
広

が
り
、

そ

の
上

に
残
酷

な
優

勝

劣
敗

説

が
加

え
ら
れ

ま

し

た
。

こ
の
よ
う
な
状

況

に
お

い
て

は
、

人

生

の
目
的

と

は
何

か
、
宇

宙

が
美

し

い
か
ど
う

か
と

い
う
よ

う

な
問
題

に
関

心

を
持

つ
人

が

い
な
く

な

り

、
す

べ
て

の
人

が
気

に
す

る

の
は
、

い
か

に
自

己
保

存
す

る

か
、
ど

う
や

っ
て
淘
汰

さ
れ

る
運
命

を
免

れ

る
か

と

い
う

よ
う

な

こ
と

に
な

り
ま

し
た

。

こ

の
よ
う
な
世

界

で
は
、
優

劣

に
し
か
関

心

が
向

け

ら
れ

な
く
な

り
、

善
悪

が
問

わ
れ
ず

、
教
育

は
競

争

の
練

習

場

に
な

り
、
激

し

い
競

争

の

は

て
に
殺
人

主
義

ま

で
に
な

っ
て
し
ま

い
ま

し
た

。

百

年
近

く

が
経

っ
た
今
、
杜

亜
泉

の
文
章

を
読

み
直

す
と
依

然
と

し

て

強

い
衝
撃

を
受

け

ま
す
。
市
場

経
済

が
興

っ
た
最

初

の
頃

、

み
な

は
市

場

経

済

に
対

し

て

ユ
ー
ト
ピ

ア
的

な

想
像

ば

か
り

し

て

い
ま
し

た
。
市

場
経

済

が
人

々

に
自

由

と
近
代
的

民
主

政
治

を

も
た

ら

し

て
く
れ

る
と
信

じ

て

い
た

の

で
す

。
し

か
し
、
市

場
経

済

は
ウ

ェ
ー

バ

ー
が
論

じ

る
制
度

的
合

理
化

の

一
種

に
過
ぎ
ず

、
様

々
な

政
治

体
制

と
結

合

で
き

る
の

で
、

よ

い

市
場

経

済
制
度

も

あ
れ
ば
悪

い
市

場
経

済
制

度

も
あ

る

と

い
う

こ
と
を
意

識

し
ま

せ

ん

で
し
た
。
中
国

が
十

数
年

間
歩

ん

で
き

た

の

は
最

も
悪

い
市

場
経

済

の
道

で
す
。

す
な

わ
ち
権

貴

(党

や
政
府

の
有

力
者

)

主
導

の
資

本

主

義

の
道

で
す
。

資

本
主
義

の
裏

に

は
、

永
遠

に
満
足

し

な

い
フ

ァ
ウ

ス
ト
精
神

が
あ
り

ま
す

。

こ

の
精

神

は
社
会

ダ
ー

ウ

ィ

ニ
ズ

ム
と
結

合

し

て
中

国

に

め
ざ

ま

し

い
発

展

と

日

進

月
歩

の
富

強

を

も
た

ら

し

て

く

れ

ま

し
た
。

と

こ

ろ

が
、
章

太

炎

が
言

う
よ

う
に
、
歴

史

の
進
化

と

い
う

の

は
善

が
進
化

す

る

一
方

で
、

悪

も

ま

た
進

化

し

ま

す
。

つ
ま

り

「
正

義

の
力

が
強

く
な

れ

ば

、

そ

れ
だ

け
邪
悪

な
勢

力
も
強

く

な

る
」
と

い
う

こ
と

で
す

。
社
会

が

豊

か
に
な

っ
て

い
く
と

同
時

に
、

物
質

へ
の
欲
望

が
溢

れ

る
拝

金
主
義

の

社

会

に
変

わ

り
ま

し
た
。

人

は
そ
れ

ぞ
れ
独

立

し
た
個

体

で
あ
り
、

お
互

い
に
隔
絶

し

て
、
有

機
的

な
繋

が
り

が
欠

け

て

い
る
原
子

化

さ
れ

た
個
人

で
す

。

こ

の
よ
う

な
個
人

は
基
本

的

な
生
存

と
発

展

の
た

め
に
日

々
苦
心

惨
憺

し

つ

つ
壮

絶

な
競
争

を
繰

り
広
げ

て

い
ま

す
。
競

争

の
秩

序

を
守

る

た

め
に
、

各
種

の
利
益

を
超
越

す

る
よ

う
な
絶

対
的
権

威

を
持

つ
政

府

が

必
要

に

な
り

ま
す

。
政
府

の
権
威

の
正
当

性

は
、

し

っ
か
り

と
し

た
社
会

的
基

礎

に

よ

っ
て
保
証

さ
れ

ま
す
。

こ
の
社
会

的
基

礎

と

は
広

範

囲

に
広

ま

っ
た

利

己

主

義

(
エ
ゴ
イ

ズ

ム
)
で
す
。

ほ

と

ん
ど

の
国

民

は
次

の
二

種
類

の
性

格

だ

け

で
概
括

す

る

こ
と

が

で
き

ま
す
。

そ

の
二
種
と

は
楊
朱

〔
中

国

戦

国
時

代

の
思

想
家

で
、

個

人
主

義

的

な
自
愛

説

を
主

張

し
た

〕

か
、

さ

も
な

け

れ
ば
社
会

的
価

値

を
軽
蔑

す

る

シ

ニ
カ

ル
な
犬
儒

〔古

代

ギ

リ

シ

ャ
の
哲
学

者

の

一
派

で
、
無

為
自

然

を
理

想
と

し

て
、
世

俗
的

価

値

を
軽

蔑

し

た

〕

で
す
。

楊
朱

は
徹

底

的

な
利

己

主

義
者

で
あ

り
、

「自

分

の
た

め

を
図

ら
な

い
人

に
は
天
地

の
罰

が
当

た

る
」

と

い
う
考

え

を
持

ち

、
社

会

の
た

め

に
自

己

の
利
益

を

い
さ

さ
か

で
も
犠

牲

に
し
よ
う

と

は
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し

ま
せ
ん
。

も
う

一
部
分

の
人

々
は
、
頭

が
わ

り
と
冷

め

て
お
り

、

こ
の

よ
う

な
社
会

は
お
か

し

い
と
見

抜

い
て

い
る
も

の

の
、

社
会

を
変

え

る

こ

と

は

で
き
な

い
と
思

っ
て
無
力

感

に
陥

っ
て

い
ま
す
。

で
は
ど
う

す

れ
ば

い

い
で
し

ょ
う
か
。

結

局

犬

儒

に
な

る

し

か

あ

り

ま

せ
ん
。

身

を

清

く

保

っ
て
悪

に
染

ま

ら
ず

、

個

人

の
道
徳

修

養

の

み

に
専
念

す

る
わ

け

で

す
。民

国
初

期

か
ら
す

で

に

こ

の
よ

う
な
社

会

が
形

成

さ
れ
始

め
、

し

か
も

精

神

と
倫
理

の
価
値

は
ま

す

ま
す
重

要
視

さ
れ

な
く

な
り
ま

す
。
重

要

な

の

は
衣
食

で
す
。
国
力

が
強
大

に
な

る

こ
と

、
国

民

の
生
活

が
豊

か

に
な

る

こ
と
、

こ
れ
が
我

々

の
今

日

の
主
流

イ

デ
オ

ロ
ギ

ー
す
な

わ
ち

発
展

主

義

的

な
イ
デ

オ

ロ
ギ

ー

で
す
。

し

か
も

、

こ

の
発

展
主

義
的

な
イ

デ
オ

ロ

ギ

ー

は
民
衆

の
中

で
非

常

に
大

き

な
影
響

力

を
持

っ
て

い
ま

す
。

民
衆

の

中

で
流
行

っ
て

い
る
の

は
消
費

主

義

の
イ

デ
オ

ロ
ギ

ー

で
す

。
人
生

は
衣

食

の
た
め

で
あ

り
、

お
金

が
あ
れ
ば

、

い

い
生
活

も

で
き

る
し
尊
厳

も

得

る

こ
と

が

で
き

ま
す
。

今

日

の
中

国

で
は

ど
ん

な
人

が
尊
厳

を
も

っ
て

い

る

で
し

ょ
う

か
。

判
断

基

準

は
道
徳

心

を
持

っ
て

い
る
か
ど

う
か
、

知
識

や
高

尚

な
精

神

を
持

っ
て

い
る
か

ど
う

か
と

い
う

こ
と

で
は
な
く
、

重
要

な

の
は
何

の
ブ

ラ

ン
ド

の
服

を
着

て

い
る

か
、
車

を
運
転

し

て

い
る
か

、

ど

ん
な
車

を
持

っ
て
い

る

か
、

マ
ン
シ

ョ

ン
を
持

っ
て

い
る
か
、

ど
ん

な

マ
ン
シ

ョ
ン
に
住

ん

で

い

る
か
、

と

い
う

よ
う

な

こ
と

で
す
。

こ
れ
ら

は

い
ず

れ
も
社

会

に
出

て
か

ら
人
か

ら
尊
重

さ

れ

る
か
否

か

の
基

準

で
す
。

こ
れ
ら

は
消
費

主
義

と

呼

ば

れ
ま

す
。
多

く

消
費

す

れ
ば

す

る
ほ

ど
、
高

炭
素

生
活

を
す
れ
ば

す

る

ほ
ど
、

身
分

は
高

ま
り

、
尊
重

さ

れ
ま
す

。

こ

の
消

費

主
義

は
ち

ょ
う

ど

国

家

の
発

展
主

義

イ
デ

オ

ロ
ギ

ー

と
補

い
合

い
、
場
合

に
よ

っ
て
は

一
体

化

し

て

い
ま
す

。

と

こ
ろ
が
、
倫

理

的
、
精

神

的

な

も

の
、

核
心
的

価
値

と

は
何

か
、

人
間

の
生
き

る
意
義

は
何

か

な

ど

は
も

う
重
要

で
は
な
く

な

っ
た

よ
う

で
す
。

中

国

は
か

つ
て

〔
民
国
時

代
初

期

〕

こ

の
よ
う

な
状
況

に
陥

っ
て

い
ま

し

た
。
不

幸
な

こ
と

に

こ
の
よ

う
な
歴

史

が
今

日
再

び
繰

り
返

さ

れ

て

い

ま
す

。

し
か
も

前
よ

り

一
層

ひ
ど
く

な
り

、
極

端

な
か

た
ち

で
繰

り
返

さ

れ

て

い
ま
す
。

一
世
紀

半

の
あ

い
だ

、
中

国

は
ず

っ
と
強

国
化

の
夢

を
追

い
か
け
続

け

て

い
ま

す
。

こ
れ

は
間
違

っ
て

い
ま

せ
ん
。

今

や
そ

の
夢

は

も

う
実

現
さ

れ
た
よ

う

で
す
が
、

も

う

一
つ
の
よ

り
重
要

な
も

の
が
忘

れ

ら

れ
ま

し
た
。

そ
れ

は
文

明

で
す

。

三

中
国
に
災
要
な
の
は
ど
の
よ
う
な
文
明
か

民

国
初

期

が

こ
ん
な

に
混

乱
し

て

い
た

の

で
、
も

ち

ろ
ん
知
識

人

も
反

省

す

る
精
神

を
持

っ
て

い
ま

し
た

。
杜

亜
泉

に
始

ま

っ
て
、
陳

独
秀

た
ち

も
し

だ

い
に

こ
の
問
題

に
気

が
付

き
ま

し

た
。
彼

ら

は
富
強

だ

け

で
は

い

け
な

い
、
文

明

も
必
要

だ
と
認

識

し
ま

し

た
。
五

四
運

動

の
時
代

、
議

論

の
核

心
問
題

は
富

強

で
も
な

け
れ
ば

啓
蒙

で
も

あ
り

ま
せ

ん

で
し
た
。

陳

独

秀

の
言
葉

で
言

う
と
議

論

の
対
象

と

な

っ
て

い
た

の
は
倫

理

の
自

覚

、

倫

理

問
題

で
す
。

具
体
的

に
言

え
ば

我

々

に
は

ど
ん

な
文

明

が
必

要

か
、

西

洋
文

明

か
、

そ
れ
と

も
中
国

文

明
と

西
洋
文

明

を
調

和

さ
せ
た

第

三

の

文

明

か
、

と

い
う
よ
う

な
問
題

で
す
。

し
か

し
彼

ら

が
ど
ん

な
文

明
を

求

め

て

い
た

に
せ

よ
、

ま
ず

私

た
ち

が
見
出

し

う

る

の
は
、

五

四
運

動

の
時

期

の
最

も
大

き
な
自

覚

と
は
、

文
明

の
問

題

が
初

め

て
重

要
視

さ

れ
、

核

心

問
題

に
な

っ
た

と

い
う

こ
と

で
す

。
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昨
年

は
五
四
運

動

の
九
十

周

年

で
し

た
。
五

四
運

動
を
単

な

る
愛

国

運

動

と
考

え
て

は
い
け

ま
せ

ん
。

五

四

運
動

は
実

際

は
世
界
主

義

の
運
動

で

し
た
。
運

動

の
参

加
者

が
要

求

し

た

の
は
中
国

の
権

利
と
利

益

だ
け

で
は

な
く
、
世

界
天
下

の
公
理

、

つ
ま

り

文

明
も
要

求

し
ま
し

た
。

パ
リ
講

和

会

議

が
公
正

で
は
な

か

っ
た

の
は

、

中
国

の
国

家
利
益

を
侵

犯

し
た

た
め

だ
け

で
は
な
く
、

世

界

の
公

理

に
違

反

し

て

い
た

こ
と
、

し
か

も

こ

の
公

理
が
西

洋
人

に
よ

っ
て
提

出

さ
れ

た

も

の
だ

っ
た
と

い
う
理

由

に
も

よ

る

の

で
す
。

五

四
運

動

の
学

生

宣

言

を
読

み
直

せ
ば

分

か

る

と
思

い
ま

す

が
、

そ

の
宣
言

に

は

っ
き

り

と
天

下

の
普

遍
的

価
値

、
文

明
を
求

め

る
と

書

い
て
あ
り
ま

す
。

五

四
愛

国
運

動

の
核

心

は
実

は
世
界
主

義

の
文

明
を

獲

得

す

る
た

め

の
運

動

だ

っ
た

の

で
す
。

五

四
運
動

前

後

に

な

っ
て
、

強

国

へ
の
夢

は

一
時

的

に
復

活

し
ま

し

た
。

一
世
紀
近

く
前

、
胡

適

は

ア

メ
リ

カ

に
留

学

し

て
い
ま
し

た
。
若

き

胡
適

は
社
会
ダ

ー

ウ

ィ

ニ
ズ

ム
の
忠

実

な
崇
拝

者

で
あ
り
、

自
分

の
名

前

ま

で
変

え

ま

し
た

〔
胡

適

は

「
適

者

生

存

」

の
適

を
自

ら

の
名

に
と

っ

た

〕
。

ア
メ
リ

カ

に
行

っ
て

か
ら

、
彼

は
や

っ
と

こ

の
夢

か

ら
覚

め

ま

し

た
。

一
九

一
四
年

か
ら

一
九

一
八
年

ま

で
、

ヨ
ー

ロ
ッ
パ
を
主

戦
場

に
第

一
次
世
界
大

戦
が
行

わ

れ

て

い
ま
し

た
。

こ

の
戦
争

に

よ

っ
て
胡
適

は
、

強

国

の
夢
、
富

強

の
夢

が
人

類

に
も

た

ら
す

も

の
は
破
滅

だ
と

い
う

こ
と

を

悟

っ
た

の
で
し
た
。

当
時

の
日
記

に
胡

適

は

こ
う
書

い

て
い
ま
す

。

ナ

ポ

レ
オ

ン
は
か

つ
て
中

国

を
眠

れ

る
獅

子

に
喩

え
、

獅
子

が
目

覚

め
た

ら

世

界

は
驚

愕

す

る
と

書

い
た

と

い
う
。

そ

の
た

め
我

々

は
今

日
中

国

を

「眠

れ

る
獅

子
」

と
喩

え

る
よ

う

に
な

っ
て

い
る

が
、

そ
れ

は
妥

当

で
は

な

い
。

む
し

ろ

「眠

れ

る
美
人

」
と

呼

ぶ

べ
き

で
は
な

い
か
。

悠
久

な

る

歴

史

を
有

す

る
文

明

の
国
と

し

て
、

中

国
が
世

界

に
貢
献

す

る

の
は
武

力

で
あ

る

は
ず

が

な

い
。
文

物
風

教

、

つ
ま
り
中

国

の
文

明

で
な
け

れ
ば

な

ら
な

い
、

と
。

中

国

の
台
頭

は

つ
ま

る
と

こ
ろ
富

強

か

ら
文

明

へ
進

ま
な

け

れ
ぼ

な

り

ま

せ
ん
。

し
か

し
問
題

は
中

国
が

ど

の
よ
う

な
文

明

に
進
む

の
か
と

い
う

こ
と

で
す
。
西

洋

に
対
抗

す

る
閉

鎖
的

な
文

明

か
、
西

洋

の
ビ

ジ

ョ
ン
と

解

け
合

う
よ

う
な
開
放

的

な
文

明

か
。

も

ち

ろ
ん
中

国

は
西

洋
文

明

の
不

器
用

な
追

随
者

に
な

る
わ

け
が
な

く
、

普
遍

的

な
文

明

の
規

範

の
中

で
、

中

国
自

身

の
道

を
歩

ま

な

け

れ
ば

な
り

ま

せ

ん
。

ハ
ン

テ

ィ

ン
ト

ン
は

『
文

明

の
衝

突

と
世

界
秩

序

の
再
創

造

』

に
お

い
て
、

普

遍
的

な
文

明

に

対

す
る

二
種
類

の
解
釈

を

明
確

に
区
分

し

て

い
ま
す

。

一
つ
は
イ

デ
オ

ロ

ギ

ー

の
冷

戦
、

あ

る

い
は

二
項
対

立
的

な

「伝

統

と
近
代

」
と

い
う
分
析

枠

組

み

の
中

で
、
普

遍

的
文

明

を
、

西

洋

を

規
範

と

し
非

西

洋

世

界

の

国

々
が
模

倣

す

る
に
値

す

る
文

明

で
あ

る
と
解

釈

し
ま

す
。

も
う

一
つ
は

文

明

の
多

元
性

と

い
う
理
解

の
枠

組

み

の
中

で
、
普

遍
的

文

明
を

、
そ

れ

ぞ
れ

の
具
体
的

な
文

明
と
文

化

共
同

体

が
と

も

に
認
め

る
公

共
価

値

で
あ

り
、
ま

た

そ
れ
ぞ

れ

の
文

明

・
文

化

が
共

有

し

た
り
、

重
層

し
た

り

し

て

い

る
社

会
文

化

制

度

で

あ

る
と

定

義

し

ま

す
。

一
九

九

〇
年

代

半

ば

以

前

、
中

国

の
思

想

界

が
ま

だ

冷

戦
的

思

考

と
近

代

化

モ
デ

ル

の
な

か

で

眠

っ
て

い
た
時
、

西
洋
中

心
主

義

は
確

か

に

一
時

中
国

人

の
ナ

イ
ー
ブ

な

心
を
支

配

し

て

い
ま

し
た
。

こ

の
十
年

来

、

「反
省

的

近
代

性

」

と

い
う

考

え
方

が

登
場

す
る

よ
う

に
な

る
と
、

普
遍

的

文
明

の
内
実

も
内

在
的

変

化

を
遂

げ

ま

し
た
。
西
洋

は
東

洋

と
同

じ

よ
う

に
、

た
く

さ

ん

の
文

明

の

中

の

一
種

に
過
ぎ

ま

せ
ん
。
普

遍

的
文

明

と

は
、

そ
れ

ぞ
れ

の
独
自

性
を

中国台頭の背後に261



持

っ
て

い
る
様

々
な

文
明

の
重

な

り
合

う
部
分

で
あ
り
、

人
類

の
平

和

共

存
と
健

康
的

な

発
展

を
実

現

さ
せ

る
基
本

的

な
価
値

で
す
。
普

遍
的

文

明

と

は
変

わ

ら
な

い
固

定
的

な
要

素

で

は
な
く
、

時
代

が
変

わ

り
、

よ
り
多

く

の
文

明

が
参

入
す

る

に

つ
れ

て
、
そ

の
内
実

も
常

に
再

構
築

さ

れ

て

い

ま
す
。

普
遍

的
文

明

は
動

態
的

、

歴
史
的

で
あ
る

と
同
時

に
、

そ

の
境

界

は
決

し

て
曖

昧

で
任

意

の
解

釈

や

敷
術

を
許

す
も

の

で
は
あ

り
ま

せ
ん

。

神

や
天
命

と

い

っ
た
様

々
な
超

越

的
世

界
が
解

体

さ
れ

た
後
、

普
遍

的
文

明
は
啓
蒙

の
深

い
刻

印
を

持

つ
よ

う

に
な
り

ま
す
。
文

明

は
人

間

の
条
件

を
守

る
制

度
的

な

保
障

で
あ

り
、

人
間

の
尊
厳

が
必

要
と

す

る
自

由

平
等

を
守

る
も

の

で
も

あ

り
ま

す
。

そ

の
具
体

的

な
内

容

は
す

で
に
国
連

の
人

権
規

約

に
記

さ

れ
、
多

数

の
国

が

調
印
批

准

し

て
、

人
類

の
核

心
価

値

と

な

っ
て

い
ま

す
。

も
ち

ろ
ん
、

こ
れ

ら

の
核
心

価

値
を

ど

の
よ
う

に
理
解

す

る
か
、
各

種

の
価

値

の
実
践

の
優
先

順

位

を
ど

の
よ

う

に
決

め

る
か
、

そ

れ
ぞ
れ

の
文

明

と
国

に
よ

っ
て
多

様

な

歴
史

的
実

践

が
あ

り
う

る
と
思

わ

れ
ま
す

が
、

ど
の
よ

う
な

モ
ダ

ニ
テ

ィ

の
実

験

で
あ

っ
て
も
、
普
遍

的

な
文

明

の
核

心

価
値

か
ら

大
き

く
逸

脱

し

て
は
な

ら
ず
、

ま

た
破

壊
的

な
挑

戦

に
な

っ
て

も

い
け
ま

せ
ん

。

ど

ん
な

国

で
も

、

モ
ダ

ニ
テ
ィ
を

め
ぐ

る
試
行

錯

誤

は

普
遍

的
文

明

の

べ
ー

ス

ラ
イ

ン
に
挑

戦

す
る

こ
と

は
で
き

ま

せ
ん
。

そ

の

代
わ

り

に
な
す

べ
き

こ
と

は
、

積
極

的

に
普
遍
的

文

明
と
対

話

を
行

い
、

世
界

の
主
流

の
価
値

と

融

合

す

る
な
か

で
自

ら

の
文

明

の
独

自
性

を
発

展

さ
せ
、

普
遍

的
文

明

の
内

包

を
拡

大
す

る

こ
と

で
す
。

中

国

は
す

で

に
経

済

面

の
台

頭

を

遂
げ

ま

し
た
。

し
か

し
、

更

な

る

「文
明

的
台

頭
」
に

つ
い

て
、
中

国

は
準
備

を
整

え

て

い
る
で
し

ょ
う

か
。

元
朝
末

期
、

江
南

を
手

中

に
収

め

た
朱
元

璋

〔
農

民
反
乱

の
指

導
者

か

ら

明
朝

の
創
立

者
、
初

代

皇
帝

と

な

っ
た
〕

は

一
刻

も
早

く
覇
を

称

え
よ
う

と

し
ま
し

た
。

そ

こ
で
策
士

の
朱

升

に
意

見

を
求

め
た

と

こ
ろ
、
朱

升

は

「城
壁

を
高

く
築

き
、

食
料

を

し

っ
か

り
貯

め
、

王

を
称

す

る

の
は

あ
と

に
す

べ
し
」

と

ア
ド

バ
イ

ス
し

ま

し
た
。

二

一
世
紀

の
中

国

に
は
チ

ャ
ン

ス
と
危

機

が
共

存

し

て

い
ま

す
。

最

も
慎
重

な
態

度

は
や

は
り

「食
料

を

し

っ
か
り
貯

め
、

王
を
称

し
な

い
」

に
過
ぎ

る
も

の
は
あ

り
ま

せ
ん
。

こ

の

「食

料
」

と

は
世

界

の
主
流

の
価
値

と
接

続
す

る
精
神

文

明

と
政
治

文

明

で
す
。
中
国

が

王

に
な
れ

る
か

ど

う
か

に

つ

い
て
は
、
天

命

に
さ

か
ら

う

こ
と

は

で
き

な

い
の
で
、
神

様

に

お
任

せ
し
ま

し

ょ
う
。
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国
統

治

世

界
l

I
中

国
的

堀

起
和

西

方

世

界

的
衰

落

』

北

京

川
中

信

出
版

社

、

二
〇

一
〇

年

。

〈2
>

宋
暁
軍
、
王
小
東
、
黄
紀
蘇
、
宋

強
、劉

仰

『
中
国
不
高

興
i

大
時

代
、
大
目
標
及
我
椚
的
内
憂
外
患
』
江
蘇
人
民
出
版
社
、

二
〇
〇
九
年
。

〈
3
>

睾
鴻
銘

は

一
八
五
七
年
、
イ
ギ
リ
ス
海
峡
植
民
地

(現
在
の

マ
レ
ー

シ
ア
V

の
ペ
ナ
ン
に
富
裕
な
華
僑

の
子
と
し

て
生
ま
れ
た
。

エ
ジ

ン
バ
ラ

大
学

(
イ
ギ

リ

ス
)

で
西
洋
文

学
を
、
ま
た
ラ
イ
プ

チ
ヒ
大
学

(
ド
イ

ツ
)
で
土
木

工
学
を
学
ん
だ

の
ち
、
中
国

に
お
も
む
き
中
国
古
典

を
学

び
、

一
八
八
五
年

か
ら
長

く
張
之

洞

の
幕
僚

を

つ
と
め

る

一
方
、
『
論

語
』
な
ど
の
四
書

の
英
訳
も
行

っ
た
。
民
国
成
立
後

の

一
九

一
五
年
北
京

大
学

で
英
文
学
な
ど
を
講
じ
た
が
、
五

四
新
文
化
運
動

に
反
対
す

る
復
古

主
義
者

で
あ

っ
た
。

一
九

二
八
年

没
。
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