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３
月
２０
日
、
３
級
試
験
に
参
加

し
ま
し
た
。
歴
史
、
地
理
、
政
治
、

経
済
、
食
習
慣
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
の

問
題
が
あ
り
ま
し
た
。
歴
史
、
各

民
族
の
食
習
慣
の
問
題
に
一
番

興
味
が
あ
り
ま
し
た
。
今
度
の
問

題
の
難
易
度
は
普
通
で
し
た
。
本

を
読
ん
で
、
た
く
さ
ん
の
知
識
を

得
ま
し
た
。
私
は
楽
し
か
っ
た
で

す
。
来
年
は
２
級
試
験
に
参
加
す

る
機
会
が
あ
り
ま
す
よ
う
に
。 

 

Ｋ
Ｙ 

  

私
は
３
級
の
検
定
に
参
加
し
ま

し
た
。
監
督
の
先
生
や
受
験
の
み

な
さ
ん
は
親
切
で
、
雰
囲
気
は
と

て
も
い
い
と
思
い
ま
す
。
問
題
は
ち

ょ
っ
と
難
し
か
っ
た
で
す
が
、
検
定

の
た
め
に
備
え
た
問
題
集
は
役
に

立
っ
た
と
思
い
ま
す
。
次
も
ぜ
ひ

参
加
し
た
い
と
思
い
ま
し
た
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

張 

浩
楠 

 

私
は
、
日
本
語
教
室
の
先
生
の

紹
介
で
、
中
国
百
科
検
定
の
３
級

を
受
験
し
ま
し
た
。
復
習
の
時
は

検
定
問
題
集
を
や
り
ま
し
た
。
私

は
中
国
人
な
の
に
、
中
の
た
く
さ

ん
の
問
題
は
わ
か
り
ま
せ
ん
で
し

中
国
へた
だ
の
見
学
で
は
な
く 

文
字
が
読
め
な
く
て
大
変
苦

労
し
ま
し
た
が
、
少
し
勉
強
し
た

く
な
り
ま
し
た
。
本
を
買
い
ま
し

た
の
で
し
っ
か
り
読
む
つ
も
り
で

す
。 中

国
へ
は
何
度
か
行
き
ま
し
た

が
、
た
だ
の
見
学
で
な
く
、
今
度
は

知
識
を
入
れ
て
い
き
た
い
と
思
い

ま
す
。 

選
択
す
る
。
そ
れ
か
ら
や
り
方
を

教
え
て
く
れ
ま
し
た
。 

先
生
は
親
切
に
、
い
ろ
い
ろ
な

野
菜
の
き
り
方
、
炒
め
方
な
ど
を

教
え
て
く
れ
ま
し
た
。
み
ん
な
心

を
込
め
て
聞
い
て
ま
じ
め
に
勉
強

し
ま
し
た
。 

小
林
先
生
は
料
理
を
作
る
シ

ー
ン
も
写
真
に
撮
っ
て
い
ま
し
た
。

あ
と
で
写
真
を
見
る
と
い
い
思
い

出
に
な
り
ま
す
。
最
後
、
一
人
ひ

と
り
料
理
を
作
っ
た
。
貝
吹
先
生

の
指
導
で
み
ん
な
は
自
分
が
作
っ

た
料
理
を
食
べ
る
、
と
て
も
美
味

し
か
っ
た
で
す
。 

ご
は
ん
を
食
べ
な
が
ら
、
日
本

料
理
の
体
験
を
歓
談
し
ま
し
た
。

先
生
の
お
か
げ
で
、
日
本
語
を
勉

強
す
る
だ
け
で
な
く
、
日
本
料
理

も
学
び
ま
し
た
。
本
当
に
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
料
理
を
勉

強
す
る
こ
と
が
お
も
し
ろ
く
て
楽

し
か
っ
た
で
す
。
こ
う
い
う
イ
ベ
ン

ト
に
参
加
す
る
の
は
好
き
で
す
。

次
も
楽
し
み
に
し
て
い
ま
す
。 

 

益
田
聖
子 

 

箇
所
で
は
や
は
り
迷
い
ま
し
た
。 

 

受
験
勉
強
を
通
し
て
自
分
の
中

国
に
関
す
る
知
識
が
整
理
さ
れ

新
た
な
関
心
も
広
が
り
ま
し
た
。

知
識
が
増
え
る
の
は
楽
し
い
で
す

ね
。 

 
 

 
 

（
香
川
県
か
ら
の
受
験
） 

 

２
級 

７５
歳 

 
 

片
岡
淑
子 

中
国
が
身
近
に
な
っ
た 

一
生
懸
命
勉
強
し
て
試
験
に

挑
戦
し
た
が
、
む
つ
か
し
か
っ
た
。 

検
定
問
題
集
に
な
い
の
が
あ
っ

た
、
ま
た
、
問
題
集
と
は
出
題
も

同
じ
で
は
な
か
っ
た
。
百
点
を
目

指
し
た
が
と
て
も
合
格
す
る
か
が

問
題
だ
。
し
か
し
、
よ
い
勉
強
に
な

り
ま
し
た
。
中
国
の
テ
レ
ビ
を
見
て

い
て
も
き
づ
き
が
多
く
な
っ
た
。
歴

史
も
身
近
な
こ
と
と
し
て
見
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
。
合
格
は
し
な

く
て
も
毎
日
勉
強
と
い
う
目
標
が

あ
り
充
実
し
て
い
た
。
落
ち
た
ら

ま
た
来
年
頑
張
り
ま
す
。 

 

３
級 

 

６６
歳 

 

緋
田 

博 

勉
強
に
な
り
ま
し
た
。 

大
変
勉
強
に
な
り
ま
し
た
。
検

定
を
受
け
て
、
力
が
つ
き
ま
し
た
。

中
国
の
こ
と
を
も
っ
と
知
り
た
い

と
思
い
ま
し
た
。 

 

３
級 

 

７６
歳 

 

丸
山
奠
子 

１
級 

 

６７
歳 

 

河
井
伸
士 

３
級
２
級
は
合
格
ラ
イ
ン
が
７０

点
な
の
で
気
楽
に
と
り
く
め
ま
し

た
が
、
１
級
は
８０
点
な
の
で
緊
張

し
た
“
公
式
テ
キ
ス
ト
”
中
国
テ
キ

ス
ト
を
読
み
込
ん
で
が
ん
ば
っ
た

が
、
量
が
多
い
の
で
大
変
だ
っ
た
。

し
か
し
お
か
げ
で
中
国
へ
の
理
解

が
だ
い
ぶ
深
ま
っ
た
と
思
う
。
ひ
き

つ
づ
き
中
国
関
連
の
知
識
を
仕
入

れ
て
い
き
た
い
と
思
う
。 

 

た
。
で
も
、
問
題
集
を
し
っ
か
り
や

れ
ば
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
本
番

で
は
問
題
集
の
問
題
が
た
く
さ
ん

出
た
の
で
簡
単
に
で
き
ま
し
た
。

合
格
で
き
れ
ば
い
い
な
と
思
い
ま

す
。
次
回
も
や
っ
て
み
た
い
で
す
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

張 
浩
然 

（
浩
楠
、
浩
然
さ
ん
は
今
春
、

公
立
高
校
合
格
し
た
ば
か
り
の
女

生
徒
で
す
。
） 

 

３
級 

 

６７
歳 

 

宮
本 

修 

受
験
勉
強
を
楽
し
み
ま
し
た
。 

初
め
て
受
験
し
ま
し
た
。
一
月

前
か
ら
受
験
勉
強
を
始
め
試
し

に
問
題
集
を
解
い
て
み
る
と
小
説

や
旅
で
体
験
し
た
問
題
は
正
解
で

す
が
、
政
治
経
済
は
怪
し
く
、
映

画
は
チ
ン
プ
ン
カ
ン
プ
ン
。
正
解
を

丸
暗
し
よ
う
と
し
ま
し
た
が
記
憶

で
き
ま
せ
ん
。
名
前
の
読
み
方
が

判
り
ま
せ
ん
。
歴
史
、
土
地
、
人

物
等
知
識
の
繋
が
り
が
必
要
と

感
じ
た
の
で
受
験
日
の
二
週
間
前

に
テ
キ
ス
ト
を
購
入
し
間
違
う
箇

所
だ
け
読
ん
で
試
験
に
臨
み
ま
し

た
。
出
さ
れ
た
問
題
は
少
し
ひ
ね

っ
て
あ
り
自
分
の
知
識
が
怪
し
い

第
３
回
中
国
百
科
検
定 

検
定
受
験
者
の
感
想 

大
地
が
春
め
く
、
万
物

が
よ
み
が
え
る
。
３
月

１７

日
芳
田
日
本
語
学
習
講
座

の
生
徒
は
、
日
本
料
理
を

勉
強
す
る
こ
と
に
し
ま
し

た
。
日
本
料
理
は
さ
っ
ぱ
り

し
、
口
に
あ
い
栄
養
も
あ
る

し
、
そ
し
て
体
に
良
い
で

す
。
前
に
自
分
も
や
っ
た
け

ど
あ
ま
り
美
味
し
く
な
い

と
思
い
ま
し
た
。
ち
ょ
う
ど

こ
ん
な
機
会
が
あ
れ
ば
と

思
っ
て
い
ま
し
た
。 

ま
ず
貝
吹
先
生
は
、
み

そ
汁
、
お
に
ぎ
り
の
材
料
を

芳
田
日
本
語
学
習
講
座
で 

日
本
料
理
を
学
ぶ 

 

2413 

 

 

 



 

次
回
の
新
聞
発
送
作
業
は 

４
月
１１
日
（火
）午
後
１
時
半
か
ら 

民
主
会
館
２
階
で
行
い
ま
す
。 

前
回
お
手
伝
い
く
だ
さ
っ
た
方
で
す
。 

  

石川 

小林 

曽田 

竹内和 

竹内袈 

を
見
て
、
宿
舎
の
桂
浜
莊
に
入
り

ま
し
た
。
夕
食
交
流
会
で
は
み
な

さ
ん
年
金
組
合
や
国
民
救
援

会
、
新
婦
人
の
活
動
、
共
謀
罪
の

反
対
運
動
と
が
ん
ば
っ
て
お
ら
れ

る
人
ば
か
り
で
、
自
己
紹
介
を
含

め
時
間
が
た
り
な
い
ほ
ど
で
し
た
。 

土
佐
藩
は
明
治
維
新
に
倒
幕

運
動
に
大
き
な
役
割
を
は
た
し
て

い
る
。
只
、
幕
府
を
倒
し
た
け
ど

３
月
２２
日
、
２３
日
に
か
け
て
、

全
日
本
年
金
者
組
合
岡
山
県
本

部
主
催
の
高
知
の
歴
史
を
訪
ね
る

旅
（
参
加
２７
人
）
に
行
っ
て
き
ま
し

た
。
午
前
１１
時
に
高
知
に
到
着

し
、
現
地
ガ
イ
ド
さ
ん
の
案
内
で

龍
馬
記
念
館
と
高
知
城
を
見
学

し
ま
し
た
。
昼
食
は
鰹
の
タ
タ
キ

で
ビ
ー
ル
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

そ
の
後
、
３１
番
札
所
竹
林
寺

則
武
弁
護
士
、
井
上
さ
ん
、
貝
吹

さ
ん
、
河
井
夫
妻
、
小
林
（
軍
）
さ

ん
、
竹
内
（
袈
）
さ
ん
、
林
で
し
た
。

そ
れ
ぞ
れ
が
食
べ
た
い
も
の
を
注

文
し
、
食
事
を
楽
し
み
な
が
ら
思

い
出
を
語
り
、
別
れ
を
惜
し
み
ま

し
た
。 

貝
吹
さ
ん
か
ら
中
国
語
を
習
っ

た
出
会
い
、
則
武
弁
護
士
か
ら
は

中
国
残
留
日
本
人
孤
児
の
訴
訟

に
ま
つ
わ
る
出
来
事
、
井
上
さ
ん

は
中
国
に
い
た
こ
ろ
の
思
い
出
な

ど
を
語
り
、
参
加
者
そ
れ
ぞ
れ
が

何
さ
ん
の
東
京
で
の
活
躍
を
祈
り

ま
し
た
。  

 
 

 
 

林 

潤 

中
国
帰
国
者
と
の
日
中
文
化

交
流
会
で
は
、
中
国
の
踊
り
を
披

露
し
ま
し
た
。
一
方
で
小
生
の
家

で
妻
か
ら
お
茶
を
習
う
な
ど
日

本
文
化
に
も
触
れ
ま
し
た
。 

日
中
岡
山
支
部
の
多
く
の
会

員
は
、
何
ち
ゃ
ん
の
向
学
心
に
燃

え
、
日
本
人
以
上
に
気
遣
い
で
き

る
人
柄
に
感
心
し
ま
し
た
。
貝
吹

さ
ん
は
、
色
紙
に
「
何
ち
ゃ
ん
と
の

出
会
い
は
、
私
の
一
生
の
宝
物
で

す
。
」
と
書
き
ま
し
た
。
ま
た
大
森

さ
ん
は
、
お
孫
さ
ん
と
の
団
ら
ん

を
割
い
て
会
い
に
来
て
く
れ
、
記
念
写

真
を
撮
り
ま
し
た
。 

こ
れ
ま
で
日
中
友
好
の
た
め
の

活
動
に
感
謝
し
ま
す
。
東
京
で
は

日
中
岡
山
支
部
は
、
２
０
０
３

年
に
何
ち
ゃ
ん
が
中
国
か
ら
岡
山

大
学
に
、
留
学
し
て
以
来
の
付
き

合
い
で
す
。 

ま
ず
は
岡
山
支
部
の
中
国
語
講

座
や
日
中
文
化
講
座
の
講
師
を

お
願
い
し
ま
し
た
。
文
化
講
座
で
は

「
中
国
お
国
自
慢
」
と
題
し
て
、
出

身
地
で
あ
る
遼
寧
省
丹
東
の
歴
史

や
文
化
に
つ
い
て
話
し
て
も
ら
い
ま

し
た
。 

そ
の
後
は
、
中
国
「
残
留
孤
児
」

国
賠
訴
訟
を
は
じ
め
、
中
国
帰
国

者
を
支
援
す
る
各
種
の
集
会
で
通

訳
と
し
て
活
躍
し
ま
し
た
。
原
告

団
の
聞
き
取
り
調
査
で
担
当
し
た

「
孤
児
」
が
大
森
竫
宏
さ
ん
で
す
。 

天
皇
制
を
残
し
た
の
は
失
敗
だ
っ

た
。
第
２
次
世
界
大
戦
と
森
友
問

題
に
つ
な
が
っ
て
い
く
。 

土
佐
は
岡
山
よ
り
だ
い
ぶ
ん
早

く
春
が
来
て
い
て
レ
ン
ゲ
の
花
が
咲

き
、
田
植
え
が
始
ま
っ
て
い
る
と
こ

ろ
も
あ
る
。
温
室
で
は
ナ
ス
の
実
が

つ
い
て
い
る
。
土
佐
は
野
菜
の
産
地

で
も
あ
る
。
最
後
に
寄
っ
た
西
島

園
芸
団
地
で
は
甘
い
ス
イ
カ
と
メ
ロ

ン
を
お
い
し
く
い
た
だ
い
た
。 

河
井
伸
士 

 

何
暁
麗
さ
ん
を
送
る
会 

―
何 な

ん

ち
ゃ
ん
と
の
出
会
い
は
私
の
宝
物
― 

 

健
康
に
気
を
付
け
、
ご
活

躍
く
だ
さ
い
。 

日
中
岡
山
支
部 

 小
林
軍
治 

 

何
暁
麗
さ
ん
送
別
会 

３
月
２０
日
に
岡
山
駅
西

口
の
又
来
軒
で
何
暁
麗
さ

ん
の
送
別
会
が
開
か
れ
ま

し
た
。 

何
暁
麗
さ
ん
は
岡
山
へ

来
て
か
ら
１４
年
に
な
り
ま

す
が
、
４
月
か
ら
東
京
の
江

戸
川
へ
行
く
こ
と
に
な
っ
た

た
め
で
す
。 

参
加
者
は
、
何
さ
ん
と

お
子
さ
ん
、
竹
内
先
生
、

第４回「孟子」を読む 
公孫丑篇（下） 

弓田 盛樹  
公孫丑篇の後半部分は孟子の斉を去る決意を記しています。孟子が斉を去ることにしたのは

自分の真意が受け入れられなかったからです。当時のいわゆる諸子百家と言われる知識人た

ちは、自分の知識を切り売りすることで生計を立てていました。 

しかし、孟子の場合は単に自説を説いたわけではなく、天下泰平を実現するという大義を抱

いていました。孟子は言います、「５００年ごとに天下には必ず王者が現れて、その時代のもっと

も優秀な人物が王を支えていた。今は周建国から７００年が経った。時勢は王者の出現を待望し

ている。天にはまだ天下を安らかにしようとする意志がないのかもしれない。しかし、今の時点で

私以外に誰が王を補佐することができるだろうか」と。 

孟子は斉王こそが王者になるにふさわしい人物と考えていただけに、その落胆は大きかった

ことが伺えると同時に、学問に全てを賭け生きることが当然であると考える孟子のプライドを読み

とることができます。 

さて、孟子はなぜ仁義礼節、孝行などを執拗に主張したのでしょうか。それは、当時の中国に

は現代のように家庭を大切にする価値観がなかったためです。王や諸侯、士大夫にとって男尊

女卑は当然のことであり、子どもは家の存続のための附属物にすぎない。こうした社会では、孔

子の説いた孝・忠・義・礼は身分制度を維持するために都合のいいものでしかありません。 

当時の社会へのアンチテーゼが孟子の教説であり、また明らかに孔子の教えとはズレが生じ

ています。孔子は、「民衆が礼儀と道徳を身につけ、正しい心をもつよう努力すれば国はよく治

まる」との考えです。孟子は、「支配者が正しくなければ国（民衆の道徳は）は乱れる」と考えま

す。どちらも君主政治が前提ですが、孔子の場合は、君子のためにあるのが民衆です。孟子

は、君子は民衆のために存在していると捉えています。この考え方が、次篇の離婁篇にある「経

世済民」につながっていきます。 

つづく   （３月１５日号、第２回「孟子」を読むとあるのは第３回の誤りでした。） 

早
春
の
土
佐
へ
行
き
ま
し
た 

 


