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５
月

２３

日
（
火
）
か
ら

２８

日

（
日
）
ま
で
、
岡
山
県
天
神
山
文
化

プ
ラ
ザ
で
標
記
の
展
示
会
が
開
催

さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
会
は
、
岡
山
き

り
え
の
会
（
事
務
局
は
横
谷
敦
子

さ
ん
方
）
が
主
催
し
て
い
ま
す
。 

私
は
毎
年
こ
の
展
示
会
を
楽
し

み
に
し
て
い
た
の
で
、
さ
っ
そ
く
出

か
け
ま
し
た
。
今
年
は
２６
日
（
金
）

に
芳
田
日
本
語
学
習
講
座
の
受

講
生
３
人
、
講
師
２
人
の
計
５
人

で
校
外
学
習
の
一
つ
と
し
て
、
参

 

５
月

20

日

（
土
）
は
岡
山

生
涯
学
習
セ
ン

タ
ー
で
、
中
国

残
留
孤
児
二
世

の
山
中
晴
子
さ

ん
か
ら
「『
愛
的

絆
』
―
中
国
残

留
孤
児
二
世
が

語
る
家
族
の
歴

史
―
」
と
題
す

る
お
話
を
聞
き

ま
し
た
。
私
は

県
立
高
校
の
社

会
科
の
教
師
を

し
て
い
ま
し
た

が
、
中
国
残
留

孤
児
や
婦
人
の

存
在
を
知
っ
た

父
幹
夫
さ
ん
の
た
め
に
、
八
路
軍
の

同
僚
に
息
子
の
こ
と
を
託
し
て
い

た
そ
う
で
す
。
幹
夫
さ
ん
は
八
路
軍

に
入
り
、
や
が
て
父
の
遺
言
に
従
っ

て
医
者
に
な
る
た
め
の
学
校
に
入

り
、
医
者
に
な
り
ま
し
た
。 

 

同
じ
病
院
で
働
い
て
い
た
余
秀

娥
さ
ん
と
結
婚
し
、
１
男
２
女
を
設

け
ま
し
た
。
次
女
が
山
中
晴
子
さ
ん

で
す
。
し
か
し
、
小
さ
な
幸
せ
も
長

く
は
続
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
１
９
６

６
年
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
化
大
革
命

が
始
ま
っ
た
の
で
す
。
残
留
孤
児
で

あ
る
幹
夫
さ
ん
は
「
仮
想
敵
国
民
」

と
さ
れ
、
監
禁
・
強
制
労
働
に
従
事

さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。
晴
子
さ
ん
も
小

学
校
低
学
年
の
頃
は
差
別
や
い
じ

め
を
受
け
、「
つ
ら
い
思
い
を
し
た
」

と
話
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
祖
父

の
知
人
が
「
こ
の
人(

幹
夫
さ
ん)

の
父
は
中
国
の
た
め
に
尽
力
し
、
烈

士
紀
念
館
に
顕
彰
さ
れ
て
い
る
人

だ
。
」
と
証
言
し
て
く
れ
た
お
か
げ

で
、
晴
れ
て
自
由
の
身
に
な
る
こ
と

が
で
き
た
そ
う
で
す
。 

 

佐
々
木
幹
夫
さ
ん
は
１
９
７
９

年
に
一
時
帰
国
し
た
の
ち
、
１
９
９

１
年
に
一
家
で
永
住
帰
国
し
ま
し

た
。
旭
川
荘
に
職
を
得
て
「
さ
あ
こ

れ
か
ら
」
と
意
気
込
ん
で
い
た
と
こ

ろ
、
健
康
診
断
で
肺
が
ん
が
見
つ
か

り
、
仕
事
が
で
き
な
く
な
り
、
が
ん

も
転
移
し
て
生
活
保
護
を
受
け
る

よ
う
に
な
り
、
情
け
な
い
気
持
ち
に

館
で
一
日
だ
け
き
り
絵
を

教
え
て
い
た
だ
い
た
竹
内
先

生
の
作
品
を
は
じ
め
、
す
べ

て
の
展
示
作
品
を
約
３０
分

か
け
て
熱
心
に
見
ま
し
た
。

感
想
文
を
依
頼
し
た
益
田

さ
ん
は
、
メ
モ
を
取
り
な
が

ら
一
つ
ひ
と
つ
て
い
ね
い
に

見
て
い
ま
し
た
。
私
は
坂
元

さ
ん
の
「
ノ
ス
タ
ル
ジ
ッ
ク
な

街
九
份
」
（
台
湾
）
、
「
レ
ト
ロ

な
お
店
」
（
倉
敷
）
が
目
に
と

ま
り
ま
し
た
。 

５
人
は
、
受
付
の
人
に
お

願
い
し
て
、
竹
内
先
生
の
作

品
（
「
ピ
ン
ク
ハ
ウ
ス
」
「
運
動

公
園
入
口
」
「
コ
ー
ヒ
ー
タ
イ

の
は
、
１
９
８
０
年
の
新
採
用
の

後
だ
っ
た
と
記
憶
し
て
い
ま
す
。

１
９
８
０
年
代
に
な
っ
て
残
留
孤

児
の
肉
親
捜
し
が
始
ま
り
、
テ
レ

ビ
で
ド
ラ
マ
化
さ
れ
た
り
、
山
﨑

豊
子
の
「
大
地
の
子
」
を
読
ん
だ

り
し
て
、
そ
の
運
命
の
過
酷
さ
に

涙
し
た
も
の
で
す
。
し
か
し
、
実

際
に
当
事
者
か
ら
お
話
を
聞
く
の

は
今
日
が
初
め
て
な
の
で
、
楽
し

み
に
今
日
の
日
を
迎
え
ま
し
た
。 

 

山
中
さ
ん
の
祖
父
、
佐
々
木
源

吾
さ
ん
は
釧
路
で
医
者
を
し
て
い

た
と
こ
ろ
、
軍
医
と
し
て
召
集
を

受
け
、
１
９
３
８
年
に
満
州
へ
渡

っ
た
そ
う
で
す
。
そ
の
後
、
山
中

さ
ん
の
祖
母
が
亡
く
な
っ
た
た

め
、
山
中
さ
ん
の
父
の
佐
々
木
幹

夫
さ
ん
は
兄
の
一
誠
さ
ん
と
と
も

に
、
１
９
４
１
年
に
満
州
へ
渡
り

ま
し
た
。
日
本
の
敗
戦
後
も
祖
父

は
医
者
と
し
て
の
腕
を
買
わ
れ

て
、
八
路
軍
の
下
で
医
者
と
し
て

働
き
ま
し
た
。
１
９
４
６
年
に
満

州
で
は
コ
レ
ラ
が
大
流
行
し
、
祖

父
は
懸
命
に
治
療
に
あ
た
り
ま
し

た
が
、
そ
の
過
程
で
亡
く
な
っ
て

し
ま
い
ま
す
。
祖
父
は
そ
の
功
績

を
共
産
党
か
ら
讃
え
ら
れ
、
鞍
山

市
烈
士
紀
念
館
に
顕
彰
の
碑
が
建

て
ら
れ
ま
し
た
。
兄
の
一
誠
さ
ん

は
義
勇
軍
に
身
を
投
じ
て
す
で
に

亡
く
な
っ
て
い
た
の
で
、
祖
父
は

た
だ
一
人
残
さ
れ
る
山
中
さ
ん
の

観
し
ま
し
た
。 

会
場
に
は
、
１４

人
の
方
の
風

景
・
人
物
・
動
物
・
植
物
画
な
ど
多

彩
な
作
品
３６
点
が
展
示
さ
れ
て

い
ま
し
た
。
名
香
会
か
ら
は
、
土

井
さ
ん
の
「
洛
陽
の
牡
丹
」
、
横
谷

さ
ん
の
「
笑
っ
て
い
こ
う
！
」
な
ど
４

点
、
な
ぎ
さ
会
か
ら
は
、
佐
々
木

さ
ん
の
「
菜
の
花
の
中
で
」
な
ど
４

点
。
風
か
ら
は
、
岸
本
さ
ん
、
坂

元
さ
ん
、
竹
内
さ
ん
か
ら
１１
点
。

そ
の
他
１７
点
で
す
。 

受
講
生
は
、
昨
年
芳
田
公
民

第
３０
回
記
念
岡
山
き
り
え
展 

小
林 

軍
治 

 

ム
Ｉ
」
を
バ
ッ
ク
に
記
念
写
真
を
撮

り
ま
し
た
。 

日
中
岡
山
支
部
は
、
岡
山
き
り

え
の
会
の
協
賛
団
体
と
し
て
展
示

会
の
案
内
、
参
観
し
た
感
想
文
を

「
日
中
お
か
や
ま
」
に
掲
載
し
て
き

ま
し
た
。
今
後
も
き
り
え
展
は
、
日

中
友
好
の
心
情
を
は
ぐ
く
む
文
化

活
動
と
し
て
大
切
に
し
、
日
中
岡

山
支
部
と
し
て
も
き
り
絵
を
楽
し

む
機
会
を
作
っ
て
い
き
た
い
と
思
い

ま
し
た
。 

芳田日本語学習講座のみなさん 

中国残留孤児二世 

『山中晴子』さんの話を聞いて 
 

な
っ
た
そ
う
で
す
。
母
は
全
く
日
本

語
が
で
き
ず
、
現
在
は
要
介
護
５
と

い
う
こ
と
で
す
が
、
公
的
介
護
は
受

け
ず
、
山
中
さ
ん
が
介
護
し
て
い
る

と
い
う
こ
と
で
し
た
。
山
中
さ
ん
は

現
在
介
護
福
祉
士
の
資
格
を
取
り
、

ケ
ア
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
の
資
格
を
め

ざ
し
て
勉
強
中
と
の
こ
と
で
す
。
日

本
に
来
て
か
ら
も
職
を
変
わ
っ
た

り
、
離
婚
も
経
験
す
る
な
ど
苦
労
は

絶
え
な
か
っ
た
よ
う
で
す
が
、
「
今

の
夫
と
知
り
合
っ
た
こ
と
が
大
き

い
。
今
は
夫
が
私
を
支
え
て
く
れ
て

い
ま
す
」
と
い
う
言
葉
が
印
象
に
残

り
ま
し
た
。
も
う
一
つ
、
山
中
さ
ん

の
楽
し
み
は
２
人
の
子
ど
も
の
成

長
で
す
。 

長
男
は
芸
名
「
山
葵
」
と
い
い
、

和
楽
器
バ
ン
ド
の
ド
ラ
マ
ー
と
し

て
売
り
出
し
中
だ
そ
う
で
す
。
次
男

は
就
実
大
学
の
薬
学
科
に
在
学
中

で
す
。
今
ま
で
日
中
友
好
協
会
岡
山

支
部
の
望
年
会
や
帰
国
者
と
の
交

流
会
に
は
何
度
か
参
加
し
て
、
帰
国

者
の
方
と
交
流
す
る
機
会
は
あ
り

ま
し
た
が
、
今
回
の
よ
う
に
一
人
の

方
か
ら
じ
っ
く
り
お
話
を
聞
く
の

は
初
め
て
の
こ
と
で
し
た
の
で
、
と

て
も
良
い
体
験
に
な
り
ま
し
た
。
山

中
さ
ん
の
本
が
日
本
語
に
翻
訳
さ

れ
た
ら
、
ぜ
ひ
読
ん
で
み
た
い
と
思

い
ま
す
。 
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次
回
の
新
聞
発
送
作
業
は 

６
月
１２
日
（月
）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
。 

  

青木由 

今岡 

小川 

小林 

曽田 

竹内和 

竹内袈 

引
き
続
き
温
存
さ
れ
た
日
本
の

支
配
層
に
と
っ
て
は
、
確
か
に
Ｇ
Ｈ

Ｑ
か
ら
押
し
付
け
ら
れ
た
も
の
で

あ
っ
た
。
し
か
し
、
明
治
憲
法
下
で

抑
圧
さ
れ
、
戦
争
に
よ
っ
て
大
き

な
犠
牲
を
払
っ
て
き
た
国
民
の
大

部
分
に
と
っ
て
は
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
か
ら
の

贈
り
物
で
あ
っ
た
。
・
・
・
」
の
Ｇ
Ｈ
Ｑ

か
ら
の
贈
り
物
で
あ
っ
た
と
い
う

と
こ
ろ
に
引
っ
か
か
る
と
い
う
意

見
が
出
さ
れ
ま
し
た
。 

私
は
以
前
「
１
９
４
５
年
の
ク
リ

ス
マ
ス
」
（
ベ
ア
テ
・
シ
ロ
タ
・
ゴ
ー
ド
ン

著
）
を
読
ん
で
い
ま
し
た
の
で
、
あ

る
意
味
で
Ｇ
Ｈ
Ｑ
か
ら
の
贈
り
物

５
月
２１
日
、
「
日
本
国
憲
法
の

制
定
過
程
・
・
・
押
し
つ
け
憲
法
論

に
つ
い
て
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
学

習
し
ま
し
た
。
講
師
の
榊
原
先
生

か
ら
日
本
の
敗
戦
直
後
の
状
況
、

日
本
支
配
層
の
置
か
れ
た
状
況
、

Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
方
針
、
当
時
の
民
間
の

動
き
な
ど
資
料
を
参
考
に
説
明

し
て
く
だ
さ
り
、
と
て
も
意
義
の

あ
る
学
習
会
で
し
た
。
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
す
。. 

そ
の
後
、
参
加
者
か
ら
の
質
問

や
感
想
が
出
さ
れ
、
そ
の
中
で
資

料
の
冒
頭
に
書
か
れ
て
い
た
、
「
日

本
国
憲
法
は
、
明
治
憲
法
下
か
ら

知
り
も
し
な
い
軽
薄
な
権
力
者
に

よ
っ
て
改
悪
さ
れ
よ
う
と
し
て
い

る
。
絶
対
に
許
す
わ
け
に
は
い
か

な
い
。 

 ＊
こ
の
文
章
は
、
５
月
２１
日
の
岡

山
９
条
の
会
連
絡
会
の
、
第
２
回

学
習
会
で
の
発
言
を
ま
と
め
て
も

ら
っ
た
も
の
で
す
。
学
習
会
の
テ
ー

マ
は
「
日
本
国
憲
法
の
制
定
過
程

―
押
し
つ
け
憲
法
論
に
つ
い
て
―
」

で
す
。 

当
時
の
日
本
国
民
が
、
憲
法
を
ど

う
受
け
止
め
た
か
を
知
る
う
え

で
、
貴
重
な
内
容
で
あ
る
と
思
い

掲
載
し
ま
し
た
。 

 

 

「
も
う
永
久
に
戦
争
は
し
な
い
」

「
主
権
は
国
民
に
あ
る
」
「
国
民
の

基
本
的
人
権
は
永
久
の
権
利
と

し
て
保
障
さ
れ
る
」
「
す
べ
て
の
国

民
は
健
康
で
文
化
的
な
生
活
を

営
む
権
利
が
あ
る
」
・
・
・
。
前
途
に

希
望
の
広
が
る
す
ば
ら
し
い
内
容

だ
っ
た
。 

当
時
に
国
民
の
多
く
が
、
「
戦

争
の
多
大
の
犠
牲
の
上
に
手
に
し

た
貴
重
な
成
果
」
と
受
け
止
め
、

歓
迎
す
る
気
持
ち
が
強
か
っ
た
。 

そ
の
憲
法
が
、
戦
争
の
惨
禍
を

１
９
４
５
年
８
月
１５
日
、
私
は

旧
制
中
学
一
年
生
だ
っ
た
。
こ
の

日
を
境
に
世
の
中
は
一
変
し
た
。 

 

教
育
勅
語
の
も
と
、
天
皇
の
た

め
に
命
を
捧
げ
る
の
が
最
大
の
忠

義
だ
と
教
え
込
ま
れ
た
教
育
。
私

も
、
戦
地
で
戦
う
た
め
学
校
か
ら

選
抜
さ
れ
、
陸
軍
幼
年
学
校
の
受

験
勉
強
に
励
ん
で
い
た
。 

も
ち
ろ
ん
、
試
験
は
吹
き
飛
ぶ

し
、
そ
れ
ま
で
軍
事
教
練
で
威
張

っ
て
い
た
配
属
将
校
は
姿
を
消

し
、
先
生
も
「
自
由
」
」
民
主
主

義
」
と
い
う
言
葉
を
し
き
り
に
口

に
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。 

空
襲
で
廃
墟
と
化
し
た
焼
け

跡
、
深
刻
な
食
糧
難
、
混
乱
は
続

い
た
が
、
戦
争
が
終
わ
り
も
う
死

な
な
く
て
も
よ
い
と
い
う
こ
と
は

う
れ
し
か
っ
た
。 

そ
ん
な
中
、
１
９
４
７
年
５
月
３

日
に
施
行
さ
れ
た
の
が
、
「
日
本

国
憲
法
」
だ
っ
た
。
国
民
み
ん
な
で

憲
法
を
守
っ
て
い
こ
う
と
、
文
部

省
は
中
学
一
年
生
用
の
社
会
科

教
科
書
と
し
て
「
あ
た
ら
し
い
憲

法
の
は
な
し
」
を
発
行
し
、
学
校
の

授
業
で
も
力
を
入
れ
て
取
り
組
ま

れ
た
。 

だ
っ
た
か
な
と
理
解
し
て
い
ま
し

た
。
ベ
ア
テ
さ
ん
は
憲
法
素
案
を

作
成
す
る
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
民
生
局
の
１

人
と
し
て
、
女
性
の
権
利
を
書
く

よ
う
に
要
請
さ
れ
ま
し
た
。
彼
女

は
両
親
と
日
本
に
住
ん
で
い
た
こ

と
が
あ
り
、
戦
前
の
日
本
の
女
性

が
お
か
れ
て
い
た
無
権
利
な
状
況

を
理
解
し
て
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
、

日
本
の
女
性
が
、
幸
せ
に
な
る
に

は
何
が
一
番
大
事
か
を
考
え
、

「
男
性
も
女
性
も
人
間
と
し
て
平

等
で
あ
る
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
据

え
、
女
性
が
幸
せ
に
な
ら
な
く
て

は
、
日
本
は
平
和
に
は
な
ら
な
い
、

男
女
平
等
は
そ
の
大
前
提
と
い
う

観
点
か
ら
女
性
の
権
利
の
項
目
を

書
き
ま
し
た
。
「
あ
な
た
の
未
来
は

今
私
が
書
こ
う
と
し
て
い
る
事
柄

で
決
ま
る
の
よ
と
、
行
き
か
う
女

性
の
顔
を
見
る
と
、
そ
ん
な
セ
リ

フ
が
口
を
つ
い
て
出
そ
う
に
な
っ

た
」
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
少
な
く

と
も
女
性
の
権
利
に
関
し
て
は
ベ

ア
テ
さ
ん
の
日
本
女
性
へ
の
素
晴

ら
し
い
贈
り
物
だ
っ
た
と
思
い
ま

す
。 

旭
操
・
富
山
９
条
の
会 

 

石
野
洋
子 

 

日
本
国
憲
法
と
私 

岡
山
マ
ス
コ
ミ
九
条
の
会 

土
井 

弘
高 

 

第８回「孟子」を読む 

万章篇 

弓田 盛樹 

この篇は弟子の万章との問答が中心に構成されており、聖人の理想的

な姿や、孔子の古伝に関することが中心となっています。 

 この篇の最後で、孟子は斉の宣王に卿のことを尋ねられます。卿とは大

臣のこと。大臣には２種類あり、貴戚の卿＝君主の親戚で大臣になった

者、異姓の卿＝親戚関係のない大臣、があります。宣王は貴戚の卿につ

いて知りたいと孟子に質問します。 

孟子は答えます、「君主に過ちがあれば、諫めます。しかし、君主が何度

過ちを指摘しても改めようとしないなら、その君主を追放します」と。暴君桀

と紂が討伐されたのと同様で、君主の立場は徳によってこそ保たれるという

孟子の思想の現れです。 

一方、異姓の卿は諫言が聞き入れられなければ、君主の元を去ると孟

子は言います。日本の武士社会にみられるような厳格な忠義精神は見受

けられません。孟子にとっては、君主自身の徳の高さ如何によって君臣関

係は決まるものです。 

孟子の徳道徳は君主もしくは、人の上に立ちたい者に対して向けられて

います。それは、『大学』『中庸』でも同様です。しかし、後世になって立場

が逆転していきます。おそらく、時代を経るごとに儒教が国教のような扱い

を受けるようになったことで、国家統制に利用されたためでしょう。また、韓

非子（法家）などプラグマティックな思想が登場したことで、儒家も変化をし

いられることになります。朱子学や陽明学など様々な流派が現れてきます。 

中国では今儒教ブームが到来していると言われています。実際には、国

家統制に利用されているように思えてなりませんが、日本においても教育

勅語の問題など似たような現象が起きています。 

こうした反動的な現象が現れた場合、正面から批判・反対をしても問題

の解決は困難です。何故なら、教育勅語の場合、そこにある思想に推進者

は日本の伝統・文化を見出しているのであり、反対する側は日本の伝統・

文化を否定することになり、西洋主義に陥ってしまうからです。 

教育勅語を完全に消し去るためには、アジア的なものを再考していくこと

が求められます。明治維新以降によって作り上げられた天皇制は明らか

に、儒教・陽明学の影響があります。儒教本来の考えと陽明学や朱子学の

違いは何か。江戸時代における儒教精神と維新以降の儒教精神の相違点

は何か。そこまで遡って考えなければ根本的解決にはならない問題です。 

                                   つづく 

女
性
の
権
利
は
ベ
ア
テ
さ
ん
か
ら
の
贈
り
物 

 


