
菅

茶

山

「

浩

気

説

」

に

つ

い

て

清

水

洋

子

（

人

間

文

化

学

科

）

江

戸

時

代

、
儒

者

で
あ

り

な

が
ら

漢

詩

人

と

し
て
の
名

が
広

く

知

ら

れ

て
い
た
菅

茶

山

（
一

七

四

八-

一

八

二

七)

に
は
、
詩

以

外

の
作

品

を

収

録

す

る
『

黄

葉

夕

陽

村

舎

文

』
が
あ

る
。
本

書

が
収

録

す

る
複

数

の
経

説

は
、
儒

者

と

し
て
の
茶

山

の
思

索

を

記

し
て
お

り

、
茶

山

の
教

学

活

動

や

福

祉

活

動

を

支

え

た
思

想

的

基

盤

を

知

る
上

で
有

益

な

資

料

と

な

っ
て
い
る
。
本

稿

は
、
茶

山

の
経

説

の
中

か
ら
『

孟

子

』
に
お

け

る
「

浩

然

之

気

」
に
つ
い
て
論

じ
た
「

浩

気

説

」
を

取

り

上

げ

、

そ
の
概

要

な

ら

び
に
訳

注

を

示

す

も

の
で
あ

る
。

【

キ
ー

ワ
ー

ド

菅

茶

山

儒

家

浩

然

之

気

】

一

、

は

じ

め

に

江

戸

時

代

、
福

山

神

辺

の
漢

詩

人

と

し
て
知

ら

れ

た
菅

茶

山

（
一

七

四

八

～

一

八

二

七

）
の
『

黄

葉

夕

陽

村

舎

詩

』
は
、
そ
の
詩

作

を

知

る
た
め

に
は
不

可

欠

な
資

料

で
あ

り

、
現

在

最

も

容

易

に
閲

覧

で
き

る
の
は
、
葦

陽

文

化

研

究

会

に
よ
る
編

集

で
、
児

島

書

店

よ
り

影

印

刊

行

さ

れ
た
『

黄

葉

夕

陽

村

舎

詩

（
全

）
』
（
一

九

八

一

年

）
で
あ

る
。
ま

た
同

書

に
は
、
茶

山

に

よ

る

散

文

や

墓

誌

銘

等

を

ま

と

め

た

『

黄

葉

夕

陽

村

舎

文

』

も

収

録

さ

れ

て

お

り

、

漢

詩

人

・

菅

茶

山

と

は

異

な

る

姿

を

窺

い

知

る

こ

と

が

で

き

る

。

中

で

も

本

稿

が

注

目

し

た

い

の

は

、

茶

山

が

儒

者

と

し

て

の

経

書

解

釈

を

記

し

た

経

説

で

あ

る

。

筆

者

が

確

認

す

る

限

り

、

茶

山

に

よ

る

経

書

解

釈

の

文

章

は

、

研

究

書

と

し

て

刊

行

す

る

ほ

ど

の

分

量

を

持

た

ず

、

文

集

や

随

筆

の

一

部

と

し

て

収

録

さ

れ

る

ほ

ど

の

規

模

に

収

ま

っ

て

い

る
（
一

）

。

茶

山

の

経

書

研

究

態

度

は

、

考

証

学

的

態

度

に

よ

っ

て

経

書

の

訓

詁

等

を

追

究

す

る

と

い

う

よ

り

は

、

教

学

に

お

い

て

儒

学

の

精

神

を

い

か

に

伝

え

る

か

を

念

頭

に

置

い

た

経

書

解

釈

が

主

で

あ

っ

た

と

推

測

さ

れ

る

。

『

黄

葉

夕

陽

村

舎

文

』

に

お

い

て

茶

山

の

経

説

と

し

て

確

認

で

き

る

の

は

、
「

誠

意

説

」
「

性

説

」
「

黙

而

識

之

説

」
「

克

己

説

」
「

浩

気

せ

い

い

も

く

し

て

こ

れ

を

し

る

こ
つ

き

こ
う

き

説

」

の

五

篇

で

、

ど

れ

も

四

書

と

関

連

す

る

内

容

と

な

っ

て

い

る
（
二

）

。

こ

れ

ま

で

の

茶

山

研

究

で

は

詩

作

を

対

象

と

す

る

も

の

が

多

く

、

そ

の

経

説

研

究

に

つ

い

て

は

十

分

な

蓄

積

が

な

い

。

上

記

の

経

説

五

篇

に

つ

い

て

も

同

様

で

あ

る

。

ま

た

、

詩

人

・

教

育

家

と

し

て

知

ら

れ

た

茶

山

に

は

、

そ

れ

ら

の

活

動

に

関

す

る

言

説

が

多

い

こ

と

は

も

ち

ろ

ん

で

あ

る

が

、

実

は

福

祉

活

動

と

も

言

え

る

救

恤

行

動

に

関

連

し

た

言

説

も

見

え

て

い

る
（
三

）

。

こ

う

し

た

活

動

へ

の

意

欲

を

支

え

る

理

念

は

、

や

は

り

茶

山

の

思

想

的

基

盤

と

な

っ

た

儒

学

を

根

幹

と

す

る

も

の

で

あ

ろ

う

。

儒

者

・

菅

茶

山

と

し

て

の

思

索

を

よ

り

明

確

な

も

の

に

す

る

た

め

に

も

、

ま

ず

求

め

ら

れ

る

の

は

、

茶

山

の

経

説

の

全

貌

を

明

ら

か

に

し

て

ゆ

く

こ

と

で

は

な

い

だ

ろ

う

か

。

そ

こ

で

本

稿

で

は

、
そ

の

足

が

が

り

と

し

て
「

浩

気

説

」
を

取

り

上

げ

、
本

論

の

概

要

な

ら

び

に

内

容

把

握

の

た

め

の

訳

注

を

示

し

た

い

。

二

、
『

孟

子

』
「

浩

然

之

気

」

に

つ

い

て

(1)



「

浩

気

説

」
の
「

浩

気

」
と

は
「

浩

然

の
気

」
の
こ
と

を

言

う

。
孟

子

と

弟

子

の
公

孫

丑

の
問

答

中

に
見

え

（『

孟

子

』
公

孫

丑

上

）
、
儒

家

思

想

に

こ
う

そ
ん

ち

ゆ
う

お

い
て
も

重

要

な

概

念

と

さ

れ

て
い
る
。
以

下

、
孟

子

が
「

浩

然

の
気

」
に
つ
い
て
語

る
ま

で
の
流

れ

を

確

認

す

る
た
め
、
問

答

の
流

れ

を

四

つ
に
分

け

て
示

す

。

①

仮

に
斉

の
大

臣

と

な

っ
た
場

合

、
そ

の
重

責

で
心

が
動

揺

す

る
の
で
は
な

い
か
、
と

い
う

公

孫

丑

の
問

い
か
け

に
対

し
、
孟

子

は
四

十

歳

以

降

、

せ
い

動

揺

す

る
こ
と

は
な

く

な

っ
た
（
不

動

心

）
と

答

え

、
更

に
こ
の
不

動

心

の
修

業

に
つ
い
て
、
自

身

は
論

敵

で
あ

る
告

子

も

よ
り

も

優

位

に
立

っ
て

こ

く

し

い
る
と

言

う

。
ま
た
、
勇

者

と
し
て
名

高

い
北

宮

黝

の
勇

と

孟

施

舎

の
勇

に
つ
い
て
も

言

及

す

る
。

ほ
く

き

ゆ

う

ゆ
う

も

う

し

し

や

②

更

に
孟

子

は
、
こ
の
勇

者

た
ち

を

孔

子

の
高

弟

た
ち

に
な

ぞ

ら

え

（
孟

施

舎

は
曽

子

に
似

、
北

宮

黝

は
子

夏

に
似

る
）
、
自

ら

の
気

力

を

守

る
と

そ
う

し

し

か

い
う

点

で
、
孟

施

舎

は
北

宮

黝

に
勝

っ
て
い
る
と

す

る
。
そ
の
上

で
、
曽

子

の
守

り

（
自

ら

反

省

し
て
正

し
い
と

思

え

な

い
時

は
、
誰

に
対

し
て
も

後

ろ
め
た
い
が
、
自

ら

反

省

し
て
正

し
い
と

な

れ
ば
、
誰

に
対

し
て
も

胸

を

張

れ

る
）
に
つ
い
て
述

べ
、
こ
れ

が
真

の
勇

気

で
あ

る
と

す

る
。

③

孟

子

は
、
自

身

と

告

子

、
そ

れ

ぞ

れ

の
不

動

心

に
つ
い
て
語

り

、
告

子

の
不

動

心

を

部

分

的

に
「

可

」「

不

可

」
と

評

価

す

る
。
そ

し
て
、
評

価

の

根

拠

に
つ
い
て
、
体

内

に
充

ち

る
気

（
元

気

）
を

統

率

す

る
の
が
志

（
心

）
で
あ

り

、
志

の
至

る
と

こ
ろ
に
気

が
付

き

従

う

こ
と

、
そ

れ

ゆ

え

志

の

堅

持

が
重

要

で
、
気

を

乱

し
て
は
な

ら

な

い
こ
と

な

ど

を

述

べ
る
。

④

孟

子

は
、
自

身

が
告

子

よ
り

長

じ
て
い
る
点

と

し
て
「

言

を

知

る
」
こ
と

と
（
四

）

、「

浩

然

の
気

を

養

う

」
こ
と

を

挙

げ

、「

浩

然

の
気

」
に
つ
い
て
は

次

の
よ
う

に
説

明

す

る
。

言

い
難

き

な

り

。
其

の
気

た
る
や

至

大

至

剛

、
以

て

直

、
養

い
て
害

す

る
こ
と

無

け

れ

ば

、

則

ち

天

地

の
間

に
塞

が
る
。
其

の
気

た
る
や

義

い

が
た

し

だ

い

し

ご
う

も
つ

ち

よ
く

す

な

わ

ふ
さ

と

道

に
配

し
、
是

れ

無

け

れ

ば

餒

う

。
是

れ

義

の
集

ま

り

て
生

ず

る
所

の
者

に
し
て
、
義

の
襲

い
て
之

を

取

る
に
非

ざ

る
な

り

。
行

い
の
心

に

は
い

こ

う

こ

お
そ

こ
れ

あ
ら

慊

か
ら

ざ

る
こ
と

有

れ
ば

則

ち

餒

う

。

こ
こ
ろ
よ

す

な
わ

う

言

葉

で
は
説

明

が
難

し
い
と

断

っ
た
上

で
、
こ
の
気

が
至

極

大

、
剛

、
直

で
あ

る
こ
と

、
養

え

ば

天

地

に
充

満

す

る
こ
と

、
義

と

道

に
配

合

す

る

も

の
で
、
そ

う

で
な

け

れ

ば

し
ぼ

ん
で
し
ま

う

こ
と

、
義

が
自

身

の
内

側

に
蓄

積

し
た
結

果

生

じ
る
も

の
で
あ

り

、
外

か
ら

義

が
入

り

込

ん
で
生

じ
る
も

の
で
は
な

い
こ
と

、
自

身

の
行

い
に
後

ろ
め
た
い
こ
と

が
あ

る
と

し
ぼ

ん
で
し
ま

う

こ
と

な

ど

を

述

べ
る
。
そ

う

し
た
上

で
、
義

を

外

に
あ

る
も

の
と

考

え

る
告

子

を

対

比

的

に
評

価

し
、
浩

然

の
気

を

養

う

要

訣

と

し
て
、
努

力

す

る
こ
と

は
も

ち

ろ
ん
だ
が
、
結

果

を

予

期

し
た
り

、
早

く

効

果

を

あ

げ

よ
う

と
す

る
の
も

問

題

で
あ

る
と

し
て
、「

助

長

」
の
話

を

出

し
て
締

め
く

く

る
。

三

、
「

浩

気

説

」

に

つ

い

て

(2)



茶

山

の
「

浩

気

説

」
は
、
前

節

に
て
確

認

し
た
「

浩

然

の
気

（
浩

気

）
」
に
つ
い
て
、
身

近

な

事

例

を

挙

げ

な

が
ら

論

じ
た
も

の
で
あ

る
。
な

お

、
こ

の
「

浩

気

説

」
に
は
、
内

容

が
一

部

重

複

す

る
複

数

の
草

稿

が
あ

る
こ
と

か
ら

、
茶

山

が
推

敲

を

重

ね

て
執

筆

を

進

め
て
い
た
こ
と

が
わ

か
る
。
以

下

、
筆

者

が
確

認

し
た
資

料

を

も

と

に
、
現

時

点

で
考

え

ら

れ

る
推

敲

過

程

を

示

す

。

Ⅰ

…
「

浩

気

説

」
＃I0

2
4
-
1
6
9
-
2

（『

黄

葉

夕

陽

文

庫

目

録

Ⅲ

日

記

・
草

稿

篇

』
資

料

番

号

）

Ⅱ

…
「

浩

気

説

」
＃I0

2
3
-
2
4
1
-
1
6

Ⅲ

…
「

浩

気

説

」
＃G

0
0
6
-
2
-
0
3
2

①
『

黄

葉

夕

陽

村

舎

文

』
中

の
「

浩

気

説

」
＃0

0
8
-
0
1
2

Ⅳ

…
「

菅

茶

山

経

説

草

稿

」
（
末

尾

に
問

答

の
一

段

を

追

加

）
＃G

0
0
6
-
1
-
0
7
7

Ⅴ

…
「

茶

山

経

説

に
つ
き

菅

景

知
（
五

）

評

論

」
＃G

0
0
6
-
1
-
0
3
3

②
『

黄

葉

夕

陽

村

舎

文

』
中

の
「

浩

気

説

」
（
更

に
問

答

の
一

段

を

追

加

。
欄

外

処

理

も

行

う

）
＃0

0
8
-
0
1
4

③
「

黄

葉

夕

陽

村

舎

文

草

稿

」
＃G

0
0
8
-
0
5
2

一

篇

の
資

料

と

し
て
独

立

し
て
い
る
も

の
は
Ⅰ

～

Ⅴ

、
段

階

的

に
推

敲

さ

れ

た
『

黄

葉

夕

陽

村

舎

文

』
に
収

録

さ

れ

て
い
る
も

の
は
丸

数

字

で
示

し
た
。
内

容

か
ら

見

る
に
、「

浩

気

説

」
の
成

立

に
至

る
ま
で
に
は
、
次

の
二

段

階

を

経

て
い
る
と

考

え

ら

れ

る
。

〈

第

一

段

階

〉
Ⅰ

～

①

…

茶

山

が
「

浩

気

」
の
対

極

に
「

癇

癪

家

」
を

置

き

、
双

方

の
特

性

を

論

じ
る
。「

浩

気

説

」
と

し
て
段

階

的

に
推

敲

を

経

た

も

の
（
Ⅰ

～

Ⅲ

）
の
う

ち

、
Ⅲ

が
清

書

さ

れ

て
①

に
収

録

さ

れ

た
と

考

え

ら

れ

る
。

〈

第

二

段

階

〉
Ⅳ

～

③

…
「

浩

然

之

気

」
を

め
ぐ

る
質

疑

応

答

を

段

階

的

に
追

加
（
六

）

。
②

に
お

い
て
欄

外

に
記

さ

れ

た
問

答

の
一

部

も

、
③

で
は
本

文

と

し
て
記

さ

れ

て
い
る
。

現

在

、
筆

者

は
Ⅰ

～

Ⅴ

、
①

～

③

の
校

勘

を

通

じ
て
推

敲

の
詳

細

を

調

査

中

で
あ

る
。
こ
れ

に
つ
い
て
は
別

稿

に
て
整

理

す

る
こ
と

と

し
、
ま

ず

は
、「

浩

気

説

」
の
成

立

過

程

を

検

討

す

る
前

段

階

と

し
て
、
完

成

稿

と

な

る
「

浩

気

説

」
全

体

を

把

握

す

る
必

要

が
あ

る
と

考

え

る
。
そ

こ
で
次

節

で
は
、
現

在

閲

覧

上

で
最

も

簡

便

な
『

黄

葉

夕

陽

村

舎

詩

（
全

）
』
内

の
『

黄

葉

夕

陽

村

舎

文

』
が
収

め
る
「

浩

気

説

」
を

底

本

と

し
、
訳

注

を

示

す

。

四

、
「

浩

気

説

」

訳

注

【

凡

例

】

・
字

体

は
、
俗

字

と

異

体

字

を

含

め
、
全

て
通

行

体

に
改

め
た
。

・「

黄

葉

夕

陽

村

舎

草

稿

」
と

同

じ
箇

所

で
区

切

り
、
そ
の
際

は
適

宜

句

読

点

を

使

い
分

け

た
。

(3)



・
各

節

の
見

出

し
は
訳

者

が
便

宜

上

付

し
た
も

の
で
あ

る
。

・
現

代

語

訳

で
は
、
適

宜
〔

〕
に
よ
っ
て
言

葉

を

補

っ
た
。

（

１

）
「

癇

癪

家

」

に

つ

い

て

【

原

文

】

孟

子

浩

然

之

気

者

今

之

所

謂

癇

癪

家

之

反

対

也

。
夫

癇

癪

之

為

病

、
毎

有

一

事

不

如

其

意

、
輒

艴

然

不

能

自

持

。
顰

蹙

躁

擾

、
欲

漏

其

懣

。
有

蒙

被

而

臥

者

、
有

跣

足

而

走

者

、
有

投

砕

什

器

者

、
有

殴

撃

婢

僕

者

、
笑

者

啼

者

、
歌

者

泣

者

、
瞋

者

吃

者

、
舞

者

躍

者

、
号

者

罵

者

、
黙

者

訴

者

、
手

作

勢

者

、
臀

不

帖

牀

者

、
異

態

百

出

、
不

可

名

状

。
甚

者

投

身

于

水

、
剚

刀

于

腹

、
斃

而

後

已

。
即

有

省

其

為

病

、
業

已

心

為

其

気

所

駆

使

、
駸

駸

乎

不

能

自

止

。
発

為

狂

悖

、
鬱

為

廃

痼

、
亦

末

如

之

何

也

己

。

【

書

き

下

し
文

】

『

孟

子

』
浩

然

の
気

は
今

の
所

謂

癇

癪

家

の
反

対

な

り

。
夫

れ

癇

癪

の
病

た
る
は
、
一

事

の
其

の
意

に
如

か
ざ

る
こ
と

あ

る
毎

に
、

輒

ち

艴

然

と

こ
う

ぜ
ん

い
わ
ゆ
る

か
ん
し
や
く

か

そ

か
ん
し
ゃ
く

し

ご
と

す

な

わ

え
ん
ぜ
ん

し
て

自

ら

持

す

る
こ
と

能

わ

ず

。
顰

蹙

躁

擾

に
し
て
、
其

の
懣

を

漏

ら

さ

ん
と

欲

す

。
蒙

被

し
て
臥

す

者

あ

り

、
足

を

跣

し
て
走

る
者

あ

り

、
什

み
ず

か

じ

あ
た

ひ
ん
し
ゅ
く

そ
う
じ
ょ
う

も
ん

も

も

う

ひ

ふ

せ
ん

器

を

投

げ

て
砕

く

者

あ

り

、
婢

僕

を

殴

撃

す

る
者

あ

り

。
笑

う

者

啼

く

者

、
歌

う

者

泣

く

者

、
瞋

る
者

吃

る
者

、
舞

う

者

躍

る
者

、
号

す

る
者

罵

ひ

ぼ

く

お
う
げ
き

な

い
か

ど
も

る
者

、
黙

す

る
者

訴

う

る
者

、
手

づ
か
ら

勢

い
を

作

す

者

、
臀

の
牀

に
帖

ま

ら

ざ

る
者

、
異

態

百

出

し
て
、
名

状

す

べ
か
ら

ず

。

甚

し
き

者

は

う

っ
た

な

し
り

と
こ

さ
だ

い

た

い

ひ
ゃ
く
し
ゅ
つ

め
い
じ
ょ
う

は
な

は
だ

身

を

水

に
投

げ

、
刀

を

腹

に
剚

し
、
斃

れ

て
後

に
已

む

。
即

ち

其

の
病

た
る
を

省

み

る
こ
と

有

る
も

、
業

已

に
心

は
其

の
気

の
駆

使

す

る
所

と

為

さ

た
お

の
ち

や

か
え

り

す

で

く

し

な

り
、
駸

駸

乎

と

し
て

自

ら

止

む
る
こ
と

能

わ

ず

。
発

し
て
狂

悖

と

為

り

、
鬱

が
り

て
廃

痼

と

為

る
も

、
亦

た
之

を

如

何

と

も

せ
ざ

る
な
り

。

し

ん

し

ん

こ

み

ず

か

や

き

よ
う

ぼ
つ

な

ふ
さ

は

い

こ

な

ま

い

か

ん

○

癇

癪

…

激

怒

し
や

す

い
神

経

質

。
癇

症

。
○

顰

蹙

躁

擾

…

顔

を

し
か
め
て
、
い
ら

だ
つ
さ

ま

。
○

懣

…

煩

悶

。
も

だ
え

。
○

蒙

被

…

物

を

ひ
っ
か

ぶ
る
。
○

跣

…

は
だ
し
に
な

る
。
○

斃

而

後

已

…

死

ぬ
ま

で
続

け

る
こ
と

。
○

駸

駸

乎

…

馬

が
疾

走

す

る
さ

ま

。
転

じ
て
事

態

の
急

速

な

さ

ま

。
○

狂

悖

…

異

常

な

心

理

状

態

で
道

理

に
背

く

。
○

廃

痼

…

不

治

の
病

。「

痼

」
は
、
病

気

や

癖

な
ど

が
な

か
な
か
治

ら

な
い
さ

ま
。

【

現

代

語

訳

】

『

孟

子

』
の
「

浩

然

の
気

」
は
、
今

で
言

う

と

こ
ろ
の
「

癇

癪

家

」
の
対

極

に
位

置

す

る
も

の
で
あ

る
（
七

）

。
そ

も

そ

も

癇

癪

の
病

と

い
う

の
は
、
ひ
と

つ

思

い
通

り

に
行

か
な

い
こ
と

が
あ

る
た
び
に
、
す

ぐ

さ

ま

む

っ
と

な

っ
て
、
平

静

を

保

つ
こ
と

が
で
き

な

い
。
顔

を

し
か
め
て
い
ら

だ
ち

、
そ
の
煩

悶

を

発

散

さ

せ
よ
う

と

し
、
物

を

ひ
っ
か
ぶ
っ
て
臥

し
て
し
ま

う

者

も

い
れ

ば

、
裸

足

に
な

っ
て
駆

け

る
者

も

い
る
し
、
家

具

や

道

具

を

投

げ

て
破

砕

す

る
者

も

い
れ

ば

、
下

男

や

下

女

を

殴

り

つ
け

る
者

も

い
る
。
笑

う

者

や

声

を

張

り

上

げ

て
な

く

者

、
歌

う

者

や

涙

を

流

し
て
な

く

者

、
目

を

怒

ら

せ
る
者

や

ど

も

る
者

、
舞

う

者

や

躍

る
者

、
声

高

に
叫

ぶ
者

や

罵

る
者

、
黙

り

こ
く

る
者

や
〔

誰

か
に
何

か
を

〕
訴

え

る
者

、
手

を

ぶ
ん
ぶ
ん
と

振

り

回

す

者

、
寝

床

や

床

に
落

ち

着

い
て
い
ら

れ

な

い
者

な

ど

、
異

常

な

姿

態

が
現

れ

出

て
、
い
ち

い
ち

名

づ
け

る
こ
と

な

ど

で
き

な

い
。
ひ
ど

い
者

に

な

る
と

、
命

を

落

と

す

状

態

に
な

る
ま

で
、
水

中

に
身

を

投

げ

た
り

、
刃

物

を

腹

に
刺

す

。〔

そ

う

し
た
症

状

が
出

て
〕
す

ぐ

さ

ま

こ
れ

は
病

で
は

な

い
か
と

振

り

返

っ
て
み

る
が
、
心

は
す

で
に
当

人

の
気

に
追

い
立

て
ら

れ

て
し
ま

っ
て
い
て
、
〔

症

状

も

〕
ど

ん
ど

ん
進

ん
で
し
ま

い
自

制

で
き

な

い
。
心

持

ち

が
お

か
し
く

な
っ
て
し
ま
っ
た
り

、
鬱

屈

と

し
て
不

治

の
病

と

な
っ
て
し
ま

っ
て
も

、
ど

う

す

る
こ
と

も

で
き

な
い
。

(4)



（

２

）

不

義

の

集

積

が

も

た

ら

す

怪

気

【

原

文

】

凡

如

此

者

、
雖

係

稟

質

之

偏

、
而

亦

由

蒙

養

之

弗

端

、
馴

致

至

此

。
其

初

父

母

之

過

愛

養

之

、
室

家

之

富

饒

培

之

、
加

以

外

無

切

偲

之

友

、
内

多

陪

奉

之

人

、
肆

意

使

気

、
無

所

抵

牾

、
日

畜

月

積

、
以

凝

一

団

怪

気

、
至

乎

不

可

救

薬

。
蓋

集

不

義

而

生

之

而

已

。

【

書

き

下

し
文

】

凡

そ

此

く

の
如

き

者

は
、
稟

質

の

偏

り

に
係

る
と

雖

も

、
亦

た
蒙

養

の
端

さ

ざ

る
に
由

り

て
、
馴

致

し
此

に
至

る
。
其

れ

初

め
は
父

母

の
過

ぎ

て

お
よ

か

ご
と

ひ
ん
し
つ

か
た
よ

か
か

い
え

ど

ま

も
う
よ
う

た
だ

よ

じ
ゆ
ん
ち

こ
こ

之

を

愛

養

し
、
室

家

の
富

饒

は
之

を

培

い
、
加

う

る
に
外

は
切

偲

の
友

な

く

、
内

は
陪

奉

の
人

多

き

を

以

て
す

れ

ば

、
意

を

肆

に
し
気

を

使

こ
れ

し

っ

か

ふ

じ
ょ
う

こ
れ

つ
ち
か

せ

つ

し

も
っ

ほ
し
い
ま
ま

う

も

、
抵

牾

く

所

無

し
。
日

に

畜

え

月

に
積

め
ば

、
以

て
一

団

の
怪

気

を

凝

り

、
救

う

に
薬

も

て
す

べ
か
ら

ざ

る
に
至

る
。
蓋

し
不

義

を

集

め
て

も

ど

た
く

わ

つ

も
っ

か
い

き

こ

け
だ

ふ

ぎ

之

を

生

ず

る
の
み

な
れ

ば
な
り

。

こ
れ

【

注

釈

】

○

稟

質

…

生

ま

れ

つ
き

の
気

質

。
○

蒙

養

…

子

ど

も

を

教

育

す

る
。
○

端

…

ま

っ
す

ぐ

な

さ

ま

、
か
た
よ
ら

な

い
さ

ま

。
○

馴

致

…

徐

々

に
そ

の

状

態

に
慣

れ

さ

せ

る
。
○

富

饒

…
「

饒

」
は
有

り

余

る
。
○

切

偲

之

友

…

互

い
に
善

を

勧

め
て
励

ま

し
合

え

る

友

人

。
「

切

」
は
、
ね

ん
ご

ろ
な

さ

ま

。「

偲

」
は
、
互

い
に
努

め
励

ま

し
合

う

さ

ま

。「

子

路

問

曰

、
何

如

斯

可

謂

之

士

矣

。
子

曰

、
切

切

偲

偲

、
怡

怡

如

也

、
可

謂

士

矣

。
朋

友

切

切

偲

偲

、
兄

弟

怡

怡

如

也

。
」
（『

論

語

』
子

路

）
○

抵

牾

…

も

ど

く

。
非

難

す

る
。
○

不

義

…

人

の
道

か
ら

見

て
正

し
く
な

い
行

い
。

【

現

代

語

訳

】

お

よ
そ

こ
の
よ
う

な

者

は
、
生

ま

れ

つ
き

の
気

質

の
偏

り

が
関

係

す

る
と

は
い
っ
て
も

、
教

育

が
し
っ
か
り

と

さ

れ

て
い
な

か
っ
た
こ
と

か
ら

、〔

現

状

に
〕
慣

れ

て
し
ま

っ
た
結

果

こ
の
状

態

に
至

る
。
両

親

が
そ

の
人

を

過

度

に
大

切

に
養

育

す

る
と

こ
ろ
か
ら

は
じ
ま

り

、
裕

福

な

家

庭

環

境

の
中

で

養

わ

れ

、
加

え

て
外

に
は
互

い
に
励

ま

し
合

え

る
友

が
お

ら

ず

、
家

の
中

に
は
使

用

人

が
多

い
こ
と

で
、
勝

手

我

儘

で
勇

み

立

っ
て
も

非

難

さ

れ

な

い
。〔

そ

う

し
た
状

況

が
〕
日

月

を

経

て
蓄

積

さ

れ

る
と

、
ひ
と

か
た
ま

り

の
怪

気

と

し
て
凝

り

固

ま

り

、
薬

で
も

救

え

な

い
状

態

に
至

る
。
そ
れ

は

お

そ
ら

く

人

と

し
て
良

か
ら

ぬ
行

い
が
集

積

す

る
こ
と

で
生

じ
て
し
ま

っ
た
た
め
な
の
だ
。

（

３

）

浩

然

の

気

と

癇

癪

の

病

に

通

底

す

る

こ

と

【

原

文

】

夫

浩

然

之

気

、
行

不

慊

於

心

則

餒

矣

。
不

慊

者

不

如

其

意

者

。
不

如

其

意

者

、
未

得

其

義

也

。
其

得

其

義

者

、
積

之

畜

之

、
慣

而

為

常

、
習

而

成

性

、
以

生

斯

気

。
斯

気

之

生

、
而

配

合

其

道

義

、
勇

決

行

事

。
凡

所

作

為

、
無

適

非

斯

気

所

助

与

彼

病

之

凝

、
而

駆

使

其

心

性

、
煽

熾

其

狂

悖

、

凡

所

応

酬

無

適

非

彼

病

所

致

、
雖

如

氷

炭

黒

白

、
然

而

其

由

吾

積

而

生

之

、
生

而

助

吾

、
則

同

。
余

故

曰

、
孟

子

浩

然

之

気

者

、
今

之

所

謂

癇

癪

家

之

反

対

也

。

(5)



【

書

き

下

し
文

】

夫

れ

浩

然

の
気

、
行

い
心

に

慊

か
ら

ず

ん
ば

則

ち

餒

う

。

慊

か
ら

ざ

る
者

は
其

の
意

に
如

か
ざ

る
者

な

り
。
其

の
意

に
如

か
ざ

る
者

は
、
未

だ

こ
こ
ろ
よ

す

な
わ

う

こ
こ
ろ
よ

し

し

い
ま

其

の
義

を

得

ざ

る

者

な

り

。
其

れ

其

の
義

を

得

る
者

は
、
之

を

積

み

之

を

畜

え

、
慣

れ

て
常

と

為

し
、
習

い
て
性

を

成

し
、
以

て
斯

の
気

を

生

え

う

こ
れ

つ

こ
れ

た
く

わ

つ
ね

な

せ
い

も
っ

こ

し
ょ
う

ず

。「

斯

の
気

の
生

ま

れ

て
其

の
道

義

に
配

合

し
、
勇

決

し
て
事

を

行

え

ば

、
凡

そ
作

為

す

る
所

、
適

と

し
て
斯

の
気

の
助

く

る
所

に
非

ざ

る
無

し
」

こ

ど

う

ぎ

は
い
ご
う

ゆ
う

け
つ

お
よ

て
き

こ

あ
ら

と
「

彼

の
病

の
凝

り

て
其

の
心

性

を

駆

使

し
、
其

の

狂

悖

を

煽

熾

す

れ

ば

、
凡

そ

応

酬

す

る
所

適

と

し
て
彼

の
病

の
致

す

所

に
非

ざ

る
な

し
」
と

か

こ

し
ん
せ
い

く

し

き

ょ
う

は
い

せ

ん

し

お
よ

お
う
し
ゅ
う

て
き

か

い
た

あ
ら

は
、
氷

炭

黒

白

の
如

し
と

雖

も

、
然

る
に
其

の
吾

に
由

り

て
積

み

て
之

を

生

じ
、
生

じ
て
吾

を

助

く

る
は
、

則

ち

同

じ
。

余

故

に
曰

く

、『

孟

子

』

ご
と

い
え

ど

し
か

わ
れ

よ

つ

こ
れ

わ
れ

た
す

す

な

わ

わ
れ

ゆ
え

い
わ

浩

然

の
気

は
、
今

の
所

謂

癇

癪

家

の
反

対

な

り

と

。

こ
う
ぜ
ん

い
わ
ゆ
る

か
ん
し
ゃ
く

か

【

注

釈

】

○

慊

…

こ
こ
ろ
よ
い
さ

ま

。
後

ろ
め
た
い
こ
と

が
な

い
さ

ま

。
○

餒

…

飢

え

る
。
こ
こ
で
は
、
し
ぼ

む

。
○

不

如

其

意

…

不

如

意

。
思

う

よ
う

に
な

ら

な

い
こ
と

。
○

適

…

適

然

。
ち

ょ
う

ど

、
た
ま

た
ま

、
ほ
ど

よ
く

。
○

助

…

助

勢

。
勢

い
を

そ

え

る
。
○

狂

悖

…

訳

が
分

か
ら

ず

取

り

乱

す

さ

ま

。

○

煽

熾

…

あ

お

る
。
○

氷

炭

黒

白

…

氷

と

炭

火

、
黒

と

白

の
よ
う

に
、
性

質

が
全

く
相

反

す

る
も

の
。

【

現

代

語

訳

】

そ

も

そ

も

浩

然

の
気

と

は
、
自

身

の
行

い
が
心

に
お

い
て
こ
こ
ろ
よ
い
も

の
で
な

け

れ

ば

し
ぼ

ん
で
し
ま

う

。
こ
こ
ろ
よ
く

な

い
者

は
、
自

身

の
思

う

よ
う

に
な

ら

な

い
者

の
こ
と

で
あ

る
。
自

身

の
思

う

よ
う

に
な

ら

な

い
者

は
、
ま

だ
よ
ろ
し
き

道

を

得

て
い
な

い
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。
よ
ろ
し
き

道

を

得

た
者

と

い
う

の
は
、
こ
こ
ろ
よ
い
も

の
を

積

み

上

げ

て
蓄

積

し
、〔

次

第

に
そ

の
こ
と

に
〕
慣

れ

て
き

て
、
そ

れ

が
い
つ
も

あ

る
姿

と

な

り

、〔

次

第

に
そ

の
こ
と

が
〕
繰

り

返

さ

れ

て
そ

う

い
っ
た
性

質

と

な

り

、
そ

う

し
て
こ
の
浩

然

の
気

が
生

じ
る
の
だ
。「
〔

そ

の
人

か
ら

〕
こ
の
気

が
生

じ
て
道

義

に
合

す

る

も

の
と

な

り

、
勇

敢

な

心

持

ち

で
心

を

決

め

て
行

動

す

れ

ば

、
ど

の
行

い
も

ち

ょ
う

ど

浩

然

の
気

が
助

勢

す

る

よ
う

に
な

る

こ
と

」

と

、「
〔

例

の
怪

気

に
よ
る
〕
病

が
凝

り

固

ま

り

、
当

人

の
心

性

を

駆

け

ず

り

回

ら

せ
、
道

理

に
背

く

よ
う

な

言

動

を

煽

る
よ
う

で
あ

れ

ば

、
周

囲

と

の
や

り

と

り

は
ど

れ

も

、
そ

の
病

が
ち

ょ
う

ど

そ

う

さ

せ
て
し
ま

っ
て
い
る
こ
と

」
と

は
、
氷

と

炭

火

、
黒

と

白

の
よ
う

に
真

反

対

の
こ
と

で
あ

る

が
、
自

身
〔

の
内

面

〕
に
蓄

積

さ

れ

て
生

じ
た
も

の
が
、
自

身

の
状

態

を

よ
り

勢

い
づ
か
せ
る
点

で
は
同

じ
な

の
だ
。
だ
か
ら

、『

孟

子

』
に
言

う
「

浩

然

の
気

」
は
、
今

で
言

う

と

こ
ろ
の
「

癇

癪

家

」
の
反

対

で
あ

る
と

言

う

の
だ
。

（

４

）

浩

然

之

気

章

を

め

ぐ

る

問

答

【

原

文

】

此

有

人

質

浩

気

之

章

、
再

四

弁

拆

、
似

有

不

了

然

者

。
乃

書

此

示

之

。
或

曰

、
浩

気

集

義

所

生

。
非

窮

理

知

言

則

不

能

矣

。
今

対

以

怪

病

、
得

非

失

於

浅

乎

。
余

曰

、
否

。
聖

之

反

対

為

狂

、
為

凡

。
狼

跋

詠

周

公

以

為

反

興

。
請

再

思

焉

。
或

又

曰

、
反

之

為

言

、
吾

既

聞

命

矣

。
然

則

世

之

無

此

病

者

、
皆

必

有

一

小

浩

気

否

。
余

曰

、
嗜

好

之

偏

、
亦

各

生

其

気

、
如

溺

色

、
湎

酒

、
徇

権

、
貪

財

。
其

意

念

気

象

、
如

有

物

馮

之

然

、
是

亦

集

而

生

之

者

、
所

謂

養

配

慊

餒

莫

不

畢

具

、
而

常

情

率

同

。
是

以

人

不

覚

其

為

異

。
要

之

与

癇

癪

同

流

異

派

爾

。
若

夫

癇

癪

其

尤

甚

而

易

覩

者

。
故

今

以

此

証

之

、
其

余

類

推

而

可

。
其

人

唯

唯

而

退

。

(6)



【

書

き

下

し
文

】

比

ろ
人

あ

り

て
浩

気

の
章

を

質

す

こ
と

、
再

四

弁

拆

し
、
了

然

と

せ
ざ

る
あ

る
に
似

た
る
者

な

り

。
乃

ち

此

れ

を

書

き

て
之

に
示

す

。
或

る
ひ
と

こ
の
ご

こ
う

き

た
だ

さ

い

し

べ
ん

た

く

り
ょ
う

ぜ
ん

に

こ

こ
れ

あ

曰

く

、「

浩

気

は
義

を

集

め
て
生

ず

る
所

な

り

。
理

を

窮

め
言

を

知

る
に
非

ず

ん
ば

則

ち

能

わ

ず

。
今

対

す

る
に
怪

病

を

以

て
す

る
は
、
浅

き

に

こ
う

き

ぎ

り

き
わ

げ
ん

あ
ら

す

な

わ

あ
た

か
い
び
ょ
う

も
っ

失

す

る
に
非

ざ

る
を

得

ん
か
」
と

。
余

曰

く

、「

否

。
聖

の
反

対

は
狂

た
り

、
凡

た
り

。
狼

跋

は
周

公

を

詠

み

て
以

て
反

興

を

為

す

。
請

う

再

び
思

あ
ら

え

わ
れ

い
わ

い
な

ぼ
ん

ろ
う

ば
つ

し
ゆ
う
こ
う

よ

も
っ

は
ん
き
ょ
う

な

こ

わ

ん
こ
と

を

」
と

。
或

る

ひ
と

又

た

曰

く

、
「

反

の
言

為

る

、
吾

既

に
命

を

聞

け

り

。
然

ら

ば

則

ち

世

の
此

の
病

無

き

者

は
、
皆

必

ず

一

つ
の

小

あ

ま

い
わ

げ
ん

た

わ
れ

す
で

め
い

し
か

こ

み
な

し
ょ
う

浩

気

有

る
か
否

か
」
と

。
余

曰

く

、
「

嗜

好

の

偏

り

も

、
亦

た

各

の
其

の
気

を

生

ず

れ

ば

、
色

に
溺

れ

、
酒

に
湎

れ

、
権

を

徇

め
、
財

を

貪

る
が

こ

う

き

い
な

わ
れ

い
わ

し

こ
う

か
た
よ

ま

お

の
お

お
ぼ

お
ぼ

も
と

む
さ

ぼ

如

し
。
其

の
意

念

気

象

、
物

有

れ

ば

之

に
馮

く

が
如

く

然

り

。
是

も

亦

た
集

ま

り

て
之

を

生

ぜ

し
者

に
て
、
所

謂
「

養

」「

配

」「

慊

」「

餒

」
、

畢

ご
と

い

ね
ん

き
し
ょ
う

こ
れ

つ

ご
と

し
か

こ
れ

ま

こ
れ

い
わ
ゆ
る

よ
う

は
い

れ
ん

だ

こ
と

ご

と

く

具

わ

ら

ざ

る

莫

く

し
て

常

情

率

ね

同

じ
。
是

を

以

て
人

其

の
異

を

為

す

こ
と

を

覚

え

ず

。
之

を

要

す

る

に
癇

癪

家

と

同

流

異

派

な

る
の

そ
な

な

じ
ょ
う

じ
ょ
う

お

お

む

こ
こ

も
っ

い

な

お
ぼ

こ
れ

か
ん
し
ゃ
く

か

ど
う
り
ゅ
う

い

は

み

。
夫

の
癇

癪

の
若

き

は
其

れ

尤

も

甚

し
く

し
て
覩

易

き

者

な

り

。
故

に
今

此

れ

を

以

て
之

を

証

す

れ

ば

、
其

の
余

り

は
類

推

し
て
可

な

り

」

か

か
ん
し
ゃ
く

ご
と

も

っ
と

は
な

は
だ

み

や
す

ゆ
え

こ

も
っ

こ
れ

あ
ま

る
い
す

い

か

と

。
其

の
人

唯

唯

と

し
て

退

く

。

い

い

し
り

ぞ

【

注

釈

】

○

再

四

…

再

三

再

四

。
幾

度

も

。
○

弁

拆

…

道

理

に
合

う

か
ど

う

か
考

え

る
。
○

窮

理

知

言

…
「

窮

理

」
は
、
朱

子

学

の
「

居

敬

窮

理

」
に
拠

る
。

「

知

言

」
は
、
言

論

の
真

意

を

見

抜

く

こ
と

（
本

稿

第

二

節

参

照

）
。
こ
こ
で
は
、「

浩

然

の
気

」
に
つ
い
て
孟

子

が
語

る
文

脈

を

踏

ま

え

て
の
も

の
で

あ

ろ
う
（
八

）

。
○

聖

之

反

対

為

狂

、
為

凡

…
「

聖

」
は
、
聖

明

。
事

理

に
通

達

す

る
さ

ま

。「

狂

」
は
、
狂

易

。
常

態

を

失

っ
た
さ

ま

。
○

狼

跋

詠

周

公

以

為

反

興

…
『

詩

経

』
豳

風
「

狼

跋

」
詩

を

踏

ま

え

る
。「

狼

跋

」
は
、
老

狼

の
姿

や

進

退

窮

ま

る
こ
と

を

示

す

。「

周

公

（
周

公

旦

）
」
は
、
殷

王

朝

ひ
ん
ふ
う

を

倒

し
た
武

王

を

助

け

、
武

王

の
死

後

は
幼

い
成

王

を

助

け

て
摂

政

と

な

り

、
周

王

朝

の
礎

を

築

い
た
人

物

。「

狼

跋

」
詩

は
、
管

叔

と

蔡

叔

に
よ

る
反

乱

と

異

民

族

の
平

定

（
東

征

）
後

に
お

け

る
周

公

の
盛

徳

を

称

え

る
（
九

）

。「

反

興

」
は
、
対

義

を

有

す

る
二

つ
の
事

象

や

叙

述

を

繋

ぐ

連

想

の

意

。「

狼

跋

」
詩

で
は
、
老

狼

（
も

し
く

は
そ

れ

に
な

ぞ

ら

え

た
、
進

退

窮

ま

る
さ

ま

）
と

、
盛

大

な

徳

を

持

ち

、
正

装

麗

し
い
周

公

と

の
対

比

を

詠

む
（
十

）

。
○

命

…

お

し
え

。
○

湎

…

酒

色

な

ど

に
夢

中

に
な

る
。
○

徇

…

底

本

で
は
「

狥

」
（「

徇

」
の
俗

字

）
に
作

る
。
も

と

め
る
。
○

意

念

気

象

…

「

意

念

」
は
、
心

持

ち

、
念

慮

。「

気

象

」
は
、
気

質

。
○

馮

…

せ
ま

る
。
依

る
。
○

養

配

慊

餒

…
『

孟

子

』
浩

然

の
気

に
関

す

る
論

述

内

に
見

え

る
用

語

。
本

論

で
も

茶

山

が

触

れ

て
い
る

。
そ

の
気

が
養

わ

れ

る
こ
と

（
養

）
、
道

義

に
配

合

す

る
こ
と

（
配

）
、
心

に
お

い
て
こ
こ
ろ
よ
い
と

思

う

こ
と

（
慊

）
、
道

義

に
そ
ぐ

わ
な

け

れ
ば
そ
の
気

が
し
ぼ
む
こ
と

（
餒

）
。
○

常

情

…

人

が
通

常

の
も

の
と

し
て
持

つ
心

持

ち

。

【

現

代

語

訳

】

近

頃

あ

る
人

が
浩

気

の
章
〔

の
解

釈

〕
に
つ
い
て
何

度

も

問

い
た
だ
し
て
お

り

、
腑

に
落

ち

な

い
よ
う

で
あ

っ
た
。
そ

こ
で
こ
の
こ
と

を

こ
こ
に
書

き

記

し
て
示

し
て
お

く

。
そ
の
人

が
言

う

に
、「

浩

然

の
気

は
義

を

集

め
て
生

ず

る
も

の
で
す

。
理

を

窮

め
て
言

を

知

る
の
で
な

け

れ

ば
、〔

浩

然

の
気

は
〕

生

じ
る
こ
と

が
で
き

ま

せ
ん
。〔

そ

れ

な

の
に
〕
今

そ

の
浩

然

の
気

に
対

す

る
も

の
と

し
て
癇

癪

と

い
っ
た
精

神

異

常

と

い
う

あ

や

し
げ

な

病

を

も

っ

て
す

る
の
は
、
あ

ま

り

に
浅

薄

な

考

え

で
は
あ

り

ま

せ
ん
か
」
と

。
私

は
言

っ
た
。「

い
や

。
聖

明

の
反

対

は
狂

易

で
あ

り

、
凡

俗

で
あ

る
。『

詩

経

』

の
「

狼

跋

」
詩

は
〔

老

狼

も

し
く

は
、
誹

謗

さ

れ

る
苦

境

に
周

公

が
置

か
れ

て
い
た
こ
と

に
対

し
（
十

一

）

、
そ
う

し
た
苦

難

の
中

で
も

盛

徳

を

保

ち

得

た
〕

周

公

を

詠

む

こ
と

で
反

興

を

な

し
て
い
る
。
も

う

一

度

考

え

て
み

な

さ

い
。
」
あ

る
人

が
ま

た
言

う

に
、「
「

反

」
と

い
う

語

に
つ
い
て
は
既

に
ご

教

示

い
た
だ
き

ま

し
た
。
そ
う

で
あ

れ

ば

、
世

間

に
こ
の
病

が
な

い
者

は
、
誰

に
で
も

必

ず

一

つ
の
小

浩

気

な

る
も

の
が
あ

る
の
で
し
ょ
う

か
。
」
私

は
言

っ

(7)



た

。
「

嗜

好

の
偏

り

と

い
う

点

も

、
各

人

が
〔

嗜

好

へ
と

赴

く

〕
気

を

生

む

よ
う

で
あ

れ

ば

、
〔

そ

の
果

て
に
あ

る
の
は
〕
酒

色

に
溺

れ

、
権

力

を

求

め
、
財

を

貪

る
と

い
っ
た
姿

だ
。
心

持

ち

や

気

質

と

い
う

の
は
、〔

そ
の
人

の
嗜

好

に
合

う

〕
物

が
あ

れ

ば

、
そ

こ
に
依

り

つ
く

よ
う

な

も

の
で
あ

る
。

〔

こ
う

し
た
小

さ

な

心

の
動

き

が
〕
集

積

し
て
生

じ
た
気

と

い
う

も

の
は
、
ど

れ

も
〔

浩

然

の
気

に
お

い
て
言

わ

れ

る
よ
う

な

〕
い
わ

ゆ

る
「

養

」「

配

」

「

慊

」「

餒

」
の
状

態

を

備

え

て
お

り

、
当

人

の
そ
う

し
た
心

持

ち

が
「
〔

当

人

に
と

っ
て
は
〕
当

た
り

前

の
状

態

」
に
な

っ
て
い
く

。
こ
う

い
う

わ

け

で
、

人

は
自

分
〔

の
心

持

ち

〕
が
異

常

な

状

態

で
あ

る
こ
と

を

自

覚

し
な

く

な

る
。
こ
れ
は
つ
ま

り

癇

癪

と

物

は
違

え

ど

同

じ
傾

向

を

持

つ
も

の
で
あ

る
。

こ
の
癇

癪

な

ど

は
、
極

め
て
程

度

が
激

し
く

目

に
見

え

て
わ

か
り

や

す

い
も

の
だ
。
そ

れ

だ
か
ら

、
今

こ
こ
で
述

べ
て
き

た
こ
と

に
よ
っ
て
検

証

す

れ

ば
、
そ
れ
以

外

の
も

の
も

同

じ
よ
う

に
類

推

し
て
よ
ろ
し
い
。
」
そ
の
人

は
異

議

を

唱

え

る
こ
と

な

く

退

い
た
。

五

、

お

わ

り

に

以

上

、
茶

山

の
経

説

の
中

か
ら
「

浩

気

説

」
を

取

り

上

げ

、
概

要

と

訳

注

を

示

し
た
。
経

書

に
お

い
て
重

要

な

概

念

で
あ

る
「

浩

然

の
気

」
に
つ
い

て
、
茶

山

は
伝

統

的

な

解

釈

を

前

提

に
論

を

進

め
る
と

い
う

よ
り

も

、
非

常

に
身

近

な

日

常

の
場

面

や

人

々

の
様

子

を

取

り

上

げ

つ
つ
論

じ
て
い

た
こ
と

が
分

か
る
（
十

二

）

。

ま

た
、「

浩

気

説

」
の
興

味

深

い
点

と

し
て
、「

浩

然

の
気

」
を

め
ぐ

る
問

答

が
記

録

さ

れ

て
い
る
こ
と

が
挙

げ

ら

れ

る
。
こ
れ

は
「

浩

気

説

」
推

敲

の
過

程

に
お

い
て
追

加

さ

れ

た
一

段

で
あ

る
が
、
茶

山

の
解

釈

を

理

解

す

る
上

で
重

要

な

役

割

を

持

つ
も

の
で
あ

り

、
茶

山

の
日

常

に
お

け

る
教

学

の
一

場

面

を

知

る
上

で
も

貴

重

な
内

容

だ
と
思

わ
れ

る
。

既

に
述

べ
た

通

り

、
茶

山

の
「

浩

気

説

」
は
段

階

的

な

推

敲

を

経

て
完

成

さ

れ

た

も

の
で
あ

っ
た

。
現

存

す

る
複

数

の
資

料

は
保

存

状

態

も

良

く

、
推

敲

過

程

に
お

い
て
順

次

付

加

さ

れ

た
内

容

の
解

読

に
大

き

な

支

障

は
な

い
た
め
、
解

読

を

進

め
て
い
け

ば

、
「

浩

気

説

」
に
お

け

る
茶

山

の

思

索

の
跡

を

辿

る
こ
と

が
可

能

で
あ

る
。
今

後

は
こ
れ

ら

の
比

較

検

討

を

行

い
、
「

浩

気

説

」
の
成

立

過

程

の
詳

細

を

明

ら

か
に
し
て
い
き

た
い
と

考

え

る
。

参

考

文

献

・『

黄

葉

夕

陽

村

舎

詩

（
全

）
』
（
児

島

書

店

、
一

九

八

一

年

）

・「

浩

気

説

」
（
広

島

県

立

歴

史

博

物

館

蔵

、『

黄

葉

夕

陽

文

庫

目

録

Ⅲ

日

記

・
草

稿

篇

』I0
2
4
-
1
6
9
-
2

）

・「

浩

気

説

」
（
広

島

県

立

歴

史

博

物

館

蔵

、『

黄

葉

夕

陽

文

庫

目

録

Ⅲ

日

記

・
草

稿

篇

』I0
2
3
-
2
4
1
-
1
6

）

・「

浩

気

説

」
（
広

島

県

立

歴

史

博

物

館

蔵

、『

黄

葉

夕

陽

文

庫

目

録

Ⅲ

日

記

・
草

稿

篇

』G
0
0
6
-
2
-
0
3
2

）

・「

黄

葉

夕

陽

村

舎

文

」
（
広

島

県

立

歴

史

博

物

館

蔵

、『

黄

葉

夕

陽

文

庫

目

録

Ⅲ

日

記

・
草

稿

篇

』0
0
8
-
0
1
2

）

・「

黄

葉

夕

陽

村

舎

文

」
（
広

島

県

立

歴

史

博

物

館

蔵

、『

黄

葉

夕

陽

文

庫

目

録

Ⅲ

日

記

・
草

稿

篇

』G
0
0
8
-
0
1
4

）

・「

茶

山

経

説

に
つ
き

菅

景

知

評

論

」
（
広

島

県

立

歴

史

博

物

館

蔵

、『

黄

葉

夕

陽

文

庫

目

録

Ⅲ

日

記

・
草

稿

篇

』G
0
0
6
-
1
-
0
3
3

）
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（
一

）
茶

山

の
随

筆

で
あ

る
『

筆

の
す

さ

び
』
巻

二

に
は
、「

予

欲

無

言

。
」
（『

論

語

』
陽

貨

）「

罪

我

者

、
其

惟

春

秋

乎

。
」
（『

孟

子

』
滕

文

公

下

）
の
ほ
か
、
朱

子

学

の
教

義

に

関

す

る
文

章

が
見

え
る
。

（
二

）「

誠

意

説

」
は
、『

大

学

』
第

六

章
「

所

謂

誠

其

意

者

、
毋

自

欺

也

」
に
つ
い
て
説

く
も

の
。「

性

説

」
は
、『

孟

子

』
の
性

善

説

、『

荀

子

』
の
性

悪

説

を

中

心

に
「

性

」
に
つ
い

て
説

く
も

の
。「

黙

而

識

之

説

」
は
、『

論

語

』
述

而

篇

の
黙

而

識

之

説

に
つ
い
て
説

く
も

の
。「

克

己

説

」
は
、『

論

語

』
顔

淵

篇

の
克

己

復

礼

説

に
つ
い
て
説

く
も

の
。

（
三

）
例

え
ば
、「

郷

塾

取

立

に
関

す

る
書

簡

」
で
は
、
社

倉

を

念

頭

に
、
飢

饉

時

の
穀

物

配

給

が
可

能

な
個

人

的

活

動

を

二

十

年

間

ほ
ど
行

っ
て
き

た
と
あ

る
。

（
四

）
こ
こ
で
の
「

言

を

知

る
」
と

は
、
人

の
言

葉

の
真

意

を

見

抜

く
こ
と
で
、
具

体

的

に
は
次

の
四

つ
を

言

う

。
①

詖

辞

（
偏

っ
て
公

正

で
な
い
議

論

）
…

そ
の
人

の
心

が
物

に
覆

ひ

じ

わ

れ

て
い
る
こ
と

を

見

抜

く

。
②

淫

辞

（
で
ま

か
せ
の
議

論

）
…

そ

の
人

の
心

が
何

か
に
惑

わ

さ

れ

て
い
る
こ
と

を

見

抜

く

。
③

邪

辞

（
よ
こ
し
ま

な

屈

折

し
た
議

論

）
…

そ
の

い
ん

じ

じ
や

じ

人

の
心

が
道

理

か
ら

離

れ
て
い
る
こ
と
を

見

抜

く
。
④

遁

辞

（
言

い
逃

れ
を

し
よ
う

と
す

る
議

論

）
…

そ
の
人

の
心

が
行

き

詰

ま
り
困

っ
て
い
る
こ
と
を

見

抜

く
。

と

ん

じ

（
五

）
菅

野

彊

斎

（
一

七

六

六

～

一

八

三

〇

）
。
名

は
景

知

、
通

称

は
岱

立

、
字

は
子

行

、
号

は
彊

斎

・
維

新

庵

・
鶏

肋

山

人

。
播

磨

出

身

。
西

山

拙

斎

に
師

事

。
姫

路

藩

で
の

郷

校

教

授

を

経

て
龍

野

藩

儒

と
な
る
。

（
六

）
こ
の
経

緯

の
詳

細

に
つ
い
て
は
、
現

在

解

読

中

の
Ⅴ

を
も

と
に
今

後

明

ら

か
に
し
て
い
き
た
い
。

（
七

）『

筆

の
す

さ

び
』
に
は
、「

肝

積

も

ち
の
事

」
と
し
て
本

篇

と
類

似

し
た
内

容

が
見

ら

れ
る
。

今

の
世

に
肝

積

も

ち

と
い
ふ
者

幼

少

よ
り
親

の
愛

を

恃

み
て
驕

奢

放

肆

に
そ
だ
ち

、
富

る
と

て
人

に
か
し
づ
か
れ
、
位

あ

り
と
て
人

に
諛

れ
て
何

事

も

吾

意

の
ご
と
く

な

る
よ
り

、
一

度

意

に
忤

ふ
事

あ

れ

ば

、
俄

に
は
ら

た
ち

顔

色

四

体

に
見

れ

、
或

は
物

へ
ゆ

か
ん
と

お

も

ひ
し
に
、
さ

は
り

あ

り

て
ゆ

く

事

を

得

ざ

れ

ば
、
庭

の
内

を

あ

る
き

ま

は
り

て
坐

し
得

ざ

る
あ

り

、
或

は
あ

り

あ

ふ
器

物

を

庭

に
投

げ

、
柱

に
打

つ
け

て
砕

く

も

あ

り

、
或

は
妄

り

に
人

を

罵

り

て
妻

子

婢

僕

を

打

擲

す

る
も

あ

り
、
甚

し
き

は
刀

を

ぬ
き

鎗

を

ひ
ら

め
か
す

も

あ

り
、
或

は
一

日

に
幾

度

と
な

く
手

を

あ

ら

ひ
て
人

の
物

を

ば
皆

け
が
ら

は
し
く

お
も

ふ
も

あ

り
て
、
大

抵

他

人

よ
り

は
、
か
ほ
ど

の
事

は
堪

忍

も

な

る
べ
き

に
と

思

は
る
ゝ
事

を

、
己

が
気

よ
り

心

を

お

し
た
て
ゝ
、
自

や

め
と

ゞ
ま

る
事

の
な

ら

ぬ
は
、
皆

幼

少

よ
り

の
驕

奢

放

肆

に
て
、

一

種

の
気

質

を

や

し
な

ひ
た
て
ゝ
、
所

謂

肝

積

も

ち

と

は
な

り

た
る
な

り

。
予

浩

然

章

を

講

ず

る
に
、
此

説

を

い
ふ
て
直

を

以

て
養

の
反

対

と

す

。
（『

日

本

随

筆

大

・「

菅

茶

山

経

説

草

稿

」
（
広

島

県

立

歴

史

博

物

館

蔵

、『

黄

葉

夕

陽

文

庫

目

録

Ⅲ

日

記

・
草

稿

篇

』G
0
0
6
-
1
-
0
7
7

）

・「

郷

塾

取

立

に
関

す

る
書

簡

」
（『

広

島

県

史

近

世

資

料

編

Ⅵ

』
、
広

島

県

、
一

九

七

六

年

）

・『

黄

葉

夕

陽

文

庫

目

録

日

記

・
草

稿

篇

』
（
広

島

県

立

歴

史

博

物

館

、
二

〇

一

一

年

）

・「

冬

の
日

陰

」
（『

日

本

儒

林

叢

書

』
解

説

部

第

二

、
巻

六

所

収

、
東

洋

図

書

刊

行

会

、
一

九

二

七

～

一

九

三

八

）
礼

十

七

則

、
楽

二

十

七

則

、
総

説

四

十

則

か
ら

成

る
。
天

明

八

年

（
一

七

八

八

）
の
著

（
自

序

）
。
当

時

の
帝

国

図

書

館

蔵

、
中

古

叢

書

本

に
よ
る
。

・「

冬

の
日

か
げ

」
（『

広

島

県

史

近

世

資

料

編

Ⅵ

』
広

島

県

、
一

九

七

六

年

）
礼

十

四

則

、
楽

十

八

則

、
総

説

二

十

則

か
ら

成

る
。
東

北

大

学

付

属

図

書

館

蔵

に
よ
る
。

・『

日

本

随

筆

大

成

』
新

装

版

、
第

一

期

、
第

一

巻

（
吉

川

弘

文

館

、
一

九

九

三

年

）

・『

四

書

章

句

集

注

』
（
中

華

書

局

、
一

九

九

六

年

）

・『

朱

子

語

類

』
（
中

華

書

局

、
一

九

八

六

年

）
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（
八

）「

我

知

言

、
我

善

養

吾

浩

然

之

気

。
」
（『

孟

子

』
公

孫

丑

上

）
ま
た
、『

論

語

』
堯

曰

篇

に
「

不

知

言

無

以

知

人

也

」
と
あ

る
。

（
九

）
毛

伝

に
は
「

狼

跋

美

周

公

也

」
と
あ

る
。

（
十

）「

狼

跋

其

胡

、
載

疐

其

尾

。
公

孫

碩

膚

、
赤

舄

几

几

。
狼

疐

其

尾

、
載

跋

其

胡

。
公

孫

碩

膚

、
徳

音

不

瑕

。
（
狼

其

の
胡

を

跋

み
、

載

ち

其

の
尾

に

疐

く

。
公

孫

は

こ

ふ

す

な

わ

お

つ
ま

ず

こ
う
そ
ん

碩

膚

た
り
、
赤

き

舄

は
几

几

た
り
。
狼

其

の
尾

に

疐

き

、

載

ち
其

の
胡

を

跋

む
。
公

孫

は
碩

膚

た
り
、
徳

音

瑕

ま
ず

。
）
」「

公

孫

」
は
周

公

を

指

す

。
」

せ
き

ふ

く

つ

き

き

お

つ
ま
ず

す

な
わ

こ

ふ

こ
う

そ

ん

せ
き

ふ

と

く
い
ん

や

（
十

一

）
朱

熹
『

詩

集

伝

』
に
は
、「

周

公

雖

遭

疑

謗

、
然

所

以

処

之

不

失

其

常

、
故

詩

人

美

之

。
言

狼

跋

其

胡

，
則

疐

其

尾

矣

。
公

遭

其

流

言

之

変

、
而

其

安

肆

自

得

乃

如

此

。
蓋

其

道

隆

徳

盛

、
而

安

土

楽

天

有

不

足

言

者

、
所

以

遭

大

変

而

不

失

其

常

也

」
と
あ

り
、「

流

言

の
難

に
遭

う

と
い
う

苦

境

」
と

、「

ゆ
っ
た
り
と
し
た
盛

徳

を

失

わ
な
い

周

公

の
姿

」
と
が
対

比

さ

れ
る
。

（
十

二

）「

浩

然

の
気

」
は
、
自

己

内

に
集

積

さ

れ

た
義

が
「

気

」
と

な
っ
て
外

界

へ
と
波

及

す

る
と
い
う

一

種

の
身

体

論

的

性

格

を

帯

び
て
い
る
。
こ
う

し
た
身

体

感

覚

を

伴

う

「

浩

然

の
気

」
に
つ
い
て
、
茶

山

は
「

癇

癪

」
と

い
う

病

質

や

そ

の
症

状

と

い
っ
た
、
極

め
て
身

近

な

生

活

感

覚

の
観

点

か
ら

論

じ
て
い
る
。
特

に
こ
の
「

浩

気

説

」
に
お

い
て
は
、

癇

癪

と

い
う

病

質

が
当

人

の
気

質

だ
け

で
は
な

く
、
家

庭

教

育

や

生

育

環

境

に
も

大

き

く

起

因

す

る
と

述

べ
て
お

り

、
茶

山

の
日

常

生

活

や

世

情

に
対

す

る
ま
な
ざ

し
が
反

映

さ

れ
て
い
る
と

思

わ

れ

る
。
こ
う

し
た
、
日

常

生

活

や

世

情

に
対

す

る
ま

な

ざ

し
は
「

冬

の
こ
か
け

」
に
も

見

ら

れ

る
。
同

書

で
は
、「

民

情

、
風

俗

の
あ

し
き

」
こ
と
や
「

人

情

の
さ

か
し
き

」
こ
と
、
民

衆

の
困

窮

を

憂

う

茶

山

の
姿

が
見

て
取

れ
る
が
、
憂

世

の
念

の
吐

露

の
み
で
は
な
く
、
分

析

や

提

言

を

す

る
態

度

も

確

認

で
き

る
。
例

え
ば
、
上

の

諸

問

題

が
米

価

の
変

動

や

民

に
恒

産

の
な
い
こ
と

に
起

因

す

る
と

し
、
節

倹

や

常

平

倉

の
必

要

性

を

説

く
点

は
、
茶

山

が
当

時

の
民

衆

の
生

活

感

覚

を

踏

ま
え

な
が
ら

社

会

を
注

視

し
て
い
た
こ
と
を
よ
く
示

す

も
の
で
あ

ろ
う

。

成

』
新

装

版

、
第

一

期

、
第

一

巻

、
吉

川

弘

文

館

、
一

九

九

三

年

）
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On Kan Chazan's HaoQiShuo浩気説

Yoko SHIMIZU

Kan Chazan 菅茶山（1748-1827) was known as a Chinese poet in Fukuyama Kannabe, in the Edo period, but he

as a Confucian, wrote some theories about Confucian scriptures in HuangYeXiYangCunSheWen （『黄葉夕陽村

舎文』）, and these theories will show different appearance from the Chinese poet Kan Chazan菅茶山.In

HuangYeXiYangCunSheWen（『黄葉夕陽村舎文』）, we can see some theories that Chazan described the

interpretation of the Confucian scholarship. In order to clarify the thoughts of Confucian Chazan, in this paper, I

would like to take up his HaoQiShuo浩気説,and give an overview through its translation.

【Keyword: Kan Chazan，Confucian scholarship, haoranzhiqi浩然之気】
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