
1

「
倭
が
洋
服
を
着
る
と
は
け
し
か
ら
ん
」

増

山

雄

三

「

李

氏

朝

鮮

（

李

朝

）
」

は

、

隣

の

明

が

勃

興

す

る

と

共

に

興

っ

た

が

、

そ

の

誇

り

は

、

儒

教

と

い

う

文

明

主

義

の

国

で

あ

る

事

で

、

十

四

世

紀

末

の

建

国

後

、

ほ

ど

な

く

儒

教

を

国

教

と

し

、

五

百

二

十

年

近

く

も

続

い

た

が

、

そ

れ

が

骨

の

髄

ま

で

習

慣

化

し

た

点

で

は

、

日

本

と

は

大

き

く

異

な

っ

て

い

た

。

儒

教

と

言

う

の

は

形

式

を

重

ん

じ

、

時

に

は

形

式

そ

の

も

の

で

も

あ

る

が

、

例

え

ば

、

親

へ

の

仕

え

方

や

祖

先

へ

の

祭

祀

、

そ

れ

に

、

血

族

の

順

序

や

尊

卑

貴

賎

と

い

う

よ

う

な

、

身

分

制

を

固

守

す

る

な

ど

の

形

式

こ

そ

、

極

め

て

大

切

だ

っ

た

の

で

あ

る

。

特

に

、

李

朝

の

儒

教

は

、

儒

教

を

生

み

出

し

た

中

國

よ

り

も

形

式

に

厳

格

で

、

そ

れ

は

い

わ

ば

優

等

生

の

体

制

と

思

想

で

、

形

式

を

厳

格

に

す

る

た

め

に

、

つ

ね

に

他

を

論

難

し

自

他

を

正

し

、

時

に

は

咆

哮

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

か

っ

た

。
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春

秋

左

氏

伝

に

、

「

礼

は

国

の

幹

な

り

」

と

い

う

よ

う

に

、

人

倫

の

秩

序

を

守

る

た

め

の

基

本

で

も

あ

り

、

秩

序

と

は

現

代

風

に

言

え

ば

、

上

下

の

差

別

を

重

ん

じ

、

自

他

の

差

を

服

装

や

儀

礼

で

装

飾

化

す

る

事

で

あ

り

、

差

別

こ

そ

が

国

の

幹

な

の

で

あ

る

。

そ

れ

で

、

李

朝

は

国

際

関

係

も

、

当

然

な

が

ら

礼

で

律

し

、

清

国

に

対

し

て

は

、

こ

れ

を

「

天

朝

」

と

呼

び

至

高

の

国

と

し

、

北

京

に

住

む

清

国

皇

帝

を

、

地

上

を

支

配

す

る

唯

一

人

と

し

た

が

、

そ

れ

は

本

気

で

な

く

、

多

分

に

架

空

な

こ

と

だ

が

、

そ

の

架

空

こ

そ

、

礼

の

本

質

で

な

く

も

な

い

。

そ

れ

で

、

李

氏

朝

鮮

の

国

王

に

と

っ

て

、

北

京

の

皇

帝

は

本

家

の

当

主

で

あ

り

、

み

ず

か

ら

は

身

を

屈

し

て

、

分

家

で

あ

る

こ

と

を

固

く

守

っ

て

い

た

が

、

そ

れ

が

礼

と

い

う

儒

教

秩

序

で

あ

り

、

西

洋

風

に

い

う

と

こ

ろ

の

属

国

で

は

な

い

。

ま

た

李

朝

は

、

清

を

文

明

の

中

心

で

あ

る

中

華

と

す

る

一

方

で

、

み

ず

か

ら

は

《

小

中

華

》

を

も

っ

て

任

じ

た

の

は

、

な

に

や

ら

い

さ

さ

か

馬

鹿

げ

て

い

る

が

、

礼

に

は

多

少

の

滑

稽

感

が

と

も

な

い

、

こ

こ

で
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い

う

華

と

は

、

野

蛮

に

対

す

る

反

対

語

で

あ

る

。

た

だ

、

李

朝

の

儒

教

に

と

っ

て

、

当

惑

こ

の

上

な

か

っ

た

の

は

、

北

京

の

天

朝

の

内

実

の

こ

と

で

、

清

の

帝

室

が

、

も

と

は

東

北

の

山

野

に

い

た

、

野

蛮

人

の

女

真

だ

っ

た

こ

と

が

、

華

の

観

念

に

矛

盾

し

、

さ

ら

に

こ

の

蛮

族

は

、

漢

民

族

を

支

配

す

る

女

真

人

の

髪

型

で

あ

る

、

辮

髪

を

強

い

た

の

で

あ

る

。

こ

の

よ

う

に

、

こ

れ

ま

で

の

髪

型

を

、

蛮

風

に

変

え

る

こ

と

は

礼

に

も

と

る

が

、

そ

う

い

う

蛮

夷

の

帝

室

を

、

華

の

本

家

と

し

て

崇

め

る

の

は

、

朝

鮮

儒

教

に

と

っ

て

、

大

き

な

観

念

上

の

矛

盾

だ

っ

た

が

、

幸

い

に

も

、

清

は

朝

鮮

に

辮

髪

を

強

い

な

か

っ

た

。

と

こ

ろ

で

、

前

王

朝

の

高

麗

朝

は

、

仏

教

を

尊

ん

だ

が

、

そ

れ

を

亡

ぼ

し

た

李

朝

は

、

仏

教

を

排

し

て

儒

教

に

代

え

、

当

時

の

日

本

は

室

町

時

代

で

、

倭

寇

と

い

う

私

貿

易

が

盛

ん

に

な

り

、

朝

鮮

に

対

し

て

は

対

馬

島

の

倭

寇

が

猖

獗

し

、

そ

の

後

、

豊

臣

時

代

に

は

、

秀

吉

の

無

意

味

な

朝

鮮

侵

略

が

あ

っ

た

。

つ

ぎ

の

徳

川

幕

府

は

、

宗

氏

対

馬

藩

を

特

別

な

藩

と

し

、

朝

鮮

外

交

の

事

務

を

請

負

わ

せ

た

が

、

こ

の
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島

か

ら

は

釜

山

も

見

え

た

が

、

山

ば

か

り

の

島

で

米

が

殆

ど

と

れ

な

か

っ

た

の

で

、

信

じ

難

い

こ

と

な

が

ら

、

対

馬

藩

は

朝

鮮

国

王

か

ら

毎

年

、

米

百

石

と

官

職

を

貰

い

、

両

属

と

い

う

形

を

と

っ

て

い

た

。

江

戸

時

代

、

朝

鮮

国

王

か

ら

江

戸

の

将

軍

に

対

し

て

、

前

後

十

二

回

に

わ

た

り

通

信

使

が

派

遣

さ

れ

て

き

た

が

、

享

保

四

年

（

一

七

一

九

年

）

の

通

信

使

の

製

述

官

申

維

翰

の

紀

行

「

海

游

録

」

で

、

一

行

が

対

馬

の

城

下

厳

原

に

着

い

た

時

、

藩

の

通

訳

が

、

藩

主

に

拝

謁

さ

せ

よ

う

と

し

た

と

書

か

れ

て

い

る

。

そ

れ

で

、

こ

の

紀

行

文

の

中

で

申

維

翰

が

、

「

こ

の

島

は

朝

鮮

の

一

州

県

に

す

ぎ

な

い

！
」

と

咆

哮

し

た

う

え

、

さ

ら

に

「

対

馬

の

島

主

は

、

わ

が

国

の

辺

境

の

臣

で

あ

る

」

と

怒

鳴

り

、

加

え

て

、

「

朝

鮮

国

王

の

直

臣

で

あ

る

自

分

が

、

一

地

方

官

に

な

ぜ

こ

ち

ら

か

ら

出

向

い

て

挨

拶

の

礼

を

取

ら

ね

ば

な

ら

な

い

の

だ

」
、

と

い

っ

た

の

で

あ

る

。

そ

れ

で

も

、

そ

れ

ら

は

ど

う

で

も

よ

い

に

せ

よ

、

小

中

華

と

い

う

架

空

の

真

実

の

中

で

生

き

る

、

儒

教

徒

の

申

維

翰

は

、

日

本

人

に

対

し

、

《

人

》

と

い

う
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文

字

を

使

わ

ず

、

人

と

は

文

明

人

な

の

で

、

彼

の

定

義

に

よ

れ

ば

、

そ

れ

は

、

中

華

と

小

中

華

の

場

合

で

の

み

、

使

わ

れ

る

に

相

違

な

い

の

だ

。

そ

し

て

、

彼

の

文

中

で

は

、

対

馬

の

人

々

を

群

衆

と

言

わ

ず

に

《

群

倭

》

と

い

い

、

く

ど

い

ほ

ど

差

を

明

ら

か

に

し

て

い

る

が

、

倭

と

い

う

の

は

、

人

間

の

形

を

と

っ

て

い

る

と

は

い

え

、

内

容

は

野

蛮

人

で

あ

る

、

と

い

う

意

味

の

事

を

い

っ

て

い

る

の

で

あ

る

。

ま

た

朝

鮮

が

小

中

華

で

あ

る

と

空

想

し

た

以

上

、

こ

れ

に

伴

う

辺

境

の

蕃

国

が

存

在

せ

ね

ば

な

ら

ず

、

そ

う

い

う

秩

序

体

系

の

礼

で

い

え

ば

、

対

馬

藩

に

つ

い

て

い

え

は

、

空

論

の

上

な

が

ら

も

、

朝

鮮

の

蕃

国

に

せ

ざ

る

を

得

な

い

の

で

あ

る

。

そ

れ

で

勢

い

余

っ

て

、

日

本

全

体

に

つ

い

て

も

ま

た

、

小

中

華

の

蕃

国

に

し

て

し

ま

い

、

現

実

が

ど

う

で

あ

れ

、

そ

う

あ

ら

ね

ば

な

ら

な

い

と

い

う

よ

う

な

態

度

を

、

海

游

録

は

終

始

と

り

続

け

、

や

が

て

李

朝

は

、

日

本

の

こ

と

を

、

《

倭

夷

》

と

い

っ

て

正

称

の

よ

う

に

呼

ぶ

よ

う

に

な

り

、

そ

れ

が

朝

鮮

儒

教

に

お

け

る

、

礼

と

い

う

も

の

で

あ

っ

た

。
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と

こ

ろ

が

、

そ

の

倭

夷

が

、

一

八

六

八

年

、

明

治

維

新

と

い

う

革

命

を

起

こ

し

た

が

、

当

時

、

対

馬

藩

は

江

戸

時

代

を

通

じ

、

釜

山

の

西

に

あ

る

草

梁

に

、

二

万

坪

ほ

ど

を

李

朝

か

ら

租

借

し

、

商

務

の

た

め

藩

吏

が

常

駐

し

て

い

た

が

、

そ

の

藩

吏

が

租

借

地

か

ら

は

、

一

歩

も

出

ら

れ

な

い

と

い

う

事

は

、

出

島

の

オ

ラ

ン

ダ

屋

敷

に

よ

く

似

て

い

た

。

維

新

成

立

の

前

年

、

最

後

の

将

軍

慶

喜

は

、

政

権

を

朝

廷

に

戻

し

た

と

、

書

簡

で

対

馬

藩

を

介

し

て

朝

鮮

に

通

告

し

た

が

、

こ

れ

に

対

す

る

応

答

は

一

切

な

く

、

朝

鮮

の

礼

と

は

、

日

本

の

言

う

礼

儀

や

行

儀

と

い

う

、

互

敬

的

な

作

法

で

は

な

い

も

の

の

、

そ

れ

に

し

て

も

、

二

世

紀

に

わ

た

り

外

交

関

係

が

あ

っ

た

、

徳

川

家

の

当

主

慶

喜

に

対

し

、

返

事

も

し

な

か

っ

た

と

こ

ろ

に

、

礼

の

持

つ

滑

稽

感

が

あ

る

。

ま

た

維

新

成

立

早

々

の

九

月

、

新

政

府

は

同

じ

く

対

馬

藩

を

通

じ

、

そ

の

旨

の

書

を

送

っ

た

が

こ

れ

も

返

書

は

な

か

っ

た

の

で

、

三

人

の

使

者

が

釜

山

の

倭

館

へ

い

き

、

維

新

成

立

の

事

情

を

告

げ

た

が

、

こ

れ

も

ソ

ウ

ル

か

ら

は

何

の

応

答

も

な

か

っ

た

。



7

五

年

後

に

な

っ

て

、

李

朝

は

や

っ

と

そ

の

意

思

を

表

明

し

た

が

、

そ

れ

は

日

本

に

対

す

る

も

の

で

な

く

て

、

倭

館

に

出

入

り

す

る

朝

鮮

人

に

対

す

る

貼

り

紙

で

、

そ

の

文

章

は

誠

に

激

し

く

、

「

倭

が

洋

服

を

着

る

と

は

け

し

か

ら

ん

」

と

い

う

も

の

で

、

隣

国

の

や

っ

た

起

死

回

生

の

明

治

維

新

を

、

礼

の

論

の

中

で

片

付

け

ら

れ

て

い

る

の

だ

ま

た

、

維

新

成

立

を

告

げ

た

文

書

の

中

に

、

「

皇

室

、

皇

祖

、

皇

上

」

と

い

う

用

語

に

つ

い

て

、

告

示

文

は

目

を

む

い

て

と

が

め

て

い

る

が

、

八

世

紀

成

立

し

た

日

本

書

紀

の

「

天

皇

記

」

な

ど

、

む

ろ

ん

朝

鮮

で

は

、

野

蛮

国

の

書

だ

か

ら

読

ま

れ

て

い

な

か

っ

た

に

相

違

な

く

、

と

も

か

く

も

天

皇

と

い

う

言

葉

に

、

十

九

世

紀

な

っ

て

初

め

て

驚

い

た

の

で

あ

る

。

い

う

ま

で

も

な

く

、

李

朝

の

礼

で

は

、

「

皇

」

の

付

く

人

は

北

京

に

在

す

の

み

で

あ

り

、

そ

れ

を

と

が

め

た

の

は

、

《

倭

》

は

お

ろ

か

に

も

そ

ん

な

事

も

知

ら

な

い

と

い

う

意

味

で

、

互

い

に

誠

に

遥

か

で

あ

る

と

、

嘆

息

す

る

ほ

か

は

な

い

。

令

和

四

年

一

月


