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要 旨  
 

易 學 史 の 研 究 に お い て 明 代 の 易 學 は 等 閑 視 さ れ る 傾 向 に あ っ た 。

そ れ は 、永 樂 帝 の 勅 命 に よ る『 周 易 大 全 』の 編 纂 に よ り 、程 頤 の『 易

傳 』 と 朱 熹 の 『 周 易 本 義 』 を 基 に す る 程 朱 易 學 が 正 統 的 易 解 釋 と し

て 認 め ら れ 、 明 代 に お け る 程 朱 易 學 の 影 響 が 強 か っ た た め で あ る 。

ま た 、 黄 宗 義 を は じ め と す る 、 淸 代 易 學 の 程 朱 易 學 に 對 す る 批 判 的

立 場 も 、 そ う し た 明 代 易 學 の 風 潮 に 對 す る 反 發 と し て 理 解 さ れ て き

た 。 し か し 、 こ う し た 認 識 は 、 易 學 史 に お け る 明 代 と 淸 代 の 斷 絶 と

の 誤 解 を 招 く 恐 れ が あ る 。 な ぜ な ら 、 明 代 易 學 史 に お い て も 義 理 を

重 視 す る 程 朱 易 學 を 批 判 し 、 象 數 を 以 て 易 を 理 解 し よ う と し た も の

が 存 在 し 、 彼 ら の 易 學 が 淸 代 易 學 に お け る 程 朱 易 學 へ の 批 判 に 影 響

を 及 ぼ し た と 見 受 け ら れ る か ら で あ る 。 そ の 代 表 的 な 人 物 が 來 知 德

で あ る 。  

來 知 德 （ 一 五 二 五 ～ 一 六 〇 四 ） は 、 字 は 矣 鮮 、 號 は 瞿 唐 、 四 川 梁

山 （ 今 重 慶 市 梁 平 縣 ） の 人 で 、 蜀 の 易 學 を 代 表 す る も の と し て 程 頤

と 竝 稱 さ れ る ほ ど の 明 末 の 著 名 な 易 學 者 で あ る 。 來 知 德 が （ 四 川 ）

萬 縣 の 山 中 に 籠 も り 易 に 沒 頭 す る こ と 二 十 九 年 に し て 完 成 し た の が

『 周 易 集 注 』 で あ る 。 そ の 易 説 は 繫 辭 上 傳 の 「 錯 綜 其 數 」 を 基 と し

て 易 の 象 を 論 じ た も の で 、 そ れ が す な わ ち 來 知 德 の 易 學 を 代 表 す る

「 錯 綜 説 」 で あ る 。 文 王 の 序 卦 （ 六 十 四 卦 の 配 列 ） に 基 づ く 來 知 德

の 錯 綜 説 は 、 近 世 中 國 の み な ら ず 朝 鮮 や 日 本 に も 大 き な 影 響 を 及 ぼ

し た も の で あ る 。 そ の よ う な 近 世 易 學 史 に お け る 來 知 德 の 影 響 を 考

慮 す れ ば 、 來 氏 易 學 の 研 究 は 近 世 易 學 史 の 解 明 の た め に も 一 考 に 値

す る と 考 え ら れ る 。  

 本 研 究 は 、 か か る 來 知 德 の 易 學 を 取 り 上 げ 、 そ の 易 學 體 系 の 特 徴

及 び 後 代 の 易 學 へ の 影 響 の 考 察 を 通 じ て 、 易 學 史 に お け る 來 氏 易 學

の 意 義 を 明 ら か に す る も の で あ る 。  
 
第 一 章 の 「 來 知 德 の 錯 綜 説 」 に お い て は 、 來 氏 易 學 を 代 表 す る 錯

綜 説 を 考 察 し た 。 錯 は 乾 ☰ ☰ 坤 ☷ ☷ の よ う に 陰 陽 反 對 の 兩 卦 の 關 係

を い い 、 綜 は 屯 ☵ ☳ 蒙 ☶ ☵ の よ う に 上 下 反 對 の 兩 卦 の 關 係 を い う 。

從 來 の 研 究 は 兩 卦 の 關 係 を 意 味 す る 錯 綜 説 が 、 漢 易 の 旁 通 卦 （ 錯 ）

や 反 對 卦 （ 綜 ） の 類 似 技 法 で あ り 、 六 十 四 卦 の 配 列 に 關 す る 「 非 覆

即 變 」 説 の 敷 衍 で あ る と 評 價 す る 。 し か し 、 か か る 評 價 は 程 朱 易 學

が 主 流 を 占 め た 明 代 易 學 の 風 潮 を 考 慮 に 入 れ て い な い も の で あ る 。  
來 知 德 の 錯 綜 説 は そ の 當 時 の 程 朱 易 學 の 義 理 易 や 先 天 易 を 批 判 す

る も の で 、 そ れ は 『 周 易 大 全 』 に 對 す る 來 氏 の 批 判 か ら 窺 え る 。 來

氏 は 『 周 易 大 全 』 に お け る 象 の 輕 視 や 、 兩 卦 が 對 に な る 現 行 本 の 卦

序 を 考 慮 し な い 分 卷 體 制 を 批 判 し 、 卦 序 に 現 れ る 錯 綜 の 象 を 強 調 す
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る 。  
來 知 德 は 『 周 易 』 の 成 立 過 程 に お け る 文 王 の 役 割 に 着 目 し て 、 そ

の 「 六 十 四 卦 の 配 列 」 に 祕 め ら れ て い る 錯 綜 の 象 が 「 卦 爻 辭 」 創 作

の 原 理 を 表 し て い る と 考 え 、 繋 辭 傳 の 「 錯 綜 其 數 」 の 新 解 釋 を 通 じ

て 錯 綜 説 を 形 成 す る 。 そ の 形 成 に お い て は 漢 易 の 「 旁 通 」 説 ・ 孔 穎

達 の「 非 覆 即 變 」説 ・「 上 下 經 各 十 八 卦 」説 ・ 朱 熹 の「 錯 綜 」説 の 影

響 が 見 ら れ る 。 し か し 、 來 知 德 は そ の 錯 綜 説 に 基 づ く 新 し い 易 解 釋

を 試 み な が ら 、 そ の 錯 綜 説 に 「 陰 陽 の 對 待 と 流 行 」 と い う 易 の 原 理

や 、「交 易 と 變 易 」と い う 易 の 兩 義 を 結 び 付 け て 、伏 羲 の 先 天 易 と 文

王 の 後 天 易 の 統 一 を 圖 る 。 そ れ を 通 じ て 、 來 知 德 は そ の 當 時 流 行 し

た 先 天 易 の 先 天 後 天 の 説 を 乘 り 越 え よ う と し た の で あ る 。 そ の よ う

な 來 氏 の 錯 綜 説 に は 朱 熹 の 易 學 の 影 響 が 強 く 見 ら れ る 。  
來 知 德 は か か る 錯 綜 説 を さ ら に 十 翼 の 解 釋 に ま で 適 用 し て 、『周 易 』

全 體 の 解 釋 に お い て 錯 綜 説 を 貫 く 。 來 知 德 は 、 孔 子 の 十 翼 は 陰 陽 の

對 待 と 流 行 と い う 錯 綜 の 原 理 を 敷 衍 説 明 し た も の で あ り 、 そ の 中 で

錯 綜 を 最 も 明 確 に 表 し て い る の が 序 卦 傳 と 雜 卦 傳 で あ る と 考 え る 。

特 に 序 卦 傳 を 聖 人 の 書 と 認 め な い 韓 康 伯 以 來 の 批 判 を 、 來 知 德 は 錯

綜 の 原 理 を 知 ら な い も の と 強 く 批 判 し た の で あ る が 、 そ れ は 來 氏 が

序 卦 傳 の 論 理 に 拘 ら ず そ の 卦 序 の 象 に 注 目 し た た め で あ る 。  
以 上 の よ う に 、 序 卦 傳 と 雜 卦 傳 の 新 評 價 や 、 先 天 後 天 の 原 理 を 統

合 し よ う と し た 來 知 德 の 錯 綜 説 は 、 易 學 史 に お け る 來 知 德 の 功 績 と

し て 評 價 で き る と 考 え ら れ る 。  
 

第 二 章 の 「 來 知 德 の 卦 變 説 批 判 と 卦 生 成 論 」 に お い て は 、 來 知 德

の 卦 變 説 批 判 に 焦 點 を 合 わ せ て 、 來 氏 の 卦 變 説 批 判 の 意 圖 や そ の 批

判 の 根 據 で あ る 錯 綜 説 と 爻 變 説 の 關 係 及 び 卦 生 成 論 を 明 ら か に し た 。 
錯 綜 説 に 基 づ く 來 知 德 の 卦 變 説 批 判 を 氏 の 易 學 體 系 の 中 で 理 解 し

よ う と す る 際 に 次 の よ う な 疑 問 點 が 生 ず る 。 一 つ は 、 來 氏 の 易 學 體

系 に お け る 「 卦 變 説 批 判 」 と 「 爻 變 説 」 の 關 係 の 問 題 で あ る 。 來 氏

は 易 解 釋 の 主 要 原 理 と し て 錯 綜 ・ 中 爻 （ 互 體 ） と 共 に 「 變 」 を 強 調

す る が 、 朱 伯 崑 氏 は 來 氏 の 「 變 」 を 爻 變 説 と 定 義 し て 卦 變 説 と 區 分

す る 。 し か し 、 爻 變 説 が 結 局 爻 變 に よ る 卦 の 變 化 を 意 圖 す る と い う

點 な ど を 考 慮 す れ ば 、 卦 變 説 と 爻 變 説 は 既 存 の 定 義 の よ う に 明 確 に

區 別 可 能 な も の で は な い 。 そ う で あ れ ば 、 來 知 德 の 卦 變 説 批 判 は 氏

の 易 學 體 系 に お い て 爻 變 説 の 主 張 と 相 容 れ な い も の と な る 。 か か る

兩 説 の 關 係 を 解 明 す る た め に は 、 來 氏 の 批 判 す る 卦 變 説 と 氏 の 主 張

す る 爻 變 説 が よ り 具 體 的 に 説 明 さ れ る 必 要 が あ る 。  
第 二 點 は 、 來 氏 の 卦 變 説 批 判 が 氏 の 易 學 體 系 に お い て 新 た な 卦 生

成 論 を 必 要 と す る と い う 問 題 で あ る 。 何 故 な ら 、 從 來 の 卦 變 説 は 程

朱 易 學 に お い て 卦 の 生 成 變 化 を 説 明 す る 卦 生 成 論 と し て 理 解 さ れ て
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き た た め で あ る 。 程 頤 は 説 卦 傳 の 乾 坤 生 六 子 説 に 基 づ い て 八 卦 の 生

成 を 説 明 し 、 そ の 程 氏 の 説 を 批 判 し た 朱 熹 は 先 天 後 天 の 説 に 基 づ い

て 自 某 卦 來 之 説 を 後 天 易 の 卦 生 成 論 と 理 解 し た 。 し か し 、 來 知 德 に

お い て 卦 變 説 批 判 の 根 據 と な る 錯 綜 説 は 、 文 王 の 『 周 易 』 創 作 の 原

理 を 説 明 す る 理 論 で 、 文 王 以 前 に 既 に 存 在 し た 卦 の 生 成 を 説 明 す る

も の で は な い 。 ま た 、 來 氏 は 先 天 ・ 後 天 の 區 分 を 否 定 す る た め に 朱

熹 の 卦 生 成 論 を 受 け 入 れ な い の で あ る 。 そ れ な ら ば 、 來 氏 は ど の よ

う な 卦 生 成 論 を 提 示 し て い る の で あ ろ う か 。 こ の 二 つ の 疑 問 點 を 解

明 し た 先 行 研 究 は ま だ な い 。  
本 章 の 考 察 に よ れ ば 、 來 知 德 の 卦 變 説 批 判 は 虞 翻 以 來 の 自 某 卦 來

之 説 に よ る 彖 傳 解 釋 を 錯 綜 説 の 綜 卦 に 代 え た も の で 、文 王 の『 周 易 』

創 作 原 理 で あ る 錯 綜 を 『 周 易 』 全 體 の 解 釋 に 一 貫 し て 適 用 し よ う と

し た 意 圖 に 由 來 し た も の で あ る 。 來 氏 の 易 解 釋 原 理 の 一 つ で あ る 變

は 小 成 卦 に お け る 一 爻 の 陰 陽 變 化 を 意 味 す る 爻 變 説 で 、 爻 辭 の 解 釋

に お い て 卦 象 を 導 く た め の も の で あ る 。 か か る 爻 變 説 は 來 氏 の 易 學

體 系 に お い て 卦 變 説 批 判 の 根 據 と な る 錯 綜 説 と 相 互 補 完 的 な 關 係 に

あ る と 言 え よ う 。  

ま た 、 來 知 德 は 程 朱 易 學 に お い て 卦 生 成 論 と 認 識 さ れ て き た 卦 變

説 を 受 け 入 れ な い た め に 、 そ れ ら に 代 わ る 卦 生 成 論 を 提 示 し な け れ

ば な ら な か っ た 。 し か し 、 來 氏 は 朱 熹 の 先 天 後 天 の 區 別 を 否 定 し 先

天 易 の 加 一 倍 法 を 取 ら ず 、 繋 辭 傳 に 基 づ い て 小 成 卦 の 八 卦 と 八 純 卦

の 生 成 を 説 明 し 、 八 純 卦 の 順 次 的 爻 變 を 通 じ て 六 十 四 卦 の 生 成 を 説

明 し た 。 來 知 德 の か か る 爻 變 説 と 卦 生 成 論 か ら は 京 房 易 學 の 影 響 が

窺 え る 。  
 
第 三 章 の 「 易 學 史 に お け る 來 氏 易 學 の 影 響 」 に お い て は 、 王 夫 之

の 乾 坤 竝 建 論 や 、 胡 渭 と 江 永 の 卦 變 説 及 び 丁 若 鏞 の 易 理 四 法 を 取 り

上 げ 、 彼 ら の 易 説 と 來 知 德 批 判 に 見 ら れ る 來 氏 易 學 の 影 響 を 考 察 し

た 。  
王 夫 之 の 乾 坤 竝 建 論 は 『 周 易 』 に お け る 陰 陽 二 氣 の 不 可 分 ・ 無 先

後 の 關 係 を 強 調 す る も の で あ り 、 そ の 乾 坤 竝 建 論 の 基 盤 と な る の が

文 王 の 卦 序 に 基 づ き 對 に な る 兩 卦 の 緊 密 な 關 係 を 強 調 し た 錯 綜 説 で

あ る 。 王 夫 之 の 錯 綜 説 に は 來 知 德 の 影 響 が 見 受 け ら れ る が 、 王 夫 之

は 錯 綜 の 原 理 を 未 だ 誰 も 明 ら か に し た こ と の な い も の と し 、 自 身 の

ど の 著 作 に お い て も 來 知 德 の 名 を 擧 げ て は い な い 。 序 卦 傳 に 對 す る

相 反 す る 評 價 の よ う に 、 兩 氏 の 錯 綜 説 は そ の 展 開 に お い て は 相 異 な

る 樣 相 を 見 せ る 。 し か し 、 兩 氏 の 錯 綜 説 に お け る 類 似 點 を 考 慮 す れ

ば 、 來 氏 の 錯 綜 説 が 王 氏 の 易 學 形 成 に 一 定 の 影 響 を 與 え た と み な す

の が 穩 當 で あ る と 考 え ら れ る 。  
胡 渭 ・ 江 永 兩 氏 の 卦 變 説 は 來 知 德 の 綜 卦 と 同 じ く 文 王 の 序 卦 を 根
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據 と し た 反 對 卦 を 主 張 す る も の で あ る 。 そ れ に も 關 わ ら ず 、 胡 江 兩

氏 は 來 氏 の 錯 綜 説 に 對 し て 批 判 的 な 立 場 を 取 る 。 胡 渭 は 來 氏 の 錯 綜

説 に お け る 先 天 易 か ら の 影 響 を 指 摘 し て 、 錯 綜 と い う 概 念 が 繋 辭 傳

の 原 義 と は 異 な る 斷 章 取 義 で あ る と 批 判 し 、 江 永 は そ の 錯 綜 説 の 綜

卦 に 當 た る 反 對 卦 が 來 氏 の 創 案 で な い こ と を 指 摘 し 、 李 光 地 が 『 周

易 折 中 』 に お い て 來 氏 の 説 を 排 除 し た の も 、 彖 傳 の 卦 變 問 題 を 綜 卦

に よ っ て 自 身 が は じ め て 解 決 し た と い う 來 氏 の 傲 慢 な 態 度 に 起 因 す

る と 考 え た 。 し か し 、 文 王 の 序 卦 に 注 目 し て 易 解 釋 に お け る 反 對 卦

の 意 味 を 強 調 し た 彼 ら の 卦 變 説 は 、 錯 綜 説 に 基 づ く 來 氏 の 卦 變 説 批

判 が 有 效 で あ っ た こ と を 證 明 す る も の で あ る と 考 え ら れ る 。  

朝 鮮 後 期 の 易 學 を 代 表 す る 丁 若 鏞 は 易 解 釋 の 主 要 原 理 と し て 推

移 ・ 爻 變 ・ 互 體 ・ 物 象 と い う 易 理 四 法 を 主 張 し 、ま た「 來 氏 易 注 駁 」

（『 易 學 緖 言 』） に お い て は 來 氏 の 錯 綜 説 を 強 く 批 判 し た 。 し か し 、

來 丁 兩 氏 の 易 學 は 類 似 す る 點 が 多 々 見 ら れ る 。 丁 若 鏞 の 易 理 四 法 を

來 知 德 の 易 經 字 義 と 比 較 す れ ば 、 丁 氏 の 物 象 ・ 互 體 ・ 爻 變 は そ れ ぞ

れ 來 氏 の 象 ・ 中 爻 ・ 變 に 類 似 す る も の で あ り 、 來 丁 兩 氏 の 易 説 に お

け る 大 き な 相 異 は 來 氏 の 錯 綜 説 と 丁 氏 の 推 移 説 に あ る こ と が 分 か る 。

丁 氏 の 推 移 説 は 、 來 氏 が 錯 綜 説 に 基 づ い て 否 定 し た 卦 變 を 主 張 す る

も の で あ る 。丁 若 鏞 の 來 氏 批 判 は 主 に 來 氏 の 錯 綜 説 に 對 す る も の で 、

そ の 批 判 は 丁 氏 自 身 の 推 移 説 を 正 當 化 し そ の 説 の 理 論 的 優 秀 性 を 強

調 す る た め の も の で あ る 。 推 移 説 を も っ て 卦 變 を 説 い た 丁 氏 に と っ

て 、 そ う し た 卦 變 説 を 批 判 し た 來 知 德 と そ の 批 判 の 根 據 と な っ た 錯

綜 説 は 、 批 判 し て 克 服 し な け れ ば な ら な い 對 象 で あ っ た と 考 え ら れ

る 。 ま た 、 來 丁 兩 氏 の 易 學 に お け る 類 似 點 に 注 目 す れ ば 、 丁 氏 の 錯

綜 説 批 判 は 來 氏 易 學 と の 差 別 性 を 強 調 す る た め の も の で あ っ た と 考

え ら れ る 。  
 
第 四 章 の 「 易 學 史 に お け る 文 王 序 卦 の 研 究 と 來 知 德 の 「 上 下 經 篇

義 」」に お い て は 、易 學 史 に お け る 文 王 序 卦 の 研 究 に つ い て 基 礎 的 考

察 を 試 み 、 ま た 來 氏 の 「 上 下 經 篇 義 」 を 分 析 し て 、 來 知 德 の 錯 綜 説

の 淵 源 が 易 學 史 に お け る 文 王 序 卦 の 研 究 に あ る と い う 點 を 明 ら か に

し た 。  

本 章 で い う 「 文 王 序 卦 の 研 究 」 と は 、 易 學 史 に お け る 文 王 の 序 卦

（ 卦 を 序 す ）、す な わ ち 現 行 本『 周 易 』の 六 十 四 卦 配 列 と 上 下 經 區 分

の 原 理 を 究 明 し よ う と し た 研 究 を 指 す も の で あ る 。 孔 子 が 文 王 の 序

卦 の 意 圖 を 述 べ た も の と さ れ る 序 卦 傳 が そ の 始 ま り で あ る と 言 え よ

う 。 序 卦 傳 に 由 來 す る 「 上 經 天 道 、 下 經 人 道 」 説 や そ れ の 發 展 と 見

ら れ る 『 易 乾 鑿 度 』 の 「 上 經 象 陽 、 下 經 象 陰 」 説 ・ 程 頤 の 「 陽 上 陰

下 」 説 ・ 呉 澄 の 卦 統 説 （ 分 節 説 ） は 、 上 下 經 の 主 要 卦 の 意 味 に 注 目

し て そ こ か ら 六 十 四 卦 の 配 列 や 上 下 經 の 區 分 に 祕 め ら れ て い る と さ
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れ る 文 王 序 卦 の 原 理 を 解 明 し よ う と し た も の で あ る 。そ れ に 對 し て 、

「 上 下 經 十 八 卦 」 説 は 專 ら 上 下 經 に お け る 卦 數 の 一 致 或 い は 均 等 を

求 め て 、 そ れ を 根 據 に 文 王 の 上 下 經 區 分 が 單 に 書 物 の 分 量 に よ る も

の で は な く 、 あ る 原 理 に よ る 意 圖 的 な も の で あ る こ と を 證 明 し よ う

と し た も の で あ る 。「 二 二 相 耦 、非 覆 即 變 」説 は か か る「 上 下 經 十 八

卦 」 説 の 重 要 な 根 據 と な る の で あ る 。  

來 知 德 の 「 上 下 經 篇 義 」 は 六 十 四 卦 配 列 と 上 下 經 區 分 の 原 理 に つ

い て 解 説 し た も の で あ る 。「 上 下 經 篇 義 」の 前 半 に お い て は 上 下 經 の

卦 配 列 に 關 す る 原 理 を 説 明 す る 。 ま ず 、 上 下 經 が 乾 坤 と 咸 恆 か ら 始

ま る こ と に つ い て 、 來 氏 は 序 卦 傳 の 天 道 と 人 道 の 二 分 法 に よ っ て 説

明 す る 。 ま た 、 來 氏 は 乾 坤 と 咸 恆 の 上 下 二 卦 の 入 り 交 じ っ た 變 化 を

綜 と い い 、 泰 否 と 損 益 を 乾 坤 と 咸 恆 の 綜 卦 と 見 な し て 上 下 經 の 主 要

卦 と す る 。 そ の 次 に 上 下 經 の 終 わ り で あ る 坎 離 と 既 濟 未 濟 に つ い て

説 明 す る 。 來 氏 は 水 火 の 坎 離 を 乾 坤 の よ う な 陰 陽 對 待 の 錯 を 表 し た

も の と し て 、 上 經 の 始 終 卦 に 現 れ る 錯 の 原 理 を 天 道 ・ 體 に 當 て は め

る 。 中 男 の 坎 と 中 女 の 離 か ら な る 既 濟 未 濟 は 咸 恆 と 同 じ く 男 女 の 交

わ り 、 す な わ ち 陰 陽 流 行 の 綜 を 表 し た も の と し て 、 下 經 の 始 終 卦 に

現 れ る 綜 の 原 理 を 人 道・用 に 當 て は め る 。こ の よ う に「 上 下 經 篇 義 」

の 前 半 は 文 王 の 序 卦 に 關 す る 從 來 の 研 究 、 す な わ ち 「 上 經 天 道 、 下

經 人 道 」 説 や 分 節 説 に 新 し く 自 身 の 錯 綜 説 を 組 み 合 わ せ て 文 王 序 卦

の 原 理 を 解 明 し た も の で あ る 。  
「 上 下 經 篇 義 」 の 後 半 に お い て は 、 上 下 經 區 分 に よ る 卦 數 多 寡 の

問 題 を 、 卦 の 陰 陽 爻 數 の 比 較 を 通 じ て 説 明 す る 。 上 經 三 十 卦 の 陽 爻

は 八 十 六 、 陰 爻 は 九 十 四 で 、 陰 が 陽 よ り 八 つ 多 く 、 下 經 三 十 四 卦 の

陽 爻 は 一 百 六 、 陰 爻 は 九 十 八 で 、 陽 が 陰 よ り 八 つ 多 い 。 ま た 、 屯 蒙

の よ う に 綜 の 關 係 に あ る 兩 卦 を 一 つ に し て 數 え れ ば 、 上 下 經 は 同 じ

く 十 八 卦 に な る 。こ の よ う に 、「 上 下 經 篇 義 」の 後 半 は「 上 下 經 十 八

卦 」 説 に 基 づ い て 文 王 の 上 下 經 區 分 に お け る 卦 爻 數 の 多 寡 問 題 を 解

明 し た も の で あ る 。  

こ の よ う に 來 知 德 の 「 上 下 經 篇 義 」 は 易 學 史 に お け る 文 王 序 卦 の

研 究 の 流 れ を 汲 む も の で あ り 、 來 氏 の 錯 綜 説 も そ う し た 先 儒 の 序 卦

研 究 を 基 に し て 形 成 さ れ た も の と 考 え ら れ る 。  
 
以 上 、 本 論 文 の 考 察 を 通 じ て 、 易 學 史 に お け る 來 知 德 の 易 學 の 意

義 を 再 考 す る な ら ば 以 下 の よ う に な る で あ ろ う 。即 ち 、『周 易 』成 立

に お け る 文 王 の 役 割 に 注 目 し て 文 王 の 序 卦 と 卦 爻 辭 創 作 の 原 理 を 究

明 し よ う と し た 來 知 德 の 易 學 は 、 そ れ ま で 序 卦 傳 や 文 王 八 卦 の 方 位

を 説 明 す る 理 論 に 過 ぎ な か っ た 文 王 易 に そ の 當 時 主 流 で あ っ た 先 天

の 伏 羲 易 と 對 等 な 意 味 を 付 與 し て 、「文 王 易 」の 易 學 史 的 價 値 を 新 し

く 發 掘 し た も の で 、「 文 王 易 」 の 集 大 成 と 評 價 で き る の で あ る 。  


