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魚
の
楽
し
み
を
知
る
こ
と

―
荘
子
対
分
析
哲
学
―

1
「
魚
の
楽
し
み
が
分
か
る
」

『
荘
子

』
外
篇
に
「
秋
水
篇
」
と

い
う
一
篇
が
あ
る
。
そ
の
終
わ
り
の
部
分

に
、
荘
周
と
恵
施
と
の
対
話
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
荘
周
が
濠
水
と

い
う
川

の
ほ
と
り
で
魚
を
眺

め
な
が
ら

「
は
や
が
の
び
の
び
と
泳

い
で

い
る
。
こ

れ

こ
そ
魚
の
楽
し
み

だ
ね
」
と

い
っ
た
。
こ
れ
を
聞

い
て
荘
周
の
友

人
で
論

理

学
者
の
恵
施
が
「
き
み

は
ど
う
し
て
魚
で

な
い
の

に
魚

の
楽
し
み

が
分

か
る

の

か
」
と

た
ず
ね

た
。
す

る
と

、
「
き
み

は
ど

う
し
て
ぼ
く
で

は
な
い
の
に
、

ぼ
く

に
は
魚

の
楽

し
み

が
分

か
ら

な
い
こ
と
が
分

か
る

ん
だ
ね
」

と
荘
周

。

恵
施

は
、
「
ぼ
く
は
き
み
で

は
な
い

か
ら
も

ち
ろ
ん
き
み

の
こ
と

は
分

か
ら

な

い
。
き
み

は
魚
で

な
い
か
ら
魚

の
こ
と
は
分

か
ら
な

い
。
だ
か
ら
き
み

が

魚

の
楽
し
み
が
分

か
ら

な
い
こ
と

は
ま

っ
た
く
確
実

だ
よ
。
」
す

る
と
荘

周

は
、
こ

う
い
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
「
も
と

に
も

ど

っ
て
考

え
て
み

よ

桑
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雄

う
じ

ゃ
な

い
か
。
き
み

が
ぼ
く
に
ど
う
し
て

魚
の
楽
し
み

が
分

か
る

の
か
と

た
ず
ね
た
と
き
、
き
み

に
は
ぼ
く
が
魚
の
楽
し
み

を
知
っ
て

い
る
こ
と
が
分

か

っ
て
い

た
の
だ
。

ぼ
く

は
、
ほ
ら
こ
の
濠
水
の
ほ
と
り
で

、
魚
の
楽
し
み

が
分

か
っ
た
の
だ
よ

。」

こ

の
対
話

に
含

ま
れ
て

い
る
の
は
、
人
間
以

外
の
生
物

を
も
含

め
て
、
他

者

の
心
を

知
る
こ

と
に
関
す
る
問
題
、
他
者
の
心
の
状
態
を
知
る
こ
と
の
問

題
で

あ
る
。
こ
の
他
者
の
心
を
知
る
と

い
う
問
題
は
、
さ
ま
ざ
ま

な
方
面

に

広

が
り
を

も
っ
て

い
る
。
ま
ず
、
他
の
人
間
個
体
の
心
を
知
る
こ
と
の
可
能

性

の
問
題

、
い
わ
ゆ
る
他
我
認
識
の
問
題
で
あ
る
。
今
世
紀
初
頭

か
ら
展
開

さ
れ
た
分

析
哲
学
で

は
、
他
我
認
識

の
問
題

は
大
き

な
課
題

の
ひ

と
つ
で

あ

っ
た
。

個
対
個

の
他
我

認
識
の
問
題
は
、

い
わ
ゆ
る
異
文
化
理
解
の
問
題

に
も
広

が
り

を
も

っ
て

い
る
。
人
間
集
団
が

他
の
人
間
集
団
の
心
に
つ
い
て

理
解
で



き

る
か
ど

う
か
と

い
う
問
題
で

あ
る
。

た
と
え
ば
、
「
欧
米

の
学
者

に
は
、

結
局
日
本

的
精
神

は
分

か
ら
な

い
の
だ
」
と

日
本
の

学
者

が
い

っ
た
り

、

「
侵
略
戦
争

を
引
き

起
こ
し

な
が
ら
、
戦
後

豊

か
な
生
活
を

送
っ
て

い
る
日

本

人
に
は
、
ア
ジ
ア
民
衆
の
心

は
分
か
ら

な
い
」
と

か
、
「
虐
殺

さ
れ

た
ユ

ダ
ヤ
人

の
苦
し
み

は
わ
れ

わ
れ

の
想
像

を
絶
し
て

い
る
」

と
い
う
よ
う
な
主

張

が
な

さ
れ
る
。

さ
ら
に
、
「
女
の
気

持
ち
が
男

に
分

か
る
は
ず
が
な

い
」

と
い
っ
た
り
す

る
。

し
か
し

荘
周
と
恵
施

の
対
話

は
、
こ

れ
に
と
ど
ま
ら

な
い
広
が
り
を
も

つ
。

す

な
わ
ち
異
種
間

の
心
の
理
解

の
問
題
で

あ
る
。
ま
ず

、
他
の
個
体
と
し
て

の
生
物

の
心
を
認
識
す

る
と

い
う
問
題

が
あ
り

、
他
の
生
物
の
心
を
種

レ
ベ

ル
で
認
識
す

る
と

い
う
問
題
も
あ

る
。

た
と
え

ば
イ
ル
カ
の
思
考

に
つ

い
て

の
研
究

は
、
イ
ル
カ
の
心
が
分

か
る
と

い
う
前
提
に
立
つ
で
あ
ろ

う
。

さ
ら

に
、
異

種
間
の
心
の
認
識
の
問
題

は
、
環
境
倫
理
の
問
題
と
し
て

も
論
じ
ら

れ
て

い
る
。
他
の
生
物
に
対

し
て

生
存
の
権
利
を
認
め
る
か
ど
う
か
と
い
う

問
題
が
立
て
ら
れ
、
快
楽
と
苦
痛
を
感
じ
る
こ
と
の
で

き
る
動
物
に
は
、
生

存
の
権
利

が
あ
る
が
、
そ
れ
以
外

に
は
権
利
は
な
い
と
い
う
主
張
が
な
さ
れ

る
。
ピ
ー

タ
ー
・

シ
ン
ガ
ー
は
こ
の
よ
う
な
立
場

に
立
ち
、
た
と
え
ば
犬

や

猫
、
鯨

や
イ
ル
カ
な
ど
に
は
権
利

が
あ
る
が
、

エ
ビ
や
カ

ニ
、
軟
体
動

物
に

は
権
利

は
な
い
と
す
る
。
荘
周

は
魚
の
楽
し
み
が
分
か
る
と
い
っ
た
わ
け

だ

が
、
す

る
と
、
魚

に
も
（
主
と
し
て

生
存
の
）
権
利
を
認
め
、
さ
ら
に
は
人

格

を
も
認

め
る
べ
き

だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

荘
周

と
恵
施
の
短
い
対

話
に
は
、
こ
の
よ
う
に
現
代

的
な
問
題

が
含
ま
れ

て

い
る
と

い
っ
て

よ
い
。
そ

こ
で
、
問
題

の
広
が
り
を
踏
ま
え

た
上
で

、
恵

施

に
近
い
立
場
を
取

る
現
代

の
哲
学
者

ト
マ
ス

ー
ネ
ー
ゲ
ル
の
「
コ
ウ
モ
リ

で

あ
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と

か
」
と

い
う
論
文
を
見
る
こ
と
に
し
よ

う
。
そ

し
て
、
荘
周
で
あ
れ
ば
、
こ

の
よ

う
な
分
析
哲
学
的
な
立
場
に
ど
の
よ

う
な

解
答
を
与
え
る
か
を
論
じ
て
み
よ

う
。

２

「

コ
ウ

モ
リ

の

心

は

分

か

ら

な

い
」

ト
マ
ス
・
ネ
ー
ゲ
ル
は
、
「
コ
ウ
モ

リ
で

あ
る
と

は
ど

う
い
う
こ
と

か
」

と

い
う
論
文
の
な
か
で
、
コ
ウ
モ
リ

に
つ

い
て
知
的
に
分
析
す
る
こ
と

は
で

き

て
も
、
コ
ウ
モ
リ
の
体
験

を
も
つ
こ
と

は
で
き
な
い
と
主
張
し

た
。
ネ

ー

ゲ
ル

に
よ
れ
ば
、
意
識
的
経

験
は
い
ろ

い
ろ
な
生
命
の
レ
ベ
ル
で
生
じ
て

い

る
が
、
生
命
体
が
意
識
経
験

を
も
つ
と

い
う
こ
と
が
意
味
し
て

い
る
こ
と

は
、

基
本
的

に
は
、
ま
さ

に
そ
の
生
命
体
で

あ
る
こ
と
は
ど
ん
な
か
と
い
え

る
よ

う
な
何

か
が
あ
る
と
き
、
か
つ
そ
の
と
き

に
限
ら
れ
る
。

し

か
し
、
ネ
ー

ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、
コ
ウ
モ
リ
が
体
験
を
も
つ
と
い
う
こ
と

は
疑

い
え
な

い
が
、

コ
ウ
モ
リ
の
ソ
ナ
ー
は
知
覚
の
一
形
態
で
あ
る
に
も

か

か

わ
ら
ず
、

わ
た
し
た
ち
が
所
有
し
て

い
る
ど
ん
な
感
覚
に
も
そ
の
は
た
ら

き

に
お
い
て
似
て

い
な
い
。
コ
ウ
モ
リ
の
体
験
が
、
わ
た
し
た
ち
の
経
験
し

た
り
、
想
像
で
き
た
り
す
る
こ
と
と

主
観
的
に
似
て

い
る
と
想
定
す

る
理
由

は
な

い
。
こ
の
こ
と
が
。
コ
ウ
モ
リ
で

あ
る
と

は
ど
ん
な
か
、
と
考
え

る
こ

と

に
困
難
を
生
じ
る
。
わ
た
し
が
想

像
で
き

る
か
ぎ
り
で
は
、
コ
ウ
モ
リ
が

ふ

る
ま
う
こ
と
が
わ
た
し
に
と
っ
て
ど

ん
な
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
し

か



分

か
ら

な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
が
問
題
な
の
で
は
な
い
。

わ
た
し

は
、
コ
ウ

モ
リ
で

あ
る
こ
と
が
コ
ウ
モ
リ
に
と
っ
て
ど
ん
な

か
と

い
う
こ
と
が
知
り
た

い
の
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
経
験
の
基
本
構
造
を
変
え
る
こ
と
な
し
に
、
見

か
け

や
振

る
舞
い
を
似
せ
て
も
、
わ
た
し
の
経
験
は
コ
ウ

モ
リ
の
経
験
に
似

た
も

の
に
は
な
ら
な
い
。

ネ
ー
ゲ
ル
な
ら
ば
、
魚
に
な

っ
た
こ
と
を
想
像
し
濠
水
を
楽
し
く
泳
ぎ
ま

わ

る
こ
と
が
ど
ん
な
か
を
想
像
す
る
こ
と
が
魚
の
楽
し
み
を
知
る
こ
と
で

あ

る

な
ら

ば
、
魚
の
楽
し
み

が
ど
ん
な
か
を
語

る
こ
と
が
で
き
る
と

い
う
で

あ

ろ

う
。
し

か
し
、
荘
周
は
魚
で
は
な
い
の
だ
か
ら
、
魚
に
と

っ
て

濠
水
を
泳

ぎ
ま

わ
る
こ
と
が
ど
ん
な
こ
と
で

あ
る
の
か
を
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ

う
。
な
ぜ

な
ら
魚

と
人
間

の
感
覚
器
官

は
あ
ま
り

に
も
違

っ
て
お
り
、
た
と

え

魚

に
快
楽
が
あ

る
と
し
て
も
、
そ
れ
が
ど

ん
な
で

あ
る
か
を
人

間
で
あ

る

荘
周
が
知

る
こ
と

は
で
き

な
い
か
ら
で
あ

る
。

た
だ
し

、
体
験
の
記

述
や
理

解
が
不
可
能

だ
か
ら

と
い
っ
て
、
そ

の
実
在
性
や

論
理
的
有
意
味
性
ま
で
も

否

定
し
よ

う
と

い
う
わ
け
で

は
な

い
。
人
間

に
よ

っ
て
表

現
さ
れ
た
り
理
解

さ
れ
た
り
す

る
こ
と

が
永
遠

に
あ
り
え

な
い
よ

う
な
事
実
が
存
在
す
る
と
信

じ
る
こ
と

は
で
き

る
か
ら
で

あ
る
。

ネ

ー
ゲ
ル
が
こ

こ
で
問
題

に
し
て

い
る
の
は
、
体
験
が
所
有
者

に
し
か
知

ら
れ
な

い
と

い
う
私

秘
性

の
問
題
で

は
な

い
。
ネ

ー
ゲ
ル
に
よ
れ

ば
、
ひ
と

り
の
人
間

は
、
他

の
人
間
の
も
つ
体
験
の
性
質
が

何
で

あ
る
か
を
知
っ
た
り

言

っ
た
り
す
る
こ
と

が
で
き

る
。
そ
れ

に
も

か
か
わ
ら
ず

、
体
験

の
主
観
性

は
残
る
。
こ
の
主
観
性
が
、

心
身
問
題

に
関
す

る
主
張

の
根
拠
を

ネ
ー
ゲ
ル

に
与
え
る
。

心
理
的

な
も
の

を
物
理
的
に
還
元

す
る
こ
と
に
含
ま
れ
る
困
難

の
根
拠
が
こ

の
主
観
性
で
あ

る
。
還
元

の
プ

ロ
セ
ス
は
、
客
観
性
の
増
大
で

あ

る
が
、
そ
れ

は
個
人
的
な

、
あ
る
い
は
種
に
固
有
な
視
点
へ
の
依
存
度
を

減
ら
す
こ
と

に
よ

っ
て
行
わ
れ
る
。
つ
ま
り
人
間
の
視

点
へ
の
依
存
度
が
減

る

に
つ
れ
て
記
述

の
客
観
性

は
増
す
。
し
か
し
、
結
局

の
と
こ
ろ
、
客
観
性

が
増
す
方
向

へ
移
行
す
る
こ
と
は
、
現
象
の
本
性
か
ら
む

し
ろ
遠
ざ
か
る
こ

と
で
あ
る
。
結
局
、

わ
れ
わ
れ
は
、
想
像
力

に
頼
る
以
外

に
は
、
つ
ま
り
体

験
す
る
主
体
の
視
点

を
と

っ
て
み
る
以

外
に
は
、
体
験
の
主
観
的
な
性
格
に

つ

い
て
考
え
る
こ
と
が
ま

っ
た
く
で
き

な
い
。

こ
う
し
て
ネ
ー
ゲ

ル
で
あ
れ
ば
、
荘
周
に
対

し
て

は
、
わ
れ
わ
れ
は
魚
の

感
覚
器
官
と
は
ま

っ
た
く
異
な
っ
た
器

官
に
よ

っ
て
体
験
を
も
つ
わ
け

だ
か

ら
、
わ
れ
わ
れ
の
も
つ
体
験
か
ら
想
像
す

る
以
外

に
は
、
魚
の
楽
し
み

を
知

る
こ
と

は
で
き
な

い
、
と

い
う
こ
と

に
な
る
で

あ
ろ

う
。
つ
ま

り
、
魚

に

と

っ
て

、
魚
で
あ
る
こ
と
が
ど
ん
な
こ

と
か
、
魚
が
楽
し
み
を
も
つ
と
い
う

こ
と
が
ど
ん
な
こ
と

か
を
知
る
こ
と

は
で
き

な
い
。
荘
周

に
魚
の
楽
し
み
が

分
か
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
せ
い
ぜ

い
、
魚

に
な
っ
た
と
し
た
ら
、
ど
ん
な

楽
し
み

を
も
つ
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
が
荘
周

に
想
像
で
き
る
と
い
う
こ

と
な
の
で

あ
る
。

３
　

濠

水

の

ほ

と
り

で

知

る
こ

と

で

は
、
荘
周
な
ら
ば
、
ネ
ー
ゲ
ル
の
反
論

に
対
し
て
ど
の
よ
う
に
答
え

る

だ
ろ

う
か
。
荘
周
が
魚
の
楽

し
み
が
分

か
る
と

い
っ
た
こ
と
の
真
意
は
ど
こ



に
あ
る
の
だ
ろ

う
か
。
重
要

な
点
は
、
荘
周
が
濠
水
の
ほ
と
り
で

、
そ
こ

に

泳
い
で

い
る
魚
の
楽
し
み

を
知
っ
た
と
い
う
こ
と
で

あ
っ
て

、
魚

の
心
理

に

つ

い
て

の
普
遍
的
な

知
識

を
得
た
と

い
う
こ
と
で

は
な
い
。
荘
周

の
最
後

の

こ
と
ば
の
重
要
性

は
、
そ

の
こ
と

を
意
味
し
て

い
る
。
荘
周

の
認

識
は
。
特

定

の
時
空

の
中

に
お
か
れ

た
身
体

、
そ
の
身
体
に
対

し
て
一

定
の
関

係
に
あ

る
魚
と
の
配
置
の
関
係
を
示
す
。

こ
の
配

置
の
関
係
の
成

立
は
、
ま
さ
に
濠

水

の
ほ
と
り
で
な
け

れ
ば
な
ら

な
い
。
恵

施
は
、
「
す
べ
て

の
人

間
と
す

べ

て

の
魚
の
間

に
気
持

ち
が
分

か
る
と

い
う
関
係
は
成
立
し

な
い
」

と
い
う
普

遍

的
な
命
題

か
ら
、
「
荘
周

に
は
魚
の

気
持
ち

は
分

か
ら
な

い
」

と

い
う
こ

と
を
帰
結
と
し
て
導

い
て

い
る
。
こ
れ

に
対
し
て

荘
周

は
、
そ
う
し

た
普
遍

的
な
命
題

か
ら
魚
の
気
持
ち
が
分

か
る
か
ど
う
か
、
と

い
う
こ
と
を
導
く
こ

と

は
で
き
な

い
と

い
っ
て

い
る
の
で

あ
る
。
濠

水
の
ほ
と
り
で
知

っ
た
と

い

う
こ
と
の
も
つ
重
要
性
は
、
魚

の
楽

し
み

を
知
る
と
い
う
こ
と
が

、
身
体
配

置

を
も

っ
た
体
験
の
中
で
行

わ
れ

る
と
い
う
こ
と
を
意
味

し
て

い
る
。
荘
周

の
反
論

は
具
体
的
事

例
を
普
遍
命
題

へ
の
反

例
と
し
て
挙

げ
て

い
る
と
い
う

こ
と
で
は
な

い
。
む
し
ろ
、

そ
う
し

た
普
遍

的
な
知
の
枠
組
み
で

「
知
る
」

と

い
う
こ
と
を
考
え

る
こ
と

そ
れ
自

体
を
批
判

し
て

い
る
の
で
あ

る
。

荘
周
は
魚
と
環
境
を
共
有
し
て

い
る
。

荘
周

の
身
体

は
環
境
の

う
ち
で
配

置
を
も

っ
て

い
る
。
濠
水
の

ほ
と
り
で
川

を
見

、
魚

の
泳
ぐ

の
を
眺

め
て

い

る
。
そ
の
荘
周
の
環
境
の
う
ち

に
魚

は
泳
い
で

い
る
の
で
あ

る
。
泳
ぐ
こ
と

の
快
さ
は
、
け

っ
し
て
心
の
中
だ
け
で
起
こ

る
体
験
で

は
な

い
。
こ

の
体
験

は
環
境
の
中
で
生
じ
る
。
泳
ぐ
こ
と

の
快

さ
は
、
泳
ぐ
者
の
身
体
、

そ
れ

を

取

り
囲
む
環

境
と
し
て

の
濠

水
、
そ

の
身
体
の
う
ち
で

生
じ
る
心
的
状
態

の

全
体
性
の
う
ち
で
生

起
す
る
。
近
代
的

な
客
観
主
義
は
「
快
さ
」

と
い
っ
た

感
情
を
内

的
で

主
観
的
な
体

験
と
し
て
き
た
。
し
か
し
泳
ぐ
こ
と

の
快
さ

は
、

快
さ
を
感
じ
る
主
体

と
快
楽

を
ひ
き
起
こ
す
外
界
と
の
関

係
に
よ

っ
て

は
じ

め
て

生
じ
る
出

来
事

で
あ
る
。
そ
れ

を
心
の
内
的
な
体

験
だ
け

に
還
元
す

る

こ
と
は
で
き

な
い
。

さ
ら
に
重
要

な
こ
と

は
、
「
泳
ぐ

こ
と
の
快
さ
」
は
、
泳
ぐ
主

体
と
そ

の

環
境
と
の
間

だ
け
で

成
立
す

る
関
係
で

は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
荘
周

の
立
ち
あ
っ
て

い
る
環
境
の
な
か
で
、

他
者
が
泳
ぐ
と

い
う
こ
と
が
成
立
す

る
と
き

、
荘
周

の
身

体
配
置
の
う
ち
で
、
他
者
の
身
体
と
環
境
と
身
体
の
う

ち
で
生
じ

る
心
的
状

態
の
全
体
性
と

し
て
、
「
楽

し
み
」

が
成
立
す

る
の
で

あ
る
。
そ
れ
は
、

他
者
と
そ

の
環
境

に
立
ち
会

っ
て

い
る
荘
周
の
身
体
配
置

の
う
ち
で

生
じ

る
他
者
の
楽
し
み
で
あ

る
。
そ
の
場
に
立
ち
会

っ
て

い
る
と

い
う
こ
と
が
身
体
配

置
を
も
つ
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

わ
た
し
は
こ
こ
で

、
「
魚

の
楽
し
み
」
と
い
う
こ
と
ば
を
、
「
人
間
が
感
じ

る
楽
し
み

が
魚

に
も

生
じ
て

い
る
」
と

い
う
意
味
に
解
し
て

は
な
ら
な
い
と

考
え
る
。
そ
れ
は
ま

さ
に
濠
水

の
魚

の
楽
し
み
で
あ
り

、
荘
周

に
受
け
取

ら

れ
た
魚
の
楽
し
み

で

あ
る
。

錯
誤
は
、
「
楽
し
み
」
や
「
苦
し
み
」

と
い
う

こ
と
ば
が
つ
ね
に
「
人
間
」
の
も
の
で
あ
り
、
ま
た
人
間
の
楽
し
み
や
苦
し

み

か
ら

拡
張

さ
れ

る
と
い
う
前
提
か
ら
生
じ
て

い
る
。

わ
た
し
た
ち
は
「
泳

ぐ
」

と
い
う
こ
と
ば

の
意
味
を
自
分
の
体
験
か
ら
他
者
の
体
験
に
拡
張
す
る

わ
け
で

は
な
い
。
む

し
ろ
そ
の
逆
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
自
分
は
泳
げ
な
く
て



も

、
魚
や
ひ
と
が
泳
ぐ
の

を
見
て
、
「
泳
ぐ
」

と

い
う
こ
と
ば
の
用

法
を
知

り

、
泳
ぐ
と

は
ど
の
よ
う
な

こ
と

か
を

知

る
の
で
あ
る
。
「
楽
し
み

や
苦
し

み

は
ま
ず
人
間
の
楽
し
み
や
苦
し
み
で
あ

る
の
だ
か
ら
、
そ
の
拡
張

が
ど
こ

ま

で
で
き

る
か
と

い
う
こ
と
が
問
題
と
な

る
」

と
い
う
問
題
設
定

そ
の
も

の

が
錯
誤
で
あ

る
。

わ

た
し

が
こ
こ
で

い
う
身
体
配
置

の
上

に
立
つ
認

識
は
、
も
ち
ろ

ん
普
遍

性

を
主
張
す

る
も

の
で

は
な

い
。
濠
水

の
上

に
立
っ
て
も
、
魚
の
楽
し
み

の

分

か
ら
な

い
人
間

は
い
く
ら
で
も

い
る
し

、
釣

ら
れ
る
魚

の
苦
し
み

を
分

か

ら

ず

に
、
釣
り
の
楽
し
み

に
ふ
け
る
人
間

の
ほ
う
が
は
る
か
に
多

い
の
で

あ

る
。

か
と

い
っ
て
こ

の
認
識

は
、
魚

の
認

識
の
不
可

能
性

を
反
証
す

る
個
別

的
な
も
の
と
し
て
普
遍

に
対
立
し
て

い
る
わ
け
で

も
な
い
。

「
濠
水
の
ほ
と
り
で
魚
の
楽
し
み
が
分

か
る
と

い
う
こ
と
」
、
こ

の
こ
と

は
、

他
者
認
識

の
あ
り
方

の
問
題

に
と

っ
て
大
き

な
意

味
を
も

つ
よ
う

に
思
わ
れ

る
。

た
と
え

ば
、
心

の
状
態
が
脳
の
な

か
で
起
き

て
い
る
出

来
事

の
プ
ロ
セ

ス
と
同
一

か
ど
う

か
と
い
う
問
題

は
心
身

問
題

の
重
要

な
課
題
で

あ
る
が

、

こ
の
よ
う

な
課
題

の
う
ち
で

は
、
心

を
知
る
と
い
う
こ
と
は
、
論
理
的
、
認

識
論
的

（
心
理
学

的
）
な
課
題
で
あ
ろ

う
。
普
遍

性
の
う
ち
に
知
の
原
型

を

置
く

立
場

で
は
、

こ
の
よ

う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
と
る
こ
と
は
当
然

で
あ
る
。

し

か
し
荘
周

の
発
言

で
は
、

あ
る
場
所

に
位
置

し
、
あ
る
状
態
に
あ
る
よ

う

な
何
も
の

か
に
対
し

て
、
そ

の
楽
し
み

を
知
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
こ

と
が
問
題

と
な
る
。

そ
れ

は
、
あ

る
状
況

の
う
ち
で
は
じ
め
て
問
い
う
る
よ

う
な
知
の

問
題
で

あ
る
。
こ

の
知

の
成
立
に
は
、
世

界
と
世
界
の
う
ち
に
お

け

る
他
者
と
の
身
体
配
置
を
介

し
た
関

わ
り
が
不
可
欠
で

あ
る
。
こ
の
知
の

問
題
は
い
わ
ば
、
世
界

の
う

ち
に
お
け

る
知

る
も
の
の
「
あ
り
方
」
「
生
き

方
」
の
問
題
で

あ
る
。

濠
水
上
で

の
対
話

は
、
「
秋

水
篇
」

の
末
尾

に
置

か
れ
て

い
る
。
「
秋
水

篇
」

の
中
心
的
な
話
題

は
、
河

伯
と
北

海
若

の
対
話
で
あ
り
、
人
間

の
本
質

が
そ
の
知
の
お
り
方
と
と
も

に
問
わ
れ
て

い
る
。
人
間
と
は
何
か
と
問

わ
れ

て
北
海
若
は
「
牛
鼻
を
穿
つ
も
の
」
と

答
え

る
。
こ
の
答
え
は
、
自
然

に
対

し
て
人
工
的
な
枠

組
み

を
は
め
、
制
御

・
操
作
し
よ
う
と
す
る
人
間

の
本
質

的
特
性
を
指
摘
し
て

い
る
。

こ
の
特
性

は
人
間

の
「
知
」
に
も
当
て

は
ま
る
。

人
間
が
世
界

を
認

識
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
そ

の
認
識
の
手
段
を
超
え
出
る

よ
う
な
領
野

に
関
し
て

は
、

人
間

は
知

の
及
ぶ
範
囲
を
限
定
す

る
た
め
の
枠

組
み

を
は
め
こ
み

、
そ
の
枠
組
み
の
中
で
全
知
を
誇
る
。
そ
れ

を
超
え
出
る

よ
う
な
も
の
は
不
可

知
で
あ

る
と
か
、
語
り
得
な

い
と
か
い
う
の
で
あ

る
。

こ
の
よ
う
な
体
験
の
個
別
化

の
枠
組
み
で

は
、
荘
周
の
魚
の
楽
し
み

の
認
識

は
、
枠
の
外
に
あ
る
も
の
と

し
て
排

除
さ
れ
て
し
ま
う
。
荘
周
は
、
そ
の
よ

う
な
人
間
的
な
知
の
あ
り
方

そ
の
も

の
を
批
判
す
る
た
め
に
、
身
体
配
置

の

上
に
立
つ
認
識
を
置

く
の
で

あ
る
。

ピ
ー
タ
ー
・

シ
ン

ガ
ー
は
、
馬
や
犬

な
ど
に
は
快
楽
と
苦
痛
の
感
情
が
あ

り
、
そ
れ
ら
に
は
権
利
と
人

格
を
認

め
て

い
い
と
い
い
な
が
ら
、
エ
ビ
や
貝

に
は
認
め
て

い
な
い
。
こ
の
よ
う
な
議

論
の
う
さ
ん
く
さ
さ
は
、
人
間
の
知

の
枠
組
み
の
設
定
の
恣
意
性

の
い
か
が
わ
し

さ
と
深
く
関
係
し
て

お
り
、
さ

ら
に
科
学
的
認
識
と
体
験
的
・
行
為

的
な
認

識
の
境
界
の
曖
昧
さ
と
も
関
係



し

て

い

る

。

荘

周

は

、

そ

う

し

た

枠

組

み

の

い

か

が

わ

し

さ

を

指

摘

し

て

い

る

と

み

る

こ

と

も

で

き

る

。

た

と

え

ば

、

ガ

ス

室

に

送

ら

れ

た

ひ

と

び

と

の

苦

し

み

を

知

る

こ

と

が

で

き

る

か

と

い

う

問

題

は

、

人

間

に

は

そ

も

そ

も

他

者

の

苦

し

み

を

知

る

こ

と

が

で

き

る

か

、

と

い

う

問

い

と

同

列

に

論

じ

る

こ

と

は

で

き

な

い

。

あ

る

い

は

、

ア

ジ

ア

の

ひ

と

び

と

が

侵

略

に

よ

っ

て

被

っ

た

苦

し

み

を

日

本

人

は

知

る

こ

と

が

で

き

る

か

と

い

う

問

い

を

、

普

遍

的

な

認

識

の

問

い

に

還

元

す

る

こ

と

は

で

き

な

い

。

普

遍

的

な

知

の

枠

組

み

を

設

定

す

る

こ

と

は

、

鼻

輪

を

自

分

の

鼻

に

つ

け

て

、

こ

の

よ

う

な

問

い

へ

自

分

の

鼻

先

を

向

け

る

こ

と

を

不

可

能

に

す

る

こ

と

で

あ

る

。

こ

の

鼻

輪

の

も

つ

論

理

的

な

意

味

の

分

析

に

明

け

暮

れ

、

鼻

先

の

問

題

そ

の

も

の

へ

の

対

処

を

怠

っ

た

こ

と

、

こ

れ

が

分

析

哲

学

が

今

世

紀

末

に

至

っ

て

力

を

失

っ

て

い

っ

た

背

景

に

あ

る

よ

う

に

思

わ

れ

る

。

（

１

）

「

秋

水

篇

」

は

、

「

外

篇

」

に

収

め

ら

れ

て

お

り

、

実

在

の

荘

周

が

著

し

た

も

の

で

は

な

く

、

荘

子

の

思

想

を

受

け

継

ぐ

人

物

の

著

作

と

さ

れ

る

。

わ

た

し

は

こ

こ

で

は

、

「

荘

周

」

を

歴

史

的

な

荘

周

で

は

な

く

、

「
「

秋

水

篇

」

の

荘

周

」

の

意

味

で

用

い

る

。

（

２

）
　

ピ

ー

タ

ー

・

シ

ン

ガ

ー

は

「

動

物

が

苦

痛

を

感

じ

る

こ

と

が

で

き

る

と

私

が

信

じ

る

根

拠

は

、

私

の

娘

が

苦

痛

を

感

じ

る

こ

と

が

で

き

る

と

私

が

信

じ

る

根

拠

と

同

様

の

も

の

で

あ

る

」

と

述

べ

て

い

る

。

Ｐ
ｅ
ｔ
ｅ
ｒ

　
Ｓ
ｉ
ｎ
ｇ
ｅ
ｒ
,
　
Ｐ
ｒ
ａ
ｃ
ｔ
ｉｃ
ａ
ｌ

Ｅ

ｔ
ｈ
ｉｃ
ｓ

（
Ｃ
ａ
ｍ

ｂ
ｒ
ｉ
ｄ
ｇ
ｅ

　
Ｕ

ｎ

ｉｖ

ｅ
ｒ
ｓ
ｉ
ｔ
ｙ

　
Ｐ
ｒ
ｅ
ｓ
ｓ

「

　
１
９
３
３
」
　
ｐ
ｐ
.
６
９
.

邦

訳

山

内

友

三

郎

他

訳

『

実

践

の

倫

理

』

（

昭

和

堂

、

一

九

九

一

年

）

七

九

頁

参

照

。

（
３
）
　
T
h
o
ヨ
ａ
ｓ
　
Ｎ
ａ
ｇ
ｅ
ｌ
,
　
"
Ｗ
ｈ
ａ
ｔ
　
ｉ
ｓ
　
ｉ
ｔ
　
ｌ
ｉ
ｋ
ｅ
　
ｔ
ｏ
　
ｂ
ｅ
　
ａ
　
ｂ
ａ
ｔ
,
”
　
ｉ
ｎ
　
Ｍ
ｏ
ｒ
ｔ
ａ
ｌ

Ｑ
ｕ
ｅ
ｓ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
ｓ
（
Ｃ
ａ
ヨ
ｂ
ｒ
ｉ
ｄ
ｇ
ｅ
　
Ｕ
ｎ
ｉ
ｖ
ｅ
ｒ
ｓ
ｉ
ｔ
ｙ
　
Ｐ
ｒ
ｅ
ｓ
ｓ
,
　
１
９
７
9
)
　
ｐ
ｐ
.
　
１
６
５
-
１
８
０
.
邦
訳

は

永

井

均

訳

「

コ

ウ

モ

リ

で

あ

る

と

は

ど

の

よ

う

な

こ

と

か

」

（
『

コ

ウ

モ

リ

で

あ

る

と

は

ど

の

よ

う

な

こ

と

か

』

（

勁

草

書

房

、

一

九

八

九

年

）

二

五

八

－

二

八

二

頁

。

（

４

）

「

す

べ

て

真

実

な

る

も

の

は

人

間

の

分

別

知

や

言

論

で

は

捉

え

る

こ

と

が

で

き

ず

、

議

論

を

超

え

た

境

地

で

体

得

さ

れ

る

ほ

か

は

な

い

」

と

す

る

解

釈

（

福

永

光

司

『

荘

子

』

外

篇

・

中

（

朝

日

新

聞

社

、

中

国

古

典

選

十

四

、

一

九

七

八

年
、
ニ
一
六
-
ニ
一
九
頁
）
は
、
濠
水
の
ほ
と
り
に
い
る
と
い
う
身
体
配
置
の

重

要

性

が

強

調

さ

れ

な

い

。

問

題

は

「

議

論

を

超

え

た

境

地

」

を

ど

の

よ

う

に

把

握

す

る

か

と

い

う

こ

と

で

あ

っ

て

、

「

分

別

知

や

言

論

で

は

捉

え

る

こ

と

が

で

き

な

い

」

と

い

う

こ

と

で

は

な

い

。

「

濠

梁

」

を

「

掘

り

割

り

の

梁

」

と

一

般

化

す

る

こ

と

（

遠

藤

哲

夫

・

市

川

安

司

『

荘

子

』

下

（

明

治

書

院

、

新

釈

漢

文
体
系
第
八
巻
、
四
八
六
-
四
八
七
頁
）
）
は
や
は
り
荘
周
の
意
図
を
見
失
う

こ

と

に

な

る

。

わ

た

し

が

こ

こ

で

用

い

た

「

身

体

配

置

」

は

、

中

島

隆

博

「

魚

の
楽
し
み
と
も
う
一
度
語
る
こ
と
―
『
荘
子
』
秋
水
篇
小
考
―
」
（
東
京

大

学

中

国

哲

学

研

究

会

緇

『

中

国

哲

学

研

究

』

第

二

号

（

一

九

九

〇

年

）
　

一

－

三

一

頁

）

で

の

「

身

体

」

や

「

経

験

」

の

概

念

と

類

似

し

て

い

る

か

も

し

れ

な

い

。

（

５

）
　

ネ

ー

ゲ

ル

は

、

コ

ウ

モ

リ

で

あ

る

と

は

ど

ん

な

こ

と

か

を

知

る

と

い

う

問

題

と

心

身

問

題

と

の

関

係

を

指

摘

す

る

が

、

か

れ

自

身

は

、

い

わ

ゆ

る

物

理

主

義

に

対

し

て

批

判

的

な

立

場

を

と

り

、

還

元

主

義

者

の

立

場

を

批

判

す

る

。

T
h
o
m
a
s
 
N
a
g
e
l
 
P
ｈ
ｙ
ｓ
ｉ
ｃ
ａ
ｌ
ｉ
ｓ
m
,
"
　
ｉ
ｎ
　
Ｎ
ｅ
ｗ
　
Ｒ
ｅ
ａ
ｄ
ｉ
ｎ
ｇ
ｓ
　
ｉ
ｎ
　
Ｐ
ｈ
ｉ
ｌ
ｏ
ｓ
ｏ
ｐ
ｋ
ｉ
-

ｃ
ａ
ｌ
　
Ａ
ｎ
ａ
ｌ
ｙ
ｓ
ｉ
ｓ

，
　
ｅ
ｄ
.
,
　
Ｈ
ｅ
ｒ
ｂ
ｅ
ｒ
ｔ
　
Ｆ
ｅ
ｉ
ｇ
ｌ
　
ｅ
ｔ
　
ａ
ｌ
.
　
（
Ｎ
ｅ
ｗ
　
Ｙ
ｏ
ｒ
ｋ
,
　
１
９
７
２
)
　
ｐ
ｐ
.

４
０
８
-
４
１
７
.
対
照
的
に
、
荘
周
は
万
物
斉
同
、
気
一
元
論
を
唱
え
る
。
気
の
哲

学

が

、

心

身

問

題

に

対

し

て

ど

の

よ

う

な

態

度

を

と

る

か

と

い

う

問

題

に

つ

い

て

は

、

桑

子

敏

雄

「

環

境

と

身

体

－

朱

子

学

か

ら

の

考

察

」

、

日

本

倫

理

学



会
編
『
徳
倫
理

学
の
現
代

的
意
義
』
（
慶
應
書

房
、
一
九
九
五

年
）
九
五
－

一

一
一
頁

、
「
環
境
と
人
間
の
相
関
思
想
」
『
比
較
文
化
雑
誌
』
第
六
号
（
一
九
九

五

年
）
三
七
－

五
〇
頁

を
参
照
。

ま
た

「
秋

水
篇
」

に
つ

い
て

は
、
「
牛
鼻
を

穿
つ
も
の
―
環
境
と
人
間
の
哲
学
―
」
千
葉
大
学
普
遍
科
目
「
科
学
技
術

の
発

達
と
現
代

社
会
Ⅱ
」

企
画

運
営
委
員
会

『
生
命
・
環
境
・
科
学
技
術
倫
理

研

究
資
料
集
』
（
一
九
九
五
年
）
二
七

六
－

二

八
六
頁

を
み
よ
。

（
６
）
　
こ
の
意
味
で

「
秋
水
篇
」

の
魚
の
楽
し
み
を
知
る
こ
と
の
問
題
は
、
論
理
、

心
理
の
問
題
で
あ
る
ば
か
り
か
、
倫
理
の
問
題
、
た
だ
し
伝
統
的
な
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
的
倫
理
の
枠

か
ら

は
み

出
し

て
し
ま
う
倫
理
の
問
題
で
あ
る
。
倫
理
が
人
格

を
も
つ
存
在

に
対
す

る
行
為
に
限
定
さ
れ
る
な
ら
ば
、
荘
周
の
解
答
は
倫
理
的

な

含
み

を
も
つ

こ
と

は
あ

り
え
な
か

っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
逆
に
、
荘
周
の

解

答
は
、
倫
理

の
問
題
が

す
べ
て

の
生
き
る
も
の
と
そ
の
環
境
に
対
す
る
態
度

を
含
ん
で

い
る
こ
と
を
示
し
て

い
る
。
こ
の
点
で
、
わ
た
し
は
、
い
わ
ゆ
る
ア

メ
リ
カ
で
の
環
境
倫
理
学
で

の
「
倫
理
」

の
理
解
、
す

な
わ
ち
「
人
格
」

の
概

念

の
人
間
以
外
の
も
の
へ
の
拡
張
と

い
う
理
解
に
懐
疑

を
も
つ
の
で
あ
る
。

（
く
わ
こ
・
と
し
お
、
ギ
リ
シ
ア
哲
学
・
中
国
哲
学
、

環

境

倫

理

学

、

東
京

工

業

大

学

教

授

）
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