
〈

研

究

論

文

５

〉

東
西
の
典
型
的
な
感
情
優
位
の
哲
学

一
　

感

情

優

位

主

義

と

そ

の

二

人

の

代

表

者

感

情

（
ｆｅ
ｅ
ｌ
ｉｎ
ｇ
）

と

い

う

言

葉

に

つ

い

て

哲

学

事

典

は

次

の

よ

う

に

解

説

し

て

い

る

。

″
狭

義

に

は

、

快

・
不

快

的

反

応

を

意

味

す

る

。

広

義

に

は

、

精

神

の

三

様

相

と

し

て

伝

統

的

に

考

え

ら

れ

て

き

た

知

・

情

・

意

の

情

的

側

面

を

意

味

す

る

。
″
　

こ

の

解

説

に

よ

っ

て

も

明

ら

か

な

よ

う

に

、

我

わ

れ

の

基

本

的

意

識

に

は

知

識

と

感

情

と

意

志

と

の

三

つ

の

属

性

が

分

析

さ

れ

る

の

で

あ

る

。

人

間

生

活

に

お

い

て

、

知

・

情

・

意

の

ど

の

意

識

を

最

も

尊

重

す

る

か

に

よ

っ

て

、

三

つ

の

相

異

な

る

人

生

観

が

生

ま

れ

る

こ

と

に

な

る

。

主

知

主

義

（
ｉｎ
ｔｅ
ｌｌｅ
ｃ
ｔｕ
ａ
ｌ
ｉｓ
m

）

と

主

情

主

義

（
ｅ
ｍ

ｏ
ｔ
ｉｖ
ｉｓ
m

）

と

主

意

主

義

（
ｖ
ｏ
ｌｕ

ｎ
ｔａ
ｒ
ｉｓ
m

）

と

が

そ

れ

で

あ

る

。

主

知

主

義

の

立

場

に

関

し

て

哲

学

事

典

は

左

記

の

よ

う

に

説

明

し

て

い

る

。

″
心

理

学

で

は

、

知

的

な

も

の

（

思

惟

・

表

象

）
を

精

神

生

活

に

お

け

る

原

初

的

な

も

の

と

み

て

、

意

志

も

感

土
　
屋
　
好
　
重

情

も
こ

れ
に
依
存
し
こ
れ
に
還
元
せ
ら
れ
る
と
す
る
立
場

を
い
う
。
″

主

情
主
義

が
、
感
情
を
知
識
や
意
志
よ
り
も
基
礎
的
な
も
の
と
す

る
立
場

を
、

と

る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で

も
な
い
。
ま
た
、
主
意
主
義

が
意
志

を

最
も
重
視
す
る
立
場
で
あ
る
の
も
、
当
然

の
こ
と
で
あ
る
。
主
知

主
義
と
は

元
来
、
主
情
的
な
主
知
主
義
で
あ
る
か
、
或

い
は
主
意
的
な
主
知
主
義
で
あ

る
も
の
と
し
て
理
解
せ
ら
れ
る
。
何
と
な
れ
ば
、
主
知
主
義
と
い
え

ど
も
情

意

を
無
視
す
る
も
の
で
な
く
、
知

識
に
次
い
で
感
情
を
重

ん
ず
る
立
場
か
、

或
い
は
知
識
に
次
い
で
意
志
を
重

ん
ず

る
立
場
か
の
、
ど
ち
ら
か
に
立
つ
も

の
の
筈
だ
か
ら
で

あ
る
。
そ
こ
で
種

々
の
人
生
観
は
結
局
に
お
い
て
、
主
情

的
な
立
場

の
も
の
で

あ
る
か
、
、
主
意
的
な
立
場

の
も
の
で
あ
る
か
と
言
う
よ

う
に
分
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

人
間
の
意
識
活
動
は
こ
れ
を
内
向
的
な
意
識
活
動
と
外
向
的
な
意
識
活
動

と
に
分
析
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
内

向
的
な
意
識
活
動

は
、
自
己
そ
の
も
の



と

か

自

己

の

無

意

識

と

か

に

立

脚

し

た

活

動

で

あ

っ

て

、

感

情

が

こ

れ

に

相

当
す
る
。
外
向
的
な
意
識
活
動
は
外
界
と
の
接
触
に
よ
っ
て
起
さ
れ
る
も
の

で

あ

る

。

そ

れ

は

更

に

能

動

的

に

外

界

活

動

を

起

こ

す

意

志

と

、

所

動

的

に

外

界

戟

激

を

接

受

す

る

知

識

と

に

区

分

せ

ら

れ

る

。

先

ず

外

界

か

ら

の

戟

激

に

よ

っ

て

知

識

が

起

さ

れ

、

こ

れ

に

対

し

て

内

界

か

ら

感

情

が

生

じ

、

続

い

て
外
界
に
対
す
る
意
志
が
発
動
せ
ら
れ
る
と
い
う
順
序
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

に
分
柝
し
て
行
く
と
、
感
情
が
基
礎
的
な
一
義
的
に
重
要
な
自
己
の
意
識
活

動

で

あ

っ

て

、

意

志

や

知

識

は

補

足

的

な

外

郭

的

な

意

識

活

動

で

あ

る

こ

と

が

判

断

さ

れ

る

。

そ

し

て

意

志

が

感

情

の

満

足

の

た

め

の

二

義

的

活

動

で

あ

る

と

す

る

と

、

知

識

は

意

志

と

感

情

と

忙

奉

仕

す

る

た

め

の

三

義

的

な

活

動

で
あ
る
と
推
論
す
る
と
と
が
可
能
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
論
理
に
従
う
と
、

感

情

を

一

義

的

に

尊

重

す

る

感

情

優

位

の

立

場

が

、

最

も

妥

当

な

考

え

方

で

あ

る

と

い

う

こ

と

が

肯

定

せ

ら

れ

る

。

こ

こ

に

東

西

に

お

け

る

感

情

優

位

の

哲

学

に

関

し

て

、

敢

え

て

研

究

す

る

こ

と

を

試

み

た

理

由

が

存

す

る

。

知

・

情

・

意

の

三

つ

の

活

動

は
ヽ

そ

れ

ぞ

れ

知

ぼ

知

を
二

番

に

重

ん

じ

意

は

意

を

最

初

に

重

ん

じ

、

情

は

情

を

最

も

重

ん

ず

る

と

い

う

こ

と

に

な

ら

ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
自
己
の
意
識
活
動
の
全
体
と
し
て
は
、
そ
の
中
の

ど

れ

か

の

活

動

を

優

先

さ

せ

る

こ

と

に

せ

ざ

る

を

得

な

い

。

こ

こ

に

お
Ｉ
い

て

知

・
情

・
意

と

い

う

三

つ

の

基

本

的

意

識

に

優

先

順

位

を

設

定

す

る

補

蔔

約

意

識

が

作

動

す

る

こ

と

に
な

る

。

そ

れ

は

感

情

の

一

種

に

、近

似

し

た

も

の

で

あ

る

と

言

え

る

が

、
私

は

そ

れ

を

ヴ

ン

ト
（
Ｗ

ｉｌｈ
ｅ
ｌｍ

　
W
ｕ
ｎ
ｄ
ｔ
　
１
８
３
２
-

１
９
２
０
）

に
倣
っ
て
、
統
覚
（
ａ
ｐ
ｐ
ｅ
ｒ
ｃ
ｅ
ｐ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
）
と
呼
ぶ
ご
と
に
し
た
い
と
思
う
。
図

表
１

は
意
識
に
つ
い
て
の
心
理
学
的
な
用
語

の
体
系

を
私
な
り
に
示

し
た
も

図
表
１
　
心
理
学
的
な
用
語
の
体
系

の

で

あ

る

。

そ

れ

に

お

い

て

は

意

識

を
基

本

的
意

識

と
補

助

的
意

識

と
に

区

分

す

る
こ

と
に

し

て

い

る

。

そ

し

て

基
本

的

意
識

の
下

に

内

向

的

な
意

識

の

感
情
と
外
向
的
な
意
識
の
意
志
お
よ
び
知
識
を
配
置
し
て
い
る
。
補
助
的
意

識

は
統

覚

に
該

当

す

る

が

、

そ

れ

は

そ

の
活

動

の
仕

方

に

従

が

っ

て
、

二

種

類

に

区

別

せ

ら

れ

る

。
直

正

的

統

覚

と
歪

曲

的
統

覚

と
が

そ

れ

で
あ

る
。

直

正

的

統

覚

と

は

人

間

意
識

’の

自
然

に

順
応

し

て
、

意

識

の

中

核

で
あ

る
感

情

を
意
識
の
中
で
一
番
重
ん
じ
よ
う
と
す
る
活
動
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
歪

曲

的

統

覚

と

は

感

情

よ
り

も

感

情
以

外

の
意

識

の
方

を
重

視
す

る
活

動

で

あ

る

。

そ

れ

は
結

局
、

主
意

主

義

や

主

知
主

義

の
立

場

を
支

持
す

る
、

反

自

然

的

な

意

識

の
境

地

で

あ

る

と

い
う

こ

と

に

な

る
。

デ

ュ

ー

イ

（
Ｊ
ｏ
ｈ
ｎ
　
Ｄ
ｅ
w
ｅ
ｙ
　
１
８
５
９
-
１
９
５
２
）
は

そ

の
著

「
心

理

学

」

の

中



で

、

知

’
情

・

意

三

者

の

相

互

関

係

を

左

の

よ

う

に

述

べ

て

い

る

。

″
知

が

は

た

ら

く

に

は

情

・

意

の

協

作

を

要

す

る

。

…

…

意

は

知

と

情

を

離

れ

て

働

く

こ

と

の

で

き

ぬ

も

の

で

あ

る

。

…

…

感

情

の

発

動

に

は

意

思

お

よ

び

知

識

の
活
動
が
そ
の
条
件
と
な
る
。
　
デ
ュ
ー
イ
の
論
旨
を
一
段
と
進
め
る
こ

と

に

す

る

と

、

知

の

中

に

も

知

・

情

・
意

が

区

分

せ

ら

れ

、

情

や

意

の

中

に

も

そ

の

下

部

活

動

と

し

て

の

知

・

情

・

意

が

区

分

せ

ら

れ

る

こ

と

に

な

る

。

図

表

１

は

そ

の

よ

う

な

論

理

に

従

が

っ

て

、

感

情

の

中

に

三

つ

の

感

情

を

分

析

す

る

こ

と

を

試

み

た

も

の

で

あ

る

。

換

言

す

れ

ば

感

情

の

下

に

、

感

情

的

感

情

・
意

志

的

感

情

・
知

識

的

感

情

の

三

つ

を

付

随

せ

し

め

て

い

る

。

感

情

的

感

情

は

そ

れ

を

内

向

的

感

情

と

か

中

核

的

感

情

と

か

と

Ｊ

呼

ぶ

こ

と

に

し

て

恚

差

支

え

な

い

。

そ

れ

は

、

静

的

な

快

を

求

め

る

感

情

で

あ

り

、

心

の

平

安

さ

と

か

ま

た

文

学

や

美

術

の

優

美

性

と

か

の

世

界

に

関

心

を

持

つ

意

識

で

あ
る
。
意
志
的
感
情
と
は
能
動
的
外
向
的
感
情
と
呼
ば
れ
て
も
好
い
意
識
で

あ
る
。
そ
れ
は
勝
負
ご
と
に
関
心
を
持
ち
競
技
と
か
ス
ポ
ー
ツ
と
か
を
好
む

感

情

で

あ

る

。

次

に

知

識

的

感

情

と

は

所

動

的

外

向

的

感

情

と

呼

ば

れ

て

も

好

い

感

情

で

あ

る

。

具

体

的

に

は

そ

れ

は

、

物

品

の

蒐

集

趣

味

と

か

不

思

議

の
愛
好
と
か
ニ
ュ
ー
ス
ヘ
の
興
味
と
か
、
と
な
っ
て
現
わ
れ
る
。
知
・
情
・

意
の
中
で
情
を
優
先
的
に
重
ん
ず
る
と
と
が
人
の
本
性
に
合
っ
た
も
の
と
言

え

る

如

く

、二
知

識

的

感

情

・

意

志

的

感

情

・

感

情

的

感

情

の

中

で

、

感

情

的

感

情

を

最

も

重

ん

ず

る

行

き

方

が

真

に

自

然

的

で

あ

る

と

さ

れ

、

直

正

的

統

覚

の

要

請

に

合

す

る

も

の

で

あ

る

と

さ

れ

る

の

は

当

然

’の

こ

と

で

あ

る

。

東
西
に
お
け
る
感
情
優
位
主
義
の
比
較
研
究
を
な
す
に
あ
た
り
、
私
は
こ

こ
に
荘
子
｛
そ
う
じ
・
紀
元
前
四
世
紀
後
半
。
中
国
｝
と
エ
ピ
ク
ロ
ス
（
E
p
i
-

k
u
r
o
s
 
ｃ
　
３
４
２
／
１
-
２
７
１
／
０
　
Ｂ

．

Ｃ

．
ギ
リ
シ
ヤ
）
と
を
撰
出
し
て
そ
の
典
型
的

な

目

標

と

し

た

の

で

あ

る

。

そ

れ

は

古

く

か

ら

極

東

で

荘

子

が

、

遣

遠

遊

の

主
唱
者
と
し
て
知
ら
れ
、
ま
た
無
用
の
用
の
語
の
創
始
者
之
見
ら
れ
て
い
る

た

め

で

あ

る

。

そ

し

て

エ

ピ

ク

ロ

ス

が

、

欧

米

に

お

い

て

快

楽

主

義

者

(
h
e
b
o
n
i
s
t
)
 
の
代
表
者
と
せ
ら
れ
、
ま
た
エ
ピ
キ
ュ
ー
ア
ン
の
語
が
美
食

家

の

意

味

を

持

つ

も

の

と

さ

れ

て

い

る

た

め

で

あ

る

。

二
　

荘

子

の

是

と

不

是

に

関

す

る

理

論
　

荘

子

の

哲

学

の

研

究

の

た

め

に

は

、

「

荘

子

」

と

呼

ば

れ

る

書

物

に

典

拠

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

の

は

言

う

ま

で

も

な

い

。

け

れ

ど

も

そ

れ

に

は

内

篇

と

外

篇

と

雑

篇

と

が

あ

っ

て

、

内

篇

以

外

は

荘

子

後

学

の

説

で

あ

る

と

解

さ

れ

て

い

る

。

そ

こ

で

今

度

の

研

究

の

た

め

に

は

荘

子

中

の

内

篇

を

主

た

る

基

礎

文

献

と

し

て

行

く

こ

と

に

し

た

い

。

し

か

も

内

篇

中

の

斉

物

論

篇

が

最

も

理

論

的

な

部

分

な

の

で

、

そ

れ

を

基

本

に

置

い

て

検

討

を

進

め

る

ご

と

に

し

た

い

。

荘

子

が

感

情

を

最

も

重

視

し

て

い

た

こ

と

は

、

斉

物

論

篇

中

の

次

の

文

章

に

よ

っ

て

知

る

こ

と

が

出

来

る

。

″

喜

怒

・

哀

楽

…

…

あ

り

。

楽

の

虚

よ

り

出

で

蒸

の

菌

を

成

す

ご

と

く

、

日

夜

、

前

に

相

い

代

り

て

、

そ

の

萠

す

所
を
知
る
莫
し
。
…
…
且
暮
、
此
を
得
る
は
、
其
の
由
っ
て
以
て
生
ず
る
所

か

。

彼

に

非

ざ

れ

ば

我

無

く

。

我

に

非

ざ

れ

ば

取

る

所

無

し

。
　

こ

こ

に

喜

怒

・

哀

楽

と

は

言

う

ま

で

も

な

く

、

情

の

こ

と

で

あ

り

感

情

の

こ

と

で

あ

る

感

情

は

音

楽

が

笛

の

空

虚

な

場

所

か

ら

起

こ

る

で

あ

ろ

う

如

く

に

湧

良



出
さ
妬
為
。
ま
た
蒸
気
の
力
で
華
や
茸
が
育
つ
如
く
に
感
情
は
、
芽
を
出
し
て

来
る
。
毎
日
々
々
、
前
の
感
情
が
無
く
な
る
と
新
し
い
感
情
が
湧
き
出
て
く

る
。
そ
し
て
そ
の
感
情
が
、
ど
こ
か
ら
次
か
ら
次
へ
と
出
て
々
る
の
か
、
そ

の
原
因
を
知
る
由
も
な
い
。
朝
な
夕
な
、
感
情
（
此
）
を
離
れ
て
生
き
る
こ

と
が
不
可
能
な
の
で
あ
る
が
、
感
情
の
中
で
生
き
る
と
い
う
こ
と
が
自
分
が

生
存
し
て
い
る
こ
と
の
証
拠
な
の
で
あ
ろ
う
。
感
情
（
彼
）
が
無
い
な
ら
ば

自
我
(
我
)
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
り
、
自
我
に
お
い
て
で
な
い
と
、
感
情

ほ
そ
の
活
動
す
る
た
め
の
場
所
を
取
得
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
荘
子

の
我
と
は
、
意
識
と
し
て
の
自
我
で
あ
る
と
解
釈
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ

で
荘
子
は
、
意
識
的
自
我
が
常
に
感
情
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
取
り
も
直
さ

ず

人
間

と

し

て
生

存

し

て
い

る
所

以

で

あ

る

と

、
考

え

て

い

た

と

い

う

こ

と

に
な
る
。
感
情
は
自
我
の
内
に
お
い
て
の
み
活
動
が
可
能
な
の
て
あ
る
。
モ

し
て

感

情

が

無

け

れ

ぽ
自

我

も

存

在

し

得

な

い

の

で

あ

る

。
言

葉

を
換

え

て

言
え
ぱ
、
荘
子
は
感
情
を
自
我
の
一
義
的
な
根
底
て
あ
る
と
考
え
な
も
の
と

理

解

せ

ら

れ

る

。
彼

は
主

情

主

義

者

で

あ
り

感

情

優

位

の
哲

学

の
信

奉

者

で

あ
っ
た
も
の
と
判
断
さ
れ
る
。
感
情
を
優
位
に
置
く
も
の
は
、
知
識
や
意
志
を

相
対
的
に
軽
ん
ず
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
荘
子
は
知
識
を
軽
視
し
て
"
知

を
去

り

″

と
言

い
、

意

志

や

欲

望

を
軽

視

し

て

″
私

を
容

る

る

無
く

″

と
説

い

て

い

る

の

で

あ

る

。
　
　
　
　
　
　

荘

子

の
斉

物

諭

篇

の

中

に

お
い

て

、「
是

」

と

「
不

是

」

の
対

立

的

な

概

念

が
検

討

せ
ら

れ
て

い

る

が
、

そ

の

た

め

の
典

型

的

な
文

章

と

し

て

次

の

も

の

を
取

り

上

げ

る
こ

と

に

し

た
い

。
″
何

を

か
之

を
和

す

る
に

天

倪

（

で

ん
げ

い
）
を
以
て
す
と
謂
う
。
日
く
、
是
は
不
是
な
り
。
然
は
不
然
な
り
。
是
若

し
果
し
て
是
な
ら
は
、
則
ち
是
の
不
是
に
異
な
る
や
、
亦
弁
無
心
。
然
若
し

果
し
て
然
な
ら
ぱ
、
則
ち
然
の
不
然
に
異
な
る
や
、
亦
弁
無
し
。
″
　
是
が

不

是

よ

り

も

望

ま

し

い

こ

と

は

言

う

ま

で

も

な

い

。

し

か

し

な

が

ら

、

世

人

．

が
是
と
す
る
と
こ
ろ
は
そ
の
不
是
と
す
る
と
こ
ろ
と
大
し
た
違
い
が
な
い
、

真
人
が
是
と
す
る
と
こ
ろ
は
果
是
（
は
た
し
て
の
是
）
で
あ
る
。
こ
の
果
是

が

世

人

の

言

う

是

や

不

是

と

異

な

る

の

は

当

然

の

こ

と

で

あ

る

。

何

と

な

れ

ぼ
真
人
の
果
是
は
是
・
不
是
を
含
ん
で
し
か
も
是
・
不
是
を
超
越
し
た
世
界

奇

意

味

す

る

か

ら

て

あ

る

。

こ

の

論

理

は

是

と

不

是

と

果

杲

の

三

者

の

場

合

に
お
い
て
ぱ
か
り
で
な
ぐ
、
然
と
不
然
と
果
然
の
三
者
の
場
合
に
お
い
て
も

共
通
に
適
用
て
き
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
是
と
非
と
因
是
の
場
合
に
も
用

い
る
こ
と
が
出
来
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
荘
子
の
文
章
の
他
の
箇
所
に
お
け

る
、
此
（
是
）
と
彼
の
対
立
の
場
合
に
も
、
死
（
是
）
と
生
の
対
立
・
の
場
合

に

も

応

用

す

る

こ

と

が

出

来

る

と

こ

ろ

の

論

理

で

あ

る

。

そ
も
そ
も
是
と
は
「
ぜ
」
と
発
音
せ
ら
れ
る
の
が
我
が
国
の
慣
例
に
な
っ

て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
正
し
く
は
、
漢
音
で
「
し
」
と
発
音
さ
れ
、
呉
音

て
は
「
じ
」
と
発
音
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
古
代
の
金
文
て
は
是
は

「
さ
じ
」
す
な
わ
ち
現
在
の
文
字
の
匙
を
意
味
し
て
い
た
そ
う
で
あ
る
。
そ

れ

が

後

に

原

義

を

離

れ

て

、

「

是

非

」

と

か

『

彼

是

』

の

「

是

」

が

専

ら

意

味
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
今
日
行
な

わ

れ

て

い

る

「

是

」

の

文

字

の

原

型

に

つ

い

て

は

、

大

辞

典

に

よ

る

と

、

日

の
字
と
正
の
字
が
重
ね
ら
れ
た
も
の
と
さ
れ
、
意
味
も
そ
の
両
者
の
複
合



形
態
の
も
の
で
あ
る
と
し
て
次
の
如
く
解
説
さ
れ
て
い
る
。
"
是
。
会
意
。

正
し
き
直
き
こ
と
。
白
と
正
の
字
を
合
せ
て
そ
の
義
を
示
す
。
此
に
通
じ
、

コ
レ
・
コ
コ
等
の
義
と
す
。
″
　
こ
れ
に
よ
っ
て
考
察
す
る
と
、
『
是
』
と
は

直
な
る
こ
と
で
あ
り
、
正
副
に
・
お
・
け
る
正
が
意
味
さ
れ
る
も
の
と
解
釈
す
る

こ

と
が

可

能

で

あ

る
。

是

と

は
直

く
正

し

い

と

と

で

あ

り

、

日

に
向

っ
て

正

し
く
位
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
一
義
的
な
中
彼
的
な
こ
と
で
あ
る
。
そ

れ
に
対
し
て
木
是
と
か
非
と
か
は
、
二
義
的
な
付
随
的
な
こ
と
で
あ
り
、
外

郭
的
な
補
助
的
な
こ
と
で
あ
る
。
荘
子
は
喜
怒
・
哀
楽
の
情
を
一
義
的
な
基

本
的
な
も
の
で
あ
る
と
し
て
把
握
し
い
い
る
。
そ
う
す
る
と
荘
子
に
と
っ
て

は
、
感
情
が
当
然
に
「
是
」
な
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
と
と
に
な
る
。
そ

し
て
感
情
が
一
義
的
な
意
彼
活
動
で
あ
る
も
の
と
さ
れ
、
意
志
と
か
知
識
と

か
は
二
義
的
あ
る
い
は
三
義
的
な
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
換

言

す

れ

ば
。意

志

や
知

識
牀

不

是

と

か
非

と

か

の
立

場

に

立

つ
も
の

で

あ

る

と

理
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
．
更
に
荘
子
は
、
内
向
的
な
基
本
的
意
識
と
し
て

の
感

情

と
外

向

的

な

基

本

的

意
識

と

し

て

の

意

志

や

知

識

を

、

統

合

す
る

と

こ

ろ

の
上

彼

的

な

意
識

も

存

在

す

る

も
の

と

、
考

え

て

い

た
よ

う

で

あ

る

。

そ
れ
は
い
わ
ゆ
る
真
君
で
、
今
日
の
用
語
で
は
統
覚
と
呼
ば
る
べ
き
も
の
に

照
応
す
る
。
内
向
的
意
識
と
外
向
的
意
識
と
が
若
し
も
真
君
と
し
て
の
統
覚

の
導
き
に
よ
っ
て
適
切
に
綜
合
的
に
統
合
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
理
想
的

な
融
合
が
実
現
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
が
す
な
わ
ち
い
わ
ゆ
る
果
是
や

天
例
の
世
界
で
あ
る
の
に
他
な
ら
な
い
。

是

と
か

此

と
か

に

対

応

す

る
用

語

と
し

て

、
荘

子

は
非

と

か

彼

と

か

の
用

語

も

用

い

る

。

非

と

は
鳥

の
羽

の

対

抗

を

型

ど

っ

た

字
で

あ
り

、

背

き

て

相

反
す
る
と
と
を
意
味
し
て
い
る
。
彼
と
は
此
方
よ
り
カ
ナ
夕
に
被
ら
す
こ
と

と

解

釈

さ

れ

て

い

る

。

字

義

の
起

源

は
別

に

し

て

も

、
非

や
彼

の
意

義
は
非

本
質
的
な
派
生
的
な
ご
と
を
指
す
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
な
お
荘

子
に
お
い
て
は
是
と
か
然
と
か
と
同
じ
意
味
で
、
可
と
言
う
用
語
も
用
い
る

こ
と
が
あ
る
。
そ
の
場
合
に
は
そ
の
反
対
用
語
は
不
可
の
語
と
さ
れ
て
い
る
。

い

ず

れ

に

し

て

も

荘
子

の

斉
物

論

篇

で

は
、

是

・

非

と
か

可

・

不

可

と

か

の

概
念
に
関
し
て
、
厳
密
に
彼
底
し
た
体
系
的
な
論
理
が
展
開
せ
ら
れ
て
い
る
。

今

そ

の

具

体

例

を
示

す

こ

と

に
す

る

と
次

の

よ

う

な
文

章

が
挙

け

ら

れ

る
で

あ
ろ
う
。
″
方
（
な
ら
）
び
可
な
る
は
方
ぴ
不
可
な
る
な
り
。
方
び
木
可
な

る
は
方
び
可
な
る
な
り
。
是
に
因
る
は
非
に
凶
る
な
り
。
非
に
因
る
是
に

因
る
な
り
。
是
を
以
て
聖
人
は
由
ら
ず
し
て
之
を
天
に
照
ら
す
。
亦
是
に
因

る
な
り
。
是
も
亦
彼
な
り
。
彼
も
亦
是
な
り
。
彼
も
亦
一
是
非
に
し
て
、
此

も

芬
一

是

非

な

り

。

果

し

て

且

つ
彼

是

有

る

や

、

果

し
て

且

つ
彼

是

無

き

や

。

彼

是

其

の

偶

を

得

る
莫

き

、
之

を
道

枢

と

謂

う

。

枢

に

し

て
始

め
て

其

の

環

中
を
得
て
、
以
で
無
窮
に
応
ず
。
是
も
亦
一
無
窮
な
り
。
非
も
亦
一
無
窮
な

り

。
″
　

世

人

の
目

に

は
可

ど

か
不

可

と

か

の
対

立

が

あ

り

、
是

と

か
非

と

か
の
対
立
が
あ
る
。
け
れ
ど
も
天
分
立
場
か
ら
見
る
と
是
と
非
の
対
立
は
、

因
是
（
も
と
よ
り
の
是
）
に
お
い
て
統
合
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
そ

こ

で

彼

も

一

つ
の

是

非

の
統

合
体

で

あ

り

、
此

も

一

つ

の

是

非

の

統
合

体

で

あ
る
と
い
言
う
こ
と
が
出
来
る
。
因
是
や
道
枢
の
立
場
に
お
い
て
は
、
是
の
側

面
も
無
窮
に
展
開
さ
れ
、
非
の
側
面
も
無
窮
に
展
開
さ
れ
て
行
く
で
あ
ろ
う
。



荘
子
の
斉
物
論
の
意
味
は
、
し
ば
し
ば
「
物
論
を
等
し
く
す
る
」
思
想
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
勝
ち
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
そ
の
思
想
を
深
く
探
究
し
て
行

く
と
、
斉
物
論
と
は
「
物
論
を
整
え
る
」
こ
と
を
内
容
と
し
て
い
る
も
の
で

あ
る
こ
と
が
判
断
さ
れ
る
。
何
と
な
れ
ば
そ
れ
は
、
是
な
る
も
の
と
不
是
な

る
も
の
と
の
二
つ
の
対
立
の
上
に
あ
る
因
是
、
す
な
わ
ち
因
よ
り
の
是
を
見

出
す
こ
と
を
理
想
と
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
そ
れ
は
、

因
是
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
是
の
立
場
を
、
非
常
に
重
視
す
る
も
の
で
あ
る

と

い

う

こ

と

を

忘

却

し

て

は

な

ら

な

い

。

是

は

何

処

ま

で

も

是

で

あ

っ

て

不

是
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
是
と
い
う
基
礎
勿
上
に
立
っ
て
の
み
因
是

の
世
界
も
存
在
し
得
る
の
に
他
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ち
な
み
に
荘
子
の

"
無
為
の
業
に
逍
遙
す
"
の
語
は
、
最
も
好
く
荘
子
の
思
想
を
表
現
し
て
い

る

も

の

と

思

わ

れ

る

。
処

が

こ

の

思

想

の

背

景

に

あ

る

考

え

方

は

、

単

に

有

為

で

あ

る

こ

と

よ

り

も

、
無

為

で

あ

る

こ

と

の

方

が

よ

り

大

切

で

あ

る

、

と

い

う

意
味
を
持
つ
も
の
な
の
に
他
な
ら
な
い
。
そ
し
て
ま
た
、
無
為
を
一
義
的
に

重
ん
じ
有
為
も
二
義
的
に
重
ん
じ
て
、
因
是
や
道
枢
の
境
地
を
守
ろ
う
と
す

る
考
え
方
と
共
通
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
荘
子
は
"
人
は

皆
有
用
分
用
を
知
る
も
、
無
用
の
用
を
知
る
莫
し
″
と
主
張
す
る
。
し
か
も

無
用
の
用
の
こ
と
を
大
用
呼
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
有
用
の

用
は
単
に
小
用
を
果
た
す
の
み
で
あ
っ
て
、
無
用
の
用
こ
そ
が
大
用
を
果
た

す
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
の
無
用
の
用
の
世
界
が
感
情
の
立
場
で
あ
り
、
こ

の
有
用
の
用
の
世
界
が
意
志
や
知
識
の
立
場
で
あ
る
と
理
解
せ
ら
れ
る
。
図

表
２
は
荘
子
に
用
い
ら
れ
て
い
る
用
語
を
心
理
学
的
な
概
概
念
に
対
応
せ
し
め

て
作
成
し
た
一
覧
表
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
無
用
の
用
が
是
の
世
界
に
照

図
表
２
　

荘
子
の
用
語
の
分
析

応
し
、
感
情
の
世
界
に
該
当
す
る
こ
と
が
分
析
さ
れ
る
。
そ
し
て
有
用
の
用

が
非
の
世
界
に
照
応
し
、
意
志
一
や
知
識
の
世
界
に
該
当
す
る
こ
と
が
確
認
せ

ら
れ
る
。
斉
物
論
が
目
標
と
す
る
と
こ
ろ
は
無
用
の
用
を
是
と
し
一
義
的
に

重

視

す

る

こ

と

に

あ

る

。

無

用

の

用

の

立

場

は

感

情

の

立

場

で

あ

り

大

用

の

も

の

だ

か

ら

で

あ

る

。

斉

物

論

が

目

標

と

す

る

と

こ

ろ

は

有

用

の

用

を

一

応

は
非
な
る
も
の
と
す
る
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
全
く
非
と
す
る
の
で
は
な
く
、

そ
れ
に
も
小
用
が
あ
る
も
の
と
認
め
る
の
で
あ
る
。
そ
の
有
用
の
世
界
は
、

意
志
と
知
識
を
含
む
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
が
、
荘
子
の
場
合
、
主
と
し
て

意

志

が

意

味

さ

れ

る

も

の

と

推

測

せ

ら

れ

る

。

さ

て

無

用

の

用

が

、

有

用

の

用

に

も

小

用

を

認

め

て

、

無

用

の

用

を

中

核

と

し

た

有

用

の

用

の

統

合

を

実

現

す

る

と

、

そ

れ

は

道

枢

の

世

界

を

展

開

す

る

こ

と

に

な

る

。

道

枢

の

世

界

が

是

・

非

に

対

す

る

因

是

の

立

場

で

あ

り

、

統

覚

の

活

動

に

照

応

す

る

も

の

で

あ

る

と

と

は

当

然

の

こ

と

で

あ

る

。
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斉
物
論
の
論
旨
に
従
が
う
と
、
是
の
下
に
も
是
や
非
が
あ
り
、
非
の
下
に

も

是

や

非

が

あ

る

と

言

え

る

の

で

あ

る

。

す

な

わ

ち

是

の

下

部

機

構

に

是

の

是

と

是

の

非

が

あ

る

の

で

あ

り

、

ま

た

非

の

下

部

構

造

に

非

の

是

と

非

の

非

が
あ
る
の
で
あ
る
。
図
表
２
は
是
の
是
を
ダ
ッ
シ
の
付
い
た
是
で
示
し
、
是

の
非
を
ダ
ッ
シ
の
付
い
た
非
で
示
す
こ
と
に
し
て
い
る
。
心
理
学
的
な
用
語

を

用

い

て

示

せ

ば

是

（

是

に

ダ

ッ

シ

の

付

い

た

も

の

）

は

感

情

的

感

情

の

立

場

に

相

応

す

る

こ

と

に

な

る

。

そ

し

て

非

が

意

志

的

感

情

な

ど

の

立

場

に

合

致

す

る

こ

と

に

な

る

。

感

情

的

感

情

は

内

向

的

な

静

的

な

感

情

で

あ

る

。

そ

れ

は

平

安

さ

や

優

美

を

愛

好

す

る

情

で

あ

る

。

そ

れ

は

聖

人

の

心

情

と

も

言

わ

る

べ

き

も

の

で

あ

っ

て

、

荘

子

の

い

わ

ゆ

る

「

人

の

情

無

き

」

境

地

と

符

合

す

る

も

の

と

判

断

さ

れ

る

。

俗

人

の

心

情

は

、

外

向

的

で

動

的

で

、

意

志

的

感
情
の
そ
れ
で
あ
っ
て
、
競
争
を
好
み
、
勝
負
ご
と
を
愛
す
る
も
の
で
あ
る
。

荘

子

の

徳

充

符

篇

で

は

、

そ

れ

は

「

人

の

情

」

と

述

べ

ら

れ

て

い

る

の

で

あ

る

。

同

じ

く

無

用

の

用

を

目

標

と

す

る

感

情

の

世

界

の

下

に

も

、

内

向

的

な

感

情

的

感

情

と

外

向

的

な

意

志

的

感

情

と

の

対

立

が

あ

る

こ

と

に

な

る

。

荘

子

が

ー

義

的

に

理

想

と

す

る

と

こ

ろ

の

感

情

が

是

の

境

地

で

あ

り

、

聖

人

の

情

の

境

地

で

あ

る

こ

と

は

改

め

て

言

う

ま

で

も

な

い

。

と

こ

ろ

が

注

意

を

要

す

る

こ

と

は

、

荘

子

の

理

念

は

是

に

だ

け

止

ま

る

の

で

は

な

い

こ

と

で

あ

る

。

つ

ま

り

是

と

非

と

の

統

合

せ

ら

れ

た

と

こ

ろ

の

上

位

の

感

情

が

そ

れ

だ

か

ら

で

あ

る

。

換

言

す

れ

ば

聖

人

の

情

を

ー

義

的

に

重

ん

じ

俗

人

の

情

も

二

義

的

に

重

ん

ず

る

綜

合

さ

れ

た

立

場

の

情

が

理

想

と

さ

れ

る

の

で

あ

る

。

荘
子
が
究
極
的
に
理
想
と
し
た
感
情
的
感
情
あ
る
い
は
内
向
的
感
情
が
、

平
安
さ
で
あ
り
安
ら
か
さ
で
あ
る
ご
と
は
当
然
で
あ
る
が
、
彼
は
具
体
的
に

ど
の
よ
う
な
用
語
を
用
ふ
一一一
い

｀
そ
れ

を
表
現
す
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
見
方
に
よ
っ
て

は
、
閑
と
か
淡
（
炎
）
と
か

の
一
つ
の
文
字
で

、
現
わ
そ

う
と
し

た
よ
う
に
も
考
え
ら
れ
る
。
け

れ
ど
も
私
は
淡
・
漠
（
や
す
ら
か
で

し
づ
か
）
が
最
も
適
切
な
表
現
で
あ
る
も
の
と
考
え
た
い
。
彼
は
"
心
を
淡

に
遊
ば
せ
、
気
を
漢
に
合
わ
せ
"
の
句
を
綴
っ
て
い
る
・
淡
漢
字
は
恬
淡
（
て

ん
た
ん
）
・
寂
漠
と
書
か
れ
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
恬
淡
は
「
や
す
ら
か
に
し

て
安
ら
か
」
の
意
で
あ
り
、
寂
漠
は
「
さ
ぴ
し
く
し
て
静
か
」
の
意
で
あ
る
。

そ
れ
ぞ
れ
至

安
と
か
至
静
と
か
の
意
味
で
あ
る
も
の
と
見
ら
れ
る
の
は
言
う

ま
で

も
な
い
。
荘
子

の
理
想
は

″
無
何
有
の
郷
・
広
莫

の
野
″
の
語
に
よ
っ

て
も
現

わ
さ
れ
て
い
る
。
無
何
有
の
郷
と
は
「
何
の
有

も
な
い
境
地
」

の
意

味
で
あ
る
。
一
般
に
は
そ
れ
は
「
何
の
存
在
も
な
い
無
の
境
地
」
と
解
さ
れ

て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
有

を
持
ち
物
の
意
味
と
解
釈
し
「
何

の
所
有
も
行

な
わ
れ
な
い
境
地
」

と
も
把
握
す

る
こ
と

が
で
き
る
こ
と
で
あ

ろ
う
・
も
し
も
そ
う
い
う
立
場
を
と
れ
ば
、
無
何
有
の
郷
は
平
安
の
境
地
で

あ
る
も
の
と
も
見
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
次
に
広
莫

の
野
と
は
、

広
漠

の
野

と
同

じ
で
、「
広
い
し

づ
か
な
心
境
」
を
意
味
す
る
。
そ
れ
が
「
広
大
な
さ
ぴ

し
く
静
か
な
心
境
」
で
あ
る
の
は
明
ら
か
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
考

察
す
る
と
結
局
、
無
何
有
の
郷
・
広
莫
の
野
も
「
安
占
か
な
境
地
・
静
か
な

心
境
」
で
あ

る
と
理
解
し
て
差
支
え

な
く
、
ひ
い
て
は
淡
・
漠

の
理
念
と
合

致
す

る
も

の
で
あ

る
と
判
断
せ
ら

れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
か
く
て
荘

子

が
淡
・
漠

の
情

を
無
用
の
用

中
で
も
特
に
重
要
な
理
念
と
し
た
も
の
で
あ



る
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
彼
が
行
な
う
で
あ
ろ
う
と
こ
ろ
の
一
切

の
価
隹
判
断
は
、
こ
の
淡
・
漠
の
精
神
を
一
義
的
に
重
ん
ず
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
な
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
訳
で
あ
る
。

三
　

エ

ピ

ク

ロ

ス

に

お

け

る

欲

望

概

念

の

分

析

西
欧
の
快
楽
主
義
の
代
表
者
と
し
て
知
ら
れ
る
エ
ピ
ク
ロ
ス
の
思
想
内
容

は
、
出
・
岩
崎
訳
の
「
エ
ピ
ク
ロ
ス
・
教
説
と
手
紙
」
に
よ
っ
て
概
ね
理
解

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
今
回
の
研
究
は
エ
ピ
ク
ロ
ス
の
実
践
哲
学
に
関
す
る

も
の
で
あ
る
か
ら
、
特
に
そ
の
中
の
「
メ
ノ
イ
ケ
ク
ス
宛
の
手
紙
」
が
主
要

な

資

料

と
し

て
取

扱

わ

れ

る

こ

と

に

な

ろ
う

。

エ

ピ

ク

ロ

ス

の
快

楽

主
儀

は

次
の
文
章
に
よ
っ
て
そ
の
大
要
が
把
握
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
″
わ
れ
わ
れ
は
、

快

と
は

祝

福

あ

る
生

の
始

め

（
動

機

）

で

あ

り

終

り

（

目

的

）

で

あ

る
と

言

う
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
わ
れ
わ
れ
は
、
快
を
第
一
の
生
ま
れ
な
が
ら

の
書
と
認
め
る
の
で
あ
り
、
快
を
出
発
点
と
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
す
べ
て

の
選
択
と
忌
避
を
始
め
、
ま
た
こ
の
感
情
（
快
）
を
規
準
と
し
て
す
べ
て
の

善
を
判
断
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
快
へ
と
立
ち
帰
る
か
ら
で
あ
る
。
″
　
彼

の
考
え
は
感
錆
優
位
の
思
想
に
立
脚
し
た
も
の
で
あ
る
と
判
断
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
更
に
彼
の
思
想
・
の
体
系
的
な
特
色
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
左
の

文
章
を
読
む
と
と
が
極
め
て
大
切
で
あ
る
。
そ
れ
は
長
い
も
の
で
あ
る
が
、

図
表
3
の
エ
ピ
ク
ロ
ス
の
用
語
の
分
析
を
参
考
に
し
な
が
ら
読
む
こ
と
に
す

る
と
分
り
易
い
で
あ
ろ
う
。
″
欲
望
の
う
ち
、
或
る
も
の
は
自
然
的
で
あ
り
、

他
の
も
の
は
無
駄
で
あ
り
、
自
然
的
な
欲
望
の
う
ち
、
或
る
も
の
は
必
須
な

も
の
で
あ
る
が
、
他
の
も
の
は
た
ん
に
自
然
的
で
あ
る
に
す
ぎ
ず
さ
ら
に
、

必
須
な
欲
望
の
う
ち
、
或
る
も
の
は
幸
福
を
得
る
た
め
に
必
須
で
あ
り
、
或

る
も
の
は
肉
体
の
煩
か
の
な
い
こ
と
の
た
め
に
必
須
で
あ
り
、
他
の
も
の
は

生
き
る
こ
と
そ
れ
自
身
の
た
め
に
必
須
で
あ
る
。

エ
ピ
ク
ロ
ス
の
自
然
的
欲
望
と
は
大
体
に
お
い
て
感
情
と
一
致
し
非
自

図
表
３
　
エ
ピ
ク
ロ
ス
の
用
語
の
分
析

然
的
欲
望
と
は
意
志
に
一
致
す
る
も
の
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
彼
の
求
め

た
の
は
自
然
的
な
欲
望
と
し
て
の
感
情
で
あ
っ
た
。
名
誉
と
か
財
産
を
獲
得

せ
ん
と
欲
し
て
相
争
う
非
自
然
的
で
あ
る
意
志
活
動
は
彼
の
求
め
る
と
こ
ろ

で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
無
駄
な
空
し
い
欲
求
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
エ
ピ

ク
ロ
ス
は
感
情
活
動
の
中
で
も
必
須
的
な
内
向
的
な
一
義
的
な
感
情
す
な

わ
ち
感
情
的
感
情
を
求
め
た
。
そ
れ
は
静
的
な
快
を
与
え
る
も
の
で
あ
っ
て
、

祝
福
あ
る
生
の
目
的
に
合
す
る
世
界
で
あ
る
。
非
必
須
的
な
意
志
的
感
情
は

彼
の
積
極
的
に
追
求
せ
ん
と
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
外
向
的
な



二
義
的
な
動
的
な
快
を
与
え
る
も
の
に
過
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば

勝

負

ご

ふ
』
で

勝

っ

た
時

の

喜

び
や

満

悦

の

如

き

快

が

そ

れ
で

あ

る
。

彼

は
何

よ

り

も
平

安

と

か
平

静

さ
と

か
安

ら

ぎ

と

か

を

求

め

た

の
で

あ

る
。

内

向

的

な

一

義

的

な

安
ら

ぎ

が
得

ら

れ

た

な
ら

ば

、

他

の

二

義

的

な
外

向

的

な
快

も

或

い

は
消

極

的
に

求

め

る
こ

と

が

あ

る

か

も

知

れ

な

い
。

し

か
し

そ

れ

で

も

彼

は
決

し

て

積

極

的
に

は
そ

の

よ

う

な
二

義

的

な
快

を
求

め

る
よ

う

な
こ

と

が
無

い

で

あ

ろ
う

。

エ

ピ
ク

ロ

ス
は
静

的

な

快

の

中

に

三

つ
の

段

階

の

快

を

区

分

す

る
こ

と

を

試

み

て

い

る
。

そ

れ

は

自

己

の

物
的

条

件

と

肉

体

と

精

神

に

対

応

す

る
も

の

の
如
く
で
あ
っ
て
、
1
或
る
も
の
は
生
き
る
こ
と
そ
れ
自
身
の
た
め
に
必
須

で
あ
り
、
2
或
る
も
の
は
肉
体
の
煩
い
の
な
い
こ
と
の
た
め
に
必
須
で
あ
り
、

3
或
る
も
の
は
幸
福
を
得
る
た
め
に
必
須
で
あ
る
、
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ち
多
く
の
場
合
、
エ
ピ
ク
ロ
ス
は
2
と
3
だ
け
に
焦
点
を
当
て

て

議
論

を

展

開
す

る

こ

と

に

し

て

い

る

よ

う

で

あ

る

。

た
と

え

ば

次

に
示

す

語

の

場

合

の

如

く

で

あ

る

。

″
わ

れ

わ

れ

の

意

味

す

る
快

は
…

…

道
楽

者

の

快

で

も

な

け

れ

ば

、

性

的

な

享

楽

の

う

ち

に

存

す

る
快

で

も

な
く

、

実

に

、

肉

体

に

お

い

て

苦

し

み

の

な

い

こ

と

と

霊

魂

に

お
い

て

乱

さ
れ

な

い

（
平

静

で

あ

る
）

こ

と

に

ほ
か

な

ら

な

い

。
″
　

ち

な
み

に

心
の

乱

さ
れ

ぬ
こ

と

を

エ
ピ
ク
ロ
ス
は
ａ
ｔ
ａ
ｒ
ａ
ｘ
ｉ
ａ
と
名
付
け
て
い
る
出
・
岩
崎
訳
の
「
エ
ピ
ク

ロ

ス
」

の

索

引

中

で

は

ア

タ

ラ

ク

シ
ア

ー

が

「

心
境

の

平

静

」

と

訳

出

さ

れ

て

い

る
。
　
　

四
　

荘
子

と

エ

ピ

ク

ロ

ス
の

思

想

の
共

通

点

と

相

違

点

東
西
に
国
は
距
て
て
も
、
荘
子
の
哲
学
と
エ
ピ
ク
ロ
ス
の
哲
学
に
は
共
通

点

が
あ

る
。
そ
れ
は
題
目
に
も
取

り
上

げ
て
あ

る
如
く
、
感
情
優
位
の
思
想

に
立
っ
て
い
る
哲
学
者
で
あ
る
こ
と
に
疑
問
の
余
地

が
無
い
か
ら
で
あ
る
。

け

れ
ど
も
両
者
の
間
の
共
通
点
は
更

に
深
い
側
面

を
持
っ
て

い
る
も
の
で
あ

る
こ
と

が
注
意

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
両
者
が
実

に
感
情

的
感

情
の
基
礎
に
立
っ
た
内
向
的
な
静
的
な
感
情
優
先
主
義
者
で
あ
る
と
言
う
こ

と
で
あ

る
。
荘
子

は
「
人
の
情
無
き
」
聖

人
の
境
地
を
述

べ
る
こ

と
に
よ
っ

て
、
そ
の
内
向
的
感
情
主
義
者
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
エ
ピ
ク
ロ
ス

に
あ
っ
て
は
、
論
理
的
に
厳
密
に
快
を
分

析
し
て
、
静
的
な
快

の
概
念

を
明

示

す
る
こ
と
を
敢
え
て
行

な
っ
て

い
る
。
た
と
え
ぱ
下

記
の
よ
う

な
文
章

が

彼
に
よ
っ
て
記
さ
れ
て
い

る
の
で

あ
る
。
″心
境
、の
平
静
と

肉
体

の

無
苦

と

が
、
静
的
な
快
で
あ
る
。
こ
れ
に
反

し
、
喜
び
や
満
悦
は
、
動

的
な
現
実

的

な
快
と
見
な
さ
れ
る
″
　
感
情
の
中
に
静
的
な
快
の
概
念
を
導
入
す
る
こ

と
に
成
功
し
た
エ
ピ
ク

ロ
ス
の
功
績
は
大
い
に
評
価
す
る
に
値
す

る
も

の
で

あ
ろ
う
。

荘
子
と

エ
ピ
ク

ロ
ス
の
思
想
に
お
け
る
相
違
点

に
は
、

ど
ん
な
事
が
挙

げ

ら

れ
る
で
あ
ろ
う

か
。
そ
れ
は
感

情
を
一
義
的
に
重
視
す
る
両

者
の
間

に
お

い
て
、

ど
の
よ
う

な
度
合
に
知
識
が
重
要
視
さ
れ
た
か
と
言
う
点

を
見
出
す

こ
と
に
よ
っ
て

明
ら

か
に
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
荘
子

は

″
知
を
去
り

″
と
言

っ
て
自
分
の
立
場
を
明
示
し
て
い
る
の
で
、
彼
が
知
識
軽
視
主
義
者
で
あ
る



こ

と

が

容

易

に

推

測

さ

れ

る

。

こ

れ

に

反

し

て

エ

ピ

ク

ロ

ス

は

積

極

的

な

知

識

の

尊

重

主

義

者

で

あ

る

こ

と

が

、

次

の

句

に

よ

っ

て

認

知

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

″

こ

れ

ら

の

す

べ

て

の

始

源

で

あ

り

、

し

か

も

最

大

の

善

で

あ

る

の

は

思

慮

で

あ

る

。

こ

の

ゆ

え

に

、

思

慮

は

知

恵

の

愛

求

（

哲

学

）

よ

り

も

な

お

尊

い

の

で

あ

る

。
″
　

知

識

を

軽

視

す

る

こ

と

は

相

対

的

に

意

志

を

重

ん

ず

く

る

こ

と

に

な

る

。

ま

た

知

識

を

重

視

す

る

こ

と

は

相

対

的

に

意

志

を

軽

視

す

る
こ
と
ら
な
る
。
そ
こ
で
荘
子
に
お
い
て
は
相
対
的
に
意
志
的
な
俗
事
も
認

容
す
る
こ
と
に
な
る
。
た
と
え
ば
荘
子
が
政
治
に
従
事
す
る
こ
と
を
消
極
的

に

肯

定

し

て

、

″

物

の

自

然

に

順

い

て

私

を

容

る

る

無

く

ん

ぱ

、

而

ち

天

下

治
ま
ら
ん
″
の
語
を
残
し
て
い
る
如
く
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
エ
ピ
ク
ロ

ス

は

、

政

治

に

従

事

す

る

こ

と

を

潔

し

と

せ

ず

、

次

の

如

く

記

し

て

い

る

の

で
あ
る
。
″
わ
れ
わ
れ
は
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
…
…
い
か
に
な
ん
ぴ
と
も

最

初

に

は

自

ら

進

ん

で

公

職

に

就

こ

う

と

は

、

し

な

い

も

の

で

あ

る

か

を

。

″

こ

の

他

、

荘

子

に

お

い

て

は

統

覚

と

も

言

う

べ

き

道

枢

や

因

是

に

つ

い

て
の
問
題
が
重
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
相
違
点
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
る
で

あ

ろ

う

。

エ

ピ

ク

ロ

ス

に

お

い

て

は

統

覚

に

相

応

す

る

論

議

が

全

く

見

ら

れ

な

い

の

で

あ

る

。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

‐

西

欧

の

ギ

リ

シ

ャ

と

極

東

の

中

国

と

に

お

い

て

殆

ん

ど

年

代

を

同

じ

く

し

て

感

情

的

感

情

を

一

義

的

に

尊

重

す

る

哲

学

が

生

ま

れ

た

こ

と

は

、

偶

然

の

不

思

議

に

よ

る

の

で

あ

ろ

う

か

。

私

は

必

ら

ず

し

も

そ

う

だ

と

は

考

え

た

く

な

い

。

何

と

な

れ

ば

南

方

ア

ジ

ア

に

位

す

る

イ

ン

ド

に

は

、

両

者

の

源

泉

と

も

見

ら

れ

る

思

想

が

早

く

か

ら

存

在

し

て

い

た

か

ら

で

あ

る

。

そ

れ

は

ウ

パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
の
哲
学
な
ど
で
あ
っ
て
、
仏
教
の
成
立
す
る
遥
加
に
前
か
ら

寂
静
思
想
に
立
脚
し
た
立
場
に
立
て
い
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
今
回

は

そ

れ

に

つ

い

て

の

詳

細

な

研

究

を

す

る

余

裕

が

な

い

の

は

遺

憾

で

あ

る

い

ず

れ

好

い

機

会

を

得

て

報

告

が

で

き

れ

ぱ

と

念

願

す

る

次

第

で

あ

る

。

（
―
）
　
平
凡
社
　
哲
学
事
典
　
昭
和
四
五
年
　
二
七
ニ
ペ
ー
ジ

（

２

）
　

平

凡

社
　

哲

学

事

典
　

六

八

五

ペ

ー

ジ

（

３

）
　

西

山

庸

平
　

心

理

学

史

。
昭

和

六

年
　

三

七

七

ベ

ー

シ

ー

三

七

八

ペ

ー

ジ

（

４

）
　

市

川

安

司

・

遠

藤

哲

夫

荘

子

（

上

）

斉

物

論

篇

’

昭

和

四

四

年
　

一

五

六

ペ
ー
ジ
　（

５

）
　

市

川

安

司

・

遠

藤

哲

夫

荘

子

（

上

）

夭

宗

師

篇
　

二

七

六

ペ

ー

ジ

（

６

）
　

市

川

安

司

・

遠

藤

哲

夫

荘

子

（

上

）

応

帝

王

篇

・
二

ハ

ニ

ペ

ー

ジ

（

７

）

加

藤

常

賢

漢

字

の

起

源
　

昭

和

四

六

年
　

四

四

四

ペ

ー

ジ

（

８

）
　

上

田

万

年
　

大

辞

典

昭

和

九

年
　

一

〇

七

八

ペ

ー

ジ

（
９
）
　
市
川
・
遠
藤
　
荘
子
（
上
）
斉
物
論
　
一
五
七
ペ
ー
ジ

（
1
0

）
　

市

川

・

遠

藤
　

荘

子

（

上

）

斉

物

絵
　

［

六

ニ

ペ

ー

ジ

（
1
1
）
市
川
・
遠
藤
　
荘
子
（
上
）
大
宗
師
篇
一
六
九
ペ
ー
ジ

（
1
2

）
　

同
　

荘

子

（

上

）

人

間

世

篇

、
二

二

四

ペ

ー

ジ

（
1
3

）
　

同
　

人

間

世

篇
　

二

［

八

頁
　
　

（
1
4

）
　

同
　

徳

充

符

篇
　

二

四

ニ

ペ

ー

ジ

、 （
1
5

）
　

同
　

徳

充

符

篇
　

二

四

三

ペ

ー

ジ

（
1
6

）
　

同
　

大

宗

師
　

二

六

三

ペ

ー

ジ

（
1
7

）
　

同
　

応

帝

王
　

二

八

二

ぺ

ー

ジ

ー

ニ

八

三

ぺ

ー

ジ
　
　
　
　
　
　
　
　

・

；

｛
1
8

｝

市

川

・

遠

藤

荘

子

（

下

）

刻

意

篇
　

四

四

八

ペ

ー

ジ

（
1
9

）

市

川

・

遠

藤

荘

子

（

上

）

逍

遥

遊

篇
　

一

五

〇

ペ

ー

ジ

（
2
0

）
　

出

隆

・

岩

崎

充

胤

訳
　

エ

ピ

ク

ロ

ス

・

教

説

と

手

紙
　

昭

和

四

八

年
　

七

〇

ベ
ー
ジ



（
2
1）

出
・
岩
崎
訳
　
エ
ピ
ク
ロ
ス
・
教
説
と
手
紙

六
九
ペ
ー
ジ

（
2
2）
　出
・
岩
崎
訳
　
エ
ピ
ク
ロ
ス
　
七
ニ

ペ
ー
ジ

（
2
3
）
　
同
　
エ
ピ
ク
ロ
ス
　
一
○
三
ペ
ー
ジ

（
2
4
）
　
同
　
エ
ピ
ク
ロ
ス
　
七
ニ
ペ
ー
ジ

（
2
5）
　市
川
・
遠
藤

荘
子
（
上
）
応
帝
王
　
二
ハ
ニ
ペ
ー
ジ

（
2
6）

出
・
岩
崎
訳
　
エ
ピ
ク
ロ
ス
　
一
二
五
ペ
ー
ジ

（
2
7）
　
中
村
元
　
イ
ン
ド
思
想
史
　
昭
和
四
九
年
　
二
三
ペ
ー
ジ
参
照

（
つ
ち
や
・
よ

し
し
げ
、
経
営
倫
理
、
愛

知
学
院
大
学
院
講
師
）
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