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行
為

は
如

何

に
し

て
可
能

で
あ

る

の
か
、

そ

れ
を
考

察

す
る
場

合

に
は
、

認
識

論

と
存
在

論

の
両

側
面

か
ら

の

ア
プ

ロ
ー
チ

を
必
要

と

す

る
こ

と
は

い
う

ま

で
も
な

い
。

そ
し

で
、

そ

の
双
方

を
結

ぶ
概
念

の
ひ

と

つ
と
し

て

「
指
向

性

(
I
n
t
e
n
t
i
o
n
a
l
i
t
a
t

)
」

を
挙
げ

る

こ
と
が

で
き

る
。

小

論

は
以
上

の
視
点

の
も
と

で
、
行

為

と
指
向

性

の
関

係
を
、

主

に
構
造

に
着

圏

し

つ
つ
述

べ
て
み
た

い
。

一、

行

為

の

構

造

ハよ

行

為

は
如
何

に
為

さ

れ
る

の
か
。

そ

の
構

造

を
、

為

さ
れ

た
行
為

、
即

ち
完

結

し
た
行

為

の
構

造

を
探

る
視

点

か
ら
、

ま
ず

『老

子
」

を
軸

に

し
て
考
察

す

る
。

周
知

の
よ

う

に

『老

子
』
は
、

「
無
為

し
を
は

じ

め
、

「無

私

し
「
無
事

」

「
無
争

し
等

々

の
自
然

に
生

き

る

と

い
う

行
為

の
仕
方

と
、
「
道
」

と

い

う
存
在

原
理

と

の
関

係

に
そ

の
特
徴

が

あ
る
。

ま
ず

「
無
為

し

に

つ

い
て

は
例

え
ば
次

の
よ
う

に
述

べ
ら
れ
る
。

行
為

の
動
的
根
拠
と
し

て
の
指
向
性

荒

木

正

見



ち

て
い

「
天
下

の
至
柔

は
、
天

下

の
至
堅

に
馳

騎
す

。
無

有

は
無
間

に
入
る
。
吾

れ
是

を
以

っ
て
無

為

の
益
有

る

こ
と
を
知

る
。
不
言

の
教

え
、
無
為

の

益

は
、

天
下
、

之

に
及

ぶ

こ
と
希

な

り
。
」

(下

篇

第

四
十

三
章
)

1
世

の
中

で
こ

の
上

な
く

柔

ら
か
な

も

の
、
即

ち
水

は
、
世

の
中

で

こ
の
上
な

く
堅

い
も

の
、
即
ち
大

石

な

ど
を
も

思

い
通
り

に
動

か
す
。
定

ま

っ

た
形

を
持

た
な

い
も

の
、
即

ち
水

は
、

い
か
な

る
隙
間

の
無

い
所

に
も
浸
透

す

る
。
従

っ
て
私

は
、
柔

ら
か

で
形

の
無

い
生

き
方

、
無

為

の
生

き
方

が
有
益

で
あ
る

こ
と

を
知

る
。

も

の
言

わ

ぬ
教

え
や
、

無
為

が
有

益

で
あ

る

こ
と

は
、
世

の
中

で

こ
れ

に
及

ぶ
も

の
は
な

い
。
1

　　
　

木
村

英

一
の
訳
註

(
野
村
茂

夫
補

)

に
よ

れ
ば
、

「
至

堅
」

は
堤

防

で
あ

る
と

さ
れ
、

「
無
有

入
無

間

」

と

の
連
結

性

を
重

視

し
た
訳

と
な

っ
て

(3
)

い
る

が
、

ま
た
他
方

、
同

様

の
比
喩

(第

七
十

八
章

)

に
対

す

る
呂
註

の
よ
う

に
、
「
大

石

を
転

が
し
、

陵
石

を
穿

突

す
。
」

と
述

べ
ら
れ

る
も

の

も
あ

る
。

と
も
あ

れ
科
学

的

に

は
双
方

と
も

水

が
浸
透

す

る
際

に
力

を
発
揮

す

る
点

に
お

い
て
比

喩

の
真
意

が
あ

る

と
言

え
よ
う

。

即

ち
、

そ

の
真

意

と
は
、

対
象

に
対

し

て
自

ら
を
自

由

に
、

も
し

く
は
、

自
然

に
変

形

さ
せ

る

こ
と
が

で
き

る
点

に
あ

る
と
言

え

る
。

い
さ

さ

か
抽
象

的

す
ぎ

る
箇
所

で

は
あ

る
が
、

「
無

為

を
為

し
、
無
事

を
事

と
し
、
無

味

を
味

わ
う

。
」

(
下
篇

第

六
十

三
章

)

ー

わ
ざ

と
ら

し
く

せ
ず

、
何

事

も
起

こ
ら

な

い
こ

と
を
旨

と
し
、

自
然

な
持

ち
味

を
味

わ

う
。
1

も
、

同
様

の
こ
と
を
意

味

し

て

い
る

と
言

え
る
。

と

こ
ろ
で
行
為

の
こ

の
形

態

は
、
行

為

の
理

想
的

形
態

で
あ

り
な

が

ら
、

ま
た
、

そ

の
都

度

の
行
為

の
在

り
方

を

示
唆

す

る
も

の
で
は

な

い
だ

ろ
う

か
。

へ
ー
ゲ

ル
は
、
行

為

の
単
な

る

一
形
態

で
あ

る

と
し

て
も
、

「
意
識

す

る
」
と

い
う
行
為

に
関

し

て

「
自

然
的
意

識

(
　

　　
　

　)」

と

い
う

、
学
問

以
前

の
意

識

の
形
態

に

つ
い
て
述

べ
る
。

『精

神
現

象
学

』

の

「
緒
論

(
　

)
」

に
記

さ

れ
る

「自

然
的

意
識

」

は
、

そ
の
叙
述

の
位

層

に

つ

い
て

は
、
当

然

な
が

ら
単

な
る

日
常
的

意
識

で
は
な

い
。
叙

述

す
る

へ
ー
ゲ

ル
自

身

は

こ
の
叙
述

に
先

立

つ
考
察

を

経

て
、

「
自
然

的
意

識
」

を

「
学

(
　

)
」

に
到

達

す
る
過

程

の
意
識

で

あ
る

と
す

る
。

す
な

わ
ち
端

的

に
言

え
ば

こ

の

「自

然
的

意



識

」
は
、

「
学

」
と

い
う
、

全
体

と

の
関
係

に
お

い
て
論

理
的

に
規
定

さ
れ
た
意

識

と
対

比
を
為

す
、
.わ

れ
わ

れ

の
日
常
的

意
識

の
規

定

さ
れ

た
姿

　ら
　

で
あ

る
と
言

え
る
。

　　
　

へ
ー
ゲ

ル
の
記
述

に
従

え
ば

、

「自

然
的

意
識

」
は
ま
ず

第

一
に
、

「
現
象

知

(
　

」
の

み
を
対
象

と
し

て
持

つ
叙

述

に
よ

っ
て
表

わ
さ

れ
る
、

「
学

」

に
迫

っ
て
行

く
道
程

を
遂

行

す

る

と

さ
れ

る
。

ハ
イ
デ

ッ
ガ

ー
が

こ

の
箇
所

に

つ

い
て
、

「自

然

的
表

象

(
　

　ヱ

　)
は
、

知

の
現
象

の
多

様
性

に
よ

り

つ

つ

一
歩

一
歩

現
象

知

に
従

っ
て
進

む
」
と
解
釈

す

る

よ
う

に
、

「自

然
的

意
識

」

は
自

ら

に
現
象

す

る
知

に
対

し
て
全

く
受

動
的

な
、

決

し
て
対

象

を
変

形

さ

せ
る

こ
と

の
な

い
性
質

を
有

す

る
。

こ

の
こ
と

は

『老

子
』

の

「無

為
」

と
構
造

的

ア

ナ

ロ
ジ

ー
を
為

す

と
言

え

よ
う

が
、
後

に
詳

細

に
考

察

す

る
。

と

こ
ろ
で
同

時

に

こ
こ
に
示

さ
れ

る

「
学

に
迫

る
」

と
は

い
か
な

る
意

味

で
あ

ろ
う

か
。
図

式
的

に
は

ハ
イ
デ

ッ
ガ

ー
が

「
単

に
現
象

的

で
あ

　　
　

る

だ
け

の
知

が
、
各
駅

ご

と

に
仮

象

を
捨

て

て
、
結

局
は
自

己

を
真

な
る
知

と
し

て
現
前

す

る

(
　

)

」
と
述

べ
る

こ
と

に
尽

き

る

の

で
は
あ

る
が
、

そ

の
よ
う

な
運
動

は

な
ぜ

可
能

な

の
か
、

こ
れ

が
後

に
考

察

さ
れ

て

い
く

小
論

の
テ
ー

マ
で
あ

る
。

さ
て
第

二

に
「
自
然
的

意

識
」
は
無
反

省
的

な
直

接
性

を
持

つ
。
即

ち
、
「自

然
的

意

識

は
直
接

的

に
は

む
し

ろ
自

ら
を
実
在

的
知

で
あ

る
と
思

っ

　
　

　

て

い
る
」

と
述

べ
ら

れ
る
通

り

で
あ

る
。

そ

し

て
第

三

に
は
、

こ
の

「
自

然
的

意
識

」

の

「学

」

へ
の
道

程

は
現
象

知

へ
の
否

定

、
す

な
わ

ち
懐
疑

主
義

に
相

当

す

る
が
、

そ
れ

は
単

な

る
否
定

や
懐

疑
主

義

で
は

な
く
、
道
程

の
各

段
階

が

そ
れ

ぞ
れ

の
段
階

に
お
け

る
も

の
と

し

て
全

体

の
中

に
規
定

さ

れ
る

こ
と

に
な

る
。
即
ち

「実

　り

在

的

で
は

な

い
意

識

の
諸
形
式

の
完
備

が
、

諸
形

式

の
進
行

と
関

係

そ

の
も

の
と

の
必
然
性

に
よ

っ
て
成
立

す

る
」

と
さ

れ

る
。

第

四

に
、

「
自

然
的
意

識

」
が

「
学
」

に
到

達

す

る
目

標

は
、

「
知

が
も

は
や
自

分
自

身

を
超

え

て
行

く

必
要

の
な

い
と

こ

ろ
で
あ

り
、
知

が
自

　ヨ

己
自
身

を
発

見

し
て
、

概
念

が
対
象

に
、
対

象

が
概
念

に

一
致

す
る

と

こ
ろ
」

で
あ

る

と
さ
れ

る
。

こ
れ

は
第

一
の
記

述

の
後
半

や
、

そ

れ

に

つ

い
て
引

用

し
た

ハ
イ
デ

ッ
ガ
ー

の
解

釈

と

も
重
複

す

る

こ
と

に
な
る
。

以
上

の

「
自
然
的

意

識
」

に
関

す

る
構

図

は
次

の
よ
う

に
述

べ
る

こ
と

が

で
き
よ

う
。



ま
ず
、

「
自
然

的
意
識

」
は
無

反
省

的

な
直
接

性

を
持

つ

(第

二

よ
り
)
の
で
あ

る

か
ら
、

自

ら

の
意

識

に
立

ち
現

わ
れ

る
事
態

を
、

た

だ
受
容

す

る

の
み
で
あ

る
。

こ

の
受

容

と

い
う
点

に
関

し
て
、

対
象

は
現

象
知

で

あ
る

こ
と

が
生

じ

て
く
る

(第

一
よ

り
)
。

し

か
し
、

こ

の
現
象
知

は
単

に
風

の
よ
う

に
過
ぎ

て
行

く
も

の
で

は
な

く
、
意

識

に

と

っ
て
体

系
的

段
階

づ

け
と
、

目
的

論
的

指
向

性

を
有

す
る

も

の
で
あ

る

(第

三

よ

り
)
。

と
こ
ろ

で

「
自
然
的

意

識
」

の

「知

る
」
と

い
う
行
為

が
行

為

と

し
て
完
結

す

る

(
「
学

」
が
成
立

す

る
)

の
は
知

る

こ
と
と
知

ら
れ

る
対

象

と
が

一
致

す

る

と
こ
ろ

に
あ

る

(第

四
よ

り
)
。

こ
の
よ
う

に
、

へ
ー
ゲ

ル
に
お

い
て

は

「
自

然
的
意

識

」

の
規
定

が
、

「
意
識

す

る
」
行

為

の
完
結

を
目

指

す

こ
と

で
、

「
学

」

と

い
う

ひ

と

つ

の
新

た

な
、

す
な

わ
ち

「
自
然

的
意

識
」

か

ら
見

れ
ば

ひ
と

つ
の
安
定

的

な
地

平

に
到

達

す

る

こ
と
が

示
さ

れ
る
。

と

こ
ろ

で
再

び

『老

子
』

に
目

を
転

ず

れ
ば
、

「
無
為

し
と
、

へ
ー
ゲ

ル
の

「
学
し
と

の
性
格

的
類

似

が
指
摘

で

き
る
。

そ

の
類
似

を

ひ
と

こ

と

で
言

え
ば
、

対
象

に
そ

く
し

て
自
然

に
行

為

す
る

こ

と
が
そ

の
ま

ま
全
体

の
理

に
合

致

す
る
、

と

い
う

こ

と

に
尽

き

る
。

水

の
よ

う

に
自

由

に
自

ら
を
変

形

さ
せ

る
、

と
は
、

「
意
識

す

る
」
行
為

に
し

て

み
れ
ば
、

意
識

に
対

象

が
現

わ
れ

る
ま

ま

に
委

ね

る
と

い
う

こ

と
で
あ

ろ
う

し
、

ま
た
、

自
然

に
ふ
る
ま

う
と

い
う

こ
と

は
、

「
意

識

す
る
」
行
為

に
関

し

て
は
、
意

識

と
対
象

と
の
ず

れ

が
無

く

な

る
と

い
う

こ
と

に
相

当

す

る
。

こ
の

よ

う

に
し

て
、

へ
ー
ゲ

ル
に
お
け

る

「
自

然
的

意
識

」

の
完
結

(
「学

」

の
成
立

)

と
、

『
老
子

』

に
お
け

る

「無

為

」

と
は
、

そ

の
形
態

に
お

い
て

一
致

し

て

い
る

と
言

え
る
。

し
か

し
、
そ

こ
か
ら
す

ぐ

に
新

た

な
問
題

が
生

じ

て
く

る
。

そ

の
問

題

と
は
、

へ
ー
ゲ

ル
に

お
け
る
図

式

を
検
討

し

て

み
れ
ば

明

ら
か
な

よ
う

に
、

「
自
然

的
意

識
」
は
無
反

省
的

直
接

性

を
有

す
る

も

の
で

あ

っ
た

に
も

か

か
わ
ら
ず
、

体
系

的
系

列

を
為

し

つ

つ
発

展

し
て

い
く

こ
と
が

で
き

る

の
だ

ろ
う

か
、

と

い
う

こ
と
で
あ

る
。

周
知

の
よ

う

に
、

こ
の
間

に
対
す

る
形
式

的
解

答

と

し
て

は
、

『精

神

現
象
学

』
の
叙

述

に
特
有

な

「意

識

の

二
重

性

」
を
挙
げ

る

こ
と
が

で
き

る
。「

意
識

の
諸

形
態

の
完

壁
な
継

起

の
必
然

性

そ

の
も

の
、
言

い
換

え
れ
ば

、
意

識

に
と

っ
て

は
如
何

に
現

わ

れ
て

く
る

の

か
全

く
知

ら

れ
な

い
新



ハヨ

し

い
対
象

の
出
現

は
、
我

々
に

と

っ
て
は

い
わ
ば
意

識

の
背
後

に
隠

れ

て
遂

行

さ
れ

る
も

の
で
あ

る
」
と
述

べ
ら

れ
る
時

、
「意

識

」
す

な
わ

ち
「
学

」

の
境
位

を
目

指

し
て
発
達

し
て

い
く

「自

然

的
意

識
」

と
、

そ

の
背
後

に
叙

述

も
し
く

は
記

述

す
る

も

の
と
し

て
混
沌

と

し
た
日
常

性

と
論

理
的

記

述

を
行

う
学
問

性

と

の
境

界

に
位
置

す

る

「
わ

れ
わ

れ

(署

一「
)
」
す

な
わ

ち

「
反
省

的
意

識

」
と

の

「
意
識

の
二
重
性

」
を
指

摘

す
る

こ

と
が

で
き

る
。

そ
し

て
、

こ

の

「
わ
れ

わ

れ
」

が
、
常

に
反

省

を
繰

り
返

し

て

「
自
然

的
意

識

」
が
次

々
に
体
系

的
系

列

を
経
過

し

て
行

け
る

よ
う

に

設
定

す

る
、

と

い
う

の
が

こ

こ
で

の
当

然

の
帰
結

で
あ

る
。

し
か

し
、

そ

れ
な

ら
ば

こ

の

「
わ

れ
わ

れ
」

が
、

「
学
」

の
境

位

に
到
達

す

る
為

に
、

「
自
然

的
意

識
」

と
同

様

の
思
惟

と

い
う

「
行
為

」

を
記

述
以
前

に
し

て

い
な

け
れ
ば

な

ら
な

い
こ
と

は
明
白

で
あ

る
。

そ

れ
は
如

何

に
し

て
可
能

で
あ

ろ
う

か
。

ハ
イ
デ

ッ
ガ

ー

は
こ

の

「
わ

れ
わ

れ
」
に

つ

い
て
、

「
わ
れ

わ
れ

に
と

っ
て
、

と

は
す

な
わ

ち
、
存

在
者

の
存

在
性

に

つ
い
て
思
惟

し

つ
つ
、

す

　ヨ

で
に
存
在

を
備

え

ら
れ

て

い
る
も

の
に

と

っ
て
、

と

い
う

こ
と
で
あ

る
」

と
、

明

ら
か

に
デ

カ

ル
ト
的

コ
ギ

ト
を
暗

示

し

つ

つ
述

べ
る
。

こ
の
限

り
に

お

い
て

は

「
自

然
的

意
識

」

と

「
わ
れ

わ
れ
」

と

の
区
別

は
未

だ
明

確

で
は

な

い
が
、

ハ
イ
デ

ッ
ガ

ー
は
ま

さ

に
次

の
点

で
そ

の
両

者

を
峻

　ど

別

す
る
。

す

な
わ

ち
、

「
形
式
的

な

も

の
、

つ
ま

り
存
在
者

の
存
在

性

は
、

『
わ
れ

わ
れ

に

と

っ
て
』

存
在

す

る
」

と
述

べ
る
よ
う

に
、
真

な

る
存

在

と

し

て

の

形

相

(瓢
き

ハ
)
と
統
合

的

に
在

る

の
は

「
わ
れ

わ
れ
」
で
あ

り
、

「
自
然

的
意

識

」
は

そ
れ

と
は
対

象
的
関

係

に
あ

る

に
す
ぎ

な

い

と
す

る
。

「
わ

れ
わ

れ
」

を
め

ぐ
る

こ

の
構

図

に

つ

い
て
は
、

す
ぐ

さ
ま
、

へ
ー
ゲ

ル
が
述

べ
た
、

「
受

け
容

れ
る

が
ま

ま

の
知

」
す

な

わ
ち

「
現
象

知
」

の
、
対

象

を
歪

め
な

い
真

の
知
、

と

い
う
立

場

に
反
す

る

も

の
で
は

な

い
か
と

い
う
反

論

が
出

る

こ
と
は
予

想

す
る

に
易

し

い
。

し

か
し
、

そ

れ

お
　

は
最
早

、

ハ
イ
デ

ッ
ガ
ー
も

述

べ
る
よ

う

に
、

「
わ
れ

わ
れ

」
が

日
常
性

か
ら

の
学

問

へ
の
意

識

の
転
向

を

も

っ
て
叙
述

す

る
行
為

そ

の
も

の
が
学

問

で
あ
る
、

と
解

釈

す
る

こ
と

で
解

決

済

み
で

あ
る

と
言

え
る
。

換
言

す

れ
ば
、

コ
ギ

ト
的

存
在

つ
ま
り

存
在

そ

の
も

の
で
あ

る

「
わ
れ

わ
れ

」

は

そ
れ
自
体

受

け
容

れ
る

が
ま

ま

の
知

し

か
持

ち
得

な

い
し
、
先

に
も
述

べ
た

よ
う

に
、

そ

の
知

は
存
在

そ

の
も

の
で

も
あ

る
が
、

そ
れ

を

「
論

理
的

形
式

に

お

い
て
」
叙
述

す

る
行
為

が
学

問

で
あ

る

と

い
う

こ
と
で
あ

る
。



か
く

し

て
、

無
反

省
的

な

「
自
然

的
意

識
」

が
体

系
的

系
列

を
為

し

つ
つ
発

展

し

て

い
く
可

能
性

に

つ
い
て
、

と
り

あ

え
ず

形
式

的

な
面

か
ら

の
考
察

を
行

う

こ
と
が

で
き

た
。

し

か
し
、
右

の
考

察

を

「行

為
」

の

一
般
的

構
造

へ
と
解

き

ほ
ぐ
す
際

に
、

既

に
幾

つ
か

の
間
題

を
詰

み
込

ん
で

し
ま

っ
て

い
た

こ
と

に
気

づ

く
。「

自
然

的
意

識

」

の
完

成

し
た
姿

と

し

て
の

「
学

」

と
、

「
無
為

」

と

の
状

態

と
し

て

の
類

似
性

に

つ
い
て
は
先

に
触

れ

た
が
、

で

は
、

一
般
的

な
行
為

の
状

態

と
し

て

の

「無

為

」

へ
と
、

日
常

的

な
わ

れ
わ

れ
自
身

が
、

や

は
り

「
自
然

的
意

識
」

と
同

様

に
体
系

的
系

列

を
為

し

て
到

達

で

き

る
の

で
あ
ろ

う

か
。

再

び

『老

子
』

に
よ
る

と
、

「無

為

」

へ
と
至

る
努
力

に

つ
い
て

は
例

え
ば
次

の
よ
う

に
述

べ
ら

れ
て

る
。

て
き
じ
よ

「
営

魂

を
載

せ

て

一
を
抱

き
、
能

く
離

る

る
こ

と
無

か
ら

ん
か
。
気

を
専

ら

に
し
柔
を

致

し
て
、
能

く
嬰
児

た

ら

ん
か
。
源
除

し
玄
覧

し

て
、
能

し

か
い
こ
う

く
疵

無

か
ら

し
め

ん
か
。

民
を
愛

し
国

を

治

め
て
、

能
く
無

為

な

ら
ん

か
。
天

門
開

闇

し
て
、
能

く

雌
為

ら

ん
か
。

明
白

四
達

し

て
、
能

く
無

知

や
し
な

な

た
の

つ
か
さ
ど

な

ら
ん

か
。
之

を
生

じ
之

を
畜

い
、

生

じ
て
有

せ
ず

、
為

し

て
侍

ま
ず

、

長

じ
て
宰

ら
ず

、
是

を
玄

徳

と
謂
う

。
」

(上
篇

第

十
章

)

(16
)

1

生

活

す
る
肉

体

を
背
負

っ
て
、

一
す

な
わ

ち
万
物

の
根

元

た
る
道

を

ふ
ま

え
、
自

己
分

裂

せ
ず
統

合
的

で
あ
る

な
ら
ば

、

ま
た
、

呼
吸

を
整

え
(17
)

て
心
身

を
柔

軟

に
保

ち
、
嬰
児

の
よ

う

に
な
る

こ

と
が

で
き

る
な
ら
ば

、
さ

ら

に
、
不
純

さ

を
洗

い
除

き
真

な
る

こ

と
を
不

思
議

な
程
見

透

し

て

対
象

を
無
疵

に
認
識

す
る

こ
と

が
で

き
る

な

ら
ば

、

ま
た
為

政
者

は
、

民

を
愛

し
国

を
納

め

て
無

為

で
あ

る

こ
と
が

で

き
る
な

ら
ば

、
ま

た
天

(18
)

の
門

が
開

閉

し
て
万
象

や

そ

の
根

本

が
表

わ
れ

る

こ
と

に
女

性

の
よ

う

に
受
容
的

に
な
れ

る
な

ら
ば

、

そ
し

て
、
あ

ら

ゆ
る
事
柄

を
あ

ら
ゆ

る

角
度

か

ら
は

っ
き

り
と
認

識

し
な
が

ら
も
意

識
的

で
は
な

い
無

知

で
あ

る

こ
と
が

で
き

る
な

ら
ば
、

そ

し
て
、

万
物

に
お

い
て
何

か
を
生

み
出

(19
)

し
た
り
何

か

を
養

っ
た

り
す

る
際

に
何

か
を
生

み
出

し

な
が

ら
も
自

分

の
も

の
と

は
せ
ず

何

か
を
為

し

て
も
成

果

を
誇

ら
ず
何

か

を
成
長

さ

せ

て
も
勝
手

に
支

配

し
な

い
、

こ

の
よ
う

な

こ
と
を
不

思
議

な

ほ
ど

す
ぐ

れ
た
徳

、

「玄

徳

」

と

い
う

の

で
あ

る
。
1

こ

こ
で
様

々
な
例

を
挙
げ

な

が
ら
、

構
造

的

に
共
通

し

て

い
る

の
は
、
万

物

の
造
化

を
自

然

に
受
容

す

る

と

い
う

こ

と
で
あ

り
、
更

に
重

要

な



の
は
万
物

の
造

化

の
根

元

に

「
道

」
が

存
在

し
、

そ

の

「
道

」

に
支

え
ら

れ
て
自

然

な
受
容

の
真

理
性

が
確

保

さ
れ

て

い
る
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

「
道
」

の
根

元
性

と
そ

の
受
容

に

つ
い
て

は
ま

た
次

の
よ
う

に
も
述

べ
ら

れ
る
。

「
天
下

に
始

め
有

り
、
以

っ
て
天
下

の
母

と
為

す
。
既

に
其

の
母

を
得
、
以

っ
て
其

の
子
を

知

る
。
既

に
其

の
子
を
知

り

て
、
復

た
其

の
母
を
守

あ
や

あ
な

ふ
さ

つ
か

な

ら
ば
、

身

を
残

す

る
ま

で
殆

う

か
ら
ず

。
其

の
党

を
塞

ぎ
、

其

の
門

を
閉
ざ

せ
ば

、
終

身
勤

れ
ず

。
其

の
党

を
開

き
、

其

の
事

を
済

せ
ば

、
終
身

い

わ
ざ
わ
い

の
こ

救

わ

れ
ず
。

小

を
見

る
を
明

と

日

い
、

柔

を
守

る
を
強

と

日
う
。

其

の
光

を
用

い
て
、

其

の
明

に
復
帰

し
、

身

の
映

を
遺

す

こ
と
無

し
。

是

を
襲

痴
)

常

と
請

う
。
」

(下

篇

第

五
十

二
章
)

1

天
下

に
は
ひ

と

つ
の
始
元

(道

)

が
あ

り
、

そ
れ

が
万
物

を
生

み
育

く

む
母

で
あ

る
。

道

が
万
物

の
母

で
あ

る

こ
と
を

理
解

す
れ
ば

、

そ

の
子

と

し

て
の
万
物

を
理

解

す
る

こ
と

が
で

き
る
。

道

の
子

と
し

て
万
物

を

理
解

し
た
上

で
、

そ

の
母

と

し
て

の
道
を
保

守

す

れ
ば

、

死

ぬ
ま

で
危

険

な

こ
と
は

な

い
。

自
分

の
耳

目

口
鼻

な

ど
の
感
覚

器
官

を
塞

い
で
、

外
界

と

の
無

用

な
接
触

を

閉
ざ

す

と
、
生

涯
疲

労
す

る

よ
う

な

こ
と
は

な

い
。
自

分

の
感
覚

器
官

を
開

き

き

っ
て
、
無

用

な
事
柄

に
か

か
わ

る
と
、

生
涯

救

わ
れ

な

い
。

小

さ

い
物

が
見

え

る

の
を
目

が
良

い
と
言

い
、

柔
軟

な
適

応
性

を
持

ち
続

け

る

の
が
強

さ

で
あ
る

と
言

う
。

心

の
光

を

働

か
せ

て
、
本

来

の
道
を

明
察

す

る

こ
と

に
還

帰

し
、
自

分

の
災

を
消

(21
)

し
去

っ
て
遺

さ
な

い
こ
と
。

こ
れ

を
常

を
包

み

て
内

に
蔵

す

と
言

う
。
1

こ
の
箇
所

も

ひ

と

つ
の
始

元

と
万
物

と

の
関
係

を

述

べ
、

そ

こ

か
ら
我

々

の
行
為

に

つ
い
て
述

べ
て

い
る

が
、
後

半

の
我

々

の
行

為

に

つ

い
て

は
先

の

「自

然

に

ふ
る
ま

う
」

と

い
う
行
為

と
若

干

の
ず

れ

が
あ

る

こ
と
が

わ
か

る
。
す

な

わ
ち
、

単

に
自
然

に
ふ
る

ま
う

と

い
う

の
で
あ

れ
ば
、

む

し
ろ
感
覚

器
官

を
自

由

に
開
放

し

て
す

べ
て
を
受
容

す

れ
ば
良

い
筈

で
あ

る
。

し
か

し
、
引

用

の
通

り
、

む
し

ろ
感
覚

器
官

を
閉

じ

る
よ

う

に

と
述

べ
ら
れ
る

の

で
あ

る
。

こ
の

こ
と

と
、
自
然

に
ふ

る
ま
う

と

い
う

こ
と

と
は
如

何

に
整
合

す

る

の
で
あ

ろ
う

か
。

そ
れ

は
、
万

物

の
根

元

と

し

て
の

「道

」

の
規
定

と
密

接

な
関
係

が

あ

る
と
思

わ

れ
る
。

ま
ず

「道

」

に

つ

い
て
は
以
下

の
よ
う

に
様

々

に
規
定

さ

れ
て

い
る
。

つ
か

「
物

有

り
混
成

し

て
、
天

地

に
先

だ
ち

て
生
ず

。
寂

た

り
蓼

た

り
、

独
立

し

て
改

ま

ら
ず

、
周

行

し

て
殆

れ
ず

。

以

っ
て
天

下

の
母

と
為

す
可



わ
れ

あ
ざ
な

し
。
吾

其

の
名

を
知

ら
ず

。

之

に
字

し
て
道

と

日
う
.

…

(中
略

)

…
道

は
自
然

に
法

る
。
」

(上
篇

二
十

五

章
)

(22
)

…

あ

ら
ゆ

る
物

が
渾

然

と
混

じ

り
合

う

よ
う

に
成

立

し

て

い
る

も

の
が
あ

る
が
、

そ

れ

は
天

や
地

の
成

立

以
前

よ

り
発
生

し

て

い
る
も

の
で

あ
る

音

も
な
く

形
も

な
く

そ
れ
自

身

で
存

在

し
、
恒

久

不
変

で
あ

り
、

あ
ら

ゆ

る
物

の
中

に
普
遍
的

に
行

き
渡

っ
て

も
衰

え
る

こ
と

が
な

い
。

万
物

が
発

生
す

る
根

元

で
あ

る
か

ら
、

そ
れ

を
天
下

の
母

と
言

う

こ

と
が

で
き

る
。

私

は

そ

の
真

の
名
前

を
知

ら
な

い
が
、

道

と

い
う

呼
び

名

で
呼

ん

で

い
る
。

…
…
道

の
大

き

さ
は
自

然

そ

の
ま
ま

の
大

き
さ

に
合
致

す

る
。
i

こ
こ
で
述

べ
ら
れ

る
の

は
道

の
形
而

上
的

性
格

で

あ
る

こ

と
は

い
う
ま

で
も

な

い
。

す

な

わ
ち
渾

然

↓
体

と
し

て
在

る
世
界

の
根

元

で
あ

り
、

し
か

も
世
界

そ

の
も

の
に
普
遍

的

に
、

ま

た
本

来

的

に
行

き
渡

る
原

理

こ
そ
が
、

「
道

」
と
呼
ば

れ

る
も

の
で
あ

る
。

「
道

は
万

物

の
奥

な

り
。
」

(下

篇

第

六
十

、
一章

)

ー
道

は
万
物

の
根
源

で
あ

る
ー

ま

た
、

「
古

の
道

を
執

り
、
以

っ
て
今

の
有

を
御

す
。
能

く
古

始

を
知

る
、

是

を
道
紀

と
謂

う
。
」

(上

篇

第
十

四
章

)

(23
)

…

古
来

の
道

理
を
守

り

、

そ
れ

で
現
在

の
存
在

者

を
支

配

し

て

い
る
。

我

々
が

そ
れ

に
よ

っ
て
物

事

の
始

原
を

知

る

こ
と
が

で
き

る
が
、

そ

の
始

原

を
道

の
大

本

と
言

う
。
-

等

々

と
述

べ
ら

れ
る

こ
と

は
す

べ
て

イ
デ

ア
的
形

而
上

的

な

「
道

」

の
性
格

に
言

及

し

た
も

の
で
あ

る
。

し

か
し
、

こ
の
構

造

は
未

だ
静

的
な
構

造

で
し
か

な

い
。
我

々
が

ま
さ

に
行
為

す

る
時
、

こ
の
構
造

は

二

つ
の
可
能

性

を
与

え

る
。

そ

の
第

一
は
我

々

の
行
為

の
無
条

件

な
容

認

で
あ

る
。

か

つ
て

ス
ピ

ノ
ザ
が

予
定

調
和
説

と
し

て
展
開

し
た

よ
う

に

(例

え
ば

『
エ
チ

カ
』
第

五
部
定

理

三
六

に
お
け

る

「神

の
愛

と
精

神

の
知

的
愛

と

の

一
致

」
)
、

我

々

の
行

為

を
も
含

め
た
万
物

の
源

に
確

固

た

る
原
理

が
横

た
わ

る

の
で

あ
れ
ば

、
我

々

は
む
し

ろ
心

お
も

む
く

ま

ま

に
、

或

る
意
味

に
お

い
て
は
自

然

に
行
為

す

れ
ば

そ
れ

が
道

に
適

う

こ
と

に
な

る
。

し

か
し

、

こ

の

第

一
の
可
能

性

が
成

立

す

る
為

に
は
、

現
世

の
安

寧

を
放
棄

し
、

現
世

以
外

、
例

え
ば

彼
岸

に
お
け

る
幸
福

を

願
う
状

況

が
成
立

し

て

い
な
け

れ



ば

な
ら
な

い
。

も
し
、

放
縦

に
ふ
る

ま
う

こ
と
が
自
然

で
あ

る
と

い
う

の
な

ら
、
戦

い
や
殺
人

さ

え
容
認

す

る

こ
と

に
な

る
か
ら

で
あ

る
。

い
う

ま

で
も

な
く

『老

子
』

は
、

一
つ
の
側
面

と

し
て
現

世
的

な
政

治

の
方
針

を
論

ず

る

こ
と
を

そ

の
特

徴

と
す

る

の
で
あ

り
、
具

体
的

に
戦

い
を
避

け

る

べ
き
こ

と

に
は

し
ば

し
ば
言
及

す

る

の
で
あ

る
か
ら

、

こ

の
第

一
の
可
能

性

を
と

る
訳

に
は

い
か
な

い
。

そ

こ
で
第

二

の
可

能
性

と

し
て
、

自
然

に
ふ
る

ま
う
仕

方

を

「
道

」
に
従

っ
て
獲
得

し

な
け

れ
ば

な

ら

な

い
と

い
う

こ
と

に
な
る
。

「
無
為

」

へ

と
至

る
努

力

に

つ
い
て
述

べ
ら
れ

る
具
体

的

な
諸
例

は

そ

の
仕

方

で
あ

る

と
言

え
よ
う
。

し

か
し
、

先

の
引

用

か
ら
も

、
ま

た
警

し

い
例

に
よ

っ

て
も
、
結

局

は

「
道

」

に
対

し
て
受

容
的

に
自

然

に

ふ
る
ま

う

こ
と
を
繰

返

し
述

べ
る

こ
と
で
終
始

し
て

い
る
印
象

の
強

い

こ
と
は
否

め

な

い
。

そ

れ

で
は
ま

だ
行
為

の
真

の
可

能
性

、

と
り

わ
け
行

為

の
動
的

可
能

性

に

つ

い
て
何

ら
述

べ
た

こ
と

に
は
な

ら
な

い
で
あ

ろ
う
。

こ
こ
で
、
行

為

の
可
能

性

に

つ

い
て
問

い
方

を

転
換

す

る
。
す

な
わ

ち
、

「
道
」

は

い
か
に
し

て
現
実

に
立

ち

現

わ
れ

る
の

か
。

こ
れ

に
つ

い
て
最

も
著

明

な
箇
所

は
以

下

の
通

り

で
あ

る
。

「
道

は

一
を
生

じ
、

一
は
二
を
生

じ
、

二
は

三
を
生

じ
、

三
は
万

物

を
生
ず

。
万
物

は
陰

を
負

い
陽

を
抱

き
、
沖

気

は
以

っ
て
和

を
為

す
。
」
(下

篇

第

四
十

一
。章
)

…

道

は
万
物

の
根

元
た

る

一
つ
の
有

を

発
生

し
、

一
つ
の
有

が
、

陰

と
陽

も
し
く

は

天

と
地

と

い
う

二
を
発

生

し
、

二
が

三
す

な
わ

ち
陰

陽

二
気

と
両

者

の
交

っ
た
和

気
を
発

生

す
る

。

そ

の
三
か

ら
万
物

は
次

第

に
発
生

す

る
.
万

物

は
陰

を
負

い
、
陽

を
抱

い
て
、
沖

気

が
両
者

を

調
和

す

る

こ
と

に
よ

っ
て
成

立
す

る
。
i

こ
の
箇

所

に

つ
い
て
は

一
般

的

に
、

「
道

」
か

ら
万
物

へ
の
生
成

は
段

階
的

で
あ
る
、

と
と

る

べ
き
で
あ

ろ
う
。

大

濱
皓

は
、

ま
ず

～
に

つ
い
て

{
24
>

「
道

の
創
造

力

と
、
ポ

テ

ン

シ
ャ

ル
の
有

の
未
分

の
形

と
し

て
の

一
と

の
関

係

を
」
表

現

し

た
と

し
、

そ

の
混

沌

か
ら

二
、

三
が
生

じ

る
経
緯

を

{25
>

述

べ
た
中

国

の
類
書

を

列
記

し

て
、
生

成

の
段
階

性

に

つ

い
て
論

証

す
る
。

事
実

的

に
は
ま

さ

に
そ
の

よ
う

に
解

釈

す

べ
き

で
あ

ろ
う
。

し

か
し
、

こ
の
発
生

の
経

緯

に
は
論

理
的

隙
間

が

あ

る
よ
う

に
思

わ
れ

る
。

形

而
上
的

存
在

、

ま
た

一
な

る
統
合

的
存

在

た
る

「
道
し

が

、

二
あ
る

い
は
多

で
あ

る
次
元

の
異

な

る
形
而

下
的

万
物

へ
と
生
成

す

る
為

に
は
、



何

ら

か
の
次

元

の
変

換

が
必
要

で
あ
る

と
考

え

ら
れ

る
か

ら
で
あ

る
。

そ

し

て
、

そ

の
変
換

を

示
唆

す
る

の
が

『
老

子
』

冒
頭

の
次

の
箇

所

で
あ

る
。「

道

の
道

と
す

べ
き

は
、
常

の
道

に
非

ず

。
名

の
名

つ

く

べ
き

は
、
常

の
名

に
非

ず

。
無

名

は
天
地

の
始

め
、
名

有

る
は
万

物

の
母
。
故

に
常

に

み
よ
う

き
よ
う

無
欲

に
し

て
以

っ
て
其

の
妙

を
観

、
常

に
欲
有

り
て
以

っ
て
そ

の
微

を
観

る
。
此

の
両
者

は
同

じ

き
よ

り
出

で
て
而

も
名

を
異

に
す

。
同

じ
く

之

を
玄

と
謂

い
、
玄

の
ま

た
玄
、

衆

妙

の
門
。
」

(上

篇

第

一
章

)

1

世
間

で
道

と
言

っ
て

い
る
よ
う

な
道

は
、

恒
久

不
変

な
真

の
道

で
は
な

い
。
言

葉

で
名

づ

け
ら

れ
る

よ
う

な
名
前

は
、

恒
久

不
変

な
真

の
名
前

で

は
な

い
。
従

っ
て
無
名

で
あ

る
道

の
姿

が

天
地

の
始
原

の
姿

で
あ

り
、
名

づ
け

ら

れ
る

こ
と

が
万
物

を
成

立

さ

せ
る
母

で
あ

る
。

こ

の
よ
う

な

二

つ
の
見

え
方

が
成
立

す

る

の
は
、
常

に
無

欲

で
あ

る

と
世
界

の
微

妙

な
真

実

が
観

察

で
き

る
が
、

常

に
欲

を
持

つ
と
世

界

の
諸

々

の
区
別

を
観

る

こ
と

に
な

る

か
ら

で
あ
る
。

こ
の

二

つ
の
見
方

は
同

じ
対
象

か
ら
出

来

し
な

が
ら
、

道

と
万
物

と

い
う
異

っ
た
名

を
持

つ
。

ど
ち

ら
も

共

に
不

思
議

な
も

の
だ

と
呼
ば

れ

る
が

、
不

思
議

な

も

の
の
そ

の
上

さ
ら

に
不
思

議

な
も

の
が
、

あ

ら

ゆ
る
微
妙

な

も

の
が
出
現

す

る
門

で
あ

る
。
1

(26
)

こ

の
章

に
お
け

る

「道

」
の
内

容

的

な
規
定

は
、

大
濱

皓

が
次

の
よ

う

に
列
記

し

て

い
る

こ
と
に
尽

き

る
。

そ

の
第

一
は
、

「道

」
は
天
地

万
物

の
始

元

で
あ

る

こ
と
、

そ

の
第

二

は
、

「道

」

は
無

と
有

の
高
次

の
統

一
で
あ

り
、
無

と
有

を
超

越

し

た
究
極

の
実
在

で
あ

る

こ

と
、

そ

の
第

三

は
、

「
道
」
は
大

小
、

始
終

の
高
次

の
統

一
で

あ
り
、

そ

れ
ら

を
超

え
る
超

越
的

実
在

で
あ
り

、

ま
た
時
空

を

も
超

え

る
唯

一
絶
対

で
あ

り
、
無

限

で
あ

り
、

永
遠

で
あ

る

こ
と
、

で
あ

る
。

次

元

の
変
換

と

い
う
点

か

ら

こ
の
叙
述

を

顧

み
る
と

、
「
有
名

萬

物
之

母
」
等

と
述

べ
ら
れ

る
よ

う

に
、

そ

の
変
換

に
は

「
名

づ
け

る

こ
と
」
す

な

わ
ち
、

我

々

の
認

識

が
必
要

で
あ

る

こ
と

が
わ

か
る
。

か
く

し

て
、

「
道

」

は
我

々

の
認
識

に
よ

っ
て
現

実

に
立

ち
現

わ
れ

る
。

し

か
し
、

ふ
た

た
び
行

為

の
可
能

性

に
立

ち
帰

っ
て
考

察

す

る
と
、

こ
の

こ
と
は
、

「
無
為

」
や

「
自
然

に
ふ
る

ま
う
」
と

い
う
仕
方

と
抵

触

す



る
可
能

性

を
生

じ
る
。

な
ぜ

な

ら
、
万

物

は
ま

さ

に
我

々

の
認
識

能
力

の
形
式

に
沿

っ
て
、
我

々

に
と

っ
て
解

り
易

い
姿

で

の
み
存
在

す

る

と
も

言

え

る

か
ら
で
あ

る
。

そ

の
よ
う

な
認

識

を
基
盤

に
し

て

「
自
然

に

ふ
る
ま
う

」

こ
と

は
生
存

に
と

っ
て
危

険

な

こ
と

は

い
う

ま

で
も
な

い
。

そ

し

て
、

こ
の
点

に
関

し
て

『
老

子
』

で
は
直

接
的

な
解

答

は
見

当

ら

な

い
。

も
ち

ろ

ん
、

「
人
を

知

る
者

は
智

な
り
、

自

ら
知

る

者

は
明

な

り
。
人

に
勝

つ
者

は
力
有

り
、
自

ら
勝

つ
者

は
強

し
。
」

(上

篇

第

三
十

三
章

)

1

他
人

を
知

る

の
が
智

で
あ

り
、
自

己
を
知

る

の
が
明

で
あ

る
。

他
人

に
勝

つ
の
が
力

で
あ
り
、

自

己
を
節

制

す

る
の
が
真

の
強

さ

で
あ

る
。
1

と
述

べ
ら

れ
る

よ
う

に
、
自

己

の
内

面

に
対

し

て
明

ら

か
な
知

を
向

け
る

よ
う

に
は
記

さ

れ

る
。

し

か
し
、

そ

れ
が
何

故

な

の
か

に

つ
い
て

は
、

そ

こ
に

「
道

」

が
あ
る

か

ら
だ

と
し

か
示

さ
れ

な

い
。

問
題
点

を
構

造
的

に
整
理

し

て
み

る
。

ま
ず
、

行
為

の
真

に
完

結

し
た
姿

は

「
自

然

に

ふ
る
ま

う
」

こ
と
が
同

時

に

「
道

」

に
適

っ
て

い
る

こ
と
で
あ

る
。

「
道
」
が
万

物

の
発

生

の
源

で
あ
り
、

万
物

に
遍

く
存

在

す
る
唯

一
絶

対

の
原

理

で
あ

る

こ
と
は
、

静
的

な
存

在
構

造

と
し

て
見

る
限

り
、
我

々
の
行
為

の
可

能
性

を
保

証

し

て

い
る
も

の
で
あ

る
と
言

え

る
。

し

か
し
他
方

、
右

の
考

察

か

ら
、

「道

」

の
形

而
上
的

性
質

か
ら
、

「
道
」

は
我

々
の
認
識

を
経

て

は
じ

め

て
万

物

と
し

て

の
姿

を
現

わ

す
。
従

っ
て

い
ま

や
、

我

々

の
認
識

の
正
当

性

を
保

証
す

る

こ
と

が
必
要

に
な
る

の
で
あ

る
。

次
節

で
は
そ

の
点

に
関

し

て
考

察

を
進

め
る
。

二

、

行

為

の

動

的

根

拠

前
節

で
は
、

行
為

の
真

に
完
結

し
た
姿

を
想

定

し
、

そ

の
構

造

に
関

し

て
考

察

し
た
。

し
か
し

、
実
際

の
我

々

の
行
為

は
む
し

ろ
完

結

を
目
指

す
動
的

行
為

で
あ
る
。

行
為

全
体

の
可
能

性

は
先

の
静

的

構
造

に
よ

っ
て
支

え
ら

れ

て

い
る
と
し

て
も
、

そ

の
都
度

完
結

を

目
指

す
個

々

の
行

為

の
動
的

根
拠

は

ど

の
よ
う

に
考

え
れ
ば

よ

い
の
で
あ

ろ
う

か
。



ま
ず
、

行
為

す

る
際

の
構

造
的

図
式

は
次

の
よ

う

に
述

べ
る

こ
と
が

で
き

る
。

行

為

は
目
的

を
有

す

る
。

ま
た
、

行
為

に
は
行
為

の
主

体

が
存
在

す

る
。

こ
の
主
体

は
、
今

後

詳
細

に
考

察

し
て

い
く

も

の
で
は
あ

る

が
、
例

え
ば

万
物

を
創

造
す

る
神

と

い

っ
た
発
想

に
見

ら

れ
る

よ
う

に
超
越

的
存

在

を
想
定

す

る

こ
と

も
で

き
よ
う

が
、
当

面

、

そ

の
行

為

を
直
接

的

に

遂

行

し
て

い
る
も

の
を

主
体

と
と

る
。

そ

れ
は
あ

た

か
も
、

デ

カ

ル
ト
が
意

識

の
主
体

た

る

エ
ゴ

・
コ
ギ

ト
を
設

定

し
な

い
と
懐

疑

し

つ

つ
あ

る

事
実

そ

の
も

の
が
消

滅

す
る

と
し

た
考

察

と
類

比

を
為

す
も

の
で
あ

る
と
言

っ
て
よ

い
。

と

こ
ろ
で

こ

の
主

体

に

と

っ
て
、

行
為

は
自

覚
的

な
場

合

も

あ
れ
ば

そ
う

で
な

い
場
合

も

あ

る
。

し

か
し

、
自

覚
的

で

あ
る
行

為
、

す

な
わ

ち
意
識

的
行

為

も
、
基

本
的

に
は
意

識
的
行

為

そ

の
も

の
が

無

自
覚

的
作

用

に
よ

る
構

成

に
基

づ
く

も

の
で
あ

る

か
ら
、

根
底

に
お

い
て
無
自

覚
的

で
あ
る

と

い
え
る
。

従

っ
て
構

造

は
次

の
よ

う

に
述

べ
る

こ
と

が

で
き
る
。

行
為

の
主

体

は
無

自

覚
的

に
行

為

す
る

が
、
行

為

が
行
為

と
し

て
成

立

す

る

に
は
特

定

の
行
為

で
な
け

れ
ば

な

ら
な

い
の
で
、
そ

の
特

定

に
相

当

す

る
行
為

の
目
的

が
存
在

す

る
。

個

々

の
行
為

の

こ
の
構
造

的
図

式

に

お

い
て
、

行
為

が
目
的

を
持

つ
点

に
お

い
て

こ
そ
動
的

な
側

面

と
し

て
指
摘

す

る

こ
と
が

で
き

る
と

い
う

こ
と
は
明

ら

か
で
あ

る
が

、

そ
れ
を

さ

ら

に
厳

密

に
考
察

し
、

行
為

が
目

的

を
持

つ
こ
と
と
、

そ

れ
が

動
的

で
あ

る

こ
と

と
の
相
関

関
係

を
確

認

し

な
け

れ
ば

な
ら

な

い
。

小
論

で
は
先

に

へ
ー
ゲ

ル
の

「自

然
的

意
識

」

に
関

す

る
構

図

を
取

り
挙
げ

て
完

結

す

る
行
為

の

一
般
的
構

造

を
導

い
た
が
、

そ

の
考
察

の
際

に
は
静

的
な
構

造

を
求

め
る
意

図

の
も

と

に

へ
ー
ゲ

ル

の
叙
述

を

い
わ
ば

欝

的
論
的

に
解

釈

し

た
。

し
か

し
、

そ

の
叙

述

の

「
緒

論
」

と

し
て

の

性
格

を
鑑

み
れ
ば

、

そ

の
解
釈

が
片

面

の

み

の
解

釈

で
あ

っ
た

こ
と

に
気

づ
く
。

こ
こ
で
改

め

て
確
認

し

な
け

れ
ば

な

ら
な

い
の

は
、

へ
…
ゲ

ル

の
当

の
叙
述

の
動

的
な

側
面

で
あ

る
。

そ

し
て

さ
ら

に
厳
密

に
理

解

し
な

け
れ
ば

な

ら
な

い
の
は
、
行

為

が
目

的

に
向

か

っ
て
動
く
こ

と

へ
の
根

拠

で
あ
る
。

先

に
述

べ
た

よ
う

に
当

の
叙
述

に
お

い
て

へ
ー
ゲ

ル
は
、

「
意

識
す

る
し

と

い
う
行

為

を
、

「
自
然
的

意

識
」

の

「
学
」

へ
の
道

程

と

し
て
示

す
。



こ
の
場
合

、

「
学
」
は

「概

念

と
対

象

と
が

一
致

」
す
る

と

こ
ろ
、

す
な

わ

ち
、

「意

識

す
る

」
と

い
う
行
為

に
し
て

み
れ
ば

最

も

「自

然

な
」
、

従

っ

て

「無

為
し
の
境
地

に
相

当

す
る

も

の
で
あ

る

と
欝

え
る
。

こ

の
境

地

で

は

「
意

識

す
る
一
と

い
う

行
為

の
目

的
、

す
な

わ

ち
、
或

る
事
柄

を

「
意

識

す

る
」

こ
と
が

そ

の
ま
ま
或

る
事

柄

の
真

理

を
認
識

し

て

い
る

こ
と
で

あ
る

と

い
う

こ
と
が
成

立

し

て

い
る
。

こ
の
よ
う

な

「学

」

の
境
地

を

目
的

と

し

て

「
自
然

的
意

識
」

は

「
意
識

す

る
」

と

い
う
行
為

を
遂

行

す
る
。

で
は

い
か
な

る
根
拠

で
そ

の
よ

う
な
運

動

が
可
能

な

の
か
。

ま
ず

第

一
に

『老

子

』

の

「
道

」

に
関
す

る
考

察

と
類
比

的

に
考
察

す

れ
ば
、

そ

れ
は
存

在

そ

の
も

の
の
要
請

で
あ
る

と
考

え
る

こ

と
が

で
き

る
。

ハ
イ
デ

ッ
ガ
ー

の
解

釈

が

こ
の
点

を
強

調

し
た

も

の
で
あ

る

こ
と
は
言

う

ま
で

も
な

い
。

ハ
イ
デ

ッ
ガ
ー

は

「自

然
的

意
識

」

の
道
程

と

し

て

の

「
経
験

(
　

に

つ

い
て
次

の
よ
う

に
述

べ
る
。

(27
)

「
経
験

は
絶

対
者

の
絶

対
性

で
あ
り
、

絶

対
的

な
自

己
現

出

に
お

い
て
現

象

す
る

こ
と

で
あ

る
。
」

「
道

」

に
相

当

す

る

「
絶

対
者

」
は
、

「
道

」

が
、
我

々
の
認
識

に
よ

っ
て
万
物

へ
と
生
成

す

る
よ

う

に
、
意

識

の

「
経

験
」

に
お

い
て
立

ち
現

わ
れ

て
く

る
。

で

は
第

二

に
、

こ
の
存
在

そ

の
も

の

の
要

請

を
、

「意

識

す

る
」
側

か
ら
と

れ
ば

ど

の
よ
う

な
事
態

に
な
る

で
あ

ろ
う

か
。

ま
ず
構

造

的

に
明

ら
か

な

こ
と
は
、

「
意
識

す

る

主

体

と
し

て

の
意

識

は
、
自

分

が
な

ぜ

「
意
識

す

る
し
の
か

を
知

ら
な

い
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。
先

に
述

べ
た

『精

神
現

象
学

』
に
お

け
る
意

識

の

二
重

性

に

お

い
て

は
、
当

の

「
自
然

的
意

識
」
が

こ

の
よ
う

な
無
知

性

を
持

ち
、

「
わ

れ
わ

れ
」

た

る

「
反
省

的
意

識
」

は

「
自
然

的
意

識

」

に
対

し
て
次

の
展
開

を

準
備

し

て

い
る
よ

う

に
述

べ
ら
れ

て

い
る
が
、

そ

れ
ら

は
学
問

の
境

位

に

お
け

る

「
自
然

的
意

識

」

と
、

日
常

的

混
沌

の
中

で
試

行
錯

誤
す

る

「
反
省

的
意

識
」

と

い
う
位

相

の
差

と
し

て
、

い
わ
ば

意
味

論
的

に
解

釈

す

る
こ

と
で
既

に
解
決

し

て

い
る
。

と
も

あ
れ
、

意

識

は
自

分

が

な
ぜ

「
意
識

す

る
」

の
か

を
知

ら
な

い
。

し
か

し
、

そ

の
ま

ま
懐
疑

論

に
陥

っ
て
し

ま
う
わ

け

に
は

い
か

な

い
。

少
く

と

も
絶
対

的
存
在

は
立

ち
現

わ
れ

て

い
る

の
で
あ

る
。

す

べ
て
の
行
為

と
同

様

に
、

「意

識

す

る
偏
行

為

は
、
最

終
的

に
は
無
自

覚

的

に
行

為

す

る
。

そ
れ

に
も

か
か

わ

ら
ず
移

し

い
行

為

群

は
連

動



し
、

よ

り
大

き
な
行
為

群

へ
と
結

び

つ

い
て
行

き
、

そ

の
よ

う
な
連

動

が
、
行

為

の
目
的

を
形

成

す

る
。

こ
の

よ
う
な
事

態

が
成

立
す

る

の
は
、

行
為

の
主

体

の
背
後

に
行
為

を
支

配

す

る
存
在

を
設

定

す
る

こ
と

で
容
易

に
説

明

が

つ
く

か
も
し

れ
な

い
。

「
意
識

す

る
」
側

か

ら
も
存

在
者

の
存

在

を
求

め
る

こ
と

が
で

き
た
。

し

か
し
、

現
実

的
行

為

の
個

々

の
行

為

の
目
的

遂
行

の
運
動

に

つ
い
て
は
未

だ
答

え
得

て

い
な

い
。

「或

る
事

柄

を
意
識

す

る
」
と

い
う
行
為

の

一
例

に

つ

い
て
、
行
為

の
目
的

は
、
意

識

さ

れ
た
或

る
事

柄

が
、

そ

の
ま
ま
真

理

で
あ

る
と

い
う

こ

と
で
あ

る
。

そ
し

て
そ

の

こ
と
が
成

立

す

る

一
つ
の
手
掛

り
は

「意

識

の
指
向

性

」

で
あ

る
。

「
意
識

の
指

向
性

」

は
、
歴
史

的

に
は
ブ

レ
ン
タ
ー

ノ

(
　

)

に
、
今

日
的
規

定

の
起
源

が

あ
る

こ
と
は

い
う
ま

で
も

な

い
が
、
小
論

で

は
、
「認

識
体

験

は
、
こ
れ

は
認
識

体
験

の
本

質

に
属

す
る

こ
と
で
あ

る

が
、
何

ら

か

の
指
向

(
　

)
を
持

つ
も

の
で
あ

り
、
認

識
体

験

は
或

る
も

の
を
思

念

し
、

そ
れ

ら

は
そ
れ

ぞ
れ

の
仕
方

で
対
象

性

へ
と
自

ら

(
28

一

を
関
係

づ

け
て

(
　

)

い
る

の
で
あ

る
。
」

と

す
る

フ

ッ
セ

ル

(
　

の
立

場

を
手
掛

り

に
考
察

す

る
。

(29
)

「
意
識

の
指

向

性
」

は
、
事

態

と
し

て

は

エ
ド
ワ

ー
ズ
編

の
哲

学
辞

典

で
、

「
ユ

ニ
コ
ー

ン
に

つ

い
て
考

え

て

い
る
人

と
、
何

も
考

え

て

い
な

い

人

と
の
差
」

に
示
さ

れ
る

よ
う

な

「何

か
に

つ

い
て
」

と

い
う

単
純

な
表

現

に
帰

着

す

る
も

の
で
あ

る
。

し
か

し
、

指
向

性

の
本
来

的
意

義

は
そ

の
動
的

性
格

に
あ

る
。

「
あ

ら
ゆ
る

顕
在
性

(
　

)
は
、

そ

の
潜

在
性

(
　

)
を

(30
)

含

む
。
」
と
さ
れ

る

こ
と
は
意

識

現
象

が
個

人

の
勝
手

な
思

い
込

み

に
よ

る
も

の

で
は
な

く
、
何

ら
か

の
普

遍
性

と

の
関

わ
り

を
持

つ
こ
と

へ
の
糸

口
を
開
く

。
す

な
わ

ち
、
「
各

々

の
体

験

は
、
そ

の
体

験

の
属

す
る
意

識
連

関

の
変
化

に
お

い
て
、
ま
た

そ

の
体

験
自

身

の
流

れ

の
変

化

に

お

い
て

ハれ
　

変
化

す

る
地
平

を
持

つ
」

の
で
あ

る
が
、

そ

の
地
平

は

も
ち

ろ
ん
顕

在
性

と
潜

在
性

と

の
接
点

を
意

味

し
、
潜

在
性

に
よ

っ
て
規
定

さ
れ

る
も

の

な

の

で
あ
る
。

す

な
わ

ち
、
潜
在

性

は
意

識

の
単

な
る
背

景

で
は

な
く
、

指
向

対
象

一
般

の
構

成

(現
象

学
的

構
成

)

を
意

味
す

る

も

の
で
あ

る
。

換
言

す

れ
ば
、

意
識

に
お
け

る
特
定

の
ひ
と

つ
の
事

柄

は
、

そ

の
事

柄

が
成

立
す

る
す

べ
て

の
構
成

作

用
す

な

わ
ち
構
成

の
運
動

の
象

徴

で
あ

る
。

「
意
識

す

る
」
と

い
う
行

為

に

お

い
て
、

意

識
現
象

が

そ

れ
を
潜
在

的

に
構
成

す

る
す

べ
て

の
作

用

の
綜
合

と

し
て

の
指
向

性

を
有

す
る

と

い
う

こ

の
構

造

は
、
そ

の
す

べ
て
の
作

用

に
、
「
道

」
の
よ

う
な
形

而
上

的
存
在

を
含

む

こ
と
で
、

行
為

と
し

て
の
完
結

、

す
な

わ
ち
、

真

な
る
認

識

が



成

立

す

る
可
能
性

を

示
唆

す
る

こ
と

は

い
う
ま

で
も

な

い
。

し
か

し
、
「
意

識
す

る
」

行
為

は

そ

の
構

造
的

可
能

性

を
現
実

性

へ
と

す
る
方

法

も
し

く
は
性

格

を
持

た
な

け
れ
ば

な

ら
な

い
。

フ

ッ
セ

ル
が
学
問
的

方
法

と
し

て
、

現
象

学
的

還

元
を
提

起

し

た

の
は
ま

さ

に
意

識

の
基
本

的
性
格

に
着

目

し

た
か

ら
で
あ

っ
た
。

し
か

し
、

そ

れ
が
単

に
す

べ
て

の
対
象

か
ら
超
越

性

を
剥
奪

す

る

と

い
う

だ
け

な

ら
、
す

べ
て

の
事

柄

に
は
意

識

と

い
う

括
弧

が
付

く

こ
と

に
な

り
、
真

理

は
永

遠

に
認
識

で

き
な

い
。
真

理
認

識

と

い
う
点

か
ら

み
て
現

象
学

的
還

元

が
有

意

義

な

の
は
、

エ
ポ

ケ
ー

と
指
向

性

が
結
び

つ
く

か

ら
で

あ
る
。

エ
ポ

ケ
ー

と
指

向
性

の
結

び

つ
き
、

そ

れ
は
如

何

な
る
事

態

を
も

た
ら

す

の
で
あ

ろ
う

か
。

現
象
学

的
還

元

の
序
章

た

る

エ
ポ

ケ

ー

に
よ

っ
て
す

べ
て
の
事
柄

の
超

越
性

が
解

消

し
、
す

べ
て
は
意

識
現

象

で
あ

る
と

し
た
時

、
「我

々
は
ま

　　

さ

に
世

界
を
意

識

さ
れ

た
も

の
と

し
て

(
　

)
保

持

し
て

い
る
。
」

し

か
し
、

こ

れ
は
意

識

さ
れ
な

い
世

界
を

切

り
捨

て
た

と

い
う

わ
け

で
は
な

い
。
意

識

現
象

が
多
様

性

と
変
化

を
持

つ
限

り
、

意

識

の
背
後

に
意
識

作

用
を

想
定

せ
ざ

る

を
得

な

い
。

こ
の
意

味

に
お

い
て

エ
ポ

ケ
ー

は
統

一
的

な

世
界
全

体

を
意
識

対
象

と
意

識
作

用

と

の
二

つ
に
分

け

る
視
点

を
提

供

し
た

と
言
う

べ
き
で
あ

ろ

う
。
実

際
、

フ

ッ
セ

ル
は
意

　　

識

対
象

と

し
て

の
ノ

エ
マ
、
意

識
作

用

と

し
て

の
ノ

エ
シ
ス
と

い
う

二

つ
の
記
述

の
方

向
性

を
設

定
す

る

が
、
記

述

と

い
う
点

で

い
ず

れ

も
が
意

識
現
象

で

あ
り
、

分
類

は

こ

の
視
点

に
基
づ

く

と
言

え
る
。

さ
て
、

こ

の
視

点

に
指
向

性

の
概

念

が
加

わ

る
時
現

わ

れ

て
く
る

も

の
は
、

「
明
証

(
　

)
」
で
あ

る

と
言

え
る
。
規

定
的

に
は
次

の
よ

う

に
述

べ
ら
れ

る
。

「
明
証

は
、
事

柄

や
事

態

、
普
遍

性
、
価
値

な

ど
が

、
そ

れ
自
身

そ

こ
に
あ

り
直

接
的

に
直

観

さ

れ
て

お
り
根

源
的

に
与

え

ら
れ

て

い
る
と

い
う

　　
　

究
極

様
態

に
お

い
て
、
自

己
を
現

わ

し
、
自

己
自

身

を
提

示
し
、
自

己
自
身

を
与

え

て

い
る
よ

う
な
、
全
く

卓
越

し

た
意
識

の
仕

方

な

の
で
あ

る
。
」

「
明
証

」
と

い
う

こ
の
認
識

の
仕

方

が

「
意
識

す

る
」
と

い
う
行
為

の
完

結
性

を
意

味

し
て

い
る

こ

と
は

い
う
ま

で
も

な

い
。

ま

た
そ

の
状
態

は

へ
ー
ゲ

ル
に
お
け

る

「
概
念

と
対
象

の

一
致
」

に
匹
敵
す

る
。

で

は
、

現
象

学
的

還
元

と
指

向
性

と

は
ど

の
よ

う

に
連

関

す
れ
ば

よ

い
の
か
。



先

に

「指

向
性

」

は
、
潜
在

的

な
構

成
作

用

の
特
定

の
構

成

に
よ

っ
て
成

立
す

る

こ
と

で
あ

る
と

し
た
。

そ

し

て
ま
た
、

エ
ポ

ケ

ー
は

す

べ
て

の
事

柄

に

つ
い
て

ノ

エ

マ
と

ノ

エ
シ
ス

の
両

側
面

へ
と
分

け
る
視

点

で
あ

る

と
し
た
。

こ
こ

で
、

ノ

エ

マ
、

ノ

エ
シ
ス

の
連

関

に

「指

向
性

」

を

構
造

的

に
重

ね
る

こ
と
が

で
き

る
。
構

造
的

に
述

べ
れ
ば

と

り
あ

え
ず

次

の
よ

う

に
説

明

さ

れ
よ
う

。

特

定

の
事
柄

は
意
識

に
立

ち
現
わ

れ
た

も

の
と

し
て

ノ

エ

マ
的

な
も

の
で
あ

り
、

ま

た
、
特

定

で
あ

る
為

に
そ

の
特

定

さ

の
指
向

性

が
成

立

す

る
。

と

こ
ろ

で
指
向

性

は
潜
在
的

構
成

を
前

提

と

し
て

い
る
。

そ

し
て
、

そ

の
潜
在

的
構

成

を
意
識

的

な
事

柄

へ
と
投
影

し

た
も

の
が

ノ

エ
シ

ス

的

な
も

の

で
あ
る
。

と

こ
ろ

で
こ

の
説

明

は
未

だ
構

造

的

な
可
能

性

で
し

か
な

い
。

「
明
証

」
が
成

立

す
る
為

に
は
、

ノ

エ
シ
ス
的

に
表

現

さ
れ

た
作

用
が
潜

在
的

構

成

の
正
確

な
投

影

で
あ

る

こ
と
が
保

証

さ
れ

な
け

れ
ば

な

ら
な

い
。
も

ち

ろ
ん
静
的

な
構

造

と

し
て
捕

え

れ
ば

常

に
懐
疑

論

に
陥

る

こ
と

に
な

る

か

ら
こ

の
保

証

は
不
可
能

で
あ

る
。
し
か

し
、
意

識
表

象

と
し

て

の
特

定

の
指
向

的
対

象

は
常

に
特
定

の
潜

在
的

構
成

の
象

徴

な

の
で
あ

る
。
従

っ

て
、

「
記
述

」
と

い
う
学

問
的
方

法
論

を

設
定

す

る

こ
と
が

で
き

る
し
、

目
的

論
的

に
は
潜
在

的
構
成

作

用

を

ノ

エ
シ
ス
的

な
も

の
と

し
て
認

識

で

き

る

こ
と
に
な

る
。

こ

こ
に

「
明

証
」

が
成

立

す
る

こ
と

が

で
き
る

の
は
明

ら

か

で
あ

る
。

し
か
し

、
更

に
問
題

は
残

る
。

或

る
事
柄

の
潜

在
的

構
成

作

用
を

ノ

エ
シ

ス
的

に
記

述

し
た

と
す

る

と
、

或

る
事
柄

の
真

理

を
意
識

作

用

に
解

体

し
て

し
ま
う

の

で
は
な

い
か
、

と

い
う
問

題

で
あ

る
。

た

し
か

に
、

前
節

に
於

て
は

「道

」

に
象
徴

さ

れ

る
よ
う

な
何

ら

か
の
超
越

的
実

在

が

真

理

の
在

り

か
で
あ

る

よ
う

に
述

べ
た
。

こ

の
問
題

に
関

し

て
は

む
し

ろ

フ

ッ
セ

ル
後

期

に
至

っ
て
、

こ

の
潜
在

的
構

成

作
用

を

ノ

エ
シ
ス

に
限

定

せ
ず
、

間
主

観
性

に
基

づ
く
客

観
、

す

な

わ
ち
す

べ
て

の
相

対
者

の
相

互
理
解

を
可
能

に
す

る
客

観
的

存
在

た

る
生
活

世
界

(
　

)

の
普

遍
的

置
趣

に
置

き
換

え

た

こ
と
を
確

認

し
て

お
け
ば

よ

い
・

こ

こ
に
至

っ
て
、

指
向

性

の
潜
在

的
構

成
作

用

を
、
生

活
世

界

の
普
遍

的
構

造

を
重

ね
直

す
。

も

ち
ろ

ん
後
者

は
、

間
主

観
性

に
基

づ

く
普
遍

性

で
あ

る

か
ら
記
述

も
可

能

で
あ

る
。

か
く

し

て
、
「
意

識
す

る
」
と

い
う

行
為

は

そ

の
目

的

を
達

し
た

こ

と
に
な

る
。

そ

の
動

的
根

拠

が

「
指
向

性

」
に
あ

っ
た

こ
と
は

い
う
ま

で
も

な

い
。



註

(
1
)

テ

キ
ス

ト

は

『漢
文

大

系

九

老

子
翼

・
荘

子
翼

』、

冨
山

房

、

明

治

四

四
年

。

(2

)

木

村

英

一
訳

・
野
村

茂
夫

補

H

『老

子
』
、

講

談
社

、

昭

和

五
九

年

、

九

四
-

九

五

頁
。

(
3
)

註

(
1
)
と
同

書

、

二
九

頁

。

(
4
　

(
5
)

へ
ー
ゲ

ル
の
学

問

的

態
度

に
関

し

て

は
以

下

の
拙
論

で
既

に
述

べ
た

の
で

こ
こ

で
は

簡

潔

に
触

れ

る
。

拙

論

"

「経

験

す

る
意

識

の
構

造

」
、

『
理
想

』

第

六

〇

五
号

所

収

、

理
想

社

、

昭

和

五

八
年

。

拙

論

日

「
へ
ー
ゲ

ル
弁

証

法

の
基

底

1

「
現
象

学

的

反

省

」

の
意

義
1

」、

梅

光

女

学
院

大

学

論
集

第

二
〇

号
所

収

。

昭

和

六

二
年

(6
)

註

(
4
)
と
同

書
、
　

(7
)
　

(8

)
　

さ

て
、

こ
れ
ま

で

の

「
意
識

す

る
」
と

い
う

行
為

に
関

す

る
考

察

は
行
為

一
般

に
敷
術

す

る
こ

と
が

で
き

る
。

す

な
わ

ち
、

「
行
為

は
常

に
何

も

の
か

に

つ
い
て

の
行

為

で
あ

る
。
」
と
言

明

で
き
る

か

ら
で
あ

る
。
構

造
的

に
簡

略

に
述

べ
る

と
、
特

定

の
行
為

が
特

定

の
行
為

と

し
て
成

立

す
る

為

に
は
、
そ

の
行
為

が
成

立

す
る

こ
と

を
目
的

と
す

る
行

為

の
指
向

性

が
成
立

し

て

い
な
け

れ
ば

な

ら
な

い
。

そ

の
指
向

性

は
、

ま
さ

に
潜
在

的

な
構
成

作
用

に
、

生
活

世
界

と
し

て

の
実

在

の
す

べ
て
を
、

も

ち
ろ

ん

「
道

」

の
よ
う

な
超
越

的
実

在

を
も

、
含

む
運

動

に
よ

っ
て
成

立
す

る
。

更

に
そ
れ

ら
生
活

世
界

の
構
成

作

用

は
記
述

し
続

け

る

こ
と
が

で
き

る
が
、

そ

れ
は

と
り

も
直

さ
ず
行
為

が
目
的

遂
行

の
為

に
運

動

し
続

け
る

こ

と

と

一
致

す
る

の

で
あ

る
。

尚

、
小
論

で
は
紙
数

の
関

係
上

、
構

造

に
の
み
着

目
し
、

運

動

の

エ
ネ

ル
ギ

ー

に
言

及

す

る

の
を
避

け

た
。

い
ず

れ
筆

を
改

め

て
論

じ

た

い
。



(
9

)

註

(
4

)
と

同

書

、
　

(
10

)
　

・

　
(
13
)

註

(7

)
と
同

書

、
　

(
14
)
　

(
15
)
　

(
16
)

「
晩
」

は
、

『漢

文
大

系

』
蘇

註

(
一
六

頁

)

に

「魂

為

物

。

魂
為

神

也

。
」
と

さ

れ

る

よ
う

に
、

精

神

的

な
魂

に
対

し

て

、
物

質

的
意

味

合

い
を
有

す

る
肉
体

で
あ

る

と
言

え
る

。

(17
)

「
源
除

玄

覧

」

は

『漢

文

大
系

』

王

註

(
一
八
頁

)

に
従

う
。

(18
)

「
能
為

雌

」
に

つ

い
て

は
、

福
永

光

司

H
『老

子
』

(昭

和

四

三
年

、
朝

日
新

聞

社

)、

五
七
-

五
九

頁

に
お

い
て
歴

史

的

に
解

釈

の
変
遷

が
記

さ

れ

て

い
る

。

小
論

で
は

氏

に
従

う

。

(19

)

「
生

之
畜

之

」

は

『漢

文

大

系
』

王

註

(
一
八
頁

)

に
従

う
。

(20

)

「
襲

常

」

は

『漢

文
大

系

』

版

に
従

う

。

註

②

の
木

村

訳

で

は
同

義

の

「習

常

」

が

用

い
ら
れ

て

い
る
。

(21

)

註

(2

)
の
木

村

訳

や

『漢
文

大

系

』
王

註

の
よ

う

に
、

「
襲

明
」

と

の
類

比

か
ら

「
明

の
上

に
も

明
」

す

な

わ

ち

「常

道

の
上

に
も

常

道
」

と
読

む

こ

と

も
可

能

で

あ

ろ
う

が
、

こ

こ

で
は
同

じ
意

味

な

が

ら
、

『
漢
文

大

系

』

の
頭
註

の
表

現

に
従

っ
た

。

(22

)

「有

物

混
成

」

に

つ

い
て

『漢

文
大

系

』
王

註

(
一
七
頁

)
で

は
、

「
混
然

不
可

得

而

知
。

而

萬
物

由

之

以

成

。
故

日
混

成

也
。
」
と

し

て
、

万
物

の
根

元

に

つ
い
て
述

べ

て
あ

る

と
す

る
。
後

節

と

の
連

結
性

か
ら

お
お

む

ね

ど

の
註

も

こ

の
よ

う

に
解

し

て

い
る
。

(
23
)

「執

古

之
道

、
以

御
今

之

有

」
の
解

釈

に

つ

い
て
、
主

語

を
道

と

と
る

か
聖

人

と
と

る

か

に
分

れ

る

と

こ

ろ
で

あ

る
が

、
小
論

で
は
福

永

光

司

(註

(
18
)

と
同

書

。

七

八
…

七

九

頁
。
)

に
従

う
。

(
24
)

大

濱

皓

"

『
老

子

の
哲
学

』
、

勤

草
書

房

、

昭

和

三

七
年

、

二
〇
頁

。

(25
)

同
右

、

二
〇
1

二

一
頁

。



(
26

)

同

右

、

一
九

頁

。

(
27

)

註

(
7

)
と

同

書

、
　

・

(昭
和
五
十
二
年
本
学
大
学
博
士
課
程
修
了

・
梅
光
女
学
院
文
学
部
助
教
授
)
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