
老

荘

的

人

間

観

福

鳥霞

俊

翁

中
國
思
想
の
中
で
尤
も
哲
學
的
で
あ
り
、
又
宗
教
的
で
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
も
の
は
從
來
老
荘
的
思
想
と
言
わ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
ろ

う
と
思
う
。

も
と
よ
り
老
子
と
荘
子
と
は
前
後
の
時
代
も
違
い
、
嚴
密
に
観
れ
ば
其
の
思
想
も
全
然
同

一
と
は
言
い
得
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
が
、
大

盟
に
お
い
て
荘
子
の
思
想
は
老
子
の
考
を
繊
承
し
嚢
展
せ
し
め
或
は
之
を
完
成
し
た
と
見
ら
れ
る
の
で
、
こ
こ
に
は
老
荘
的
と
い
う
概
括

的
な
見
地
か
ら
そ
の
人
間
観
に
つ
い
て
一
瞥
を
試
み
て
み
た
い
の
で
あ
る
。

現
存
の
老
子
に
し
て
も
荘
子
の
著
と
い
わ
れ
る
も
の
に
し
て
も
、
幾
分
他
の
學
派
の
思
想
が
混
入
し
て
お
り
、
ま
た
後
の
學
徒
の
文
章

や
思
想
も
多
く
の
部
分
を
占
め
て
お
る
の
で
之
を

一
時
代
と
か
個
人
的
の
思
想
と
し
て
限
ら
れ
る
筈
の
も
の
で
は
無
い
で
あ
ろ
う
。
そ
こ

で
こ
こ
に
取
扱
う
と
す
る
問
題
も
老
子
か
ら
出
嚢
し
、
荘
子
並
に
其
の
學
派
の
人
々
の
書
き
淺
し
た
と
思
わ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
の
管
見

に
過
ぎ
な
い
の
で
嚴
密
た
考
誰
や
研
究
に
基
ず
い
た
も
の
で
な
い
こ
と
を
ば
お
噺
り
し
て
お
き
た
い
。

五

種

の

人

間

老
荘
的
人
間
観

六
五



縄

學

研

究

今
荘
子
の
外
篇
刻
意
の
文
を
見
る
と
、

㈲ 四(≡)(⇒(→

六
六

と
言

つ
て

い

る
Q

一
切

の
俗
世

間

を
傭
硯

し
、

の
で

あ

る
。

口

の
場
合

は
、

口
を
開

け
ば

仁
義

忠
信

を
論

じ
、
恭

倹

推
譲

、
己

を
修

め

る

こ
と

に
專

心

し
、
李

和

な
治

世

に
在

つ
て
教

育

を
任

と
す

る
道
徳

の
實

践
家

で
あ

つ
て

一
種

の
所

謂

道
學

者
的

人
物

で

あ

る
。

日

の
場

合

は
、
君
臣

上

下

の
禮

を
正

し
く

守
り

、
國

家

の
爲

に
大
功

を
立

て
、

天
下

を

善
治

す

る

こ
と
を
任

と
し

て
い

る
所

の
朝

廷

の

士
、
経

國

派

の
人

で

一
種

の
所

謂
政

治
家

型

の
人
物

を
指

し
て

い
る

の
で
あ

る
。

輌

の
場

合

は
、
片

田
舎

に
幽

居

し
閑
散

な

生
活

を
樂

し

み
、

静

に
釣
魚

な

ど

を
し

て
、

い
と

も
呑
氣

に
世

を
迭

る

こ
と

を
理
想

と
し

て

い
る
所

の
江
海

の
士
、

避
世

の
人

で

あ

つ
て
、

一
種

所
謂

自

然
主
義

的

の
人

物

に
當

る

の
で
あ

る
。

㈲

の
場
合

は
、
先

ず
健

康

第

一
主
義

で
、

常

に
深
呼
吸

を
行

い
、

新

鮮

な
空
氣

を
吸

込

ん
で
、

古

い
濁

つ
た
空
氣

を
吐

出

し
、
恰

も
熊

が

木

に
上

つ
て
氣

を
吸

う
如

く
、

鳥
が

頸
を
長

く
伸

し
て
髄

を
運
動

さ
す
様

に
し
て
、
長

壽

す

る

こ
と
を
唯

一
の
目
的

と
し

て

い
る

一
群

の
人
物

印

ち
導
引

の
士

と

か
養
形

の
人

と

か
言

わ
れ

る
者

で
、

一
種

の
所
謂

仙

人
型

に
属
す

る
も

の
で
あ

ろ
う
。

先
ず
人
間
の
類
型
を
五
種
に
分
け

刻

意
尚

行
。

離

世
異

俗
。
高

論

怨
誹

。
爲

山几
而

是

。
此

山
谷

之

士
。
非

世
之

人
。

枯

槁
赴

淵
者

之
所

好
也

。
(
非
、
太
平
御
覧
五

百

一
引
作
誹
。

)

語
仁
義
忠
信
恭
倹
推
譲
。
爲
脩
而
已
　
。
此
李
世
之
士
。
教
謳
之
人
。
遊
居
學
者
所
好
也
。

語
大
功
。
立
大
名
。
禮
君
臣
。
正
上
下
。
爲
治
而
已
　
。
此
朝
廷
之
士
。
尊
主
彊
國
之
人
。
致
功
井
象
者
之
所
好
也
。

就
藪
澤
。
威
聞
畷
。
釣
魚
聞
庭
。
無
爲
而
已
戻
。
此
江
海
之
士
。
避
世
之
人
。
闘
暇
者
之
所
好
也
。

吹
陶
呼
吸
。
吐
故
納
新
。
熊
鶯

申
。
爲
壽
而
是

。
此
道
引
之
士
。
養
形
之
人
。
彰
塑
薯

者
之
所
好
也
。
(道
、
緻
燈
唐

爲
本
作
導
。
)

こ
こ
に
睾
げ
た
e
の
場
合
は
峻
烈
嚴
格
な
精
神
と
高
尚
腕
俗
的
な
行
動
を
愛
し
、
自
ら
世
を
離
れ
、
自
ら
高
く
止
つ
て

山
谷
に
隠
れ
て
濁
善
超
越
を
事
と
す
る
人
間
で
あ
つ
て
、

一
種
の
所
謂
清
教
徒
的
の
人
と
い
わ
れ
る
べ
き
も



か
く

の
如

く
刻
意

篇

の
初

に
取
翠
げ

ら
れ

た

五
種

類

の
人
間

の
風

格

は
、

一
慮

世

俗

一
般

の
野
卑

な

生
活

者
よ

り

は
少

し
く
高
潔

な

よ

う

に
認

め
ら

れ
る

け
れ
共

、

之
を

以

て
老
荘

一
流

の
學

派

で
は
理
想

的
最

高

の
人
間

と
は
考

え

て

い
な

い
の
で
あ

る
。
何

と
な

れ
ば

以

上

の
如

き
人

間

に
は
未

だ
作

爲
的

な

も

の
が

多
分

に
存

在
す

る
か
ら

で
あ

る
。

こ
の
作

爲
的

な
所

を
放

棄

し
、

そ

の
凡

て
を
否
定

す

る
所

の

第

六
の
類

型
が

要
請

さ

れ
ね
ば

な

ら

ぬ
と
す

る

の
で
あ

る
。
師

ち
第

一
の
類

型

の
人

の
様

に
、
特

に
心

を
鋭

く
す

る

こ
と
な

し

に
高

尚

で

あ

る

こ
と
、

第

二

の
類

型

の
如

く

に
仁
義

を
行

わ

ん
が
爲

に
行

う

と

い
う

こ
と
無

く

し

て
身
が

修

ま
り
、

第

三
類

の
人

の
如

く

に
功

を
求

め
名

を
求

め
な

い
で
自

然

に
天

下
が

治
ま

り
、

第
四
類

の
人

の
如
く

江
海

に
逃

れ

る

こ
と
を
求

め
ず

し

て
自

ら
閑

か

で
あ
り
、

更

に
第

五

の
場
合

の
よ
う

な
導
引

の
法

な
ど

を
行

う

こ
と
無
く

し

て
壽

で
あ

る
と

い

つ
た
人
間

で
あ

つ
て
、
畢

寛

心
が

一
方

に
滞

る

こ
と
な
く
澹

然

虚
瞬

、
無
窮

に
鷹

じ
て
あ

ら
ゆ

る
美

が
自

然

に
集

る
と

い
う
風

な
人

間
印

ち
天
眞

流

露
、

天
地

自
然

の
本

質

を
完
全

に
具

現
す

る
底

の
も

の

で
な
く

て

は
な
ら

ぬ
と
見

、

そ

こ

に
眞

の
人

間
、

完
全

な
人
物

の
姿

が

あ

る
と
す

る

の
で

あ
る
。

か
く

の
如

き
境

地

に
到
達

し

た
も

の

を
眞

人
又

は
禰

人
或

は
聖
人

と

い
い
、

至

人

と
も
呼

ん

で

い
る

の
で
あ

る
。
而

し

て
そ

れ
は

「
道
」

そ

の
も

の

の
具

艦
化

さ

れ
た
生

活

で

あ

つ
て
所

謂
紹

封
的

人
格

な

の
で

あ

る
。

眞

人

老
子
は
一
切
萬
物
の
根
本
を
ば
假
に

「
道
」
と
名
ず
け
、
人
間
も
そ
の
修
養
の
極
致
は
こ
の

「道
」
に
復
婦
す
る
と
い
う
事
で
あ
り
、

道
に
復
舗
す
る
こ
と
は
人
と
宇
宙
萬
有
の
本
禮
と
合

一
す
る
こ
と
だ
と
考
え
、
個
我
を
捨
て
て
無
名
の
道
と
融
合
同
化
す
る
こ
と
だ
と
し

て
い
る
。

吾
所
以
有
大
患
者
。
爲
吾
有
身
。
及
吾
無
身
。
吾
有
何
患
。

(老
子
第
十
三
章
)

吾
の
大
患
あ
る
所
以
は
吾
の
身
を
有
す
る
が
爲
め
な
り
。
吾
の
身
無
き
に
及
ば
は
、
吾
何
の
患
か
あ
ら
ん
。

老
荘
的
人
間
観

六
七
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六
八

と
老
子
は
言
つ
て
い
る
が
、
こ
こ
に
無
身
と
い
う
の
は
個
我
を
忘
れ
る
と
い
う
意
味
で
あ
つ
て
、
輩
に
身
膿
を
繕
滅
す
る
と
い
う
意
味
で

は
な
い
。
吾
人
の
形
燈
を
環
る
我
執
と
か
我
欲
と
か
か
ら
生
ず
る
束
縛
か
ら
解
放
さ
れ
た
寂
静
無
爲
の
境
涯
に
達
し
た
法
悦
を
禮
験
す
る

意
味
で
あ
る
。
荘
子
に
は

物
物
不
物
於
物
物
。

物
を
物
と
し
て
物
に
物
せ
ら
れ
ず
。

と
か天

地
與
我
並
生
。
萬
物
與
我
爲

一
。

(齊
物
論
)

天
地
我
と
並
び
生
じ
、
萬
物
我
と

一
た
り
。

と
言
つ
て
い
る
よ
う
な
簸
的
に
縄
封
自
由
な
境
致
に
達
す
る
こ
と
で
あ
る
。

然
ら
ば
か
く
の
如
き

「
道
と
一
」
な
る
人
格
に
到
達
す
る
に
は
如
何
に
爲
す
べ
き
か
。
こ
の
生
活
の
問
題
に
關
し
て
は
老
子
の
書
に
於

て
語
る
所
を
聞
か
な
い
の
で
あ
る
。
荘
子
の
大
宗
師
篇
に
は
こ
の
眞
人
の
生
活
、
眞
人
へ
の
道
に
つ
い
て
詳
説

し
て
い
る
。
而
し
て
荘
子

は
先
ず
坐
忘
と
心
齋
と
い
う
こ
と
を
摯
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。

坐

忘

荘
子
の
書
に
は
儒
家
の
孔
子
と
彼
の
高
弟
顔
回
と
の
問
答
に
擬
し
、
顔
回
が
仁
義
を
忘
れ
、
数
日
し
て
禮
樂
を
忘
れ
、
更
に
敷
日
の
後

に
坐
忘
し
た
と
告
げ
た
の
を
聞
い
て
孔
子
は
。
自
分
も
汝
に
從
つ
て
其
の
後
を
追
い
た
い
と
言
つ
て
彼
に
敬
服
す
る
所
の
話
頭
を
記
し
て

い
る
。

も
と
よ
り
之
は
荘
子
が
自
ら
の
禮
験
を
示
す
假
話
で
あ
つ
て
、
こ
こ
に
坐
忘
と
い
つ
て
い
る
の
は
、
肢
膿
印
ち
肉
禮
的
な
欲
望
を
慶
殿



し
、

聰
明
師

ち

知
識

的

な
欲
求

を

も
退
除

し
、

大

道

に
同
化
す

る

こ
と

で
あ

る
。

か
く

の
如
く

形

を
離

れ
知

を

去

る
所

の
坐
忘

は
無

心
無

我

と
な

る

こ
と

で
あ

る
。

内

に
其

の

一
身

あ
る

こ
と

を
覧

え
ず

、

外

に
天
地

あ

る

こ
と

を
識

ら
ず

、
畷
然

と
し

て
攣

化

と
農
同

し
、

随
庭

に
主

と
な

る
と

い

つ
た
よ

う
な
絶

封
自

由

の
膣
瞼

で
あ

る
。

換
言

す

れ
ば
坐

忘

は
心
身

打
失

す

る

こ
と
で

あ
る
。

大
道

に
同
ず

る
と

い
う

の
は
實

在

一
般
師

ち

道

と

一
如

に
な
る

こ
と

な
の

で
あ

る
。

わ
が
白

隠
輝

師

は

心

死

し
意
消

し

て
空
蕩

々
、

虚
索

々
、

百
偲

の
崖

畔

に
在

る
が
如

く
、
手

脚

の
著

く
可

き

な
し
。
去

死

十
分
、

胸
間
時

々

に
熱

悶

し
て

忽

然

と
し

て
話
頭

に
和

し
て
心
身

共

に
打
失

す
。

是

を
瞼
崖

に
手

を
撒

す

る
底

の
時

節

と
云

ふ
。
翻

然

と

し
て
蘇

息

し
來

れ
ば

水

を
飲

ん

で
冷
暖

自
知

す

る
底

の
大

激
喜

あ
ら

ん
。

(
遠
羅

天
釜

)

と
述

べ
て

い
る
が

、
之

は
輝

家

の
悟
境

を
語

ら

れ
た

の
で
、

そ

れ
と

こ
れ

と
は
全

く
同
趣

と

は
断

じ
得

な

い
に
し

て
も
思

想
的

に
相

近

い

も

の
が

あ

る

の
で

な
か

ろ
う

か
。

心

齋

荘

子

の
人
間

生
篇

に
は
、
孔

子

の
弟

子
顔
回

が
、

我
家

は
貧

し

い

の
で
酒
も
飲

ま
ず

、
輩

も

食
わ
ず

、
数

ケ
月

身

を
清

く

し
て

い
る

の

で

あ
る
が

、

之
を

以

て
齋

し
た

と
言

え
る
だ

ろ
う

か

と
孔

子

に
問

う

た
。

孔
子

は
、

そ

れ
は
祭

祀

の
時

の
齋

で
あ

つ
て
心
齋

で
は
な

い
。

心
齋

と

い
う

の
は
、

志

を

一
に
し
、

聴

く

に
耳

を

以

て
せ
ず
、

心

を
以

て
す

る
。
聴

く

に
心

を
以

て
せ
ず

、
氣

を
以

て
す

る
。
耳

は
聴
く

に
止
ま
り

、

心

は
符

に
止

ま
る
。

氣

は
虚

で
あ

つ
て
物

を
待

つ
も

の
で
あ

る
。

唯

道
は
虚

に
集

る
の
で
、

虚

こ
そ

心
齋

で
あ

る
と
教

え

た

と

い
う
話

を
書

い

て
い

る
。

師

ち
齋
す

る
事

の
眞

意

は
心

の
統

一
に
あ

る
。

純

一
無

雑

に
な
る

こ
と

で
あ

る
。

も

の
を
聴

く

に
も
感

官

の

耳

で
聞

く

の
で

な
く

心

と

い
う
統

費

に
よ
ら
ね
ば

な

ら

ぬ
の

で
あ

る
。

心

の
作
用

は
外

界

の
刺
戟

と
ム
旦

す

る

「
符

」

と

い
う
期
待

的

な

も

の
が

内
在

し
て

い
る

か
ら
、

そ

の
心

を
用

い
て
も

い
け

な

い
、

個

心

を
滅

し
て
虚

な

る
氣

に
よ

つ
て
道

に
合

せ
ね
ば

な
ら

ぬ
。

心
齋

と

老

荘

的

人

間

観

六
九



繹

學

研

究

七
〇

は
盧

心

で
あ

り
、

心

の
用

を

超

え
る

こ
と

で
あ

る
と
言

う

の
で
あ

る
。
之

に

つ
い
て
荘
子

の
養

生
主

篇

に
文

恵
君

な

る
人

に
封

し

て
庖
丁

な
る
者

の
言

を

あ
げ

、

庖
丁

が
牛

を
解

く
修

錬

を
積

む

こ
と
十

九
年

「
方
今

の
時

、
臣

は
神

遇
を

以

て
し

て
目
覗

を
以

て

せ
ず

。
官

知

止

ま

つ
て
聯
欲

行

く
」

と
語

つ
て
い

る
と
同

じ
く
、

五
官

の
知

覧

に
由
ら
ず

、

無

心
的
直

観

に
よ

る

こ
と
が
技

を
超

え

た
道

の
生
活

だ

と

い

う
如

き
生

活

で
あ

る
。

か
よ

う
な
自

由
無

硬

な
る
人

格
が
出

來

る
ま

で

に
は
相

當

の
長

い
経

験

と
反

省
が
必

要

で
あ

る

こ
と
は
言

う

を
侯

た
な

い
の

で
あ

る
。

な
お
荘

子

の
達

生
篇

に
も
圖

難

の
話
が

描

か

れ
て

い
る
。
そ

れ

は
紀
渚

子

と

い
う
人
物

が
王

の
爲

に

一
羽

の
岡

難

を
育

て

て

い
た
。

十

日
程

経

つ
と
王
は

、

「
も
う

ぼ

つ
ぼ

つ
蘭

難

に
使

つ
て
も
よ

い
だ

ろ
う
」

と
日

う
。

紀
渚

子

は

「
ま
だ

い
け
ま

せ

ん
。
虚

僑

(
高

く
頭

を

墾
げ

る

こ
と
)
し
て
空
元

氣
ば

か
り

で
力
が
充

實

し

て

い
ま

せ
ん
」

と
答

え
た
。
又

十

日
す

る
と
王

は

「
も
う

い
い
だ

ろ

う
」
と
日

う
。
紀

渚

子

は

「
ま
だ

い
け

ま

せ
ん
。
響

景

(
響

に
鷹

じ

て
鳴

き
、

影

を
顧

み

て
行

く

こ
と
)

に
鷹

ず

る
如

く
、
相
手

を
見

る
と
昂

奮

し

て
心
を

動

か
す
所

が

あ
り
ま

す

か
ら
」

と
答

え

た
。

王

は
更

に
十

日

し
て
又
催

促

し
た
。

紀

浩
子

は

「
ま
だ

ま
だ

で
す
。

物

を
顧
親

す

る

こ
と
が

急

疾

で
、
敵

を
求

め
て
、

己
が

勝

と
う

と
す

る
野

心
が
あ

り
ま
す

か

ら
」

と

い

つ
て
承
知

し

な

い
。

ま

た
十
日
過

ぎ

る

と
王
は

、

「
も

う

や

ら

せ
て
よ

い
だ

ろ
う

」
と

い
う
。

紀
浩

子

は
そ

こ

で

「
も

う
そ

ろ
そ

ろ
宜

し

い
で
し

よ
う
。

他

の
難
が

鳴

き
ま

し
て
も

此

の
難

は

一
向

卒
氣

で
そ

れ

に
慮
ず

る
氣
配

が
あ
り

ま

せ

ん
。

勝
敗

な

ど
は
超

越

し

て
い

る
様

子

で
あ

り
ま

す

か
ら
、
見

た
と

こ
ろ
木
礪

の
よ
う

で
、
精

神

が
統

一
さ
れ

て
徳
が

完
全

で
あ
り

ま
す
。

他

の
ど

ん
な
難

で
も
鷹

戦

す

る
も

の
は

あ
り
ま

す
ま

い
。

之
を
見

て
皆

走
り

逃
げ

ま

す

よ
」

と
答

え
た

と

い
う

の
で
あ

る
。
木

彫

の
難

の
よ

う

に
無

感
覧

無
感
情

と
な

つ
て

い
る

と

い
う

の
は
、
外
界

の
刺
戟

に
慮

じ

て
直

に
心

を
動

揺

せ
し
め
ず

、

純

一
な
心
境

に
在

る
こ
と

を
示

し

た
の

で
あ

つ
て
坐
忘

に
類

す

る

の
で
あ

る
。
然

し
荘

子

の
此

の
篇

に
は
如

何

に
し

て
か

く

の
如
き

境
地

に
至
ら

し
め

る
か
ら

の
方

途

に

つ
い
て

は
別

に
語

る
所

が

な

い
。

荘
子

雑
篇

中

の
寓
言

篇

に
は
人

間

と
し

て
完
成

す

る
次
第
、

進
展

の
事

惰

に
つ

い
て
次

の
よ

う

に
述

べ
て

い
る
。



頚

成
子

遊
と

い
う

人
が

そ

の
師

の
東

郭

子
纂

か
ら
敏

え
ら
れ

て
最

初

の

一
年

間

の
修
爲

工
夫

に
よ

つ
て

「
野

」

と
な

つ
た
。

「
野

」

と

い
う

の
は
浮

華

の
心

を
取
り

去

つ
て
素

僕

と
な
り

、
所

謂
機

心
が

な
く

、
攣
詐

の
心
を
動

か

さ
な

い
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

更

に

二
年

目

に
は

「
從

」

と

な

つ
た
。

「
從

」

と

は
衆

人

の
意

志

に
随

順

し

て
自

ら
憎

愛
取

舎

の
心

を
起

さ
ず

、

自
ら

を
固
執

す

る
念

を
離

れ
る

に
至

つ
た

こ
と
で

あ
る
。

三
年

の
後

に
顔

成
子

遊

は

「
通

」

と
な

つ
た
と

い
う
。

「
通

」
と

は

「
從

」
か

ら

一
歩

を

進
め

て
、
無

人
、

無
我

で
外
境

に
こ
だ

わ

る

一
切

の
も

の
が
無

く

、
自

由
性

を
獲
得

し
た

と

い
う

こ
と
で
あ

る
。
更

に
四
年

目

に

「
物

」

と
な

つ
た
。

こ
の

「
物

」

と
は
我

と

い
う
主

観
的

意
欲

を
滅

し

て
、
槁

木
死

灰

の
如
く

、
人
情

か
ら
離

れ

た
と

い
う
意
味

で

あ
る
。

そ

れ
か
ら

五
年

し

て
彼

は

「
來

」
と

い
う
心
境

に

達

し
た
。

こ
の

「
來

」

と

い
う

の
は

、
往

い
て
來

る

こ
と

の
あ

る
如

く
幻
滅

の
殻

を
破

つ
て
自
得

す

る
新

生
面

を
開

い
た

こ
と
で
あ

る
。

次

に
彼

は

「
鬼
入

」
に
達

し
た
。
「
鬼
入

」

と
は
鬼

碑

と
そ

の
屈
伸

を
同

じ
く

し
、
客

観
的

の
理
法

を
自
己

の
裡

に
見

出
す
所

ま

で
進

ん
だ

と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

七
年

の
後

彼

は

「
天
成

」

に
達

し
た
。

「
天
成

」

と
は
造

化
自

然

と
合

一
し

た
所

の
心
境

で
あ

る
。
更

に
八
年

の

後
、

彼

は

「
不
知

死

、
不

知
生

」

と
な

つ
た
。

そ

の
意

は
始

か
ら
天

(
自
然

)
も

な
く

人

も
な
く

、
始

も

な
く
、
終

も

な

い
、

生

死

の
差

別

を
も
認

め
ず

、

「
無
」

に
這

入

つ
忙

こ
と

で
あ

る
。

九
年
目

に
彼

は
途

に

「
大

妙

」

と

い
う
所

に
來

た
。

「
大
妙

」

と

い
う

の
は
、
「
生

を
知

ら
ず

、

死
を
知

ら
ず

」

と
す

る
、
知

る
も

の
知

ら
ざ

る
も

の
た
ら

し
め

る

主

観

的

な
も

の
を

超
越

し
、
縄

封
無

と

も
言

つ
て
よ

い

か
、

所
謂

眞
實

の
道

と
合

盟

し

た
極

致

、
印

ち
霰

性
的

紹
封

自
由

人
格

に
悟
入

し

た
の

で
あ

る
。
先

に
述

べ
た
所

の
坐

忘

と
か
心
齋

と
か

も

、

こ
の
大
妙

と

い

う
境

致

に
外

な
ら

ぬ
と
考

え
ら

れ
る
。

こ
こ
に
至

つ
て
始

め

て
人
格

の
眞

の
完

成
が

あ
り
、

至
人

、
眞

人
、
聖

人

た

り
得

た
る

こ
と

に
な

る
。

さ
れ
ば
眞

の
自
由
人

格

は
天

と

一
と
な

り
、
自

然

の
ま
ま

で

あ
り
、

己
自

身

を
滅
す

る

こ
と

に
よ

つ
て
己
自

身

を
完

成

す

る

こ
と

を
意
味

し
、
自

己
が

無

に
な

る

こ
と

に
よ

つ
て
己
自
身

を
深

く
自

覧

せ

し
め
、
在

る
も

の
が

在

る
が
ま

ま

に
自

己

自
身

を

見

る
も

の
と
な

る

の
で

あ
る
。

荘
子

は

老

荘

的

人

間

観

七

一



暉

學

研

究

七
二

之
人
也
。
之
徳
也
。
將
労
構
萬
物
以
爲

一
。

(迫
遙
遊
篇
)

こ
の
人
や
こ
の
徳
や
、
特
に
萬
物
に
労
構
し
て
以
て

一
た
ら
ん
と
す
。

至
人
之
用
心
若
鏡
。
不
將
不
迎
。
鷹
而
不
藏
。
故
能
勝
物
而
不
傷
。

(慮
帝
王
篇
)

お
く

至
人
の
心
を
用
ふ
る
や
鏡
の
ご
と
し
。
將
ら
ず
迎
へ
ず
、
鷹
じ
て
藏
せ
ず
。
故
に
能
く
物
に
勝
つ
て
傷
ら
ず
。

至
人
神
　
。
大
澤
焚
而
不
能
熱
。
河
漢
匠
而
不
能
寒
。
疾
雷
破
山
。
瓢
風
振
海
而
不
能
驚
。

(齊
物
論
)

こ
ほ

こ
げ

う

ご

至

人

は
紳

な
り
。

大
澤
焚

く

る
も
熱

す

る
能

は
ず

。
河
漢

沮

れ
ど

も
寒

え
さ

す
能

は
ず

。

疾
雷

山

を
破
り

、
瓢

風
海

を
振

か

せ
ど

も

驚

か
す

能

は
ず

。

と
言

つ
て

い
る
様

に
、
物

と

の
封
立

が

な
く
、
時

間

も
空
間

も
己

と
別

物

で
な

く
攣

化

と

一
禮

で
あ

る
も

の
が

至
人
印

ち
紹

封

者

と
見

る

の
で
あ

る
。

若
夫

乗
天

地
之

正
。

而
御

六
氣

之
辮

。

以
遊
無

窮

者
。
彼

且
悪
乎

待

哉
。

故
日

。
至

人
無

己
。
神

人
無

功

。
聖

人
無

名
。

(
迫

遙
遊

)

ま
さ

な
に

若

し
夫

れ
天

地

の
正

に
乗

じ
、
而

し

て

六
氣

の
辮

(攣

に
同

じ
)

を
御

し
、

以

て
無

窮

に
遊

ぶ
者

は
彼

れ
且

に
悪

を

か
待

た
ん

と
す

る
や
。

故

に
曰

く

、
至

人

は
己

無

く
、
神

人

は
功
無

く
。

聖
人

は

名
無

し

と
。

と
説

い
て
、
天

地

の
正
印

ち
萬
物

の
本
膿

と
順

同

し
、

六
氣

の
攣

即

ち
自

然

の
攣

化

現
象

と
其

の
ま

ま

に

一
と

な
り
無

限

の
世
界

に
遊

ん

で
、

一
切

の
時
間

も
空
間

も
超

え

て
眞

の
自

由

の
境

に
迫

遙
自
適

す

る
な

ら
ば
、

そ

の
人

は
何

も

の
に
も
依

存

せ
ず

し

て
如

何

な

る
束

縛

も
な

い
。
故

に
世

俗

的
な
自

我

に
も
世

間
的

な
贋

値

に
も
、

人
間

的

な
名
巷

に
も

捕
わ

れ

る

こ
と
が
無

い
と
言

う

の
で
あ

る
。
畢

寛

こ

こ

に
は
道
師

紹
封

な

る

も
の
が
即

我

で
あ
り

、
自

然
即

我
、

我
師

自
然

と

な
り
、

自
己

を
空
ず

る

こ
と

に
よ

つ
て
道

と

一
艦

と
な

る

こ
と
を

提

唱

し

て

い
る

の
で
あ

る
。

黄
乗

輝
師

の
傳

心
法
要

に



心
境
讐

志
。

乃
是

眞
法

。

息
念
忘

慮
。

佛
自

現
前

。

心

と
境

と
箋

び
忘
ず

る

乃
ち
是

れ
眞

法
。

念

を
息

め
慮
を

忘

じ
て
佛
自

ら

現
前
す

。

と
言

い
、

わ
が

道
元

暉
師

が

佛
道

を
な

ら

ふ
と

い

ふ
は
自
己

を

な
ら

ふ
な
り

。
自

己

を
な
ら

ふ
と

い

ふ
は
自
己

を

わ
す

る
る

な
り

。

自
己

を
わ

す

る
る
と

い
ふ
は
萬

法

に
詮

せ
ら

る

る
な
り

。

(
正
法

眼
藏
、

現
成

公
案

)

と
覧

か
れ

て

い
る
意

と
考

え
合

わ
せ

る
と
、

こ
の
老
荘

の
教

う

る
所

に
は
宗
教

的
色

彩
が

濃
厚

で

あ
り
、

縄
的

悟
境

に
近

い
も

の
が

あ

る

こ
と

を
感
ず

る

の
で

あ
る
。

然

し
こ

こ

に
注

意
す

べ
き

こ
と
は

聖

人
常

善
救

人
。

故
無

棄
入

。
常

善
救

物
。

故
無

棄
物

。
是

謂
襲

明
。

(老

子
、

二
十

七
章

)

聖

人

は
常

に
善

く
人

を
救

ふ
。
故

に
之
を

棄

つ
る

こ
と
無

し
。
常

に
善

く
物

を
救

ふ
。
故

に
物

を
棄

つ
る
無

し
。
是

を
襲
明

と
謂

ふ
。

と

い

い
、
清

静

な
道

を
以

て
民

を
無

欲
無

惑

な
ら

し
め

る
と

い
う
意
味

で
人

を
棄

て
ず

、
輕

う
が

う

し
く

一
物

を

も
棄

て
な

い
か
ら
物

を

棄

て

る

こ
と
が

な

い
。
聖

人

は
物

欲

の
蔽
が

な

い
か
ら

明
ら

か

で
あ

る
。
民

も
清

静

の
道

に
安
ず

れ
ば
物

欲
が

な

く
、

上
下

一
徳

で
あ

る

か
ら
重

ね
重

ね

の
明

る
さ
が

あ

る
と

い
う
風

に
主

張
す

る
鮎

か
ら

言

え
ば
、

政
治

的
経

世
的

な
意
味

が
多

分

に
含

ま
れ

て

い
て
、
大

乗
佛

教

の
所
謂

自

他
李
等

、
衆

生

と
共

に
佛

道
を

成
ず

る

と

い

つ
た
悲
願

に
鉄

げ

て

い
る

こ
と

は
救

濟
的

宗
教

と
認

め

る

に
は
街
距

離
が

あ

る

と
言

つ
て
よ

い
と
思

う
。

老
荘

的

に
い
え
ば

個
人

の
完
成

と

い
う
貼

に
重

鮎
が

置

か
れ

て

い
て
、

佛
教

特

に
輝

に
似

た
思
想

は
、
そ

の
至

る
庭

に
見

出

さ
れ

る
様

で
あ

る
け

れ
共
、

や

は
り
之

は

一
種

の
人

生
哲
學

と

い
う
領

域

に
留
ま

つ
て
い

る
と
申

さ
ね
ば

な

る
ま

い
と
思

う

の
で
あ

る
。

老
荘
的
人
間
観

七
三



注
ω(2)(3)(4)(5)(6)

縄

學

研

究

七
四

若

夫
不
刻
意

而
高

。
無

仁
義

而
脩
。

無
功

名
而

治
。
無

江
海
而

間
。

不
撹

引
而
壽
。

無

不
忘
也

。
無

不
有
也

。
澹

然
無

極
。

而
衆

美

後

之
。
此

天

地

之
道
。

聖

人
之
徳

也
。

(荘

子
外
篇

刻
意
)

顔
回

日
。
回

釜
　

。
仲

尼

日
。
何
謂

也
。

日
。

回
忘
仁
義
　

。

日
。

可
突

。
猶

禾
也

。

宮

日
復
見

。

日
。

回

益
尖

。

日
。

何
謂
也

。

回
忘
禮
樂

　

。

日
。

可
　

。

猶
未

也
。
官

日
復

見
。

日
。

回
釜
突
。

日
。

何
謂
也

。

回
坐
忘
夷

。

仲

尼
楚

照

臼
。

何
謂
坐

忘
。

顔

回

日
。

堕

枝

農
。
織

聰

明
。
離

形

去
知
。

同

大
通
。

此
謂
坐

忘
。

仲

尼
日
。
同

則
無
好

也
。

化
則

無
常
也

。
而

果
其

賢
乎
。

丘
也
請

從

而
後
也

。

(
荘
子

内
篇

大
宗

師
)

顔

回

日
。

回
之
家

貧
。

唯
不

飲
酒
。

無
茄

輩
者
敷

月
　
。

若

此
則

可
以
爲

齋
乎
。

日
。

是
祭
祀

之
齋
。

非

心
齋
也
。

回

日
。

敢

問

心
齋
。

仲

尼

目
。

若

一
志
。

無
聴

之
以
耳

。
而
聴

之
以

心
。

無
聴

之
以

心
。

而
聴

之
以
氣

。

耳

止
於
聴

。

心

止
於
符

。
氣

也
者
。

虚

而
待

物

者
也
。

唯
道
集

虚

。
盧

者
心
齋

也
。

(荘
子

内
篇

人
間

之
世
)

始

臣
之
解

牛
之

時
。
所

見
無

非
牛

者
。

三
年

之
後
未
嘗

見
全

牛
也
。

方
今

之
時
。

臣

以
紳

遇
。

而
不
以

目
覗
。
官

知

止
而
神

欲
行
。

(
荘
子
内

篇

養

生
主
)

紀
濱

子
爲

王
養

闘
難
。

十

日
而
問
。
難

可
闘

巳
乎
。

日
。
未
也

。
方

虚
僑

而
侍

氣
。
十

日
而
又
問
。

日
。
未

也
。

猶
磨

翻
景

。
十

日
又

問
。

日
。

未
也

。
猶

疾
視

而

盛
氣
。
十

日
又

問
。

日
。

幾
　

。
難

難
有

鳴
者
。

巳
無

攣
夷

。
望

之
似
木

難
突

。
其

徳
全
突

。
異
難

無

敢
癒

。

見
者

及
走
突

。

(
荘
子

外
篇
達

生
)

顔

成
子
游

謂
東

郭
子
棊

日
。

自
吾
聞

子

之
言
。

一
年

而
野
。

二
年

而
從
。

三
年

而
通
。

四
年

而
物

。

五
年
而

來
。
六
年

而
鬼

入
。

七
年

而
天

成
。

八
年

而
不
知

死
。

不
知

生
。

九
年
而

大
妙

。

(
荘
子
外

篇
寓

言
)


