
〈
研

究

論

文
８

〉

大
西
祝
と
綱
島
梁
川
か
ら
西
田
幾
多
郎
へ

平
　
山
　
　
　

洋

は

じ

め

に

本
論
の
目
的

は
近
代
日
本
思
想
史

に
お
い
て
「
大
西
祝
と
綱
島
梁
川

か
ら

西

田
幾
多
郎

へ
」
と

い
う
流
れ
が

あ
る
こ
と
を
示
し
、
つ

い
で
そ
の
意
義

を

明

ら
か
に
す

る
こ
と

に
あ

る
。

西

田
哲
学
の
研
究

論
文

は
今
日
ま
で

に
細
か
い
も

の
ま
で
含

め
て

お
お
よ

そ
八
百
編
あ
る
。

そ
の
う
ち
西

田
の
思
想
を
近
代

日
本
思
想
史

に
お
い
て

位

置
づ
け
よ
う
と
し
た
研
究
と
し
て
は
、
山
田
宗
睦
氏
や
竹
内
良
氏
の
よ
う

に
日

本
の
ブ
ル

ジ
ョ
ア

的
自
由

主
義
的

哲
学
に
お
け

る
「
大
西

か
ら
西

田

へ
」
と
い
う
流
れ
を
重
要
視
し
た
研
究
者
が
い
た
一
方
で
、
古
田
光
る
氏
や
宮

島
肇
氏
）
の
よ
う
に
、
見
神
や
禅
仏
教
に
お
け
る
神
秘
経
験
の
言
語
化
と
し
て

の
側
面
を
重
要

視
し
て

「
綱
島
か
ら
西
田
へ
」
と
い
う
方
向

に
む

し
ろ
価
値

を
見

い
だ
し
た
研

究
者
も
い
た
。
そ
れ
ら
の
見
解

に
対
す

る
発
表

者
の
も
く

ろ
み

は
、
西
田

の
思
想

に
と

っ
て
重
要
な
の
は
、
大
西
と
綱
島

の
い
ず
れ

か

だ
け
で

は
な
く
両
方

の
系
譜
を
引
き
継
い
で
い
る
と
こ
ろ

に
あ

る
、
と
い
う

事
実
を
示
す
こ
と

に
あ

る
。

Ｉ
　

大

西

・

綱

島

・
西

田

の

関
係

そ

こ
で
論

に
入
る
前
に
こ

こ
で
扱
う
三
名
の
関
係
を
見
て
み

よ
う
。

大
西

祝
は
、
「
日

本
の
カ
ン

ト
」
と
も
称
さ
れ
る
批
判

主
義

哲
学
者
で
終

生
保

守
主
義

に
対

抗
す
る
リ
ベ
ラ
リ
ス
ト
と
し
て
活
躍
し
た
。
一
八
六
四
年

八
月
に
岡
山
で

生
ま
れ
た
彼
は
七
七
年
九
月

に
同
志
社
英
学
校
に
入
学
し
、

そ
こ
で

キ
リ
ス
ト
教
の
洗
礼

を
受
け

た
。

八
九
年
七
月
帝
国
大
学
哲
学
科

を

卒
業

後
大
学

院
に
進
学
、
九
一
年
三
月

に
「
進
化
論
的
理
想
説
」
と
も

い
う

べ
き
立
場

の
論
文

『
良
心

起
原
論
』
の

一
部
を
発
表

し
た
。

そ
の
論
文

は

「
法
界
の
真
実
体
」

と
も

い
う

べ
き
絶
対
者

の
働
き

か
け

に
よ

っ
て
世
界

は

０
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進
化

し
続
け
て

お
り

、
良
心
の
進
化

は
そ
の
現
れ
で
あ

る
、
と

い
う
主
張
を

な
し
て

い
る
。

九
一
年

九
月

に
東
京
専
門
学
校
講
師

に
就
任
し
て

『
西

洋
哲

学
史
』
『
倫

理
学
』
『
論
理
学
』

等
を
講
義
録

に
掲
載
す

る
一
方
で

、
あ
り
と

あ
ら

ゆ
る
事

柄
に
対

す
る
無
制

限
の
批
評

を
唱
え

た
「
批
評

主
義
」

の
立
場

か
ら

「
教
育

勅
語
」

教
育
や
井
上

哲
次
郎
ら

の
反

キ
リ
ス
ト
教

キ
ャ
ン
ペ
ー

ン
に
反
対
し

た
。
九

八
年
二

月
か
ら

翌
年
九
月

に
か
け
て

ド
イ

ツ
に
留

学
し

た
が
病
気
と

な
り
帰

国
し
、
療
養
生
活

に
入

っ
た
。
し

か
し

一
九
〇
〇

年
一

一
月
に
三

六
歳
で
死

去
し
た
。

梁
川

綱
島

栄
一
郎

は
一
八
七
三

年
五

月
に
岡
山
で

生
ま
れ

た
。
大
西

と
同

郷
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
あ
る
。
九
二
年
一
月

に
東
京
専
門
学
校

に
入
学
し
て

大
西

の
教
え

を
受
け

、
倫
理
学
の
立
場

に
お

い
て
忠
実

な
後

継
者
と
な
っ
た
。

九
六
年
四
月

に
喀
血
し
て
か
ら
宗
教
的
煩
悶
が

は
な
は
だ
し

く
な
り
、
九
八

年
以

降
は
宗

教
論
を
執
筆
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
一

九
〇
四

年
二
月
に
突
如

「
光
耀
の
経
験
」

を
得
た
こ
と

か
ら

、
こ
の
自
ら
が
神

と
一
体
化
す

る
「
見

神
」
と
も
い
う
べ
き
神
秘
体
験
を
記
し
た
「
病
間
録
」
を
断
続
的

に
雑
誌
発

表
し
た
。
五

年
九
月

に
は

『
病
間
録
』
と
し
て

そ
れ
ら
の
文

章
を
一
冊
に
ま

と
め
た
が
、
七
年
九
月
に
三
四

歳
で
没
し
た
。

西
田
幾
多
郎
は
一
八
七
〇
年
五

月
に
石
川

に
生
ま
れ
た
。
九
一
年
九
月
に

帝
国
大
学
選

科
に
入
学
し
た
の
で
、
大
西
が
大
学
院
生
で
あ

っ
た
と
き
に
西

田
も
同
じ
大
学
に
学
ん
で
い
た
わ
け
で

あ
る
。
九
四

年
七
月
に
卒
業
し
翌
年

に
は
英
国
新
カ
ン
ト
学
派
の
Ｔ
＝
Ｈ
＝
グ
リ
ー
ン
の
倫
理
学
を
要
約
し
た
紹

介
文

を
雑
誌

に
発
表
し
た
。
九
六
年
四
月
に
第
四

高
等
学
校
講
師
に
就
任
、

九
九
年
七
月

に
教
授
と

な
っ
た
。
倫
理
学
や
心
理
学
の
講
義
草
案
を
ま
と

め

る
と
同
時

に
「
人

心
の
疑
惑
」
な
ど
の
評
論
を
同
人
誌

に
掲
載
し
た
。
一
九

〇

六
年

か
ら

八
年

ま
で
後

に
『
善
の
研
究
』
と
し
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
る

哲
学
論
文

を
執
筆

し
た
。
一
〇
年
八
月

に
京
都
帝
大
助
教
授

に
就
任
し
、
翌

一
一
年
一
月

に

『
善
の
研
究
』
を
公
刊

し
た
。

こ

の
よ
う
に
大
西
・

綱
島
・
西
田
は
従

来
ま
で

あ
ま
り

注
意
が
払
わ
れ
て

こ

な
か
っ
た
こ
と
が
不

思
議
な
ほ
ど
の
接

点
を
有
し
て

い
る
。
綱
島
は
大
西

の
直
接

の
弟
子
で

あ
り
、
両
者
の
倫
理
的
立
場
が

グ
リ
ー
ン
の
自
己
実
現
説

に
近

か
っ
た
こ
と
は
す
で

に
よ
く
知
ら
れ
て

い
る
。
一
方

、
大
西
と
同
時
期

に
帝
大

に
い
た
西

田
も
ま
た
大
学
時
代

に
グ
リ
ー
ン
の
研
究
を
し
て
い
る
。

さ
ら

に
、
後

に
述
べ
る
よ
う
に
西
田
は
、
綱
島

の
神
秘
体
験
の
言
語
化
で
あ

る
『
病
間
録
』

を
非
常
に
高
く
評
価
し
て

い
る
の
で

あ
る
。

そ
こ
で
以
下

で
は
大
西

と
西
田
の
、
そ
し
て

綱
島
と
西

田
の
継
受
関
係
を

明

ら
か
に
し
た

い
。

Ⅱ
　

大

西

と
西

田

の
継

受

関

係

―
―
そ
の
批
判
主
義
的
立
場
に
お
け
る
―
―

大
西

と
西
田
の
近
似
性
は
グ
リ
ー
ン
の
自
己
実
現
説
の
受

容
だ
け
で
は
な

い
。
西

田
の
第
四
高
等
学
校
の
講
義
録

に
「
倫
理
学
」

と
い
う
小
冊
子
が
あ

る
。
後
に
「
善
」
と
改
題
さ
れ
て

『
善
の
研
究
』
第
三

編
と
な
る
論
文
で
あ

る
が
、
そ
の
重
要
な
部
分
で
あ
る
「
倫
理
学
の
諸
説
」

は
実
は
大
西
の

『
倫

理
学
』
に
依
拠
し
て

い
る
の
で
あ

る
。

へ郎多幾田西らかＩＩＪ梁島綱と祝西大１ｑ
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一
九
〇
三
年
一
一
月
二
九
日
発
送
と
推
定
さ
れ
て
い
る
親
友
山
本
良
吉
宛

の
書
簡
の
中
で
西
田
は
、
《
大
西
氏
の
倫
理
学
も
一
読
致
し
侯
　
思
想
は
明

晰

に
て
面
白
く
候
　

余
は
何
と
て
か
く
の
如
く
な
る
能
は
さ
る
に
や
と
思
ひ

候
》
（
書
簡
五
一
：
1
8
七
二
）
こ
と
述
べ
て
い
る
。
西
田
が
大
西
に
つ
い
て
触
れ

て

い
る
の
は
全
十
九
巻
の
西

田
全
集
で
た

っ
た
こ
の
一
ヶ
所

だ
け
で
あ
る
。

竹
内
良
知
氏
は
こ
の
記
述
を
手
が
か
り
に
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

《
西
田

は
『
善

の
研

究
』
第
三
編

「
善
」
の
「
倫
理
学
の
諸

説
」

に
つ
い
て

の
諸

章
に
お

い
て

、
倫
理

学
説
を
分

類
す

る
に
あ
た

っ
て
大
西

の

『
倫
理

学
』
に
お
け
る
分
類
を
採
っ
て
い
る
》
。
確
か
に
大
西
は
、
倫
理
学
説
を
、

直
覚
説
・
形

式
説
・

権
力
説
・
自
己

的
快
楽
説
・
公
衆
的
快
楽

説
に
分

類
し

て

論
じ
て
い
る
。
西

田
は
、

直
覚
説

・
権
力
説
・
合
理
説
・
利
己
的
快

楽
説

・
公
衆

的
快
楽
説
の
順

に
記
述
し
て

い
る
。
両
者
は
権
力
説
と
形
式
説

（
合

理
説

）
の
順
序

が
入
れ

替
わ
っ
て
い
る
だ
け
で
分
類
は
同
じ
で
あ

る
。

し
か

し

、
西

田
が
大
西

に
依
拠
し

た
の
は
「
倫
理
学
説
の
分
類
」
だ
け
な

の
で

あ

ろ

う
か
。
以
下
で
大
西

の
『
倫
理
学
』

と
西
田

の
「
倫
理
学
の
諸
説
」

の
内

容
を
比

較
し
て
み
よ

う
。

直
覚
説
に
お
い
て
大
西
が
検
討
を
加
え
て
い
る
の
は
、
ト
マ
ス
＝
リ
ー
ド

の
常
識
、
プ
ラ
ト
ン
の
知
・
勇

・
節

欲
、
孔
子

の
智
・
仁
・
勇
・
義
・
礼

、

ヘ
ル
バ
ル
ト
の
直
覚

な
ど
で

あ
る
。

一
方

「
倫
理
学
の
諸
説
」

に
お

い
て
西

田

が
扱

っ
て

い
る
の

は
知
勇
仁
義
で

あ
る
。
こ
れ
ら
は
大
西
が
取
り
上

げ
て

い
る
こ
と

で
も
あ

る
。
そ
し

て

「
直
覚

説
」
に
対
す

る
大
西

の
批

評

は
、

《
幾
多
の
道
徳
的
規
律
又
は
観
念
も
…
…
決
し
て
無
条
件
に
し
て
自
明
な
る

も
の
に
あ
ら
ず
）
（
Ⅱ
一
三
七
）
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
西
田
の
結
論
も
、

《
我
々
は
我
々
の
道
徳
的
判
断
に
於
て
、
一
も
直
覚
論
者
の
い
ふ
如
き
自
明

の
原
則
を
も
つ
て
居
ら
ぬ
》
（
①
一
二
四
）
と
な
っ
て
い
る
。
結
論
も
ま
た
同

じ
と
い
え

よ
う
。

形

式
説
（
合
理
説
）
で
大
西

が
扱
っ
て

い
る
の
は
カ
ン
ト
で

あ
る
。
そ
し

て
そ
こ
で
《
道
徳
法
は
唯
々
意
志
の
形
式
に
し
て
其
の
形
式
以
外
意
志
の
目

的
と
な
る
も
の
を
承
認
せ
ず
ば
其
の
意
志
は
全
く
空
な
る
も
の
と
な
ら
ん
》

（
Ⅱ
一
八
九
）
と
結
論

づ
け
て

い
る
。
西
田

は
ク
ラ

ー
ク
を
主

に
取
り
上
げ
て

い
て
、
《
純
理
を
以
て
人
性
の
目
的
と
な
す
時
に
は
、
理
論
上
に
於
て
も
何

等
の
道

徳
的
動

機
を
与

ふ
る
こ
と
が
で
き
ぬ
様
に
、
実
行
上

に
於
て
も
何
等

の
積
極
的
善
の
内
容
を
与
ふ
る
こ
と
は
で
き
ぬ
》
（
①
一
三
三
）
と
批
判
し
て

い
る
。
と
も

に
形
式

（
純

理
）

か
ら
は
道
徳
的
動
機
が
与
え
ら
れ
な

い
と
し

て

い
る
。

権
力
説
で
大
西

が
取

り
上

げ
て

い
る
の
は
、
キ
ル
ヒ
マ
ン
の
絶
対
的
威
力
、

ホ
ッ
ブ
ス
の
君
権
、
荻
生
徂
徠
の
先
王
の
道
で
あ
る
。
西
田
は
ド
ゥ
ン
ス
＝

ス
コ
ト

ゥ
ス
の
神

権
、

ホ
ッ
ブ
ス
、
菊
子

の
先
王

の
道
、

キ
ル

ヒ
マ
ン
を

扱

っ
て

い
る
。
そ
し
て

大
西

の
権
力
説
批
判
は
、
（
権
力
を

の
み
以

て
…
…

は
倫
理
の
基
礎

を
成
す

と
云

ふ
可
ら
ず
其
の
命
令

の
内
容

を
問

ふ
こ
と
を
せ

ざ
る
べ
か
ら
ず
）
（
Ⅱ
二
六
三
～
二
六
四
）
と
い
う
も
の
で
、
そ
れ
に
対
し
て

西
田
の
権
力
説
批
判
は
、
《
権
威
説
よ
り
は
…
…
所
謂
道
徳
法
と
い
ふ
も
の

も
殆
ど
無
意
義
と

な
り

、
従
つ
て
善
悪

の
区
別

も
全
く
基
準
が

な
く
な
つ
て

く
る
》
（
①
一
二
八
）
で
あ
っ
た
。
と
も
に
権
力
が
実
際
に
権
力
と
し
て
あ
る

9
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こ
と
と
そ
れ
が
善
悪

の
基
準
と
な
り
う
る
こ
と
と

は
無
関
係
で
あ

る
こ
と
が

指
摘
さ
れ
て

い
る
。

自
己
的
快
楽
説

に
お

い
て
大
西
が
考
察
を
加
え
て
い
る
の
は
主

に
ア
リ
ス

テ

ィ
ッ
ポ

ス
・

エ
ピ
ク
ロ
ス
・
楊
朱
・

エ
ル
ベ

シ
ウ
ス
・
小
乗
仏
教
で
、
そ

の
批
判
は
《
其
の
指
示
す
る
所
と
通
常
世
間
に
徳
行
と
称
す
る
者
と
全
く
相

契
合
す
る
か
》
（
Ⅱ
三
〇
五
）
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
一
方
、
西
田
の
利
己

的
快
楽
説
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
ア
リ
ス
チ
ッ
ポ
ス
・

エ
ピ
ク

ロ
ー

ス
で
、
《
若
し
自
己
の
快
楽
と
他
人
の
快
楽
と
相
衝
突
し
た
場
合
は
如
何
》

（
①
一
三
七
）
と
い
う
批
判

が
加
え

ら
れ
て

い
る
。
と
も

に
自
己

と
世

間
（
他

人
）
の
快
楽
が
調

和
し
な
い
場
合
の
困
難
が
指
摘

さ
れ
て

い
る
。

公

衆
的
快
楽
説
で
大
西

が
例
と
し
て
挙

げ
て

い
る
の
は
、
ベ
ン
ザ
ム
・

ア

ダ
ム
＝
ス
ミ
ス
・
シ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
で
、
そ
の
批
判
は
（
公
衆
的
快
楽
説
は
快

楽
の
分
配

の
道
を
示
す
事

に
欠
く

る
所
あ
り
）
（
Ⅱ
三
六
七
）
で
あ

る
。
西
田

が
取
り
上
げ
て
い
る
の
は
、
ベ
ン
サ
ム
と
ミ
ル
で
、
《
他
人
の
快
楽
を
も
計

算
し
て
快
楽
の
大
小
を
定
め
ん
と
す
る
の
は
…
…
困
難
で
あ
る
》
（
①
一
三

八
）
と
批
判
さ
れ
て

い
る
。
と
も

に
他
人
と

自
己

と
の
快
楽
の
分
配
計
算

は

困
難
で

あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て

い
る
。

こ
の
よ

う
に
、
大
西

の
『
倫
理
学
』
と
西
田
の

「
倫
理
学

の
諸
説
」
と

は

実

例
も
批
判

の
方
法

も
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ

る
。
前
者

は
四
百
字
詰

め
原
稿

用
紙
で
約
五
五
〇
枚

、
後
者

は
約
四
〇
枚
で
あ
る

か
ら
、
西
田
の
「
倫
理
学

の
諸
説
」

は
大
西

の
『
倫
理
学
』
の
要
約
と

い
っ
て
も
過
言
で

は
な

い
。

も
ち
ろ
ん
論
者

は
「
倫
理
学
の
諸
説
」
を
書
く
に
あ
た

っ
て
西
田
が
大
西

の
業
績
を
盗
用
し

た
、
と
言
お
う
と
し
て

い
る
の
で

は
な
い
。
大
西

の
『
倫

理
学
』
の
明
晰
さ

に
は
確
か
に
す
ば
ら
し

い
も
の
が
あ
る
が
、
倫
理
学
説
の

分
類

に
も
、
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
の
学
説
の
批
判
の
内
容

に
も
、
大
西
な
ら
で
は

の
オ
リ
ジ

ナ
リ
テ

ィ
が
あ
る
わ
け
で

は
な

い
か
ら
で
あ
る
。
論
者
が
言

い
た

い
の
は
、
そ
う
で
は
な
く
て

、
西
田
が
研
究
を
進
め
る
に
あ
た

っ
て
大
西
の

方
法

を
採
用
し
た
と

い
う
事
実

の
方
な
の
で
あ
る
。

大
西
は
新

カ
ン
ト
学
派
西

南
学
派
の
リ
ッ

ケ
ル
ト
に
近
い
立
場
を
と
り
つ

つ
、
そ
の
批
判
主
義
と
グ
リ
ー
ン
的
自
己
実
現
説
と
の
調
和

を
め
ざ
そ
う
と

し
た
哲
学
者
で
あ

っ
た
。
大
西
が
取

り
組
も
う
と
し
た
そ
の
課
題
を
西
田
は

全
面

的
に
大
西

か
ら
引

き
継

い
で
い
る
の
で

あ
る
。

Ⅲ
　

綱

島
と

西

田

の
継

受

関

係

―
―
そ
の
神
秘
思
想
に
お
け
る
―
―

さ
て

、
先

に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
綱

島
梁
川

は
大
西

の
倫
理
学
上
の
後

継

者
で

あ
っ
た
。
そ
の
綱
島
も
結
核
に
か
か
っ
て

か
ら

は
神
秘
体
験
を
言
語
化

す

る
よ

う
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
思

想
が
『
善
の
研
究
』
第
四
編

「
宗

教
」

に
引
き
継

が
れ
て

い
る
の
で

あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で

は
そ

の
継

受
関
係

を
検
証

し
て
み

た
い
。

西
田

の
残
し

た
日
記
・
書
簡
に

は
、
彼
が
綱
島

か
ら
大
い
に
感
化
を
受
け

て
い
た
こ
と

が
記

さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
一
九
〇
五
年
二
月
一
七
日
付
日
記

に
、

《
綱
島
氏
の
宗
教
上
の
光
耀
と
題
す
る
文
を
読
み
感
発
す
る
所
あ
り
》
（
1
7
一

三
五
）
と

い
う
記
述
が
あ
る
。
こ

れ
が
西

田
の
綱
島
へ
の
言
及
の
最
初
で
あ

へ郎多幾田西らかＩ
－Ｊ梁島綱と祝西大

り
ａ

Ｑ

り



る
。
そ
し
て
、
《
此
日
太
陽
の
綱
島
氏
の
文
を
よ
む
、
深
く
感
す
》
（
日
記
同

年
三
月
二
日
：
1
7
一
三
六
）
、
さ
ら
に
一
九
〇
六
年
三
月
二
一
日
付
の
二
通
の

書
簡
の
、
《
余
は
深
く
綱
島
梁
川
の
病
間
録
を
感
ん
す
　
高
見
い
か
ん
》
（
書

簡
五
三
・
山
本
良
吉
宛
：
1
8
七
四
）
、
《
梁
川
氏
の
病
間
録
は
小
生
等
に
は
其
境

涯
を
伺
ふ
こ
と
は
て
き
ぬ

か
思
想

に
於
て
は
小

生
其
一
字

一
句
を
讃
成
致
し

全
く
余
の
言
は
ん
と
欲
す
る
所
を
云
ひ
た
る
如

き
心
地
致
し
候
》
（
書
簡
五
四

・
堀
維
孝
宛
：
1
8
七
五
）
へ
と
続
い
て
い
る
。
一
九
〇
五
年
初
め
か
ら
約
一
年

間
の
間
、
西

田
は

『
病
間
録
』

に
収
め
ら
れ
た
綱
島
の
文
章
を
熱

心
に
読
み

、

自
分
の
考
え
と
綱
島
の
考
え
は
同
じ
だ
、
と
さ
え
述

べ
て

い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
具
体
的
に
綱
島
の
神
秘
体
験
の
記
録
と
西
田
の
思

想
の
相
似

点
を
見
て
み
よ

う
。

綱
島

は
「
宗
教
上

の
光

耀
」

に
お
い
て

、
彼
の
宗
教
体
験
を
次
の
よ
う

に

記

し
て

い
る
。
《
宗
教

上
の
光
耀
も
し

は
遍
照

が
、
心
霊

上
一
種

の
開
眼
の

消
息
な
る
は
言
ふ
ま
で
も
あ
ら
ず
。
…
…
こ
の
刹
那
、
「
我
」
の
意
識
は
あ

れ
ど
、
い
と
微

か
な
る
受
動

の
酔

ひ
心
地
に
し
て
、
一
向

に
至
高
者

に
打
ち

ま
か
せ

た
る
帰

依
の
思

ひ
、
優

々
と
し
て

永
年
の
楽
し
み

に
通

ふ
。
こ

の
刹

那
常
在

の
鍵

は
既

に
吾

が
手
に
あ
る
心
地
し
て
底
ひ
知
ら
れ

ぬ
寂
寞

の
影

、

亦
来
た
つ
て
こ
の
幽
微
な
る
喜
び
を
培
ふ
》
（
一
八
〇
～
一
八
一
）
゜
こ
の
経
験

を
学
問

的
に
書
き

換
え

る
な
ら

ば
、
一
九
〇
五
年

か
ら
翌
年

に
か
け
て
の
西

田
の
講
義

案
で
あ

る
「
倫
理

学
草
案

第
二
」

に
収

め
ら
れ
て

い
る
「
宗
教

論
」

の
次
の
よ
う

な
記

述
に
な
る
で
あ
ろ

う
。
《
元

来
吾

人
が
宗

教
的
要

求

を
起
す
の

は
単

に
知
意

の
上

に
於
て
主
客

の
衝
突
、
有
限
無
限
の
矛
盾
を
解

決

せ
ん
と
す

る
の
み
で
な
く
其
根
底

に
於
て
す
る
の
で
あ
る
か
ら
（
宗
教
は

自
己

の
解
決
で

あ
る
）
、
解
決
も
亦
吾
人
の
精
神
全
体

の
上

に
於
て
起
る
の

で
あ

る
。
（
即
霊

性
の
上
の
事
実
で
あ
る
）
。
此
の
事
実

は
一
面

に
於
て
無
限

の
畏
敬
と
し

て
一
面

に
於
て
無
限
の
安
慰
と
し
て
吾
人

の
意

識
全
体
を
浸
す

の
で
あ
る
》
（
⑯
二
六
〇
）
。
ま
た
、
綱
島
は
「
宗
教
的
真
理
の
性
質
」
に
お
い

て

《
吾
人
神

を
知
る
と
い
ふ
、
而

か
も
厳
密
に
は
寧

ろ
神

を
感

ず
若
し
く
は

味
ふ

（
語
や

ゝ
穏
正

を
欠
け

ど
も
）
と
こ
そ
い
ふ
べ
き

に
は
あ
ら
ざ
る
乎
》

（
二
）
と
し

て
、
神

は

「
知
る
」
と
い
う

よ
り
も

「
感
じ

る
」

も
の

だ
と
し

て

い
る
が
、
西
田
も

ま
た
、
《
神
を
知

る
と
い
ふ
こ
と
は
知
識

的
に
推
論
し

て
之
を
知
る

に
あ
ら

ず
、
内
面
的
経
験
の
上

に
於
て
之
を
直
覚
す
る
の
で
あ

る
》
（
⑯
二
六
一
）
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
綱
島
は
《
神
を
感
じ
、
神
を
味
ふ

も
の
に
取
り
て
は
、
こ
の
意
識
上
の
一
事
実
が
、
神
の
実
在
の
唯
一
論
証

た

る
べ

く
し
て
、

他
に
ま

た
何
等
の
客
観
的
論
証

を
藉
る

を
要

せ
ず
》
（
三
）

と
し
て
い
る
が
、
西
田
も
ま
た

《
宗
教
家
の
神

は
直

に
自
己
の
感
情
の
上
に

証
明
せ
ら
れ
た
る
神
で
あ
る
》
（
⑯
二
六
一
）
と
し
て
神
の
存
在
は
感
情
（
意

識
の
事
実
）

に
お

い
て
し

か
証
明
で
き

な
い
と
述
べ
て

い
る
。

宗
教
の
と
ら
え
方

に
つ

い
て
の
綱
島
と
西
田

の
類
似
点
は

『
病
間
録
』
と

「
倫
理
学

草
案
第

二
」

の
「
宗
教
論
」
と
の
間

だ
け

に
見
ら
れ

る
の
で

は
な

い
。
約
五
年
後

に
完
成
さ
れ
た

『
善
の
研
究
』

に
も
、
綱
島
の
思
想
か
ら
の

影
響

が
か

い
ま
見

ら
れ

る
。

例
え
ば
西

田

は

『
善
の
研
究
』

第
二
編

「
実

在
」
第
十
章

「
実
在
と
し
て
の
神
」

に
お
い
て

《
神
は
実
在
統
一
の
根
本
と

い
ふ
如
き
冷
静
な
る
哲
学
上
の
存
在
で
あ
つ
て
、
我

々
の
暖
き
情
意
の
活
動



と
何
等
の
関
係

も
な
い
様
に
感
ぜ
ら
る

ゝ
か
も
知
ら

ぬ
が

、
其
実

は
決
し
て

さ
う
で

は
な
い
。
曩
に
い
つ
た
様

に
、
我

々
の
欲
望
は
大
な
る
統
一
を
求
む

る
よ
り
起

る
の
で

、
此
統
一

が
達
せ
ら

れ
た
時

が
喜
悦

で
あ

る
》（
①
一
〇

〇
）
と
し

た
が
、
そ
の
考
え
は
綱
島
の

《
光
耀
の
意

識
は
、
我
が
日
常
生
活

の
経
験
と
毫
し

も
矛
盾
す

る
所
な
き
の
み

な
ら
ず
、
寧
ろ
反
り
て
之
れ
を
統

一
し
て

、
之
れ

に
一
段
深
き
意
義
を
帯
ば
し
む
る
も
の
な

る
こ
と
を
見
た
り
。

…
…
其

の
深
邃

な
る
悦

び
は
、
世
の
常
の

う
つ
ろ
ひ
易
き
徒
な
る
悦
び
と
異

な

る
を
見

た
り

》
　（
一
九
五

～
一
九
六
）
と
同
じ

と
い
え

る
。
ま

た
、
『
善

の

研
究
』
第
四
編

「
宗
教
」
第
二
章
「
宗
教
の
本
質
」
の
《
我
々
が
神
に
祈
り

又

は
感
謝
す
る
と

い
ふ
も
、
自
己
の
存
在
の
為
に
す
る
の
で
は
な
い
、
已

が

本
分
の
家
郷
た

る
神

に
帰
せ
ん
こ
と
を
祈
り
又
之
に
帰
せ
し
こ
と
を
感
謝
す

る
の
で
あ
る
。
又
神
が
人
を
愛
す
る
と
い
ふ
の
も
比
世
の
幸
福
を
与

ふ
る
の

で

は
な

い
、
之

を
し
て
已

に
帰
せ
し

め
る
の
で
あ
る
》
（
①
一
七
四
）
と
い
う

表
現
は
、
綱
島

の
「
宗
教
的
真
理
の
特
質
」
で
の
《
宗
教
的
経
験
に
饒
め
る

も
の

に
取
り
て

は
、
神
人
相
愛
の
一
義
は
、
実
に
天
地
人
生
の
最
深
奥
の
真

理
と
響

く
も

の
に
あ
ら

ず
や
》
（
五
）
と
い
う
考
え

か
ら
の

継
受

関
係
を
指

摘
で
き
よ
う
。

こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
こ
う
し
た
継
受

関
係
が
単
に
外
面

的
な
部
分

に
と

ど
ま
る
の
で
は
な
く
、
西
田
が
綱
島
の
神
秘
体
験
に
心
か
ら
賛
同

し
て
そ
れ

を
自
己
の
哲
学

に
お
い
て
言
語
化

し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ

に
あ
る
。
神
秘
思

想
は

『
善
の
研
究
』
以

後
の
西
田

の
思
索

か
ら
は
表
面
上
消
え
て

ゆ
く
が
、

彼
の
著
作
の
根
本
的
発
想
に
は
な
お
「
一
な
る
も

の
」
す

な
わ
ち
「
神
」
の

「
実
験
」
（
実
際
の
経
験
）
が
あ
る
の
で

あ
る
。
そ
の
こ
と
に
目
を
開

か
せ
た

の
は
綱
島
の
思
想
な
の
で
あ
っ
た
。

そ
れ
で

は
西
田

は
な
ぜ
綱
島

の
神
秘
体
験

に
近
づ

い
て
い

っ
た
の
で
あ
ろ

う
か
。
論
者

は
、
明
晰
な
大
西

的
批
判

主
義

か
ら
神
秘
思
想
へ
と
目
を
転
ず

る
き

っ
か
け

に
な

っ
た
の
は
、
親
し

い
肉
親
の
死
で
あ

っ
た
と
推
測
し
た
い
。

綱
島
の

『
病
間
録
』
に
感

銘
を
受
け

た
時
期
と
相
前
後
し
て
西
田

は
弟
と

二
人
の
娘
を
失

っ
て

い
る
。
と
り

わ
け
次
女
の
死
は
西
田
に
大
き
な

シ
ョ
ッ

ク
を
与
え
た
ら
し
く
、
追
悼
文
と
も
言
う
べ
き
感
動
的
な
文
章

を
残
し
て
い

る
。
そ
の

末
尾

に
次
の
よ
う
に
あ
る
。
《
最
後

に
、

い
か
な
る
人
も
我
子

の

死
と
い
ふ
如

き
こ
と
に
対
し
て

は
、
種

々
の
迷
を
起
さ
ぬ
も

の
は
な
か
ら
う
。

…
…

我
々
は
か
ゝ
る
場
合
に
於
て
、
深
く
己
の
無
力

な
る
を
知
り
、
己
を
棄

て

ゝ
絶
大
の
力
に
帰

依
す
る
時
、
後
悔
の
念
は
転
じ
て
懺
悔
の
念
と
な
り
、

心
は
重
荷
を
卸
し
た
如
く
、
自
ら
救
ひ
、
又
死
者
に
詫
び
る
こ
と
が
で

き
る
。

歎
異
抄
に

『
念
仏
は
ま
こ
と

に
浄
土
に
生
る

ゝ
種
に
て

や
は
ん
べ
る
ら
ん
、

ま
た
地
獄
に
堕
つ
べ
き
業
に
て
や
は
ん
べ
る
ら
ん
、
総
じ
て
も
て
存
知
せ
ざ

る
な
り
』
と
い
へ
る
尊
き
信
念
の
面

影
を
も
窺
ふ
を
得
て
、
無
限
の
新
生
命

に
接
す
る
こ
と
が
で
き
る
》
（
①
四
二
〇
）
。

一

方
、
『
善

の
研

究
』
の

「
宗

教
」
の

最
終

章
で

あ
る

第
五

章
「
知

と

愛
」

の
結
論
部

に
は
、
《
人
間
一
生
の
仕

事
が
知
と
愛
と
の
外

に
な
い
も

の

と
す

れ
ば
、
我
々
は
日
々
に
他
力
信
心
野
の
上

に
働

い
て
居
る
の
で
あ

る
。

学
問
も

道
徳
も
皆
仏
陀
の
光
明
で

あ
り

、
宗

教
と
い
ふ
者
は
此
作
用

の
極
致

で
あ

る
。
学
問

や
道

徳
は
個
々
の
差
別

的
現
象

の
上

に
此
他
力
の
光
明

に
浴

へ郎多幾田西らかＩ―Ｊ梁島綱と祝西大
一
ｂ

Ｑ

″



す
る
の
で

あ
る
が
、
宗
教

は
宇
宙
全
体
の
上
に
於
て

絶
対

無
限
の
仏
陀
其
者

に
接
す
る
の
で
あ
る
。
…
…
「
念
仏
は
ま
こ
と
に
浄
土
に
む
ま
る

ゝ
た
ね
に

て

や
は
ん
べ
る
ら
ん
、
ま
た
地
獄
に
お
つ
べ
き
業
に
て

や
は
ん
べ
る
ら
ん
、

総
じ
て

も
て
存

知
せ

ざ
る
な
り
」
と

か
い
ふ

語
が
宗

教
の
極

意
で

あ
る
》

（
①
一
九
九
）
と
あ

る
。

み
ら
れ

る
よ
う

に
「
『
国
文

学
史
講
話
』
の
序
」
で

は
、
子
供

の
死

さ
え

も
乗
り
越
え
る
こ
と
の
で
き
る
「
無
限
の
新
生
命
」
へ
の
確
信
を
も
た
ら
す

も
の
と
し
て
、

ま
た
、
「
知
と
愛
」
で

は
、
宗
教
の
本
質

的
な
部
分
で

あ
る

「
絶
対

無
限

の
仏
陀

（
神
）
」

の
光
明

を
示

す
実

例
と
し
て
、
『
歎
異

抄
』

の

同

じ
部
分

が
引

か
れ
て

い
る
。
こ
の
二
つ
の
引
用

を
組
み

合
わ
せ
る
と
次
の

よ

う
に
な
る
で

あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
子

供
の
死

を
乗
り

越
え
、
無
限
の
新

生

命
に
触

れ
る
こ
と
を
可

能
に
す
る
の
は
『
歎
異
抄
』

の
引
用
部

に
示

さ
れ

た
「
絶
大
の
力
」

あ
る

い
は
「
他
力

の
光
明
」

へ
の
絶
対
的
帰

依
と
で
も

い

う
べ
き
も
の
で

あ
り
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
帰

依
こ
そ
が
宗

教
の
本
質

で
あ
る
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

西
田

は
、
主

に
子
供
の
死

を
契
機
と
し
て

「
絶
対

無
限
の
仏

陀
（
神
）
」

へ
の
確
信
を
深
め
た
の
で
あ
り
、
そ
の
実
在
を
信
じ
る
が
故
に
西

田
の
経
験

と
重
な
り
合
う
綱
島
の
神
秘
体
験
を
重
要

視
し
た
の
で

あ
る
。

お

わ

り

に

同
時
代
の
日
本

に
お

い
て
大
西
と
綱
島
以

上
に
西

田
に
影
響
を
与
え
た
思

想
家
は
い
な
い
。
み
ら
れ
る
よ
う
に
西
田
は
大
西

か
ら
明

晰
な
分
析
方
法
を

学
び
、
綱
島
の
「
見
神
」
の
実
験
が
ら
自
ら
の
思
索
の
方
向
性
を
開
眼
し
た

の
で

あ
る
。
ど
ち
ら
か
一
方
の
継
受
と
し
て
で
は
な
く
、
両
者
の
綜

合
と
し

て
西

田
の
哲
学
は
成
立
し
て

い
る
の
で
あ
る
。

日
本
に
お
け
る
真

に
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
哲
学
が
、
カ
ン
ト
の
請
け
売
り
で
も

ま
た
神
秘
体
験
の
無
批
判
な
言
語
化
で
も
な

い
、
徹
底
的
な
批
判
を
通
過
し

た
後
の
そ
れ
で

も
な
お
否
定
し
き
れ
な

い
絶
対
者
と
の
出
会
い
に
あ
っ
た
こ

と
が
、
西

田
の
哲
学

に
深
み

を
与
え
て

い
る
と

い
え
よ
う
。

（
１

）
　
『
日

本

型

思

想

の

原

像

』
（
三

一

書

房
:
　１
９
６
１
／
１
２
）
°

（
２

）

「
大

西

祝

と
西

田

幾

多

郎

」
『
日

本

学

』

第

四

号

（
国

書
刊

行

会

：
　１
９
８
４
／
　６
）
°

（
３

）
　
「

日

本

的

観

念

論

哲
学

の
成

立

」

遠

山
茂

樹

他

編

『
近

代

日

本

思

想

史

』

第

二
巻
（
青
木
書
店
：
１
９
５
６
／
９
）
°

（
４
）
「
『
純
粋
経
験
説
』
の
発
想
に
寄
与
し
た
諸
思
想
―
―
特
に
綱
島
梁
川
と
の
関

係

を

中

心

に

し

て

」
『
理

想

』
第

三

二

六

号

（
理

想

社

：
　
１
９
６
０
／
７
）
°

（
５
）
『
西
田
幾
多
郎
全
集
』
第
一
八
巻
（
岩
波
書
店
：
初
版
１
９
５
３
／
４
）
七
二
頁
を

示

す

。

（
６

）
　

竹

内

氏

前

掲

論

文

。

（
７
）
　
『
大
西
博
士
全
集
』
第
二
巻
（
警
醒
社
書
店
：
初
版
１
９
０
３
／
５
）
　
一
三
七
頁
を

示

す

。

ま

た

、

引

用

文
中

の
…

…

は

中

略

を

意

味

す

る

。

（
８
）
『
病
間
録
』
（
梁
江
堂
書
店
：
　
１
９
０
５
／
１
０
）
　
一
八
〇
―
一
八
一
頁
を
示
す
。

（
９

）
　
「
『
国

文

学

史

講

話
』

の
序

」

（
１
９
０
７
／
１
１
執

筆

）

『
思

索

と

体

験

』

（
１
９
１
１
／

１
１
）

所

収

。

（
ひ
ら
や
ま
・
よ
う
、
倫
理
学
・
日
本
思
想
史
学
、

静

岡

県

立

大

学

助

手

）
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