
〈
特
集
「
近
代
日
本
と
西

洋
思
想
の
受
容
」
２
〉

綱
　

島
　

梁
　

川

1
.
明
治
思
想
史
に
お
け
る
梁
川
の
位
置

綱
島
梁
川

（
１
８
７
３
-１
９
０
７
）

の
生
涯
を
見

る
と
き
、
そ

れ
は
近
代

日
本
が

確
立
さ
れ
て
き
た
歴
史
を
反
映
し
て
お
り
、
人
と
そ
の
時
代
と
の

か
か
お
り

を

か
れ

に
お
い
て
も
見
い
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

梁
川
が
東
都
遊
学
の
た

め
郷
里

の
有
漢

（
岡
山
県
上
房
郡
有
漢
町
）
を
出
発

し
た
の
は
、
明
治
2
5
年
（
1
8
9
2
）
１
月
1
1
日
で
あ
る
。
か
れ
が
1
9
歳
の
と
き

で
あ

る
。
当
時
、
交
通
不
便
の
有
漢
と

い
う
片
田

舎
に
あ

っ
て
も
文
明
開
化

の
波

は
近
く

の
高
梁

（
現
高
梁
市
）
を
中

心
に
備
中

地
方
に
押
し

寄
せ

た
。

若
き
梁
川

の
思
想
形
式

に
大
き
な
影
響

を
与
え

た
も

の
が

二
つ
あ

る
。
そ

の

一

つ
は
高
梁
教
会
が
明
治
1
5年

（
１８
８
２
）

に
創
立
さ
れ

た
こ
と
で
あ

る
。

明

治
1
2年

に
は
す
で

に
金
森
通
倫
が

、
翌
1
3
年
に
は
新
島
襄
が
そ
れ
ぞ
れ

キ
リ

ス
ト
教

の
伝
導
の
た
め
高
梁

に
き
て

い
る
。
高
梁
教
会

は
日
本
の
こ
う
し

た

行
　
安
　
　
　

茂

ト
ッ
プ
リ
ー
ダ
ー
の
支
援

に
よ
っ
て

創
立
さ
れ
た
。
か
れ
ら

の
影
響

を
受
け

た
人

た
ち

の
中

に
は
、
順
正

女
学
校
を
創
立
し
た
福
西
志
計
子
ら
が

い
た
。

梁
川

は
明
治
2
3年

に
高
梁

教
会
で
古
木
虎
三
郎
牧
師
か
ら
洗
礼
を
受
け
た
。

か
れ
が
1
7歳

の
と
き
で
あ

る
が
、
そ
れ
以
前
の
1
4歳
ご
ろ

か
ら
有
漢

の
伝
導

所

に
お
い
て

キ
リ

ス
ト
教
に
強
い
関
心
を
も

っ
て

説
教
を
聞
き
、
先
輩

の
信

者

と
交
流
を
深

め
て

い
た
。
そ
の
中

に
は
山
室
軍
平

、
留
岡

幸
助
も
含
ま

れ

て

い
た
。

梁
川

は
有
漢
で

は
知
新
高
等
小

学
校
の
助
教
と
し
て
勤

務
し
な
が
ら

、
当

時
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
で

あ

っ
た
。
ス
マ
イ

ル
ズ
の

『
自
助

論
』

を
熱
心
に
読

ん
で

い
た
。

か
れ

は
原
文
で

読
ん
で

い
た
よ
う
で
、
古
木

牧
師
に
し

ぱ
し
ば

質

問
し

に
高
梁

に
出

か
け
た
こ

と
が
日
記

に
書

か
れ
て

い
る
。
こ

の
外

、

ジ
ョ
ン

ー
バ
ン
ヤ
ソ
の

『
天
路
歴

程
』
、
ス

マ
イ
ル

ズ
の
『
西

洋
品
行

論
』

を
読
ん
で

お
り
、

さ
ら
に
テ
エ
ソ
ン
、
ロ
ン
グ
フ
ェ

ロ
ー
、
ト
ル
ス
ト
イ

の



名
前
が
日
記

に
し
ば
し
ば
出
て
お
り
、
こ
れ
ら

の
人

の
書
物

は
読
ま
れ
て

い

た
も
の
と
十
分

考
え
ら
れ

る
。
漢
文
で

は
『
十

八
史
略
』
が
よ
く
読
ま
れ
、

又
、
井
上
圓
了

の
『
倫

理
通
略
』
、
徳
富

蘇
峰
の

『
国
民
の
友
』
も
よ

く
読

ま
れ
て

お
り
、
現
代

の
高
校
生
の
年
齢
と
同
じ
年
齢

に
あ

っ
た
梁
川
の
知
的

レ
ベ
ル
は
か
な
り
高

か
っ
た
と
み
て
よ

い
。
と
く

に
、
か
れ
の
漢
文

に
つ

い

て

の
理
解
と

知
識
は
、
「
春
秋
倫
理

思
想
史
」
に
見

ら
れ
る
よ

う
に
、
当
時

と
し
て

は
抜
群

の
も
の
で
あ

っ
た
。

さ
て
、
梁
川

は
明
治
思
想
史
の
上
で

は
ど
の
よ

う
な
地

位
を
占

め
て

い
る

の
で
あ
ろ

う
か
。
明
治
思
想
史
は
大
き
く
三
期

に
分
け
ら

れ
る
と

い
う
。
大

に
よ

っ
て

は
四
期

に
分
け
ら
れ
る
と
い
う
見
方
も
あ

る
。
こ
れ
ら
の
分
け
方

で
注
目
さ
れ
る
べ
き
共
通
点
は
、
明
治
2
0年
前
後
が
明
治
思
想
の
転
換
期
と

し
て
み
ら
れ
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。
明
治
2
2年

は
大
日
本
帝
国
憲
法
が
公
布

さ
れ
た
年
で
あ
り

、
同
2
3年
は
教
育
勅
語
が
発
布

さ
れ
た
年
で
あ

る
。
又
、

明
治
2
3年

は
、
井
上
哲
次
郎
が
６
年
間

に
わ
た
る
ド
イ

ツ
留
学

か
ら
帰
国
し
、

帝
国
大
学
文
科
大

学
の
教
授

に
就
任
し
、

日
本

に
お
い
て
哲
学

が
本
格
的

に

研
究
さ
れ

始
め
た
年
で
あ

る
。
明
治
初
年

か
ら
同
2
0
年
前
後
ま
で

の
約
2
0年

間
を
見
る
と
、
周
知
の
よ
う
に
、
福
沢
諭
吉
の
『
学
問
の
す
ゝ
め
』
（
明
治

５
年
）、
『
文
明
論
之
概
略
』
（
同
８
年
）
が
刊

行
さ

れ
、
独
立
自
尊

の
思
想
が

広
く
ゆ
き

わ
た
っ
た
。
福
沢
の
こ
れ
ら

の
書
物

は
、
明

治
3
0年
代

に
お
い
て

は
「
実
利
主
義

の
道
徳
」
を
説
い
た
も

の
と
し
て
み

ら
れ
、
人

生
の
意
義

を

十
分
説

い
た
も

の
で

は
な

い
と
し
て
批
判

さ
れ

た
。
梁
川

も
こ

う
し

た
批
判

者
の
一
人
で
あ

っ
た
。
福
沢
の

『
福
翁
百
話
』
（
明
治
3
0年
）
が
刊
行

さ
れ

る

や
、
梁
川

は
こ

れ

に
対
す

る
書

評
と
し
て

「
福
翁

の
人
生
二
面

観
」
（
明
治

3
4年
）
を
発
表

し
た
。
こ
れ
を
読
む
と
梁
川

の
人
生

に
対

す
る
考
え
方

と
福

沢

の
そ
れ
と

の
相
違
点
を
見

い
出
す
こ
と
が
で
き
、
明
治
3
0年
代
の
梁
川

の

思

想
を
福
沢

を
中

心
と
す
る
そ
れ
以

前
の
功
利
主
義
的
人
生
観
へ
の
反

動
と

し
て

位
置

づ
け

る
こ
と
が
で
き
る
。

梁
川

に
よ
れ
ば
、
福
沢
は
一
方
で
は
「
天
道
の
広
大
」

の
立
場
か
ら
「
到

底

瞞
着
す

べ
か
ら

ざ
る
を
信
じ
言
行
共
に
悪

を
避
け
て
善

に
近
づ
き
云
々
」

と

い
い
な
が
ら
、
他
方
で
は
「
政
治
も
経
済
も
都
て
是
れ
浮
世
の
戯
れ
に
し

て

其
名
利

の
成
功
は
唯
児
戯
の
佳
境
に
入
り
た
る
者
に
過
ぎ
ず
」
と
い
う
。

こ
れ

は
矛

盾
で

あ
る
。
福
沢
は
二
つ
の
考
え

方
の
ど
れ
を
も

っ
て
本
心
と
考

え
て

い
る
の
か
。

福
沢
は
人
生
を
真
面
目
に
考
え
て

い
る
よ
う
に
み
え

る
が

、

戯

れ
と
見
て

い
る
と
こ
ろ

か
ら
す
れ
ば
本
気
で

考
え
て

い
な

い
と
も
受

け
と

れ

る
、
と
梁
川

は
い
う
。
こ
の
よ
う
な
疑
問
か
ら
福
沢
に
は
「
道
徳
上
終
始

一
貫

の
至

誠
」
が
欠
け
て

い
る
と
梁
川
は

い
う
。
福
沢
の
人
生
観
は
何
と
な

く
「
わ
ざ
く
れ
に
過
ぎ
ざ
り
し
」
と
こ

ろ
が
あ
り
、
「
翁
は
根
柢

に
於
て

果

た
し
て
真
面
目
な
る
人
生
観
を
有
し
た
る
乎
と
。
」
疑
問
を
も
つ
の
で
あ
る
。

梁
川

は
「
真
面
目
な
る
人
生
観
」

は
宗
教

に
よ

っ
て
基
礎

づ
け
ら
れ
る
の
で

あ
っ
て
、
福
沢
の
処
世
哲
学

か
ら

は
生
ま
れ
な
い
と
主
張
す

る
。
す
で
に
こ

う
し
た
内
面
的
探
究
は
北
村
透
谷

か
ら
始
ま
り
、
明
治
3
0年
前
半
に
は
高
山

樗

牛
に
お
い
て
著
し
く
、
樗
牛
な
き
あ
と

は
梁
川
に
よ
っ
て
一
層
徹
底
さ
れ

て

い
っ
た
。

明

治
思
想
史
を
仮
に
三
期

に
分
け
、
明
治
2
0年
前
後
を
境
と
し
て
こ
れ
以



後

の

約
1
5

年

間

を

第

二

期

と

み

る

な

ら

ば

、

梁

川

は

こ

の

第

二

期

に

属

す

る

思

想

家

で

あ

っ

た

と

い

え

る

。

高

山

樗

牛

、

綱

島

梁

川

、

海

老

名

弾

正

、

西

田

天

香

等

は

こ

の

時

期

の

人

物

で

あ

り

、

当

時

、

か

れ

ら

が

若

い

人

び

と

に

与

え

た

影

響

は

測

り

知

れ

な

い

ほ

ど

か

れ

ら

の

心

に

浸

透

し

た

。

２

．

梁

川

に

お

け

る

イ

ギ

リ

ス

倫

理

学

の

受

容

と

か

れ

の

課

題

梁

川

は

明

治
2
6

年

６

月

、

東

京

専

門

学

校

文

科

を

卒

業

し

た

。

同

期

の

朝

河

貫

一

が

１

番

で

あ

り

、

梁

川

は

２

番

で

あ

っ

た

。

梁

川

の

卒

業

論

文

は

「

道

徳

的

理

想

論

」

で

あ

っ

て

、

こ

れ

は

か

れ

の

そ

の

後

の

思

想

展

開

の

原

点

を

な

し

て

お

り

、

と

く

に

注

目

さ

れ

る

べ

き

論

文

で

あ

る

。

こ

の

論

文

は

大

き

く

三

つ

に

分

け

ら

れ

る

。

第

一

は

ダ

ー

ウ

ィ

ン

の

進

化

論

の

流

れ

を

汲

む

Ｈ

・

ス

ペ

ー

ン

サ

ー

、

Ｌ

・

ス

テ

ィ

ー

ヴ

ン

、

Ｓ

・

ア

レ

ク

サ

ン

ー

ダ

ー

の

倫

理

学

説

の

批

判

的

検

討

で

あ

る

。

第

二

は

Ｔ

・

Ｈ

・

グ

リ

ー

ン

の

自

我

実

現

説

の

影

響

を

受

け

た

、

Ｊ

・

Ｓ

・

マ

ケ

ン

ジ

、

Ｊ

・

デ

ュ

ー

イ

の

倫

理

学

説

の

検

討

で

あ

る

。

第

三

は

功

利

主

義

と

カ

ン

ト

と

の

比

較

に

よ

る

、

そ

れ

ぞ

れ

の

長

短

の

指

摘

と

両

者

の

関

係

に

つ

い

て

の

考

察

と

で

あ

る

。

梁

川

が

到

達

し

た

結

論

は

、

「

自

家

実

現

」

で

あ

る

。

こ

れ

は

「

理

的

活

動

と

し

て

の

自

家

実

現

」
、

「

美

的

活

動

と

し

て

の

自

家

実

現

」
、

「

道

徳

的

活

動

と

し

て

の

自

家

実

現

」

の

三

つ

に

分

け

ら

れ

る

。

か

れ

は

「

こ

の

三

活

動

を

最

も

調

和

的

に

最

も

円

満

に

実

現

し

た

る

も

の

、

こ

れ

所

謂

真

我

也

。
」

と

い

う

。

梁

川

に

と

っ

て

は

「

道

徳

的

理

想

」

と

は

、

「

真

我

」

（

完

全

な

自

我

）

を

目

指

し

て

知

情

意

の

活

動

が

調

和

す

る

活

動

又

は

自

己

向

上

の

努

力

で

あ

る

。

こ

の

立

場

は

あ

る

意

味

で

は

か

れ

の

全

生

涯

を

貫

く

テ

ー

マ

で

あ

る

が

、

そ

れ

は

勿

論

質

的

変

化

を

受

け

、

深

ま

っ

た

こ

と

は

い

う

ま

で

も

な

い

。

梁

川

は

「
道

徳

的

理

想

論

」

に

よ

っ

て

自

己

の

思

想

的

立

脚

点

を

確

立

し

た

後

、

シ

ジ

ウ

ィ

ク

の

『
倫

理

学

史

』
（
Ｏ
ｕ
ｔ
ｌ
ｉｎ
ｅ
ｓ
　ｏ
ｆ
　ｔ
ｈ
ｅ
　
Ｈ
ｉｓ
ｔｏ
ｒｙ

　
ｏ
ｆ

　Ｅ
ｔ
ｈ
ｉｃ
ｓ

ｆ
ｏ
ｒ
　
Ｅ
ｎ
ｇ
ｌ
ｉｓ
ｈ
　
Ｒ
ｅ
ａ
ｄｅ
ｒ
ｓ

，
　
１
８
８
６
）

を

読

み

初

め

て

い

る

。

明

治
2
8

年

の

日

記

に

は

以

下

の

記

述

が

見

え

る

。
「

シ

ゞ

ヰ

ッ

ク

氏

の

倫

理

学

史

を

精

読

し

は

じ

む

」
（
同

年

９

月
1
9
日

）
、
「

本

年

の

終

り

ま

で

に

必

ず

読

了

す

べ

き

書

物

は

シ

ゞ

ヰ

ッ

ク

氏

の

倫

理

学

史

」
（
同

年

９

月
2
5

日
）
。

梁

川

は

さ

ら

に

シ

ジ

ウ
ィ
ク
の
『
倫
理
学
の
諸
方
法
』
(
Ｔ
ｈ
ｅ
　
Ｍ
ｅ
ｔ
ｈ
ｏ
ｄ
ｓ
　
ｏ
ｆ
　
Ｅ
ｔ
ｈ
ｉ
ｃ
ｓ
，
　
１
８
７
４
)
 
を

読

み

、

東

京

専

門

学

校

文

学

科

講

義

録

に

「

シ

ヂ

ウ

ィ

ッ

ク

氏

倫

理

学

方

案

第

一

編

」

と

題

し

て

掲

載

さ

れ

た

。

こ

の

論

文

は

明

治
3
4

年
1
0

月

か

ら

同
3
5

年

９

月

に

か

け

て

執

筆

さ

れ

た

と

い

わ

れ

る

。

梁

川

は

こ

う

し

た

シ

ジ

ウ

ィ

ク

研

究

に

よ

っ

て

『
西

洋

倫

理

学

史

』
（
東

京

専

門

学

校

出

版

部

、

明

治
3
5
年

）

を
刊
行
し
た
。
さ
ら
に
、
か
れ
は
マ
ケ
ン
ジ
の
『
倫
理
学
綱
要
』
(
A

Ｍ
ａ
ｎ
ｕ
ａ
ｌ
　
ｏ
ｆ
　
Ｅ
ｔ
ｈ
ｉ
ｃ
ｓ
，
　
１
８
９
２
)
 
を
翻
訳
し
、
同
講
義
録
に
掲
載
し
た
。
そ
の

執

筆

は

明

治
3
4

年
1
0

月

か

ら

同
3
5

年

１

月

に

か

け

て

と

い

わ

れ

る

。

梁

川

が

Ｌ
・
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
の
『
倫
理
学
』
（
Ｔ
ｈ
ｅ
　
Ｓ
ｃ
ｉ
ｅ
ｎ
ｃ
ｅ
　
ｏ
ｆ
　
Ｅ
ｔ
ｈ
ｉ
ｃ
ｓ
，
　
１
８
８
２
)
 
の

翻

訳

を

試

み

る

た

め

に

本

書

を

読

み

始

め

た

の

は

、

か

れ

が

喀

血

の

た

め

静

養

し

た

、

小

田

原

の

間

借

り

の

あ

る

一

部

屋

に

お

い

て

で

あ

っ

た

。

時

は

明

治
3
4

年

７

月

で

あ

る

。

友

人

の

五

十

嵐

力

は

梁

川

を

こ

の

地

に

見

舞

い

に

行

っ

た

と

き

の

様

子

を

次

の

よ

う

に

書

い

て

い

る

。



「
宿
は
赤
松
の
林
を
隔
て
ゝ
数
十
歩
の
内
に
白
砂
を
噛
む
女
波
男
波
を
見
る

所

、

君

は

そ

の

二

階

の

最

端

の

六

畳

の

一

間

に

陣

取

っ
て

、

茲

に

瀟

洒

た

る

小
書
斎
を
形
づ
く
っ
て
居
た
。
室
に
在
る
は
持
薬
と
葡
萄
酒
一
二
瓶
と
、
和

洋

書

合

せ

て

数

冊

。

今

で

も

確

か

に

覚

え

て

居

る

其

の

中

の

二

冊

は

、

白

隠

和

尚

の

合

集

と

ス

チ

ー

ヴ

ン

の

倫

理

学

と

で

あ

っ

た

。
『
君

、

養

生

に

来

て

そ

ん

な

に

勉

強

し

て

ゐ

る

の

か

』

と

尋

ね

る

と

、
『
何

遊

ん

で

る

ん

だ

よ

。

実

は

ネ

、

茲

に

在

る

此

の

ス

チ

ー

ヴ

ン

の

倫

理

学

の

翻

訳

を

、

早

稲

田

の

出

版

部

か

ら

出

す

と

い

ふ

こ

と

に

な

っ
て

ネ

、

此

処

に

遊

ん

で

居

る

中

に

、

目

に

見

え

る

程

片

つ

け

る

積

り

で

来

た

ん

だ

が

、

面

倒

だ

し

、

身

体

が

大

事

だ

し

、

景

色

は

よ

し

、

ど

う

も

い

か

ん

よ

…

…

』
」
。

以

上

の

考

察

か

ら

わ

か

る

よ

う

に

、

梁

川

は
1
9

世

紀

の

イ

ギ

リ

ス

倫

理

学

の

主

要

な

学

説

を

研

究

し

て

お

り

、

当

時

と

し

て

最

先

端

に

立

っ
て

い

た

。

か

れ

は

「

哲

学

館

事

件

」

に

関

連

し

て

、

ミ

ュ

ー

ア

ヘ

ッ

ド

の

『

倫

理

学

』

(
Ｅ
ｌ
ｅ
ｍ
ｅ
ｎ
ｔ
ｓ
　
ｏ
ｆ
　
Ｅ
ｔ
ｈ
ｉ
ｃ
ｓ
，
　
１
８
９
２
)
を
精
読
し
、
「
哲
学
館
事
件
に
関
し
て
倫

理

学

上

動

機

の

意

義

を

論

じ

併

せ

て

ミ

ュ

イ

ア

ヘ

ッ

ド

氏

の

動

機

論

を

評

す

」
（
明

治
3
6
年

４

月

）

と

い

う

論

文

を

発

表

し

た

。

す

で

に

ふ

れ

た

よ

う

に

、

梁

川

の

立

場

は

グ

リ

ー

ン

の

自

我

実

現

説

の

流

れ

を

汲

む

マ

ケ

ン

ジ

、

ミ

ュ

ー

ア

ヘ

ッ

ド

、

デ

ュ

ー

イ

か

ら

影

響

さ

れ

た

「
自

家

実

現

」

で

あ

っ

た

。

梁

川

は

こ

の

立

場

を

大

筋

に

お

い

て

は

認

め

た

が

、

そ

こ

に

は

解

決

さ

れ

る

べ

き

、

大

き

な

問

題

が

あ

る

こ

と

に

気

づ

い

た

。

か

れ

は

東

京

専

門

学

校

文

科

を

卒

業

し

て

か

ら

４

ヶ

月

後

、

即

ち

明

治
2
8

年
1
0

月

ご

ろ

か

ら

道

徳

的

理

想

と

現

実

の

自

己

と

の

間

の

ギ

ャ

ッ

プ

を

意

識

し

始

め

た

。

そ

し

て

こ

の

理

論

に
よ

っ
て

は
真

の
満

足
（
永
遠

の
生
命
の
充
実
感
）

は
得
ら
れ

な
い
の
で
は

な
い
か
と
い
う
疑
問

を
抱
き
始

め
る
の
で
あ
る
。
明
治
2
8年
1
0月
2
5日
の
日

記
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て

い
る
。

「
さ
れ
ど
理
想
は
全
く
個
々
の
事
実
に
よ
り
て
f
i
l
l
 
u
p
 
せ
ら
る
ゝ
も
の
に

あ
ら
ず
し
て

常
に
こ
の
以
外

に
超
越
す

る
所
あ
り
。
個
々
の
事
実
に
よ
り
て

未
だ
蔽
ひ
尽

く
さ
れ
ざ
る
所
あ
り
。
件
の
個

々
の
事
実
に
超
越
せ
る
の
点
、

や
が
て
吾
人
の
道
徳
的
理
想
也
。
吾

人
は
此

の
理
想
に
よ
り
て
日
常
の
行
為

を
指
導
す
、
こ
の
理
想
は
事
実
に
根
ざ
し
、
し

か
も
事
実
を
超
越
す
、
内
容

を
含
む
の
方
面
を
有
す
る
と
共
に
形

成
の
方
面
を
有
す
、
而

し
て
吾

人
は
此

の
形
式

（
即
ち
理
想
）
を
常
に
個
々
の
実
際

の
事
柄
に
よ
り
て
填
充
せ
ん
と

欲
す
、
こ
の
形
式
あ

る
か
ぎ
り
は
吾

人
は
常

に
不
満
足
也
。
こ
の
形

式
を
具

象
的

に
客
観
化
せ
ざ

る
限
り

は
、
吾
人
は
つ
ね
に
不
満
足
也
。
而
し
て

こ
の

不

満
足
即

ち
道
徳

的
精
進

の
よ
り
て
お
こ
る
大
原
動
力

也
。
こ

の
理
想
を
実

現

せ
ん
と
す

る
は
吾

人
の
モ
ー
ラ
ル
、
リ
ー
ソ

ン
の
抑
止
す

べ
か
ら
ざ

る
一

大
要

求
也
。」

い
わ
ゆ
る
「
二
元

的
懐
疑
時
代
」

が
こ
の
よ
う
に
し
て

始
ま
る
の
で

あ
る
。

梁
川

に
と

っ
て
は
道
徳
的
理
想
は
観
念
上
の
目
的
で

あ
る
に
と
ど
ま
り

、
そ

れ

に
よ

っ
て
現
実
の
自
己
が
満
足
し
、
平
安
を
常
に
も
つ
こ
と
が
で
き

る
と

い
う
も
の
で
は
な

い
。
か
れ
は
理
想
か
ら
現
実
へ
と
関
心
を
移
す
が
、
だ
か

ら
と

い
っ
て
理
想
が
全
く
無
意
味
だ
と
い
う
の
で
は
な
い
。
理
想
に
つ
い
て

の
新
し
い
解
釈
と
そ
の
位
置
づ
け
と
が
必
要
と
な
る
の
で
あ
る
。
明
治
3
0年

２
月
８
日
付
の
朝
河
貫
一
あ
て
の
手
紙
に
は
「
無
限

に
究
竟
理
想
に
向
う
て



精

進
す

る
を
以
て

自
己
実
現

の
唯
一
法

と
信
ぜ
し

は
已
に
過
ぎ
去
り
…
…
」

と
述

べ
ら
れ
、
新
し
い
方
向
が

見
え

る
。
そ
し
て
同
年
２

月
1
3日
付
の
あ
る

友
人
あ
て

の
手

紙
で

は
「
神
を

知
る
に
あ
ら
ざ
れ
ば
吾

人
生
存
の
意
味
活
動

の
根
拠
実

に
プ
ー
ア
と
存
候
」

と
一
歩
進
ん
だ
考
え
方
に
達
し
て

い
る
。
こ

の
よ
う

に
し
て
見
神
へ

の
心
の
準

備
は
着
々
と
進
む
の
で

あ
る
が
、
こ
こ
で

改

め
て
問

う
て
よ

い
こ
と

は
、
梁
川

の
根
本
問
題
は
何
で

あ
っ
た
か
と
い
う

こ
と
で

あ
る
。
す
で

に
見
て
き

た
よ

う
に
、
こ
の
問
題
は
形

式
（
理
想
）

と

内
容

（
個

々
の
事
実
）
と

の
間

の
ギ
ャ
ッ
プ
で

あ

っ
た
。
こ
の
ギ
ャ
ッ
プ
と

は
、
絶
対

的
満
足
と
心
の
平
安
が
得
ら
れ

な
い
こ
と
か
ら

く
る
意
識

の
分

裂

で

あ
り
、
矛
盾
で
あ
る
。
理
想
な
き
内
容

は
貧
弱
で
あ
り

、
内
容
な
き
理
想

は
空
虚
で
あ
る
。
渠
川
に
と

っ
て

は
理
想
を
ど

の
よ
う

に
考
え
る
な
ら
ば
、

内

容
が
充
実
す
る
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
で
あ

っ
た
。
内
容
と
い
い
、
現
実

と
い

っ
て
も
、
わ
れ
わ
れ
の
意
識
と
の
か

か
わ
り

に
お

い
て
意
味
を
も
つ
以

上

、
こ
の
意
識
は
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
充
実
す

る
か
と

い
う
こ
と
が
問
題

に

な

っ
て
く

る
の
で
あ
る
。
渠
川
が
心
を
一
念
と
し
て
と
ら
え
、
こ
れ
を
見
つ

め
。
工
央
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
念

々
の
充
実

に
解

決
を
見

い
出
そ
う
と
し
た

の
は
そ
の

た
め
で
あ
る
。

３

．

見

神

の

実

験

と

日

本

の

伝

統

的

思

想

－

渠
川
の
禅
へ
の
注
目
－

梁
川

は
明
治
3
7年
７
月
、
９

月
、
1
1月
の
３
回

に
わ
た

っ
て
、
い
わ
ゆ
る

「
見
神
の
実
験
」
を
し
た
。
か
れ
は
７
月
の
実
験
を
「
宗
教

上
の
光
耀
」
（
明

治
3
7年
９
月
）
と
題

し
て
発

表
し
、
1
1月

の
実

験
を
「
予
が
見
神

の
実
験
」

（
明
治
3
8年
５
月
）
と
題
し

て
発

表
し
た
。
こ
れ
ら
の
体

験
に
よ

っ
て

か
れ
が

見
た
神
と

は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ

っ
た
の
だ
ろ

う
か
。
又
、
神
は
ど
の
よ

う

に
し
て
見
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
渠
川

が
見

た
神
は
意
識
経
験
で
は
あ

る
が
、
こ
の
経
験
は
神
と
自
己
と
が
客
観
と
主
観
と
の
二
元

的
意
識
に
み
ら

れ
る
よ
う
な
経
験
で
は
な
い
。
見
神
に
お
い
て
は
自
我
は
神
の
中
へ
没
入
し

、

神
と
自
我
と
の
間
の
隔
絶
が
全
く
な
く
な
っ
た
、
主
客
一
如

が
経
験
さ
れ
る
。

こ
れ
は
禅
の
悟
り
の
境
地
に
極
め
て

よ
く
似
て

い
る
。
渠
川

は
明
治
3
4
年
ご

ろ

か
ら
白
隠
の
書
物

を
熱

心
に
読
ん
だ
。
そ

の
後
も
か
れ
の
白
隠
禅

へ
の
関

心

は
つ
づ
い
て
お
り

、
こ

の
禅
を
考
え
ず
し
て
は
見
神
の
実
験

は
理
解
で
き

な

い
。

渠
川

は
「
宗
教
上
の
光

耀
」
の
中
で
以
下

の
よ
う

に
い
う
。
「
自

営
欲
を

中
心
と
す

る
一
切
の
想
念
、

心
像
。
感
情
の
流
れ
皆
打
絶
え
て
、
而

か
も
意

識
分
外

に
慢

々
、
静

か
な
る

知
見
の
鏡
こ

ゝ
に
開
け

て
、
庭
上

の
松
、
窓
下

の
竹

。
飛
ぶ
鳥
の
影
、
浮
ぶ
雲
の
姿
、
一
切
の
も
の
皆
来
た
っ
て
其
の
如
々

の
象

を
宿
す

に
任
せ
た
り
。
こ
の
境
復
た
情
波
識
浪
に
漂
ふ
平
生
の
我
な
る

も

の
を
見

る
べ
か
ら
ず
。
『
物
物
皆
遊
び
、
物
々
皆
観
る
』
。
我
れ
庭
上
の
松

か
、
庭
上
の
松
我
か
。
『
汝
是
渠

な
ら
ず
、
渠
正

さ
し
く
是
れ
汝

』
是

れ
を

無
我
と
謂

は
む
か
、
意
識
境
裏
の
松
は
、
花
は
、
是

れ
正
さ
し
く
我
に
あ
ら

じ
か
。
…
…
こ
の
一
種
崇
高
な
る
矛
盾
総
合
の
意
識
境
、
こ
れ
我
が
始
め
て

天
地
萬
有
の
真
実
相
に
還
り
て
神
遊
自
得
せ
る
の
こ

ゝ
ろ
に
あ
ら
ざ
る
乎
、

始

め
て

本
地

の
風
光

に
面

相
接

し
て

見
性

三

昧
せ

る

の
こ

ゝ

ろ

に
あ

ら



ざ

る

乎

。

」

梁

川

の

見

神

と

は

自

己

と

萬

物

と

が

一

体

と

な

り

、

見

る

も

の

と

見

ら

れ

る

も

の

と

の

隔

て

の

意

識

が

全

く

な

い

境

地

で

あ

る

。

自

分

が

物

を

見

て

い

る

の

だ

と

い

う

意

識

は

な

く

て

、

客

観

の

中

に

自

己

が

没

入

し

て

い

る

意

識

。

あ

る

い

は

自

己

の

中

に

一

切

が

入

っ

て

き

て

、

そ

れ

を

あ

り

の

ま

ま

の

姿

に

お

い

て

見

る

こ

と

が

で

き

る

境

地

で

あ

る

と

い

え

よ

う

。

梁

川

は

こ

れ

を

「

無

我

」

と

よ

び

、

こ

れ

を

自

己

と

自

然

と

の

融

合

し

た

、

自

由

自

在

の

境

地

と

見

る

。

こ

こ

で

は

萬

有

は

神

の

自

由

自

在

に

変

化

す

る

姿

と

し

て

み

ら

れ

る

。

萬

有

を

こ

の

よ

う

に

観

ず

る

こ

と

が

で

き

る

の

が

「

見

性

三

昧

」

の

境

地

と

よ

ば

れ

る

の

で

あ

ろ

う

と

考

え

ら

れ

る

。

梁

川

は

Ｗ

・

ジ

ェ

ー

ム

ズ

が

『

宗

教

的

経

験

の

諸

相

』

（

１

９

０

２

）

に

お

い

て

宗

教

的

光

耀

に

似

た

体

験

を

し

て

い

る

と

し

、

ジ

ェ

ー

ム

ズ

が

そ

の

方

法

と

し

て

い

る

「

自

ら

我

が

名

を

繰

り

返

し

、

繰

り

返

し

て

黙

誦

三

昧

す

る

」

が

「

禅

の

数

息

観

」

と

似

て

い

る

と

い

う

。

そ

し

て

「

是

く

の

如

く

に

比

較

し

来

た

れ

ば

、

件

の

一

節

に

見

は

れ

た

る

宗

教

上

の

光

耀

の

意

識

と

、

禅

家

の

悟

の

意

識

と

は

、

正

さ

し

く

左

右

源

に

逢

ふ

も

の

に

あ

ら

ず

や

」

と

い

う

。

こ

れ

ら

を

み

る

と

、

梁

川

の

見

神

と

そ

の

方

法

と

が

い

か

に

禅

の

方

法

に

よ

っ

て

影

響

さ

れ

た

も

の

で

あ

る

か

を

知

る

こ

と

が

で

き

よ

う

。

こ

の

傾

向

は

第

３

回

目

の

「

見

神

の

実

験

」

に

お

い

て

一

層

明

確

に

見

え

る

。

こ

の

と

き

梁

川

が

見

た

神

は

次

の

よ

う

に

説

明

さ

れ

て

い

る

。

「

今

ま

で

現

実

の

我

れ

と

し

て

筆

執

り

つ

ｉ

あ

り

し

我

れ

が

、

は

っ

と

思

ふ

刹

那

に

忽

ち

天

地

の

奥

な

る

実

在

と

化

り

た

る

意

識

、

我

は

没

し

て

神

み

づ

か
ら
が
現
に
筆
を
執
り
つ
ゝ
あ
り
と
感
じ
た
る
意
識
」
。
こ
の
意
識
は
悟
り

に

似

て

い

る

こ

と

は

明

ら

か

で

あ

る

。

筆

を

動

か

す

手

の

動

作

は

、

も

は

や

、

自

我

の

意

識

に

よ

っ

て

で

は

な

く

て

。

何

物

か

に

よ

っ
て

受

動

的

に

な

さ

れ

て

い

る

と

い

う

意

識

で

あ

ろ

う

。

受

動

と

能

動

と

が

一

つ

と

な

っ

て

、
「

我

は
没
し
て
神
み
づ
か
ら
が
現
に
筆
を
執
り
つ
ゝ
あ
り
」
と
い
わ
れ
る
心
境
で

あ

ろ

う

。

そ

れ

は

自

分

が

筆

を

動

か

し

て

い

る

の

だ

と

い

う

、

一

種

の

強

制

意

識

で

は

な

く

し

て

、

自

然

に

動

く

自

他

一

如

の

様

子

を

さ

し

て

い

る

と

い

え

よ

う

。

梁

川

が

見

た

神

は

、

固

定

し

た

、

客

観

的

事

物

の

よ

う

な

も

の

で

は

な

く

て

、

人

や

物

に

宿

る

生

命

の

躍

動

を

意

味

し

て

い

る

。

そ

れ

は

生

命

と

生

命

と

の

一

体

感

で

あ

り

、

生

々

と

し

た

躍

動

感

で

あ

る

。

梁

川

は

こ

れ

を

「
神

我

の

融

合

」

と

よ

び

、
「
其

の

刹

那

に

於

い

て

予

み

づ

か

ら

は

幾

ど

神

の

実

在

に

融

け

合

ひ

だ

る

な

り

。

我

即

神

と

な

り

た

る

也

。

感

謝

す

、

予

は

こ

の

驚

絶

。

駭

絶

の

意

識

を

ぱ

、

直

接

に

、

端

的

に

。

神

よ

り

得

た

り

、

一

毫

一

糸

だ

に

前

人

の

証

権

を

媒

と

し

、

若

し

く

は

其

の

意

識

に

依

傍

し

た

所

あ

ら

ざ

る

也

。
」

と

い

う

。

以

上

の

よ

う

に

み

る

と

、

キ

リ

ス

ト

教

徒

で

あ

っ

た

梁

川

は

そ

の

正

統

派

か

ら

逸

脱

し

て

い

る

の

で

は

な

い

か

、

か

れ

は

神

を

あ

ま

り

に

も

仏

教

的

に

見

て

い

る

の

で

は

な

い

か

と

い

う

疑

問

が

直

ち

に

起

こ

っ
て

く

る

で

あ

ろ

う

。

確

か

に

、

梁

川

は

神

を

超

越

的

と

し

て

で

は

な

く

て

、

内

在

的

に

見

て

お

り

、

こ

の

意

味

に

お

い

て

か

れ

は

汎

神

論

に

傾

い

て

い

る

と

い

え

る

か

も

し

れ

な

い

。

か

れ

の

立

場

が

も

し

汎

神

論

で

あ

っ

た

と

す

れ

ば

、

か

れ

が

抱

い

て

き

た

キ

リ

ス

ト

教

信

仰

と

こ

れ

と

は

矛

盾

し

な

か

っ

た

の

で

あ

ろ

う

か

。

又

、



-

そ
れ
と
禅
と

は
か
れ

に
お
い
て

ど
の
よ
う
に
調
和

し
た
の
だ
ろ

う
か
。
梁
川

は
こ
う
し

た
疑
問

に
答
え

る
か
の
よ
う
に
、
明

治
3
8年
８

月
2
8日
付
の
、
安

倍
能
成

あ
て

の
手
紙

の
中
で

次
の
よ
う
に
書
き

送
っ
て

い
る
。

「
神

は
人
よ
り
貰

ふ
べ
き

も
の
に
あ
ら
ず
　

神
は
基
督
よ
り
貰
ふ
も
偽
也
陋

也
　

ま
し
て
牧
師

よ
り
教
師
よ
り
教
会
よ
り
聖
書
よ
り
神
を
貰
う
て
し
た
り

顔

な
る
は
言
語

道
断

と
存
侯
　

小
生
は
今
の
教
会
的
信
仰
に
は
余
り
信
を
措

く
も
の
に
あ
ら
ず

候
　

願
は
く
は
白
隠
の
自
力
勇
猛
と
法
然
親
鸞
の
他
力
信

楽

と
を
合
せ
摂

め
ん
深

刻
な
る
自
己
の
工
夫
な
き
他
力

は
浅
薄
に
不
堪
侯
」
。

梁
川

は
「
教
会
的
信
仰
」
に
は
不
信
感
を
も

っ
て
い
た
が
、
神
に
対
し
て

は
不
信

感
を
も

っ
て

は
い
な
か

っ
た
。
か
れ
が
強
調
し
た
い
の
は
見
神
の
方

法
で

あ
っ
て
、
こ

の
点
に
お
い
て

白
隠
の
自
力

と
法
然

・
親
鸞
の
他
力
と
か

ら

学
ぶ

と
こ
ろ
が
大
き

い
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
事
実
、
か
れ
の
信
仰
は
こ

れ
ら

二
つ
の
力
が

合
体
し
た
と
こ
ろ
の
「
融
会
力
」
と
よ
ぱ
れ
る
力
で
あ
る
。

４

．

梁

川

に

お

け

る

キ
リ

ス

ト
教

の
受

容

―
そ
の
三
段
階
―

以

上
の
考
察
か
ら
梁
川
は
仏
教

に
傾
き
す
ぎ
て
い
る
と
い
う
印
象
を
与
え

る
か
も
し
れ
な
い
。
か
れ
は
宗
教
的
真
理
の
観
点

か
ら
見
て

い
る
の
で

、
神

も
仏
も
同
一
に
見
ら
れ
て
い
る
こ
と

は
否
定
で
き
な
い
。
キ
リ

ス
ト
教

徒
で

あ
る
か
れ
は
、
い

っ
た

い
、
神
を
ど

う
考
え

た
の
で
あ
ろ
う

か
。

か
れ

の
キ

リ
ス
ト
教
信
仰
と
は
ど
の
よ
う

な
も

の
で
あ

っ
た
の
だ
ろ
う

か
。
こ

れ
ら
の

疑
問
に
答
え
る
た
め

に
。

か
れ

の
信
仰
遍
歴
を

た
ど

っ
て
み

る
こ
と

に
し
よ

う
。
梁
川

は
「
枕
頭

の
記
」
（
明
治
3
9年
６
月
）
の
中
で
、

か
れ

の
遍
歴
を
三

段
階
に
分
け

て
回
顧

し
て
い
る
。
今
。
そ
の
各
段
階
の
特
徴
と
問
題

点
と
を

あ
げ
る
な
ら
ば
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

第
一
段
階
は
「
無
差
別
盲
信
時
代
」

と
よ
ば
れ
る
時
期
で
あ
る
。
年
齢
的

に
は
1
4歳
ご
ろ
か
ら
2
0歳
ご
ろ
ま
で
で
あ
る
。
主
と
し
て
上
京
す
る
ま
で
の

在
漢
時
代
で
あ
る
。
第
二
段
階
は
「
二
元

的
懐
疑
時
代
」
と
よ
ば
れ
る
時
期

で
あ
る
。
「
道
徳
的
理
想
論
」
（
明
治
2
8年
６
月
）
以

後

の
約
数
年
間
で

あ
る
。

年
齢
的
に
は
約
3
0歳
ご
ろ
ま
で
で
あ
っ
た
と
み
て
よ

い
。
第
三
段
階
は
「
調

和
的
正

信
時
代
」
で
お
よ
そ
「
見
神
の
実

験
」
（
明
治
3
7年
）
以

後
の
時

期
で

あ
る
。
こ
れ
ら
の
各
時
期

に
お
け
る
梁
川

の
キ
リ

ス
ト
教
信
仰
は
次
の
よ
う

に
特
色
づ
け

ら
れ
る
。

「
無
差
別

盲
信
時
代
」
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
の
受
容
は
「
教
会
の
伝
ふ
る

所
、
牧
師
の
説
く
所
の
一
切
を
さ
な
が
ら

に
信
受
し
、
懐
抱
し
、
長
養
し
て
、

復
た
些
の
疑
ふ
所
も
な

か
り
き
」
と
い
わ
れ
る
よ

う
に
、
素
直
な
受
容
で
あ

る
。
そ
こ
に
は
理
性
と
信
仰
と
の
矛
盾
は
ま
だ
起
こ
ら
な

い
「
謂
は

ゞ
一
個

の
被
催
眠
者
」

に
似
た
信

仰
の
み
が
あ

っ
た
。
「
予

は
こ
の
大
魔
力

の
支
配

下

に
、
祈
祷
を
も
捧
げ

た
り
、
讃
美
歌
を
も
歌
へ
り

、
晩
餐

を
守
れ
り
、
奇

蹟
を
も
信
じ
た
り
、
乃
至
贖
罪

の
秘
義
を
も
化
身

の
幽
旨

を
も
。
復
活
説
を

も
、
三
位
の
神
を
も
、
イ

ン
ス
ピ
レ
ー

シ
ョ
ン
説

、
聖
書
無
謬
説
を
も
、
旧

約

の
六
日
創
造
説
を
も
、
人
類

堕
落
説
を
も
、
そ
の
他
教

会
所
伝

の
一
切
を

ば
、
何
等
の
批
議
、
何
等

の
考
覈
も
な
く
、
一
気
に
嚥
下
し

た
り
し

也
。
」

要
す
る

に
、
梁
川

は
こ

の
第
一
期
に
お
い
て
は
理
性
と

信
仰
と

の
矛
盾
を



全
く
感
じ
て
い
な

か
っ
た
。
こ

の
矛
盾

が
感
じ
ら

れ
始
ま

る
の
は
。
「
二
元

的
懐
疑
時
代
」
に
入

っ
て
か
ら
で
あ
る
。

か
れ

は
こ

の
第
二
の
時
期

に
入

っ

て

か
ら
「
一
切

の
信
仰
を
無
根
拠
の
迷
信
」
と
し
て
排
斥
す
る
。
し

か
し
、

同

時
に
か
れ
は
信
仰
と
は
何
か
、
理
性
と
一
致
す
る
信
仰

は
な

い
の
か
、
合

理
的
信
仰
は
存
在
し
な
い
の
か
、
と
い
う
疑
問
を
も
つ
よ
う
に
な
る
。
か
れ

は
東
京
専

門
学
校
文

科
に
入
学

し
て

か
ら

は
、
ダ

ー
ウ

ィ
ン
の

進
化
論

や

ヒ
ュ
ー
ム
の
懐
疑
説
、
カ
ソ
ト
の
批
判

哲
学
に
ふ
れ
て
い
た
。
こ
う
し
て
懐

疑
主
義

に
お
ち
い
っ
た
梁
川

は
、
「
神

人
父
子

の
神
秘
的

意
識
」

を
迷
信

と

し
て
捨
て
去

る
よ

う
に
な
る
。
こ

う
し
て

か
れ

は
キ
リ
ス
ト
教
の
中
の
一
切

の
迷
信
的
要
素
を
排
除
し
て
し
ま
う
。
そ
し
て
そ

こ
に
お
い
て

認
め
ら
れ

る

も
の
は
道
徳
的
側
面
の
み
で
あ

っ
た
。
即
ち
、

キ
リ

ス
ト
は
、

か
く
し
て
。

孔
子
、
ソ

ク
ラ
テ

ス
と
同
列
に
置
か
れ
る
の
で
あ

る
。

「
二
元
的
懐
疑
時
代
」

に
お
い
て
は
梁
川

は
合
理
的
信
仰

の
立
場

か
ら
神
を

「
真
我
」
と
し
て
内
在
的
に
見

る
。
超

越
神
と

い
う
よ
り

は
内
在

的
神
が
強

調
さ
れ
る
。
こ
れ
は
以
下

の
よ

う
に
述

べ
ら
れ

る
。
「
神

は
基
督

教
が
説
く

が
如

く
に
人
格
的
存
在
者
と
し
て

客
観
的
に
実
在
す
る
も

の
に
あ
ら
ず
、
世

に
若
し
神
て
ふ
も
の
あ
り
と
せ
ば
、
そ
は
唯
だ
吾

人
の
主
観
に
潜
在
す
る
道

徳
的
理
想
と
し
て

の

『
真
我
』

な
る
べ
き

の
み
。
人
生
の
意
義
は
唯
だ
こ
の

形

式
的
原

理
と
し
て
吾

人
の
衷
に
潜

在
す

る
道
徳
的
理
想
を
ば
歩
々
無
限
に

填
充
し
ゆ
き
て
之

れ
を
客

観
的
現
実

の
も

の
と
な
す
向
上
の
活
動
そ
の
事
を

外

に
し
て

は
あ
ら
じ
」
。

第
三
段
階

の
「
調
和
的
正
信
時
代
」

は
「
神
子

の
自
覚
」

が
得
ら

れ
た
時

期
で

あ
っ
て

、
「
見
神

の
実
験
」
以

後
の
時
期
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
。
「
神
子

の

自
覚
」

を
な
ぜ
も
つ

に
至

っ
た
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て

は
す
で
に
述
べ
た

が
、
改

め
て

か
れ

の
問
題
意
識
を
示

す
な
ら

ば
、
以
下
の
と
お
り
で

あ
る
。

道

徳
的
理
想

論
は
合
理
的

に
健

全
で
あ

る
と
み

ら
れ

た
が
、
梁
川
自

身

は

「
一
種
言
ひ
尽
く
し
難
き
寂
寞
の
深
く

深
く
潜

め
る
を
感
じ
初

め
」
た
。
こ

う
し
た
感
情
が
起
こ
る
の
は
、
一
方
で

は
道

徳
的
理
想
と
現
実
の
自
己

と
の

間
の

ギ
ャ
ッ
プ
が
意
識
さ
れ
る
か
ら
で
あ
り

、
他
方
で
は
現
実
の
自
己

そ
の

も
の
が
十
分
見
つ
め
ら
れ
て

い
な

か
っ
た

か
ら
で
あ
る
。
理
想
が
観
念
的
に

描
か
れ
、
彼
岸
に
お
い
て
見
ら
れ
、
現
実
生
活
の
一
つ
一
つ
に
生
き
て
働
く

ま
で

に
至

っ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
梁
川
の
こ
う
し

た
分
裂
意
識
か

ら
く

る
人

生
の
煩
悶

は
内
面
か
ら
抑
え
が
た
く
こ
み
上

げ
て
く
る
「
温
情
無

限

の
神
」

に
よ
っ
て

の
み
解
決
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
梁
川

は
考
え
る
よ
う
に

な

る
。
か
れ
が
「
是

く
の
如
き
神
に
あ
ら
ず
ば
所
詮
填
め
尽
く
す
能
は
ざ
る

深
奥

無
限

の
空
白
あ
る
を
如
何
に
せ
ん
や
。
神
な
き
世
界
と
人
生
と
は
窮
極

の
意
義
と
価

値
と

な
き
大
い
な
る
荒
塚
な
る
を
如

何
に
せ
ん
や
」
と
心
の
空

虚
を
吐
露
す

る
は
そ

の
た
め
で
あ
る
。
梁
川

の
こ
う
し

た
寂
寞
感
は
か
れ
を

し
て
見
神

の
実
験
へ
と
促
す
。
そ
し
て

「
深

奥
無
限

の
空
白
」
と
い
わ
れ
る
、

一
種
の
虚
無
感
は
「
神
子
の
自
覚
」

に
よ

っ
て
解
決
さ
れ
る
の
で

あ
る
。

梁
川
が
見
神
の
実
験
に
よ
っ
て
見

た
神

は
客
観
と
し
て
見
ら
れ
た
、
幻
覚

的
あ
る
い
は
幻
想
的
対
象
で

は
な
く
て
、
主
観
が
照
さ
れ
、
主
観
を
躍
動
さ

せ
る
と

こ
ろ
の
神
で

あ
る
。
こ
の
よ
う

に
し
て
経

験
さ
れ
た
神

を
梁
川

は

「
も
は
や
理
心
模
索
の
灰
色

の
神

に
あ
ら
ず
し
て

、
生
命
の
流
れ
活
発

な
る



緑
色

の
神
」
と
よ

ん
で

い
る
。

そ
れ
は
「
自
意

識
の
拡
大
」

又

は
「
高
挙
」

と
も
よ
ば
れ

る
。
梁
川

は
見
神
の
実
験
に
よ

っ
て

超
越
的
神
が
か
れ
の
自
己

の
内

に
顕
現

し
た
と
考
え
た
よ
う
に
み
え

る
。
こ
の
顕
現
が
可
能
で
あ
る
の

は
、
わ
れ
わ
れ
人
間
の
内
に
は
神
へ
の
渇

仰
思
慕
の
念
が
強
ぐ
働

い
て

い
る

か
ら
で

あ
る
。
こ
の
至
深
の
要
求
が
あ
る
と
こ
ろ
に
、
見
神
が
可
能
で
あ

る

と
梁
川

は
考
え
る
。

以

上
、
わ
れ
わ
れ
は
梁
川
の
信
仰
遍
歴
を
三
段
階
に
分
け
、
そ

れ
ぞ
れ

の

時
期
の
問
題
を
考
察
し
て
き
た
。
こ
れ
ら
の
過
程
を
要
約
す
れ
ば

、
以
下

の

よ
う
に
述
べ
ら
れ
よ
う
。
第
一
段
階
の
「
無
差
別
盲
信
時
代
」

は
、
理
性

と

信
仰
と
の
矛
盾
の
全
く
な

い
時
代
で
あ
り
、
キ
リ

ス
ト
教

の
「
教
理
、
信
条
、

儀
式
」
等
に
つ
い
て
何
ら
懐
疑
を
も
た
な

か
っ
た
時
期
で

あ
る
。

第
二
段
階

の
「
二
元
的
懐
疑
時
代
」

は
、
理
性
と
信
仰
と
の
矛
盾

に
悩
み

、
合
理
的
信

仰
が
求
め
ら
れ
た
時
期
で

あ
る
。
「
道
徳

的
理
想
論
」

は
こ

の
要

求
を
満

足

さ
せ
る
べ
く
執
筆

さ
れ

た
論
文
で

あ
っ
た
と
位
置

づ
け

る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
段
階

の
「
調
和

的
正

信
時
代

」
は
、
第
二

段
階
に
お
い
て
確
信
さ
れ
た

か
に
み
え

た
合
理
的
信
仰
に
疑
問
が
も
た
れ
た
時
期
で

あ
る
。
第
二
段
階

に

お
い
て

は
「
真
我
」
と
し
て
の
神
は
理
性
を
満
足
さ
せ
る

か
に
み
え

た
が
、

や
が
て

梁
川
は
そ
れ
が
心
情
を
満
足
さ
せ
る
も
の
で
は
な

い
こ
と

に
気

づ
く
。

心
情
の
要

求
は
別
の
と
こ
ろ

に
あ

る
と
み
ら
れ
た
。

か
れ

に
と

っ
て

は
現
実

の
自
己
（
今
の
心
）
を
満
足
さ
せ

る
も
の

は
、
観
念
的
形
態
と

し
て

の
理
想

以

外
の
と
こ
ろ

に
求

め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
し
て

「
見
神
の
実
験
」
が
次
第

に
始
ま

っ
た
。

梁
川

は
キ
リ
ス
ト
教
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
神
子
の
自
覚
を
も
つ
こ
と

が
第
一
で
あ
る
と

い
う
。
「
真

に
基
督

を
正

解
せ

ん
と

せ
ば
、
其
の
神
人
父

子
の
直
接
的
霊
交
の
自
覚

に
深
く
分
け

入
り
て

、
こ
れ

を
我
有
と
す
る
遊
泳

親
切
の
功
夫
な

か
る
べ

か
ら
ず
。
我
み

づ
か
ら
直
接

に
基
督

の
み
た
る
神
を

見
、
我
み
づ

か
ら
直
接

に
基
督
の
遊
泳
自
在
せ
る
神
子

の
自
覚

を
握
ら
ざ
る

べ

か
ら
ず
と
。
」
梁
川

は
、
自
分
が
見

た
神
と

キ
リ
ス
ト
が
見

た
神

と
は
同

一
で
あ

る
と

い
う
。

そ
れ
ら

の
共
通
点
は
、
第
一
に
「
神
と
偕
に
在
る
」
こ

と
、
第
二

に
「
平

静
に
し
て

崇
高
な
る
神
秘
的
霊
交
」
が
経
験
さ
れ
て

い
る

こ
と
で
あ

る
。
梁
川

が
信
仰
の
第
二
段
階
に
お
い
て

見
落
と
し
た
も
の

は
、

こ

の
「
神
秘

的
霊

交
」
で

あ
っ
た
。
そ
の
後
、
梁
川

は
、
す
で

に
述

べ
た
よ

う

に
、
白
隠
禅
か
ら
正

念
相
続
の
工
夫
を
学
び
と
り
、
こ
れ
を
自
分

の
心
に

応
用
し

、
遂
に
見
神
の
実
験
に
成
功
し
た
。
か
れ
が
こ
う
し
た
日
本

の
伝
統

的
修
行

方
法

に
注
目
し
て

、
神
に
接
近
し
た
の
は
、
海
老
名
弾
正

の
影
響

に

も

よ
る
と
こ
ろ
が
少
な
か
ら
ず
あ
っ
た
と
み
て
よ

い
。

む

す

び

以
上
、

わ
れ
わ
れ

は
梁
川

の
思
想
形
成
を
、
英
米

倫
理

学
、
禅
仏
教
、
キ

リ

ス
ト
教

の
受
容

と
の
関
係

に
お

い
て
考
察
し
て

き
た
。

こ
れ
ら

の
受
容
の

中
で
と
く

に
問
題

と
な
る
点
を
い
く
つ
か
あ
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
本
稿
の
む

す

び
と
し

た
い
。

ま
ず
、
見
性
と
見
神
と
は
同
一
で

あ
る
か
ど
う
か
と

い
う

こ
と
で

あ
る
。
梁
川

は
真
に
見
性
し

た
も
の

は
見
神
し
た
も
の
で

あ
る
と
し
、

見

性
＝
見
神
を
認
め
る
が
、
こ
れ
が
見
神
の
す
べ
て
で
は
な
い
と
い
う
。
見



性

は

自
己

本

来

の
面

目
を

見

性

す

る

こ

と

で

あ

る

が

、

こ

れ

の

み

に

よ

っ
て

は

見

神

は
不

可

能

で

あ

る
と

梁

川

は

い

う

。

見

神

は

わ
れ

わ

れ

の

意

識

の

も

う

一

つ

の
側

面

で

あ

る
と

こ

ろ
の

、
神

の
呼

び
声

を
聞

き

、

こ
れ

に

応
じ

、

帰

命

す

る

心
で

あ

る
。

見

性

は
こ

の
実

相

を

と
ら

え

て

い

な

い
と

梁
川

は

指

摘

し

、
見

性

と

見

神

と

を

区

別

す

る
。

梁

川

が
両

者

を
異

な

る
と

み

る

の

は

、

見

性

の
さ

ら

に
底

に

は

、

見

性

に

よ

っ
て

達

せ
ら

れ

な

い
悲

哀

と

心

の
空

隙

と

が

あ

る

か
ら

で

あ

る

。

こ

こ

に

、

梁

川

の

キ
リ

ス

ト
教

入

信

の

原

点
が

あ

り

、

仏

教

的

傾

向

が

認

め

ら

れ

る

の

で

あ

る
。

す

な

わ

ち

、

梁

川

の

キ
リ

ス

ト

教

入

信

の

動

機

は

、

罪
悪

意

識

に

あ

っ

た
の

で

は

な

く

て

、

悲

哀

に
あ

っ

た

。

こ

の

点

は
内

村

鑑
三

の

入

信

動

機

と

異

な

る

と

こ

ろ

で

あ

る

。

梁
川

が

悲

哀

を
問

題

に
し

て

い

た
こ

と

は

、

と

く

に

注

目

さ

れ

る

べ
き

点

で

あ

る

。

と

い

う

の

は

か
れ

が

白

隠

の

禅

に

注

目
し

、

念

々

の
工

夫

を

修

行

し

た

の

は

こ

の

悲
哀

を

解

決

し

、

心

の

虚

し

さ

を
充

実

す

る

た

め
で

あ

っ

た

か

ら
で

あ

る
。

こ

の

こ

と

は
。

か
れ

が

イ

ギ
リ

ス
理

想

主
義

の
影

響

に

よ

っ
て

書
き

あ

げ

た

「
道

徳

的

理

想

論

」

の

問

題

点

に
気

づ

い

た
こ

と
と

つ

な
が

る

。
す

な

わ

ち

、

道

徳

的

理

想

に

よ

っ
て

は

人

生

の

悲

哀

は
解

決

さ

れ

な

い
。

な
ぜ

か

と

い
え

ば

理

想

は

わ

が

心

の

外

に

あ

っ

た

か
ら

で

あ

る
。

か
く

て

、

現

実

の

心

を

充

実

す

る

こ

と

が

問

題

と

な

っ

た
。

か
れ

が

「
道

徳

的

理

想

論

」

完

成

以

後

白

隠

禅

に

傾

倒

し

、

さ

ら

に

そ

の

後

、

法

然

や

親

鷽

に

関

心

を

も

っ

た

の

は

、

悲

哀

か

ら

の
解

脱

が

求

め

ら

れ

た

か

ら

で

あ

る

。

（
1
）
　
順
正
女
学
校
の
創
立
と
福
西
志
計
子
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
拙
編
著
『
綱
島

梁
川
の
生
涯

と
思
想
』
（
早
稲
田
大
学

出
版
部
、
昭
和
5
6年
。
８

‐
1
4頁
）
を

参
照
さ
れ
た
い
。

（
２
）
　
友
枝
龍

太
郎
（
元
広
島

大
学
教
授
）
は
、
梁
川
の
こ
の
論
文

は
日
本
の
中
国

哲
学
研
究
書
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ

る
。
と
筆
者
に
話
し

た
こ
と
が
あ

る
。
本

論
文
の
内
容

に
つ
い
て

は
『
梁
川
全
集
』
第
１
巻
（
春
秋
社
。
大
正
1
0年
）
を

参
照

さ
れ

た
い
。

（
３
）
　
河
合
栄
治
郎
『
明
治
思
想
史
の
一
断
面
―
金
井
延
を
中
心
と
し
て
―
』

日
本
評
論
社
。
昭
和
1
6年
、
「
緒
言
」
、
７
‐
８
頁
参
照
。

（
４
）
　
桑
木
厳
翼

『
明
治
の
哲
学
界
』
、

中
央
公
論
社
、
昭
和
1
8
年
、
5
3－
5
4
頁

参

照
。

（
５
）
　『
梁
川
全
集

』
第
４
巻

（
春
秋
社
、
大
正
一
１１
年
）
、
２
１
２
頁

、
２
２

１
頁
。

（
６

）
　
同
書
。
２
２
２
頁
。

（
７
）
　
同
書
、
１
２

３
頁
。

（
８
）

『
梁
川
全
集
』
第
３
巻

（
春
秋
社
、
大
正
1
1年
）
凡
例
、
３
頁
。

（
９
）
　
同
書
、
凡

例
、
２
頁
。

（
1
0）

『
綱
島
梁
川
研
究
資
料
』
Ⅱ
（
大
空
社
、
1
9
9
5

）
、
３
１
２
頁
。

（
1
1）

『
梁
川
全
集
』
第
８
巻
（
春
秋
社
、
大
正
1
2年
）
、
３
６
８
頁
。

（
1
2
）
　
『
梁
川
全
集
』
第
９
巻
（
春
秋
社
、
大
正
1
2
年
）
、
2
8
頁
。

（
1
3）
　
同
書
、
3
3頁
。

（
1
4）
　『
新
人
』
６
巻
７
号
（
新
人
社
、
明
治
3
8年
７
月
１
日
）

（
1
5）
　『
梁
川
全
集
』
第
５
巻
（
春
秋
社
、
大
正
1
0年
）
、
１
０
６
－

１
０
７
頁
。

（
1
6）
　
同
書
、
１
１
２
頁
。

（
1
7）
　
同
書
、
２
１
４
頁
。

（
1
8
）
　
同
書
、
２
１
５
頁
。

（
1
9）
　『
梁
川
全
集
』
第
９
巻
、
２
８
５
頁
。

（
2
2
）
『
梁
川
全
集
』
第
５
巻
、
３
５
８
頁
。

（
2
1）
　
同
書
、
３
５
８
‐
３
５
９
頁
。



（
2
2）
　
同
書
。
３
６

１
頁
。

（
2
3）
　
同
書
、
３
６
２
頁
。

（
2
4
）
　
同
書
、
３
６
４
頁
。

（
2
5）
　
同
書
。
３
６
７
頁
。

（
2
6）
　
梁
川
は
海
老
名
の
説
く
本
居
宣
長
、
平
田
篤
胤
の
神
道

に
深
く
感
銘
し
、
現

代

に
お
い
て
か
れ
ら
の
思
想
の
長
を
生
か
し
、
短
を
補
う
課
題
を
見

い
出
し
て

い
る
。
詳
し
く
は
『
梁
川
全
集
』
第
６
巻
（
春
秋
社
、
大
正
1
1
年
、
１
1
６
-

１
２
１
頁
）
を
参
照

さ
れ
た
い
。

（
2
7）

『
綱
島
梁
川
研
究
資
料
』
Ⅱ
（
大
空
社
、
1
9
9
5

）
１
９
２
頁
。

（
ゆ
き

や

す

・
し

げ

る

、

倫

理

学

、

岡

山

大

学

教

授
）
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