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西
田

幾
多
郎

、

『

善
の

研
究
』

へ

1
付
論
・

そ
の
一
一

「

ヴ
ィ

タ
・

モ

ル

タ
リ
ス
」

山

下

善
明

は

じ
め

に

・

西
田

幾
多

郎
・

善
の

研

究
』

へ

」

本
謝
は・

西
田

の

生

涯
を
追
想
す
る

邸
が

と

し

て

彼
の

生
ま

れ

故
郷
石
川
県
宇
ノ

気
町

を

訪
ね

た

紀
行
文
（
序
章
） 、

『

善

の

研

究
』

が

成
立
し

て

行
く
事
実
を

訪
ね

た、

こ

れ

ま
た
一

種
の

紀
行
文
（
前

章）、

及
び

成
立

し

て

行
く
思
想
を
尋
ね

る

試
論
（
後
章）

か

ら
成
る

予

定
で

あ
っ

た
が、

そ

の

〈

後

章
〉

の

半
ば

で

途
切

れ

て

し

ま
っ

た
。

〈

前
章
V

で

見

た

成

立
の

年
代
史
で

い

え
ば、

明

治
三

十
六

年
二

月

十
五

日

の

日

記
「

…

…

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　

す

で

（
北
條
V

先

生
曰

く、

余
は

か

く
し

て

ま

う
死

す
る

の

み、

已
に

死
し

居

れ

ば。
山

と

い

う
記
事
の

時
点
ま
で

に

辿
っ

て

途
絶
え

た
の

で

あ
っ

た
。

付
論・
そ

の

二

で

あ
る

本

稿
は、

こ

の

北
條
先

生
の

言
葉
の

も
つ

思
想
や

論
理

で

は

な

く、

事
実
を

ー
謂

わ
ば

精
神
で

は

な
く
肉
体
を
も
う
一

度
訪
ね

て

み

よ
う
と

す
る

も
の

で

あ
る

。

言
葉
は

既
に

論
理

で

あ

り

精
神
で

あ
る

に

し

て

も
。

西
田

幾
多
郎、
『
善
の

研
究』
へ

山

下

簿
明

　
一

　

西

田
の

生

れ

故
郷
に

あ
る

西
田
記
念
館
の

初
代
館
長
を
勤
め

た

上

杉
知
行
氏
の

著
作
に、

『

偉
大
な
る

教
育
者
・

北

條
時
敬

先
生
』

〔

と
い

う
の

が

あ
る。

こ

れ
は
、

今
日

に

到
る

ま
で、

北
條
時
敬
に

つ

い

て

の

唯
一

ま
と

ま
っ

た
評
伝
で

あ
る

。

北

條
時
敬
自
身
は、

死
後

『

廓
堂
片
影
』

と

し

て

編
纂
さ
れ

た

日

記、

書
簡、

学
校

で

の

訓

辞
な
ど

を

別
に

し

て、

所
謂
公
刊
を
目
的
と

し
た

も
の

を
何
｝

つ

書
き

残

し

て

い

な
い
。

従
っ

て

筆
者
も、

上
杉
氏
の

著
作
と

こ

の

『

廓
堂
片
影』

の

中
の

北
條
時
敬
以

外、

こ

の

人
物
に

関
し

て

何
も
知
る

も
の

を
も
っ

て
い

な
い

。

い

や、

も
う
一

つ

北
條
時
敬
に

つ

い

て

書
か

れ

た

も
の

が

あ
る

。

そ
れ

は、

西

田

幾

多

郎
が

師
北

條
時
敬

を
語
っ

た

二
、

三

篇
の

回

想
的
随
筆
で

あ
る
。

筆
者
自
身、

北

條
時
敬

の

名
を
知
っ

た

の

は、

言
う
ま
で

も
な
く、

西
田

の

そ

れ

ら
の

文
章
の

中
に

お

い

て

で

あ
る。

　

そ
の

う
ち

の
】

篇、

題
名
も
『

北
條
先
生
に

始
め

て

教
え
を
受
け
た

頃
』

匸

と
い

う
］

文

は、

も

と

も
と、

北
條
時
敬
が

そ

の

初
代
校
長
を
勤
め

た
広

島
高
等
師

範

学
校
の

交
友
会
雑
誌

『

尚
志
』

第
一

〇

九
号
の

附

録
と

し
て

載

せ

ら

れ

た

も

の

で

あ

る
。

発
行
は

昭
和
四

年
十

月
．

北
條
時
敬
死

去
約
半
年
後、

追
悼
の

意
を
籠
め

た

美
し
い

文
章
で

あ
る

。

　
そ

う
い

う
文
章
で

あ
る

か

ら、

そ

れ
は

要
約
さ

れ
る

べ

き
も
の

で

は

な
い
。

だ

か

ら、

こ

こ

で

も、

中
か

ら
幾
つ

か

の

段
を

ー
い

か

に

も
北
條
時
敬
の

面
影
を

髣
髴
た

ら
し

め

る

段
を

抜
き
書
き

す
る

に

と
ど

め

た

い
。

　
「

私

が

始
め

て

先
生

に

御
目

に

か

か

つ

た

の

は、

私
の

十

六、

七

の

頃
と

思

ふ
。

…

…

先

生
に

教
え
を
受
け

た

い

と

思
つ

て、

或
人
の

紹

介
で、

は

じ

め

て

先

生

を
御
尋
ね
し
た
。

先
生

は

玄
関
に

出
て

来
ら
れ
て、

今
忙

し

い

か

ら

と

言
ふ

の

で、

蒟
蒻
版
に

擢
つ

た

数

学
の

問
題
を
渡
さ

れ、

こ

れ

を

や
つ

て

来
い

と
言
ふ

こ53

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Meisei University

NII-Electronic Library Service

Meisei 　university

明
星

大
学
研

究
紀

要
【
日

本
文
化

学

部

二
冨

語
文
化

学
科】
第一
号
　一
九
九
三

年

と

で

あ
つ

た
。

其
頃、

先
生
は

ま
だ

三

十

前
で

あ
つ

た

が、

頭
の

禿
げ
た

喉
仏
の

突
出
し

た

人
だ

と

思
つ

た
。

そ
れ

か

ら
数
日

し

て、

そ
の

問
題
を
解
い

て

持
参
し

た

ら、

先
生
が

逢
つ

て

話
し

て

下
さ
つ

た
。

併
し

ど

う
も
沈
黙
な、

話
し

に

く
い

人

で

困
つ

た
。

」

　

そ
の

始
め

て

の

出
会
い

は、

北
條
先
生
が

石
川
専
門
学
校
の

教
師
で

あ
っ

た

頃

で

あ
っ

た
が、

そ
の

専
門
学
校
が

第
四
高
等
学
校
と

改
称
さ
れ
て、

や
が

て

そ

こ

の

学
生

と

な
っ

た

西
田
が、

書
生

と

し

て

北
條
先
生

の

家
に

寄
寓
し

て

い

た

頃
に

つ

い

て

は、

次
の

よ
う
に

書
か

れ

て

い

る
。

　

「

先
生

が

私
に

自
分

の

家
へ

来
い

と

言
は

れ

る

の

で、

私
は

先
生
の

御
宅
に

御

厄
介
に

な
つ

た
．

先
生

は
い

つ

も
学
校
か

ら
夕

頃
帰
つ

て

来
ら

れ

る
。

夜
に

は、

座
敷
で、

先
生

の

テ

：

ブ
ル

を
真
中
に、

左
右
に

奥
さ

ん

と
私
が

机
を
並

べ

て

勉

強

す
る

。

遅
く
な
る

と、

先

生

が

私
に

も
う
寝
よ
と

言
わ

れ
る。

私
は

自
分

の

室

に

帰
つ

て

床
に

就
い

て

も、

私
の

癖
で

時
々

眠
れ
な
い

こ

と

が

あ
る
。

す
る
と、

十
二

時
頃
か

ら
先
生

の

室
で

琴
の

音
が

聞
こ

え
は

じ

め

る
。

夜
の

更
け
る

に

従
つ

て

琴
の

音
は

益
々

冴
え

て

来
る

。

其
中、

私
は

寝
て

し

ま
う、

遂

に

い

つ

ま

で

琴

の

音
が

続
い

た

か

知
ら

な
い
。

」

　

そ

し

て

こ

の

回

想
の

文
の

終
わ

り

近
く
に

は、

次
の

よ
う
な
一

節
を
読
む

こ

と

が

で

き
る

。

　

「

先
生

は

測
り

知

ら
れ

な

い

様
な

深
い

大
き

い

も
の

が

あ

り、

非
常
に

厳
格
な

様
で、

そ
の

奥
に

何
処
か

非
常
に

暖
い

も
の

の

あ
る

人

で

あ
つ

た
。

併
し

そ

の

頃

の

私
に

は

先
生
は

無
口

で、

盤

石
に

で

も
突
き
当
つ

た

様
で、

話
し

苦
い

人

で

あ

つ

た
。

い

つ

か

も、

先
生

が

黙
つ

て

居
る

か

ら、

此
方
も
先
生
が

何
か

言
わ
れ

る

ま
で

黙
つ

て

居
よ
う
ど

思
つ

て、

夜
深
く
ま
で

黙
つ

て

対
座
し

て

居
た

こ

と

な
ど

も
あ
つ

た
。

」

　

以

上
の

よ

う
に

抜
き
書
き
し

た
だ

け
で

は

点
描
に

し

か

な
ら
な

い

け
れ

ど、

未

54

だ

十
七、

八

の

高
等
学
校
の

学
生

で

あ
っ

た

頃
の

西
田

幾
多
郎
と、

そ
の

西
田

と

十
二

歳
を
隔
て

て

三
十
前
後
の

北
條
先
生

と

の

間
で、

師
弟
と

し

て

対
い

合
っ

て

い

た

姿

は、

歴
々

と

目

に

浮
か

ば

す
こ

と

が

で

き
る。

　
し

か

し、

金
沢
で

の

こ

の

師
弟
関
係
は

そ
う
長
く
は

続
か

な
か
っ

た
。

西

田

が

高
校
二

年
の

時
に、

北
條
先

生

は、

一

高
の

教
壇
に

立
つ

傍
ら

母
校
東
京
大
学
の

大
学
院
に

通
う
た

め

に
、

再
び

上

京
し
た

か

ら

で

あ
る

。

な
る

ほ

ど、

そ
の

二

年

の

後
に

西
田

も、

四
高
を
中
途
退
学
し

て

上

京
し、

東
京
大
学
の

選
科
生
と

な
っ

た
。

し

か

し

東
京
に

や
っ

て

来
た

西
田

に

向
か
っ

て

北
條
先
生
は、
「

と

う
と

う

方
向
を
誤
つ

て

し
ま
つ

た
。

選
科
な
ど

は

学
業
の

遅
れ

た

も
の

の

入

る

所
だ
」

と

言
っ

て

叱
っ

た

こ

と

が
、

先
の

『

北
條
先
生
に

始
め

て

教
え
を
受
け

た

頃
』

に

も

書
か

れ

て

あ

る。

そ

れ

で

も
西
田
は、

入

学
試

験
を
受
け

て

正
科
生
に

な
る

道
を

と

ら
ず、

み

じ
め

な
境
遇
の

選

科
生

と

し
て、

「

先

生
に

も
親
し

ま
れ

ず、

友
人

と
言
ふ

も
の

も
で

き
な
か

つ

た
。

黙
々

と

し
て

日

々

図
書
室
に

入

り、

独
り

で

書

　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　

　

　
ゆ

を

読
み、

独
り

で

考
え
て

ゐ

た
。

」

従
っ

て

こ

の

三
年
間、

西
田

は、

同
じ

東
京

に

あ

り

な

が

ら、

北
條
先
生

と

の

交
わ

り

も
余
り

な
か
っ

た

よ
う
で

あ
る。

少
く

と

も、

そ

れ

を

伝
え

る

よ

う
な
資
料
は

見

出
さ

れ

な

い
。

　

こ

の

両
者
が

再
び

深
い

交
わ
り
の

中
に

立

つ

の

は、

「

そ

の

頃
…

…

選

科
と

言

　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　

　

　

　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
ぽ

え

ば、

あ

ま
り

顧
み

ら

れ
な
か

つ

た

の

で、

学
校
を
出
る

や

否
や
故
郷
に

帰
つ

た
」

西
田

が

母
校
の

四
高
の

講
師
と

な
っ

て、

し
か

し
一

年
も
経
ず
し

て

そ
こ

を
免
職

に

さ

れ
て
い

た

と
こ

ろ
へ

、

明

治
二

十
九

年
よ
り

山

口

高
校
の

校
長
を
勤
め

て
い

た

北
條
先
生

が、

そ
の

西
田

を
招
ん

で

そ
こ

の

教
務
嘱
託
と

し

て

任
じ

た
時
か

ら

で

あ
る

。

そ
し
て

明

治
三

十
一

年、

北
條
先
生
が、

今
度
は

校
長
と

し

て

再
び

四

高
に

戻
っ

た

時、

ほ

ぼ

時
を
同
じ
く
し

て

西
田

も
山
口

か

ら

金
沢
の

高
校
に

移
る

こ

と

に

な
る

。

こ

う
し

て

明

治
三
十
五

年
ま
で

つ

ま
り

先

に

も
述
べ

た

よ

う
に

北

條
先
生

が

新
設
の

広
島
高
等
師
範
の

初
代
学
長
と

し

て

広

島
に

赴

く
ま

で、

両
者
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は、

半
ば

な
お

師
弟
と

し

て、

そ

し

て

半

ば

同
じ

学
校
に

奉
職
す
る
同

僚
と

し

て、

山

口、

金
沢
と、

七

年
の

歳
月

を

共
に

過
ご

し

た
の

で

あ
る。

西
田

自

身

は、

北
條
先
生

が

広
島
に

去
っ

た

あ
と

も
、

更
に

六

年
の

間、

四
高
の

教
授
と

し

て

と
ど

ま
る

の

で

あ
る

が、

た

だ

そ

の

間、

北
條
先
生

も、

春、

夏
の

長
休
み

に

は、

自
分

の

生

ま
れ
故

郷
で

あ
る
金
沢
の

町
へ

時
に

帰
る

こ

と

も
あ
っ

た
。

　
広
島
へ

移
っ

て

翌
年
の

三
十
六

年
二

月
に

も
北
條
先
生
は

金
沢
へ

帰
省
し

て

い

る
。

し

か

し
二

月
と
い

え

ば

春
休
み

に

は
ま
だ

早
す
ぎ
る。

第
一
、

創
設
一

年
に

も
満
た

ぬ

学
校
の

責
任
者
が、

ゆ
っ

く
り
帰
省
す
る

だ

け

の

長
期

の

休
暇
な
ど

と

る

こ

と

が

で

き
た

で

あ

ろ

う
か
。

事
実、

お

そ

ら
く
文
部
省
に

出

向
い

た

も
の

で

あ
っ

た

ろ

う、

北
條
時
敬
の

こ

の

年
の

一

月

二

十
三

日

の

日

記
に

も
「

出
京
」

と

い

う
記
事
が

見
え

る。

し

か

し、

そ

う
と

す
れ

ば、

二

月
の

こ

の

帰
省
を、

東
京

か

ら
広
島
に

戻
る

途
次
に

金
沢
へ

廻
っ

た

も
の

と
考
え

て、

勘
定
が

合
う
こ

と

に

な
る

だ

ろ

う
か

。

　
い

つ

れ

に

し

て

も、

二

月
の

半
ば

に

北
條
先

生
が

金
沢
に

あ
っ

た

こ

と

は、

西

田

の

日

記

の

二

月
十
五

日

日

曜
日

の

次
の

記
事
内
容
か

ら
明

ら

か

で

あ
る

。

　

「

…
…

夜
三

竹
君

と

北
條
先
生
を
訪
ひ
、

久
し
ぶ

り

に

て

快
談。

先
生、

ト

ル

　
　
　
　

　

　
　
　
　
　

　

　ハマ
マリ

ス

ト

ー

イ
の

モ

ッ

パ

ス

サ

ン

を
送
ら

る
。

先
生
曰
く、

余
は

か

く
し

て

も
う
死
す

る

の

み、

已
に

死
し
居

れ

ば
。

三

竹
君

曰

く、

余
は

随

分
苦
し

き

所
を

忍
び

た

り
。

」

　
一
【

　
西
田
と

三

竹
に

向
か
っ

て

北
條
先

生
曰
く
の

こ

の

言
葉
は
一

体
何
で

あ
っ

た

の

だ
ろ

う
か

。

ま

ず
単
純

に

想
像
で

き
る

こ

と

は、

北
條
先
生
は
一

月
下
旬
の

在
京

中
に

何
か

篤
い

病
を
得
て、

金
沢
へ

帰
り
そ

こ

で

療
養
の

日

を
過
ご

し

て
い

た

の

で

は

な
い

か、

と

い

う
こ

と

で

あ
る

。

し

か

も、

そ
れ

は
単
に

回

癒
を
待
つ

日

で

西

旧

幾
多
郎、
『
善
の

研

究』
へ

山

下

善
明

は

な
く、

結
果
と

し
て

誤

診
で

あ
っ

た
に

せ

よ

ー
と

い

う

の

も
北
條
時
敬
は

広

島
高
等
師
範
の

校
長
職
の

の

ち
も、

東
北
帝
大
学
長、

学
習

院
院

長

と

教
育
者、

教
育
行
政
家
と

し
て

堂
々

の

道
を

歩
ん

で

い

る
の

で

あ
る
か

ら

ー
死
を
待
つ

し

か

な
い

病
を
宣

せ

ら
れ
て

い

た

の

で

は

な
か
っ

た

か。

事
実、

西

田
の

四

月
二

日

の

日

記
に

は、

「

北
條
先
生

を

停
車
場
に

見
送

る
。

」

と

あ
っ

て、

こ

れ
は

広
島
へ

帰

る

北
條
先
生

の

見
送
り

に

相
異
な
く、

と
す
れ

ば
北
條
時
敬
は、

既
に

述
べ

た

よ
う
に

創
設
一

年
目
の

学
校
の

校
長
と

い

う
重

責
に

あ
っ

た

に

も
か

か

わ
ら

ず、

ニ

ケ

月

も
そ
の

職
務
を
離
れ
て

い

た
こ

と

に

な

り、

こ

れ

は

病
気
療
養
以
外
の

理

由
は

考
え
ら

れ

な
い

よ

う
に

思
わ
れ
る

。

　

だ

が
、

北
條
時
敬
が

こ

の

時
期
そ
の

よ

う
な

大
病
を

喫
し
た

と

い

う
記
事
は、

少
な

く
と

も
上

杉
氏
の

北
條
伝
に

は
見

当
た
ら

な
い

。

と

す
れ

ば、

金
沢
で

の

こ

の

ニ

ケ

月
に

も
及
ぶ

長

期
滞
在
そ
の

も

の

は
別
の

理
由
が

あ
っ

て、

偶
々

西

田

ら

が

訪

れ

た

二

月

中
旬
頃
に
、

伝
記
に

も
記

す
に

及
ば

ぬ

些
細
な
病
で

臥
っ

て

い

た

北
條
先
生

は、

一

方
で

非
常
に

繊
細
な
心

の

持
主
で

も
あ
っ

た
故
に、

僅
か

な
患

い

に

も
早
く
も
鋭
敏
に

死
を

感
じ

取
っ

て

い

て、

「

余
は

か

く
し

て

も
う
死
す
る

の

み
」

と

い

う
言
葉
を
発
し
た

の

で

あ
ろ

う
か

。

　

し

か

し、

北
條
時
敬
が

本
当
に

死
の

病
に

あ
る

肉
体
に

お
い

て

す
ら

も

繊
細
さ

よ
り

も
豪
毅
さ
の

方
が

立

ち

卓
る
精
神
の

人

で

あ
っ

た
こ

と

は、

上
杉
氏
の

北

條

伝
が

伝
え

る
次
の
一

節
を

読
む

だ

け
で

明

ら
か

で

あ

る
。

す
な

わ

ち、

昭
和
四

年、

北
條
時
敬
が

七

十
一

歳
で

亡

く
な
る

年
の

二

月、

既
に

回
復
の

な

い

病
で

あ

る

こ

と

を
覚
悟
し

て

入

院

し

て
い

た
ベ

ッ

ド

の

上

で
一

時
重
体
に

陥
っ

た

時、

ほ

と

ん

ど

付
き
切

り

で

看
護
に

当
っ

て

い

た

甥

の

時
三

郎
が、

苦
し

そ
う
な
様
子

を

見

か

ね

て、

　

　

　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　

　

　

　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　

う

な

つ

　

「

叔
父
さ

ん
、

苦
し

い

で

し

ょ

う
」

と

声
を

掛
け

る
と、

に

っ

こ

り

首
肯
い

て、

55
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明
星
大

学

研
究
紀

要
【
日

本
文

化
学
部

二三口
語
文
化

学
科】
第一
号
　　
九
九

三

年

　
「

時
三
郎、

俺
は

死

に

は

せ

ん
ぞ、

あ
り

が

と

う
」

と

答
え

た

と
言
わ

れ
て
い

曲る。　
い

や、

西
田

の

回

想
の

文
か

ら

も
う
一

つ

の

逸
話
を
引
い

て

お

い

て

よ
い

だ

ろ

う
。

　
「

先
生

は
そ
の

頃
べ

ー

ス

・

ボ

ー

ル

に

熱
中
せ

ら

れ
た。

毎
日

学
校
が

終
つ

て

夕

方
ま
で、

先
生

の

グ
ラ

ウ

ン

ド
に

立
つ

て

居
ら
れ

な
い

こ

と

は

な
い

。

先
生

は

い

つ

も
捕
手
の

様
で

あ
つ

た
。

或
時、

先
生

が

相
変
わ

ら

ず
捕
手
を
し

て

居
ら

れ

て、

M
君
が

打
つ

時、

急
に

飛

び

出
ら

れ

た

た

め、

左
の

顳
額
を
打
た

れ

た。

先

生

は

痙
攣
を
起

こ

し

て

倒
れ

た
。

全
く

言

語
が

出

ず、

殆

ど

人
事
不

省
の

様
で

あ

つ

た
。

入
々

は

驚
い

て

先
生

を

病
院
へ

担
ぎ
入

れ

た
。

医
者
は
今
夜
の

中
に

熱
が

出
れ

ば

も
う
だ

め

だ

と

言
ふ

の

で、噛

皆
が

心
配
し

た。

幸
に

熱
も
出
ず
回
復
せ

ら

れ
た

。

私
が

翌

日

病
院
へ

見
舞
い

に

行
つ

た
ら、

先
生

は

小
さ
な
声
で

唯

＝
言、

M
君

に

気
に

し
な
い

様
に

言
つ

て

く
れ

と

言

わ

れ

た
」

そ

し
て、

そ

れ
は

ま
た

「

そ

の

奥
に

何
処
か

非
常
に

暖
か

い

も
の

の

あ
る
入
で

あ
つ

た
」

こ

と

を
語
る

も

の

で

も
あ
ろ

う
。

　

西
田
も、

「

先

生

は

元
来
心
身
共
に

強
健
な
人
で

あ
つ

た。

私
は

先
生

は

九

十

ま

で

生
き

ら

れ
る

で

あ
ろ

う
と
思
つ

て
い

た
」

と

書
い

て
い

る

北
條
時
敬

1
そ

の

未
だ
四
十
代
の

旺

盛
な
時
の

あ
の

言
葉
の

背
後
に、

何
か

死
に

通

ず
る

病
気
の

震
え

を
想
定
し
て

も、

そ

れ

は

徒
ら

な

忖
度
に

す
ぎ
な
い

で

あ
ろ

う
。．

果
た

し
て

そ
の

よ
う
な
推
測
は

「
死
」

の

文
字
に

つ

い

誘
わ

れ
た

無
意
味
な
廻
り

道
で

し

か

な
か

っ

た
。

西
田
の

そ

の

日

の

日

記
を

読
み

直
し
て

み

る

と、

「

夜
三

竹
居
と
北

條
先
生
を
訪
ひ、

久
し

ぶ

り

に

て

快
談
」

と

な
っ

て

い

る
の

で

あ
る

。

ま
さ
か、

病
床
に

見
舞
っ

て、

如

何
な
る

意
味
で

あ
ろ

う
と

快
談

な
ど

と

い

う
も
の

は

あ
り

え
な
い

こ

と
で

あ
る。

　

し
か

し

な
が

ら、

あ
の

重
き
言
葉
が、

快
談
の

中
で
一

時
現
わ

れ

て

直
ぐ
消
え

56

て

言
っ

た

言
葉
と

も
到
底
思

え
な
い

、

　
「

久

し

ぶ

り
」

が

談
を
快
く
さ

せ

た

と

し

て

も、

そ
れ

は

北
條
先
生

の

久
し

ぶ

り

の

帰
省
に、

積
も
る

四

方
山

話
で

花
を
咲

か

せ

た

と

い

う
こ

と

で

は

な
か
っ

た

で

あ

ろ

う
か

ら

で

あ
る

。

既

に

西
田

の

回

想

の

中
か

ら
引
用
し

た

よ

う
に、

か

つ

て

あ

る

日

は、

既

に

深

く
禅
の

修
養

を
し

て

い

た

寡
黙
の

北
條
時
敬
も
北
條
時
敬
な
ら、

西
田

も
西
田、

夜
更
け

ま
で

お

互
い

一

語
も
発
さ
ず
対
い

合
っ

て

座
っ

て
い

た

こ

と

さ

え
あ
っ

た

の

で

あ

る
。

気
安
い

談

話
な
ど

し

て

時
を
過
ご

す
二

人
で

は

と

て

も
な
か
っ

た。

一

方
は

べ

ー

ス

・

ボ

ー

ル

に、

一

方
は

テ
ニ

ス

・

ボ

ー
ル

に

夢
中
に

な
る

こ

と

は

あ
っ

て

も
。

実
際、
°

先
生

は、

「

余
は

か

く
し

て

も
う
死

す
る

の

み
」 ・
と

言
い
、

も
う
一

人

の

同
席
者

三

竹
も、

苦
し

き
所
を
忍
ん

で

い

る

と、

呻
き

声
の

よ

う
な

言
葉
を

発
し

て

い

る

の

で

あ
る

。

と

り

と

め

も
な
い

談

笑
で

過

ご

し

た
一

夕

な
ど

で

は

な

か

っ

た

こ

と

は

間
違
い

な
い

。

　
む

し

ろ、

何
よ

り

も
西
田
自
身
の

方
で、

西
田

の

後
年
（
大
正
四
年、

西

田

五

十
五
歳）

の

歌
を
も
っ

て

言
え
ば、

　
　

人

は

皆
幸
あ
ウ

げ

な
り

　
　

こ

の

思

ひ

誰
と

語

ら
む

物
足
ら

ぬ

世
や

と

い

う
寥
々

の

日
々

を

ー
特
に

北
條
先
生
が

広
島
に

去
っ

て

こ

の

一

年
ほ

ど

過

ご

し

て

い

た

と

す
れ

ば、

正

に

久
し

ぶ

り

に

「

こ

の

思

ひ

語
ら

む
」

に、

今、

最

も
敬
愛
す
る
先
生
と

言
葉
を
交
し

あ
え
て、

そ
れ

が

西
田

に

と
っ

て

の

「

快
談」

と
い

う
も
の

の

意
味
で

は

な
か

っ

た

ろ

う
か

。

そ

う

で

あ
っ

た

れ

ば
こ

そ、

西
田

は

鵬
外
日

記
の

よ

う
に

毎
日

素
っ

気
な
い

記
事
の

中
に、

北
條
先
生
の

言

葉
を
書

き

留
め

も
し
た
の

で

あ
る

。

か

く
て、

「

こ

の

思

ひ

誰
と

語
ら

む
」

と

い

う
西
田

・
の

そ

の

思
い

に

呼
応
し

た

先
生

の

言
葉
で

あ
っ

た

と

す
れ
ば、

そ
の

言

葉
を
受
け

取
め

た

西
田

の

方
か

ら

こ

そ、

こ

の

言
葉
を
理

解
す
る

道
が

拓
か

れ

る

の

で

な

け

れ

ば

な
ら
な

い

と

い

う
こ

と
に

な
ろ

う
か

。

だ

が、

こ

の

言
葉
の

余
波
と

い

う
べ
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き
も
の

す
ら、

そ
の

後
の

日

記
に

は

見
出
さ

れ

な
い

。

た
だ、

む

し
ろ

そ

の

日

記

を

遡
れ
ば、

こ

の

年
の

年
頭
の

感
と

し
て
、

次
の

よ
う
な
記
事
を
読
む

こ

と

が

で

き
る

。

　

「

人
間
は

死
ん

で

居
る
も
の

と
思
わ

な
け

れ

ば
大
事
が

な
せ

ぬ

と

河
井
も
ゴ

ル

ド
ン

も
言
は

れ
た。

自
分
は

三

十
五

年
十
二

月
三

十
一

日

に

死
ん

だ

も
の

と

思
ふ

て

見
て

も、

ど
う
も
本
気
に

そ

う
は

思
へ

な
い

。

併
し
故
人

も
万
事
を
放
下
せ

よ

と

日
は

れ
た

が、

ど

う
し
て

も
死
ん

だ

も
の

と

思

ひ

万
事
を

放
下
せ

ね
ば

純
一

に

な
れ
ぬ

。

」

　

三

　

そ

れ

で

は、

北
條
先
生

の

言
葉
に

迫
る

せ

め

て

外
面
的
な
手
掛
か

り

と
し
て

何

が

あ
る

の

だ

ろ

う
か。

あ

の

日

の

記

事
を
読
み

直
す
な
ら

ば、

や

は

り

す
ぐ
に

目

に

つ

く
の

は、
「

先
生

ト

ル

ス

ト
ー

イ
の

モ

ッ

パ

ス

サ

ン

を

送
ら
る
」

と

い

う
一

行
で

あ
る

。

こ

の

モ

ッ

パ

ー

サ

ン

論
と

い

う
の

は、

お

そ

ら
く

『

モ

ッ

パ

ー
サ

ン

作
品
集
へ

の

序
』

と
い

う
一

文
で

あ

る

で

あ
ろ

う。

序
文

と
い

っ

て

も、

作
品

集

へ

の

ほ

ん
の

二
、

三
ペ

ー

ジ

の

推
薦
の

辞
と
い

っ

た
類
い

の

も
の

で

は

な
い
。

二

段
組
小
文
字
の

河
出
版

『

ト

ル

ス

ト
イ

全
集
』

で、

十
八
ペ

ー

ジ、

普
通

の

版
型

な
ら

五
十
ぺ

ー

ジ

は

あ

る
長

文
の
、

モ

ッ

パ

ー

サ

ン

に

関
す
る

優
に
一

箇
の

作
家

論
で

あ
る。

こ

の

冊
子
が

北
條
先
生

か

ら
贈
ら

れ

た
理

由
に

つ

い

て

は、

日

記

に

は

何
も
書
か

れ

て

は

い

な
い

が、

こ

の

作
家
論
が

あ
の

夕
べ

の

話
題
に

載
っ

た

と

す
れ
ば、

何
か

北
條
先
生
の

言
葉
に

結
が

る

よ
う
な
こ

と

が、

こ

の

ト

ル

ス

ト

イ

の
一

篇
に

書
か

れ

て

あ
る

の

か

も
知
れ
な
い

。

し

か

し、

そ

の

よ
う
な

予
想
を

抱

い

て

再
読
し
て

も、

せ

い

ぜ

い

次
の

よ
う
な

箇
所
が

見
出
さ

れ
る

に

す
ぎ
な
い

。

モ

ッ

パ

ー

サ

ン

の

「

人
生

の

悲
惨
」

を
敢
え

て

代
弁
し

て

ト

ル

ス

ト

イ

が

語
る

そ

の
一

節
を
要
約
し

て

書
き

写
し
て

み

る

な
ら

ば

ー

西
田

幾
多

郎、
『
善
の

研

究』
へ

山

下

善
明

　
若

い

女
と

そ
の

肉

体
へ

の

愛、

こ

の

美
は

果
た

し

て

確
か

に

美
な
の

だ

ろ

う

か
。

も
し
人

生

の

時
を
押
し
と

ど

め

て

お

く
こ

と

が

で

き

る

も
の

な
ら、

そ
れ

で

い

い

の

か

も
知

れ
な
い

。

だ
が

人
生
は

過
ぎ
て

行
く
の

だ
。

が、

一

体、

人
生

が

過
ぎ
て

行
く
と

は

ど

う
い

う
こ

と

な
の

だ

ろ

う。

そ

れ
は、

老

い

の

醜
さ
が

隠
し

よ
う
も
な
く
現
わ
れ
て

く
る

こ

と

な
の

だ
。

自
分
が

か

つ

て

仕
え

た
美
は、

一

体

ど
こ

に

あ
る

の

だ
ろ
う

。

あ
れ

こ

そ、

す
べ

て

だ
っ

た

の

に
。

あ
れ
が

な
け

れ

ば、

何
も
な
い

。

人
生
も
な
い

の

だ
。

だ

が、

そ
こ

に

こ

そ

あ
る

と
思
わ

れ
て

い

た
と

こ

ろ

に、

も
は

や
そ

の

人
生

が

な
い

ば

か

り
で

は

な
い
。

自
分
自
身
が

人
生

か

ら
去
り

始
め、

衰
え
か

け、

崩
れ

か

け
て

行
く
一

方
で、

か

つ

て

人
生
の

す
べ

て

の

幸
福
だ
っ

た

愉
悦
を、

他
の

者
達
が

目
の

前
で

自
分
か

ら

奪
い

取
っ

て

行
く

の

だ
。

そ
の

よ

う
な
と

こ

ろ

に、

人
生

の

何
か

別
の

可
能
性
が

ち

ら

つ

き
始
め

る
。

決
し

て

侵
さ

れ

る

こ

と

の

な
い
、

真
実
で

常
に

美
し

い

何
か

別
の

或
る

も
の

が
。

だ
が

そ

ん
な

も
の

が

本
当
に

は

あ
る

は

ず
が

な
い
。

そ

ん

な
も
の

は

あ
る
べ

く
も
な
く、

す
べ

て

が

砂
ば

か

り

だ

と

知
っ

た

時、

そ
の

別
の

或
る
も
の

は、

我
々

を
苛
立
た
せ

る

オ

ア

シ

ス

の
一

片
の

幻
影
に

す
ぎ
な
く
な
っ

て

し

ま

う
の

だ
。

i
　
プ
ラ

ト
ン

の

『

パ

イ
ド
ロ

ス
』

で

語
ら

れ

る

美
の

イ

デ

ア

も、

一

瞬
垣

間
見
ら

れ
て

す
ぐ
に

幻

影
と

消
え

て

行
く
こ

こ

で

は、

老
い

と

そ
の

悽
惨
な
人
生

が

語
ら

れ
て

も、

死
は

語
ら

れ

な
い

。

か

り
に

語

ら

れ

る

に

し

て

も、

そ
れ

は、

零
れ
落

ち

る

「

砂
」

と

し
か

語
ら

れ
な

か

っ

た

で

あ
ろ

う。

そ
の

よ

う
な、

老
い

の

終
り

に

生

が

「

崩
れ
」

去

る

死

と、

北
條
先

生
の

言
う
「

已
に

死
し

お

る
生
」 、

従
っ

て

生

よ
り

先
に

あ
る
死
と

は、

い

か

な

る

結
が

り

の

付
け
よ
う
も
な

く
遠
く
隔
た

っ

て

い

る

と

言
わ
ね

ば

な

ら
な
い

。

　
と

す
れ
ば、

西
田
の

日

記
の

な

か

で、

北
條
先
生

の

言
は、

そ
の

前
の

「

ト
ル

ス

ト
ー

イ
の

モ

ッ

パ

ス

サ

ン

を
送
ら
る

」

を
受
け

て

い

る

と

い

う
よ

り

も、

後
に57
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明
星

大

学
研

究
紀

要
【
目

本
文
化

学
部
・
言

語
文
化

学
科】
第
一
号
　［
九
九

三

年

続
く
「

三

竹
君
曰
く、

余
は

随
分
苦
し

き
所
を
忍
ぴ

た

り
。

」

と

絡
が
っ

て

い

る

と

見
る
べ

き
で

あ
ろ

う
か

。

こ

こ

に

出
て

来
る

三
竹
と

は、

三

竹
欽
五

郎
と
言
っ

て、

元

山
口

高
校
の

教
師
で

あ
っ

た

が、

西
田

と
同
じ

よ
う
に、

北
條
時
敬
が

山

口

か

ら
金
沢
に

移
る

に

従
っ

て

四
高
に

赴
任
し、

北
條
時
敬
の

も
と
既

に

数
年
に

　

　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　

　

　

　
　
　
　

亘

る

西
田

の

同
僚
で

あ
っ

た
。

幸
い

に

西
田

の

あ
る

記
念
の

文
章
に、

三

竹
の

為

人
を
伝
え
て

い

る
次
の

よ
う
な
箇
所
が

あ
る

。

　

「

彼
は
一

介
の

ド

イ
ツ

語
の

先
生

で

あ
っ

た
。

併
し

深
く
禅
を
修
め、

剽
軽
の

様
に

て

真
実
人
の

為
に

憂
へ

、

潔
癖
に

し
て

曲
れ
る

こ

と
を
嫉
み、

狷
介
の

風

が

あ
つ

た

が、

又

物
事
に

拘
泥
し

な
い

所
が

あ

り、

面
白
い

一

種
の

人
物
で

あ
つ

た
。

重
ん

ぜ

な
い

人

も
あ
つ

た

ら
う
が、

私
に

は

今
に

忘
れ
難
い

人
の
一

人
で

あ

る
。

」

　

こ

の

回

想
の

中
に

自
ず
か

ら

浮
か

び

上
が

る

三
竹
の

顔
立
ち

は、

し

か

し、

明

治
三

十
五

年
八

月
七

日

の

日

記
の

な
か

で

既
に．一

筆
の

も
と

に

描
か

れ

て

い

る
。

　

「

此
朝
三

竹
君
透
過
せ

り
と

て

威
張
り

て

帰
る。

」

　

因
み

に、

西
田
自

身
の

無
字
の

公
案
透
過
は

そ
れ

か

ら

丁
度
一

年
後、

つ

ま

り、

北
條
先
生
の

あ

の

言
葉
か

ら
半
年
後
の、

明

治
三

十
六

年
八

月

三

日

の

こ

と

で

あ
る。

し

か

し、

い

つ

れ

に

し
て

も、

三

竹
に

関
し

て

は

そ
れ

以

上

の

こ

と

は

分
か

る

手
立

て

も
な

く、

ま

し

て

三

十
六

年
二

月
頃
に、

既

に

透
過
し

て

半

年
を

経
た

三
竹
の

身
に、

忍
ぶ

ほ

か

は

な
い

如
何
な

る

苦
し

い

こ

と

が

あ
っ

た

の

か、

知

る

術
も
な

い
。

た

だ

西
田

の

あ
の

日

の

日

記
の

な
か

で、

三

竹
の

言
葉
と

北
條

先
生

の

言
葉
の

間
に

相
応
ず
る

も
の

が

あ
る

と

す
れ

ば、

北
條
先

生
の

言
葉
の

蔭

に

も、

そ
の

時
の

北
條
先
生

自
身
の

身
の
、

何
か

忍
ぶ

他
な
い

不
幸
が

隠
さ

れ
て

い

る

と

見
る

こ

と
が

で

き
る

の

で

は

あ
る

ま
い

か。

58

　
四

　
　
　
　
　

　

　

　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　

　

　
　
　
　

き

よ

　
上
杉
氏
の

北
條
伝
に

よ

れ
ば、

こ

の

明
治
三

十

六

年、

「

四

女
潔
子
さ

ん

が

誕

生

し

た
。

だ
が

こ

の

世
に

生

を
う
け

て

間

も
な

く
幼
く
し
て

死
別
し

な
け

れ

ば

な

　
　
　
　
　

　
　

ら

な
か

っ

た
。

」

だ

が

こ

の

四

女
の

誕

生

と
そ

の

間
も
な
い

死
が

三

十
六

年
の

い

つ

の

こ

と

で

あ
っ

た
か
、

そ
れ
以
上

の

精
し

く
は、

筆
者
に

も
調
べ

る
手
立
て

は

な

い
。

し

か

し、

も
し
そ

れ

が

三

十

六

年
の

初
め

の

頃
で

あ
っ

た

と

す
れ
ば、

ど

う
な
る

で

あ
ろ

う
か。

既

に

述
べ

た
一

月

二

十
三

日

の

東
京
出
向
と、

続
く
二

月

か

ら

の

数
十
日

間
の

金
沢
滞
在
は、

1
そ

れ

は

寄
り

道

と

し

て

は

長
過
ぎ

て

l

l
必

ず
し

も
結
び

付
く
も
の

で

な
け

れ
ば、

一

旦

東
京
か

ら
戻
っ

て

の

ち
広
島
か

ら

真
直
ぐ
の

　
　
つ

ま
り
新
任
地
の

広
島
に

北
條
家
の

墓
が

あ

る

は

ず
も
な
く、

故
郷
金
沢
の

代
々

の

墓
に

葬
る
べ

く
四

子
潔
子
の

小
さ

な

遺
骨
を
胸
に

抱
い

て

の

帰
省
で

は

な
か
っ

た

ろ

う
か

。

そ
う
し
て、

金
沢
滞

在
ニ

ケ

月
の

長
さ

は、

そ
の

傷
心

慰
む

の

長
さ

で

は

な
か
っ

た

ろ
う
か
。

い

や、

西
田

の

三

月

四

日

の

日

記
に

「

（
我
が

屋

に
）

北
條
令
室
来
訪
」

と

あ

る

こ

と
か

ら

判

る

よ
う
に、

そ

れ

は

夫

人
を

伴
っ

て

の

帰
省
で

あ
っ

た

が、

北
條
時
敬
に

は、

妻
薜
の

傷
心

を

こ

そ

労
る

ニ

ケ

月

間
の

帰
省
で

あ
っ

た
ろ

う。

な
ぜ

な
ら、

漱
石

『

道

草
』

の

主

人

公
健
三

　
　
　
　
　

　

　

　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　
そ

の

の

妻
の

胸
に、
「

新
し
く
生
き
た

も
の

を
拵
え
上
げ

た

自
分
は、

其
償
ひ

と

し

て

　
　
　
　
　

　

　

　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　

り

衰
へ

て

行
か

な
け
れ

ば

な
ら
な

い
」

と

い

う
感
じ

が

微
か

に

湧
い

た

よ
う
に

ー

し

か

も
そ
れ

ば

か

り
で

な
く、

そ

の

衰
え
に

追
い

打
ち
を
か

け
る
よ

う
な

赤
子

の

死
で

あ
っ

た

か

ら
で

あ

る。

そ
し
て

父
親
た
る

夫
に

は、

た

と

え
新
し

い

生
命
の

償
い

と

し
て

の

衰
え

は

妻
ほ

ど

に

は
な

い

と
し

て

も、

そ

れ

だ
け
一

層、

吾
子

の

死
と

共
に

己
れ

の

死

が

な
け
れ
ば

な

ら

な
か

っ

た

で

あ

ろ

う。

そ

れ

は、

「

か

く

し
て

ま

う
死
す
る

の

み
」

と
言
わ
れ
た

よ

う
に、

何
ら

か

の

前
提
か

ら

の

追
認

的

な
結

論
で

は

な

く
、

た

だ

端
的
に

「

か

く
し
て
」

と

い

う

他
は

な
い

死

で

あ
っ

た。

少
な
く
と

も
西
田
は、

北
條
先
生

の

曰
く
を
た
だ

「

か

く
し
て
」

と

記

す
の
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み

で

あ
っ

た
。

こ

こ

に、

死
と

い

う
絶
対
不

死
の

「
形
な
き
も
の

の

形

を
見、

声

な
き
も
の

の

声

を
聞
」

か

ん

と

す
る

我
々

の

心

に

哲
学
的
根
拠
を
与
え
た
い

と

す

る
一

哲
学
者
の

誕
生

が

あ
っ

た

と

言
え

ば、

そ
れ

は

余
り
に

強
引
過

ぎ

る

線
を
引

い

た

こ

と

に

な

る

だ

ろ

う
か
。

　
五

　
も
ち
ろ

ん、

こ

の

誕

生

か

ら、

西

田

哲
学
と

し
て

確
立

さ

れ

る

「

場

所
の

論

理
」

ま

で

の

真
直
ぐ
の

道
が

通

じ

て

い

る

わ
け
で

は

な
い

。

お

そ
ら

く
曲
折
の

道

で

あ
ろ

う
そ
れ

を、

こ

こ

で

辿
ろ

う
と

す
る

の

で

は

な

い
。

「

は

じ
め

に
」

で

述

べ

た

よ
う
に、

本
稿
は

も
と

よ
り、

北
條
時
敬
の

言
葉
の、

西
田

哲

学
へ

と

向
か

う
思
想
的
意
味
を
求
め

る

こ

と

を

目
的
と

し
て

い

な
い
。

む

し
ろ、

北
條
時
敬

と

い

う
一

人
の

潔
い

実
践
家

1
た

と
え

ば

彼
が

広
島
高
等
師

範
を
去
る

時、

そ

の

送

別
会
の

挨
拶
に、

「

自
分
が

こ

の

学
校
で

行
な
っ

た
こ

と
に、

も
し

何
ほ

ど
か

功

績
が

あ
っ

た

と

す
れ

ば、

そ
の

半
面
に

は、

ま

た

そ

れ
だ

け

の

罪
を
犯
し

て
い

　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　

　

　
　
の

る

と

思
っ

て、

自
分
を
恐

れ
て

い

る。
」

と

語
っ

た

言
葉
は、

そ
の

実
践
の

潔
さ
を

証
し

て

い

る

の

で

あ
っ

て、

反
証
し
て

い

る

の

で

は

な
い

。

1
の
、

生

と

死
の

澄
明

な
自
覚
を、

愛
弟
に

よ
っ

て

書
き
留
め

ら
れ

た

そ

の
一

言
の

う
ち
に

見
る

こ

と
が

で

き
れ

ば、

そ
れ

で

足
り
る

。

　
だ

が、

そ

れ

は

北
條
時
敬
の
一

つ

の

深
き
覚
悟
を
語
る

も
の

で

あ
っ

て、

そ

こ

に

西
田
に

も
深
く
感
ず
る

も
の

が

あ
っ

た

と

し
て、

し
か

し

そ

の

西
田

に

も
う
一

つ

の

思

い

は

な

か

っ

た
で

あ
ろ

う
か

。

と
い

う
の

は、

こ

の

時、

西
田
に

も
ま

た、

生

ま

れ

て

ま

だ

数
カ

月
に

も
な
ら

ぬ

幽
子
な
る

女
児

が

あ
っ

た

か

ら

で

あ

る
。

　
し

か

し

そ

の

数
年
の

後、

北
條
先
生

が

も
っ

た

と

同
じ

運
命
が

待
っ

て

い

る

と

は、

西
田

は

そ
の

時、

知
る

由
も
な
か
っ

た。

つ

ま
り、

そ

れ
か

ら
五
年
の

後、

西
田

幾
多

郎、
『
善
の

研
究』
へ

山

下
善
明

明

治
四
十
年
｝

月、

奇
し

く
も
あ
の

夕
べ

に

席
を
同
じ

く
し

た

三

竹
の

命
各
に

な

る

幽
子

ー
そ

の

名
前
に

曳
か

れ
て

行
っ

た

か

の

よ
う
に、

こ

の

二

女
の

短

い

命

は

終
わ
る

の

で

あ
る
。

そ
し
て

父
幾
多
郎
が、

「

何
か

記
念
を
残

し

た

い
。

せ

め

て

我
一

生

だ
け

は

思
い

出
し

て

や
り

た
い

」

と

い

う
一

心
で

筆
を
執
っ

た

の

が、

今
は

東
京
に

あ
る

友
藤
岡
東
圃
の

著
『
国
文
学
史
講
話
』

に

寄
せ

た

序
の
一

文
で

　

の

あ
る

。

そ
の

中
か

ら
二

つ

の

と

り
わ

け

美
し

く
哀
切
な
箇
所
を
抜
き

書
き
し

て

お

こ

う
。

　

「

余
は

今
度
我
子

の

果
敢
な
き
死

と
い

ふ

こ

と

に

よ
り
て、

多
大
の

教
訓
を
得

た。

名
利
を
思
う
て

煩
悩
絶
間
な

き
心

の

上

に、

一

杓
の

冷

水
を
浴
び

せ

か

け

ら

れ

た

様
な

心

持
が

し
て、

一

種
の

涼
味
を
感
ず
る
と

共
に、

心

の

奥
よ
り

秋
の

日

の

様
な

清
く
暖
か

き
光
が

照
ら

し

て、

几

て

の

人
の

上
に

純
潔
な
る

愛
を

感
ず
る

こ

と

が

出
来
た
。

特
に

深
く
我
心

を
動
か

し

た
の

は、

今
ま
で

愛
ら
し

く

話
し

た

り、

歌
つ

た

り、

遊
ん

だ

り

し

て

居
た
者
が、

忽
ち

消
え

て

壷
中
の

白
骨
と

な

る

と

言
ふ

の

は、

如

何
な
る

訳
で

あ

ろ

う
か

。

若
し

人

生

は

こ

れ

ま
で

の

も
の

で

あ

る

と

い

ふ

な
ら

ば、

人

生

ほ

ど

つ

ま
ら
ぬ

も
の

は

な
い、

此
処
に

は

深
き

意
味
が

な
く
て

は

な
ら

ぬ
。

」

　

そ
し

て

こ

の

想
い

出
の

記
の

終

り

近
く

ー

　

』

方
よ
り

見

れ
ば、

生

ま

れ

て

何
等
の

人
生

の

罪
悪
に

も
汚
れ

ず、

何
等
の

人
生

の

悲
哀
を

も
知
ら

ず、

唯
日
々

嬉
戯
し

て、

最
後
に

父
母

の

膝
を
枕
と

し
て

死

ん

で
い

つ

た

と

思
へ

ば、

非
常
に

美
し
い

感
じ

が

す
る。

花
束
を
散
ら

し

た

様

な
詩
的
一

生

で

あ
つ

た

と

も
思
わ

れ

る
。

た

と
へ

多
く

の

入
に

記
憶
さ
れ、

惜
し

ま
れ

ず
と

も、

懐
か

し

か
っ

た

親
が

心

に

刻
め

る

深
く

記

念、

骨
に

も
徹
す
る
痛

切

な
る

悲
哀
は

寂
し

き

死

を
慰
め

得
て

余
り

あ

る

と

も
思
ふ

。

」

　

あ
る

い

は、

「

死
に

し

子、

顔
よ
か

り

き、

を
ん

な
子
の

た

め

に

は、

親、

を

　

　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　

　

　
　
そ

ば

さ

な
く
な
り

ぬ
べ

し
」

と、

こ

の

哀
惜
の

傍
を
そ
っ

と

通
り
す
ぎ

る

の

が

い

い
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明
星

大

学
研

究

紀
要
【
日
本

文
化
学

部
・
言

語
文

化
学
科｝
第一
号

一
九

九
三

年

か

も
知

れ

な
い

。

だ

が、

こ

れ
ら

二

つ

の

数
行
に

こ

そ、

北
條
時
敬
の

あ
の

言
葉

の
、

少

な
く
と

も
そ

れ
を
聞
い

て

西
田
が

受
け

取

め

た

謂
わ

ば
体
験

的
意
味

が

明

ち

か

に

な
っ

て

い

る

の

で

は

な
い

か
。

つ

ま

り、

北
條
先
生

の

あ
の

言
葉
か

ら

数

年
の

後
に

。

　
親
が

綴
っ

て

逆
に

亡

児
の

形
見
に

な
っ

て

い

る

と

さ

え

思
わ

れ
る

こ

の

記

に

は、

子

を
喪
く
し
た

親
の

単
な

る
哀
別
と

し
て

は

決
し

て

書
か

れ

な
い

で

あ
ろ
う

言
葉
が、

少
な
く
と

も
二

つ

あ
る

。

一

つ

は、

「

心
の

奥
よ

り
秋
の

日

の

様
な
清

く
温
か

き
光
が

照
ら

し

て
」

で

あ

り、

今
一

つ

は、
「

悲
哀
は

寂
し

き

死

を

も
慰

め

て

余
り

あ

る
」

と

い

う
言

葉
で

あ
る。

死

を
も
慰
め

る

も
の

が

あ
る

と

す
れ

　
　
　
　
　
し

よ

う

じ

ば、

そ
れ

は
生
死

を
超
え

た

も
の

で

な
け

れ

ば
な
ら

ぬ
。

だ

が、

生

死

を
超
え

て

寂
し
さ

を

慰
め

る

も
の

は、

歓
び、

従
っ

て

生
の

歓
び

で

は

あ

り

え

な

い
。

な

ら

ば、

そ

れ

は、

生

死

を
超
え

た

死
で

な
け

れ

ば

な
ら

な
い
。

生

死
を
超
え
た

死
な

る

悲
哀
で

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

有
無
を
超
え

た

絶
対

無
の

大
悲
で

な
け

れ

ば

な

　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　

　

　

　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　
い
づ

ら
な
い

。

生
死

に

さ

ざ

め

く
心

の、

さ

ら

に

そ

の

奥
か

ら

照
ら
し

出
る
光

は、

生

の

春
の

日

の

光

で

は

な

く、

死

の

秋
の

日

の

光
で

あ
る

。

そ
の

光

の

中
へ
、

已
に

死
し

を

れ
ば、

か

く
し

て

こ

の

生

が

も
う
死
す
る

ば
か

り

で

あ
る

こ

と
に

何
の

不

合
理

が

あ
ろ

う
。

明

治
三

十
六

年
二

月
十
五

日

の

夕
べ

の

あ
の

言
葉
は、

間
違
い

な
く、

生
と

死
の

こ

の

上

な
く
澄
み

渡
っ

た

自
覚
を
語
る
一

語

で

あ
る

。

　
六

　
生

死
を
超
え
た、

ヨ

ー

ロ

ッ

パ

の

近

代
哲
学
の

言
葉
で

言
え

ば

ト

ラ
ン

ス

ツ

ェ

ン

デ
ン

タ
ー

ル

な
死、

い

や、

む

し

ろ

シ

ス

ツ

ェ

ン

デ

ン

タ

ー

ル

な
と

言
う
べ

き

生
死

に

先

立
つ

死

1
そ

の

悲
哀
は、

当
然
の

こ

と

な
が

ら、

漸
く
処
女

作
の

『
善
の

研
究
』

を
書
き

了
え
つ

つ

あ
る、

従
っ

て

未
だ

無
名
の
一

哲
学
者
が

亡

き

児

を
偲
ん

で、

そ
の

胸
を
暫
く
の

間
涵
し

て

消
え
た

悲
哀
で

は

な
い

。

既

に

「

付

60

論
・
一
」

で

も
引
い

た

よ
う
に、
「

場
所
の

論
理
」

の

成
立
の

時
に

も
西
田

は、

「

生

け

と

し

生

け
る
も
の

の

底

に

は
死

が

あ
り、

悲
哀
が

あ
る
」

と

語
り、

そ

し

て

最
晩
年
の

最
後
の

著
作
の

中
で

も、

こ

う
書
か

れ
て

あ
る

。

　
「

人
生
の

悲
哀、

そ
の

自
己
矛
盾
と

言
ふ

こ

と

は、

古
来
言

旧

さ

れ

た

常
套
語

　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　

　

　
い

で

あ
る

。

併
し

多
く
の

人

は

深
く
此
の

事
実
を
見
詰
め

て
い

な

い
。

」

そ
の

悲
哀、

そ

の

自
己

矛
盾
の

事
実
は

ど

こ

に

あ
る
の

か
。

そ
し
て、

そ
の

「

深
き
意
味
」

　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　

は
。

「

根

本
的
な
自
己
矛
盾
の

事
実
は、

死

の

自

覚
に

あ

る
」

と
西
田

は

言
う

。

つ

ま

り、

そ

の

事
実
は

客
観
的

に

見
る
一

事
実
で

は

な
い

の

で

あ

る。

そ

れ

に

も

か

か

わ

ら

ず
客
観
的
な
一

事
実
と

し

て

見

る

な
ら

ば、

そ
の

限

り
で

私
達
は

「

深

く
此
の

事
実
を

見

つ

め

て

居
な
い
」

の

で

あ
る。

そ
の

時、

自

身
の

死

も、

私

達

の

知
っ

て
い

る

の

は

自
分
と
い

う
一

生

物
の

終
り

と
し

て

の

死

で

あ

る

に

す
ぎ

な

い
。

「

生
物
は

死
ん

で

行
く、

死
な

き
所
に

生
命
は

な

い
。

そ

こ

に

も
既

に

自

己

矛
盾
が

あ

る

と

言
い

得
る。

併
し
生

物
は

自
己

の

死

を
知

ら

な
い

。

自
己
自
身
の

死

を

知
ら

な

い

も
の

は、

…

…

…

死
と

言
ふ

も
の

は

な
い
、

生
物
に

は

死

が

な
い

　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　
　

と

も
言
ふ

こ

と

が

で

き
る。
」

　

要
す
れ

ば、

私
達
は、

自
己

の

死

を

知

ら

な
い

生

物
と

し

て

の

自
己
の

死

を
知
っ

て

い

る

だ

け
で

あ

る
。

自
己

の

死

の

か

か

る

知

の

故
に、

自
己
の

死
を
知

ら
な
い

と
い

う
無
知
は、

私
達
に

あ
っ

て

は、

単

に

無

知

で

あ

る

よ
り

は
一

つ

の

忘
却
で

あ
ろ

う。

か

か

る

忘
却
か

ら

覚
め

て

死

の

自
覚

で

あ
る

と

し

て

も、

そ

れ
は

し

か

し、

正
に

そ

の

故

に、

無
知
を

知
に

更
え

る
こ

と

に

は
な
ら

な
い

。

む

し
ろ

そ

こ

で、

知
の

無
知
と

い

う
自
己
矛
盾
が

初
め

て

重

き
「

自
己
矛
盾
の

事
実
」

と

な

る。

事
実

即

意
味
の

「

深
き
意
味
」

と
な
る

。

　

だ

が、

死
の

な
い

生

物
と

し

て

の

死
が

あ

る
だ

け

の

私
達
で

あ
る

時、

私
達
は

一

体
何
を
忘
れ

て

こ

の

世
界
の

中
に

生
き
て

い

る

の

か
。

「

我

々

の

自
己

が

世

界

　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
の

の

中
に

あ
る
こ

と

が

忘

れ
ら

れ

て

居
る。
」

そ

の

忘

却

の

な
か

で、

時
は

た

だ
一

　
　
　
ひ

　
こ

方
的
に

飛

去
す
る

の

み

で

あ
る

。

し
か

し、

こ

の

世
界
に

あ
っ

て、

こ

の

地

上
に

N 工工
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あ
っ

て、

た

だ

過
ぎ

行
く
こ

と

を、

た

だ

老
ゆ

る

こ

と

を
嘆
く
に

及
ぼ

な
い
。

こ

の

地
上

に

生

き

て、

他
の

ど

こ

も
な
く、

と
い

う
こ

と

が、

既

に

死

し

て

生
き
て

い

る
こ

ど

で

あ
り、

既
に

死

し
お

れ
ば、

時
は

と
ど

ま
る

か

ら

で

あ
る。
「

時
は

　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　

　

　

　
　
　
　
　

　
さ

な

か

と

ど

ま

る
」

と

言
っ

た

の

は、

「

純
粋
理
性
批
判
」

最
中
の

カ

ン

ト
で

あ
っ

た

が、

「

そ
れ

で

も
地

球
は

と

ま
っ

て

い

る
」

と
言
っ

た

の

は、

そ

れ

か

ら
百
五

十

年
の

後、

晩
年
の

フ

ッ

サ

ー

ル

で

あ
っ

た
ろ

う
か
。

地

球
が

と

ま
っ

て

い

れ

ば

こ

そ、

こ

の

地

上

に、

「

あ
れ
こ

そ
す
べ

て

だ
っ

た、

自
分
が

か

つ

て

仕
え
た
美
」

も
あ

っ

た

の

で

あ
る

。

そ
し

て

そ
の

向
こ

う
に
、

い

や

そ

の

最
中
に、

決
し

て

「
苛
立

た
し

い

一

片
の

幻

想
」

で

は

な

い

美
の

イ
デ

ア

が。

　
私
達
は、

自
分
が

世
界
の

中
に

あ
る

こ

と
を
再
び

想
い

出
す
な
ら
ば、

死

は、

自
ら

の

そ

れ

さ

え
生

物
の

終
り
と
し
て

た

だ
自
分
の

前
方
の、

見
え
な
い

と

こ

ろ

に

見
る

死
で

は

な
く
な

る

だ

ろ

う。

つ

ま
り、

見
な
け
れ

ば

見

な
い

で

済
む

死

と

い

う
も
の

で

は

な
く
な

る

で

あ
ろ

う。

そ

れ
は

む

し
ろ、

い

つ

も
生
の

す
ぐ
背
後

　
　
　
　
　

　

　
　
　

か

え

に

あ
っ

て、

し

か

も
振
り

反
っ

て

見
る

こ

と
の

で

き
な
い

死、

つ

ま
り

知

の

無
知

が

知
の

知
と

は

な
り

得
ず、

そ
の

ま
ま

に

自
己
矛
盾
の

重

き
事
実
と

な
っ

た

死
と

　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　

　

　

　
　
　
　
　

　

　
　
　
ヴ

イ

タ

サ
モ

ル

ク

リ

ス

な
る
で

あ
ろ

う
。

そ
の

よ

う
に

想
い

出
さ

れ
た

生

こ

そ、
「

已

に

死

し

居
る

生
」

　
　
　
　
　

　

　
　
　
　

に

他
な
ら

な
い

の

で

あ
る

。

★

　

★

　

★

　
こ

の、

生
の

す
ぐ
背
後
に

あ
っ

て、

し

か

も
振
り

反
っ

て

見

る
こ

と

の

で

き
な

い

死
を
鮮

や
か

な
筆・
致
を
も
っ

て

語
っ

た

文
章
を、

私
達
は

幸
い

に

私
達
自
身
の

古
典
文
芸

の

中
に

も
っ

て

い

る
。

そ

れ
は、

兼
好
の

『

徒
然

草
』

の

中
の
一

段
で

あ
る。

こ

の

全
二

四

三

段
の

『

徒
然
草
』

が、

第
三

十
段
辺

り

を
境
に

し

て、

浄

土

宗
的
な
詠
嘆
的
無
常
感
か

ら、

禅
宗
的
な
自
覚
的
無
常
観
に

移
っ

て

い

る

こ

と

西

田

幾
多
郎、
『
善
の

研

究』
へ

山

下

善
明

は、

人

の

よ

く

知
る
と

こ

ろ

で

あ
る

が、

そ
の

第
一

五

五

段
の

後
半
は

次
の

よ

う

に

綴
ら

れ
て

い

る。

　

「

春
暮
れ

て

の

ち

夏
に

な
り、

夏
果
て

て

秋
の

来
る
に

は

あ

ら
ず

。

春
は

や

が

て

夏
の

気
を
も
よ
ほ

し

夏

よ
り
す
で

に

秋
は

か

よ

ひ、

秋
は

す
な

は

ち

寒
く
な

　

　
　
　
　
　

　

　

ハ
ドソ

リ、

…

…
待
ち

と

る

つ

い

で

甚
だ

は

や

し
、

生、

老、

病、

死

の

移
り

来
る

事、

　

　
　
　
　
　

　

　

　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　
ヴマ

ま

た

こ

れ
に

過

ぎ
た

り
。

四
季
は

な
ほ

定
ま

れ
る

つ

い

で

あ
り

。

死

期
は

つ

い

で

　

　
　
　
　
　

　

　

　
　
　
　
　

　

　
　
　
ハ
ア　

を
待
た

ず。

死

は

前
よ

り

し

も

来
た

ら

ず
。

か

ね

て

う
し
ろ

に

迫
れ

り。

人

皆
死

あ
る

事
を
知

り

て、

待
つ

こ

と

し

か

も

急
な
ら

ざ

る
に、

覚
え

ず
し

て

来
た

る。

沖
の

干
潟
遥
か

な
れ

ど

も、

磯
よ

り
潮
の

満
つ

る

が

ご

と
し
。

」

　

　
　
　
　
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

す

か

　

唐
木
順
三

の

語
を
借
り

て

言

え
ば、

ま
こ

と

に

人
生

の

透
し

絵
の

観
察
者
兼
好

ら

し

い

筆
と．
い

う
他
は

な
い

。

　

　

　
「

余
は

か

く
し

て

ま
う
死

す
る

の

み、

己
に

死
し

居
れ

ば
」

。

こ

の

言
葉
も
ま

た

他
方
で、

囲
碁
と

謡
曲
の

大
趣
味
人

で

あ
っ

　

　
　
　
　
　

　
よ
　　
そ

た

北
條
時
敬
の
、

他
所
な
が

ら

見
た

生

死
の

真
実
で

あ
っ

た

と

読
ん

で、

し

か

し

聊
か

も
そ
の

体
験
的
意
味
を
減
ず
る

も
の

で

は

な
い

と

思
わ

れ

る
。

　

　
　
　
　
　

　

　

　
　
　
　
　

　

　
　
（

一

般

教
育

　
助

教
授

　
ド

イ
ツ

哲
学）

ー
注

1

｛t］）　〔10）　〔9｝　〔8〕　〔7〕　〔6〕　｛5〕　〔4）　｛3）　〔2，　〔D

明

星
大

学
人
文

学
部
紀

要
第
二

四

号一
三
ニ

ー
四
六

頁

付

論
・
そ

の

一
「

明
る

き
世

界」
は

同
紀

要
　
第
二

八

号一
−
一
一
頁

昭

和
五
三

年、

北
国
出

版
杜

昭

和
六
年、
教

育
研
究

会

『
西
田

幾
多

郎
全

集』
昭

和
四一
年、
岩

波
書

店

　
第
一
二

巻

同

巻
『

明

治
二

卜
四
五

年
頃
の

東
京

文
科
大

学
選

科』

同

書

『
北

條
時
敬
先

生』
　一
五
八

頁

『
北

條
先
生
に

始
め
て

教

を
受
け

た
頃』

同

書

『
ト
ル

ス

ト
イ

全

集』
昭

和
五

四

年
　
第一
七

巻
　
二

二

六

ー

二

四

三

頁
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明

星
大
学

研
究
紀

要
【
日

本
文

化
学
部

二
言

語
文
化

学
科】
第一
号

一
九
九

三

年

62

 

　『
西
田

幾
多

郎
全

集」
第

＝
二

巻
「
三

々

塾

四
十

周
年
に

当
り
て』

幗

　『
北
條
時
敬

先
生』
八
七

頁

鋤

　『
道
草
b

第

八
五

章

 

　『
北
條
時

敬
先
生
b

八
八

頁

 

　
明
治

四
〇
年
一
月
一
四
日

付
堀
維

孝

宛
書
簡

参
照

　
　

　

　℃

 

　『
西
田

幾
多
郎
全

集邑
第一
巻『
「
国

文
史
講

話」
の

序」
東

圃
自

身「
今
度

出

版
す
べ

き

文

学
史

を
ば

亡

児
の

　

記
念
と

し

た
い

と
の

こ

と．

及
び

余
に

も
何
か

書
き

添
え
て

く
れ
よ

と
い

ふ

こ

と」
で．
西
田
は

こ

の

序

文
を
記

　
し

た。

α助

　『
西
田

幾
多
郎

全
集」
第一
一
巻
『
場

所
的
論
理

と

宗
教
的
世

界
観
」

三
九

三
頁

 

　
同

書
三
九
四

頁

＠∞

　
同

書
四
〇
八

頁

 
　
同

巻
『
生

命』
三

七
Q
頁

 
　
西

田

哲

学
に

深

き
理
解

を
も
つ

精

神
病
理

学
者

木
村

敏
氏

が．

自
ら

が

冶

療
に

当
た
っ
て

い

た一
八
の

若
い

女

　

性
の

自
殺

を
機
と

し
て

書
き
始
め．
そ

し
て

殆
ど

詩
に

ま
で

高
ま
っ

て

い

る

論
考
『
メ

メ

ン

ト
・
モ

リ』
に、
次

　
の

よ

う
な一
節
を

読
む
こ

と
が

で

き
る。
ヘ

ラ

ク

レ

イ
ト
ス

の

断

片
七

七

番
も

語
る

よ
う

に、
「
わ

れ

わ
れ

が

自

　

己

自
身
の

生

を
生

き
る
と

い

う
こ

と
に

は．

同
時
に、
死

を
生

き
る
と

い

う

意
味
が

な
く
て

は

な

ら
な
い。
死
を

　

生

き
る
と
い

う
こ

と
は．
生
と

も
死
と

も

言
え
な
い

死
が、
わ

れ
わ
れ

の

個

体
的
生

命
の

場
所
に

お
い

て

生
の

相

　

を
と
っ
て

現
成
し

て
い

る

と
い

う
こ

と

で

あ
る。」
（
「
分
裂
病
の

現

象
学」
平
成
三

年、

弘
文
堂、
三
五

三

頁）

　

そ

し
て

「
生
は、
死
が

時
満
ち
て

死

そ
の

も
の

の

相
に

お

い

て

現
成

す
る
ま

で
の

あ

る
期

間、
生

の

姿
を
と
っ

て

　

現

わ
れ
出

て
い

る

と
い

う
事
実
に

ほ

か

な

ら
な
い。」
｛
同
書．

三
五

四
頁V

 

　『
唐

木
順
三

全
集』
昭

和
五

六

年、
筑

摩

書
房．
第

五

巻
『
中

世
の

文
学』
八
八
頁

参
照
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