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私
が
京
大
で
田
辺
先
生
の
講
義
を
聴
く
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
昭
和
十
三
年
か
ら
十
七
年
ま
で
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
、
い
は
ゆ
る
「
田

辺
哲
学
」
と
呼
ば
れ
る
に
ふ
さ
は
し
い
絶
対
辮
証
法
ま
た
そ
れ
と
結
び
つ
い
た
「
種
の
論
理
」
が
い
よ
い
よ
異
体
化
し
円
熟
す
る
過
程
に

当
っ
て
み
る
。
先
生
の
絶
対
辮
証
法
は
、
い
ふ
ま
で
も
な
く
、
観
念
辮
証
法
で
も
唯
物
辮
証
法
で
も
な
く
、
両
者
の
対
立
を
止
揚
し
た
観

念
・
実
在
辮
託
法
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
や
う
な
両
者
の
媒
介
統
一
を
実
現
さ
せ
る
中
核
と
な
る
も
の
は
僑
体
の
行
為
に
ほ
か
な
ら
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

こ
と
、
哲
学
は
そ
の
や
う
な
行
為
的
自
覚
一
1
こ
の
書
振
を
、
先
生
は
し
ば
し
ば
西
田
哲
学
の
行
為
的
直
観
と
の
対
比
に
お
い
て
用
ひ
ら

れ
た
一
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
い
こ
と
が
不
断
に
倦
ま
ず
説
か
れ
た
。
こ
の
や
う
に
、
哲
学
が
行
為
的
自
覚
で
あ
る
と
い
ふ
主
張
に

お
い
て
、
先
生
の
哲
学
が
し
ば
し
ば
誤
解
を
蒙
む
る
や
う
な
冷
厳
な
論
理
主
義
に
終
始
す
る
も
の
で
は
な
く
、
真
に
主
体
的
実
存
的
に
生

き
抜
か
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
実
際
、
先
生
は
哲
学
を
そ
の
身
上
に
お
い
て
生
き
る
と
い
ふ
意
味
に
お
い
て
稀
有
な
哲

人
的
哲
学
者
で
あ
っ
た
。
先
生
の
果
さ
れ
た
学
問
的
業
績
は
、
そ
の
分
野
に
お
い
て
頗
る
広
汎
で
あ
る
が
、
私
共
の
知
る
限
り
の
先
生
は
、

は
じ
め
か
ら
そ
の
志
向
に
お
い
て
一
貫
し
て
倫
理
的
・
宗
教
的
に
実
存
的
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
、
特
に
『
繊
嵩
置
と
し
て
の
哲
学
』
　
（
昭

勅
二
一
年
）
以
後
の
先
生
の
晩
年
の
思
想
の
な
か
で
、
宗
教
哲
学
が
最
も
大
き
な
比
重
を
占
め
て
み
る
こ
と
は
決
し
て
偶
然
で
は
な
い
。

　
　
　
　
田
辺
先
生
の
死
の
哲
学
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
五
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行
為
的
自
覚
と
い
ふ
場
合
、
そ
の
行
為
は
、
人
問
が
社
会
的
存
在
で
あ
る
以
上
、
ど
こ
ま
で
も
歴
史
的
社
会
的
実
践
を
意
崩
す
る
も
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
点
、
『
繊
二
道
と
し
て
の
哲
学
』
、
『
実
存
と
愛
と
実
践
』
（
昭
和
一
三
年
）
、
『
キ
リ
ス
ト
教
の
採
証
』
（
昭
和

二
三
年
）
等
に
お
い
て
も
、
戦
前
の
「
種
の
論
理
」
に
関
す
る
諸
論
文
が
、
そ
れ
ら
に
対
す
る
厳
し
い
自
己
批
判
を
媒
介
し
な
が
ら
、
発

展
的
に
よ
り
具
体
化
さ
れ
、
極
め
て
積
極
的
な
社
会
革
新
の
実
践
の
必
然
性
が
説
か
れ
て
み
る
。
し
か
し
そ
れ
と
同
時
に
、
　
『
繊
悔
遵
と

し
て
の
哲
学
』
以
後
に
お
い
て
は
、
行
為
は
、
も
は
や
単
に
祉
会
的
倫
理
的
行
為
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
従
来
の
立
場
に
も
ま
さ

っ
て
、
宗
教
的
行
道
と
し
て
の
牲
格
を
著
し
く
し
て
く
る
。
そ
し
て
さ
う
い
ふ
と
こ
ろ
に
先
生
の
思
想
的
生
涯
に
お
け
る
大
き
な
転
機
が

存
す
る
と
思
は
れ
る
。
　
『
繊
忠
道
と
し
て
の
哲
学
』
が
、
そ
の
転
機
を
、
極
め
て
切
実
率
直
に
告
白
し
て
ゐ
ら
れ
る
こ
と
は
改
め
て
い
ふ

ま
で
も
な
い
。
同
書
の
序
に
、
　
「
餓
梅
と
は
、
私
の
為
せ
る
所
の
過
て
る
を
梅
い
、
そ
の
悪
の
償
ひ
難
き
罪
を
身
に
負
ひ
て
悩
み
、
自
ら

の
無
力
不
能
を
漸
ぢ
、
絶
望
的
に
霞
ら
を
撚
ち
棄
て
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
れ
は
私
を
否
定
す
る
行
で
あ
る
か
ら
、
私
の
行
に
し
て
岡

時
に
私
の
行
で
は
な
い
。
私
な
ら
ぬ
他
者
が
之
を
催
起
す
る
の
で
あ
る
。
併
し
そ
の
他
者
が
却
て
私
を
転
換
的
に
向
け
変
へ
、
従
来
と
異

な
る
新
し
き
道
に
再
出
発
せ
し
め
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
峨
悔
は
他
力
の
行
に
外
な
ら
ぬ
。
私
を
促
し
て
私
に
暫
学
へ
の
再
出
発
を
な
さ

し
め
る
他
力
は
、
私
の
繊
梅
に
締
て
は
た
ら
く
。
私
は
他
力
の
催
起
に
身
を
任
せ
て
機
悔
を
行
じ
、
他
力
に
信
頼
し
て
自
ら
の
転
換
復
活

を
証
せ
し
め
ら
れ
る
。
斯
く
て
の
繊
悔
の
行
証
が
、
す
な
は
ち
復
活
せ
し
め
ら
れ
た
私
の
哲
学
と
な
る
。
こ
れ
は
餓
劇
道
竃
Φ
欝
8
①
島
犀

と
い
ふ
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
正
に
他
力
哲
学
で
あ
る
。
此
様
に
し
て
一
た
び
哲
学
に
死
ん
だ
私
は
、
再
び
繊
事
忌
に
於
て
哲
学
に
復
活

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

せ
し
め
ら
れ
た
」
と
記
さ
れ
て
み
る
。
こ
の
書
で
は
、
行
為
と
い
ふ
言
葉
に
代
っ
て
行
と
い
ふ
言
葉
が
主
と
し
て
用
ひ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、

「
繊
悔
の
行
は
自
己
に
属
し
な
が
ら
、
射
て
自
己
の
存
在
資
格
無
き
こ
と
を
承
認
せ
し
め
ら
れ
る
行
為
で
あ
る
。
そ
れ
は
自
己
に
出
つ
る

と
は
い
へ
他
力
に
促
さ
れ
て
こ
れ
に
随
順
す
る
行
為
で
あ
る
。
其
故
行
為
を
自
力
に
属
す
る
も
の
と
し
、
行
を
他
力
に
由
来
す
る
も
の
と

し
て
区
捌
す
れ
ば
、
繊
梅
は
行
為
と
い
ふ
よ
り
も
行
と
い
ふ
べ
き
も
の
に
外
な
ら
な
い
」
（
同
書
、
一
六
四
頁
）
と
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
斯
く
て
、
爾
後
、
先
生
の
行
為
の
磨
覚
と
し
て
の
哲
学
は
、
宗
教
的
行
の
自
覚
と
し
て
の
宗
教
哲
学
と
い
ふ
色
彩
を
濃
厚
に
す
る
わ
け



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
　
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
そ
の
行
と
は
い
か
な
る
意
味
の
も
の
で
あ
る
か
と
い
ふ
と
、
つ
き
つ
め
て
い
へ
ば
、
そ
れ
は
自
ら
の
死
を
行
ず
る
と

　
　
い
ふ
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
場
合
の
行
の
自
覚
は
、
「
有
の
直
観
で
な
く
無
の
自
覚
」
（
岡
五
一
頁
）
で
あ
り
、
「
自
己
が
無
に
帰
す
る
自

　
　
覚
」
で
あ
り
、
　
「
死
の
自
覚
」
で
あ
る
（
同
一
九
五
頁
）
。
し
か
し
、
そ
れ
は
ま
た
単
に
死
の
闇
黒
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
同
暗
に

　
　
「
死
復
活
の
自
覚
」
で
も
あ
る
。
す
な
は
ち
、
無
の
自
覚
は
、
死
復
活
と
い
ふ
自
a
自
身
に
生
起
す
る
自
己
転
換
の
行
軍
に
外
な
ら
な
い

　
　
と
も
い
は
れ
る
の
で
あ
る
（
同
一
五
七
頁
参
照
）
。

　
　
　
こ
の
や
う
に
、
宗
教
哲
学
と
し
て
の
田
辺
哲
学
は
、
い
は
ば
「
死
の
哲
学
」
　
「
死
復
活
の
哲
学
し
と
い
ふ
相
貌
を
帯
び
、
そ
れ
は
晩
年

　
　
に
い
た
る
に
従
っ
て
い
よ
い
よ
深
化
徹
底
さ
れ
て
い
っ
た
と
い
ふ
こ
と
が
で
き
る
。
先
生
の
遺
稿
と
し
て
『
哲
学
研
究
』
第
四
衡
八
十
三

　
　
暑
に
掲
載
さ
れ
た
『
生
の
存
在
学
か
死
の
辮
証
法
か
』
と
い
ふ
論
文
は
、
そ
の
や
う
な
先
生
の
死
の
粛
学
の
真
面
國
を
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
～

　
　
の
「
存
在
学
」
と
の
対
決
に
お
い
て
、
極
め
て
鮮
明
に
展
開
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
　
「
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
教
授
の
哲
学
は
飽
く

　
　
ま
で
存
在
学
で
あ
っ
て
、
死
は
、
存
在
と
し
て
自
ら
を
実
現
す
る
生
の
、
自
覚
に
対
す
る
標
識
に
止
ま
る
か
ら
、
現
実
な
る
死
そ
の
も
の

　
　
が
哲
学
の
契
機
と
し
て
、
観
念
実
在
論
的
に
自
覚
せ
ら
れ
る
と
い
ふ
こ
と
は
な
い
。
単
に
可
能
性
を
表
は
す
極
限
的
観
念
と
し
て
要
請
せ

　
　
ら
れ
る
ば
か
り
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
死
そ
の
も
の
が
直
接
現
実
に
自
覚
せ
ら
れ
る
と
い
ふ
こ
と
は
不
可
能
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
し

　
　
相
互
否
定
的
に
対
立
し
な
が
ら
相
即
す
る
生
を
媒
介
と
し
て
死
が
間
接
的
に
自
覚
せ
ら
れ
、
特
に
実
存
者
の
協
同
態
（
カ
ト
リ
ッ
ク
の
い

　
　
は
ゆ
る
「
聖
徒
の
交
は
り
し
8
ヨ
ヨ
餌
駄
。
舞
謬
0
8
議
ヨ
）
に
於
て
、
生
者
を
媒
介
と
し
死
が
復
活
的
に
自
覚
せ
ら
れ
る
こ
と
は
否
定
で

　
　
き
な
い
と
思
は
れ
る
。
こ
れ
は
死
の
決
断
を
生
の
媒
介
に
於
て
聞
接
的
に
、
実
践
と
し
て
、
復
活
的
に
自
覚
す
る
辮
証
法
に
属
す
る
」

　
　
と
い
は
れ
る
。
こ
の
や
う
な
先
生
の
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
対
す
る
見
解
は
、
す
で
に
、
私
共
が
学
生
時
代
に
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
い
は
ゆ
る

　
　
ω
色
⇔
N
¢
話
↓
o
山
⑦
と
し
て
の
自
覚
存
在
に
対
し
て
加
へ
ら
れ
た
批
評
で
あ
っ
た
こ
と
を
記
憶
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
で
、
先
生
の

　
　
死
の
哲
学
の
繭
芽
は
、
由
来
す
る
と
こ
ろ
遠
い
と
い
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
ふ
。
『
峨
悔
道
と
し
て
の
哲
学
』
に
お
い
て
も
、
「
ハ
イ

　
　
デ
ッ
ガ
！
は
な
ほ
カ
ン
ト
の
理
性
批
判
を
絶
対
撲
判
に
ま
で
徹
底
せ
ず
、
批
糊
す
る
自
己
を
も
七
花
八
裂
に
委
ね
る
こ
と
な
く
、
飽
く
ま

296　
　
　
　
　
　
田
辺
先
生
の
死
の
哲
学
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
七
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6
　
で
自
覚
の
主
体
と
し
て
の
自
己
を
維
持
し
、
そ
の
存
在
を
解
釈
す
る
に
止
ま
る
。
徹
底
的
虚
無
と
い
ふ
も
虚
無
の
超
越
的
現
成
で
な
く
内

　
　
在
的
要
請
に
過
ぎ
な
い
。
飽
く
ま
で
倫
理
に
止
ま
り
宗
教
に
達
し
な
い
の
で
あ
る
し
と
い
は
れ
て
み
る
が
、
そ
の
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
虚
無

　
　
に
対
す
る
批
評
も
、
、
前
に
引
用
し
た
彼
に
お
け
る
死
が
、
単
に
可
能
性
を
表
は
す
極
限
概
念
と
し
て
要
請
さ
れ
る
に
過
ぎ
な
い
と
す
る
批

　
　
評
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
あ
る
と
思
は
れ
る
。
先
生
の
こ
の
や
う
な
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
批
評
の
当
否
に
つ
い
て
は
、
或
は
な
ほ
問
題
が
残

　
　
さ
れ
て
み
る
か
も
知
れ
な
い
。
然
し
そ
れ
は
と
に
か
く
と
し
て
、
以
上
の
や
う
な
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
批
評
か
ら
早
知
さ
れ
る
こ
と
は
、
先
生

　
　
の
死
の
辮
証
法
が
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
を
は
じ
め
広
く
西
洋
の
生
の
存
在
学
と
対
決
せ
し
め
ら
れ
て
る
る
と
い
ふ
こ
と
と
共
に
、
さ
う
い
ふ

　
　
先
生
の
立
場
が
、
「
死
の
決
断
実
行
が
即
復
活
還
相
に
転
ぜ
ら
れ
る
死
復
活
」
の
自
覚
と
し
て
、
極
め
て
リ
ア
ル
な
行
的
自
覚
に
立
脚
し

　
　
て
る
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
な
ほ
右
に
述
べ
ら
れ
た
「
聖
徒
の
交
は
り
」
と
い
ふ
晩
年
の
思
想
も
、
恐
ら
く
は
、
先
生
の
最
も
深
い
個
人
的
な
体
験
を
媒
介
と
し
て

　
　
展
開
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
先
生
の
死
の
哲
学
が
絶
対
無
即
愛
と
い
ふ
愛
の
行
遵
と
結
び
つ
い
て
具
体
化
さ
れ
た
も
の
と
し

　
　
て
、
先
生
の
哲
学
に
と
っ
て
必
然
的
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
「
聖
徒
の
交
は
り
」
と
い
ふ
こ

　
　
と
に
つ
い
て
、
例
え
ば
、
次
の
や
う
な
こ
と
が
い
は
れ
て
み
る
。
　
「
そ
れ
は
生
者
が
自
力
浄
化
に
依
っ
て
聖
者
と
な
り
、
風
化
せ
ら
れ
た

　
　
死
者
と
の
交
は
り
に
入
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
な
く
、
両
者
の
交
互
愛
を
逓
じ
、
生
者
が
死
者
の
清
浄
に
感
応
し
媒
介
的
に
浄
化
せ
ら

　
　
れ
て
、
生
死
を
超
ゆ
る
聖
な
る
道
交
に
於
け
る
実
存
的
協
同
を
成
す
と
い
ふ
意
味
で
あ
ら
う
」
（
『
生
の
存
在
学
か
死
の
辮
証
法
か
』
）
。
「
自
己
の

　
　
復
活
は
馬
入
の
愛
を
通
じ
て
実
現
せ
ら
れ
る
。
自
己
の
か
く
あ
ら
ん
こ
と
を
生
前
に
希
っ
て
居
た
死
者
の
、
生
者
に
と
っ
て
そ
の
死
後
に

　
　
ま
で
不
断
に
新
に
せ
ら
れ
る
愛
が
、
死
者
に
対
す
る
生
者
の
愛
を
媒
介
に
し
て
絶
え
ず
は
た
ら
き
、
愛
の
交
互
的
な
る
実
存
協
同
と
し
て
、

　
　
死
復
活
を
行
ぜ
し
め
る
の
で
あ
る
」
（
同
上
）
。
（
こ
の
や
う
な
「
聖
徒
の
交
は
り
」
の
思
想
は
、
必
ず
し
も
伝
統
的
な
カ
ト
リ
ッ
ク
の
解
釈

　
　
と
全
く
一
致
す
る
も
の
で
は
な
い
と
思
は
れ
る
が
、
さ
う
い
ふ
点
に
立
入
っ
て
論
ず
る
必
要
は
な
く
、
む
し
ろ
、
そ
こ
に
あ
ら
は
れ
て
ゐ

　
　
る
先
生
独
自
の
思
想
が
、
先
生
の
死
の
哲
学
に
と
っ
て
必
然
的
な
意
味
を
も
つ
て
み
る
と
い
ふ
こ
と
を
理
解
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
と



思
ふ
）
。

二

　
　
　
先
生
の
「
死
の
哲
学
」
ま
た
そ
れ
と
結
合
す
る
「
聖
徒
の
交
は
り
」
の
思
想
が
、
先
生
自
身
の
宗
教
的
体
験
な
い
し
は
実
存
盛
行
的
自

　
　
覚
に
も
と
つ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
ふ
ま
で
も
な
い
が
、
　
『
懐
盆
道
と
し
て
の
哲
学
』
以
後
に
お
け
る
『
実
存
と
愛
と
実
践
』
、
『
キ
り

　
　
ス
ト
教
の
辮
証
』
等
に
見
ら
れ
る
キ
リ
ス
ト
教
の
思
想
・
信
仰
へ
の
親
臨
、
お
よ
び
そ
れ
と
の
対
決
が
、
光
生
の
晩
年
の
思
想
の
中
核
を

　
　
形
成
す
る
上
に
与
っ
て
力
が
あ
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
の
で
、
私
は
主
と
し
て
さ
う
い
っ
た
点
に
つ
い
て
見
て
ゆ
き
た
い
と
思
ふ
。

　
　
　
『
キ
リ
ス
ト
教
の
辮
証
』
の
序
論
に
述
べ
ら
れ
て
み
る
よ
う
に
、
こ
の
場
合
の
辮
証
と
い
ふ
こ
と
は
、
　
「
単
に
我
々
が
キ
リ
ス
ト
教
を

　
　
対
象
と
し
て
そ
の
教
理
の
構
造
を
分
析
し
、
そ
れ
に
含
ま
れ
る
と
こ
ろ
の
対
立
契
機
を
明
に
し
て
、
そ
の
媒
介
総
合
を
通
じ
キ
リ
ス
ト
教

　
　
の
真
理
を
茎
葉
証
明
し
よ
う
と
い
ふ
意
味
で
は
な
い
」
。
先
生
は
、
　
一
面
に
お
い
て
「
キ
リ
ス
ト
が
唯
一
の
落
主
即
救
主
で
あ
り
、
彼
に

　
　
於
て
の
み
神
の
啓
示
が
成
立
す
る
と
い
ふ
キ
リ
ス
ト
論
乃
至
三
一
的
空
士
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
有
神
論
に
必
然
で
あ
る
と
同
時
に
、
哲
学

　
　
の
辮
証
の
達
す
る
能
は
ざ
る
限
界
で
あ
っ
て
、
辮
証
法
が
絶
対
無
の
根
抵
に
立
つ
限
り
、
仏
教
の
唯
仏
与
仏
な
る
霊
的
協
同
を
超
え
る
こ

　
　
と
は
、
哲
学
に
は
不
可
能
で
あ
る
と
思
は
れ
る
。
パ
ウ
ロ
が
キ
リ
ス
ト
を
、
救
済
に
選
び
と
ら
れ
る
人
間
の
中
で
神
の
嫡
子
と
し
て
唯
一

　
　
な
る
も
の
と
す
る
意
味
に
於
て
（
ロ
マ
鳥
餌
・
二
九
）
絶
対
化
す
る
こ
と
も
哲
学
に
は
で
き
な
い
で
あ
ら
う
」
と
し
て
、
自
ら
の
考
証
の
哲

　
　
学
的
限
界
を
謙
虚
に
認
め
て
ゐ
ら
れ
る
（
同
、
一
四
六
i
七
頁
）
。
そ
し
て
、
「
私
の
機
根
の
低
劣
、
罪
悪
の
深
重
は
、
な
ほ
私
を
し
て
、
キ

　
　
り
ス
ト
の
完
金
性
を
量
か
ら
質
に
転
化
し
、
彼
を
た
だ
に
師
主
た
る
の
み
な
ら
ず
救
主
と
し
て
唯
耐
の
啓
示
と
儒
ず
る
こ
と
を
、
不
可
能

　
　
な
ら
し
め
る
。
私
の
辮
証
は
そ
こ
ま
で
達
し
な
い
の
で
あ
る
。
か
く
て
私
は
対
自
的
意
味
に
於
て
キ
リ
ス
ト
者
で
あ
る
こ
と
は
で
き
な
い

　
　
こ
と
を
告
白
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
と
さ
へ
も
い
は
れ
る
の
で
あ
る
（
同
、
一
鱈
五
頁
）
。
し
か
し
他
面
に
お
い
て
は
、
そ
の
や
う
な
哲
学

31

@
的
辮
証
の
限
界
と
い
は
れ
た
も
の
が
、
単
に
消
極
的
な
意
味
を
も
つ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
れ
と
同
時
に
、
既
成
の
キ
り
ス
ト
教
に
対
し
て
、

喝　
　
　
　
　
　
田
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6
　
極
め
て
積
極
的
批
覇
的
意
義
を
も
つ
も
の
で
あ
る
と
い
ふ
考
へ
が
表
明
さ
れ
て
み
る
。
即
ち
、
上
述
の
や
う
な
限
界
を
皆
白
さ
れ
つ
つ
、

　
　
し
か
も
「
そ
れ
は
哲
学
的
辮
証
の
隈
界
で
あ
る
と
陶
時
に
、
キ
ー
ー
ス
ト
教
に
と
っ
て
も
否
定
転
換
の
危
機
た
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
信

　
　
仰
が
科
学
の
認
識
と
媒
介
せ
ら
れ
る
た
め
に
は
、
有
神
論
の
直
接
性
を
仏
教
的
無
の
立
場
に
転
じ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
思
ふ
。
こ
の
現
在

　
　
キ
リ
ス
ト
教
に
課
せ
ら
れ
て
屠
る
歴
史
的
課
題
を
解
く
に
は
、
ど
う
し
て
も
哲
学
的
辮
証
を
無
視
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
こ
こ
に
哲

　
　
学
の
消
極
的
任
務
が
積
極
化
せ
ら
れ
る
ゆ
ゑ
ん
が
存
す
る
」
（
岡
、
一
四
七
頁
）
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
や
う
な
点
に
、
先
生
の
キ

　
　
リ
ス
ト
教
に
対
す
る
態
度
の
二
重
性
を
明
瞭
に
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ら
う
。

　
　
　
哲
学
的
辮
証
の
消
極
的
隈
界
と
さ
れ
る
も
の
が
、
醐
時
に
、
キ
リ
ス
ト
教
を
し
て
、
そ
の
本
来
あ
る
べ
き
真
姿
に
自
ら
を
否
定
的
に
超

　
　
話
せ
し
め
る
積
極
的
媒
介
と
な
る
と
い
ふ
思
想
は
、
　
『
キ
リ
ス
ト
教
の
距
骨
』
を
一
貫
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
私
は
、
今
日
の
キ

　
　
リ
ス
ト
教
（
特
に
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
）
就
中
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
界
が
、
単
に
、
先
生
が
自
ら
告
白
さ
れ
る
そ
の
哲
学
的
辮
証
の

　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
消
極
性
の
み
を
自
己
満
足
的
或
い
は
自
己
安
学
的
に
容
認
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
に
対
し
て
第
二
次
宗
教
改
革
を
さ
へ
も
促
さ
う
と
さ
れ
る

　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
そ
の
積
極
的
批
判
の
契
機
を
真
摯
に
自
己
の
問
題
と
し
て
受
取
る
こ
と
を
せ
ず
、
そ
れ
を
黙
殺
す
る
に
す
ぎ
な
い
な
ら
ば
、
そ
れ
は
非
常

　
　
に
不
幸
な
こ
と
で
あ
る
と
い
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
ふ
。
　
『
キ
リ
ス
ト
教
の
辮
証
』
に
お
け
る
そ
の
や
う
な
批
判
的
契
機
は
、
か
な

　
　
り
多
岐
に
わ
た
る
も
の
を
含
ん
で
み
る
が
、
例
へ
ば
、
次
の
や
う
な
諸
文
章
に
よ
っ
て
そ
の
概
要
を
窺
ふ
こ
と
が
で
き
る
。
　
「
キ
リ
ス
ト

　
　
教
は
固
定
せ
ら
れ
た
信
仰
を
排
し
、
そ
の
意
味
に
於
て
い
は
ゆ
る
キ
リ
ス
ト
教
を
否
定
し
て
、
不
断
の
革
新
に
自
ら
を
委
ね
る
こ
と
に
於

　
　
て
、
始
め
て
キ
リ
ス
ト
教
た
る
の
で
あ
る
。
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
原
理
的
真
説
は
こ
こ
に
存
す
る
。
し
か
も
革
新
即
復
古
と
し
て
、
革
新

　
　
は
前
よ
り
一
層
根
源
的
な
る
深
き
真
理
を
新
に
生
か
す
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
も
明
で
あ
る
」
（
薫
九
頁
）
。
「
キ
リ
ス
ト
教
に
し
て

　
　
論
罪
要
求
せ
ら
れ
る
歴
史
的
使
命
を
果
す
こ
と
が
で
き
る
た
め
に
は
、
そ
れ
は
現
在
の
社
会
革
新
の
具
体
的
方
針
を
措
示
す
る
科
学
理
論

　
　
と
徹
底
的
に
両
立
し
得
る
も
の
と
な
り
、
苛
も
科
学
と
根
容
れ
な
い
神
話
的
要
素
を
完
全
に
払
ひ
棄
て
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ

　
　
れ
は
、
神
を
入
格
的
意
志
と
論
ず
る
ユ
ダ
ヤ
教
的
有
神
論
か
ら
、
絶
対
媒
介
的
自
巴
否
定
と
し
て
の
無
露
量
を
信
ず
る
辮
証
法
的
行
信
へ



　
　
転
ず
る
こ
と
を
第
一
の
要
件
と
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
直
り
で
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
仏
教
化
が
必
要
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
の
み
そ

　
　
れ
は
祉
会
科
学
の
理
性
と
超
理
性
的
即
理
性
的
に
統
一
せ
ら
れ
る
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
」
（
一
三
頁
）
。

　
　
　
こ
の
や
う
な
先
生
の
考
へ
は
、
右
の
文
章
に
も
示
さ
れ
る
や
う
に
、
い
は
ゆ
る
キ
リ
ス
ト
教
の
「
非
神
話
化
心
し
が
中
心
に
な
っ
て
ゐ

　
　
る
と
い
ふ
こ
と
が
で
き
る
。
と
こ
ろ
で
、
　
「
哲
学
の
批
判
は
、
宗
教
を
創
造
し
哲
学
を
宗
教
の
代
に
置
く
も
の
で
な
い
こ
と
勿
論
で
あ
る

　
　
が
、
し
か
し
宗
教
の
神
話
性
を
洗
清
め
て
論
理
の
浄
化
を
求
め
る
こ
と
も
、
宗
教
が
科
学
と
媒
介
せ
ら
れ
る
可
能
性
を
喪
失
し
な
い
た
め

　
　
に
は
ぜ
ひ
必
要
で
あ
る
と
い
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
私
は
有
神
論
が
必
ず
こ
の
煉
獄
を
経
過
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
思
ふ
し
（
四
六

　
　
四
i
五
頁
）
。
と
い
は
れ
て
み
る
や
う
に
、
キ
リ
ス
ト
教
の
罪
神
話
化
の
対
象
は
、
先
づ
第
一
に
、
キ
リ
ス
ト
教
的
有
神
論
1
す
な
は
ち
、

　
　
有
な
る
人
絡
神
を
直
接
無
媒
介
な
る
意
志
の
発
動
行
為
者
と
し
て
、
従
っ
て
「
辮
証
法
的
媒
介
以
上
の
或
は
麺
て
そ
れ
以
下
の
無
媒
介
な

　
　
る
有
と
す
る
（
四
九
頁
）
一
に
か
か
は
っ
て
み
る
。
そ
し
て
こ
の
や
う
な
神
話
性
の
完
全
離
脱
の
典
型
と
し
て
、
大
乗
仏
教
特
に
禅
の
伝

　
　
統
の
尊
ば
る
べ
き
こ
と
が
し
ば
し
ば
説
か
れ
て
み
る
。
ま
た
こ
の
や
う
な
有
神
論
の
非
神
話
化
と
関
聯
し
て
、
「
絶
対
無
即
愛
」
と
か
「
愛

　
　
の
三
一
性
」
　
（
神
の
愛
と
神
を
愛
す
る
愛
と
隣
人
愛
と
の
三
一
的
相
即
）
の
思
想
が
展
開
さ
れ
て
る
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
次
に
非
神
話
化
の
第
二
の
点
は
、
先
生
が
キ
り
ス
ト
教
の
根
本
的
対
立
契
機
と
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
ヴ
レ
ー
デ
に
よ
っ
て
提
出
さ
れ
た

　
　
「
イ
エ
ス
か
パ
ウ
ロ
か
」
と
い
ふ
二
者
択
一
に
つ
い
て
、
パ
ウ
ロ
よ
り
も
イ
エ
ス
を
選
ば
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
ふ
主
張
に
か
か
は
っ
て

　
　
み
る
。
　
「
イ
エ
ス
か
パ
ウ
ロ
か
、
の
一
一
者
択
一
の
閥
は
、
依
然
と
し
て
深
き
意
味
を
有
す
る
の
で
あ
り
、
し
か
し
て
今
賜
敢
て
前
者
を
選

　
　
び
、
福
音
を
神
学
の
行
過
ぎ
か
ら
切
離
し
、
前
者
の
神
国
信
仰
を
後
者
の
中
心
た
る
救
主
三
春
か
ら
区
別
し
恢
復
す
る
こ
と
こ
そ
、
キ
リ

　
　
ス
ト
教
を
完
全
に
神
話
か
ら
洗
清
め
て
科
学
と
両
立
す
る
も
の
た
ら
し
め
、
も
っ
て
倫
理
と
宗
教
と
を
統
一
す
る
具
体
的
儒
仰
と
し
て
、

　
　
そ
れ
を
歴
史
的
に
復
活
せ
し
め
る
途
で
あ
る
と
儒
ぜ
ら
れ
る
し
と
い
は
れ
、
こ
の
や
う
な
途
こ
そ
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
福
音
主
義
に
対

　
　
し
、
新
福
音
主
義
と
称
さ
る
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
て
み
る
（
二
三
頁
）
。
そ
し
て
こ
の
や
う
な
途
が
f
そ
の
神
話
性
の
払
拭
の
故
に
！

　
　
何
人
に
も
開
か
れ
た
途
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
る
る
。
曰
く
、
　
「
キ
リ
ス
ト
を
客
体
と
し
て
信
ず
る
の
で
な
く
、
彼
が
主
体
と
し
て
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6
　
懐
い
た
神
の
信
仰
を
頒
た
れ
持
つ
と
い
ふ
こ
と
は
、
教
会
に
属
す
る
い
は
ゆ
る
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
な
く
て
も
で
き
る
こ
と
、
疑
ふ
余
地
が

　
　
な
い
や
う
に
見
え
る
。
キ
リ
ス
ト
を
救
主
と
し
て
信
ず
る
の
で
な
く
、
単
に
キ
リ
ス
ト
に
導
か
れ
て
、
彼
の
信
じ
た
神
を
彼
と
共
に
信
ず

　
　
る
こ
と
は
、
何
人
に
も
開
か
れ
た
門
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
神
子
救
主
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
を
信
ず
る
信
仰
で
な
く
し
て
、
教
師
師
主

　
　
と
し
て
の
イ
エ
ス
が
篁
べ
伝
へ
た
神
国
の
福
音
を
信
ず
る
信
仰
な
ら
ば
、
何
人
も
機
縁
に
従
っ
て
之
を
可
能
な
ら
し
め
ら
れ
る
も
の
で
あ

　
　
る
と
い
は
ね
ば
な
る
ま
い
し
と
。
（
尤
も
、
『
キ
リ
ス
ト
教
の
辮
証
』
に
お
い
て
も
、
パ
ウ
リ
ニ
ズ
ム
の
持
つ
意
義
が
、
い
か
な
る
意
味
で

　
　
も
否
定
さ
れ
て
る
る
わ
け
で
は
決
し
て
な
い
。
し
か
し
と
か
く
こ
の
書
が
パ
ウ
リ
ニ
ズ
ム
の
疑
癒
に
傾
く
と
こ
ろ
が
多
か
っ
た
の
に
対
し
、

　
　
後
に
『
哲
学
入
門
補
説
第
三
　
宗
教
哲
学
・
倫
理
学
』
（
昭
和
二
七
年
）
に
お
い
て
は
、
パ
ウ
ロ
の
功
績
に
つ
い
て
言
及
し
、
「
キ
リ
ス
ト

　
　
の
復
活
を
軸
と
し
て
、
赦
罪
の
福
音
を
救
済
の
信
仰
に
転
じ
、
キ
リ
ス
ト
の
儒
じ
た
宗
教
を
、
キ
リ
ス
ト
を
儒
ず
る
宗
教
に
ま
で
転
換
し

　
　
た
こ
と
は
、
そ
れ
こ
そ
愛
の
交
互
循
環
性
、
霊
の
自
他
言
入
性
を
徹
底
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
神
秘
主
義
的
傾
向
の
故
に
斥
け
る

　
　
こ
と
は
、
性
急
で
あ
り
行
過
ぎ
で
あ
る
と
悟
り
ま
し
た
の
で
、
私
は
こ
の
こ
と
を
告
白
し
、
以
前
の
考
へ
を
訂
正
し
た
い
と
思
ひ
ま
す
し

　
　
と
記
さ
れ
て
み
る
（
一
六
五
頁
）
）
。

　
　
　
と
こ
ろ
で
、
イ
エ
ス
か
パ
ウ
ロ
か
と
い
ふ
二
者
択
一
に
お
い
て
、
パ
ウ
ロ
で
は
な
く
し
て
イ
エ
ス
が
選
び
と
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

　
　
と
さ
れ
る
理
由
の
一
は
、
パ
ウ
リ
ニ
ズ
ム
が
キ
リ
ス
ト
復
濡
に
対
す
る
信
仰
を
根
拠
と
す
る
の
に
対
し
て
、
そ
れ
が
教
会
の
正
統
的
僑
条

　
　
の
ま
ま
に
受
取
ら
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
神
話
的
と
看
倣
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
　
「
キ
リ
ス
ト
復
活
の
儒
仰
は
、
従
来
教
会

　
　
の
正
統
的
僑
条
に
規
定
せ
ら
れ
た
如
き
内
容
の
ま
ま
で
は
、
科
学
と
歴
史
と
が
到
底
之
を
承
認
す
る
こ
と
能
は
ざ
る
奇
蹟
的
神
話
伝
説
に

　
　
過
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
之
を
洗
い
浄
め
て
、
理
性
の
媒
介
を
容
れ
る
も
の
た
ら
し
め
る
た
め
に
こ
そ
、
辮
証
が
必
要
と
せ
ら
れ
る
わ
け

　
　
で
あ
る
」
（
『
キ
リ
ス
ト
教
の
辮
証
』
五
五
頁
）
。
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
は
ら
ず
、
パ
ウ
リ
ニ
ズ
ム
の
も
つ
意
義
が
全
く
否
定
さ
れ
る
の
で
は

　
　
な
い
。
そ
の
理
由
は
何
処
に
あ
る
で
あ
ら
う
か
。
そ
れ
は
端
的
に
い
っ
て
、
死
復
活
の
思
想
の
具
体
化
に
あ
る
と
い
ふ
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
す
な
は
ち
、
キ
リ
ス
ト
が
説
い
た
神
の
国
の
福
音
が
復
活
の
キ
リ
ス
ト
を
根
拠
と
す
る
実
存
の
死
復
活
の
信
仰
に
転
ぜ
ら
れ
る
と
い
ふ
イ



　
　
エ
ス
か
ら
パ
ウ
ロ
の
神
学
へ
の
発
展
に
は
、
捗
る
意
味
で
必
然
的
な
も
の
が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
A
・
シ
ュ
ヴ
㎝
ノ

　
　
イ
ツ
ァ
f
の
『
使
徒
パ
ウ
ロ
の
神
秘
主
義
』
に
よ
れ
ば
、
パ
ウ
ロ
の
「
キ
リ
ス
ト
に
あ
る
」
と
い
ふ
い
は
ゆ
る
キ
リ
ス
ト
神
秘
主
義
は
、

　
　
よ
り
具
体
的
に
は
、
　
「
キ
り
ス
ト
と
共
に
死
に
且
つ
よ
み
が
え
る
」
と
い
ふ
神
秘
主
義
と
し
て
解
さ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
ふ
。
そ
し
て
そ

　
　
れ
は
、
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
が
、
パ
ウ
ロ
の
神
秘
主
義
を
、
不
断
に
キ
リ
ス
ト
と
共
に
死
復
活
を
反
復
実
践
す
る
実
存
の
主
体
的
辮
証
法

　
　
と
結
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
そ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
と
解
せ
ら
れ
る
（
拙
著
『
神
学
と
宗
教
哲
学
と
の
間
』
第
五
章
参
照
）
。
田
辺
先

　
　
生
の
パ
ウ
リ
ニ
ズ
ム
に
対
す
る
肯
定
的
評
価
は
、
こ
の
や
う
な
死
復
活
の
主
体
的
実
践
的
意
義
を
強
調
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
あ
り
、
そ
し
て

　
　
そ
れ
は
上
述
の
や
う
な
パ
ウ
ロ
の
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
的
解
釈
に
連
な
る
も
の
で
あ
る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
「
パ
ウ
ロ
の
い
は
ゆ

　
　
る
キ
リ
ス
ト
と
共
に
死
に
死
に
つ
つ
生
き
る
行
信
を
離
れ
て
、
た
だ
観
念
論
的
な
る
キ
リ
ス
ト
論
の
信
条
神
学
に
よ
っ
て
人
間
は
救
は
れ

　
　
る
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
約
書
す
れ
ば
、
パ
ウ
ロ
に
於
け
る
キ
リ
ス
ト
教
の
生
成
転
化
を
自
ら
自
己
実
存
の
上
に
行
じ
、
そ
の
自
己
犠

　
　
牲
的
な
る
愛
の
連
帯
を
行
証
す
る
行
為
に
曾
て
、
キ
り
ス
ト
教
の
救
済
は
始
め
て
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
決
し
て
単
に
、
既
成
的
な
る
キ

　
　
リ
ス
ト
論
的
信
条
乃
至
神
学
に
よ
っ
て
、
救
が
成
就
す
る
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
」
（
『
キ
リ
ス
ト
教
の
軍
内
』
一
四
三
頁
）
。
こ
の
や
う
に
い

　
　
は
れ
る
こ
と
は
、
そ
こ
に
い
は
ば
、
キ
リ
ス
ト
論
的
復
活
信
仰
の
非
神
話
化
に
成
立
つ
死
復
活
の
主
体
的
実
存
的
意
義
が
述
べ
ら
れ
て
ゐ

　
　
る
と
い
ふ
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ら
う
。

　
　
　
次
に
、
キ
リ
ス
ト
教
の
非
神
話
化
と
い
ふ
こ
と
に
つ
い
て
の
第
三
の
論
点
は
、
す
な
は
ち
、
終
末
論
の
非
神
話
化
と
い
ふ
こ
と
に
ほ
か

　
　
な
ら
な
い
。
　
「
終
末
論
と
い
ふ
も
の
は
一
般
に
、
非
辮
証
法
的
岡
一
性
的
な
る
俗
流
的
時
間
観
念
に
従
っ
て
、
現
世
的
な
る
歴
史
の
流
れ

　
　
が
い
つ
か
終
末
に
達
す
る
も
の
と
思
惟
し
、
そ
の
終
末
時
に
射
て
或
は
そ
れ
に
引
続
き
起
る
べ
き
事
象
を
構
想
し
、
更
に
そ
れ
に
伴
っ
て

　
　
起
る
べ
き
発
問
の
種
族
的
死
滅
と
そ
の
死
後
の
状
態
と
を
想
像
す
る
こ
と
か
ら
引
い
て
、
特
に
個
々
の
入
聞
の
死
後
の
存
在
を
、
彼
等
の

　
　
生
存
中
の
所
行
に
照
ら
し
合
は
せ
、
そ
の
善
悪
に
応
じ
善
果
応
報
的
に
決
定
レ
て
、
或
は
天
国
浄
土
駆
楽
に
或
は
地
獄
に
人
間
が
生
活
す

35

@
る
有
様
を
想
ひ
描
く
の
が
常
で
あ
る
。
そ
の
時
間
観
念
は
流
動
持
続
的
で
あ
り
、
そ
の
論
理
は
ま
さ
に
同
一
挫
的
で
あ
る
。
し
か
し
か
か

6　
　
　
　
　
　
田
辺
先
生
の
死
の
哲
学
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
三
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6
　
る
も
の
が
科
学
と
相
容
れ
な
い
空
想
の
産
物
と
し
て
、
神
話
に
堕
す
る
外
な
い
こ
と
は
、
今
更
縷
説
を
要
し
ま
い
。
今
日
我
々
が
そ
の
や

　
　
う
な
終
末
観
乃
至
終
末
論
を
と
る
能
は
ざ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
」
（
同
、
一
八
一
頁
）
。
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
は
ら
ず
、
終
末
論
は
宗
教

　
　
を
倫
理
か
ら
区
別
し
、
実
存
を
現
存
と
分
つ
た
め
に
必
要
で
あ
る
と
い
は
れ
る
（
一
八
二
頁
）
。
す
な
は
ち
、
い
は
ゆ
る
黙
示
的
終
末
観
の

　
　
神
話
性
が
超
脱
せ
し
め
ら
れ
て
、
終
末
論
の
非
神
話
化
が
遂
行
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
劉
る
処
に
説
か
れ
て
み
る
。
い
は
ゆ
る

　
　
中
間
時
の
思
想
に
つ
い
て
も
、
　
「
中
間
時
と
は
単
に
過
去
と
未
来
と
の
中
間
を
意
味
す
る
も
の
で
な
く
、
か
か
る
同
一
性
的
時
間
、
す
な

　
　
は
ち
い
は
ゆ
る
俗
流
的
痔
間
を
絶
対
否
定
し
て
、
之
を
終
末
論
的
無
の
深
淵
に
投
じ
、
そ
の
金
串
の
現
在
に
於
け
る
断
絶
と
し
て
の
危
機

　
　
の
裂
目
に
絶
対
無
の
否
定
的
転
換
を
行
ず
る
創
造
的
切
断
を
意
味
す
る
。
そ
の
倫
理
は
す
な
は
ち
終
末
論
的
倫
理
で
あ
る
」
（
一
七
八
頁
）

　
　
と
い
は
れ
、
ま
た
「
終
末
論
的
中
闘
時
倫
理
は
、
現
世
的
倫
理
が
神
の
国
に
触
れ
こ
れ
に
切
断
せ
ら
れ
て
、
愛
の
新
し
き
義
に
創
造
復
興

　
　
せ
ら
れ
る
媒
介
で
あ
る
。
そ
れ
は
神
の
国
に
対
し
て
は
、
こ
れ
に
媒
介
せ
ら
れ
こ
れ
に
条
件
づ
け
ら
れ
る
低
き
立
場
で
あ
る
が
、
人
聞
社

　
　
会
に
対
し
て
は
こ
れ
の
否
定
的
に
高
め
ら
る
べ
き
高
次
の
立
場
で
あ
る
。
こ
の
低
く
し
て
高
く
、
否
定
的
に
し
て
肯
定
的
な
る
二
重
管
が
、

　
　
す
な
は
ち
そ
の
終
末
論
的
性
格
を
形
造
る
と
い
は
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
も
い
は
れ
て
み
る
（
一
八
O
I
一
頁
）
。

　
　
　
こ
の
終
末
論
の
非
神
話
化
と
い
ふ
点
に
関
し
て
、
先
生
が
、
ブ
ル
ト
マ
ソ
の
非
神
話
化
論
に
対
し
て
多
大
の
共
鳴
を
感
ぜ
ら
れ
た
の
も

　
　
当
然
で
あ
る
。
『
生
の
存
在
学
か
死
の
辮
証
法
か
』
に
お
い
て
も
、
「
ブ
ル
ト
マ
ソ
教
授
の
終
末
論
は
た
だ
に
薪
約
聖
書
神
学
の
中
心
と
な

　
　
つ
て
居
る
の
み
な
ら
ず
、
教
授
の
持
論
に
基
づ
き
非
神
話
化
の
立
場
か
ら
辮
証
法
的
に
実
在
論
化
せ
ら
れ
て
、
歴
史
的
時
間
の
構
造
一
般

　
　
に
ま
で
拡
充
せ
ら
れ
、
歴
史
の
成
立
す
る
現
代
の
各
刹
那
が
、
必
然
に
過
去
の
終
末
論
的
否
定
と
未
来
の
解
放
変
革
と
の
辮
証
法
的
行
為

　
　
の
統
一
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
主
張
し
た
も
の
と
し
て
、
注
目
す
べ
き
思
想
で
あ
る
と
い
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
…
…
ブ
ル
ト
マ
ソ

　
　
教
授
が
『
歴
史
と
終
末
論
』
に
於
て
、
歴
史
の
各
層
在
が
終
末
論
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
ホ
さ
れ
た
の
は
、
深
き
考
へ
と
い
ふ
べ

　
　
き
で
あ
る
。
特
に
此
書
に
展
開
せ
ら
れ
た
パ
ウ
ロ
、
ヨ
ハ
ネ
の
神
学
解
釈
に
於
け
る
終
末
論
的
辮
証
法
は
、
最
も
鮮
か
に
教
授
の
立
場
を

　
　
示
す
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
基
づ
く
現
代
歴
史
歪
面
批
判
と
実
存
主
義
的
歴
史
哲
学
の
主
張
と
は
、
甚
だ
重
視
せ
ら
る
べ
き
も
の
と
遵
ふ
」



637

と
い
は
れ
る
。
そ
れ
は
と
に
か
く
と
し
て
、
先
生
の
立
場
で
の
終
末
論
の
非
神
話
化
と
い
ふ
こ
と
は
、
な
に
よ
り
も
実
存
の
終
末
論
的
な

生
き
方
に
お
い
て
実
践
せ
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
や
う
な
も
の
と
し
て
終
末
論
的
存
在
が
語
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
は

ち
、
終
末
論
的
存
荘
と
は
、
自
己
が
、
自
他
と
し
て
相
対
立
す
る
相
対
的
な
る
自
己
の
我
性
を
放
棄
し
て
密
己
に
死
に
切
り
、
絶
対
無
に

対
す
る
媒
介
に
成
り
き
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
、
も
は
や
自
己
が
生
き
る
の
で
な
く
、
無
即
愛
が
白
己
に
於
て
は

た
ら
く
と
い
ふ
こ
と
を
意
味
す
る
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
や
う
な
意
味
で
、
「
死
に
つ
つ
あ
る
も
の
、
し
か
も
視
よ
、
生
け
る
者
」
（
コ

り
ン
ト
後
書
六
．
九
）
と
し
て
の
、
ま
た
死
の
形
相
の
下
。
。
鶴
ぴ
。
。
℃
①
9
Φ
ヨ
○
田
儀
に
生
き
る
音
ぎ
σ
q
圧
①
に
ま
で
自
己
を
黙
化
凝
集
す
る

も
の
と
し
て
の
終
末
論
的
存
在
が
語
ら
れ
る
の
で
あ
る
（
『
キ
リ
ス
ト
教
の
辮
証
』
薫
九
頁
参
照
）
。
し
か
も
、
そ
の
や
う
な
終
末
論
的
存
在
は
、

同
時
に
死
即
生
な
る
復
活
存
在
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
と
い
ふ
の
は
、
　
「
糞
に
肉
己
の
存
在
を
自
己
の
自
由
に
よ
っ
て
決
定
し
、
そ
の
意
味

に
於
て
自
立
霞
存
す
る
自
覚
存
在
と
し
て
の
実
存
は
、
一
度
現
世
を
否
定
し
現
世
を
放
棄
し
て
、
自
己
を
無
に
委
ね
た
も
の
が
、
絶
対
無

即
愛
の
恩
寵
に
よ
っ
て
翔
び
生
に
返
さ
れ
、
従
っ
て
自
ら
自
己
の
存
在
根
拠
た
る
無
声
愛
に
報
恩
参
加
す
る
た
め
に
自
己
犠
牲
の
愛
に
還

相
す
る
」
も
の
と
し
て
「
死
即
生
な
る
復
活
存
在
」
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
（
一
八
三
頁
）
。

　
以
上
概
観
し
た
や
う
に
、
先
生
の
『
キ
リ
ス
ト
教
の
挙
証
』
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
の
非
神
話
化
の
愚
暗
は
、
大
体
三
つ
の
側
面
、
す

な
は
ち
、
キ
リ
ス
ト
教
的
有
神
論
（
有
な
る
人
格
神
）
の
非
神
話
化
、
教
会
の
正
統
的
信
条
に
規
定
せ
ら
れ
る
や
う
な
キ
リ
ス
ト
の
復
活

信
仰
の
非
神
話
化
、
お
よ
び
終
末
論
の
非
神
話
化
を
包
含
し
て
み
る
と
考
へ
ら
れ
る
。
そ
の
第
一
の
側
面
に
お
い
て
、
　
「
神
は
意
志
の
有

我
的
主
体
で
な
く
し
て
愛
の
無
我
的
主
体
」
で
あ
る
…
従
っ
て
論
理
的
に
は
有
で
な
く
無
を
原
理
と
す
る
一
と
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
既

述
の
や
う
に
、
　
「
絶
対
無
即
愛
」
と
か
「
愛
の
三
一
性
」
と
い
ふ
思
想
が
展
開
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
第
二
の
側
面
に
お
い
て
、

「
死
復
活
」
の
恩
想
が
具
体
化
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
の
第
三
の
側
面
に
お
い
て
、
購
じ
く
終
末
論
的
存
在
と
し
て
の
「
死
即
生
な
る
復
活
存

在
」
が
説
か
れ
る
こ
と
も
、
す
で
に
見
た
ご
と
く
で
あ
る
。
し
か
も
こ
れ
ら
三
つ
の
今
尻
は
、
別
箇
の
も
の
で
は
な
く
、
実
は
内
面
的
に

一
つ
に
結
合
さ
れ
て
み
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
　
「
復
活
存
在
様
態
は
、
究
に
於
て
生
き
、
生
き
な
が
ら
死
ぬ
、
無
の
存
在
様
態

　
　
　
　
田
辺
先
生
の
死
の
哲
学
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
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に
外
な
ら
ぬ
。
す
な
は
ち
そ
れ
は
神
の
無
即
愛
の
象
徴
」
（
三
四
四
頁
）
で
あ
る
と
い
ふ
が
ご
と
き
書
葉
は
、
こ
の
こ
と
を
よ
く
示
し
て
ゐ

　
　
る
と
思
は
れ
る
。
そ
れ
故
、
キ
リ
ス
ト
教
の
非
神
話
化
の
問
題
は
、
究
極
す
る
と
こ
ろ
、
先
生
の
「
死
の
哲
学
」
に
連
な
る
も
の
で
あ
る

　
　
と
い
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
先
生
の
死
の
哲
学
が
、
　
一
面
に
お
い
て
、
キ
リ
ス
ト
教
の
思
想
・
隠
避
へ
の
聴
衆
お
よ
び
そ
れ

　
　
と
の
対
決
に
よ
っ
て
促
進
さ
れ
る
と
こ
ろ
大
で
あ
っ
た
こ
と
を
思
は
し
め
る
と
共
に
、
他
面
、
キ
リ
ス
ト
教
の
非
神
話
化
と
い
う
形
で
の

　
　
そ
の
批
判
即
辮
証
を
遂
行
せ
し
め
た
も
の
も
死
の
哲
学
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
と
い
ふ
こ
と
を
意
味
し
て
み
る
と
思
ふ
。

三

　
す
で
に
述
べ
た
や
う
に
、
死
の
哲
学
な
い
し
死
の
辮
証
法
は
、
絶
対
無
即
愛
の
立
場
に
お
け
る
死
復
活
の
行
的
自
覚
に
成
立
つ
も
の
で

あ
る
が
、
こ
の
場
合
絶
対
無
手
愛
は
、
ど
こ
ま
で
も
絶
対
媒
介
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
は
れ
る
。
別
な
る
人
格
神
を
直
接
無
媒
介

な
意
志
の
発
動
行
為
者
と
し
て
立
て
よ
う
と
す
る
キ
リ
ス
ト
教
的
有
神
論
が
非
神
話
化
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
へ
ら
れ
る
の
も
、

そ
れ
が
、
絶
対
と
は
絶
対
媒
介
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い
ふ
先
生
の
根
本
思
想
に
惇
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
や
う
な
考
へ
に
も
と
づ
い
て
、

神
国
愛
と
神
に
対
す
る
愛
と
隣
人
愛
と
の
三
一
的
媒
介
一
そ
れ
は
同
時
に
行
悲
泣
の
三
一
的
媒
介
を
意
味
す
る
　
　
が
展
開
さ
れ
る
。

「
無
は
無
で
あ
る
限
り
、
有
を
媒
介
す
る
こ
と
な
く
し
て
直
接
、
有
に
は
た
ら
き
か
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
若
し
そ
れ
が
で
き
る
な
ら

ば
、
も
は
や
そ
れ
は
無
で
な
く
し
て
有
で
あ
る
と
い
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
何
と
な
れ
ば
自
ら
直
接
的
に
は
た
ら
く
も
の
は
有
で
あ
っ
て
、

無
で
は
あ
り
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
無
は
た
だ
有
を
媒
介
と
し
、
そ
の
否
定
転
換
を
通
じ
て
の
み
は
た
ら
く
」
（
『
実
存
と
愛
と
実
践
』
六
四

…
五
頁
）
と
い
は
れ
る
が
、
そ
れ
は
、
神
即
愛
と
隣
人
愛
と
が
一
分
の
聞
隙
も
な
く
媒
介
相
即
的
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
で
も
あ
る
。
ま
た

神
即
愛
を
信
じ
、
自
己
を
拠
っ
絶
対
否
定
の
縦
の
往
蝦
的
転
換
と
隣
人
愛
に
お
け
る
絶
対
媒
介
の
横
の
還
網
的
行
為
も
、
同
じ
く
往
相
即

還
相
、
還
枳
即
往
相
と
し
て
媒
介
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
岡
八
三
頁
参
照
）
。
そ
し
て
そ
の
や
う
な
無
難
愛
の
辮
証
法
の
論
理
が
、
実

存
酌
に
は
、
死
の
論
理
な
い
し
習
死
の
論
理
に
抵
か
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
（
岡
三
一
七
頁
）
。



　
　
　
こ
の
や
う
な
絶
対
媒
介
の
論
理
は
、
い
か
な
る
意
昧
に
お
い
て
も
、
辮
証
法
的
媒
介
を
絶
す
る
無
媒
介
の
有
を
措
定
す
る
こ
と
を
許
さ

　
　
な
い
。
先
生
が
、
西
鶏
哲
学
の
「
無
の
場
所
」
と
か
、
　
「
行
為
的
直
観
」
に
対
し
て
、
反
論
を
加
へ
ら
れ
る
の
も
、
そ
れ
が
絶
対
媒
介
の

　
　
行
的
辮
証
法
と
相
容
れ
な
い
無
媒
介
の
直
接
性
を
残
す
と
考
へ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
ら
う
。

　
　
　
ま
た
先
生
の
神
秘
主
義
に
対
し
て
繰
返
し
て
な
さ
れ
る
反
対
も
、
こ
の
点
に
関
し
て
み
る
と
思
は
れ
る
。
例
へ
ば
す
で
に
述
べ
た
や
う

　
　
に
、
先
生
は
、
イ
エ
ス
の
神
の
国
の
福
音
に
対
し
て
、
パ
ウ
ロ
の
神
学
を
盗
る
意
味
で
は
積
極
的
に
評
価
さ
れ
つ
つ
も
、
そ
の
「
キ
リ
ス

　
　
ト
に
あ
る
」
と
い
ふ
存
在
論
的
立
場
は
、
い
は
ゆ
る
キ
リ
ス
ト
神
秘
主
義
の
直
接
態
に
お
け
る
同
一
性
論
理
に
外
な
ら
な
い
と
し
て
斥
け

　
　
ら
れ
る
の
で
あ
る
（
『
キ
リ
ス
ト
教
の
弁
証
』
三
六
〇
頁
）
。
も
と
よ
り
先
生
も
、
例
へ
ば
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
の
パ
ウ
ロ
の
神
秘
主
義
に
つ
い

　
　
て
の
解
釈
を
さ
ら
に
批
判
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
神
秘
主
義
の
直
接
態
と
倫
理
の
当
為
法
則
性
と
の
間
に
存
す
る
矛
盾
を
辮
証
法
的
に
打

　
　
開
さ
れ
よ
う
と
苦
慮
さ
れ
る
（
同
、
三
〇
八
頁
以
下
参
照
）
。
そ
の
結
論
は
、
要
す
る
に
、
愛
に
よ
る
神
秘
主
義
と
倫
理
と
の
媒
介
と
い
う
こ

　
　
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
す
な
は
ち
、
　
「
愛
こ
そ
神
秘
主
義
の
直
接
態
を
自
己
否
定
の
媒
介
に
転
じ
、
同
時
に
倫
理
の
相
対
的
対
立
性
を
媒

　
　
介
的
統
一
に
化
し
、
も
っ
て
そ
の
ま
ま
で
は
栢
容
れ
な
い
神
秘
主
義
と
倫
理
と
を
共
に
否
定
契
機
に
転
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
両
立
す
る

　
　
も
の
た
ら
し
め
る
の
で
あ
る
」
と
い
は
れ
る
（
＝
二
九
頁
）
。
し
か
し
こ
の
や
う
に
い
は
れ
る
こ
と
は
、
や
は
り
或
る
意
味
で
は
、
パ
ウ
ロ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
の
神
秘
主
義
の
非
神
愈
愈
で
あ
り
、
愛
の
辮
証
法
を
超
え
る
パ
ウ
ロ
の
キ
リ
ス
ト
神
秘
主
義
の
鰐
体
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
も
考
へ
ら
れ
る
。

　
　
　
固
よ
り
、
　
「
パ
ウ
ロ
の
神
秘
主
義
」
と
い
ふ
こ
と
自
体
が
甚
だ
問
題
的
で
あ
っ
て
、
曽
て
拙
著
に
お
い
て
論
じ
た
や
う
に
（
『
神
学
と
宗

　
　
教
哲
学
と
の
間
』
．
第
五
章
）
、
　
い
は
ゆ
る
宗
教
史
学
派
の
「
宗
教
主
義
」
　
（
閑
①
犀
σ
q
ご
巳
⑭
ヨ
環
。
・
）
　
の
観
点
に
立
つ
そ
の
神
秘
主
義
の
尊
重
も
、

　
　
反
対
に
い
は
ゆ
る
三
身
法
神
学
の
そ
の
神
秘
主
義
否
定
の
傾
陶
も
、
共
に
パ
ウ
ロ
の
信
仰
の
畑
稲
i
す
な
は
ち
、
そ
の
信
仰
神
秘
主
義

　
　
な
い
し
キ
リ
ス
ト
神
秘
主
義
一
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
と
は
考
へ
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
今
は
そ
の
や
う
な
問
題
に
深
く
立
入

　
　
る
余
裕
も
な
け
れ
ば
ま
た
必
要
も
な
い
と
思
ふ
。
当
面
の
問
題
は
む
し
ろ
、
一
般
に
神
秘
主
義
と
絶
対
無
の
事
案
法
と
の
関
係
如
何
と
い

　
　
ふ
こ
と
で
あ
る
。
先
生
の
『
生
の
存
在
学
か
死
の
辮
証
法
か
』
に
お
い
て
は
、
絶
対
無
即
愛
の
絶
対
媒
介
…
そ
れ
は
具
体
的
に
は
死
復

珊　
　
　
　
　
　
田
辺
先
生
の
死
の
哲
学
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
七



　
　
　
　
　
　
哲
学
研
究
　
幽
囚
蒼
八
十
九
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
八

40
6
　
活
の
自
覚
で
あ
る
一
の
立
場
は
、
存
在
の
神
秘
主
義
的
発
出
論
で
も
な
け
れ
ば
、
思
想
の
理
想
主
義
的
観
念
論
で
も
な
く
て
、
死
の
敢

　
　
為
実
践
に
よ
る
観
念
論
と
実
在
論
と
の
突
破
で
あ
っ
て
、
そ
れ
の
み
が
、
両
者
を
結
合
す
る
観
念
実
在
論
の
立
場
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
説

　
　
か
れ
て
み
る
。
先
生
の
哲
学
的
立
場
は
、
究
極
的
に
い
っ
て
絶
対
媒
介
の
論
理
に
徹
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
神
秘
主
義
的
発
出
論
を
胴
揚
し
、

　
　
或
は
む
し
ろ
そ
れ
を
解
消
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
と
考
へ
ら
れ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
に
関
し
て
い
へ
ば
、
こ
の
や
う
な
先
生
の
立
場
が
、
絶
対

　
　
媒
介
の
辮
証
法
に
よ
る
キ
リ
ス
ト
教
の
非
神
話
化
と
い
ふ
こ
と
と
結
び
つ
い
て
み
る
こ
と
は
、
改
め
て
い
ふ
ま
で
も
な
い
。
し
か
も
そ
れ

　
　
が
単
な
る
論
理
主
義
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く
、
実
存
的
な
死
の
実
践
的
自
覚
と
結
び
つ
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
我
々
は
深
い
感
銘

　
　
を
受
け
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
場
合
、
キ
リ
ス
ト
教
の
非
神
話
化
と
い
ふ
こ
と
が
、
果
し
て
神
秘
主
義
の
解
体
止
揚
を
必
然
と
す
る

　
　
か
否
か
が
問
穿
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ら
う
。
も
し
前
述
の
や
う
に
、
例
へ
ば
パ
ウ
ロ
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
神
秘
主
義
な
い
し
信
仰

　
　
神
秘
主
義
を
正
し
く
把
握
す
る
こ
と
が
、
岡
時
に
パ
ウ
ロ
の
僑
仰
の
本
質
を
明
ら
か
に
す
る
や
う
な
意
味
を
も
つ
の
み
で
は
な
く
、
同
時

　
　
に
、
そ
れ
が
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
最
も
深
き
意
味
に
お
け
る
徹
底
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
重
り
に
今

　
　
日
の
キ
リ
ス
ト
教
に
と
っ
て
非
神
話
化
と
い
ふ
こ
と
が
必
然
的
で
あ
り
且
つ
ど
こ
ま
で
も
徹
底
的
に
遂
行
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の

　
　
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
は
却
っ
て
実
は
パ
ウ
ロ
的
借
仰
神
秘
主
義
の
顕
揚
で
さ
へ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ら
う
。
こ
の
や
う
な

　
　
晃
地
か
ら
考
へ
る
と
き
、
絶
対
媒
介
の
論
理
の
貫
徹
に
よ
る
神
秘
主
義
の
解
消
は
、
キ
リ
ス
ト
教
（
福
音
）
の
本
質
を
見
失
ふ
危
険
な
し

　
　
と
し
な
い
と
思
は
れ
る
。
す
で
に
述
べ
た
や
う
に
、
絶
対
媒
介
の
論
理
は
、
い
か
な
る
意
味
に
お
い
て
も
辮
証
法
的
媒
介
を
絶
す
る
無
媒

　
　
介
の
有
を
立
て
る
こ
と
を
許
さ
な
い
。
そ
し
て
そ
の
や
う
な
哲
学
の
立
場
か
ら
、
人
格
的
金
神
論
、
キ
り
ス
ト
論
的
復
活
信
仰
、
黙
示
的

　
　
終
末
観
等
が
神
話
的
と
し
て
斥
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
や
う
な
絶
対
媒
介
の
思
想
は
、
凡
そ
あ
ら
ゆ
る
人
間
的
媒
介
を
絶
す

　
　
る
も
の
か
ら
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
、
い
は
ゆ
る
絶
対
媒
介
と
い
は
れ
る
や
う
な
辮
証
法
の
立
場
も
出
で
き
た
り
、
可
能
な
ら
し
め
ら
れ
る

　
　
と
い
ふ
考
へ
を
、
い
か
な
る
意
味
で
も
拒
否
す
る
も
の
で
あ
ら
う
か
。
も
し
さ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
他
力
即
自
力
と
し
て
な
ほ
哲
学
的
人

　
　
瀾
の
媒
介
性
の
立
場
を
離
脱
し
な
い
絶
対
媒
介
の
思
想
は
、
恩
寵
至
上
の
キ
リ
ス
ト
論
的
即
救
済
論
的
な
絶
対
他
力
的
キ
リ
ス
ト
教
信
仰



　
　
と
は
ど
う
し
て
も
撞
着
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
い
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
さ
う
い
ふ
キ
リ
ス
ト
教
の
哲
学
的
辮
証
は
、
遂
に
、

　
　
キ
り
ス
ト
教
神
学
を
哲
学
に
解
消
せ
し
め
、
神
学
の
本
来
の
立
場
と
任
務
と
を
無
視
す
る
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
は
な
か
ら
う

　
　
か
。

　
　
　
パ
ウ
ロ
の
「
キ
リ
ス
ト
に
あ
る
」
と
い
ふ
神
秘
主
義
は
、
単
に
「
キ
リ
ス
ト
に
あ
る
」
と
い
ふ
存
在
論
的
神
秘
主
義
ー
ー
或
は
い
は
ゆ

　
　
る
キ
リ
ス
ト
形
而
上
学
（
国
ヨ
曾
U
o
プ
ヨ
Φ
唄
露
）
i
一
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
不
断
に
キ
リ
ス
ト
と
共
に
死
復
活
を
行
ず
る
と
い

　
　
ふ
死
の
行
道
と
結
合
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
限
り
先
生
の
死
の
辮
証
法
は
、
極
め
て
キ
リ
ス
ト
教
的
に
実
存
的
で
あ
る
と
い
は
な
け
れ

　
　
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
の
や
う
な
死
の
行
道
的
辮
証
法
か
ら
、
今
臼
の
キ
リ
ス
ト
教
神
学
は
多
く
深
く
学
び
と
る
と
こ
ろ
が
な
け
れ
ば

　
　
な
ら
な
い
と
信
ず
る
。
し
か
し
そ
の
や
う
な
死
復
活
の
反
復
実
践
は
、
そ
れ
に
も
か
か
は
ら
ず
、
　
「
キ
リ
ス
ト
の
う
ち
に
自
分
を
奇
い
だ

　
　
す
」
こ
と
、
す
な
は
ち
、
　
「
キ
リ
ス
ト
と
そ
の
復
活
の
力
と
を
知
り
、
そ
の
苦
難
に
あ
ず
か
っ
て
、
そ
の
死
の
さ
ま
と
ひ
と
し
く
な
り
、

　
　
な
ん
と
か
し
て
死
人
の
う
ち
か
ら
の
復
活
に
達
し
た
い
」
（
ピ
リ
ビ
三
・
九
一
二
）
と
い
ふ
「
キ
リ
ス
ト
に
あ
る
」
神
秘
主
義
を
撰
浴
す
る
も

　
　
の
で
は
な
く
、
却
っ
て
そ
れ
に
根
拠
づ
け
ら
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
可
能
に
な
る
と
考
へ
ら
れ
る
。
ま
た
パ
ウ
ロ
は
、
彼
の
苦
難
を
イ
エ
ス

　
　
と
共
に
死
ぬ
こ
と
で
あ
る
と
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
　
「
イ
エ
ス
の
い
の
ち
が
、
こ
の
身
に
現
れ
る
た
め
」
に
「
い
つ
も
イ
エ
ス
の
死
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
こ
の
身
に
負
ふ
」
と
い
ふ
（
第
ニ
コ
リ
ン
ト
四
・
一
〇
一
＝
）
。
そ
こ
に
も
、
イ
エ
ス
の
死
復
活
と
い
ふ
あ
ら
ゆ
る
媒
介
性
を
絶
す
る
事
実

　
　
に
も
と
つ
く
「
キ
リ
ス
ト
に
あ
る
」
神
秘
主
義
と
死
復
活
の
辮
証
法
的
行
道
と
の
結
合
が
示
さ
れ
て
み
る
と
い
ふ
こ
と
が
で
き
る
。
い
は

　
　
ゆ
る
キ
り
ス
ト
教
倫
理
に
お
け
る
ぎ
錘
自
証
署
と
H
ヨ
℃
¢
鑓
鉱
く
一
そ
れ
は
例
へ
ば
「
キ
リ
ス
ト
に
あ
る
し
が
故
に
、
そ
れ
に
ふ
さ
は
し

　
　
く
歩
め
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
一
の
栢
即
と
い
ふ
こ
と
も
、
右
の
や
う
な
点
に
即
し
て
よ
り
深
く
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
ふ

　
　
（
な
ほ
菊
●
国
¢
開
ヨ
鋤
ゆ
ジ
ご
U
禽
7
角
①
昌
ω
o
ぴ
凶
譲
騨
0
7
①
鐸
儀
①
嵩
N
魚
件
Φ
御
嵩
鋤
。
財
匙
Φ
導
窯
Φ
¢
①
嵩
↓
O
ω
賦
鐙
①
簿
、
、
営
O
♂
仁
げ
O
鵠
二
ゆ
掃
く
Φ
誘
8
プ
Φ
即
も
Q
●
ゆ
奔
H
⑩
①
O

　
　
は
、
　
い
は
ば
「
死
の
神
学
」
と
も
い
ふ
べ
き
も
の
に
つ
い
て
深
い
示
唆
を
与
へ
る
も
の
で
あ
る
）
。
そ
れ
は
、
一
絶
対
無
の
転
挽
い
を
自
己
の
上
に
行
証

　
　
し
、
自
己
否
定
的
な
愛
の
媒
介
作
用
た
る
こ
と
を
自
覚
す
る
「
自
力
即
他
力
、
他
力
即
自
力
」
と
い
は
れ
る
や
う
な
立
場
（
『
キ
リ
ス
ト
二

毛　
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の
辮
鉦
』
五
〇
頁
）
を
可
能
な
ら
し
め
る
と
共
に
、
そ
れ
を
超
え
出
て
、
キ
リ
ス
ト
に
あ
っ
て
キ
リ
ス
ト
の
死
に
あ
っ
か
る
存
在
の
立
場
と

　
　
し
て
、
そ
れ
よ
り
も
一
層
高
次
の
他
力
の
立
場
i
「
死
人
を
生
か
し
、
無
か
ら
有
を
呼
び
出
さ
れ
る
神
を
信
ず
る
」
　
（
ロ
マ
四
．
一
七
）

　
　
信
仰
の
立
場
と
い
ひ
得
な
い
で
あ
ら
う
か
。
岡
じ
く
信
仰
と
倫
理
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
、
両
老
の
転
換
媒
介
（
或
る
意
味
で
宗
教
と

　
　
倫
理
と
の
往
還
二
相
の
媒
介
）
の
根
抵
に
、
そ
れ
を
可
能
な
ら
し
め
る
も
の
と
し
て
、
信
仰
か
ら
倫
理
（
愛
）
へ
（
す
な
は
ち
、
　
建
①
。
。

　
　
o
鷺
搾
魯
①
｛
o
H
ヨ
象
簿
で
は
な
く
し
て
、
ど
こ
ま
で
も
ゆ
幽
Φ
の
h
o
吋
ヨ
器
ω
。
鴛
淳
象
①
ヨ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
）
、
な
い
し
は
義
認
か
ら
聖
化

　
　
へ
と
い
ふ
不
可
逆
的
な
一
方
向
が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
へ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
さ
ら
に
徹
底
し
て
考
へ
る
な
ら

　
　
ば
、
い
は
ゆ
る
神
秘
主
義
的
発
出
論
と
い
ふ
も
の
が
、
辮
証
法
的
媒
介
に
よ
っ
て
必
ず
し
も
止
揚
さ
れ
撰
無
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
む

　
　
し
ろ
却
っ
て
そ
れ
を
自
ら
の
う
ち
に
媒
介
止
揚
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
を
示
唆
せ
し
め
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
死
の
辮
証
法
が
田
辺
哲
学
の
絶
対
辮
証
法
の
極
致
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
は
、
最
初
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
私
共
は
そ
の
深
遠
且
っ

　
　
強
靱
な
思
索
に
啓
導
さ
れ
鼓
舞
さ
れ
る
こ
と
量
り
知
れ
な
い
も
の
が
あ
る
こ
と
を
思
ふ
の
で
あ
る
。
そ
し
て
私
に
と
っ
て
本
論
の
最
後
に

　
　
述
べ
た
若
干
の
疑
問
や
異
論
は
、
も
と
よ
り
先
生
の
思
想
に
対
す
る
敬
意
を
些
か
も
減
ず
る
理
由
に
は
な
り
得
な
い
。
た
だ
前
に
も
述
べ

　
　
た
や
う
に
、
先
生
の
キ
リ
ス
ト
教
の
辮
証
に
は
、
は
じ
め
か
ら
先
生
自
身
が
認
め
ら
れ
て
み
る
や
う
に
、
　
「
哲
学
的
辮
証
の
達
す
能
は
ざ

　
　
る
限
界
」
と
い
は
れ
る
や
う
な
消
極
的
契
機
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
と
同
時
に
、
そ
の
辮
証
が
、
キ
り
ス
ト
教
を
し
て
そ
の

　
　
本
来
あ
る
べ
き
真
姿
に
自
ら
を
否
定
的
に
超
克
せ
し
め
る
媒
介
と
な
る
と
い
ふ
積
極
的
意
義
を
も
つ
こ
と
も
儒
ぜ
ら
れ
て
る
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
私
は
、
今
日
の
キ
リ
ス
ト
教
が
、
先
生
自
ら
告
白
さ
れ
る
そ
の
哲
学
的
弁
証
の
消
極
的
契
機
の
み
を
自
己
安
住
的
に
容
認
す
る
に
と
ど
ま

　
　
っ
て
、
そ
の
積
極
的
意
義
を
顧
慮
し
得
な
い
な
ら
ば
、
そ
れ
は
非
常
に
不
幸
な
事
態
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
。
し
か
も
今
日
の
キ
リ
ス
ト

　
　
教
学
は
、
先
生
が
謙
虚
に
認
め
ら
れ
る
そ
の
哲
学
的
長
島
の
隈
界
と
は
い
か
な
る
意
味
の
も
の
で
あ
る
か
と
い
ふ
こ
と
を
、
そ
の
哲
学
的

　
　
辮
証
の
積
極
的
意
義
を
充
分
に
真
摯
に
受
け
と
め
た
上
で
、
や
は
り
改
め
て
自
ら
の
問
題
と
し
て
深
く
考
へ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
ふ
。

　
　
そ
し
て
そ
れ
は
、
一
意
に
お
い
て
は
、
哲
学
的
辮
証
論
を
超
え
た
神
学
の
立
場
を
明
瞭
に
霞
覚
す
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
岡
時



に
、
他
面
で
は
、
そ
れ
に
も
か
か
は
ら
ず
、
最
も
具
体
的
な
キ
リ
ス
ト
教
学
の
在
り
か
た
は
、
そ
の
や
う
な
神
学
的
立
場
と
哲
学
の
立
場

と
が
い
か
に
媒
介
さ
る
べ
き
か
と
い
ふ
課
題
を
負
ふ
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
こ
ろ
に
あ
る
と
思
ふ
。
特
に
今
の
我
々
の
問
題
に
つ

い
て
い
へ
ば
、
　
「
死
の
哲
学
」
と
い
は
ば
「
死
の
神
学
」
と
の
相
違
と
媒
介
と
の
問
題
が
、
最
も
切
実
な
間
題
と
し
て
取
上
げ
ら
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
思
ふ
。
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　　Starting　from　an　ethical　view　of　httman　historical　world，　he　came　to　regardi

the　physical　world　itself　as　essentially　of　dialectical　structure，　because　the　new

physics　suggested　him　that　it　also　was　based　upon，　so　to　say，　a　behavioral／

tranSaCtiOnS　betWeen　man　and　natUre。工n　hiS　SubSequent　OCCUpatiQn　With

philosophies　of　poJitics　and　religion，　he　remained　always　true　to　his　original

aspiration　to　go　to　the　end　of　the　dialectical，　exlstentially　committed　way　of

thinking．　His　philosophy　of　religion　in　particular　shows　us　a　remarl〈able

attempt　to　do　justice　both　to　the　religous　personalism　and　the　pantheistic

way　while　being　fully　aware　of　the　confiict　between　the　two．

サ　サ

U蓋｝er　die　Philoseph量e　d£s　Te（量es　bei鷺ajizzae　Tanabe

von　Kazuo　Mut6

　　Die　absolute　Dialektil〈　bei　Tanabe　ist，　wie　weithin　bekannt，　weder　eine

idealistische　Dialektil〈　noch　eine　materialistische，　sondern　eine　idealistisch－

realistische　Dialektil〈，　welche　den　Gegensatz　zwischen　beiden　aufhebt．　Und

der　Kern，　der　die　Einheit　zwischen　diesen　beiden　vermittelnd　verwirklicht．

ist　die　Tat　des　lndividuums．　Nach　Tanabe　ist　die　Philosophie　nichts　anderes・

als　das　Selbstverstandnis　dieser　Tat．　So　ist　bei　ihm　der　1〈onsequente　Logiz－

ismus　（d．　h．　die　Logik　der　absoluten　Dialel〈til〈　od．　der　absoluten　Vermittlung），

den　man　manchmal　als　einen　eigenttimlichen　Charal〈ter　seiner　Philosophie

bezeichnet，　begrtindet　auf　die　existentielle　Tat　des　lndividuums．　Und　diese

Tat　bekam，　besonders　nach　deら，Philosophie　als　Metanoetik”（ユ946），　mehr

als　vorher，　elne　religi6se　Farbung．　Und　im　letzten　ist　diese　Tat　die　Praxis

des　Sterbens　im　eigenen　Tode．　Deshalb，　kann　man　sagen，　die　letzte　Gestait

der　Tanabe’schen　Philosophie　ist　die　Todesphilosophie　als　das　Selbstverstandnis

des　eigenen　Todes　oder　genauer　als　das　SelbstverstAndnis　von　，，Tod－und－

Auferstehung”．　lch　m6コ口te　in　diesem　Aufsatz　deutlich　machen，　besonders

durch　Bezugnahme　auf　sein　Buch　，，Dialektik　des　Christentumus”（1948），　d．　h．

eine　philosophische　Apologetik　davon，　dats　es　einen　bedeutsamen　Zusam－

menhang　zwischen　dieser　Gestaltung　seiner　Todesphlosophie　und　seiner

AuseinandersetzLmg　mit　dem　christlichen　Glauben　und　Gedanken　gibt．　lch

4



glaube，　daB　wir　einerseits　die　positive　Bedeutung，　welche　seine　philosophische

Apologetik　fur　das　Christentum　hat，　volistandig　erkemien　mifgen，　auch　voM

theologischen　Standpunkt　her，　aber　wlr　wiederum’doch　anderseits，

vom　selben　Standpunl〈t　her，　klar　machen　sollen，　daB　es　eine　Grenze　in　seiner

p　h　i　1　o　s　o　p　h　i　s　c　h　e　n　Apologetik　gibt，　die　er　selbst　bekennen　muBte，　und

in　welchem　Sinne　dlese　Grenze　besteht．　Und　solche　Erwagung　wird　uns

vielleicht　zum　Problem　fthren，　wie　es　mit　dem　Verhaltnis　zwischen　der

Philosophie　des　Todes　und　der　Theologie　des　Todes　steht．

Dia甚ekt養k　und　Zei童

一Eine　Anmerkung　ttber　die　Differenz　des　DenkeRs

von　Tanabe　und　Heidegger一

uon　K6ichi　Tsujimura

Es　war　durch　den　Aufsatz　von　Prof．　Tanabe　liber　“Neue　Wendung　in　der

Phanomenologie－Heideggers　Phanomenologie　des　Lebens一”　（ver6ffentlicht

zuerst　1924，　jetzt　in　seinen　“Slimtlichen　Werken”　Bd．　IV．　S．　17－S．　34，　Tokyo，

1963），　daes　der　Name　wie　auch　der　Gedanke　dieses　Denkes　zum　erstenmal

uns　in　Japan　bekannt　wurde．　Seitdem　ist　das　Denken　Heideggers　fur　das

Tanabes　bis　zu　seiner　letzten　Arbeit　an　der　“Philosophie　des　Todes”　（einem

noch　nicht　ver6ffentlichten　NTachlaS）　stEndig　einer　derjenigen　Gedanken　ge－

blieben，　die　von　ihm　eine　jeweils　erneute　Aneignung　und　Auseinandersetzung

verlangt　haben．　Deshalb　ist　hier　zum　Andenken　an　ihn　eine　lcleine　Anmer－

kung　unter　dem　obengenannten　Titel　gewagt　worden．　一

Der　Titel，　dessen　beide　Worte　je　den　Wesensort　der　genan撹en　Denker

nennen，　soll．　elnen　Teil　des　Versuches　anzeigen，　der　1）lfferenz　ihres　Denkens

ein　wenig　nachzugehen．　Um　sie　ans　Licht　zu　bringen，　ist　zuerst　eine

Gegengberstellung　der　von　ihnen　beiden　jeweils　in　verschiedener　Weise

ausgeftthrten　lnterpretationen　zum　Parmenideischen　Satz　versucht　worden，

der　lautet：　Tb　rdip　crDTb　voa？y　eaTiv　TE　ita2　egvexe　（Fr．　3）．
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