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人
の
死
と
田
邊
の
晩
年
の
哲
学

　
「
実
存
協
同
」
と
い
う
言
葉
は
あ
ま
り
聞
き
馴
れ
な
い
も
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
田
邊
の
晩
年
の
哲
学
の
中
心
を
占
め
て
い
る
概
念

で
あ
り
ま
す
。
こ
の
概
念
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
思
想
は
、
田
邊
の
晩
年
に
お
い
て
死
と
の
繋
が
り
の
も
と
で
掘
り
下
げ
ら
れ
る
こ
と
で
、

独
特
の
拡
が
り
と
深
み
を
も
つ
に
至
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
し
て
、
西
谷
啓
治
先
生
の
言
葉
に
よ
り
ま
す
と
、
そ
れ
は
「
従
来
の
西
洋
に
お

け
る
哲
学
史
上
か
っ
て
開
か
れ
な
か
っ
た
新
局
面
を
開
い
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
独
創
性
は
極
め
て
高
い
意
義
を
も
つ
も
の
で
あ
る
」
（
田

邊
元
全
集
、
第
十
三
巻
、
六
七
七
頁
）
と
も
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
実
存
協
同
の
思
想
が
死
と
ど
の
よ
う
な
結
び
付
き
に
お
い
て
捉
え

ら
れ
て
い
る
か
を
め
ぐ
っ
て
、
し
ぼ
ら
く
お
話
し
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
「
脳
死
を
人
の
死
と
す
る
」
法
案
が
国
会
に
出
さ
れ
て
、
「
人
の
死
と
は
何
か
」
が
現
在
問
わ
れ
て
い
ま
す
。
周
知
の
よ
う
に
、
こ
の

法
案
は
臓
器
移
植
に
道
を
開
く
た
め
に
提
示
さ
れ
た
も
の
で
、
「
生
き
た
人
」
か
ら
臓
器
移
植
を
行
う
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
の
で
、
移
植
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を
行
う
た
め
に
は
人
は
死
ん
で
い
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
と
い
う
理
由
か
ら
、
「
脳
死
を
人
の
死
と
す
る
」
と
定
め
た
も
の
で
す
。
こ
の
法

案
は
そ
の
よ
う
な
現
実
的
な
必
要
に
基
づ
い
て
出
さ
れ
た
も
の
で
、
「
人
の
死
と
は
何
か
」
に
つ
い
て
十
分
に
考
え
ら
れ
た
か
と
い
う
と
、

必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
こ
の
法
案
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
、
「
人
の
死
と
は
何
か
」
が
文
化
的
・
宗
教
的
見
地
か
ら

改
め
て
問
い
直
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

　
田
邊
の
晩
年
の
哲
学
は
、
今
述
べ
ま
し
た
よ
う
に
、
死
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
こ
で
「
人
の
死
」
は
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら

れ
て
い
る
か
を
見
た
い
と
思
い
ま
す
。
人
の
死
を
見
る
角
度
は
様
々
で
あ
り
、
一
様
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
瞬
邊
の
晩
年
の
思
索
に
お
い
て

も
あ
る
種
の
ず
れ
、
な
い
し
変
容
が
あ
っ
て
、
そ
れ
ま
で
と
は
違
っ
た
死
の
見
方
が
現
れ
て
き
て
い
ま
す
。
一
言
で
い
う
と
、
死
を
冤

る
角
度
は
、
田
邊
の
晩
年
の
哲
学
に
お
い
て
、
「
自
巴
の
死
」
あ
る
い
は
「
己
の
死
」
か
ら
「
己
に
親
し
き
者
の
死
」
、
「
汝
の
死
」
へ
と

移
っ
て
い
ま
す
。
一
人
称
の
死
に
代
わ
っ
て
二
人
称
の
死
が
、
考
察
の
中
心
と
な
っ
て
き
て
い
る
よ
う
思
わ
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
己
の
死

は
汝
の
死
を
見
る
眼
差
し
の
う
ち
に
溶
解
し
、
汝
の
死
か
ら
己
の
死
が
見
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
と
同
時
に
、
人
と
人
と
の
交
わ
り
の
世

界
、
田
邊
が
「
実
存
協
同
」
と
名
付
け
る
世
界
が
、
新
し
い
局
面
を
も
っ
て
照
遇
の
思
想
の
申
心
に
登
場
し
て
き
ま
す
。
死
の
問
題
は
、

我
と
汝
の
問
題
、
交
わ
り
の
問
題
と
な
っ
て
き
て
お
り
ま
す
。
「
人
の
死
と
は
何
か
」
を
問
う
と
き
に
忘
れ
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
の
は
、

そ
の
よ
う
な
人
と
人
と
の
関
わ
り
の
根
幹
に
あ
る
死
、
汝
の
死
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
　
一
人
称
や
三
人
称
の
死
で
は
な
く
二
人
称
の
死
で

す
。
死
が
文
化
や
宗
教
の
問
題
で
あ
る
の
は
、
死
が
個
体
の
死
で
は
な
く
、
入
の
死
で
あ
る
こ
と
、
つ
ま
り
、
人
と
人
と
の
関
わ
り
の
中

に
お
け
る
出
来
事
で
あ
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
。

　
田
邊
の
晩
年
の
想
想
と
言
わ
れ
る
の
は
、
時
期
と
し
て
は
、
『
餓
悔
道
と
し
て
の
哲
学
』
か
ら
『
生
の
存
在
学
か
死
の
弁
証
法
か
』
に

至
る
ま
で
の
思
想
で
す
。
そ
こ
で
は
、
「
無
二
愛
」
、
「
弁
証
法
」
、
「
死
復
活
」
、
「
実
存
協
同
」
等
、
田
邊
の
思
想
の
根
本
に
関
わ
る
よ
う

な
幾
つ
か
の
キ
ー
・
ワ
ー
ド
が
現
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
う
ち
、
実
存
協
同
と
い
う
概
念
は
田
邊
の
晩
年
の
思
想
の
な
か
で
最
も
重
要
な
も

の
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
概
念
は
す
で
に
「
戴
本
道
」
以
前
に
も
現
れ
て
い
た
の
で
す
が
、
沈
醸
す
べ
き
こ
と
は
、
こ
の
概
念
が
、



函
邊
の
最
晩
年
の
哲
学
に
お
い
て
は
生
者
の
間
だ
け
で
は
な
く
死
者
に
も
拡
張
さ
れ
、
死
者
を
包
み
込
ん
だ
生
死
交
接
す
る
協
同
の
世
界

と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
よ
う
な
生
死
を
超
え
た
実
存
協
同
の
世
界
に
深
く
思
い
を
致
し
、
そ
こ
か
ら
見
え
て

く
る
事
柄
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
、
田
邊
の
晩
年
の
哲
学
の
主
題
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　
そ
の
よ
う
な
死
者
を
包
ん
だ
実
存
協
同
の
世
界
を
、
田
邊
は
試
み
に
空
想
し
て
み
た
り
、
思
弁
的
に
仮
想
し
て
み
た
の
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
自
己
が
現
に
こ
こ
に
あ
り
、
そ
こ
に
生
き
て
い
る
リ
ア
ル
で
確
か
な
世
界
と
し
て
乱
漫
に
見
え
て
き
た
。
自
分
と
汝
と
の
関
わ
り
に

深
く
思
い
を
致
し
て
い
る
と
、
自
己
が
生
き
て
い
る
世
界
の
底
に
、
ど
う
し
て
も
そ
う
で
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
と
い
う
具
合
に
し
て
、
実

存
協
同
の
世
界
が
開
か
れ
て
い
る
の
が
見
え
て
来
た
。
そ
の
よ
う
な
、
自
己
に
直
接
的
で
リ
ア
ル
な
世
界
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

カ
ン
ト
は
、
道
徳
に
規
定
さ
れ
た
自
己
の
意
志
の
先
端
を
見
つ
め
て
い
る
と
、
そ
の
意
志
に
必
然
的
に
生
じ
て
く
る
対
象
界
が
あ
っ
て
、

そ
れ
が
自
由
や
不
死
や
最
高
善
と
い
っ
た
形
而
上
学
的
な
世
界
で
あ
る
、
と
述
べ
て
お
り
ま
す
が
、
実
存
協
同
の
世
界
に
関
し
て
も
同
じ

よ
う
な
事
情
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
死
者
を
包
ん
だ
協
局
の
世
界
は
リ
ア
ル
で
確
実
な
世
界
で
あ
る
と
晶
＝
口
っ
て
も
、
自
己
の
意

志
や
欲
望
と
掛
け
離
れ
て
何
処
か
に
客
観
的
に
存
在
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
慮
己
の
実
存
的
な
要
求
や
思
い
と
結
び
付
い
て
見
え

て
き
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
で
「
信
の
世
界
」
で
あ
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は
そ
の
よ
う
な
思
い
と
は
掛
け
離
れ
て
あ
る

「
他
界
」
と
考
え
ら
れ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
実
存
協
同
の
世
界
が
信
の
世
界
で
あ
る
と
言
っ
て
も
、
そ
れ
は
カ
ン
ト
の
言
う
よ

う
な
「
要
請
」
と
し
て
彼
方
に
待
ち
望
ま
れ
て
い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
自
己
の
存
在
の
根
底
に
、
も
っ
と
直
接
的
で
リ
ア
ル
な
世
界

と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
自
分
が
生
き
て
い
る
世
界
が
、
生
者
だ
け
で
は
な
く
死
者
に
も
連
な
り
、
死
者
の
世
界
か
ら
返
照
を
受
け
て
い
る
も
の
と
し
て
捉
え
ら

れ
て
く
る
。
数
限
り
な
い
実
存
が
柑
互
に
無
ら
し
合
い
、
響
き
合
っ
て
い
る
世
界
と
し
て
見
え
て
く
る
。
そ
の
よ
う
な
実
存
協
同
の
世
界

が
、
「
要
請
」
と
し
て
で
は
な
く
、
無
二
愛
の
「
象
微
」
と
し
て
、
身
近
に
捉
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
し
て
そ
こ
か
ら
、
「
永
生
」
、
「
魂

の
不
死
」
、
「
神
の
国
」
、
「
菩
薩
道
」
な
ど
、
宗
教
の
根
本
に
繋
が
る
よ
う
な
種
々
の
問
題
に
、
哲
学
の
側
か
ら
照
明
が
当
て
ら
れ
て
捉
え
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直
さ
れ
て
き
ま
す
。
そ
こ
に
田
遜
の
晩
年
の
思
想
の
独
自
性
が
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　
実
存
協
同
の
思
想
に
お
い
て
、
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
田
邊
が
、
死
に
お
い
て
成
立
す
る
よ
う
な
交
わ
り
を
捉
え
、
そ
れ
を
交
わ
り
の

純
粋
形
態
と
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
交
わ
り
の
基
礎
に
置
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
人
と
人
と
の
交
わ
り
が
途
絶
え
る
と
こ
ろ
、

交
わ
り
の
終
点
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
な
死
を
通
し
て
初
め
て
開
か
れ
て
く
る
よ
う
な
交
わ
り
に
、
田
邊
は
思
い
を
致
し
て
い
ま
す
。
一
体
、

そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
交
わ
り
で
し
ょ
う
か
。

　
交
わ
り
は
、
一
般
に
は
、
交
わ
り
の
両
項
を
隔
て
る
距
離
が
取
り
除
か
れ
た
と
こ
ろ
に
成
立
す
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
合
一
や
融
合
や

参
与
と
し
て
交
わ
り
が
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
と
は
逆
の
方
向
に
成
立
す
る
交
わ
り
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
分
離
や
切
断
、

あ
る
い
は
距
離
や
不
在
を
含
み
、
か
え
っ
て
そ
れ
ら
を
基
礎
と
し
て
成
立
し
て
い
る
よ
う
な
交
わ
り
で
す
。
不
在
に
お
い
て
こ
そ
真
に
リ

ア
ル
と
な
る
交
わ
り
が
あ
り
ま
す
。
田
漫
が
実
存
協
同
に
お
い
て
捉
え
て
い
る
の
は
そ
の
よ
う
な
交
わ
り
で
す
。
不
在
の
上
に
成
立
す
る

交
わ
り
は
満
た
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で
悲
劇
的
で
す
が
、
し
か
し
、
満
た
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
交
わ
り
は
悪
か
ら
純
化
さ

れ
透
明
な
も
の
と
な
り
ま
す
。
交
わ
り
を
そ
の
よ
う
な
不
在
の
方
向
に
突
き
詰
め
た
と
こ
ろ
に
、
宗
教
的
関
係
の
基
礎
を
な
す
よ
う
な

「
信
」
と
言
わ
れ
る
有
り
よ
う
が
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
断
絶
に
お
け
る
繋
が
り
の
最
も
突
き
詰
め
た
形
は
、
例
え
ば
、
十
字
架
上
の

イ
エ
ス
の
「
わ
た
し
の
神
よ
、
何
故
私
を
見
捨
て
ら
れ
た
の
で
す
か
」
と
い
う
問
に
現
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
間
に
お
い
て
「
神
」
は
沈
黙

し
不
在
で
す
が
、
こ
の
沈
黙
を
神
の
声
と
聞
く
と
こ
ろ
に
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
「
信
」
の
徹
底
し
た
有
り
よ
う
が
捉
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

人
と
人
と
の
関
係
も
ま
た
そ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
ま
で
徹
底
さ
れ
な
け
れ
ぽ
な
り
ま
せ
ん
。
絶
対
的
な
断
絶
や
不
在
、
死
を
介
し
て
成
立

す
る
交
わ
り
が
宗
教
的
関
係
で
す
。
そ
こ
で
は
死
は
交
わ
り
の
基
礎
な
の
で
、
死
は
注
意
深
く
護
ら
れ
尊
重
さ
れ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

「
脳
死
を
人
の
死
と
す
る
」
と
い
う
規
定
が
宗
教
的
見
地
か
ら
見
て
問
題
を
含
ん
で
い
る
の
は
、
関
係
の
基
礎
と
な
る
死
、
あ
る
い
は
、

死
を
思
う
こ
と
で
リ
ア
ル
に
な
っ
て
く
る
よ
う
な
関
係
が
そ
こ
で
は
無
視
さ
れ
切
断
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。
そ
の
よ
う
な
交
わ
り
に
深

い
思
い
を
致
し
、
死
者
を
包
み
込
ん
だ
協
同
体
を
真
の
宗
教
的
協
同
体
と
し
て
捉
え
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
晩
年
の
為
過
の
思
想
の
骨
子
が



あ
る
と
思
い
ま
す
。

　
実
際
の
と
こ
ろ
、
他
者
は
死
ぬ
こ
と
に
よ
っ
て
生
者
と
の
交
わ
り
を
断
つ
の
で
は
な
い
。
死
を
介
し
て
現
わ
れ
て
く
る
も
う
一
つ
の
交

わ
り
の
形
式
が
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、
小
林
秀
雄
は
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
つ
い
て
述
べ
た
文
章
の
な
か
で
、
死
ん
だ
母
親
を
次
の
よ
う
に
語
っ

て
い
ま
す
。
「
仏
に
上
げ
る
蝋
燭
を
切
ら
し
た
の
に
気
づ
き
、
買
い
に
出
掛
け
た
。
私
の
家
は
扇
ヶ
谷
の
奥
に
あ
っ
て
、
家
の
道
に
添
う

て
小
川
が
流
れ
て
い
た
。
も
う
夕
暮
れ
で
あ
っ
た
。
門
を
出
る
と
、
行
く
手
に
螢
が
一
匹
飛
ん
で
い
る
の
を
見
た
。
こ
の
辺
り
に
は
、
毎

年
螢
を
よ
く
見
か
け
る
の
だ
が
、
そ
の
年
は
初
め
て
見
る
螢
だ
っ
た
。
今
ま
で
に
み
た
こ
と
も
な
い
大
ぶ
り
の
も
の
で
、
見
事
に
光
っ
て

い
た
。
お
っ
か
さ
ん
は
、
今
は
螢
に
な
っ
て
い
る
、
と
私
は
ふ
と
思
っ
た
。
螢
の
飛
ぶ
後
を
歩
き
な
が
ら
、
私
は
も
う
そ
の
考
え
か
ら
逃

れ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
」
（
『
新
潮
』
五
月
号
、
昭
和
三
＋
三
年
）
と
述
べ
て
い
ま
す
。
死
ん
だ
母
が
螢
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
の
は
、

ア
ニ
ミ
ズ
ム
的
世
界
の
よ
う
で
す
が
そ
う
で
は
な
い
。
生
前
、
自
分
を
支
え
、
護
っ
て
く
れ
た
母
を
失
っ
た
悲
し
み
が
、
こ
の
よ
う
な
形

を
と
っ
て
現
れ
た
。
愛
す
る
も
の
に
と
っ
て
死
者
は
、
虚
無
と
と
も
に
消
え
去
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
、
死
者
は
生
者
に
出
現
し
ま
す
。

別
の
文
章
で
、
小
林
は
酔
っ
払
っ
て
一
升
瓶
も
ろ
と
も
に
プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム
か
ら
墜
落
し
て
九
死
に
一
生
を
得
た
と
き
の
経
験
を
語
っ
て

お
り
ま
す
。
コ
升
瓶
は
、
墜
落
中
、
握
っ
て
い
て
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
塊
に
触
れ
た
ら
し
く
、
微
塵
に
な
っ
て
私
は
そ
の
破
片
を
被
っ

て
い
た
。
私
は
黒
い
石
炭
殻
の
上
で
、
外
灯
で
光
っ
て
い
る
ガ
ラ
ス
を
見
て
、
母
親
が
助
け
て
く
れ
た
こ
と
が
は
っ
き
り
し
た
。
」
と
述

べ
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
も
、
「
は
っ
き
り
し
た
」
と
断
言
し
て
い
ま
す
。
死
者
が
生
者
に
復
活
す
る
こ
と
は
愛
す
る
も
の
に
と
っ
て
紛
れ

も
な
い
事
実
で
あ
る
こ
と
を
小
林
は
語
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
心
霊
上
の
事
実
と
も
云
う
べ
き
も
の
で
す
。
そ
れ
は
一
体
ど
の
よ
う
な
事

実
か
。

　
他
者
の
不
在
や
断
絶
を
介
し
て
開
か
れ
て
く
る
他
者
と
の
交
わ
り
は
、
ま
た
西
田
が
「
逆
対
応
」
と
呼
ん
で
、
人
と
人
、
あ
る
い
は
人

と
超
越
者
と
の
間
の
真
の
関
係
と
し
て
捉
え
た
も
の
で
も
あ
り
ま
す
。
西
照
は
我
が
子
の
死
に
触
れ
て
、
人
は
死
ん
だ
も
の
は
如
何
に
し

て
み
て
も
帰
ら
ぬ
か
ら
、
忘
れ
よ
諦
め
よ
と
い
う
が
、
親
に
と
っ
て
は
そ
れ
が
苦
痛
で
あ
る
。
何
と
し
て
も
忘
れ
た
く
な
い
、
せ
め
て
自

　
　
　
　
死
と
実
存
協
同
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分
が
生
き
て
い
る
間
は
思
い
出
し
て
や
り
た
い
と
い
う
の
が
親
の
誠
で
あ
っ
て
、
死
ん
だ
子
を
思
う
こ
と
は
苦
痛
だ
が
、
親
は
こ
の
苦
痛

を
忘
れ
る
こ
と
を
欲
し
な
い
の
だ
、
と
述
べ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
ま
た
子
を
亡
く
し
た
と
い
う
悲
哀
に
は
慰
籍
が
あ
り
、
「
骨
に
も
徹

す
る
痛
切
な
る
悲
哀
は
寂
し
き
死
を
も
慰
め
得
て
余
り
あ
る
と
も
思
う
」
（
西
田
幾
多
郎
全
集
、
第
一
巻
、
四
二
〇
頁
）
、
と
も
述
べ
て
い
ま
す
。

悲
哀
に
は
不
在
と
い
う
仕
方
で
の
み
出
会
わ
れ
る
我
が
子
の
現
前
が
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
悲
哀
が
慰
籍
で
も
あ
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

悲
哀
の
感
情
に
は
切
断
に
お
け
る
繋
が
り
、
不
在
に
お
け
る
現
存
と
い
っ
た
矛
盾
し
た
事
態
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
が
、
後
に
塩
田
は
こ
の

事
態
を
「
逆
対
応
」
と
い
う
概
念
に
お
い
て
捉
え
、
大
燈
国
師
の
言
葉
に
あ
る
よ
う
な
「
無
限
に
隔
た
っ
て
い
て
も
離
れ
て
い
な
い
の
だ

し
、
常
に
接
し
て
い
て
も
会
っ
て
い
な
い
の
だ
」
と
い
う
よ
う
な
関
係
こ
そ
が
、
人
と
人
と
の
真
の
関
係
で
あ
る
と
同
時
に
超
越
者
と
人

間
と
の
宗
教
的
関
係
だ
と
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。

　
田
邊
は
、
こ
の
よ
う
に
生
者
と
死
者
と
の
間
の
交
わ
り
を
基
礎
に
し
て
一
巻
の
交
わ
り
を
捉
え
上
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
こ
か
ら

「
モ
ナ
ド
ロ
ジ
ー
的
実
存
協
贋
」
と
い
う
考
え
に
至
り
、
そ
の
モ
ナ
ド
ロ
ジ
ー
的
実
存
協
同
の
具
体
的
な
形
態
を
キ
リ
ス
ト
教
の
「
聖
徒

の
交
わ
り
」
（
O
O
ヨ
ヨ
錫
謬
一
〇
昌
　
O
h
　
仲
び
O
　
ω
帥
一
誉
〔
o
陰
　
O
O
ヨ
ヨ
鋸
”
一
〇
　
ω
P
鐸
O
件
O
村
信
ヨ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
℃
）
や
仏
教
の
「
菩
薩
道
」
に
見
い
出
し
て
い
ま
す
。
「
聖
徒
の
交
わ

り
」
は
、
交
わ
り
を
生
者
の
間
だ
け
で
は
な
く
、
生
者
か
ら
死
者
へ
と
拡
大
し
て
ゆ
く
も
の
で
す
。
交
わ
り
を
死
者
の
方
向
に
深
め
て
ゆ

く
と
き
、
生
者
と
死
者
と
の
問
に
「
聖
霊
」
が
働
き
、
交
わ
り
は
「
浄
化
」
さ
れ
て
「
霊
感
に
充
た
さ
れ
た
も
の
」
と
な
っ
て
く
る
。
こ

の
よ
う
に
、
生
者
と
生
者
と
の
交
わ
り
に
死
者
を
入
れ
、
そ
し
て
、
生
者
と
死
者
の
交
わ
り
を
更
に
死
者
の
方
向
に
無
限
に
拡
大
・
深
化

し
て
ゆ
く
こ
と
に
よ
っ
て
開
か
れ
て
く
る
生
死
交
徹
す
る
「
実
存
協
同
」
の
世
界
が
読
過
の
晩
年
の
「
死
の
哲
学
」
の
中
心
の
主
題
と
な

っ
て
い
ま
す
が
、
そ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
交
わ
り
が
内
に
死
者
を
含
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
切
の
社
会
協
同
体
は
内
に
含
む
悪
か
ら
純

化
さ
れ
、
特
殊
な
も
の
か
ら
真
に
普
遍
的
な
も
の
へ
と
高
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
よ
う
な
田
邊
の
「
死
の
思
想
」
は
決
し
て

風
変
わ
り
な
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
人
間
の
心
情
に
深
く
根
を
下
ろ
し
た
思
想
で
あ
っ
て
、
深
い
叡
智
を
秘
め
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま

す
。
そ
れ
は
死
を
視
野
に
も
た
な
い
よ
う
な
社
会
協
同
体
の
思
想
の
う
ち
に
不
可
避
的
に
侵
入
し
て
く
る
エ
ゴ
イ
ズ
ム
と
い
う
悪
か
ら
交



わ
り
を
救
う
こ
と
が
で
き
る
唯
一
の
思
想
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
宗
教
史
に
お
い
て
そ
の
よ
う
な
死
の
思
想
を
根
幹
に
も
つ
協
同
体

は
多
く
見
ら
れ
ま
す
。
犠
牲
や
賠
い
の
思
想
は
そ
の
よ
う
な
性
格
を
も
っ
て
い
ま
す
。
エ
レ
ウ
シ
ス
の
秘
儀
や
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
・
オ
ル
フ
ォ

イ
ス
教
な
ど
は
有
名
で
す
が
、
東
ア
ジ
ア
で
は
仏
教
、
と
り
わ
け
浄
土
教
に
お
け
る
浄
土
の
思
想
等
は
そ
れ
に
近
い
の
で
は
な
い
か
と
思

い
ま
す
。
し
か
し
、
今
は
そ
の
問
題
に
は
入
ら
な
い
こ
と
に
致
し
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
な
死
者
と
生
者
と
の
交
わ
り
に
「
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
」
や
「
浄
化
」
の
関
係
を
捉
え
る
「
死
の
思
想
」
と
逆
の
傾
斜
を

も
っ
た
も
の
は
、
両
者
の
間
に
「
不
浄
」
や
「
汚
れ
」
の
関
係
を
見
る
も
の
で
す
。
そ
れ
は
、
関
係
を
浄
化
す
る
よ
う
な
「
聖
霊
」
や

「
愛
」
と
い
う
働
き
で
は
な
く
、
関
係
を
歪
め
破
壊
す
る
よ
う
な
「
怨
霊
」
や
「
呪
力
」
を
予
想
す
る
も
の
で
、
そ
こ
で
は
死
者
と
生
者

は
相
互
に
交
徹
す
る
か
わ
り
に
、
両
者
の
間
に
壁
を
設
け
て
死
者
を
生
者
か
ら
遮
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
そ
れ
は
「
死
の
思

想
」
に
対
比
し
て
言
え
ば
、
「
生
の
思
想
」
で
す
。
「
よ
も
つ
ひ
ら
さ
か
」
の
途
中
に
石
を
置
い
て
黄
泉
の
国
か
ら
死
者
が
生
者
の
世
界
に

入
っ
て
こ
れ
な
い
よ
う
に
し
た
、
『
古
事
記
』
の
物
語
は
そ
の
よ
う
な
「
生
の
思
想
」
を
示
し
て
い
ま
す
。
β
本
教
は
そ
の
よ
う
な
生
の

思
想
を
根
幹
に
有
し
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
鎮
魂
・
怨
霊
の
思
想
に
連
な
っ
て
い
ま
す
。

　
田
邊
の
「
実
存
協
同
」
の
思
想
は
、
こ
の
よ
う
な
「
生
の
思
想
」
と
は
逆
の
傾
斜
を
も
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
思
想
に
つ
い
て
後
に
も
う

少
し
詳
し
く
見
る
つ
も
り
で
す
が
、
そ
の
前
に
田
下
哲
学
の
根
本
性
格
に
つ
い
て
、
少
し
触
れ
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

二
　
田
邊
哲
学
の
根
本
的
性
格
－
弁
証
法
と
象
徴

　
1
　
行
為
と
弁
証
法

　
田
邊
哲
学
の
根
本
の
立
場
は
「
行
為
」
で
あ
り
、
そ
の
論
理
は
「
弁
証
法
」
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
、
田
遇
哲

学
に
つ
い
て
書
か
れ
た
殆
ど
の
も
の
の
な
か
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
、
改
め
て
雷
う
ま
で
も
な
い
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
事

実
、
田
邊
哲
学
の
何
処
を
切
っ
て
も
、
こ
の
二
つ
の
雪
目
葉
は
幽
て
き
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
「
行
為
」
や
「
弁
証
法
」
と
い
う
概
念
に
よ

　
　
　
　
死
と
実
存
協
同
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っ
て
田
邊
が
ど
の
よ
う
な
事
を
示
し
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
は
直
ぐ
に
は
分
か
ら
な
い
。
そ
れ
に
つ
い
て
の
理
解
を
援
け
る
よ
う
な
イ
メ

ー
ジ
を
も
つ
こ
と
は
困
難
の
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
む
し
ろ
、
そ
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
に
繋
が
る
よ
う
な
直
接
的
な
も
の
、
直
観
的
な
も

の
を
破
っ
て
ゆ
く
と
こ
ろ
に
行
為
や
弁
証
法
の
本
質
が
あ
る
と
言
っ
た
方
が
よ
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
実
際
の
と
こ
ろ
、
直
接
的
な
も
の

や
既
存
の
も
の
を
破
っ
た
と
こ
ろ
に
、
限
定
し
難
き
も
の
、
絶
薄
的
に
新
し
い
も
の
、
絶
鰐
無
の
自
覚
と
言
わ
れ
る
も
の
に
触
れ
て
ゆ
く

の
が
行
為
で
あ
り
、
そ
の
行
為
の
運
動
を
自
覚
せ
し
め
る
論
理
が
弁
証
法
で
あ
り
ま
す
。

　
と
こ
ろ
で
、
田
邊
が
弁
証
法
と
結
び
付
け
て
捉
え
て
い
る
行
為
は
ど
の
よ
う
な
行
為
か
と
言
う
と
、
そ
れ
は
、
も
の
を
制
作
す
る
行
為

と
し
て
の
ポ
イ
エ
ー
シ
ス
で
は
な
く
、
社
会
的
・
歴
史
的
な
場
に
お
け
る
プ
ラ
ク
シ
ス
と
し
て
の
行
為
で
す
。
し
か
し
、
田
邊
は
ポ
イ
エ

ー
シ
ス
と
し
て
の
行
為
を
全
く
考
え
て
い
な
い
か
と
言
う
と
、
そ
う
で
は
な
く
、
晩
年
の
ヴ
ァ
レ
リ
！
の
詩
論
に
お
い
て
、
詩
を
詩
作
、

つ
ま
り
ポ
イ
エ
ー
シ
ス
と
言
う
角
度
か
ら
考
察
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
田
邊
は
そ
こ
で
ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
詩
作
に
欠
如
し
て
い
る
の
は
、

行
為
の
歴
史
的
社
会
的
側
面
で
あ
る
と
批
判
し
て
い
る
こ
と
か
ら
み
て
も
、
田
漫
が
重
点
を
置
い
て
い
る
の
は
ポ
イ
エ
！
シ
ス
で
は
な
く
、

歴
史
的
祉
会
的
な
場
に
お
け
る
プ
ラ
ク
シ
ス
で
あ
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
ポ
イ
エ
ー
シ
ス
を
取
り
上
げ
る
場
合
で
も
、
田
邊
は
そ
れ
を

プ
ラ
ク
シ
ス
と
い
う
角
度
か
ら
考
察
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　
プ
ラ
ク
シ
ス
と
し
て
の
行
為
が
意
味
す
る
の
は
、
現
実
の
状
況
に
お
け
る
主
体
の
意
志
的
行
為
で
、
決
断
や
敢
行
、
挫
折
や
失
敗
や
責

任
を
伴
っ
た
行
為
で
す
。
そ
れ
は
製
作
に
お
け
る
よ
う
な
物
と
人
と
の
関
わ
り
で
は
な
く
、
人
と
人
と
の
関
わ
り
、
歴
史
・
社
会
的
な
場

で
の
行
為
で
あ
り
、
カ
ン
ト
が
実
践
理
性
と
呼
ん
だ
よ
う
な
、
主
体
の
意
志
規
定
に
関
わ
る
行
為
で
あ
り
ま
す
。
実
際
の
と
こ
ろ
、
腿
邊

が
行
為
の
立
場
に
立
つ
と
言
う
と
き
、
カ
ン
ト
に
近
い
と
こ
ろ
に
田
邊
は
立
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
カ
ン
ト
の
よ
う
に
、
道
徳
的
行
為

の
立
場
を
哲
学
の
通
路
と
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　
と
こ
ろ
で
、
田
邊
が
こ
の
よ
う
な
行
為
の
立
場
に
対
立
さ
せ
て
い
る
の
は
観
想
の
立
場
で
す
。
観
想
は
無
媒
介
的
・
直
接
的
な
仕
方
で

絶
対
的
な
る
も
の
に
触
れ
よ
う
と
す
る
の
に
薄
し
て
、
そ
の
よ
う
な
直
接
的
な
も
の
を
否
定
的
に
乗
り
超
え
、
否
定
を
媒
介
し
て
絶
対
的



な
も
の
に
触
れ
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
行
為
の
立
場
が
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
否
定
媒
介
を
含
む
こ
と
が
行
為
の
弁
証
法
的
性
格
で
す
。
田

邊
は
観
想
の
根
本
性
格
を
「
無
媒
介
的
直
接
性
」
と
し
ま
す
が
、
そ
れ
は
生
の
直
接
性
を
普
遍
的
な
る
も
の
と
同
一
視
し
て
、
生
の
直
接

性
か
ら
直
ち
に
宗
教
的
な
も
の
へ
と
赴
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
田
邊
は
そ
の
よ
う
な
観
想
の
立
場
を
神
秘
主
義
、
同
一
性
論
理
、

発
出
論
と
名
付
け
て
退
け
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
田
邊
は
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
の
『
宗
教
論
』
の
よ
う
な
立
場
を
、
直
接
的
な
も
の

と
宗
教
的
な
も
の
と
を
岡
一
視
し
て
、
弁
証
法
を
欠
い
た
も
の
と
し
て
、
あ
ま
り
賛
成
し
て
い
ま
せ
ん
。
田
邊
が
、
直
接
的
な
も
の
か
ら

無
媒
介
的
に
普
遍
的
な
も
の
へ
至
る
こ
と
を
神
秘
主
義
と
し
て
退
け
る
の
は
、
直
接
的
な
も
の
に
含
ま
れ
て
い
る
特
殊
的
な
も
の
が
、
そ

こ
で
は
そ
の
ま
ま
容
認
さ
れ
、
特
殊
的
な
も
の
が
絶
対
化
さ
れ
る
危
険
性
を
有
し
て
い
る
か
ら
で
す
。
田
邊
は
、
そ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、

ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
や
美
的
な
も
の
を
退
け
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
自
ら
の
内
に
潜
め
て
い
る
エ
ゴ
イ
ズ
ム
を
批
判
的
に
取
り
出
す
目
を
も

た
な
い
。
そ
こ
で
出
会
わ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
て
い
る
普
遍
的
な
も
の
は
、
無
媒
介
的
で
あ
る
の
で
真
に
普
遍
的
な
も
の
と
は
な
っ
て
い

な
い
。
そ
の
よ
う
な
直
接
的
な
も
の
を
破
り
、
直
接
的
な
も
の
の
否
定
媒
介
を
介
し
て
、
普
遍
的
な
も
の
宗
教
的
な
も
の
を
開
く
の
が
行

為
の
立
場
と
さ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
な
「
観
想
」
と
「
行
為
」
と
い
う
二
つ
の
立
場
に
お
い
て
注
聾
す
べ
き
事
柄
は
、
普
遍
的
な
も
の
な
い
し
絶
対
的
な
も
の

（
こ
こ
で
は
絶
対
無
で
す
が
）
に
触
れ
る
異
な
っ
た
二
つ
の
仕
方
、
超
越
の
異
な
っ
た
二
つ
の
形
式
で
す
。
そ
の
違
い
を
田
邊
は
、
観
想

に
お
い
て
は
絶
対
無
は
「
積
分
的
全
体
」
と
し
て
眺
め
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、
行
為
の
立
場
に
お
い
て
は
そ
れ
は
「
微
分
的
部
分
」
と
し

て
触
れ
ら
れ
る
と
言
い
ま
す
。
絶
対
無
に
微
分
的
に
触
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
絶
対
無
が
我
々
の
把
握
を
無
限
に
超
え
出
る
無
限
で
あ
る

こ
と
、
そ
し
て
我
々
は
そ
れ
の
全
体
的
把
握
を
拒
ま
れ
て
い
る
有
限
な
存
在
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
自
己
の
有
限
性

な
い
し
限
界
の
自
覚
は
積
分
的
立
場
で
は
明
確
で
は
な
い
。
絶
封
者
に
触
れ
る
仕
方
と
し
て
の
「
微
分
」
、
「
積
分
」
と
い
う
メ
タ
フ
ァ
ー

は
、
田
邊
が
西
田
の
哲
学
を
批
判
し
て
自
ら
の
立
話
を
明
確
に
す
る
た
め
に
用
い
た
も
の
で
、
田
遜
は
西
田
の
哲
学
が
「
積
分
的
全
体
」

の
立
場
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
自
ら
の
哲
学
を
「
微
分
的
部
分
」
の
立
場
と
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
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重
要
な
こ
と
は
、
田
邊
が
こ
の
よ
う
に
し
て
西
田
と
自
ら
の
立
場
と
の
間
に
捉
え
て
い
る
違
い
を
、
単
に
二
人
遅
哲
学
者
の
間
だ
け
の

事
柄
と
し
て
狭
く
限
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
が
超
越
の
二
つ
の
異
な
っ
た
形
式
を
表
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
よ
り
広
い
視
野
に
置

い
て
見
る
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
の
こ
と
は
、
田
遇
の
西
田
批
判
を
、
例
え
ば
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
対
す
る
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
批

判
と
重
ね
合
わ
せ
て
見
る
と
は
っ
き
り
し
て
く
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
実
際
の
と
こ
ろ
、
田
邊
の
西
田
批
判
と
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
ハ
イ
デ
ッ

ガ
ー
批
判
は
多
く
の
点
で
重
な
り
合
う
と
こ
ろ
を
有
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
強
引
な
と
こ
ろ
と
核
心
を
突
い
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま

す
が
、
そ
の
二
つ
の
批
判
を
重
ね
合
わ
せ
て
共
通
す
る
と
こ
ろ
を
探
っ
て
行
く
と
、
そ
の
核
心
の
部
分
に
あ
る
共
通
の
狙
い
が
明
ら
か
に

な
っ
て
き
ま
す
。
そ
れ
は
行
為
あ
る
い
は
道
徳
に
立
脚
す
る
と
こ
ろ
に
開
か
れ
て
く
る
超
越
の
固
有
の
形
式
を
明
ら
か
に
し
ょ
う
と
い
う

狙
い
で
す
。
そ
し
て
、
そ
の
形
式
が
根
を
降
ろ
し
て
い
る
哲
学
の
伝
統
に
ま
で
立
ち
帰
っ
て
そ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
す
。
西
田
・

田
邊
の
対
立
を
そ
の
よ
う
な
広
い
視
野
か
ら
見
直
す
と
き
、
そ
の
黒
蓋
の
う
ち
に
含
ま
れ
て
い
る
深
い
意
味
が
明
瞭
に
な
り
、
二
つ
の
哲

学
の
対
立
は
よ
り
生
産
的
な
も
の
と
な
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
今
は
そ
の
問
題
に
は
入
ら
ず
、
二
黒
に
戻
っ

て
、
行
為
と
弁
証
法
と
の
関
わ
り
を
見
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
先
に
見
た
よ
う
に
、
砥
邊
に
お
い
て
、
行
為
と
弁
証
法
と
は
一
つ
に
結
び
付
い
て
、
田
邊
哲
学
を
支
え
る
二
つ
の
支
柱
と
な
っ
て
い
ま

す
。
い
ま
そ
れ
ぞ
れ
を
カ
ン
ト
と
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
っ
て
代
置
す
る
と
き
、
田
邊
の
患
想
は
要
す
る
に
カ
ン
ト
と
ヘ
ー
ゲ
ル
と
の
問
を
往
復

す
る
と
い
う
仕
方
で
深
め
ら
れ
、
具
体
化
さ
れ
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
砥
邊
は
、
行
為
の
立
揚
に
立
つ
こ
と
に
お
い
て
カ
ン

ト
の
実
践
理
性
に
近
い
と
こ
ろ
に
立
っ
て
い
ま
す
が
、
弁
証
法
を
哲
学
の
論
理
と
し
て
採
用
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
分
析
的
な
カ
ン
ト
の

立
場
を
出
て
ヘ
ー
ゲ
ル
に
近
づ
き
ま
す
。
し
か
し
、
沼
蓬
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
近
づ
き
な
が
ら
、
へ
1
ゲ
ル
を
去
っ
て
再
び
カ
ン
ト
に
立
ち

戻
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
へ
！
ゲ
ル
は
弁
証
法
を
駆
使
し
た
が
、
行
為
を
外
か
ら
説
明
す
る
こ
と
で
、
行
為
の
立
場
を
離
れ
、
結
局
の
と

こ
ろ
観
想
の
立
揚
に
立
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
は
弁
証
法
は
徹
底
さ
れ
て
は
い
な
い
。
弁
証
法
は
あ
く
ま
で
行
為
に

即
し
て
行
為
の
内
か
ら
遂
行
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
弁
証
法
は
弁
証
法
的
に
徹
底
さ
れ
る
の
で
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
、
と
、
田



邊
は
主
張
し
ま
す
。
こ
う
し
て
田
邊
は
ヘ
ー
ゲ
ル
か
ら
カ
ン
ト
に
戻
り
、
カ
ン
ト
の
実
践
の
立
場
を
維
持
す
べ
き
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
そ
の
結
果
、
行
為
は
弁
証
法
的
に
深
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
弁
証
法
は
行
為
的
に
ラ
デ
ィ
カ
ラ
イ
ズ
さ
れ
る
。
門
弁
証
法
は

弁
証
法
的
に
徹
底
さ
れ
る
」
こ
と
に
な
り
ま
す
。
他
方
、
カ
ン
ト
の
第
二
批
判
の
形
式
的
な
道
徳
の
立
場
は
そ
の
こ
と
で
具
体
化
さ
れ
現

実
化
さ
れ
て
、
道
徳
の
立
場
は
宗
教
の
次
元
に
ま
で
深
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
道
徳
的
意
志
の
運
動
が
弁
証
法
的
に
徹
底
さ
れ
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
道
徳
的
次
元
に
生
じ
た
矛
盾
の
解
決
を
巡
っ
て
、
道
徳
の
立
場
は
宗
教
の
立
場
へ
と
転
入
せ
し
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る

の
で
あ
り
ま
す
。

　
言
い
換
え
ま
す
と
、
カ
ン
ト
の
道
徳
の
立
場
で
は
、
格
率
の
問
で
矛
盾
が
生
じ
る
と
そ
の
格
率
は
採
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
よ
く

用
い
ら
れ
る
例
で
は
、
罪
な
く
し
て
迫
害
を
受
け
て
い
る
人
を
匿
う
た
め
に
嘘
を
つ
か
ね
ぽ
な
ら
な
い
と
い
う
よ
う
な
状
況
の
も
と
で
は
、

格
率
の
間
に
矛
盾
が
生
じ
て
カ
ン
ト
の
形
式
的
な
道
徳
の
立
場
は
破
綻
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
、
我
々
が
生
き
て
い
る
現
実
の

社
会
で
は
、
格
率
の
間
に
矛
盾
が
生
じ
て
く
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
ず
、
あ
る
善
の
実
現
の
た
め
に
は
あ
る
悪
に
手
を
染
め
ね
ぽ
な
ら
な
い
。

そ
こ
で
、
道
徳
的
意
識
の
疾
し
さ
や
負
い
爵
を
免
れ
る
た
め
に
、
カ
ン
ト
の
よ
う
な
定
言
的
命
令
と
い
う
よ
う
な
行
為
の
立
場
を
捨
て
て
、

ヘ
ー
ゲ
ル
の
よ
う
な
傍
観
老
暗
事
み
に
立
っ
て
、
全
体
性
と
い
う
視
点
か
ら
そ
の
矛
盾
を
調
停
し
統
合
す
る
方
策
を
理
論
的
に
考
え
る
と

い
う
方
陶
に
脱
出
口
を
探
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
行
為
の
立
場
を
離
れ
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
田
邊
の
採
る
と
こ
ろ
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
田
・
邊
が
採
る
道
は
、
格
率
が
矛
盾
す
る
よ
う
な
現
実
の
状
況
の
う
ち
に
あ
っ
て
、
し
か
も
な
お
カ
ン
ト
の
よ
う
な
主
体
的
行
為

の
立
場
に
立
つ
こ
と
で
す
が
、
そ
こ
か
ら
田
邊
が
導
か
れ
る
の
が
道
徳
の
破
綻
を
通
し
て
の
道
徳
の
復
活
、
道
徳
な
ら
ぬ
道
徳
と
し
て
の

宗
教
の
立
場
で
す
。
つ
ま
り
、
現
実
の
矛
盾
し
た
状
況
の
な
か
で
敢
え
て
採
用
さ
れ
た
道
徳
的
格
率
は
、
主
体
の
理
性
に
適
う
も
の
で
あ

っ
て
も
、
そ
れ
は
主
体
を
超
え
た
自
己
な
ら
ぬ
絶
対
者
か
ら
与
え
ら
れ
た
も
の
と
い
う
性
格
を
も
っ
て
き
ま
す
。
自
己
を
超
え
た
と
こ
ろ

が
ら
賦
与
さ
れ
た
理
性
な
ら
ぬ
理
性
と
い
う
性
格
の
も
の
と
な
り
ま
す
。
そ
こ
で
の
道
徳
的
行
為
は
宗
教
的
信
に
支
え
ら
れ
た
も
の
と
な

り
、
行
為
的
弁
証
法
的
に
自
証
さ
れ
た
宗
教
的
信
と
な
り
ま
す
。
カ
ン
ト
の
形
式
的
な
道
徳
の
立
場
は
、
こ
う
し
て
現
実
の
矛
盾
対
立
を
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く
ぐ
り
抜
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
現
実
化
さ
れ
、
宗
教
的
信
の
立
場
へ
と
深
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
道
徳
的
行
為
の
運
動
を
た
ど
る

弁
証
法
は
、
死
復
活
の
論
理
と
じ
て
自
覚
化
さ
れ
、
内
面
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
ま
で
の
自
己
の
挫
折
崩
壊
を
通
し
て
自
己

な
ら
ぬ
自
己
が
回
復
さ
れ
、
自
己
の
死
復
活
が
信
証
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
、
そ
の
よ
う
な
行
為
の
弁
証
法
の
徹
底
が
『
艦
籍
道
と
し
て
の

哲
学
』
に
お
い
て
な
さ
れ
、
そ
こ
に
行
為
と
弁
証
法
を
巡
っ
て
深
化
さ
れ
て
き
た
田
邊
哲
学
の
一
応
の
到
達
点
と
い
う
も
の
が
見
ら
れ
る

こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　
2
　
弁
証
法
と
象
徴

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
行
為
の
弁
証
法
的
徹
底
と
い
う
こ
と
で
注
羅
し
た
い
の
は
、
そ
こ
か
ら
田
邊
が
「
象
徴
」
と
い
う
新
し
い
概

念
へ
と
導
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
言
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
行
為
の
立
場
を
突
き
詰
め
る
と
か
、
弁
証
法
を
弁
証
法
的
に
徹
底
す
る
と

い
う
こ
と
は
、
主
体
の
挫
折
や
崩
壊
の
経
験
を
通
し
て
、
あ
る
確
か
な
と
こ
ろ
、
こ
う
で
し
か
あ
り
え
な
い
と
言
う
よ
う
な
、
端
的
に
事

そ
の
も
の
と
言
わ
れ
る
よ
う
な
と
こ
ろ
ま
で
行
く
。
そ
の
と
き
自
分
の
存
在
と
か
有
は
、
死
復
活
的
存
在
と
し
て
、
絶
対
無
の
働
き
か
ら

生
か
さ
れ
た
も
の
、
つ
ま
り
「
有
と
し
て
の
有
」
で
は
な
く
「
空
有
」
と
い
う
性
格
を
も
っ
て
く
る
。
そ
の
よ
う
な
復
活
存
在
と
し
て
の

「
空
隙
」
を
碩
邊
は
「
絶
対
無
の
象
徴
」
と
名
付
け
ま
す
。
弁
証
法
の
弁
証
法
的
徹
底
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
、
絶
対
量
に

お
け
る
死
復
活
の
転
換
存
在
と
し
て
の
象
徴
と
い
う
概
念
に
行
き
着
き
ま
す
。
『
餓
悔
道
と
し
て
の
哲
学
』
に
お
い
て
、
そ
の
こ
と
が
は

っ
き
り
と
し
た
形
で
現
れ
て
き
ま
す
。
弁
証
法
を
ど
こ
ま
で
も
弁
証
法
的
に
徹
底
し
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と
は
、
理
性
の
運
動
が
徹
底
す
る

こ
と
に
お
い
て
理
性
そ
の
も
の
が
崩
壊
し
、
理
性
が
七
花
八
裂
に
陥
っ
て
、
理
性
を
超
え
た
事
実
、
絶
対
的
な
新
し
さ
と
も
言
う
べ
き
も

の
が
そ
こ
に
現
れ
て
く
る
こ
と
で
あ
る
。
理
性
が
七
花
八
裂
の
徹
底
的
窮
地
に
陥
り
、
敗
れ
去
っ
た
と
こ
ろ
で
、
そ
の
崩
壊
を
進
ん
で
引

き
受
け
、
そ
の
中
に
身
を
投
ず
る
と
こ
ろ
に
、
自
己
を
超
え
た
と
こ
ろ
が
ら
の
働
き
、
い
わ
ぽ
他
力
の
働
き
に
出
会
っ
て
自
己
が
支
え
ら

れ
、
自
己
な
ら
ぬ
自
己
と
し
て
新
し
く
復
活
せ
し
め
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
理
性
の
窮
地
に
一
切
を
投
げ
捨
て
、
身
を
投
じ
、
そ
れ
を
引



き
受
け
る
の
が
繊
悔
で
す
が
、
そ
の
繊
雲
に
お
い
て
、
そ
れ
ま
で
と
は
別
の
あ
る
新
し
さ
、
あ
る
新
し
い
未
来
へ
の
展
望
が
開
か
れ
る
。

絶
対
無
と
言
う
の
は
そ
の
よ
う
な
死
復
活
の
転
換
を
な
り
立
た
し
め
る
働
き
で
あ
り
、
そ
の
絶
対
無
の
働
き
は
愛
と
か
慈
悲
と
呼
ば
れ
る

も
の
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
よ
う
な
死
復
活
に
よ
っ
て
蘇
っ
た
新
し
い
存
在
、
空
有
と
も
い
う
べ
き
事
実
が
「
絶
対
無
の
象
徴
」
と
言
わ

れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　
「
繊
悔
道
と
し
て
の
哲
学
」
か
ら
「
死
の
哲
学
」
に
至
る
、
田
邊
の
晩
年
の
哲
学
に
お
け
る
仕
事
は
、
「
識
量
道
と
し
て
の
哲
学
」
に

お
い
て
明
確
に
把
握
さ
れ
た
死
復
活
と
い
う
宗
教
的
自
覚
の
構
造
を
一
層
深
く
掘
り
下
げ
て
ゆ
く
と
同
時
に
、
宗
教
的
自
覚
に
見
い
だ
さ

れ
る
弁
証
法
的
運
動
を
宗
教
以
外
の
領
域
、
つ
ま
り
芸
術
の
領
域
に
お
い
て
も
判
別
し
、
自
覚
化
し
て
ゆ
く
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
「
臓
悔

道
と
し
て
の
哲
学
」
か
ら
「
死
の
哲
学
」
に
至
る
途
中
に
お
い
て
田
遊
は
、
ヴ
ァ
レ
リ
ー
や
マ
ラ
ル
メ
の
象
徴
詩
の
解
釈
に
取
り
組
ん
で

い
ま
す
が
、
そ
れ
は
そ
の
よ
う
な
弁
証
法
（
死
復
活
の
弁
証
法
）
を
う
ち
に
内
包
し
て
い
る
も
の
と
し
て
の
象
微
詩
に
田
邊
が
出
会
っ
た

か
ら
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
田
邊
は
、
彼
ら
の
象
徴
詩
に
隠
さ
れ
て
い
る
弁
証
法
を
明
る
み
に
も
た
ら
す
こ
と
で
、
彼
ら
が
詩
人
と
し
て

解
決
し
よ
う
と
し
た
問
題
を
一
層
う
ま
く
鯉
決
し
う
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
と
同
時
に
、
田
邊
は
宗
教
的
自
覚
の
根
幹
に

把
握
し
た
弁
証
法
が
、
宗
教
以
外
の
領
域
（
こ
こ
で
は
象
徴
詩
で
す
が
）
に
も
見
い
だ
さ
れ
る
こ
と
を
示
す
こ
と
で
、
そ
れ
を
確
証
し
実

験
し
よ
う
と
し
た
、
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
と
思
い
ま
す
。

　
し
か
し
、
田
邊
は
そ
こ
で
、
詩
と
哲
学
、
あ
る
い
は
象
徴
と
弁
証
法
と
に
ま
つ
わ
る
デ
ィ
レ
ン
マ
に
直
面
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
象
徴

詩
は
背
後
に
弁
証
法
を
含
む
の
で
な
け
れ
ば
、
象
徴
詩
と
し
て
は
あ
り
え
な
い
が
、
弁
証
法
を
弁
証
法
と
し
て
露
骨
に
抽
出
す
る
と
、
象

徴
詩
の
詩
と
し
て
の
生
命
は
破
壊
さ
れ
る
と
い
う
デ
ィ
レ
ン
マ
で
す
。
田
々
は
こ
の
デ
ィ
レ
ン
マ
を
強
く
意
識
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、

そ
れ
は
た
だ
臓
馬
道
的
に
し
か
解
決
さ
れ
え
な
い
と
述
べ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
田
邊
に
お
い
て
は
そ
の
こ
と
は
結
果
的
に
は
、
詩
の
生

命
を
犠
牲
に
し
て
も
弁
証
法
を
取
り
出
す
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
詩
は
宗
教
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

多
分
に
乱
暴
で
強
引
な
感
の
あ
る
こ
の
よ
う
な
デ
ィ
レ
ン
マ
の
解
決
の
方
向
は
、
田
邊
の
哲
学
が
、
美
的
な
も
の
・
直
接
的
な
も
の
を
否
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漏
し
て
ゆ
く
、
行
為
の
立
場
に
立
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
く
る
必
然
的
な
帰
結
と
も
言
え
ま
す
。
し
か
し
、
田
邊
は
そ
の
乱
暴
の
結
果
、
か

え
っ
て
直
接
性
と
い
う
も
の
の
も
つ
重
要
な
意
義
に
目
覚
め
て
、
そ
れ
に
深
く
思
い
を
致
す
よ
う
に
な
り
、
象
徴
と
い
う
も
の
の
意
義
を

行
為
の
立
場
に
お
い
て
改
め
て
捉
え
直
す
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
が
後
に
「
モ
ナ
ド
ロ
ジ
ー
的
実
存
協
同
」
と
い
う
象
微
的
世
界
観
と

な
っ
て
現
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
、
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
弁
証
法
の
「
絶
対
的
否
定
媒
介
」
に
お
い
て
絶
対
無
へ
と

帰
害
す
る
方
向
も
、
絶
対
無
か
ら
逆
方
向
に
や
っ
て
来
る
「
空
有
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
な
高
次
の
直
接
性
に
出
会
い
、
そ
れ
に
よ
っ
て
支

え
ら
れ
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
弁
証
法
は
一
切
を
媒
介
し
尽
く
し
た
果
て
に
絶
対
無
の
う
ち
に
雲
散
霧
消
し
て
し
ま
わ
ね
ば
な
ら
な
く
な

る
。
そ
こ
に
弁
証
法
が
そ
れ
を
超
え
る
も
の
と
し
て
高
次
の
直
接
性
と
し
て
の
象
微
を
再
び
呼
ぶ
所
以
が
あ
り
ま
す
。

　
し
か
し
、
磁
．
漫
は
象
徴
主
義
の
詩
人
に
取
り
組
ん
で
い
た
段
階
で
は
、
象
徴
よ
り
も
弁
証
法
を
優
位
に
置
い
て
い
ま
す
。
象
微
詩
の
象

徴
た
る
所
以
は
、
そ
れ
が
弁
証
法
を
う
ち
に
含
み
、
無
の
所
書
で
あ
る
か
ら
で
あ
っ
て
、
弁
証
法
の
裏
付
け
を
欠
く
と
き
、
無
の
象
徴
は

有
の
表
象
に
堕
落
し
、
象
微
主
義
は
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
に
転
落
す
る
、
と
田
邊
は
言
い
ま
す
。
例
え
ば
、
地
中
海
人
た
る
ヴ
ァ
レ
リ
…

が
海
に
よ
っ
て
自
己
を
語
る
と
き
で
も
、
「
海
辺
の
墓
地
」
に
お
け
る
よ
う
に
、
海
を
生
の
原
理
と
し
、
海
辺
の
墓
地
に
よ
っ
て
死
が
示

さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
印
象
主
義
的
な
表
象
の
戯
れ
が
あ
っ
て
も
象
徴
的
意
義
は
乏
し
い
。
し
か
し
、
『
若
き
バ
ル
ク
』
に
お
け
る

よ
う
に
、
海
が
没
落
の
原
理
で
あ
る
と
同
時
に
復
活
の
原
理
と
し
て
語
ら
れ
る
と
き
、
海
は
死
復
活
の
原
理
と
し
て
深
い
象
微
的
意
義

を
も
っ
て
く
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
弁
証
法
は
象
徴
詩
に
お
い
て
は
背
後
に
秘
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
聖
断
詩
に
お
い
て
優

位
に
置
か
れ
て
い
る
の
は
、
あ
く
ま
で
書
葉
の
響
き
か
ら
生
じ
る
魚
調
で
あ
り
、
表
象
相
互
の
響
き
合
い
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
象
徴

詩
が
自
ら
の
う
ち
に
含
む
弁
証
法
を
象
徴
詩
は
取
り
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
象
徴
詩
が
う
ち
に
弁
証
法
を
含
み
な
が
ら
そ
れ
を
隠
し
て

い
る
と
こ
ろ
に
、
象
徴
詩
の
詩
と
し
て
の
生
命
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
照
・
遜
は
、
同
時
に
そ
こ
に
象
徴
詩
の
限
界
を
捉
え
ま
す
。
そ
こ

で
、
照
．
邊
が
取
る
方
向
は
、
象
微
量
の
詩
と
し
て
の
生
命
を
配
慮
す
る
こ
と
よ
り
も
、
象
古
詩
の
象
徴
性
を
成
り
立
た
し
め
て
い
る
も
の
、

つ
ま
り
そ
れ
が
内
に
含
む
死
復
活
の
弁
証
法
を
取
り
出
そ
う
と
す
る
方
向
で
す
。
こ
れ
は
、
い
わ
ぽ
動
物
の
内
側
に
隠
さ
れ
た
骨
格
を
扶



り
だ
す
こ
と
に
よ
っ
て
動
物
の
生
命
を
犠
牲
に
す
る
と
い
う
よ
う
な
性
格
を
秘
め
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
田
邊
の
徹
底
し
た
論
理
主
義
の
も

つ
問
題
点
で
も
あ
り
ま
す
。

　
し
か
し
、
田
邊
は
行
為
の
次
元
に
お
い
て
「
空
有
」
と
し
て
の
単
層
の
意
義
を
改
め
て
認
識
す
る
に
至
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
こ
と
は

「
モ
ナ
ド
ロ
ジ
ー
的
実
存
協
同
」
と
い
う
概
念
に
お
い
て
現
れ
て
い
ま
す
。

三
　
死
の
哲
学
と
実
存
協
同
の
世
界

　
田
邊
の
晩
年
の
思
想
は
、
購
邊
の
六
十
歳
代
の
「
餓
豊
平
の
哲
学
」
と
七
十
歳
代
の
「
死
の
哲
学
」
と
に
分
け
ら
れ
ま
す
が
、
実
存
協

同
の
思
想
は
既
に
高
趣
道
の
時
代
に
お
い
て
現
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
こ
で
の
協
圃
体
は
「
愛
の
社
会
的
共
同
体
」
と
し
て
、
主
と
し

て
生
者
が
中
心
に
置
か
れ
て
い
た
と
言
え
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
「
死
の
哲
学
」
に
お
い
て
、
そ
の
実
存
協
同
の
思
想
は
生
者
の
み
な
ら
ず

死
者
を
も
包
ん
だ
交
わ
り
、
「
生
と
死
と
の
境
界
を
出
入
り
す
る
よ
う
な
形
で
の
協
同
体
」
と
考
え
ら
れ
る
に
至
っ
た
。
実
存
協
同
の
世

界
が
死
老
を
含
ん
で
「
生
死
交
徹
す
る
世
界
」
へ
と
深
め
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
は
「
無
最
愛
の
象
徴
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
実
存
協
同
の
思
想
は
、
田
邊
の
思
想
の
発
展
過
程
に
お
い
て
見
た
場
合
、
田
邊
の
そ
れ
ま
で
の
立
揚
の
根
本
的
な
転
換
を
示
し
て

い
ま
ナ
。
こ
の
こ
と
は
田
邊
の
哲
学
に
つ
い
て
書
か
れ
た
も
の
の
な
か
で
よ
く
語
ら
れ
て
い
て
周
知
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
転
換

と
い
う
の
は
、
田
邊
が
そ
れ
ま
で
の
微
分
的
な
立
場
か
ら
積
分
的
な
立
場
へ
と
移
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
絶
対
無
の

自
覚
が
、
歴
史
的
な
現
実
が
動
く
「
歩
一
歩
に
即
し
て
、
心
的
実
存
が
現
在
の
一
瞬
に
お
い
て
捉
え
る
死
復
活
の
自
覚
と
し
て
微
分
的
に

の
み
捉
え
ら
れ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
「
死
復
活
の
自
覚
」
が
今
や
個
的
実
存
の
事
柄
か
ら
、
実
存
と
実
存
と
の
間
で
成
り
立
つ
事
柄
、

実
存
相
互
の
感
応
や
道
交
に
お
い
て
成
り
立
つ
事
態
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
絶
対
音
の
自
覚
が
積
分
的
な
拡
が
り
を
も
っ
て

き
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
と
嗣
時
に
、
田
邊
の
思
索
に
お
い
て
象
徴
と
い
う
概
念
が
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
現
れ
て
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く
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
実
存
協
同
は
有
の
表
現
と
し
て
の
協
同
体
で
は
な
く
、
回
避
愛
の
象
微
と
し
て
の
実
存
協
同
と
し
て

捉
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
こ
う
し
て
、
田
邊
の
微
分
的
思
考
に
お
い
て
積
分
的
な
側
面
が
生
じ
て
き
た
と
い
う
こ
と
、
そ
の
弁
証

法
的
思
考
に
お
い
て
象
徴
と
い
う
概
念
が
生
じ
て
き
た
と
い
う
こ
と
、
こ
の
二
つ
の
事
柄
は
協
同
体
が
生
者
の
み
な
ら
ず
死
者
に
も
拡
大

さ
れ
て
、
有
と
し
て
の
協
同
体
か
ら
無
と
し
て
の
協
同
体
へ
と
解
体
・
深
化
さ
れ
た
こ
と
と
結
び
付
い
て
い
ま
す
。
言
い
か
え
る
な
ら
ぽ
、

田
邊
の
晩
年
の
思
想
に
お
い
て
、
「
実
存
協
同
」
と
「
死
」
と
「
象
徴
」
と
い
う
概
念
は
切
り
離
し
が
た
く
結
び
付
き
、
田
邊
の
晩
年
の

思
考
空
間
を
形
成
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　
田
邊
が
「
死
の
経
学
」
を
語
っ
て
い
る
「
生
の
存
在
学
か
死
の
弁
証
法
か
」
に
立
ち
入
っ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
最
初
の
と
こ
ろ
で

田
邊
は
、
現
代
は
「
生
の
哲
学
」
が
破
綻
し
た
結
果
、
「
死
の
哲
学
」
を
必
要
と
し
て
い
る
と
言
い
ま
す
。
何
故
、
現
代
に
お
い
て
生
の

哲
学
が
破
綻
し
た
か
と
言
う
と
、
生
の
哲
学
は
生
を
超
え
た
も
の
か
ら
生
を
見
る
視
点
を
も
た
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
「
生
の
哲
学
」

と
い
う
こ
と
で
田
邊
は
西
欧
の
近
代
の
哲
学
を
指
し
て
い
る
の
で
す
が
、
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
以
来
、
西
欧
の
哲
学
は
生
の
解
放
と
充
実
を
目

指
し
て
進
ん
で
来
た
、
そ
れ
が
、
近
代
の
科
学
技
術
を
媒
介
と
し
て
、
一
層
加
速
度
的
に
そ
の
方
向
を
直
進
し
た
結
果
、
生
は
疲
弊
し
自

ら
を
見
失
う
に
至
っ
た
。
生
は
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
不
安
に
浸
透
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
そ
の
こ
と
の
原
因
は
、
「
生
の
哲
学
」
が
生
を
生
か
ら

し
か
見
ず
、
生
を
超
え
た
も
う
一
つ
の
次
元
を
も
た
な
か
っ
た
こ
と
に
あ
る
。
生
の
う
ち
に
浸
透
し
て
来
て
い
る
も
う
｝
つ
の
次
元
を
通

し
て
こ
の
生
を
見
る
視
点
を
欠
い
て
い
た
と
い
う
こ
と
、
生
を
生
か
ら
し
か
見
な
い
こ
と
が
生
そ
の
も
の
を
見
失
う
こ
と
に
な
っ
た
。
田

邊
が
「
死
の
哲
学
」
と
い
う
こ
と
で
目
指
し
て
い
る
の
は
、
思
考
の
射
程
を
生
を
超
え
て
拡
張
す
る
こ
と
、
生
の
う
ち
に
入
っ
て
来
て
い

る
死
か
ら
生
を
見
る
思
考
な
い
し
視
点
を
獲
得
す
る
こ
と
で
す
。
そ
の
こ
と
が
、
田
邊
が
「
現
代
は
死
の
哲
学
を
要
求
し
て
い
る
」
と
言

う
こ
と
の
意
味
で
す
。

　
そ
の
よ
う
な
死
を
射
程
内
に
収
め
た
思
考
の
伝
統
は
西
欧
に
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
田
遽
は
「
生
の
哲
学
」
と
並
ん
で
「
死
の
哲

学
」
に
連
な
る
思
考
の
伝
統
を
西
欧
の
哲
学
の
源
泉
に
捉
え
て
い
ま
す
。
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
や
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
デ
ィ
オ
ニ
ソ
ス
的
な



「
生
の
哲
学
」
に
連
な
る
も
の
と
す
れ
ぽ
、
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
や
プ
ラ
ト
ン
は
オ
ル
フ
ォ
イ
ス
的
な
「
死
の
哲
学
」
に
連
な
る
も
の
と
し
て
、

そ
の
哲
学
の
核
心
に
あ
る
の
は
「
弁
証
法
」
で
あ
る
と
、
田
邊
は
古
い
ま
す
。
そ
し
て
田
邊
は
、
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
や
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

に
連
な
る
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
を
捨
て
て
、
弁
証
法
的
な
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
・
プ
ラ
ト
ン
の
思
考
の
伝
統
に
連
な
ろ
う
と
す
る
わ
け
で
す
。
限
邊

が
「
死
の
哲
学
」
を
語
っ
て
い
る
「
生
の
存
在
学
か
死
の
弁
証
法
か
」
は
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
古
稀
記
念
論
文
集
に
寄
稿
さ
れ
た
も
の
で
、

田
邊
は
そ
こ
で
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
と
の
対
決
と
い
う
形
で
自
ら
の
考
え
を
展
開
し
て
い
ま
す
が
、
そ
こ
で
の
田
邊
の
意
図
は
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー

と
田
遜
の
立
場
と
の
対
立
を
、
「
西
欧
哲
学
の
源
泉
に
お
け
る
対
立
に
ま
で
遡
及
」
し
て
追
求
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
り

ま
す
。

　
と
こ
ろ
で
、
人
間
存
在
を
「
死
へ
の
存
在
」
と
し
て
捉
え
、
「
死
」
へ
の
「
先
駆
的
決
断
」
を
「
良
心
の
呼
び
声
」
と
し
て
、
「
死
」
を

そ
の
哲
学
の
根
幹
に
お
い
た
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
を
、
田
邊
が
西
欧
の
「
生
の
哲
学
」
の
代
表
者
と
し
て
批
判
の
槍
玉
に
あ
げ
る
こ
と
は
意
外

で
あ
り
、
何
か
そ
ぐ
わ
な
い
感
が
い
た
し
ま
す
。
し
か
し
、
田
邊
に
よ
れ
ぽ
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
正
し
く
生
の
哲
学
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
で
は
死
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
生
の
外
側
に
と
ど
ま
る
死
で
あ
っ
て
生
に
媒
介
さ
れ
て
は
い
な
い
。
死
は
弁
証
法
的
に
は

捉
え
ら
れ
て
い
な
い
。
死
は
「
能
力
」
や
「
当
為
」
と
し
て
あ
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
「
敢
行
」
や
「
実
践
」
と
は
な
っ
て
い
な
い
。
　
ハ
イ

デ
ッ
ガ
ー
に
お
い
て
は
「
死
」
は
、
「
生
の
自
覚
の
た
め
の
観
念
的
指
標
」
と
し
て
生
の
外
側
に
と
ど
ま
り
、
死
が
生
に
媒
介
さ
れ
て
生
の

う
ち
に
入
っ
て
き
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
「
死
復
活
」
と
い
う
自
覚
は
そ
こ
に
は
な
い
。
非
弁
証
法
的
・
無
媒
介
的
な
「
生
の
哲
学
」

と
し
て
の
「
存
在
論
」
に
お
い
て
は
、
真
に
普
遍
的
な
も
の
、
類
的
な
も
の
の
自
覚
は
な
い
、
と
い
う
の
が
田
邊
の
考
え
で
す
。

　
生
が
死
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
生
の
直
接
性
と
一
体
を
な
し
て
い
る
特
殊
的
な
も
の
が
無
批
判
の
ま
ま
肯
定

さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
こ
と
は
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
に
対
す
る
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
共
感
の
う
ち
に
現
れ
て
い
る
と
田
邊
は
言
い
ま

す
。
田
漣
は
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
「
民
族
的
生
賛
歌
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
生
の
直
接
的
表
現
と
し
て
の
民
族
主
義
的
な
傾
向
に
反
対
し

て
い
ま
す
。
そ
れ
は
「
生
の
表
現
と
し
て
の
種
よ
り
し
て
、
個
の
死
を
自
己
否
定
的
媒
介
と
な
す
こ
と
な
く
、
直
接
に
類
の
普
遍
へ
と
起
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動
せ
し
め
る
も
の
し
で
あ
る
と
し
て
批
判
し
ま
す
。
田
邊
の
こ
の
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
批
判
は
田
邊
の
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
批
判
と
重
な
っ
て
い
る

の
で
あ
っ
て
、
そ
の
こ
と
を
西
谷
先
生
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。
「
田
邊
先
生
に
お
い
て
は
…
…
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
重
ん
ず
る
民

族
的
土
着
性
は
、
…
…
最
も
批
難
す
べ
き
点
で
あ
っ
た
。
そ
の
点
に
、
初
め
か
ら
、
先
生
の
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
批
判
の
中
心
点
が
あ
っ
た
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
一
切
の
も
の
が
「
媒
介
さ
れ
た
も
の
」
と
な
る
こ
と
を
要
求
す
る
先
生
の
絶
対
弁
証
法
か
ら
は
、
…
…
最
も
直
接
的
な

る
「
生
」
や
「
自
然
」
、
ま
た
そ
れ
に
根
差
す
「
罠
族
」
は
、
立
脚
地
と
し
て
は
許
容
し
難
い
も
の
で
あ
っ
た
。
」
（
西
谷
啓
治
著
作
中
田
九

巻
、
三
二
二
～
三
二
三
頁
）
と
雷
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
田
漫
の
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
批
判
の
核
心
は
、
直
接
的
な
生
や
自
然
、
あ
る
い
は
民
族
に
立
脚
す
る
立
場
が
「
倫
理
」
の
欠
如
と
結
び
付
く

と
い
う
こ
と
に
あ
り
ま
す
。
自
己
理
解
に
お
い
て
「
気
分
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
な
直
接
性
へ
の
着
目
は
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
哲
学
の
魅
力
で

も
あ
る
が
、
そ
の
立
場
は
直
接
性
と
結
び
付
い
て
い
る
独
善
性
を
放
任
す
る
と
い
う
点
に
お
い
て
許
し
難
い
と
田
邊
は
考
え
ま
す
。
例
え

ば
、
次
の
よ
う
に
言
い
ま
す
。
「
彼
の
哲
学
の
有
す
る
牽
引
力
も
、
却
っ
て
倫
理
の
媒
介
を
要
求
せ
ず
し
て
直
接
宗
教
の
代
わ
り
と
な
り
、

更
に
詩
の
ご
と
く
美
的
満
足
を
与
え
る
と
い
う
点
に
あ
り
は
し
な
い
か
。
私
は
そ
の
よ
う
な
傾
向
が
万
一
あ
り
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は

哲
学
の
自
己
本
位
的
非
社
会
性
、
観
念
的
独
善
性
を
導
き
、
宗
教
的
犠
牲
愛
の
還
相
的
実
現
と
し
て
の
倫
理
的
革
新
実
践
を
回
避
す
る
美

的
立
揚
に
低
迷
せ
ん
と
す
る
我
々
の
傾
向
に
媚
び
る
も
の
と
し
て
、
危
険
を
感
じ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
（
田
邊
元
全
集
第
十
三
巻
、
三
三
八

頁
）
。
田
邊
の
こ
の
よ
う
な
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
批
判
は
、
現
在
、
ヨ
ー
ロ
ヅ
パ
に
お
い
て
盛
ん
な
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
批
判
と
重
な
っ
て
お
り
、

そ
の
玉
壷
の
論
点
も
ほ
ぼ
同
一
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
批
判
に
お
い
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
哲

学
の
問
題
点
は
、
田
邊
や
酉
谷
に
お
い
て
は
既
に
早
く
か
ら
洞
察
さ
れ
先
取
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　
「
死
の
哲
学
」
に
戻
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
と
こ
ろ
で
、
大
ざ
っ
ぱ
に
「
死
」
と
言
っ
て
も
、
田
邊
に
お
い
て
「
死
」
の
意
味
は
一
様

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
「
死
復
活
」
と
言
わ
れ
る
弁
証
法
の
死
は
人
間
の
「
寿
命
」
が
尽
き
た
と
い
う
意
味
で
の
死
で
な
く
、
そ
れ
ま
で
の

自
己
の
挫
折
崩
壊
に
よ
る
、
古
き
自
己
の
死
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
自
己
の
死
は
、
『
餓
達
道
と
し
て
の
哲
学
』
に
お
い
て
「
支
離



滅
裂
」
と
か
「
理
性
の
七
花
八
裂
」
と
呼
ば
れ
た
も
の
で
あ
り
、
比
喩
的
な
意
味
で
の
死
で
あ
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
の
よ
う
な
死
は

「
死
の
哲
学
」
に
お
け
る
死
の
一
つ
の
側
面
で
す
が
、
死
は
そ
れ
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
「
死
の
哲
学
」
で
は
こ
の
よ
う
な
比
喩
的
な

意
味
の
死
と
は
異
な
っ
た
実
際
の
死
が
現
れ
て
き
ま
す
。
そ
れ
は
「
死
老
」
で
あ
り
、
「
他
老
の
死
」
で
す
。
こ
の
二
つ
の
死
、
門
七
花
八

裂
」
と
い
う
比
喩
的
な
意
味
で
の
死
と
実
際
の
他
者
の
死
は
、
両
者
が
と
も
に
生
の
う
ち
に
浸
透
し
て
き
た
出
来
事
で
あ
る
限
り
に
お
い

て
、
我
々
に
経
験
さ
れ
る
も
の
で
す
。
し
か
し
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
『
存
在
と
時
閾
』
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
は
比
喩
的
な
意
味

で
の
死
で
は
な
く
文
字
ど
お
り
の
自
己
の
死
で
す
。
し
か
し
、
そ
れ
は
観
念
的
指
標
と
し
て
我
々
の
頭
上
に
の
し
か
か
っ
て
く
る
だ
け
で
、

経
験
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
そ
の
限
り
に
お
い
て
そ
れ
は
抽
象
的
な
観
念
に
す
ぎ
な
い
。
経
験
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
死
は
二
二
の
考
察
の

対
象
か
ら
省
か
れ
て
い
ま
す
。
経
験
の
う
ち
に
入
っ
て
く
る
こ
と
の
な
い
死
は
人
に
訴
え
る
も
の
を
も
た
な
い
。
「
メ
メ
ン
ト
・
モ
リ
」

の
哲
学
が
白
々
し
く
、
あ
ま
り
人
を
動
か
さ
な
い
の
は
、
そ
こ
で
の
死
が
抽
象
的
観
念
だ
か
ら
だ
と
り
ク
ー
ル
は
述
べ
て
い
ま
す
。
し
か

し
、
親
し
き
者
の
死
は
生
の
た
だ
申
に
お
け
る
出
来
事
で
あ
り
、
抽
象
的
で
も
観
念
的
で
も
な
い
。
『
繊
画
道
と
し
て
の
哲
学
』
に
お
い

て
は
「
比
喩
的
意
味
に
お
け
る
死
」
が
細
心
で
あ
っ
た
の
で
す
が
、
「
死
の
哲
学
」
に
お
い
て
中
心
的
な
意
義
を
も
つ
も
の
と
し
て
登
場

し
て
く
る
の
は
そ
の
よ
う
な
「
他
者
の
死
」
で
す
。
他
老
の
死
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
と
同
時
に
、
実
存
協
同
の
思
想
は
そ
れ
ま
で
と
は
違

っ
た
、
新
し
い
局
面
を
開
い
て
く
る
こ
と
は
先
に
述
べ
た
と
お
り
で
す
。
実
存
協
同
は
、
生
者
の
コ
ミ
ュ
ー
ン
で
は
な
く
、
生
者
と
死
者

と
の
交
流
、
田
邊
の
言
葉
で
言
え
ば
、
「
生
死
交
徹
的
自
他
相
入
の
交
互
態
」
（
同
、
六
七
七
頁
）
と
し
て
見
ら
れ
て
き
ま
す
。
そ
の
よ
う

な
死
に
お
い
て
、
　
「
他
者
」
の
問
題
が
、
田
邊
の
う
ち
で
リ
ア
ル
に
な
っ
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

　
「
生
死
交
怨
讐
自
他
相
入
の
交
互
態
」
と
い
う
言
葉
は
一
寸
取
っ
付
き
に
く
い
感
じ
も
い
た
し
ま
す
が
、
田
邊
は
「
道
吾
漸
源
一
家
弔

慰
」
と
い
う
禅
の
公
案
を
取
り
上
げ
て
、
そ
の
こ
と
を
説
明
し
て
い
ま
す
。
田
邊
の
説
明
に
従
っ
て
こ
の
言
葉
で
表
さ
れ
て
い
る
事
態
を

見
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
の
公
案
に
つ
い
て
の
田
野
の
理
解
は
独
特
の
も
の
で
、
こ
れ
も
照
邊
の
思
想
に
つ
い
て
書
か
れ
た
多
く
の
も
の

の
な
か
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
て
有
名
な
も
の
で
す
が
、
そ
の
要
点
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
す
。
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「
生
死
の
問
題
に
熱
中
す
る
若
年
の
僧
事
源
が
、
師
僧
の
道
導
に
し
た
が
っ
て
一
檀
家
の
不
幸
を
弔
慰
し
た
と
き
、
棺
を
拍
っ
て
師
に

〔
生
か
死
か
〕
と
問
う
。
し
か
し
、
師
は
た
だ
〔
生
と
も
い
わ
じ
死
と
も
い
わ
じ
〕
と
い
う
の
み
で
あ
っ
た
」
。
漸
源
が
そ
の
よ
う
に
問

う
た
早
舞
を
察
す
る
に
、
若
し
生
な
ら
ば
弔
慰
す
る
に
及
ば
な
い
し
、
若
し
死
な
ら
ぽ
、
弔
慰
し
て
も
無
駄
で
あ
る
、
と
い
う
二
律
背
反

に
悩
ま
さ
れ
て
、
彼
は
｝
体
ど
ち
ら
な
の
か
と
問
う
た
わ
け
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
師
僧
道
吾
は
こ
れ
に
対
し
て
い
ず
れ
と
も
答
え
な
か

っ
た
。
そ
こ
で
、
軽
量
更
に
帰
院
の
途
中
再
び
道
吾
に
問
い
、
答
え
な
け
れ
ば
打
ち
ま
す
と
言
っ
た
。
し
か
し
、
道
吾
は
依
然
誓
え
な
か

っ
た
の
で
、
師
を
打
っ
た
。
そ
の
後
、
道
警
が
死
ん
で
、
翼
翼
は
兄
弟
子
の
石
霜
に
事
の
経
緯
を
語
っ
た
と
こ
ろ
、
石
霜
も
い
わ
じ
い
わ

じ
と
い
う
の
み
だ
っ
た
。
そ
こ
で
財
源
は
初
め
て
生
と
死
が
不
可
分
で
あ
る
こ
と
を
悟
っ
た
。
つ
ま
り
、
両
者
を
不
可
分
な
も
の
と
し
て

理
解
し
て
い
る
者
に
の
み
、
そ
の
問
い
と
答
え
が
意
味
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
悟
っ
た
。
そ
し
て
、
師
の
道
吾
が
答
え
な
か
っ
た

の
は
、
弟
子
に
そ
の
こ
と
を
悟
ら
せ
る
た
め
の
慈
悲
で
あ
っ
た
。
自
分
で
分
か
ら
な
け
れ
ぼ
ど
う
に
も
な
ら
な
い
の
で
、
い
く
ら
求
め
ら

れ
て
も
説
明
し
て
や
ら
な
い
、
と
い
う
の
が
本
当
の
慈
悲
だ
と
い
う
こ
と
が
分
か
っ
た
。
そ
し
て
、
漸
源
が
今
そ
の
こ
と
を
悟
っ
た
と
い

う
こ
と
の
う
ち
に
、
師
の
慈
悲
が
働
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
自
覚
し
た
と
こ
ろ
が
ら
餓
悔
と
感
謝
の
業
と
い
う
も
の
が
出
て
来
た
（
同
、

一
六
八
頁
参
照
）
。
こ
の
よ
う
に
田
邊
は
説
明
し
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
田
邊
は
、
四
達
が
「
生
と
も
い
わ
じ
死
と
も
い
わ
じ
」
と
言
っ
て
生

死
が
「
表
裏
相
即
不
可
分
離
の
関
係
」
に
あ
る
こ
と
を
自
分
で
自
覚
し
な
く
て
は
い
け
な
い
と
示
し
た
こ
と
に
、
更
に
罪
し
い
解
釈
を
加

え
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
生
死
が
不
可
分
な
関
連
に
あ
る
こ
と
を
自
分
で
自
覚
す
る
こ
と
の
う
ち
に
、
師
と
い
う
他
人
の
慈
悲
が
働
い
て

い
る
。
自
分
の
死
復
活
の
内
に
、
師
と
い
う
他
人
の
実
存
が
復
活
し
て
働
い
て
い
る
。
死
老
が
生
者
の
う
ち
に
蘇
っ
て
生
き
て
働
い
て
い

る
こ
と
が
、
生
死
が
不
可
分
で
あ
る
こ
と
の
う
ち
に
含
ま
れ
て
い
る
も
う
｝
つ
の
意
味
で
あ
る
と
い
う
わ
け
で
す
。
死
復
活
と
い
う
こ
と

も
そ
こ
か
ら
新
し
く
捉
え
直
さ
れ
ま
す
。
「
死
復
活
」
は
死
者
に
起
る
出
来
事
で
は
な
く
、
死
者
が
生
者
の
う
ち
に
復
活
す
る
こ
と
と
さ

れ
ま
す
。
死
せ
る
道
吾
が
そ
の
死
に
も
か
か
わ
ら
ず
漸
源
の
う
ち
に
蘇
っ
て
彼
の
う
ち
に
生
き
て
働
き
、
彼
を
支
え
て
い
る
こ
と
と
さ
れ

る
の
で
す
。



　
こ
う
し
て
、
「
死
復
活
」
と
い
う
出
来
事
は
、
相
対
者
と
絶
対
者
と
の
間
に
瞬
間
的
・
微
分
的
に
生
じ
る
出
来
事
で
は
な
く
、
相
鮒
者

と
相
対
老
と
の
関
係
、
つ
ま
り
実
存
協
同
に
お
い
て
持
続
的
・
積
分
的
に
成
立
す
る
出
来
事
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ

の
よ
う
な
協
同
体
に
お
い
て
水
平
の
方
向
に
展
開
さ
れ
る
死
復
活
の
即
自
態
が
「
伝
統
」
と
言
わ
れ
る
も
の
で
す
。
伝
統
と
は
、
先
人
の

残
し
た
真
実
を
自
分
が
受
け
取
り
直
し
、
さ
ら
に
そ
れ
を
後
進
に
回
施
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
先
人
が
後
進
の
う
ち
に
生
き
る
と
い
う

実
存
協
同
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
な
、
限
り
な
い
死
者
を
介
し
て
、
歴
史
を
貫
い
て
働
い
て
行
く
一
つ
の
客
観
的
意
志
と
も
言
う

べ
き
伝
統
が
、
愛
の
統
一
と
し
て
内
に
自
覚
化
さ
れ
た
も
の
が
実
存
協
同
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
「
こ
の
協
同
に
お
い
て
、
倒
々
の
実
存
は

死
に
な
が
ら
復
活
し
て
、
永
遠
の
絶
対
無
即
愛
に
摂
取
せ
ら
れ
る
と
同
時
に
、
そ
の
媒
介
と
な
っ
て
そ
れ
に
参
加
協
同
す
る
。
そ
の
死
復

活
は
師
弟
問
の
愛
の
鏡
に
写
し
て
自
覚
さ
れ
、
間
接
に
永
遠
へ
と
参
じ
不
死
を
成
就
す
る
と
い
っ
て
よ
い
。
」
（
同
、
一
七
一
頁
）
と
田
邊
は

述
べ
て
い
ま
す
。
実
存
協
同
が
こ
の
よ
う
に
生
者
の
世
界
を
超
え
て
死
老
に
ま
で
連
な
り
、
そ
し
て
限
り
な
い
死
者
が
生
者
の
世
界
に
出

現
し
て
き
て
い
る
も
の
と
さ
れ
る
と
き
、
生
老
の
世
界
に
お
け
る
実
存
協
同
に
一
種
の
転
調
が
生
じ
る
。
そ
こ
に
は
、
こ
れ
ま
で
と
は
違

っ
た
色
調
が
現
れ
て
く
る
。
人
と
人
と
の
関
わ
り
の
う
ち
に
こ
の
世
を
超
え
た
永
遠
と
も
言
う
べ
き
次
元
が
開
か
れ
て
き
ま
す
。
魂
の
不

死
や
永
世
と
い
っ
た
事
柄
が
考
え
ら
れ
う
る
よ
う
な
地
平
が
そ
こ
に
開
か
れ
て
く
る
。
田
邊
は
そ
の
よ
う
な
世
界
へ
の
展
望
を
、
養
老
と

生
者
と
の
関
わ
り
に
思
い
を
致
す
こ
と
に
お
い
て
開
い
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
な
、
死
者
を
包
み
込
ん
だ
実
存
協
同
の
世
界
の
展
望
が
田
邊
に
開
か
れ
て
き
た
こ
と
の
背
後
に
は
、
夫
人
の
死
以
来
の
田
邊

の
心
境
が
深
く
関
係
し
て
い
る
と
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
生
前
の
田
遇
に
親
し
か
っ
た
多
く
の
人
々
が
語
っ
て
い
る
と
こ
ろ

で
す
が
、
例
え
ば
、
西
谷
先
生
は
自
分
の
憶
測
に
過
ぎ
な
い
と
断
っ
て
、
そ
の
辺
の
事
情
を
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
ま
す
。
「
御
夫
人
は
、

御
存
知
か
と
思
い
ま
す
が
、
多
年
に
わ
た
っ
て
献
身
的
に
先
生
に
尽
く
さ
れ
て
、
北
軽
井
沢
の
出
の
中
で
病
気
に
な
ら
れ
、
長
い
点
画
た

き
り
で
居
ら
れ
て
亡
く
な
っ
た
わ
け
で
す
が
、
そ
の
御
夫
人
が
亡
く
な
っ
た
後
で
、
先
生
が
ひ
と
り
遺
骨
と
共
に
暮
し
て
居
ら
れ
た
間
に
、

そ
の
追
憶
の
な
か
か
ら
、
次
第
に
強
い
実
在
感
を
も
っ
て
、
亡
く
な
っ
た
方
が
あ
り
あ
り
と
浮
び
出
て
き
た
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で
は
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な
い
か
。
「
幽
明
境
を
異
に
す
」
と
い
う
世
間
の
書
葉
が
あ
り
ま
す
が
、
幽
界
と
劇
界
の
境
が
だ
ん
だ
ん
無
く
な
っ
て
、
死
ん
だ
者
の
世

界
と
生
き
て
い
る
者
の
世
界
と
の
間
を
断
て
て
い
る
黒
い
壁
が
、
次
第
に
透
明
に
な
る
。
死
ん
だ
人
が
何
か
非
常
な
現
実
性
を
も
っ
て
生

者
の
心
に
現
前
し
て
来
る
。
同
時
に
、
生
き
て
い
る
者
の
現
存
在
が
そ
の
死
老
の
現
存
し
て
い
る
次
元
に
ま
で
延
び
入
っ
て
ゆ
く
と
い
い

ま
す
か
、
そ
の
次
元
に
参
加
し
て
ゆ
く
と
い
い
ま
す
か
、
要
す
る
に
、
死
ん
で
い
る
者
と
生
き
て
い
る
者
の
境
、
幽
明
の
境
と
い
う
も
の

が
、
だ
ん
だ
ん
薄
ら
い
で
き
て
、
死
者
の
世
界
が
生
者
の
世
界
と
入
り
混
っ
て
く
る
。
な
に
か
そ
う
い
う
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
の
で
あ
り

ま
す
」
（
西
谷
啓
治
著
作
集
第
九
巻
二
八
四
～
二
八
五
頁
）
。
そ
し
て
、
「
実
存
協
岡
と
い
う
も
の
が
「
聖
徒
の
交
わ
り
」
と
い
う
概
念
と
結
び
つ

け
ら
れ
、
そ
こ
で
の
感
応
道
交
と
い
わ
れ
る
と
こ
ろ
に
は
、
昔
の
聖
徳
太
子
も
引
か
れ
た
「
世
間
虚
仮
、
唯
仏
是
真
」
、
仏
と
仏
と
の
世

界
と
い
う
も
の
だ
け
が
本
当
に
リ
ア
ル
な
真
実
だ
と
い
う
よ
う
な
感
じ
が
、
ど
こ
と
な
く
漂
っ
て
い
る
感
じ
す
ら
致
し
ま
す
」
（
同
、
二
八

五
頁
）
と
述
べ
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
な
「
実
存
協
同
の
世
界
」
に
思
い
を
致
し
て
ゆ
く
と
き
、
そ
こ
か
ら
幾
つ
か
の
新
局
面
が
開
か
れ
て
き
ま
す
。
最
後
に
、
そ

れ
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
1
　
一
つ
は
、
「
実
存
協
同
」
と
い
う
概
念
の
深
化
と
と
も
に
、
田
・
邊
に
お
い
て
キ
リ
ス
ト
教
の
「
神
の
国
」
の
概
念
の
理
解
が
一
段
と

深
め
ら
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
田
邊
は
か
つ
て
、
『
キ
リ
ス
ト
教
の
弁
証
』
（
こ
れ
は
『
餓
書
道
と
し
て
の
哲
学
』
の
後
に

出
た
も
の
で
す
が
）
に
お
い
て
、
「
神
の
国
の
到
来
を
説
く
イ
エ
ス
の
立
場
」
と
「
イ
エ
ス
を
救
い
主
キ
リ
ス
ト
と
し
て
信
じ
る
パ
ウ
ロ
の

立
場
」
と
を
区
別
し
、
パ
ゥ
ロ
の
立
場
は
「
キ
リ
ス
ト
が
信
じ
た
宗
教
」
を
「
キ
リ
ス
ト
を
信
じ
る
宗
教
」
へ
と
替
え
た
も
の
で
あ
る
と

し
て
批
判
し
ま
し
た
。
パ
ウ
ロ
の
立
場
は
、
キ
リ
ス
ト
と
の
合
一
や
一
体
化
を
望
む
神
秘
主
義
で
あ
っ
て
、
「
神
の
国
」
の
到
来
に
向
け

て
の
社
会
的
実
践
で
は
な
い
と
し
て
批
判
し
、
キ
リ
ス
ト
教
の
根
幹
は
救
い
主
キ
リ
ス
ト
へ
の
信
仰
で
は
な
く
、
イ
エ
ス
が
説
い
た
「
福

音
信
仰
」
に
あ
る
と
し
て
、
パ
ゥ
ロ
か
ら
イ
エ
ス
に
戻
ら
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
と
主
張
し
ま
し
た
。
そ
こ
か
ら
第
二
次
宗
教
改
革
の
必
要



と
い
う
こ
と
も
言
わ
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
今
や
パ
ウ
ロ
の
立
場
に
対
す
る
田
邊
の
理
解
が
変
わ
っ
て
き
ま
す
。
そ
れ
は
、

「
救
い
主
キ
リ
ス
ト
を
信
じ
る
」
パ
ウ
ロ
の
立
場
の
真
意
は
、
キ
リ
ス
ト
と
の
神
秘
主
義
的
な
合
一
や
一
体
化
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
キ

リ
ス
ト
と
共
に
生
き
、
キ
リ
ス
ト
と
共
に
死
ぬ
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
、
キ
リ
ス
ト
と
の
霊
の
自
他
相
入
、
愛
の
協
同
に
あ
る
と
い
う
こ

と
、
し
た
が
っ
て
、
パ
ウ
ロ
に
お
い
て
、
キ
リ
ス
ト
を
信
じ
る
と
い
う
形
で
キ
リ
ス
ト
と
の
実
存
協
同
が
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
形
で
「
神

の
国
」
が
生
き
ら
れ
て
い
る
の
だ
と
い
う
理
解
と
な
っ
て
き
ま
す
。
イ
エ
ス
の
説
い
た
「
神
の
国
」
の
福
音
は
パ
ウ
ロ
の
神
秘
主
義
に
お

い
て
棄
て
ら
れ
た
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
自
己
の
実
存
に
内
面
化
さ
れ
具
体
化
さ
れ
、
自
己
の
足
下
に
生
き
ら
れ
て
い
る
も
の
と
し
て

捉
え
直
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
死
者
も
含
め
た
諸
々
の
実
存
の
交
互
態
と
も
云
う
べ
き
神
の
国
が
、
キ
リ
ス
ト
と
一
つ

と
い
う
仕
方
で
生
き
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
て
く
る
こ
と
で
、
田
邊
は
自
分
の
以
前
の
考
え
を
な
お
至
ら
な
い
と
こ
ろ

が
あ
っ
た
と
し
て
撤
回
し
て
お
り
ま
す
。

　
2
　
こ
の
よ
う
な
愛
の
協
同
体
と
し
て
の
「
神
の
国
」
を
、
田
蓬
は
「
モ
ナ
ド
ロ
ジ
ー
的
実
存
協
同
」
と
い
う
概
念
に
よ
っ
て
捉
え
て

い
ま
す
。
こ
の
モ
ナ
ド
ロ
ジ
二
戸
と
い
う
書
葉
に
よ
っ
て
、
田
邊
は
、
個
と
個
と
の
協
罪
な
い
し
響
き
合
い
が
渦
流
を
描
き
な
が
ら
重
層

的
に
無
限
の
広
が
り
と
深
さ
に
お
い
て
進
展
し
て
ゆ
く
様
を
表
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
西
谷
先
生
の
説
明
を
借
り
る
こ
と
に
な
る
の
で
す

が
、
A
が
B
に
復
活
し
、
8
が
C
に
復
活
す
る
と
、
A
が
C
に
復
活
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
C
が
D
に
復
活
す
る
と
、
A
、
B
が
D
に
復

活
す
る
。
そ
の
よ
う
な
仕
方
で
、
実
存
協
同
は
反
復
的
に
無
限
に
拡
張
し
て
ゆ
く
。
そ
こ
に
一
切
が
相
互
に
働
き
合
い
、
響
き
合
う
「
モ

ナ
ド
ロ
ジ
i
的
な
実
存
協
同
」
が
あ
る
。
神
の
国
に
お
け
る
愛
の
協
同
態
は
そ
の
よ
う
な
形
で
考
え
ら
れ
る
の
で
す
。

　
し
か
し
、
田
邊
は
他
方
で
は
、
こ
の
「
モ
ナ
ド
ロ
ジ
ー
的
な
実
存
協
同
」
と
い
う
こ
と
で
仏
教
の
「
菩
薩
道
」
を
考
え
て
い
ま
す
。

『
キ
リ
ス
ト
教
の
弁
証
』
の
時
期
で
は
、
田
邊
は
、
出
離
的
な
仏
教
よ
り
も
、
現
実
の
歴
史
社
会
と
関
わ
り
、
関
わ
り
の
中
で
働
く
キ
リ

ス
ト
教
の
隣
人
愛
の
立
場
を
よ
り
高
い
も
の
と
し
て
評
価
し
て
い
ま
し
た
が
、
「
死
の
哲
学
」
の
時
期
に
な
っ
て
、
仏
教
の
菩
薩
道
を
キ
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リ
ス
ト
教
の
隣
人
愛
よ
り
も
高
い
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
ま
す
。
菩
薩
と
は
、
仏
に
な
る
資
格
を
備
え
な
が
ら
、
仏
に
な
る
こ
と
を
保
留

し
て
他
の
衆
生
を
度
す
る
こ
と
を
優
先
す
る
存
在
老
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
菩
薩
と
し
て
の
在
り
方
が
よ
り
高
い
も
の
と
し
て
捉

え
ら
れ
て
い
る
理
由
は
、
そ
こ
に
お
い
て
否
定
や
無
、
つ
ま
り
死
に
よ
る
媒
介
が
よ
り
徹
底
し
た
形
で
現
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
。

自
ら
の
直
接
的
な
救
い
を
断
念
し
た
存
在
は
、
正
覚
へ
と
向
け
ら
る
べ
き
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
他
を
度
す
る
こ
と
へ
と
向
け
、
か
く
し
て
、
そ

の
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
実
存
か
ら
実
存
へ
と
水
平
の
方
向
に
無
限
に
伝
播
し
て
ゆ
く
。
菩
薩
道
に
お
い
て
、
無
即
愛
と
も
云
う
べ
き
如
来
の
命

が
、
地
下
水
脈
の
よ
う
に
、
個
を
媒
介
と
し
て
、
個
か
ら
個
へ
と
果
て
し
な
く
伝
わ
っ
て
ゆ
く
、
そ
の
よ
う
な
有
り
様
が
「
モ
ナ
ド
ロ
ジ

ー
的
実
存
協
同
」
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
は
、
如
来
の
命
、
あ
る
い
は
無
即
愛
は
、
無
始
爾
来
、
一
切
の
人
間
存
在
を
包

み
込
み
つ
つ
、
一
切
の
人
間
を
貫
い
て
流
れ
て
い
る
阿
頼
耶
識
の
ご
と
き
も
の
と
な
る
。
そ
の
よ
う
な
阿
頼
耶
識
の
流
れ
と
一
体
と
な
り
、

そ
れ
を
貫
い
て
流
れ
て
い
る
無
卦
愛
が
内
側
か
ら
深
く
自
覚
さ
れ
て
く
る
と
、
例
え
ば
、
浄
土
教
で
云
わ
れ
る
よ
う
な
、
一
切
の
人
間
存

在
の
根
源
の
働
き
、
こ
れ
を
生
か
し
支
え
て
い
る
も
の
と
し
て
の
「
法
蔵
菩
薩
の
本
願
」
（
如
来
の
本
願
）
と
言
わ
れ
る
も
の
と
な
っ
て

く
る
と
言
い
得
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
田
邊
は
「
モ
ナ
ド
ロ
ジ
ー
的
実
存
協
同
」
の
世
界
を
「
機
翼
愛
の
象
徴
」
と
し
て
捉
え
て
お
り
ま

す
が
、
「
無
憎
愛
の
象
徴
」
の
う
ち
に
そ
の
よ
う
な
阿
頼
耶
識
や
如
来
の
本
願
も
入
れ
て
考
え
る
と
、
無
即
愛
は
限
り
な
い
広
さ
と
深
さ

を
も
っ
た
も
の
と
し
て
現
れ
て
く
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
日
月
星
辰
や
天
地
山
河
は
空
聞
に
お
い
て
、
悠
久
の
昔
か
ら
そ
の
雄
大
な
姿
を

示
し
て
お
り
ま
す
が
、
し
か
し
雄
大
な
の
は
日
月
星
辰
や
天
地
山
河
だ
け
で
は
な
い
。
生
物
や
人
間
の
個
々
の
生
命
を
貫
い
て
、
悠
久
の

昔
か
ら
現
在
に
ま
で
流
れ
、
持
続
し
て
き
て
い
る
生
命
も
ま
た
天
地
山
河
に
劣
ら
ず
雄
大
な
も
の
で
あ
り
ま
す
。
生
死
交
徹
す
る
実
存
協

同
の
世
界
の
背
後
に
は
、
そ
の
よ
う
な
無
数
の
燗
か
ら
個
へ
と
い
う
形
で
展
開
し
伝
播
さ
れ
て
き
た
生
命
の
流
れ
が
あ
り
、
そ
の
生
命
の

流
れ
の
根
幹
が
内
か
ら
自
覚
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
無
即
愛
の
象
徴
と
し
て
の
「
モ
ナ
ド
ロ
ジ
ー
的
実
存
協
同
」
の
世
界
を
見
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　
無
粛
呈
の
象
徴
と
し
て
の
実
存
協
同
の
世
界
は
ま
た
、
宇
宙
論
的
な
視
野
に
お
い
て
見
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
そ
れ
は
絶
対
無
と
も
言



う
べ
き
天
空
に
お
い
て
無
数
の
星
々
が
相
互
に
照
ら
し
合
い
、
合
図
し
合
っ
て
一
つ
の
配
置
（
星
座
）
を
描
き
出
し
て
い
る
よ
う
な
感
が

あ
り
ま
す
。
田
邊
の
晩
年
の
死
の
哲
学
は
、
そ
の
よ
う
な
オ
ル
フ
ォ
イ
ス
的
な
世
界
に
自
己
を
置
い
て
理
解
し
て
い
た
感
が
あ
り
ま
す
。

　
3
　
実
存
協
同
の
思
想
と
結
び
付
い
て
い
る
と
思
わ
れ
る
第
三
の
問
題
は
、
協
同
を
成
り
立
た
し
め
る
場
所
と
し
て
の
記
憶
の
問
題
で

あ
り
ま
す
。
さ
き
に
触
れ
た
阿
頼
耶
識
と
い
う
の
は
記
憶
の
世
界
で
す
が
、
神
の
国
や
浄
土
と
言
わ
れ
る
よ
う
な
世
界
は
記
億
の
世
界
と

不
可
分
で
す
。
記
憶
の
世
界
の
固
有
性
は
、
そ
こ
に
は
誌
史
的
時
間
と
は
異
な
っ
た
種
類
の
時
間
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
誌
史
的
時

間
に
お
い
て
は
｝
切
が
過
ぎ
虫
り
、
人
間
は
】
瞬
の
過
去
に
も
帰
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
人
間
は
記
億
に
お
い
て
過
去
に
帰
る
こ
と
が

で
き
、
過
去
も
現
在
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
。
歴
史
に
お
い
て
は
死
者
は
過
ぎ
去
っ
て
帰
ら
ず
、
た
だ
遺
産
や
記
録
と
し
て
の
み
と
ど
め

ら
れ
る
が
、
遺
産
や
記
録
は
死
者
が
永
久
に
去
っ
て
不
在
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
我
々
が
死
者
に
出
会
い
、
死

老
が
生
者
に
復
活
し
て
両
者
の
間
に
交
流
が
可
能
と
な
る
た
め
に
は
、
誌
史
的
時
間
と
は
異
な
っ
た
種
類
の
時
聞
が
あ
る
の
で
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
が
記
憶
で
す
。
諸
々
の
出
来
事
が
た
だ
抜
け
殻
と
し
て
だ
け
保
存
さ
れ
て
い
る
記
録
の
世
界
と
は
異
な
っ
て
、
記

憶
の
世
界
に
お
い
て
は
事
柄
は
そ
の
現
身
性
に
お
い
て
現
れ
ま
す
。
「
モ
ナ
ド
ロ
ジ
ー
的
実
存
協
同
の
世
界
し
は
そ
の
よ
う
な
記
憶
の
場

所
に
置
か
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

　
我
々
が
記
億
に
お
い
て
過
去
に
帰
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
記
憶
が
時
間
を
超
過
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
人
間
に
お
け
る

「
永
遠
の
現
れ
」
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
ま
す
。
記
憶
の
世
界
に
深
い
思
い
を
致
し
た
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
、
人
間
が
神
に
触
れ

る
こ
と
が
で
き
る
と
こ
ろ
を
記
憶
の
世
界
に
捉
え
て
い
る
こ
と
の
理
由
も
そ
こ
に
あ
り
ま
す
。
永
久
に
忘
れ
去
ら
れ
る
と
い
う
の
が
誌
史

的
時
間
で
す
が
、
永
遠
に
忘
れ
去
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
と
い
う
の
が
記
憶
の
世
界
で
す
。
人
間
は
こ
の
こ
つ
の
時
間
の
問
に
生
き
て
い
ま

す
。
テ
イ
リ
ッ
ヒ
は
死
に
逝
く
者
の
最
大
の
不
安
は
、
自
分
が
永
遠
に
忘
れ
去
ら
れ
る
こ
と
だ
と
述
べ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
永
生
と
は

自
分
が
見
守
ら
れ
て
い
て
永
遠
に
見
捨
て
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
の
確
信
だ
と
言
い
ま
す
。
田
遇
の
「
生
死
交
徹
す
る
実
存
協
同
」
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六

の
世
界
に
深
く
思
い
を
致
し
て
ゆ
き
ま
す
と
、
そ
れ
は
ど
こ
か
で
そ
の
よ
う
な
確
信
と
深
く
繋
が
っ
て
い
る
感
じ
が
致
し
ま
す
。

　
付
記
　
　
本
稿
は
、
平
成
九
年
六
月
七
日
、
西
田
・
田
邊
記
念
講
演
会
に
お
い
て
な
さ
れ
た
講
演
の
内
容
に
若
干
の
補
正
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
お
本
文
中
の
引
用
に
つ
き
、
表
認
を
新
字
、
新
仮
名
遣
い
に
改
め
た
。
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THE　OUTLINES　OF　THE　MAIN

　　　ARTICLES　IN　THIS　ISSUE

The　eutline　of　such　an　article　as　appears　i2g　more　than　one　number　of　this

magazine　is　to　be　given　together　with　the　last　instalment　of　the　article．

Death　and　Existential　Communion－Tanabe’s
　　　　　　　　　　　　　　　in　the　Last　Phase　of　his　Life

Thought

by　Sh6t6　HASE

Professor　of　Philosophy

of　Religion

Graduate　School　of　Letters

Kyoto　University

　　The　term　“existential　communion”　may　sound　a　bit　strange，　but　it　is　the

concept　that　forms　the　core　of　Tanabe’s　philosophy　in　his　final　years．　lt

was　a　thought　that　delved　into　things　from　the　angle　of　the　relationship

with　death　and　thereby　reached　a　special　breadth　and　depth．　As　Nishitani

Keiji　writes，　“lt　reveals　a　new　aspect　of　things，　an　aspect　that　is　not

revealed　in　the　history　of　Western　philosophy．　ln　its　originality　it　has　a

very　great　significance．”　（Tanabe　Ha7’ime’s　Collected　Worfes　（Tokyo：

Chikuma　shob6，　1968），　Vol．　13，　p．　677）　ln　this　article　1　try　to　investigate

how　this　“existentia！　community　thought”　is　connected　with　death．

　Death　can　be　viewed　from　many　angles，　but　in　Tanabe’s　later　thought

an　unprecedented　view　of　death　comes　to　the　fore．　The　center　of　the

inquiry　shifts　from　“my　death”　to　“your　death”　or，　in　the　words　of　V．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1



Jank616vitch，　from　“death　in　the　first　person”　to　“death　in　the　second

person．”　My　death　melts　away　in　the　look　at　your　death　and　is　seen　in

the　overlap　with　your　death．　At　the　same　time，　the　world　of　the　“inter－

course”　of　human　beings，　which　Tanabe　then　calls　the　world　of　existential

communion，　appears　in　the　center　of　Tanabe’s　thought　with　a　new　aspect．

This　world，　which　earlier　had　been　grasped　as　a　communioR　of　living

beings，　is　no　longer　limited　to　living　beings　only　but　expands　to　embrace

also　the　dead．　lt　comes　now　to　be　conceived　as　a　world　of　communion　that

embraces　life　and　death　in　interpenetration．　While　death　is　generally

thought　of　as　the　loss　of　communlon，　Tanabe’s　thought　now　penetrates

deeply　into　a　communion　that　opens　up　with　death　as　its　point　of　origin．

The　quintessence　of　the　thought　of　the　later　Tanabe　lies　in　the　fact　that

he　grasps　the　self　in　the　miclst　of　a　community　that　comprises　also　the

dead．

　　It　can　be　said　that　also　Nishida　Kitar6　reflected　on　a　communion　that

has　the　separation，　absence，　and　distance　implied　by　death　as　essential

ingredients，　and　trled　to　grasp　it　through　the　concept　of　“inverse　polarity”

（gyaku　taio一）．　Tanabe，　however，　in　his　pursuit　of　the　proper　characteristics

of　such　a　communion，　discovered　its　concrete　form　in　the　Christian　“Com－

munion　of　Saints”　and　in　the　Buddhist　“Bodhisattva　Path．”　The　special

characteristic　of　a　communion　that　embraces　the　dead　is　that　it　is　freed

from　the　closedness　and　egoism　that　unavoidably　affect　a　commuRity　of

the　living　only，　which　has　no　eye　for　death．　The　community　is　thereby

elevated　from　a　speclfic　to　a　universal　one．　A　communlty　that　exciudes　the

dead　reckons　with　magical　lnterference　by　the　dead　and　with　evil　spirits，

　and　therefore　evokes　the　ideas　of　vengeful　spirits　and　their　pacification．　ln

a　community　that　embraces　the　dead，　on　the　other　hand，　the　“Ho！y　Spirit”

is　at　work　between　the　！iving　and　the　dead；　the　coinmunity　is　thereby

　purified　and　becomes　an　“inspiration－filled　reality．”　ln　the　history　of　religion

one　can　find　many　forms　of　such　a　community　that　has　the　idea　of　death

　as　its　central　reality，　and　lt　can　be　said　that　they　contain　deep　inslght　and

2



wisdom　about　the　evils　inherent　ln　a　community　of　the　living　only　and

about　the　way　to　overcome　those．

　　The　reason　why，　in　his　final　years，　Tanabe　propounded　a　“philosophy　of

deatk”　is　that　at　present　the　philosophy　of　life　is　banl〈rupt．　Philosophy　of

Iife，　by　seeing　life　only　from　life，　by　having　lost　the　eye　to　see　the　other

dimension　that　pervades　life，　invites　the　impoverishment　of　life　and　becomes

the　source　of　various　diseases　and　alienations　that　plague　present－day

society　and　culture．　To　expand　the　scope　of　our　vision　and　to　come　to　a

way　of　thinking　that　can　see　life　from　the　death　that　is　immanent　in　life，

that　was　the　central　intent　of　Tanabe’s　final　oPi｛s，　“Philosophy　of　Life　or

Dialectics　of　Death？”

　　Tanabe　called　the　world　of　existential　communion，　wherein　living　and

dead　go　freely　in　and　out　and　life　and　death　interpenetrate，　a　“monadolo－

gical　existential　communion．”　As　such，　thls　world　has　the　possibility　of

throwing　new　light　on　the　traditional　problems　that　surround　the　core　of

reiigion．　ln　this　article，　the　themes　of　“Kingdom　of　God”　（of　Christianlty），

“Pure　Land，”　“Original　Vow　of　the　Tathagata，”　“Alaya－vijnana”　（of　Budd一’

hism），　“anamnesis，”　and　so　on，　are　pursued　in　connection　with　that　thought

of　the　later　Tanabe．

Sur　la　subjectivit6　ethique．　L6vinas　et　Nabert

Par　Yasuhiko　SUGIMURA

Chercheur　special

a　la　Soci6t6　japonaise

pour　la　promotion　des　sciences

　　La　pr6sente　6tude　est　consacr6e　a　L6vinas　et　Nabert，　deux　philosophes

frangais　contemporains．　Nous　nous　proposons　de　rapprocher　leur　pensee

sous　1’angle　de　la　“subjectivit6　6thique．”

　　Ces　deux　philosophes，　chacun　d’une　originalit6　’remarquable，　s’opposent
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