
〈
研

究

論
文

２

〉

「
死
の
哲
学
」
と

「
不
可
能
な
も
の
」

は
じ
め
に

田
辺

が
こ
の
世
を
去
っ
て
か
ら
、
ち
ょ
う
ど
五
〇
年
が
過
ぎ
た
。
本
稿

で
は
、
田
辺
の
晩
年

の
思
想
、
「
死

の
哲
学
」
に
つ
い
て
考
察
し
、
そ
れ

を
継
承
す
る
こ
と
の
現
代
的
意
義
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
そ
の
際
、
Ｊ
・

デ
リ
ダ
か
ら
強
い
影
響
を
受
け
た
ア
メ
リ
カ
の
哲
学
者
Ｊ

・
カ
プ
ー
ト
の

「
不
可
能
な
も
の
」
と
い
う
概
念
を
用

い
て
、
「
死
の
哲
学
」
の
再
解
釈
を

試
み
る
。

一
九
五
〇
年
代
の
田
辺
は
、
科
学
技
術
が
発
達
し
た
当
時
の
「
原
子
力

時
代
」
を
「
死
の
時
代
」
と
呼
ん
で
い
た
。
西
洋
に
よ
る
生
の
解
放
以
降
、

科
学
技
術
の
進
歩
・
発
展
に
よ
っ
て
む
か
え
た
科
学
時
代
は
、
恐

る
べ
き

死
の
世
界
を
齎
し
た
。
田
辺
は
、
こ
の
よ
う
な
状
況
を
鑑
み
て
、
「
死
の

時
代
」
を
打
開
す
る
た
め
に
は
「
死
の
哲
学
」
が
将
来
の
課
題
で
あ
る
と

主
張
し
、
一
つ
の
哲
学
体
系
と
し
て
構
築
し
よ
う
と
努
め
て

い
た
。
し
か

田
辺
元

か
ら
Ｊ
・
カ
プ
ー
ト
ヘ

田
島
　
樹
里
奈

し
な
が
ら
、
田
辺
は
そ
の
試
み
を
貫
徹
す
る
こ
と
な
く
、
一
九
六
二
年
に

こ
の
世
を
去
っ
て
し
ま
う
。

そ
れ
以
後
、
私
た

ち
は
何
を
反
省
し
改
善
す
る
こ
と
が
で
き
た
か
。

ニ

ー
世
紀
を
迎
え
、
急
速
な
進
歩
発
展
を
遂
げ
た
現
代
社
会
を
振
り
返
っ

て
み
た
と
き
、
田
辺
が
懸
命
に
発
し
た
警
告
は
、
実
際
に
活
か
さ
れ
て
き

た
と
は
到
底
言
い
難
い
。
現
状
を
見
る
限
り
、
田
辺
が
書
き
残
し
た
「
死

の
哲
学
」
は
、
奇
異
な
思
想
と
し
て
置
き
去
り
に
さ
れ
て
し
ま
っ
た
か
の

よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
彼
の
警
告
を
も
っ
と
真
摯
に
受
け
止
め
て
こ
な

か
っ
た
こ
と
は
、
大
き
な
損
失
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

そ
こ
で
以
下

で
は
、
次
の
論
点
に
従

っ
て
本
稿
を
進
め
る
。
第
一
に
、

本
稿
で
主
題
的
に
扱
う
田
辺
の
小
論
文
「
メ
メ
ン
ト
　
モ
リ
」
に
至
る
ま

で
の
、
田
辺
の
思
想
的
背
景
と
宗
教
を
中
心
と
し
た
彼
の
問
題
意
識
の
変

化
を
概
観
す
る
。
第
二
に
、
「
メ
メ
ン
ト
　
モ
リ
」
を
中
心
と
し
な
が
ら
、

田
辺
が
ど
の
よ
う
に
死
者
と
生
者
を
関
係
づ
け
、
「
死
の
哲
学
」
を
構
築
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し

よ
う

と
し

た

の

か

を
明

ら
か

に
す

る
。

第

三

に
、
「
死

の
哲

学

」
を

継

承

す

る
に
当

た

り
、

現
在

も
活
躍

す

る
カ

プ
ー

ト
の
思

想

に
関
連

づ
け
な

が
ら

「
死

の
哲

学
」

の
再

解
釈

を
試

み
る

こ
と

で
、

そ

の
現

代
的

意
義

を

明

ら
か
に

す

る
。
な

お
、

カ
プ

ー
ト

に
は

デ
リ

ダ
の
思

想

が
大

き

く
影

響

し
て

い

る
た

め
、
デ

リ

ダ
に

も
言

及

す

る
こ
と

に
し

た

い
。

一
　
「
死

の
哲

学

」
再

考

「
死

の
哲

学
」
の
構

想

が
田

辺
の
中

に
生

ま

れ
て

き
た

の
は

、
一
般
的

に
、

ま

た
個

人

史
的

に
見

て
、

妻

ち
よ

の
死

が
大

き

な
原

因

で
あ

る
と
解

釈

さ

れ
て

き
た

。
し

か
し

、
田

辺

の
哲
学
的

な
発

展

史
か

ら
見

た
場

合

、
主
に

『
懺

悔

道

と

し

て

の
哲

学

』
（

一

九

四

六

）

や

「

キ
リ

ス

ト
教

の
弁

証

」

（
一
九

四
八

）

な
ど

の
宗

教
哲

学

的

な
問
題

を
含

む
執

筆

経

験

が
背
景

に

あ

っ
た

こ
と

を

無
視

し

て

は
な

ら
な

い
。

そ

れ

ら

の
経

験

を
経

て

こ
そ
、

田

辺

は
独

自

の
思
想

と

し
て

の

「
死

の
哲

学
」

を
構

築

す
る

に
至

っ
た
。

戦
中

の
田
辺

哲
学

が
「
種

の
論
理

」
と

し
て

特
徴

づ
け

ら
れ

る
の
に
対

し
て

、
戦

争
末

期

か
ら
戦

後

の
田
辺

哲
学

は

「
懺
悔

道

の
哲

学
」

と
し

て

特
徴
づ
け
ら
れ
る
。
田
辺
は
、
一
九
四
四
年
に
す
で
に
「
懺
悔
道
―
―

Ｍ
ｅ
ｔ
ａ
ｎ
ｏ
ｅ
ｔ
ｉ
ｋ
」
を
発
表
し
、
そ
こ
で
ス
ピ
ノ
ザ
と
も
キ
リ
ス
ト
教
的
な
も

の
と

も
差
別

化

し

た
独
自

の

「
懺
悔

道
」

を
考

え

て

い
た
。

終
戦

直
後

の

『
懺
悔
道
と
し
て
の
哲
学
』
で
は
、
「
懺
悔
」
を
哲
学
に
と
っ
て
重
要
な
「
実

践

」
、
あ

る
い
は

仏
教

的

な
意
味

合

い
を
含

ん
だ
「
行

」
と

し

て
位
置

づ

け
、

哲

学

と

は

「
懺

悔
道

」

で

あ
り

、
「
懺

悔

道

と

し
て

の

哲
学

」

こ

そ
自

ら

の
立
場
で
あ
る
と
表
明
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
後
「
死
の
哲
学
」
を
構

築
す

る
過
程

に
入

る
と
、
田
辺

は

「
死

の
哲

学
」

が
ま

さ
に
哲

学

の
核
を

な
す

と
考

え
直

し
、
自

ら

の
立

場

を
大

き
く
変

え
た

の
で

あ
る
。

田

辺
は
時

代

や
社
会

情
勢

に
応

じ
、

そ
の
都
度

自

ら
の
立

場
を
切

り
替

え
て

き
た
。

宗

教
思
想

的

な
面

だ

け
で
見

て

も
、

そ
の
変
遷

は
一
目

瞭
然

で

あ

る
。

浄
土

真
宗

に
お

け
る
親
鸞

の
思

想

の
影

響

か
ら

、
愛

の
三

一
性

を
強
調

す

る

キ
リ

ス
ト
教

へ
の
移

り
変

わ
り
、

そ
し

て
最
終

的
に

は
、
自

力

救
済

を

主
眼

と

す
る
禅

の
立
場

へ
と
移

行

す
る
。

た
だ

し
、

こ
こ
で
田

辺

が
論

じ
る
禅

仏
教

は
、

い
わ

ゆ
る
一
般

的

な
禅

の
思
想

と
異

な
る
点

に

は
注

意

が
必
要

だ

。
田
辺

の
場

合

、
往

相
・
還

相

と

い
う
浄
土
真

宗
、
特

に
親

鸞

が
唱
え

た
概

念
を
用

い
て

お
り

、
他
者

救
済

を
強
調

す

る
「
菩
薩

道
」

と
禅

思
想

と

を
合
体

さ
せ
て

い
る

。
こ

う
し

た
大
幅

な
思
想

変
化

に

対

し

て
は

、
哲

学
的

に
曖
昧
で

あ

る
と

い
っ
た
複

数

の
批
判

が
出

る
の

も

無
理

は
な

い
。

と

は

い
え

、
こ

れ
ら

の
問
題

は
、
田

辺
に

と
っ
て

同
一

水
準
で

語
ら

れ

る
べ
き
問

題

、
す

な
わ

ち
他
者
救

済
と

い
う
問

題

を
抱

え
て

い
る
こ
と

に

一
因

が
あ

る
と
筆

者
は
考

え

る
。

氷
見

に
よ

れ
ば

、
田
辺

は

「
理
性
的

主

体

と
し

て

の
人
間

が
自
力

の
努
力

を
極

限
に

ま
で
推

し

進
め

る
こ
と
」
が
、

他
力

救
済

に

と

っ
て

の
不
可

欠

の
前
提

で

あ
る
と
考

え
て

い
た
。
そ

れ
ゆ

え
親
鸞
思
想
を
理
解
す
る
際
も
、
田
辺
は
「
念
仏
の
他
力
救
済
の
境
地
を

裏

づ
け

る
自

力
徹

底

の
努

力
お

よ
び
そ

の
帰

結
た

る
絶

望
・
悲

歎
と

い
う

側
面

」

を
強

調

し
て

い
た
。

ま
た
、
「
キ
リ
ス
ト
教
の
弁
証
」
後
半
で
は
、
田
辺
の
キ
リ
ス
ト
教
思

想

の
理
解

に

変
化

が
訪

れ
る
。

そ
こ
で

は

「
愛

の
三

一
性

」
（
神

へ

の
愛

、
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神

の
愛

、

隣
人

愛
）

概
念

を
中

心

と
し
て

、

キ
リ

ス
ト
教

理

解

が
展
開

さ

れ
て

い
る
。

田

辺
に

よ

れ

ば
、
「
愛

の
協

同
」

す
な

わ

ち

「
キ

リ

ス
ト

と

の
実
存
協
同
」
が
パ
ウ
ロ
の
本
当
の
立
場
で
あ
る
。
同
書
以
後
、
田
辺
は

「
神

の
国
」

を
愛

の
協

同
体

と

考
え

る

こ
と
で
、
「
実

存
協

同
」

な
ど

の
概

念

を
重

視

す

る
よ
う

に

な

る
。

そ

れ
は
田

辺

が
、
頻
繁

に

「
絶

対
無

即

愛
」

な

ど
の
概

念

を
用

い
て

協
同

体

の
説

明

を
行

っ
た

り
、
「
愛

」

の
概

念

を

強

調

し

た
り

す

る
よ

う
に

な

る
こ

と

か
ら

も
明

ら

か
だ

。

つ
ま

り

「
愛

」

を

媒

介

と

し

て

他

者

を

救

済

す

る

問

題

を

中

心

に

考

え

て

い

る
。

一

九
四
〇

年

代

末
に

は
、

自
己

の
救

済
と

し
て

の

「
懺
悔

道
」

を

含
み

な

が
ら

も
、
他

者

救
済

の
基

本
概

念
で

あ

る
「
愛

」
と

、
新

し

く

「
死

」

の

問

題

に
取

り

組

ん
で

い
る
。

こ

こ
に

、
「
死

の
哲

学
」
　へ
の
準

備

が
始

ま

っ
て

い
た

と
考
え

ら

れ
る

。

さ

ら
に
妻

ち

よ
を

亡
く

し

た
一
九
五

〇

年
代
初
頭

に
な

る
と

、
田

辺

の

哲

学
的

な
問

題

意
識

は
「
愛

と
死

の
哲

学
」（
伊

藤
益

）
へ
と
変

化

し
、「
死

復

活
」

に

よ

る
「
実

存
協
同

」

の
実

現

が
彼
の

思
想

の
中

心
と

な

る
。
当

時

か

ら
取

り
組

み
始

め
た

「
死

の
哲

学
」

の
考

察
、

特
に

そ

の
円

熟

期

の

論

文

「

メ
メ

ン

ト
　

モ
リ

」
（

一
九
五

八

）
で

は

、
生

者

と
死

者

が
唯
一

出

会

う
こ

と
を

、
田

辺
は

「
モ
ナ

ド
ロ

ジ
ー
的
実

存

協
同
」

と

い
う
概
念

に
よ

っ
て
捉

え

よ
う

と
す

る
。

田
辺

に
と

っ
て

「
死

復
活
」

と

は
、
「
私
」

に
関
係

の
深

い
死

者

が

「
私
」

に

お

い
て

復
活

す
る

こ
と

で

あ
り
、

そ

の

死

者

が

「
私

」

の
中

で

「
実
存

協
同

」

す
る
こ

と

が
何

よ

り

も
重
要

視

さ

れ
て

い

る
。

「
死

復
活

」

概

念

は
、

キ

リ

ス
ト
教

か

ら
着

想

さ

れ
た
概

念

で

あ

る
こ

と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
最
愛
の
妻
に
先
立
た
れ
た
田
辺
が
、
彼
女
と
の

再
会
方
法
を
模
索
し
、

あ
た
か
も
亡
き
妻
を
「
死
復
活
」
さ
せ
よ
う
と
、

彼
な
り
の
哲
学
的
方
法
で
応
え
よ
う
し
た
結
果
で
あ
る
。
彼
の
言
葉
で
い

え
ぱ
、
「
死
復
活
と

い
う
の
は
死
者
そ
の
人
に
直
接
起
こ
る
客
観
的
事
件

で
は
な
く
、
愛
に
依

っ
て
結
ば
れ
そ
の
死
者
に
よ
っ
て
は
た
ら
か
れ
る
こ

と
を
、
自
己
に
お
い
て
信
証
す
る
と
こ
ろ
の
生
者
に
対
し
て
、
間
接
的
に

自
覚
せ
ら
れ
る
交
互
媒
介
事
態
た
る
の
で
あ
る
」
。

こ
う
し
て
キ
リ
ス
ト
教
思
想
の
理
解
は
、
「
死
復
活
」
を
強
調
す
る
こ

と
で
、
死
者
と
生
者
と
の
「
実
存
協
同
」
の
思
想
へ
と
変
化
し
、
さ
ら
に

は
、
死
者
を
哲
学
的
に
思
考
す
る
「
死
の
哲
学
」
へ
と
推
移
し
て
い
く
。

二
　
「
死

の
哲

学
」

の
意
味

―
―
「
メ
メ
ン
ト
　
モ
リ
」
に
お
け
る
死
者
の
問
題

田
辺

が
生
涯
を
通
じ
て
実
践
の
哲
学
を
貫
き
通
し
た
こ
と
は
周
知
の
通

り
で
あ
る
が
、
「
死

の
哲
学
」
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
哲
学
を
「
自

覚
の
学
」
あ
る
い
は
「
活
き
た
信
念
」
と
し
て
捉

え
て
い
た
田
辺
は
、
生

を
自
覚
す
る
こ
と
こ
そ
が
哲
学
の
独
特
な
課
題
で
あ
る
と
し
、
そ
の
生
を

裏
付
け
て
い
る
の
が
死
で
あ
る
と
い
う
。
そ
の
田
辺
の
晩
年
の
思
想
「
死

の
哲
学
」
の
論
文

の
一
つ
が
、
「
メ
メ
ン
ト
　

モ
リ
」
で
あ
る
。
こ
れ
は

田
辺
が
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
古
稀
記
念
論
文
集
へ
寄
稿
し
た
「
生
の
生
存
学
か

死
の
弁
証
法
か
」
（
一
九
五
八
）
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
晝
か
れ
た
も
の
で
、

そ
の
エ
ッ
セ
ン
ス
を
絞

っ
た
論
文
で
あ
る
。
田
辺
は
「
メ
メ
ン
ト
　
モ
リ
」

の
冒
頭
で
、
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。



西
洋
に
は
古
く
か
ら
メ
メ
ン
ト
　
モ
リ
Ｍ
ｅ
ｍ
ｅ
ｎ
ｔ
ｏ
　
m
o
ｒ
i
（
死
を

忘

れ

る
な
）

と

い
う
ラ
テ

ン
語

の
句

が
あ

る
。

ふ
つ
う

に
は
、

例
え

ば
髑

髏

（

さ
れ
こ

う

べ
）

の
如

き

、
人

に
死

を
憶

起

さ
せ

る
も
の

を

指

し
て

か

く
呼

ぶ
の
で

あ
る

が
、

し
か

し

そ
の
深

き
意

味
は

、
旧
約

聖
書
詩
篇
第
九
〇
第
一
二
節
に
、
「
わ
れ
ら
に
お
の
が
日
を
か
ぞ
え

る
こ
と

を
教

え

て
、
智
慧

の
心

を

得

さ
し

た
ま

え
」
と

あ

る
の
に

由

来

す

る

も
の

と
思

わ
れ

る
。
（

中
略

）

そ

の
要

旨

が
メ

メ

ン
ト
　

モ

リ

と

い
う

短

い
死

の
戒

告
に

結
晶

せ

ら
れ

た
の

で
あ

ろ
う
。

田

辺

は
、
「
メ

メ

ン
ト
　

モ

リ
」

と

い
う
死

の

戒
告

を

詩
篇

第

九
〇

第

二

一
節

の
要

旨

と
し

て
位
置

づ
け

な

が
ら
、

現

代
で

は
こ

の
戒
告

が
詩

篇

の
内

容

よ

り

も

一
層

深

い
新

た

な
意

味

を

も

つ
と

述

べ
、
「
死

の
哲

学

」

が
将

来

の
課

題

で
あ

る

と
捉

え

て

い
る
。

田

辺

に

よ
れ

ば
、
「
明
日

一

日

の
生
存

さ

え
も

期
し

が
た

い
」

ほ
ど

の

「
死

の
時
代

」
に

お

い
て
、
人

間

は

「
メ

メ

ン
ト
　

モ

リ
」
（
死

を
忘

れ

る
な
）

と

い
う
死

の

戒
告

を
受

け

入

れ
る

ど
こ

ろ
か
、

逆
に

。

ど
う
に

か

し
て

こ
の
戒

告

を
忘

れ
、
死

の
脅

威

か

ら
逃

避

し

よ

う

と
娯

楽

に

走

っ
て

い
る
。

そ

れ
ゆ

え
、
（

当

時

の

）

現
代
人

に
と

っ
て
、
「
メ

メ

ン
ト
　

モ
リ
」

の

戒
告

は
、
全

く
反

対

の

「
死

を
忘

れ

よ
」

と

い
う
モ

ッ
ト

ー
に

な
っ

て
し

ま

っ
た
。

田
辺

は

「
死

の
時

代
」

の
最

大
誘

因

を
科
学

技
術

の
奨

励
発

達

に
見

て

い
た
。

言

い
換
え

れ

ば
、
「
生

の
哲

学
」

は
自

己
矛

盾

の
窮
地

に
陥

り

、
「
死

の
時

代
」

が
到

来

し

た
結
果

、

ニ

ヒ
リ

ズ
ム

が
蔓

延

し
、

生
を

逃
避

す

る
た

め
の
自

殺

の
流

行

が
引

き
起

こ

さ
れ
て

い

る
。

こ

れ
は

、
先

の
戒

告

に
反

し
た
結

果

で
あ

り
、

今

こ
そ

改
め

て
こ

の
戒
告

に
従

い
、
実

行

す

る
必
要

が
あ

る
と
田

辺

は
主
張

す
る
。

そ
こ
で
田
辺
が
有
力
な
手
引

き
と
し
て
推
奨
す
る
の
が
、
禅
の
公
案
『
碧

巌
録
』
第
五
五
則
と
し
て
伝
え
ら
れ
て
い
る
、
道
吾
一
家
弔
慰
と
い
う
則

で
あ
る
。
田
辺
は
こ
の
公
案
を
用

い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
と
死
は
相
互

に
関
連
す
る
も
の
と
し
て
人
間
の
自
覚
の
う
ち
に
属
す
る
こ
と
で
、
生
と

死
の
真
義
を
捉
え

る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
強
調
す
る
。
そ
し
て
そ
の
理

を
悟
ら
し
め
た
先
師
の
慈
悲
に
感
謝
し
、
「
そ
の
死
に
拘
ら
ず
今
も
な
お

生
き
て
自
己
の
内
に
は
た
ら
く
こ
と
を
自
覚
す
れ
ば
、
死
に
し
て
生
と
い

う
死
復
活
の
真
実

が
実
証
せ
ら
れ
る
」
と
田
辺
は
論
ず
る
。
こ
れ
こ
そ
田

辺
独
特
の
思
想
、
「
死
復
活
」
で
あ
り
、
死
し
て
生
き
る
「
実
存
協
同

」

と
い
う
思
想
で
あ
る
。

田
辺
に

と
っ
て
『
碧
眼
録
』
第
五
五
則

が
重
要

な
の
は
、
「
死

復
活
」

が
ま
さ
に
師
の
死

と
い
う
現
実
の
中

か
ら
、
師
の
教
え
を
弟
子
が
体
得
す

る
様

が
語
ら
れ
て
い
る
か
ら
だ
。
つ
ま
り
、
実
際
に
弟
子
が
師
の
死
に
直

面
す
る
と
い
う
実
践
の
契
機

が
含
ま
れ
て
い
る
。
田
辺
は
、
科
学
の
よ
う

な
一
般
的
理
論
と
は
異
な
り
、
「
実
践
」
と
し
て
の
「
死
の
哲
学
」
を
考

え
て
い
た
。
そ
れ
は
褝
の
公
案
の
よ
う
に
、
師
が
「
絶
対
に
具
体
的
個
別

的
な
る
自
覚
の
真
実
」
を
弟
子
に
伝
え
る
と

い
う
実
践
を
含
ん
で

い
る
。

「
生
け

る
個
人
的
人
格
の
交
通
な
く
し
て
、
絶
対
的
真
実
は
学
ぶ
こ
と
も

悟

る
こ
と
も
で
き
な
い
」
と
表
現

す
る
よ
う
に
、
「
死
の
哲
学
」
そ
の
も

の
は
、
実
践
的
な
行
と
し
て
の
師
か
ら
弟
子
が
学
び
、
そ
の
行
の
中
で
弟

子

が
自

ら
悟
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
伝
授

さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ

の
意

味

で
、
人
間
関
係

が
希
薄
化
す
る
現
代
に

お
い
て
、
田
辺
の
提
言

は
ま

｢不 可能 なもの｣と｢死の哲学｣53



さ
に
、
切
実
な
も
の
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
と
い
え
る
だ
ろ

う
。以
上
の
こ
と
か
ら
強
調
し
て
お
く
べ
き
こ
と
は
、
田
辺
は
た
ん
に
禅
の

世
界
だ
け
で
は
西
田
幾
多
郎
と
同

じ
帰
結
に
し
か
至

ら
な
い
こ
と
を
予
期

し
て
い
た
の
で
は
な

い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
田
辺
は
、
西
田
に
よ
っ

て
代
表
さ
れ
る
禅
の
思
想

が
下
手
を
す
れ
ば
、
自
己
救
済
に
し
か
至
ら
な

い
こ
と
を
理
解
し
て

い
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
禅
の
思
想
に
「
菩
薩
道
」
を

導
入
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
菩
薩
（

＝
師
）
を
媒
介
作
用
と
し
て
活
用
す
る

道
を
閧

い
た
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
、
私
た
ち
は
死
を
確
か
に
体
験
す

る
こ
と
は
で
き
な

い
が
、
死
者
が
媒
介
と
な
っ
て
、
〈
私
〉
の
う
ち
に
復

活
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
死
者
と
生
者
が
出
会
う
場
が
開
か
れ
る
こ
と
に

な
る
。
死
そ
の
も
の
を
思
考
し
た
り
体
験
し
た
り
す
る
の
で
は
な
く
、
死

者
を
体
験
す
る
こ
と
こ
そ
が
、
田
辺
の
「
死
の
哲
学
」
の
意
味
で
あ
っ
た

と
い
え
る
だ
ろ
う
。

三
　
「
死

の
哲
学
」
に

お
け
る

「
不
可

能
な

も
の
」

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
生
者
と
死
者
と
の
「
実
存
協
同
」
や
、
死
者

が
生
者
の
う
ち
に
「
死
復
活
」
を
遂
げ
る
と
い
う
田
辺
の
独
特
な
思
考
、

つ
ま
り
「
死

の
哲
学
」
は
か
な
り
特
異
な
思
想
と
い
え
る
。
し
か
し
、
長

谷
も
言
及
す
る
よ
う
に
、
田
辺
の
「
死
の
哲
学
」
の
背
後
に
は
人
間
の
心

情
に
深
く
根
を
下

ろ
し
た
思
想

が
あ
り
、
「
死

の
思
想
」
に
は
深

い
叡
智

が
秘
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
「
生
者
と
生
者
の
交
わ
り
の
な
か
に
死
者
を

入
れ
、
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
る
生
死
交
徹
底
す
る
『
実
存
協
同
』

の

世

界

」

が

、

ま

さ

に

田

辺

の

晩

年

の

「
死

の

哲

学

」

の
中

心

の

主

題

と

な

っ

て

い

る

の

で

あ

る

。

も

ち

ろ

ん

、

田

辺

の

「
死

の

哲

学

」

を

現

代

と

い

う

時

代

の

中

で
再

生

さ

せ

、
「
死

復

活

」

さ

せ

る

こ

と

も

重

要

だ

。

し

か

し

よ

り

重

要

な

の

は

、

田

辺

の
「
死

の

哲

学

」
を

そ

の

ま

ま

の

姿

で
再

生

さ

せ

る

こ

と

で

は

な

く

、

今

を

生

き

る

私

た

ち

の

時

代

に

即

応

し

た

か

た

ち

で

、
彼

の

「
死

の

思

想

」

を

引

き

継

ぐ

こ

と

で

あ

る

。

先

に

見

た

よ

う

に

、

現

代

ほ

ど

「
死

」

の

問

題

が

あ

ら

ゆ

る

意

味

で

議

論

さ

れ

て

い

る
時

代

も

な

い

だ

ろ

う

。

死

を

考

え

る

こ

と

（

死

を

忘

れ

な

い

こ

と

）

は

、

逆

に

い

え

ば

、

常

に

生

を

意

識

す

る

こ

と

で

あ

り

、

ど

の

よ

う

に

私

た

ち

が

生

き

て

い

く

か

を

考

え

て

い

く

こ

と

に

繋

が

る

。

田

辺

が

そ

う

で

あ

っ

た

よ

う

に

、

誰

も

が
否

応

な

く

直

面

す

る

、

愛

す

る

人

の

死

、

そ

し

て

自

己

の

死

。
「
死

」

と

は

経

験

不

可
能
で
あ
る
と
同
時
に
、
事
実
と
し
て
受
け
入
れ
難
い
―
―
飲
み
込
む
こ

と
の
で
き
な
い
―
―
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
田
辺
が
「
死

の
哲

学

」

と

い

い

な

が

ら

も

「
死

者

の

哲

学

」

を

論

じ

て

い

た

の

は

、

妻

の

「
死

」

に

直

面

し

た

彼

自

身

の

処

理

不

可

能

な
１
:
識

現

象

を

哲

学

的

に

描

こ

う

と

し

た

一

つ

の

試

み

と

も

言

え

る

。

そ

れ

は

た

ん

な

る
記

憶

と

も

異

な

る

、

生

者

の

中

に

生

き

る

死

者

と

い

え

る

。

デ

リ

ダ

は

、

死

す

べ

き

も

の

す

な

わ

ち

生

者

の

み

が
死

者

を

葬

る

こ

と

が

で

き

る

の

で

あ

り

、

死

者

を

葬

る

こ

と

は

喪

の

作

業

で

あ

る

こ

と

を

強

調

す

る
。

デ

リ

ダ

に

と

っ

て

喪

の

作

業

と

は

、

死

者

を

完

全

に

内

面

化

で

き

ず

、

私

の

う

ち

に

体

内

化

（
ｉｎ
ｃ
ｏ
ｒ
ｐ
ｏ
ｒ
ａ
ｔ
ｉｏ
ｎ
）

す

る

こ

と

の

で

き

な

い



ま

ま

回

帰

す

る
死

者

（

亡

霊

）

と

の
終

わ

り

の

な

い

対

話

で

あ

る

。

そ

れ

を

引

き

起

こ

す

経

験

不

可

能

な

も

の

と

し

て

の

「
死

」

は

、
「
不

可

能

性

の

可

能

性

の

唯

一

の

生

起

」

で

あ

る

と

デ

リ

ダ

は

い

う

。

す

な

わ

ち

、

死

者

と

し

て

の

他

者

と

の

関

係

は

、

す

で

に

生

き

た

他

者

と

の

関

係

か

ら

始

ま

っ

て

い

る

と

さ

え

い
え

る

。

こ

う

し

た

独

特

の
思

想

を

展

開

し

て

き

た

デ

リ

ダ

か

ら

大

き

な

思

想

的

影

響

を

受

け

、

現

代

を

「

ポ

ス

ト

世

俗

的

」

（
ｐ
ｏ
ｓ
ｔ
-ｓｅ
ｃ
ｕ
ｌａ
ｒ
）

な

時

代

と

捉

え

な

が

ら

新

し

い
宗

教

思

想

の

展

開

を

試

み

て

い

る

の

が
カ

プ

ー
ト

で

あ

る

。

カ

プ

ー

ト

は

デ

リ

ダ

か

ら

引

き

継

い

だ

「
不

可

能

な

も

の

」

と

い
う

概

念

を

手

掛

か

り

に

、
「
宗

教

」

に

関

し

て

独

自

の

思

想

を
展

開

し

て

い

る

。

彼

は

、
近

代

に

よ

っ

て

脱

構

築

さ

れ

、

外

部

化

さ

れ

た

宗

教

を

、
「

宗

教

な

き

宗

教

」

と

呼

び

、

新

た

な

宗

教

思

想

を

生

み

出

そ

う

と

し

て

い

る

。

カ

プ

ー

ト

は

、

デ

リ

ダ

と

同

様

に

、

経

験

の

不

可

能

性

を

不

可

能

性

の

経
験
と
い
い
、
「
不
可
能
な
も
の
の
経
験
」
が
、
脱
構
築
の
狙
っ
て
い
る

こ

と

で

あ

る

と

考

え

る

。

そ

し

て

脱

構

築

は

「

不

可

能

な

も

の

（
ｔ
ｈ
ｅ

ｉ
ｍ
ｐ
ｏ
ｓ
ｓ
ｉ
ｂ
ｌ
ｅ
）
の
絶
え
間
な
き
追
究
」
で
あ
り
、
脱
構
築
は
「
そ
の
可
能

性

が

そ

の

不

可

能

性

に

よ

っ

て

支

え

ら

れ

て

い

る
事

物

の

追

究

で

あ

り

、

そ

の
不

可

能

性

に

よ

っ

て

消

滅

さ

せ

ら

れ

て

し

ま

う

の

で

は

な

く

、

そ

う

し

た

不

可

能

性

に

よ

っ

て

実

際

に

育

ま

れ

養

わ

れ

て

い

る

事

物

の

追

究

」

で

あ

る

と

の

見

解

を

示

す

。

そ

れ

ゆ

え

カ

プ

ー

ト

は

、

脱

構

築

な

ど

行

き

当

た

り

ぱ

っ

た

り

の

知

的

暴

力

の

一

種

で

あ

り

。

既

存

の

も

の

に

対

す

る

た

ん

な

る

破

壊

的

攻

撃

に

す

ぎ

な

い

、

と

い

う

お

粗

末

な

理

解

が

生

じ

る

の

は

、
「
脱

構

築

が
肯

定

し

て

い

る

も

の

を

見

落

と

し

て

い

る

か

ら

」

で

あ
り
、
「
な
に
か
肯
定
的
な
意
味
で
脱
構
築
不
―
可
能
な
（
u
n
-

ｄ
ｅ
ｃ
ｏ
ｎ
ｓ
ｔ
ｒ
ｕ
ｃ
ｔ
ｉ
ｂ
ｌ
ｅ
）
も
の
の
名
に
お
い
て
企
て
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と

に

気

づ

か

な

い

か

ら

」

だ

と

主

張

す

る

。

こ

の

意

味

で

、

デ

リ

ダ

が

あ

る

種

の

実

践

を

も

っ

て

や

り

続

け

て

き

た

こ

と

は

、

ま

さ

に

ｄ
ｅ
ｃ
ｏ
ｎ
ｓ
ｔｒ
ｕ
ｃ
ｔ
ｉｏ
ｎ

と

い

う

語

の

中

に

ｃ
ｏ
ｎ
ｓ
ｔｒ
ｕ
ｃ
ｔ
ｉｏ

ｎ

を

含

む

と

い

う

こ

と

か

ら

も

明

ら

か

な

よ

う

に

、

批

判

的

考

察

を

通

じ

た

否

定

と

肯

定

の

運

動

と

い

え

る

。

デ

リ

ダ

も

田

辺

も

、

一

見

す

る

と

全

く

異

な

る

思

想

を

も

つ

よ

う

に

思

わ

れ

る

が

、

常

に

社

会

に

対

し

て

関

心

を

向

け

、

様

々

な

角

度

か

ら

独

自

の

思

想

を

展

開

し

た

点

で

は

共

通

す

る

も

の

が

あ

り

、

社

会

に

対

す

る

影

響

は

少

な

く

な

い

。

こ

う

し

た

デ

リ

ダ

の

思

想

を

評

価

し

、

と

り

わ

け

「
不

可

能

な

も

の

」

と

い

う

概

念

に

着

目

し

た

カ

プ

ー

ト

に

は

、

今

は

亡

き

デ

リ

ダ

あ

る

い

は

田

辺

に

も

通

ず

る

、

新

た

な

可

能

性

を

見

る

こ

と

が

で

き

る

。

カ

プ

ー

ト

は

、

脱

構

築

が

「
信

仰

に

依

拠

し

て

い

る

」

こ

と

を

主

張

し

な

が

ら

も

、

そ

の

信

仰

と

は

、
「
宗

教

な

き

」

信

仰

で

あ

り

、

諸

々

の

宗

教

的

メ

シ

ア

ニ

ズ

ム

と

い

う

意

味

の

宗

教

か

ら

は

区

別

さ

れ

た

信

仰

、

非

‐
知

と

し

て

の

信

仰

で

あ

る

と

い

う

。

カ

プ

ー

ト

は

、
「

ポ

ス

ト

世

俗

的

」

と

か

「

宗

教

な

き

宗

教

」

と

い

う

名

で

、

宗

教

的

と

世

俗

的

と

の

間

に

あ

る

通

常

の

区

別

を

要

撃

し

よ

う

と

し

て

い

る

の

で

は

な

い

。

む

し

ろ

、『
理

性

と

呼

ば

れ

て

い

る

も

の

の

脱

構

築

的

、

ポ

ス

ト

批

判

〔

哲

学

〕

的

、

ポ

ス

ト

世

俗

化

的

分

析

の

要

点

全

体

、

す

な

わ

ち

新

し

い

啓

蒙

主

義

の

要

点

は

、

理

性

が

ど

れ

ほ

ど

ま

で

に

、

ほ

か

な

ら

ぬ

信

仰

と

い

う

織

物

に

よ

っ

て

お

ら

れ

て

い

る

か

を

示

す

こ

と

」

で

あ

る

と

主

張

す

る

。
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こ

こ
で
重

要

な
の

は
、

カ
プ

ー
ト

の
宗
教

を
中

心

と

し
た
思

想

が
、

デ

リ

ダ

と

は
別

の
意

味

で

か
な

り
特

異

で

あ

る
と

い
う

こ
と

だ
。

そ

れ
は

、

カ

プ

ー
ト

が
一
方

で

、
宗
教

の
定
義

を

「
神

の
愛

」

と
し

、「
実

際
に

『
神
』

（

と

い
う

言
葉

）

に

よ

っ
て
意

味

す

る

も
の

は
、

愛

な

の
で

あ

る
」

と

い

う

こ
と

で
、

宗
教

を

よ
り
一

層
宗
教

化

し
よ

う

と

す
る

の
に
対

し
、

他
方

で

、
「
宗
教

は
、

宗
教

と
と

も
に
あ

る
い
は

そ

れ
な

し
で

み

い
だ
さ

れ
る
」

こ

と
を

彼
自
身

の
テ

ー

ゼ
と

し
て

い
る
こ
と

か

ら
も

わ
か

る
。

さ

ら
に
カ

プ

ー
ト

は
、

信
心

深

い
人

の
反
対

者

つ

ま
り

、
神

を

愛

さ
な

い
大

に
対

し

て

か
な

り
侮
辱

的

な

い
い
方

を
し
て

い
る
も

の

の
、
彼

自
身

の

「
神

の
愛

」

に

つ

い
て
語

る
際

に

は
、
「
私

が
神

を
愛

す
る

と

き
私

は
何

を

愛

す
る

の

か
」

と

い
う
ア

ウ

グ
ス
テ

ィ
ヌ

ス

の

『
告

白
』

の
言

葉

に
自
問

自
答

を
繰

り

返

し
て

い
る
点

も
特
徴

的
で

あ

る
。

こ

こ
で

多
少

唐
突

で

は
あ

る
が
、

話

を
田
辺

に
戻

し
て

み

れ
ば
、

田
辺

が
亡

き
妻

を
想

い
、
実
存

協
同

を
果

た

そ
う

と
し

た

の
は
、
田

辺

が
思

い

も
よ

ら

ぬ
「
他

者

の
到
来

」
に
遭

遇

し
た

か

ら
で

は
な

い
だ

ろ
う

か
。

つ

ま

り

、
最

愛

の
妻

を
亡

く
し
、
こ
れ
ま

で
我

が
道

を
貫

い
て

き
た
田

辺

が
、

妻

の
存
在

の
大

き

さ
を
ま

さ

に
自

覚

し
た

瞬
間

だ

っ
た

の
で

は
な

い
だ

ろ

う

か
。

長

い
間

、
社

会

に

「
実

践

」

と

「
倫

理
」

の
問

題

を
投

げ

か
け

、

生

涯

を

か
け
て

思
想

活
助

を
積

み
重

ね
て

こ

ら
れ
た

の

も
、
妻

ち
よ

の
支

え

な

し

に
は

あ
り
得

な
か

っ
た

か
も

し

れ
な

い
。

田
辺

の
死
者

と

は
、
予
測
不

可

能

な
到

来
者

、

す
な

わ
ち
、

脱
構

築
に

お
け

る

「
他
者

の
到

来
」

と
し
て

の

「
メ

シ
ア

的
な

も

の
」
と
言

い
換

え

る
こ
と

が
で
き

る
だ

ろ
う
。

飲
み

込
む

こ

と
の

で
き

な

い
死

者

と
し
て

の

妻
ち
よ
は
、
田
辺
自
身
が
死

と
い
う
境
界
を
跨
ぐ
ま
で
、
実
存
協
同
し
て

い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

お

わ

り

に

最

後

に

、

田

辺

が

宗

教

思

想

を

自

ら

の

哲

学

に

応

用

す

る

姿

勢

に

対

し

て

向

け

ら

れ

得

る
批

判

に

つ

い

て

再

度

付

言

し

て

お

き

た

い

。

田

辺

は

、

彼

自

身

が

考

え

る
意

味

で

の

「

実

践

」

と

「
倫

理

」

を

基

盤

と

し

、

独

自

の

思

想

あ

る

い

は

、

場

合

に

よ

っ

て

は

彼

自

身

の

信

念

を

軸

に

、

何

か

特

定

の
既

存

の

宗

教

に

賛

同
・
固

執

す

る

こ

と

な

く

思

索

し

応

用

し

て

い

る

。

ま

た

東

洋

思

想

の

立

場

か

ら
西

洋

哲

学

を

批

判

す

る

に

際

し

て

、

あ

る

種

の
誤

解

を

し

て

い

る
可

能

性

も

ぬ

ぐ

い

き

れ

な

い
。

し

か

し

な

が

ら

、

た

ん

な

る
西

洋

思

想

の

輸

入

に

の

み

偏

ら

ず

、

常

に

社

会

情

勢

を

見

極

め

な

が

ら

自

ら

「

実

践

・

遂

行

」

し

、

自

ら

の

立

場

を

反

省

的

に
社

会

へ

提

唱

し

て

い

く

田

辺

の

姿

勢

は

あ

る

種

の

強

み

で

も

あ

る
。

そ

れ

ゆ

え

、

西

田

の

よ

う

に

自

己

の
内

面

の

う

ち

に

深

化

し

て

い

く

こ

と

に

集

中

す

る

こ

と

で

、

行

為

や

実

践

、

倫

理

の

契

機

を

弱

め

て

し

ま

う

こ

と

が

避

け

ら

れ

て

も

い

る

。

カ
プ
ー
ト
は
、
「
脱
構
築
は
、
自
分
自
身
を
す
べ
て
の
支
配
的
な
偶
像

か

ら

自

由

に

保

つ

こ

と

に

よ

っ

て

、

不

可

能

な

も

の

に

対

し

て

、

ま

っ

た

き

他

者

（
ｔｏ
ｕ
ｔ
　ａ
ｕ
ｔｒ
ｅ
）

の

到

来

に

対

し

て

、

そ

れ

ら

を

歓

迎

し

な

が

ら

、

自

分

自

身

を

オ

ー

プ

ン
に

保

つ

民

主

主

義

を

夢

見

て

い

る

」

と

語

っ

て

い

る

が

、

生

者

と

生

者

の

間

の

み

な

ら

ず

、

生

者

と

死

者

と

の

間

に

関

係

を

も

た

せ

る

こ

と

こ

そ

、
「
死

の

哲

学

」

で

あ

り

、
「

来

た

る

べ

き

民

主

主

義

」



と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

人
間
の
命
は
、
唯
一
の
か
け
が
え
の
な
い
も
の
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ

「
個
」
と
し
て
の
代
理
不
可
能
性
、
傷

つ
き
や
す
さ
が
重
要
視
さ
れ
な
く

て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
日
々
様
々
な
要
因
が
暴
力
を

発
動
し
、
多
く
の
死
者
を
生
み
続
け
て
い
る
。
そ
の
一
方
、
今
日
で
は
最

先

端
の
科
学
技
術
を
駆
使
し
て
延
命
治
療
や
救
命
処
置
が
と
ら
れ
る
な

ど
、
人
間
の
命
を
で
き
る
限
り
長

く
保
た
せ
る
た
め
の
努
力

が
懸
命
に
行

わ
れ
て

い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
皮
肉
に
も
、
介
護
問
題
は
も
と
よ
り
、

高
齢
者
の
自
殺
、
孤
独
死
問
題
な
ど
長
く
生
き
る
こ
と
に
よ
っ
て
抱
え
る

老
後
の
問
題
な
ど
も
切
実
な
事
実

と
し
て
露
呈
し
て
い
る
。
言
い
換
え
れ

ば
、
こ
れ
ま
で
人
間

の
〈
死
〉
は
恐
怖

と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
が
、
今

や
、
生

の
在
り
方
の
変
化
に
よ
り
、
〈
死
〉
と
共
に
〈
生
〉
ま
で
も
が
恐

怖

や
不
安
の
対
象
と
な
り
つ
つ
あ
る
と
す
ら
い
え
る
。
人
間
の
命

が
有
限

で
あ
る
限
り
、
私
た
ち
は
常
に
暴
力
や
生
死
の
問
題
に
晒
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。

新
し
い
世
代
を
築
き
あ
げ
る
私
た
ち
は
、
田
辺
の
「
死
の
哲
学
」
を
継

承
す
る
こ
と
は
も
と
よ
り
、
「
今
」
と
い
う
有
限
性
の
中
で
何
が
で
き

る

の
か
、
何
が
必
要
な
の
か
と
い
う
こ
と
を
模
索
す
る
こ
と
に
よ
り
、
田
辺

が
最
後
ま
で
追
求
し
続
け
た
「
実
践
」
と
「
倫
理
」
の
問
題
、
と
り
わ
け

「
死
の
哲
学
」
を
引
き
継
い
で

い
か
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。

田
辺
の
思
想
を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
る
の
で
は
な
く
、
二
一
世
紀
を
生
き

る
私
た
ち
に
と
っ
て
、
彼
が
残
し
た
哲
学
的
な
営
み
に
は
ど
の
よ
う
な
重

要
性

が
あ
り
、
具
体
的
に
は
何

が
応
用
可
能
な
の
か
を
検
討
し
自
覚
す
る

こ
と

が
重
要

で
あ

る
と

考
え

る
。

（
１
）
　
戦
後

す
ぐ
に

「
一
億
総

懺
悔

」
と
い
う
言
葉

が
流
行
り

、
そ
れ
と

の
関
係
で

田
辺

の
「
懺

悔
道
」

が
誤

解

さ
れ
た
が
、

少
な
く
と
も
田

辺
は
日
本

が
敗
戦
す

る
前

か
ら
す
で

に
「
懺

悔
」
と

い
う
言

葉
を
用

い
て

い
た
。
戦
後
す

ぐ
に
刊
行

さ
れ
た
『
懺
悔
道
と
し
て
の
哲
学
』
で
も
、
Ｍ
ｅ
ｔ
ａ
ｎ
ｏ
ｅ
ｔ
ｉ
ｋ
と
い
う
語
の
田
辺
の

解
釈
は
、
戦
前
期

と
一
貰
し
て

い
る
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。

（
２
）
　
藤
田
正
勝
編
『
田
辺
元
選
1
1
　
懺
悔
逆
と
し
て
の
哲
学
』
岩
波
文
庫
、

二
〇
一
〇
年
、
一
一
―
一
三
頁
。

（
３
）
　
氷
見
潔
『
田
辺
哲
学
研
究
―
宗
教
哲
学
の
観
点
か
ら
』
北
樹
出
版
、

一
九
九
〇
年
、

一
四
六
頁

。

（
４
）
　
「
メ
メ
ン
ト
モ
リ
」
『
田
邊
元
全
集
一
二
』
筑
摩
書
房
、
一
九
六
四
年
、

一
七
一
頁
。

（
５

）
　
同
書
、

一
六
五

買
。

（
６

）
　
同
書
、

一
六
五
頁

。

（
７
）
　
唐
代
に
起
こ
っ
た
と
さ
れ
る
こ
の
話
を
要
約
す
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

ま
ず
、
道
吾
と
い
う
禅
僧
が
弟
子
の
漸
源
を
連
れ
て
喪
家
を
弔
問
す
る
。
そ
の
際
、

漸
源

は
棺
を

叩
き
、
師

に
「
生

か
死
か
」

と
間

う
。
し
か

し
道
吾

は

「
生

と
も

い
わ
じ
死

と
も

い
わ
じ
」
の
一
点
張
り
で
、
漸
源

が
打
ち
の
め
す
と
詰
め
寄

る
も
、

そ
れ
以
上
答

え
よ
う
と

し
な
か

っ
た
。
漸
源

は
二
律
背
反

に
悩

ま
さ
れ

る
こ
と

と
な
り
、
道
吾

を
打

つ
。

そ
の
後
、
道
吾

は
他
界
し
、
漸
源

は
石

霜
と

い
う
和

尚

に
同
じ

よ
う
に
問
う

。
し
か

し
石
霜

も
ま
た
、
同

様

の
答
え
し
か
返

さ
な
か

っ
た
。
そ
こ
で
漸
源

は
よ
う
や
く
、
「
生
死
一
如
」
で
あ
り
、
そ

れ
を
分
か
っ
こ

と
な
ど
で

き
な

い
と
い
う
こ
と
を
悟

る
。
こ
う
し
て
漸
源

は
、
先
師
道
吾

が
答

え
を
知

ら
せ
な

か
っ
た
の
は
、
自
ら
生

と
死

の
不
可

分
離

を
自
覚

さ
せ

る
た
め

の
慈
悲

で
あ

っ
た

こ
と
を
知

り
、
亡

き
師
の
教
え

に
感
謝

す
る
（
「
メ

メ
ン
ト

モ
リ
」
お
よ

び
、
末
木
文

美
士

編

「
第
五
五

則
　

道
吾

の
弔
問
」
『
碧
巌

録
』
研

究
会

『
現
代

語

訳
　

碧

巖
録
　

中
』

岩
波

書
店
、

二
〇
〇

二

年
、
二

八
五
－

二
九
九
頁
参
照

。
）

（
８
）
　
「
メ
メ

ン
ト

モ
リ
」
　一
六
九
頁

。
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（

９

）
　

同

書

、

一

七

〇

頁

。

（

1 0
）
　
長
谷
正
常
「
死
者
の
哲
学
と
突
存
協
同
の
思
想
」
田
辺
元
『
懺
悔
道
と
し
て

の
哲
学
・
死
の
哲
学
』
所
収
、
燈
影
舎
、
二
Ｏ
ｏ
Ｏ
年
。
参
照
。

（

1 1
）
　
デ
リ
ダ
、
増
田
一
夫
訳
『
マ
ル
ク
ス
の
亡
霊
た
ち
』
藤
原
書
店
、
二
〇
〇
七
年
、

参

照

。

（

1 2
）
　
デ
リ
ダ
、
港
道
隆
訳
『
ア
ポ
リ
ア
』
人
文
轡
院
、
二
〇
〇
〇
年
、
一
四
二
頁
。

（

1 3
）
　
Ｊ
ｏ
ｈ
ｎ
　
Ｃ
ａ
ｐ
ｕ
ｔ
ｏ
,
　
ｅ
ｄ
.
,
　
Ｄ
ｅ
ｃ
ｏ
ｎ
ｓ
ｔ
ｒ
ｕ
ｃ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
　
ｉ
ｎ
　
ａ
　
ｎ
ｕ
ｔ
ｓ
ｈ
ｅ
ｌ
ｌ
：
　
Ａ
　
ｃ
ｏ
ｎ
ｖ
ｅ
ｒ
ｓ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
　
ｗ
ｉ
ｔ
ｈ

Ｊ
ａ
ｃ
ｑ
ｕ
ｅ
ｓ
　
Ｄ
ｅ
ｒ
ｒ
ｉ
ｄ
ａ
,
　
Ｆ
ｏ
ｒ
ｄ
ｈ
ａ
ｍ
　
Ｕ
ｎ
ｉ
ｖ
ｅ
ｒ
ｓ
ｉ
ｔ
ｙ
　
Ｐ
ｒ
ｅ
ｓ
ｓ
,
　
１
９
９
７
,
　
ｐ
.
 
１
２
７

．

（

デ
リ
ダ
／
カ

プ
ー
ト
編
、
高
橋
透
他
訳
『
デ
リ
ダ
と
の
対
話
』
法
政
大
学
出
版
局
、

二

〇

〇

四

年

、

四

七

頁

。
）

（

1 4
）
　
Ｉ
ｂ
ｉ
d
.
,
　
ｐ
.
 
１
２
８

．

（

デ

リ

ダ

／

カ

プ

ー

ト

編

、

回

書

、

一

九

四

頁

。

）

（
1
5
）
　
I
v
i
d
.
,
　
ｐ
．

１
６
４

．

デ
リ
ダ
／
カ
プ
ー
ト
編
、
同
書
、
二
五
三
頁
。
）

（

16
）
　
Ｊ
ｏ
ｈ
ｎ
　
Ｃ
ａ
ｐ
ｕ
ｔ
ｏ
,
　
Ｏ
ｎ
　
Ｒ
ｅ
ｌ
ｉ
ｇ
ｉ
ｏ
ｎ

，

Ｒ
ｏ
ｕ
ｔ
ｌ
ｅ
ｄ
ｇ
ｅ

，

２
０
０
１

，
　
ｐ
．
 

１
２
５

．

〔
強
調
・
カ
プ
ー
ト

〕
（

1 7
）
　
Ｉ
ｂ
ｉ
ｄ
.
,
　
ｐ

．
３

．

（

1 8

）
　

こ

れ

は

デ

リ

ダ

が

生

涯

問

い

続

け

た

問

題

で

あ

り

、

カ

プ

ー

ト

は

そ

れ

を

引

き

継

い

だ

と

い

え

る

。

（

1 9
）
　
Ｃ
ａ
ｐ
ｕ
ｔ
ｏ
,
　
Ｄ
ｅ
ｒ
ｒ
ｉ
ｄ
ａ
,
　
ｏ
ｐ
.
ｃ
ｉ
ｔ

．
，
　
ｐ
． １

７
４

．

（
デ
リ
ダ
／
カ
プ
ー
ト
編
、
前
掲
書
、

二

六

八

頁

。

）

（

た

じ

ま

・

じ

ゅ

り

な

、

国

際

文

化

学

、

法

政

大

学

大

学

院

）
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