
一
　
問
題
の
所
在

生
活
の
幅
よ
り
狭
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
政
治
が
生
活
を
支
配
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
錯

覚
に
我
々
が
と
ら
わ
れ
る
の
は
、
政
治
が「
黒
い
死
を
も
た
ら
す
権
力
」を
も
っ
て
い
る
か
ら

に
ほ
か
な
ら
な
い
、
と
か
つ
て
埴
谷
雄
高
は
指
摘
し
た（
埴
谷
、
九
頁
）。
こ
こ
で
埴
谷
の
言

う
政
治
は
、
我
々
の
日
々
の
さ
さ
や
か
な
生
活
実
感
と
は
い
さ
さ
か
距
離
の
あ
る
政
治
権
力

と
い
う
次
元
に
属
す
る
政
治
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
日
々
の
さ
さ
や
か
な
暮
ら
し
、
こ
の

地
上
で
我
々
が
住
ま
う
在
り
よ
う
が
、「
黒
い
死
」を
も
た
ら
す
よ
う
な
権
力
の
在
り
よ
う
と
、

な
ぜ
、
あ
る
い
は
、
ど
の
よ
う
に
関
係
す
る
の
か
。
そ
の
機
制
を
こ
の
小
論
で
は
、
ナ
チ
ズ

ム
と
コ
ミ
ッ
ト
し
た
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
存
在
論
に
即
し
て
考
察
し
て
み
た
い
。
と
い
う
の
も
、

彼
は
そ
の
独
自
の
存
在
論
に
お
い
て
、
人
の
こ
の
地
上
で
の
住
ま
い
の
有
り
様
を
思
索
し
た

わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
思
索
は
ま
た
独
自
の〈
政
治
〉観
を
内
包
し
て
い
る
と
考
え
る
か
ら
で

あ
る
。

二
　
故
郷
喪
失
性
│
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
、
マ
ル
ク
ス
そ
し
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
│

一
九
四
五
年
六
月
二
七
日
の
講
演「
貧
し
さ
」に
お
い
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ

ン
の「
我
々
に
お
い
て
は
、
す
べ
て
が
精
神
的
な
も
の
に
集
中
す
る
。
我
々
は
豊
か
に
な
ら

ん
が
た
め
に
貧
し
く
な
っ
た
」と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
彼
独
特
の
思
索
を
展
開
す
る
。
彼
に
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よ
れ
ば
、
こ
こ
で
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
言
う「
我
々
」と
は
、
ド
イ
ツ
人
で
も
な
け
れ
ば
、
ヘ
ル

ダ
ー
リ
ン
が
生
涯
を
送
っ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
の
同
時
代
を
生
き
た
人
々
を
指
す
の
で
も
な

い
。
そ
う
で
は
な
く
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
自
身
を
も
含
む「
自
己
」に
ほ
か
な
ら
な
い
と
言
う
。

つ
ま
り
、「
西
洋
の
歴
史
に
お
い
て
隠
さ
れ
た
も
の
の
う
ち
で
生
起
す
る
も
の
を
、
あ
る
い

は
歴
史
学
的
に
確
定
し
う
る
出
来
事
に
お
い
て
は
け
っ
し
て
読
み
取
り
え
な
い
も
の
を
、
予

感
し
つ
つ
沈
思
す
る
詩
人
」（『
貧
し
さ
』、
九
頁
）だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
自
己

に
由
来
す
る
言
説
は
、「
諸
民
族
の
固
有
の
本
質
」か
ら
流
れ
出
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
言
説

へ
の
省
察
は
、「
諸
民
族
が
手
を
た
ず
さ
え
交
互
に
対
話
す
る
」（
二
五
頁
）な
か
で
、
遂
行
す

べ
き
だ
と
説
か
れ
る
。

こ
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
言
説
を「
恐
る
べ
き
修
辞
戦
略
」と
捉
え
る
ラ
ク
ー
＝
ラ
バ
ル
ト
は
、

こ
こ
で
の『
我
々
』と
は
、「
み
ず
か
ら
が
本
質
的
に
ド
イ
ツ
人
で
あ
る
こ
と
を
知
り
、
か
つ

ド
イ
ツ
人
で
あ
る
こ
と
を
欲
す
る
者
と
し
て
、『
我
々
』と
言
表
す
る
者
が
、
そ
の
う
ち
に
連

帯
的
に
参
入
す
る
と
こ
ろ
の『
我
々
』」に
他
な
ら
な
い
と
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
強
引
な
解
釈
に

対
し
て
批
判
的
な
考
察
を
行
っ
て
い
る（
四
〇
頁
）。
な
ぜ
、
ラ
ク
ー
＝
ラ
バ
ル
ト
は
、
ヘ
ル

ダ
ー
リ
ン
の
言
う「
我
々
」に
つ
い
て
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
解
釈
＝
改
釈
を「
恐
る
べ
き
修
辞
戦

略
」と
見
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
理
由
は
、
お
そ
ら
く
、
ラ
ク
ー
＝
ラ
バ
ル
ト
が
、
ハ
イ
デ

ガ
ー
は
フ
ラ
イ
ブ
ル
グ
大
学
の
学
長
を
辞
任
す
る
と
い
う「
政
治
的
な
転
進
」が
あ
っ
た
に
も

愛
媛
大
学
教
育
学
部
紀
要
　
第
五
十
四
巻
　
第
一
号
　
二
〇
二(

十
三)

〜
一
九
三(

二
十
二)

二
〇
〇
七

ハ
イ
デ
ガ
ー
存
在
論
に
お
け
る
〈
政
治
〉
の
位
相

―
―
　
ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
と
の
対
質
を
通
し
て
　
―
―

（
倫
理
学
・
哲
学
教
室
）
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か
か
わ
ら
ず
、
一
九
三
三
年
の「
ド
イ
ツ
大
学
の
自
己
主
張
」に
顕
著
に
見
ら
れ
る
ド
イ
ツ
中

心
主
義
的
な
傾
向
は「
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
言
説
全
体
を
支
配
し
つ
づ
け
た
」（
同
上
）と
考
え
る
か

ら
で
あ
ろ
う
。
ラ
ク
ー
＝
ラ
バ
ル
ト
に
よ
れ
ば
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
一
九
三
四
年
に
ヘ
ル
ダ

ー
リ
ン
を「
予
言
者
」と
し
て
選
び
、
こ
の
予
言
者
＝
詩
人
に
よ
っ
て
告
知
さ
れ
た
真
理
を
伝

え
て
い
く
と
い
う
責
務
、
つ
ま
り「
原-

政
治
的
な
使
命
」を
負
っ
た
思
索
者
と
自
分
を
認
識

す
る
よ
う
に
な
る（
八
二
頁
）。
ラ
ク
ー
＝
ラ
バ
ル
ト
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
対
し
て
、
一
定
の

「
政
治
的
留
保
」（
一
六
七
頁
）を
と
り
、「
あ
る
種
の
距
離
化
」（
一
六
八
頁
）を
は
か
る
の
だ
が
、

そ
の
理
由
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
ナ
チ
ズ
ム
に
近
か
っ
た
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
ハ
イ
デ
ガ
ー

の
思
想
が「
保
守
革
命
的
」性
格
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
帰
着
す
る（
一
六
七
頁
）。
た

だ
し
、
ラ
ク
ー
＝
ラ
バ
ル
ト
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
を「
極
右
の
人
間
」と
し
な
が
ら
も
、
ハ
イ
デ

ガ
ー
を
ナ
チ
そ
の
も
の
と
見
る
よ
う
な
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
動
向
と
は
一
線
を
画
し
て
い

る
。
三
三
年
当
時
に
お
い
て
、『
存
在
と
時
間
』の
時
期
同
様
に
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
ニ
ー
チ
ェ

主
義
者
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
ナ
チ
の
踏
み
外
し
が
ニ
ー
チ
ェ
主
義
に
責
任
が
あ
る
と
考
え

る
よ
う
に
な
り
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
を
媒
介
に
し
て
、
ナ
チ
の
体
制
が
と
っ
た
行
動
と
は
断
絶

す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
彼
は
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
ラ
ク
ー
＝
ラ
バ
ル
ト
に
よ
れ
ば
、
ハ
イ

デ
ガ
ー
の「
真
の
政
治
は
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
な
か
に
求
め
る
べ
き
だ
」と
い
う
こ
と
に
な
る

（
一
七
〇
頁
）。
で
は
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
に
媒
介
さ
れ
た
ハ
イ
デ
ガ
ー
の〈
政
治
〉と
は
い
か
な

る
も
の
か
。
そ
の
事
を
明
ら
か
に
し
よ
う
。

さ
て
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
言
う「
精
神
」、「
豊
か
さ
」、「
貧
し
さ
」と
は
一
体
い
か
な
る
事

態
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、
近
代
に
お
い
て
、
精
神
は
、
自
己

意
識
、
知
性
、
理
性
、
悟
性
と
見
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
精
神
の
捉
え
方
に
対
し
て
、

ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
は
全
く
別
の
考
え
を
示
し
て
い
る（
一
三
頁
）。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
ヘ
ル
ダ
ー

リ
ン
の
次
の
言
葉
に
注
目
す
る
。

人
間
は
、
自
分
自
身
か
ら
だ
け
で
は
、
ま
た
自
分
を
取
り
巻
く
諸
対
象
だ
け
か
ら
で
は
、

機
械
的
な
進
行
以
上
の
も
の
が
、
す
な
わ
ち
精
神
が
、
ひ
と
り
の
神
が
、
世
界
に
存
在
す

る
と
い
う
こ
と
を
経
験
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
お
そ
ら
く﹇
そ
れ
を
経
験
す
る
こ
と
が

で
き
る
の
は
﹈、
人
間
が
み
ず
か
ら
を
取
り
巻
く
も
の
と
と
も
に
そ
の
な
か
に
あ
る
、
よ

り
生
き
生
き
し
た
、
必
要
に
縛
ら
れ
た
状
態
を
超
え
た
関
係u

‥ber
die
N
othdurft

erhabene
B
eziehung

に
お
い
て
で
あ
る
。

人
間
は
、
必
要
に
よ
っ
て
我
々
の
う
ち
に
呼
び
覚
ま
さ
れ
た
欲
求
を
満
た
そ
う
と
し
て
、

自
分
を
取
り
巻
く
諸
対
象
と
関
係
を
結
ぶ
だ
け
で
な
く
、こ
の
よ
う
な
主
客
関
係
を
超
え
た
、

崇
高
なerhaben

関
係
、
す
な
わ
ち
精
神
的
な
も
の
を
も
経
験
す
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

で
は
、
す
べ
て
の
対
象
と
人
間
と
の
上
に
聳
え
立
ち
な
が
ら
、
こ
れ
ら
す
べ
て
の
存
在
者
を

担
っ
て
い
る
と
は
い
か
な
る
こ
と
な
の
か
。
そ
も
そ
も
、
超
越
的
な
も
の
と
、
人
間
と
い
う

存
在
者
と
は
、
ど
う
関
係
す
る
の
か
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
は
何
も
語
っ
て

い
な
い
。
そ
れ
故
に
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
こ
と
さ
ら
な
思
索
と「
創
作hinzudichten

」が
必

要
だ
と
し
て
独
自
の
存
在
論
を
展
開
す
る
。
少
々
長
く
な
る
が
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
存
在
論
が
、

い
か
な
る
文
脈
に
お
い
て
何
を
め
ざ
し
て
展
開
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
を
知
る
た
め
に
、
そ

の
言
に
耳
を
傾
け
て
お
き
た
い
。

我
々
は
、
我
々
を
日
常
的
に
取
り
巻
い
て
い
る
も
の
、
つ
ま
り
個
々
の
対
象（
客
体
）を
、

存
在
者
、
あ
る
い
は
存
在
す
る
と
こ
ろ
の
も
のdas

ist

と
も
名
づ
け
て
い
る
。
し
か
し
存

在
者
に
お
け
る
こ
の「
存
在
す
るist

」は
、
そ
れ
自
体
、
今
度
は
存
在
す
る
何
も
の
か

etw
as
Seiendes

で
は
な
く
、
あ
る
ゆ
る
存
在
者
を
ま
ず
も
っ
て
存
在
者Seyendes

と
し

て
存
在
さ
せ
て
い
る
と
こ
ろ
の
も
の
、
そ
し
て
そ
の
よ
う
に
し
て
あ
ら
ゆ
る
存
在
者
を
包

み
込
み
、
取
り
囲
む
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
我
々
は
そ
れ
を
原
存
在Seyn

と
名
づ
け

る
。
人
間
が
そ
の
う
ち
に
あ
る
崇
高
な
関
係
と
は
、
原
存
在
と
人
間
と
の
関
係
で
あ
り
、

し
か
も
原
存
在
自
体
が
こ
の
関
係
で
あ
る
と
い
う
か
た
ち
で
、
そ
の
関
係
は
原
存
在
と
人

寿
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間
と
の
関
係
な
の
で
あ
る
。
こ
の
関
係
は
人
間
の
本
質
を
、
関
係
の
中
に
あ
り
、
そ
の
う

ち
に
あ
り
つ
つ
関
係
を
密
か
に
保
管
し
、
関
係
を
住
ま
い
と
す
る
よ
う
な
本
質
と
し
て
、

み
ず
か
ら
の
意
の
ま
ま
に
す
る
。
原
存
在
と
人
間
本
質M

enschenw
esen

と
の
こ
の
関

係
の
開
か
れ
の
う
ち
で
、
我
々
は「
精
神
」を
経
験
す
る
│
精
神
と
は
、
原
存
在
か
ら
発
し

て
、
お
そ
ら
く
は
原
存
在
の
た
め
に
、
支
配
力
を
お
よ
ぼ
す
も
の
で
あ
る
。（
一
五
〜
一

六
頁
）。

で
は
、「
我
々
に
お
い
て
は
、
す
べ
て
が
精
神
的
な
も
の
に
集
中
す
る
」と
は
、
ど
う
い
う

こ
と
な
の
か
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
言
う「
集
中
」と
は
、
歴
史
学
的

事
実
を
確
認
す
る
言
葉
で
は
な
く
、
原
存
在
の
生
起
に
由
来
す
る
原
存
在
と
人
間
の
本
質
と

の
関
係
が
結
集
し
中
心M

itte

を
形
成
す
る
こ
と
で
あ
る（
一
六
頁
、
二
一
頁
）。
こ
の
よ
う

に
、
来
る
べ
き
到
来
へ
と
そ
の
射
程
を
延
ば
す
生
起
へ
の
予
感
を
持
ち
う
る
の
は
、
詩
作
し
、

思
索
す
る
ご
く
僅
か
な
者
に
過
ぎ
な
い
。
真
に
思
索
す
る
こ
と
、
そ
し
て
思
索
に
基
づ
い
て

語
ら
れ
た
こ
と
を
聴
従
す
る
こ
と
、
さ
ら
に
は
聴
従
さ
れ
た
も
の
を
智
へ
と
高
め
る
こ
と
、

そ
れ
は
き
わ
め
て
困
難
な
作
業
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る（
二
四
頁
）。
精
神
的
な
も
の
、

つ
ま
り
、
原
存
在
と
人
間
と
の
関
係
へ
と
結
集
す
る
道
程
に
お
い
て
、「
豊
か
に
な
ら
ん
が

た
め
に
貧
し
く
な
る
」こ
と
が
必
要
だ
と
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
は
説
く
。
こ
こ
に
言
わ
れ
る「
貧

し
さ
」「
豊
か
さ
」と
は
一
体
ど
う
理
解
す
れ
ば
い
い
の
か
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、
貧
し

い
、
豊
か
と
い
う
表
現
は
、
所
有
や
所
持
に
関
す
る
語
彙
で
は
な
い（
一
七
頁
）。
む
し
ろ
、

そ
の
よ
う
な
観
点
に
立
つ
限
り
、
必
要N

ot

や
窮
乏
の
本
質
を
真
に
経
験
し
、
そ
れ
に
耐
え

抜
く
こ
と
が
不
可
能
と
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
も
そ
も
、
必
要
と
窮
乏
の
真
の
危
険
は
、
多
く

の
人
間
の
生
命
が
失
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、「
生
き
延
び
る
者
た
ち
が
、
生
の
糧

と
す
る
も
の
を
食
べ
る
た
め
に
の
み
生
き
て
い
る
」と
い
う
点
に
あ
る
と
言
わ
れ
る
。
な
ぜ

な
ら
、
そ
の
よ
う
な
生
は
、
ほ
と
ん
ど
気
づ
か
れ
る
こ
と
も
な
く「
退
屈
」と
い
う
形
を
と
っ

て
日
常
を
支
配
す
る「
独
自
の
空
虚
さ
」に
よ
っ
て
取
り
囲
ま
れ
て
い
て
、「
こ
う
し
た
空
虚

さ
の
な
か
で
人
間
は
荒
廃
す
る
」（
二
三
頁
）か
ら
で
あ
る
。
で
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
こ
の

よ
う
な
人
間
の
荒
廃
を
回
避
す
る
た
め
に
、
貧
し
さ
、
豊
か
さ
の
本
質
を
い
か
な
る
も
の
と

し
て
学
ぶ
べ
き
だ
と
考
え
て
い
る
の
か
。
彼
に
よ
れ
ば
、
真
に
貧
し
く
あ
るseyn

と
は
、

「
我
々
が
、
不
必
要
な
も
の
を
除
い
て
は
何
も
欠
い
て
い
な
い
と
い
う
仕
方
で
存
在
す
る

seyn

こ
と
」で
あ
り
、「
ま
さ
し
く
不
必
要
な
も
の
に
よ
っ
て
の
み
所
持
さ
れ
て
い
る
と
い
う

こ
と
」で
あ
る（
一
七
頁
）。
ハ
イ
デ
ガ
ー
一
流
の
韜
晦
さ
が
顕
著
な
表
現
で
あ
る
。
こ
の
難

解
な
表
現
を
理
解
す
る
手
が
か
り
を
得
る
た
め
に
、
欠
落
と
人
間
の
関
係
に
関
す
る
ハ
イ
デ

ガ
ー
の
次
の
発
言
は
傾
聴
に
値
す
る
。

我
々
に
欠
け
て
い
る
も
の
、
そ
れ
を
我
々
は
持
っ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
我
々
に
欠
け
て

い
る
も
の
の
方
が
我
々
を
持
っ
て
い
る
の
だ
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
我
々
の
本
質
が
、
我
々

に
欠
け
て
い
る
も
の
に
の
み
依
存
す
る
と
い
う
仕
方
で
、
欠
け
て
い
る
も
の
が
我
々
を
持

ち
う
る
の
だ
。
と
い
う
の
も
、
我
々
の
本
質
は
、
ひ
と
え
に
、
我
々
に
欠
け
て
い
る
も
の

に
所
持
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
理
由
は
と
い
え
ば
、
我
々
の
本
質
が
、
あ
る
と
き

einstig

（
過
去
に
お
い
て
そ
し
て
将
来
に
お
い
て
）、
欠
け
て
い
る
も
の
の
所
有
す
る
と
こ

ろ
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。（
二
〇
頁
）〔
強
調
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
〕

こ
こ
か
ら
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
言
う「
我
々
に
欠
け
て
い
る
も
の
」、「
不
必
要
な
も
の
」と
は
、

「
原
存
在
」に
ほ
か
な
ら
な
い
と
解
釈
し
う
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
彼
に
よ
れ
ば
、「
自
由

に
す
るfreien

」と
は
、「
根
源
的
か
つ
本
来
的
に
は
、
保
護
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
あ
る
も

の
を
そ
の
固
有
の
本
質
の
う
ち
に
休
ら
わ
せ
る
」（
一
八
頁
）こ
と
で
あ
る
。
生
の
維
持
の
必

要
か
ら
差
し
迫
っ
て
く
る
強
制
的
な
も
の
で
な
い
と
い
う
意
味
で「
不
必
要
な
も
の
」で
あ
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
人
間
の
存
在
に
欠
落
し
て
い
る
原
存
在
と
の
関
係
、
つ
ま
り
精
神
的
な

も
の
に
集
中
す
る
と
き
、
人
間
は
本
来
的
な
意
味
で
自
ら
の
欠
落
＝
貧
し
さ
を
自
覚
す
る
。

こ
の
原
存
在
と
い
う
不
必
要
な
も
の
以
外
は
何
も
欠
落
し
て
い
な
い
と
気
づ
く
こ
と
は
、
人

ハ
イ
デ
ガ
ー
存
在
論
に
お
け
る
〈
政
治
〉
の
位
相
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間
を
必
要
に
縛
り
付
け
る
存
在
者
の
強
制
か
ら
解
き
放
た
れ
自
由
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ

り
、
こ
こ
に
、
人
間
存
在
の
豊
か
さ
を
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
見
る
わ
け
で
あ
る
。
一
九
四
六
年
の

『
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
書
簡
』で
は
、「
牧
人
の
も
つ
本
質
的
な
貧
し
さ
」が
語
ら
れ
る
。
人
間
は

「
存
在
者
の
主
人
」で
は
な
く
、「
存
在
の
牧
人
」で
あ
り
、
存
在
か
ら
の「
投
げW

urf

」に
よ

っ
て
、「
存
在
の
近
さ
」の
う
ち
に
住
ま
う「
脱-

存E
k-sistenz

」で
あ
り
、
そ
こ
に
、「
存
在
の

隣
人
」で
あ
る
人
間
の「
尊
厳
」を
見
て
い
た（G

A
9,s.342

）。
こ
の
よ
う
な
認
識
に
立
つ
か
ら

こ
そ
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
次
の
よ
う
に
主
張
す
る
わ
け
で
あ
る
。

ま
さ
し
く
原
存
在
こ
そ
が
、
あ
ら
ゆ
る
存
在
者
を
、
そ
の
つ
ど
い
つ
も
、
存
在
者
が
そ

う
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
のw

as

と
し
て
、
ま
た
そ
の
よ
う
に
あ
る
も
のw
ie

と
し
て
、
存

在
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
す
べ
て
の
も
の
を
そ
の
本
質
の
う
ち
へ
と
休

ら
わ
せ
、
そ
れ
ら
を
い
た
わ
る
と
こ
ろ
の
、
自
由
に
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。（『
貧
し
さ
』、

二
一
頁
）

さ
て
、
豊
か
さ
、
貧
し
さ
、
精
神
を
こ
の
よ
う
に
原
存
在
と
関
連
づ
け
て
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン

発
言
を
読
み
解
い
た
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
そ
の
考
察
を
終
え
る
に
あ
た
っ
て
、
精
神
的
次
元
を

軽
視
し
て
、
豊
か
さ
、
貧
し
さ
を
所
有
の
観
点
か
ら
考
察
す
る
立
場
と
み
な
さ
れ
る
コ
ミ
ュ

ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
発
言
す
る
。「
貧
し
く〈
あ
るseyn

〉こ
と
に
お
い
て
、
コ

ミ
ュ
ニ
ズ
ム
は
回
避
さ
れ
る
の
で
も
、
迂
回
さ
れ
る
の
で
も
な
く
、
そ
の
本
質
へ
と
乗
り
越

え
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
は
じ
め
て
、
我
々
は
、
真
に
コ
ミ

ュ
ニ
ズ
ム
を
耐
え
抜
く
こ
と
が
で
き
る
」（『
貧
し
さ
』、
二
四
頁
）と
。
ラ
ク
ー
＝
ラ
バ
ル
ト

が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
と
っ
て
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
を
読
む
と
い
う
作
業
は
、

そ
こ
に
マ
ル
ク
ス
を
も
読
み
込
む
作
業
と
い
う
性
格
を
持
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う（
一
一
四

頁
、
一
二
〇
頁
）。
確
か
に
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、『
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
書
簡
』に
お
い
て
、
ヘ

ル
ダ
ー
リ
ン
の
世
界
歴
史
的
思
索
は
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
が
依
拠
す
る「
公
開
性

O

‥ffentlichkeit

」と
は
本
質
的
に
異
質
な
も
の
で
あ
り
、
世
界
の
歴
運W

eltgeschick

を
、

存
在
の
歴
史
と
し
て
告
知
す
る
も
の
だ
と
主
張
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
直
後
に
、
ヘ
ル
ダ

ー
リ
ン
と
マ
ル
ク
ス
と
の
関
連
に
つ
い
て
直
接
言
及
し
て
は
い
な
い
が
、
明
ら
か
に「
故
郷

喪
失
性
」に
関
す
る
両
者
の
立
場
を
連
続
的
な
も
の
と
捉
え
て
、
マ
ル
ク
ス
に
つ
い
て
次
の

よ
う
な
発
言
を
行
っ
て
い
る
。

故
郷
喪
失
性
は
世
界
の
運
命W

eltschicksal

と
な
る
。
そ
れ
故
に
、
こ
の
歴
運
を
存

在
の
歴
史
と
し
て
思
索
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
が
、
あ
る
本
質
的
に
し
て

重
要
な
意
味
に
お
い
て
ヘ
ー
ゲ
ル
か
ら
人
間
の
疎
外
と
し
て
認
識
し
た
こ
と
は
、
そ
れ
が

も
つ
諸
々
の
根
源
と
と
も
に
、
近
世
的
人
間
の
故
郷
喪
失
性
の
内
へ
と
遡
源
す
る
。
近
世

的
人
間
の
故
郷
喪
失
性
は
、
確
か
に
形
而
上
学
と
い
う
形
態
に
お
さ
ま
る
存
在
の
歴
運
か

ら
呼
び
起
こ
さ
れ
、
形
而
上
学
と
い
う
形
態
に
よ
っ
て
固
定
さ
れ
る
と
同
時
に
形
而
上
学

と
い
う
形
態
に
よ
っ
て
故
郷
喪
失
性
と
し
て
は
隠
蔽
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
は
、

疎
外
を
経
験
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
歴
史
の
或
る
一
つ
の
本
質
的
次
元
の
内
へ
ま
で
到
達

し
て
い
る
が
故
に
、
マ
ル
ク
ス
主
義
的
歴
史
観
は
、
そ
の
他
の
歴
史
学
を
凌
駕
し
て
い
る

の
で
あ
る
。（G

A9,s.339f.

）

ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、
コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
を
単
な
る「
党
派
」や「
世
界
観
」と
見
る
の
は
、

「
ア
メ
リ
カ
ニ
ズ
ム
」を
軽
蔑
す
べ
き
特
殊
な
生
活
様
式
と
捉
え
る
の
と
同
様
に
、
短
絡
的
で

あ
る
。
一
九
四
九
年
版
の『
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
書
簡
』の
欄
外
註
記
に
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

故
郷
喪
失
性
と
い
う
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
危
機
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
思
索
が
、「
性
起E

reignis
を
依
然
と
し
て
立
て
塞
ぐ
総
駆
り
立
て
体
制G

e-stell

」へ
と
収
斂
し
て
い
る
こ
と
に
根
源
的

に
は
由
来
す
る
の
で
あ
る（s.341

）。
ラ
ク
ー
＝
ラ
バ
ル
ト
に
よ
れ
ば
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の「
真

の
政
治
」は
、
ニ
ー
チ
ェ
で
は
な
く
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
な
か
に
求
め
る
べ
き
だ
と
い
う
こ

と
で
あ
っ
た（
一
七
〇
頁
）。
し
か
し
、
彼
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
行
う
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
と
マ
ル

寿
　
　
　
卓
　
三
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ク
ス
と
を
重
ね
て
読
み
込
む
作
業
に
は
基
本
的
欠
陥
、
つ
ま
り
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
政
治
論
の

基
本
的
欠
陥
が
あ
る
と
指
摘
す
る
。
そ
の
欠
陥
は
、
次
の
二
点
に
集
約
的
に
現
れ
て
い
る
と

彼
は
考
え
て
い
る
。
一
つ
は
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
テ
ク
ス
ト
が
、
彼
の
時
代
に
お
け
る
歴
史

哲
学
の
具
体
的
状
況
と
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
が
無
視
さ
れ
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
ヘ
ル
ダ
ー

リ
ン
を「
純
ハ
イ
デ
ガ
ー
的
な
も
の
」を
展
開
す
る
た
め
の
道
具
と
し
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。「
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
を
神
話
的
に
処
理
し
て
い
る
の
で
あ
り
、

い
く
つ
か
の
思
想
的
格
言
を
彼
自
身
の
言
説
へ
と
翻
訳
し
、
練
り
上
げ
る
こ
と
、
そ
れ
が
彼

の
興
味
を
引
い
て
い
る
」（
一
七
五
頁
）と
、
ラ
ク
ー
＝
ラ
バ
ル
ト
は
捉
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

も
う
一
点
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の「
精
神
た
ち
の
コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
」と
い
う
テ

ク
ス
ト
を
重
ん
じ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る（
一
五
五
頁
）。
そ
こ
で
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
の
基

本
理
念
で
あ
る
、「
私
た
ち
全
員
が
同
じ
資
格
で
聖
職
者
な
の
で
あ
り
、
お
互
い
の
あ
い
だ

に
違
い
な
ど
な
い
」（
一
五
七
頁
）と
い
う
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
や
民
主
主
義
に
連
な
る
考
え
方

が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
に
定
位
し
つ
つ
、
ラ
ク
ー
＝
ラ
バ
ル
ト
は
ハ
イ
デ
ガ

ー
政
治
論
の
基
本
的
欠
陥
を
析
出
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、
政
治
と
い
う
こ
と
に
定
位
し
つ
つ

ハ
イ
デ
ガ
ー
哲
学
を
批
判
的
に
捉
え
た
ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
と
の
対
比
で
、
ハ
イ
デ
ガ
ー

存
在
論
に
お
け
る
政
治
的
な
次
元
の
意
味
を
考
え
て
み
よ
う
。

三
（
政
治
）へ
の
問
い
│
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
│

デ
ー
ナ
・
Ｒ
・
ヴ
ィ
ラ
に
よ
れ
ば
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
対
す
る
ア
ー
レ
ン
ト
の
初
期
の
評
価

の
特
徴
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の「
ロ
マ
ン
主
義
的
主
観
主
義
」の
政
治
的
含
意
と
直
接
対
決
し
よ

う
と
し
た
こ
と
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
の「
現
実
世
界
に
根
ざ
す
哲
学this

w
orldly

philosophy

」は
、
世
界
か
ら
あ
ら
ゆ
る
意
味
を
奪
い
去
り
、「
自
己the

Self

」は
、
死
を
先

取
り
し
て
徹
底
的
な
孤
立
状
態
に
陥
っ
て
し
ま
う
と
い
う
の
で
あ
る（Villa,p232:

三
八
五
頁

〜
三
八
六
頁
）。
次
い
で
、
一
九
五
四
年
の
ア
メ
リ
カ
政
治
学
会
で
の
講
演
で
は
、
ハ
イ
デ

ガ
ー
の
言
う「
歴
史
性G

escichtlichkeit

」に
注
目
し
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
思
索
が
、
行
為
よ

り
も
歴
史
性
に
適
合
し
、
政
治
的
存
在
と
し
て
の
人
間
へ
の
問
い
を
忘
却
さ
せ
る
も
の
で
あ

る
と
批
判
さ
れ
る（p.234f.：

三
八
九
頁
）。
こ
の
よ
う
な
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
批

判
は
、『
精
神
の
生
活
』に
お
い
て
、
そ
の
極
点
を
迎
え
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
存
在
論
と
政
治
と
の

分
裂
が
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
思
索
の
核
心
に
関
わ
る
問
題
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

ア
ー
レ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
ニ
ー
チ
ェ
を
根
源
的
に
理
解
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
意
志
が
本
質
的
に
破
壊
的
で
あ
る
こ
と
を
洞
察
し
、
そ
れ
故
こ
の
意
志
の
破
壊
性
か
ら

脱
却
す
べ
く
、「
転
回reversal

」を
行
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
主
張
は
、

次
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
。

テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
端
的
な
本
性
は
、
意
志
す
る
意
志
、
つ
ま
り
世
界
全
体
を
意
志
の
支

配
と
統
治
権
に
従
わ
せ
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
統
治
に
よ
っ
て
当
然
の
こ
と
な
が
ら
結
果

と
し
て
は
、
た
だ
全
面
的
な
破
壊
に
終
わ
る
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
統
治
に
代

わ
る
も
の
と
い
え
ば
、「
あ
る
が
ま
まletting

be

」で
あ
り
、
こ
の
あ
る
が
ま
ま
は
活
動
と

し
て
み
れ
ば
、
存
在
の
呼
び
声the

callof
B
eing

に
従
う
思
索
の
働
き
で
あ
る
。
思
索

の
放
下
に
支
配
的
な
気
分
は
、
意
志
の
働
き
に
お
け
る
目
的
的
性
格
の
気
分
と
は
反
対
で

あ
る
。
後
に「
転
回
」の
再
解
釈
の
中
で
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
そ
れ
を「
放
下G

elassenheit

」、

す
な
わ
ち
、
あ
り
の
ま
ま
に
対
応
し
、「
意
志
で
な
い
思
索a

thinking
that

is
not
a

w
illing

」に「
我
々
を
備
え
さ
せ
る
」平
穏
さa

calm
ness

、
と
呼
ん
だ
。
こ
の
思
索
の
働

き
は
、「
能
動
性
と
受
動
性
の
間
の
区
別
を
超
え
て
」い
る
。
と
い
う
の
も
そ
れ
は「
意
志

の
支
配dom

ain
of
the
W
ill

」を
超
え
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
因
果
性
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を

超
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。（LM

,pp.178

│179：

二
一
三
│
二
一
四
頁
）

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
ニ
ー
チ
ェ
同
様
に
、
思
索
の
働
き
と
意
志
の
働
き
と
を
対
置
す
る
。
そ

の
上
で
、
ニ
ー
チ
ェ
を
批
判
し
て
、
意
志
の
支
配
、
そ
の
極
点
と
し
て
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の

支
配
は
結
局
人
間
の
生
を
全
面
的
に
破
壊
す
る
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
考
え
て
い
る
と
言
う
の
で

ハ
イ
デ
ガ
ー
存
在
論
に
お
け
る
〈
政
治
〉
の
位
相



197（18）

あ
る
。
そ
れ
故
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
能
動
性
か
受
動
性
か
と
い
う
二
律
背
反
的
な
枠
組
み
を

超
え
た「
活
動
」と
し
て
、
放
下
に
対
応
す
る「
意
志
で
な
い
思
索
」に
よ
っ
て「
意
志
の
支
配
」、

因
果
性
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
超
え
る
べ
く
、「
転
回
」が
生
起
し
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
ア
ー

レ
ン
ト
は
そ
の
事
を
再
度
強
調
す
る
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
の
立
場
と
彼
の
先
行
者
と
の
立
場
の
違
い
は
こ
う
で
あ
る
。
存
在
の
真
理
を

言
葉
に
置
き
換
え
る
よ
う
に
存
在
か
ら
要
求
さ
れ
て
い
る
人
間
の
精
神
は
、
存
在
の
歴
史a

H
istory

ofB
eing

（Seinsgeschichte

）に
従
う
。
そ
し
て
こ
の
歴
史
は
、
人
間
が
、
意
志
の

働
き
の
点
か
ら
か
、
あ
る
い
は
、
思
索
の
働
き
の
点
か
ら
か
の
ど
ち
ら
で
存
在
に
応
答
す
る

か
を
決
め
る
。
存
在
の
歴
史
は
行
為
す
る
人
間
の
背
後
で
働
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル

の
世
界
精
神
の
場
合
の
よ
う
に
、
人
間
の
運
命
を
決
め
、
し
か
も
、
思
索
す
る
自
我the

thinking
ego

に
対
し
て
姿
を
現
す
の
だ
が
、
そ
れ
は
思
索
す
る
自
我
が
意
志
の
働
き
に
勝

利
し
て
、
あ
る
が
ま
まthe

letting-be

を
実
現
で
き
る
場
合
な
の
で
あ
る
。（p.179：

二
一

四
頁
）

人
間
の
意
志
か
ら
は
独
立
し
た
こ
の
存
在
の
歴
史
を
想
定
す
る
限
り
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お

い
て
は
、「
永
久
に
変
化
し
な
が
ら
も
、
行
為
と
思
索
が
一
致
す
る
よ
う
に
行
為
者
の
思
索

の
中
に
現
れ
て
く
る
の
は
、
存
在
そ
れ
自
体
で
あ
る
」（p.180:

二
一
六
頁
）と
い
う
こ
と
に
な

る
。ハ
イ
デ
ガ
ー
の
思
索
に
お
け
る
行
為
と
思
索
と
の
同
一
視
を
強
調
す
る
ア
ー
レ
ン
ト
は
、

ハ
イ
デ
ガ
ー
自
身
が
そ
の
転
回
を
再
解
釈
し
て
、『
存
在
と
時
間
』が
、
彼
の
後
期
著
作
の
主

要
な
方
向
を
す
で
に
内
包
す
る
も
の
で
あ
り
、
自
ら
の
思
想
は
一
貫
し
て
い
るth

e

continuity
of
his
thoought

と
主
張
す
る
こ
と
に
同
意
す
る
。『
存
在
と
時
間
』に
お
い
て
、

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、「
自
分
の
自
己
が
負
い
目
を
感
じ
つ
つ
行
為
す
る
よ
う
に
さ
せ
ら
れ
る
」と

し
て
、
こ
の
内
面
的
な
行
為
に
よ
っ
て
、
人
間
存
在
の
被
投
性
が
開
か
れ
る
と
主
張
す
る
。

つ
ま
り
、
公
開
的
生
活
の
声
高
な
論
争
と
い
う
行
為
で
は
な
く
、
沈
黙
の
中
で
遂
行
さ
れ
る

思
索
こ
そ
が
、
負
い
目
あ
る
存
在
と
し
て
自
己
の
存
在
を
受
け
入
れ
る
活
動
を
可
能
に
す
る

と
い
う
立
場
が
明
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
事
を
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
端
的
に
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
。

良
心
の
呼
び
声
が
実
際
に
な
し
遂
げ
る
こ
と
は
、
記
録
に
残
さ
れ
る
歴
史
の
歩
み
と

人
々
の
日
常
生
活
の
活
動
を
も
決
定
す
る
出
来
事
│
物
事
の
泡
│
へ
巻
き
込
ま
れ
た
状
態

か
ら
離
れ
て
、
単
独
化
し
た
自
己the

individualized

（vereinzeltes

）self

を
再
発
見
す

る
こ
と
で
あ
る
。
呼
び
起
こ
さ
れ
て
、
自
己
は
今
や「
裸
の
事
実
」が
す
こ
し
で
も
与
え
ら

れ
て
い
る
こ
と
へ
の
感
謝
を
表
現
す
る
思
索
に
た
ち
も
ど
る
。（p.185：

二
二
一
頁
）

こ
の
よ
う
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
行
為
と
思
索
と
の
一
致
を
一
貫
し
て
説
く
限
り
、
ア
ー
レ
ン

ト
に
よ
れ
ば
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
本
来
的
自
己
は
、
大
衆
的
な
も
の
、
日
常
的
な
も
の
に
背
を

向
け
、
存
在
へ
の
感
謝
を
表
す
思
索
へ
と
向
か
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
ヴ
ィ
ラ
が
指
摘

す
る
よ
う
に
、「
本
来
的
自
己
は
本
来
的
に
他
者
と
共
存
す
る
も
の
で
は
な
く
、
他
者
と
は

離
れ
て
い
る
。
本
来
的
自
己
は
本
来
的
形
態
の
共
同
生
活
を
め
ざ
し
て
努
力
す
る
の
で
は
な

く
、
偶
然
そ
の
も
の
で
あ
る
個
人
の
生
き
方
に
感
謝
す
る
」（Villa,p.236：

三
九
一
頁
）と
い

う
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
思
索
の
一
貫
性
と
同
時
に
、
そ

こ
に
は
変
容
が
存
在
す
る
こ
と
も
ア
ー
レ
ン
ト
は
看
過
し
て
い
な
い
。『
存
在
と
時
間
』に
お

け
る「
本
来
的
自
己
」は
、
単
独
化
の
中
で
良
心
の
呼
び
声
に
耳
を
傾
け
る
の
で
あ
っ
た
が
、

後
期
に
あ
っ
て「
思
索
者
」に
変
容
し
た
こ
の
自
己
は
、
単
独
化
を
志
向
す
る
の
で
は
な
く
、

存
在
の
呼
び
声
に
耳
を
傾
け
る
よ
う
に
な
る
。『
存
在
と
時
間
』に
お
け
る
自
己
は
、
世
人
の

「
空
談G

erede

」と
対
抗
し
て
い
た
の
だ
が
、
後
期
に
お
け
る
、
思
索
者
が
対
抗
す
る
の
は
、

ニ
ー
チ
ェ
と
の
対
質
と
し
て
先
に
見
た
よ
う
に
、
意
志
の
働
き
が
抱
え
込
ん
で
い
た
破
壊
的

性
格
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
の
脱
出
と
し
て
、
存
在
の
声
に
耳
を
傾
け
る
た
め
の
前
提
で
あ
る

放
下
が
説
か
れ
る
こ
と
に
な
る（LM

,p.187：

二
二
四
頁
）。
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
け
る
思
索

寿
　
　
　
卓
　
三
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を
行
為
と
す
る
姿
勢
に
対
し
て
、
ア
ー
レ
ン
ト
は
確
か
に
、
そ
れ
が
公
共
的
世
界
を
軽
視
し
、

単
独
化
の
内
に
自
閉
す
る
も
の
だ
と
し
て
厳
し
く
批
判
す
る
。
し
か
し
、
ま
た
、
他
方
で
は
、

ア
ー
レ
ン
ト
の
政
治
哲
学
が
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
哲
学
か
ら
多
く
の
影
響
を
受
け
る
こ
と
で
そ
の

思
想
を
豊
か
に
し
て
い
る
こ
と
も
否
定
し
が
た
い
事
実
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
ア
ー
レ
ン

ト
に
よ
れ
ば
、
製
作
中
心
主
義
的
形
而
上
学
に
支
配
さ
れ
た
西
洋
の
伝
統
は
、
政
治
的
行
為

を
手
段
化
し
て
統
制
下
に
置
こ
う
と
す
る
意
志
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ

れ
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
言
う「
非
本
来
的
な
在
り
方
」で
あ
る
工
作
人
の
製
作
中
心
主
義
的
思

考
法
が
歴
史
を
支
配
し
、
こ
の
よ
う
な
伝
統
が
行
為
を
抑
圧
し
て
き
た
こ
と
の
原
因
で
も
あ

り
、
帰
結
で
も
あ
る
。「
政
治
的
な
も
の
の
後
退
」を
現
代
の
顕
著
な
特
徴
の
一
つ
と
す
る
ア

ー
レ
ン
ト
の
政
治
哲
学
は
、「
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
る
非
本
来
性
と
い
う
主
題
の
歴
史
的
追
跡

を
踏
襲follow

H
eidegger`s

ow
n
historical

rew
orking

of
the

them
e
of

inauthenticity

」（V
illa,p.166:

二
七
六
頁
）し
て
い
る
と
解
し
う
る
の
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ガ

ー
に
よ
る「
製
作
中
心
主
義
的
形
而
上
学
の
歴
史
」に
対
す
る
批
判
的
考
察
と
、
ア
レ
ン
ト
に

よ
る
伝
統
に
対
す
る
政
治
か
ら
の「
逃
亡
」の
試
み
の
連
鎖
と
い
う
批
判
的
見
方
と
は
、
ヴ
ィ

ラ
が
指
摘
す
る
よ
う
に
明
ら
か
に
交
差
す
る（p.170：

二
八
二
頁
）。
も
ち
ろ
ん
、
ハ
イ
デ

ガ
ー
は
そ
の
存
在
論
を
政
治
的
行
為
の
復
権
と
し
て
展
開
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か

し
、
ヴ
ィ
ラ
の
次
の
よ
う
な
ハ
イ
デ
ガ
ー
存
在
論
の
解
釈
は
傾
聴
に
値
す
る
。

『
存
在
と
時
間
』以
後
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
道
は
、
む
ろ
ん
決
し
て
ス
ト
レ
ー
ト
で
は
な

い
。
し
か
し
彼
が
基
礎
存
在
論
の
超
越
論
的
衝
動（
主
観
主
義
や「
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
」の

残
滓
）と
絶
縁
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
は
、
開
示
と
い
う
形
で
の〈
存
在
〉と
の
関
係
の
回

復
に
寄
せ
る
関
心
が
絶
え
ず
働
い
て
い
る
。
一
九
三
〇
年
以
後
の
本
当
の
大
き
な
変
化
は

日
常
性
よ
り
も
伝
統
を
非
本
来
性
の
重
要
な
場
所
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
だ
。
頽

落fallenness

は（
い
わ
ば
）派
生
的
現
象
と
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
決
意
の
真
の
欠
如

が
浮
上
す
る
の
は
、
ギ
リ
シ
ャ
人
が〈
存
在
〉を
永
遠
の
現
在
な
い
し
根
拠
と
す
る「
確
保

の
仕
方
」に
お
い
て
だ
。
そ
う
い
う「
確
保
の
仕
方
」が
、
存
在
者
に
対
す
る
製
作
的
態
度

を
ひ
そ
か
に
連
関
か
ら
引
き
離
し
普
遍
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
遂
行
さ
れ
る
の
だ
。

（pp.169

│170：

二
八
二
頁
）

「
ポ
イ
エ
ー
シ
ス
の
優
位
が
、
存
在
論
の
最
も
基
本
的
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
組
み
込
ま
れ
て

い
る
た
め
に
、
ポ
イ
エ
ー
シ
ス
に
よ
っ
て
プ
ラ
ク
シ
ス
を
包
摂
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
既
定

の
結
論
」だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
伝
統
が
支
配
的
な
状
況
の
中
で
、
ハ
イ
デ

ガ
ー
が
形
而
上
学
の「
根
拠
」に
遡
っ
て
発
見
し
た
も
の
を
手
が
か
り
に
し
て
、
ア
ー
レ
ン
ト

は
政
治
を
政
策
や
造
形
芸
術
に
喩
え
て
歪
め
て
し
ま
う
メ
タ
フ
ァ
ー
か
ら
、
行
為
を
救
出
し

政
治
的
な
次
元
の
復
権
の
た
め
に
活
用
す
る
の
で
あ
る（
同
上
）。
そ
の
事
を
以
下
の
考
察
を

通
し
て
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

四
　
ハ
イ
デ
ガ
ー
存
在
論
と
政
治

ヴ
ィ
ラ
に
よ
れ
ば
、
ア
ー
レ
ン
ト
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
文
化
的
保
守
主
義
に
陥
っ
た
近
代

批
判
か
ら
、「
激
変sea-change

」と
も
言
う
べ
き
、
新
た
な
政
治
的
意
味
を
引
き
出
し
て
い

る（V
illa,p.173：

二
八
八
頁
）。
こ
こ
で
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
存
在
論
に
内
包
さ
れ
た
こ
の
政

治
的
可
能
性
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。
公
開
性
を
批
判
し
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
を「
空
談
」と
捉
え
る
基
礎
存
在
論
は
、
不
可
避
的
に
公
的
領
域
の
拒
否
に
至
り
つ
く
の

か
ど
う
か
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
行
為
の
軽
視
か
ら
、
政
治
的
な
発

言
や
行
為
に
つ
い
て
ど
う
い
う
結
果
が
生
ま
れ
る
の
か
。
そ
も
そ
も
ハ
イ
デ
ガ
ー
存
在
論
と

切
り
結
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
、
政
治
が
、「
よ
り
本
来
的
形
態
の
」共
同
生
活
の
実
現
に
貢
献
で

き
る
可
能
性
が
開
か
れ
う
る
の
か（p.215：

三
五
七
頁
）。
ヴ
ィ
ラ
に
よ
れ
ば
、『
存
在
と
時

間
』か
ら
、
政
治
に
対
す
る
二
通
り
の
可
能
性
を
看
取
で
き
る
。
一
つ
は
、
個
人
に
対
し
て

不
安
が
果
た
す
役
割
を
、
共
同
体
に
対
し
て
政
治
が
果
た
す
と
い
う
可
能
性
で
あ
る

（pp.215

│216：

三
五
七
頁
）。
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、「
不
安
は
、
現
存
在
を『
世
界
』に

ハ
イ
デ
ガ
ー
存
在
論
に
お
け
る
〈
政
治
〉
の
位
相
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お
け
る
彼
の
頽
落
的
没
頭
か
ら
連
れ
戻
すzuru

‥ckholen

」（SZ,s.189

）と
い
う
機
能
を
果
た

す
。
不
安
に
お
い
て
、
世
間
や
他
の
共
同
現
存
在
は
消
失
し
て
、
不
安
の
渦
中
に
あ
る
当
人

に
、『
世
界
』が
提
供
す
る
も
の
は
何
も
な
い（s.187

）。
既
在
の
意
味
空
間
が
そ
の
有
意
味
性

を
喪
失
し
、
空
虚
化
す
る
と
き
、
現
存
在
は
、
い
わ
ば
裸
形
の
ま
ま
、「
単
独
の
自
己solus

ipse

」と
し
て
、
自
ら
の
世
界
内
存
在
に
直
面
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、

「
最
も
固
有
な
存
在
可
能
へ
の
存
在
、
す
な
わ
ち
自
己
自
身
を
選
び
か
つ
掴
む
と
い
う
自
由

に
む
か
っ
て
の
開
放
存
在Freisein

」（s.188

）に
自
分
が
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
を
、
不
安
に

さ
ら
さ
れ
た
現
存
在
は
突
き
つ
け
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
個
人
に
と
っ
て
、
不
安
が
こ
の
よ

う
に
硬
直
化
し
自
閉
化
し
た
自
己
を
刷
新
し
そ
の
生
の
新
た
な
蘇
り
の
可
能
性
を
切
り
開
く

機
能
を
持
つ
と
す
れ
ば
、
共
同
体
も
そ
の
日
常
的
活
動
や
政
略
に
没
頭
し
た
状
態
か
ら
呼
び

戻
さ
れ
て
、
本
来
的
な
政
治
的
発
言
や
指
導
力
に
よ
っ
て
、「
共
同
体
創
設
の
と
き
開
か
れ

た
後
久
し
く
隠
さ
れ
て
い
た『
最
も
固
有
な
可
能
性ow

nm
ost
distinctive

possibility

』」に

覚
醒
し
、そ
こ
へ
立
ち
返
る
こ
と
が
必
要
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る（Villa,p216：

三
五
七
頁
）。

さ
て
、こ
の
共
同
体
の
決
断
・
選
択
が
恣
意
的
で
空
虚
な
も
の
に
陥
る
こ
と
を
防
ぐ
に
は
、

本
来
的
政
治
や
政
治
的
発
言
に
は
、「
現
存
在
の
選
択
を
導
く
た
め
に
必
要
な
、
決
意
の
要

求
と
調
停
で
き
、
形
而
上
学
的
で
も
伝
統
的
で
も
な
い
権
威
を
提
供
す
る
」(p.216：

三
五

八
頁
）と
い
う
役
割
が
求
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
言
う「
闘
争
的
だ
が
討
議
的

な
政
治the

agonistic
yet
deliberative

politics

」な
る
も
の
は
、
平
均
的
日
常
性
が
頽
落

的
傾
向
を
持
つ
と
す
れ
ば
、
不
安
に
よ
っ
て
切
り
開
か
れ
る
本
来
性
が
持
つ
よ
う
な
、
日
常

性
へ
の「
揺
さ
ぶ
りschattering

」と
い
う
機
能
を
果
た
し
う
る
か
は
な
は
だ
疑
問
だ
と
も
言

え
よ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、「
日
常
生
活
の
疎
外
状
況
を
突
き
破
っ
て
、
共
同
体
の
本
質
の
変
革

的
獲
得
を
可
能
に
す
る
発
言
と
は
い
か
な
る
も
の
か
」(p.216：

三
五
六
頁
）と
い
う
問
い
が

出
て
く
る
。
臆
見doxa

に
自
閉
す
る
の
で
も
な
く
、
か
と
い
っ
て
、
人
間
の
有
限
性
を
無

視
し
て
、
エ
ピ
ス
テ
ー
メ
ー
な
る
も
の
を
偽
造
す
る
の
で
も
な
い
道
は
い
か
に
し
て
切
り
開

か
れ
る
の
か
。
日
常
生
活
の
麻
痺
し
た
よ
う
な
平
穏
さ
を
揺
る
が
す
政
治
的
発
言
の
最
後
の

よ
り
ど
こ
ろ
は
、「
生
活
そ
の
も
の
」、
な
い
し
は「
生
活
の
歴
史
的
起
源its

historical

rootedness

」で
し
か
あ
り
え
ず
、
そ
れ
を
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
、「
決
意
を
他
者
と
の
特
定

の
共
同
行
為
に
具
体
化
」す
る
と
い
う
本
来
性
を
選
択
す
る
か
、
そ
こ
か
ら
目
を
そ
ら
し
続

け
る
の
か
と
い
う
選
択
を
政
治
的
現
実
を
生
き
る
現
存
在
は
迫
ら
れ
る
こ
と
に
な
る

（p.217：

三
五
九
頁
）。
こ
う
し
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
け
る「
本
来
的
政
治
」の
第
二
の
課

題
は
、「
権
威
」と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
、
ま
た
、
権
威
を
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
い

か
な
る
政
治
的
発
言
な
の
か
と
い
う
問
い
に
い
か
に
答
え
る
の
か
と
い
う
問
題
と
な
る
。
端

的
に
言
え
ば
、「
何
者
の
言
葉
が
決
意
を
権
威
と
和
解
さ
せ
う
る
の
か
」が
問
わ
れ
る
わ
け
で

あ
る
。
こ
の
問
い
へ
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
回
答
は
、
本
来
的
行
為
は
、
本
質
的
に
将
来
を
志
向

し
つ
つ
、
歴
史
的
共
同
体
の「
遺
産
」を
引
き
継
ぎ
反
復
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る（P.217：

三
六
〇
頁
）。
政
治
そ
の
も
の
を
否
定
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
平
等
な
人
間
同
士
の
共
同

討
議
に
依
拠
し
て
行
動
す
る
政
治
的
生
活
の
現
実
に
疑
念
を
抱
く
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、「
本
来

的
な
政
治
的
行
為
の
権
威
」が
、
多
数
者
の
討
議
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
る
と
は
考
え
ず
、

プ
ラ
ト
ン
流
に
、
そ
の
よ
う
な
討
議
の
彼
方
の「
一
瞬m

om
ent
of
vision

」の
決
意
に
よ
っ

て
し
か
基
礎
づ
け
ら
れ
な
い
と
考
え
て
い
る
こ
と
に
な
る（p.218：

三
六
一
頁
）。
多
数
者

の
討
議
か
ら
独
立
し
た
指
導
者
の
決
断
と
い
う
こ
と
に
、
本
来
的
行
為
な
る
も
の
の
選
択
権

が
ゆ
だ
ね
ら
れ
る
こ
と
は
、
や
は
り
き
わ
め
て
大
き
な
危
険
性
を
内
包
し
て
い
る
と
言
わ
ざ

る
を
え
な
い
だ
ろ
う
。
討
議
の
参
加
者
が
基
本
的
に
は
全
員
対
等
な
権
利
を
持
ち
、
原
理
的

に
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
言
う
決
意
を
迫
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
問
題
は
な
い
し
、
そ
れ

は
民
主
主
義
が
多
数
者
の
暴
力
へ
と
形
骸
化
し
て
い
く
の
を
抑
止
し
、
真
に
活
性
化
す
る
上

で
有
意
味
だ
と
も
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
指
導
者
だ
け
が
こ
の
よ
う
な
権
利
と
能
力
を
持
つ

と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
こ
れ
は
民
主
主
義
と
い
う
こ
と
に
対
し
、
否
定
的
意
味
を
持
つ
こ

と
に
な
る
。
そ
も
そ
も
真
の
指
導
者
と
偽
り
の
指
導
者
と
を
識
別
す
る
座
標
が
不
明
だ
と
す

れ
ば
、
決
意
の
実
相
は
、
直
観
主
義
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
ヴ
ィ
ラ
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、

「
怪
し
げ
な
基
礎
に
も
と
づ
く
権
威
に
よ
っ
て
複
数
性
」が
消
去
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
危
険
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性
が
生
じ
る
か
ら
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
共
同
体
の
指
導
者
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
持

っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。『
存
在
と
時
間
』に
お
い
て
は
、
そ
の
こ
と
は
不
明
だ
が
、
三
〇
年

代
の
思
索
に
お
い
て
、
芸
術
、
そ
れ
も
と
り
わ
け
、
詩
人
が
重
要
な
役
割
を
付
託
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
。
一
九
三
五
年
夏
学
期
の
講
義『
形
而
上
学
入
門
』に
お
け
る
新
た
な
共
同
世
界
の

開
示
に
関
す
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
発
言
に
ま
ず
は
耳
を
傾
け
て
み
よ
う
。

こ
こ
で
考
え
ら
れ
て
い
る
争
い
は
根
源
的
な
戦
い
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
、
戦

う
者
を
初
め
て
戦
う
者
と
し
て
登
場
さ
せ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
戦
い
は
眼
前
に
あ
る
も

の
に
単
に
襲
い
か
か
る
こ
と
で
は
な
い
。
戦
い
は
、
い
ま
ま
で
聞
い
た
こ
と
が
な
か
っ
た

も
の
、
語
ら
れ
も
し
な
け
れ
ば
、
考
え
ら
れ
も
し
な
か
っ
た
も
の
を
始
め
て
素
描
し
展
開

す
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
戦
い
を
担
う
者
は
、
創
造
す
る
者
、
詩
人
、
思
索
家
、
政
治
家

た
ち
で
あ
る
。
か
れ
ら
は
、
圧
倒
す
る
支
配
に
対
し
て
、
作
品
と
い
う
塊
を
投
げ
、
こ
う

し
て
開
か
れ
た
世
界
を
作
品
の
中
に
呪
縛
す
る
。
こ
れ
ら
の
作
品
と
と
も
に
、
支
配
す
る

こ
と
、
す
な
わ
ち
、
ピ
ュ
シ
ス
が
、
現
成
す
る
も
の
の
中
で
、
存
立
に
到
来
す
る
の
で
あ

る
。
そ
の
と
き
初
め
て
存
在
者
が
存
在
者
と
な
る
。
こ
う
い
う
世
界
生
成
こ
そ
本
来
の
意

味
で
の
歴
史
で
あ
る
。（G

A40,S.66

）

今
ま
で
に
聞
い
た
こ
と
も
な
け
れ
ば
、
語
ら
れ
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
た
こ
と
も
な
い
本
来

的
歴
史
の
地
平
・
場
を
切
り
開
く
に
は
、「
根
源
的
な
戦
い
」が
不
可
欠
だ
と
言
う
。
歴
史
的

現
存
在
は
、
自
ら
の
共
同
体
空
間
で
あ
る
ポ
リ
ス
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
を
果
た
す
べ

く
行
為
す
る
わ
け
だ
が
、
詩
人
、
思
索
者
、
政
治
家
な
ど
は
、
既
成
の
意
味
空
間
を
批
判
し

解
体
す
る「
暴
力
的
な
者
」、「
歴
史
的
な
場
所
に
お
い
て
卓
越
し
た
者
」で
あ
る
限
り
、「
ポ

リ
ス
な
き
者
」で
も
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
か
れ
ら
は
、
創
造
す
る
者
と
し
て
、「
定
め
も
限

界
も
な
く
、
構
造
も
秩
序
も
な
い
者
」と
し
て
、
ポ
リ
ス
の
既
成
の
秩
序
か
ら
相
対
的
に
自

由
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る（s.162

）。
こ
の
よ
う
に
プ
ラ
ク
シ
ス
を「
一
種
の
根
源
的
ポ

イ
エ
ー
シ
ス
」と
し
て
、「
政
治
的
な
も
の
」が
あ
る
特
定
の
創
設
者
に
よ
る
作
品
と
み
な
さ

れ
る
と
き
、
政
治
的
領
域
で
の
闘
争
は
、
平
等
な
討
議
の
参
加
者
に
よ
る
闘
争
で
は
な
く
、

「
存
在
論
的
次
元
」の
問
題
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
の
闘
争
は
、「
世
界

と
大
地
と
の
間
の
闘
争
で
あ
り
、
共
同
体
の
政
治
的
生
活
と
、
は
る
か
な
過
去
に
起
こ
っ
た

完
全
に
神
秘
的
な
創
設
と
の
間
の
闘
争
な
の
だ
。
そ
の
闘
争
を
言
葉
に
表
す
も
の
は
、
創
設

者
か
つ
保
持
者
と
し
て
作
品
に
よ
っ
て
存
在
を
獲
得
し
て
い
る
者
の
詩
的
な
言
葉
以
外
に
は

な
い
」（p.224：

三
七
一
頁
）と
い
う
こ
と
に
な
る
。
行
為
と
製
作
を
峻
別
す
る
ア
ー
レ
ン
ト

の
思
考
の
枠
組
み
を
通
し
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
思
索
を
考
察
す
る
こ
と
で
、
意
志
を
持
つ
主

体
の
暴
力
性
を
緩
和
す
べ
く
存
在
へ
の
聴
従
を
説
く
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
存
在
論
的
考
察
は
、
ポ

イ
エ
ー
シ
ス
、
そ
れ
も
詩
作
と
し
て
の
政
治
へ
と
帰
着
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
初

め
に
見
た
ラ
ク
ー
＝
ラ
バ
ル
ト
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
批
判
と
同
じ
地
平
に
わ
れ
わ
れ
は
舞
い
戻
っ

て
き
た
わ
け
で
あ
る
。
日
常
性
に
深
く
刻
み
込
ま
れ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
我
々
の
視
野
か
ら

見
え
な
く
な
っ
て
い
る
暴
力
性
を
暴
き
出
し
、
人
間
性
を
救
い
出
す
べ
く
、
総
駆
り
立
て
体

制G
e-stell

か
ら
脱
出
し
、
人
間
の
住
ま
う
新
た
な
空
間
を
創
出
し
よ
う
と
す
る
試
み
が
、

ポ
リ
ス
な
き
者
を
登
場
さ
せ
、
こ
の
者
の
暴
力
性
を
ど
う
正
当
化
す
る
の
か
と
い
う
新
た
な

難
問
を
生
み
出
す
こ
と
に
な
る
。
行
為
と
思
考
の
同
一
性
に
定
位
し
つ
つ
、
根
源
的
な
ポ
イ

エ
ー
シ
ス
と
し
て
政
治
的
な
次
元
を
捉
え
よ
う
と
す
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
存
在
論
が
そ
の
よ
う
な

ア
ポ
リ
ア
を
内
包
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
、
ひ
と
ま
ず
筆
を
置
き
、
こ
の
小
論
の
考
察
を

終
え
た
い
。

参
考
文
献

Arendt,H
annah,The

Lifofthe
M
ind
,A
H
arvestB

ook,1978

（『
精
神
の
生
活
』、
岩
波

書
店,

一
九
九
四
年
）﹇LM

﹈

H
eidegger,Sein

und
Zeit

﹇SZ

﹈

ハ
イ
デ
ガ
ー
存
在
論
に
お
け
る
〈
政
治
〉
の
位
相



193（22）

Einfurung
in
die
M
etaphysik

﹇G
A40

﹈

B
riefu

‥berden
H
um
anism

us

﹇G
A9

﹈

V
illa,D

ana
R
.,A
rendt

and
H
eidegger

The
Fate

of
the
Plitical

,Princeton

U
niversity

Press,1996

（
青
木
隆
嘉
嘉
訳
『
ア
レ
ン
ト
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
　
政
治
的
な
も

の
の
運
命
』、
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
〇
四
年
）﹇Villa

﹈

ハ
イ
デ
ガ
ー
、
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ラ
ク
ー
＝
ラ
バ
ル
ト『
貧
し
さ
』、
藤
原
書
房
、
二
〇
〇
七
年

埴
谷
雄
高『
幻
視
の
な
か
の
政
治
』、
未
来
社
、
一
九
六
三
年

寿
　
　
　
卓
　
三




