
 
 

人
間
の
「
自
由
」
と
「
世
界
」
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て 

― 

ハ
イ
デ
ガ
ー
と
ア
ー
レ
ン
ト
の
思
想
を
も
と
に 

― 

松 

島 

恒 

煕 

（
←
こ
の
一
行
は
一
段
組
の
ま
ま
空
け
て
お
く
→
） 

 
 

は
じ
め
に 

  

わ
れ
わ
れ
人
間
が
「
自
由
」
な
存
在
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ど
の
よ

う
な
意
味
に
お
い
て
「
自
由
」
で
あ
る
の
か
、
ま
た
ど
の
よ
う
に
し
て
そ
の

「
自
由
」
と
向
き
合
い
、
関
わ
り
う
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
そ
の
「
自
由
」

が
実
現
さ
れ
経
験
さ
れ
う
る
場
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
も
し
「
自
由
」
が
可

能
で
あ
る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
と
「
世
界
」
の
関
わ
り
は
ど
の
よ
う
に
な
る

で
あ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
こ
れ
ら
の
問
い
に
つ
い
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
ア
ー

レ
ン
ト
の
「
自
由Freiheit

／freedom

」
概
念
や
「
世
界W

elt

／w
orld

」

概
念
を
参
照
し
な
が
ら
考
察
し
て
い
き
た
い
。 

は
じ
め
に
第
一
節
で
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
「
自
由
」
概
念
に
つ
い
て
見
て

い
く
。
そ
こ
で
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
「
自
由
」
概
念
が
、
現
存
在
の
死
と
深
く

結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。 

第
二
節
で
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
「
自
由
」
概
念
を
踏
ま
え
た
上
で
ア
ー
レ
ン

ト
の
活
動
論
に
お
け
る
「
自
由
」
概
念
を
検
討
す
る
。
そ
こ
で
は
、
ア
ー
レ

ン
ト
に
と
っ
て
の
「
自
由
」
が
個
人
的
な
も
の
で
は
な
く
公
的
領
域
に
お
け

る
他
者
と
の
複
数
性
に
お
い
て
の
み
実
現
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
示
さ
れ

る
。 第

三
節
で
は
、
そ
れ
ま
で
の
両
者
に
よ
る
「
自
由
」
概
念
に
つ
い
て
の
議

論
を
踏
ま
え
た
上
で
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
世
人
論
に
お
け
る
「
公
共
性
」
と
ア

ー
レ
ン
ト
の
活
動
論
に
お
け
る
「
公
共
性
」
を
比
較
検
討
す
る
。
そ
こ
で
は
、

世
人
論
に
お
け
る
「
世
界
へ
の
頽
落
」
と
活
動
論
に
お
け
る
「
世
界
へ
の
現

れ
」
の
違
い
が
明
確
に
な
る
で
あ
ろ
う
。 

第
四
節
で
は
、
再
び
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
「
自
由
」
概
念
や
現
存
在
の
本
来
的

な
世
界
内
存
在
に
つ
い
て
検
討
し
、『
存
在
と
時
間
』
以
降
の
講
義
や
論
文

に
お
い
て
頻
繁
に
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
「
世
界
へ
の
超
越
」
と
は
何
を
意

味
す
る
の
か
を
考
察
す
る
。
そ
こ
で
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
「
自
由
」
概
念
が

決
し
て
個
人
的
な
も
の
で
は
な
く
、
他
の
存
在
者
や
世
界
を
伴
っ
た
も
の
で

あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。 

わ
れ
わ
れ
は
い
か
に
し
て
「
自
由
」
や
「
世
界
」
と
い
っ
た
問
題
と
関
わ
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り
う
る
で
あ
ろ
う
か
。 

  
 

一 
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
け
る
「
脱
底
」
と
し
て
の
「
自
由
」 

  

本
節
で
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
「
自
由Freiheit

」
概
念
に
つ
い
て
見
て
い

き
た
い
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
い
て
「
自
由
」
概
念
が
語
ら
れ
る
の
は
、
意
外

に
も
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
現
存
在
の
死
（
も
し
く
は
無
）
に
お
い

て
で
あ
る
。
現
存
在
は
死
と
い
う
お
の
れ
に
最
も
固
有
な
可
能
性
へ
と
先
駆

的
に
決
意
す
る
こ
と
で
、
自
由
が
開
示
さ
れ
る
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
い
う
が
、

そ
れ
は
ど
う
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
か
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、
現
存
在
が

お
の
れ
固
有
の
死
に
直
面
す
る
の
は
、「
不
安
」
と
い
う
根
本
気
分
に
お
い

て
で
あ
る
。
こ
の
不
安
は
「
死
に
対
す
る
不
安
」(SZ 251)

  (1)
に
他
な
ら
な

い
の
だ
が
、
こ
の
不
安
と
い
う
気
分
に
お
い
て
、「
世
界
は
完
全
な
無
意
義

性
と
い
う
性
格
を
も
つ
」(SZ 186)

と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
不
安
と

い
う
気
分
に
お
い
て
、
そ
れ
ま
で
道
具
的
存
在
者
の
有
意
義
な
連
関
に
よ
っ

て
構
成
さ
れ
て
い
た
現
存
在
の
「
世
界
」
は
全
く
役
に
立
た
な
く
な
っ
て
し

ま
う
の
で
あ
る

  (2)
。
そ
し
て
「
死
は
あ
ら
ゆ
る
瞬
間
に
可
能
」(SZ 258)
で

あ
り
、
そ
の
こ
と
を
開
示
す
る
不
安
が
徹
頭
徹
尾
現
存
在
を
貫
く
根
本
気
分

で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
現
存
在
が
投
げ
込
ま
れ
て
い
る
既
存
の
有
意
義
な
世
界

は
、
あ
ら
ゆ
る
瞬
間
に
無
意
義
化
さ
れ
る
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
と
い
え
る
。 

そ
の
こ
と
は
、
現
存
在
が
日
常
的
に
安
住
し
頽
落
し
て
い
る
と
さ
れ
る
有

意
義
な
世
界
が
、
あ
ら
ゆ
る
瞬
間
に
崩
壊
し
う
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。

こ
の
よ
う
に
死
へ
の
不
安
を
直
視
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
日
常
的
な
親
密

さ
は
崩
れ
落
ち
る
」(SZ 189)

の
で
あ
る
。
そ
し
て
現
存
在
は
世
界
の
無
意

義
化
に
直
面
し
、
拠
り
所
の
な
い
ま
ま
放
置
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。 

 

拠
り
所
は
何
も
な
い
。
存
在
者
が
滑
り
落
ち
て
い
く
こ
と
に
お
い
て
、

た
だ
こ
の
「
何
も
無
い
」
だ
け
が
残
さ
れ
て
お
り
、
我
々
を
襲
っ
て

く
る
。
我
々
は
不
安
の
内
で
「
浮
動
す
る
」。[

中
略]

拠
り
所
に
で
き

る
も
の
が
何
も
な
い
こ
の
浮
動
の
徹
底
的
な
揺
さ
ぶ
り
に
お
い
て
、

た
だ
純
粋
な
現-

存
在(D

a-sein)

だ
け
が
な
お
も
そ
こ
に
現
に
あ
る
。

(G
A

9 112)

  (3)  
 

無
が
、
言
い
か
え
れ
ば
世
界
そ
の
も
の
が
不
安
の
対
象
と
し
て
明
ら

か
に
な
る
な
ら
、
こ
の
こ
と
は
不
安
が
そ
れ
に
対
し
て
不
安
が
る
対

象
は
世
界
内
存
在
自
身
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で

あ
る
。(SZ 187) 

 

世
界
が
無
意
義
化
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
世
界
が
不
在
に
な
る
と
い
う

わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
現
存
在
は
、
無
意
義
化
さ
れ
た
世
界
に
お
い
て
そ

れ
で
も
な
お
世
界
内
存
在
す
る
こ
と
を
強
い
ら
れ
る
。
現
存
在
は
、
も
は
や

拠
り
所
が
無
い
に
も
関
わ
ら
ず
、
お
の
れ
の
存
在
を
委
ね
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

「
不
安
は
、
現
存
在
の
最
も
固
有
な
世
界
内
存
在
へ
と
現
存
在
を
単
独
化
す

る
」(SZ 187)
。
し
か
し
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、
こ
の
拠
り
所
が
な
い
と
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い
う
状
況
に
お
い
て
こ
そ
、「
自
由
」
が
開
示
さ
れ
る
と
い
う
。 

 
不
安
は
最
も
固
有
な
存
在
可
能
へ
と
関
わ
る
存
在
を
、
す
な
わ
ち
、

お
の
れ
自
身
を
選
択
し
把
捉
す
る
自
由Freiheit

に
向
か
っ
て
自
由

で
あ
る
存
在
を
現
存
在
に
お
い
て
あ
ら
わ
に
す
る
。
不
安
は
、
現
存

在
が
～
に
向
か
っ
て
自
由
な
存
在
で
あ
る
こ
と
、
つ
ま
り
現
存
在
が

つ
ね
に
す
で
に
そ
れ
で
あ
る
可
能
性
と
し
て
の
現
存
在
の
存
在
の
本

来
性
に
直
面
さ
せ
る
。(SZ 188) 

 

こ
こ
で
現
存
在
は
ど
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
「
自
由
」
な
の
で
あ
ろ
う

か
。
不
安
に
お
い
て
単
独
化
さ
れ
た
現
存
在
の
「
自
由
」
と
は
何
な
の
で
あ

ろ
う
か
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
記
述
を
さ
ら
に
見
て
い
き
た
い
。 

既
述
の
通
り
、
死
へ
の
不
安
に
お
い
て
有
意
義
な
世
界
が
無
意
義
化
さ
れ

る
と
、
現
存
在
に
は
拠
り
所
が
無
い
、
す
な
わ
ち
世
界
の
側
か
ら
自
己
を
了

解
す
る
可
能
性
を
失
う

  (4)
。
不
安
の
内
で
「
浮
動
す
る
」
と
い
う
の
は
、
拠

り
所
、
す
な
わ
ち
根
拠
と
な
る
底G

rund

を
失
う
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。

し
か
も
、
そ
の
「
根
拠
の
無
さ
」
が
露
呈
さ
れ
て
も
な
お
、
現
存
在
は
そ
の

よ
う
な
お
の
れ
を
根
拠
と
し
て
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
「
根
拠

無
き
根
拠
」
と
も
い
う
べ
き
現
存
在
の
現
事
実
性
は
、
以
下
の
よ
う
な
「
非

力
さ
／
無
性N

ichtigkeit

」
に
お
い
て
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
現
存
在

が
「
自
身
で
そ
の
根
拠
を
置
い
た
の
で
は
な
いnicht

」(SZ 284)

こ
と
、
さ

ら
に
「
そ
の
根
拠
を
支
配
す
る
力
を
け
っ
し
て
持
つ
に
い
た
ら
な
いnicht

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
存
し
つ
つ
根
拠
で
あ
る
こ
と
を
引
き
受
け
ざ
る
を
え

な
い
」(SZ 284)

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
現
存
在
は
、「
非

力
さ
の
非
力
な
根
拠
存
在
」(SZ 285)

で
あ
る
と
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
ハ

イ
デ
ガ
ー
に
と
っ
て
、
不
安
に
お
い
て
開
示
さ
れ
る
「
自
由
」
と
い
う
の
は
、

無
意
義
化
さ
れ
た
世
界
に
は
も
は
や
拠
り
所
が
無
く
、
そ
れ
で
も
な
お
そ
の

よ
う
な
非
力
な
存
在
を
根
拠
に
し
て
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う

現
事
実
性
を
引
き
受
け
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
こ
の
「
自

由
」
を
「
脱-

底
／
深
淵A

b-G
rund

」
と
表
現
す
る
。 

 

根
拠
は
そ
れ
自
身
を
、
自
由
へ
置
き
帰
し
、
そ
し
て
自
由
は
根
源
と

し
て
そ
れ
自
身
「
根
拠
」
に
な
る
。
自
由
は
根
拠
の
根
拠
で
あ
る
。

［
中
略
］
こ
の
よ
う
な
根
拠
と
し
て
自
由
は
、
現
存
在
の
脱-

底
／
深

淵A
b-G

rund

で
あ
る
。(G

A
9 174) 

 

世
界
の
無
意
義
化
に
お
い
て
現
存
在
は
、
自
己
の
根
拠
を
世
界
の
側
に
求

め
る
の
で
は
な
く
、
お
の
れ
自
身
が
お
の
れ
の
存
在
の
根
拠
と
な
ら
ざ
る
を

え
な
い
。
こ
の
こ
と
が
ま
さ
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
け
る
「
脱-

底
／
深
淵

A
b-G

rund

」
と
し
て
の
「
自
由
」
な
の
で
あ
る
。 

以
上
の
こ
と
か
ら
明
ら
か
と
な
っ
た
の
は
、
現
存
在
に
は
そ
の
本
来
性
な

い
し
「
自
由
」
と
い
う
も
の
が
、
つ
ね
に
す
で
に
可
能
性
と
し
て
横
た
わ
っ

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る

  (5)
。
さ
ら
に
こ
れ
ま
で
の
議
論
を
踏
ま
え
る
な

ら
ば
、
不
安
と
い
う
気
分
は
、
世
界
の
無
意
義
化
と
し
て
の
「
無
」
と
、
現
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存
在
の
「
自
由
」
を
開
示
す
る
と
い
う
こ
と
が
示
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、

現
存
在
と
い
う
存
在
者
は
、
「
無
」
と
「
自
由
」
が
開
示
さ
れ
る
場(Da

)

で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
な
「
自
由
」
は
現
存

在
に
と
っ
て
「
重
荷
」(SZ 285)

に
も
な
り
う
る
。「
人
間
の
内
な
る
現
存

在
を
自
由
に
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
人
間
を
勝
手
放
題
に
さ
せ
る
と
い
う
こ

と
で
は
な
く
、
人
間
に
現
存
在
を
彼
の
最
も
独
自
な
る
重
荷
と
し
て
背
負
わ

せ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。」(G

A
29/30 248)

  (6)
こ
の
「
重
荷
」
に
つ
い
て

は
、
の
ち
の
ア
ー
レ
ン
ト
に
お
け
る
「
自
由
」
概
念
の
議
論
と
も
関
連
す
る

で
あ
ろ
う
。 

本
節
で
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
い
う
「
自
由
」
が
死
へ
の
不
安
（
単
独
化
）

に
お
い
て
開
示
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
し
か
し
こ
こ
で
注

意
し
た
い
の
は
、
死
へ
の
不
安
に
お
い
て
現
存
在
が
単
独
化
さ
れ
て
い
る
と

は
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
現
存
在
が
他
の
存
在
者
と
の
関
わ
り
を
持
つ
世
界
内

存
在
を
や
め
る
こ
と
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。「
没
交
渉
的
な
可
能
性
（
死
）

に
お
い
て
現
存
在
は
他
者
や
事
物
や
自
己
へ
の
頽
落
的
・
没
入
的
関
わ
り
か

ら
解
放
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
り
、
一
切
の
関
わ
り
か
ら
解
放
さ
れ
て
い
る

わ
け
で
は
な
い

  (7)
」。
こ
の
こ
と
は
、「
自
由
」
を
他
者
と
の
関
係
に
お
い
て

捉
え
る
ア
ー
レ
ン
ト
の
議
論
を
参
照
す
る
と
、
よ
り
明
確
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

す
で
に
複
数
の
先
行
研
究
に
よ
っ
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
本
来
的
自
己
が
、
ア

ー
レ
ン
ト
の
活
動
論
に
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
が
論
じ
ら
れ
て
い
る

  (8)
。

 
 
 
 

 

そ
こ
で
次
節
で
は
ア
ー
レ
ン
ト
の
活
動
論
を
参
照
し
な
が
ら
、
彼
女
に
と

っ
て
「
自
由
」
と
は
何
を
意
味
し
た
の
か
、
そ
し
て
そ
の
「
自
由
」
が
可
能

に
な
る
条
件
は
何
だ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
き
た
い
。 

 

二 

ア
ー
レ
ン
ト
に
お
け
る
「
自
由
」 

 

 

周
知
の
通
り
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
「
自
由freedom

」
概
念
は
、
そ
の
活
動

論
に
お
い
て
語
ら
れ
る
。
そ
の
活
動
論
に
お
い
て
強
調
さ
れ
る
の
は
、
人
間

の
「
複
数
性plurality

」
で
あ
る
。
人
間
の
活
動
に
は
「
複
数
性plurality

と
い
う
人
間
の
条
件
、
す
な
わ
ち
、
地
球
上
に
住
む
の
が
一
人
の
人
間m

an

で
は
な
く
、
複
数
の
人
々m

en

で
あ
る
」(H

C7)

  (9)
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

こ
こ
で
ア
ー
レ
ン
ト
の
い
う
「
複
数
性
」
と
は
、
ど
の
よ
う
な
意
味
で
あ
ろ

う
か
。
い
か
に
し
て
可
能
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
ア
ー
レ
ン
ト
は
以
下
の
よ

う
に
い
う
。 

 

多
種
多
様
な
人
々
が
い
る
と
い
う
人
間
の
複
数
性
は
、
活
動action

と
言
論speech

が
と
も
に
成
り
立
つ
基
本
的
条
件
で
あ
り
、
等
し
さ

equality

と
差
異distinction

と
い
う
二
重
の
性
格
を
も
っ
て
い
る
。

も
し
人
間
が
互
い
に
等
し
い
も
の
で
な
い
な
ら
ば
、
お
互
い
同
士
を

理
解
で
き
ず
、
自
分
た
ち
よ
り
も
以
前
に
こ
の
世
界
に
生
ま
れ
た

人
々
を
理
解
で
き
な
い
。
そ
の
う
え
未
来
の
た
め
に
計
画
し
た
り
、

自
分
た
ち
よ
り
も
後
に
や
っ
て
く
る
は
ず
の
人
々
の
欲
求
を
予
見
し

た
り
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
他
方
、
も
し
各
人
が
、

現
在
、
過
去
、
未
来
の
人
々
と
互
い
に
異
な
っ
て
い
な
け
れ
ば
、
自
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分
た
ち
を
理
解
さ
せ
よ
う
と
し
て
言
論
を
用
い
た
り
、
活
動
し
た
り

す
る
必
要
は
な
い
だ
ろ
う
。(H

C 175-176) 
  

人
間
の
「
複
数
性
」
は
、
同
じ
人
間
で
あ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
「
等

し
さ
」
と
い
う
性
格
を
持
ち
、
し
か
し
互
い
に
異
な
る
側
面
を
持
つ
と
い
う

意
味
に
お
い
て
「
差
異
」
と
い
う
性
格
を
も
持
っ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、

こ
の
二
つ
を
前
提
と
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
「
言
論
」
や
「
活
動
」
に
よ
っ
て

議
論
を
し
た
り
お
互
い
を
理
解
し
合
お
う
と
す
る
。
そ
し
て
ア
ー
レ
ン
ト
に

と
っ
て
こ
の
「
言
論
」
や
「
活
動
」
こ
そ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
間
の
「
唯
一

性uniqueness

」
を
現
す
契
機
と
な
る
。「
言
論
と
活
動
は
、
こ
の
唯
一
的

な
差
異
性distinctness

を
明
ら
か
に
す
る
。
人
々m

en

は
、
言
論
と
活
動

を
通
じ
て
、
単
に
互
い
に
「
異
な
る
も
の
」
と
い
う
次
元
を
超
え
て
彼
ら
自

身
を
区
別
す
る
。
つ
ま
り
言
論
と
活
動
は
、
人
間
が
物
理
的
な
対
象
と
し
て

で
は
な
く
、
人
々m

en

と
し
て
、
相
互
に
現
れ
るappear

様
式
で
あ
る
」(H

C 

176)

。
わ
れ
わ
れ
は
、「
言
論
」
と
「
活
動
」
を
通
し
て
、
他
者
と
の
「
差

異
」
を
表
明
し
、「
人
々m
en

」
と
し
て
相
互
に
現
れ
る
。
こ
こ
で
の
「
差

異
」
と
は
、「
活
動
と
言
論
に
よ
っ
て
自
分
が
誰w

ho

で
あ
る
か
を
示
し
、

そ
の
唯
一
な
人
格
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
明
ら
か
に
し
、
人
間
世
界
に
そ

の
姿
を
現
す
」(H

C 179)

こ
と
で
生
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
し

て
初
め
て
人
間
の
「
複
数
性
」
は
実
現
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
お
い
て

「
自
由
」
が
可
能
と
な
る
。
す
な
わ
ち
ア
ー
レ
ン
ト
に
お
い
て
は
「
自
由
は
、

他
者
に
聞
か
れ
る
言
葉
や
他
者
に
見
ら
れ
る
活
動
に
具
体
化
さ
れ
る
」

(BPF 153)

 (10)
の
で
あ
り
、「
自
由
が
経
験
さ
れ
る
場
は
活
動action

に
ほ
か

な
ら
な
い
」(BPF 145)

の
で
あ
る
。 

 

そ
し
て
こ
の
「
自
由
」
に
は
、
た
ん
に
生
命
の
必
要
／
必
然
す
な
わ
ち
労

働
か
ら
解
放
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
加
え
て
、
対
等
な
他
者
の
存
在
と
そ
の
他

者
と
出
会
い
う
る
公
的
な
世
界
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
。 
 

自
由
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
生
活
の
必
要
〔
必
然
〕
あ
る
い
は
他

人
の
命
令
に
従
属
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
加
え
て
、
自
分
を
命
令
す

る
立
場
に
置
か
な
い
と
い
う
、
二
つ
の
こ
と
を
意
味
し
た
。
そ
れ
は

支
配
も
し
な
け
れ
ば
支
配
さ
れ
も
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

(H
C 30-31) 

 

自
由
は
、
た
ん
な
る
解
放
に
加
え
て
、
同
じ
状
態state

に
い
る
他
者

と
共
に
あ
る
こ
と
を
必
要
と
し
、
さ
ら
に
、
他
者
と
出
会
う
た
め
の

共
通
の
公
的
空
間com

m
on public space

、
い
い
か
え
れ
ば
自
由
人

誰
も
が
言
葉
と
行
な
い
に
よ
っ
て
立
ち
現
わ
れ
う
る
政
治
的
に
組
織

さ
れ
た
世
界
を
必
要
と
し
た
。」(BPF 147) 

 
 

こ
の
よ
う
に
ア
ー
レ
ン
ト
が
複
数
性
に
お
い
て
掲
げ
て
い
た
「
等
し
さ

equality
」
に
は
、「
対
等
性
」
も
含
意
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
お
互
い
に
支

配
も
せ
ず
支
配
も
さ
れ
な
い
と
い
う
他
者
と
の
対
等
な
関
係
を
示
し
て
い

る
。
そ
れ
が
実
現
す
る
の
は
、
言
論
や
活
動
を
通
し
て
「
自
由
な
人
間
た
ち
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が
、
強
制
も
暴
力
も
互
い
の
支
配
も
な
く
、
対
等
な
者equals

の
間
に
お

け
る
対
等
な
者
と
し
て
相
互
に
交
流
す
る
こ
と
が
で
き
る
」(PP 117)

 (11)
よ

う
な
公
的
な
空
間
と
し
て
の
世
界
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
、

人
間
の
「
自
由
」
に
は
、
対
等
な
他
者
の
存
在
や
そ
こ
へ
と
現
れ
う
る
「
世

界
」
が
必
要
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。「
自
由
で
あ
る
こ
と
と
活
動
す
る
こ
と

と
は
同
一
の
事
柄
で
あ
る
」(BPF 151)

。
こ
れ
が
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
主
張

す
る
「
自
由
」
で
あ
る
。 

 

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
「
自
由
」
す
な
わ
ち
活
動
に
よ
る
「
世
界
へ
の
現

わ
れ
」
に
は
、
代
償
も
伴
う
と
さ
れ
る
。
ア
ー
レ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
人
間
の

自
由
な
活
動
と
い
う
能
力
は
、「
結
果
が
不
確
か
で
予
測
で
き
な
い
先
例
の

な
い
新
し
い
過
程
を
始
め
る
能
力
」(H

C 231-232)

で
あ
る
。
人
間
に
と
っ

て
活
動
は
、
先
例
の
な
い
こ
と
を
始
め
る
能
力
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
結
果

が
不
確
か
で
予
測
で
き
な
い
と
い
う
側
面
を
持
つ
。
こ
の
よ
う
な
活
動
に
お

け
る
「
予
測
不
可
能
性unpredictability

」(H
C 233)

は
、「
人
間
が
自
由
に

対
し
て
支
払
う
代
償
」(H

C 244)

で
あ
り
、
ま
た
、「
万
人
の
存
在
に
よ
っ

て
各
人
に
そ
の
リ
ア
リ
テ
ィ
が
保
証
さ
れ
て
い
る
世
界
の
中
で
他
者
と
共

生
す
る
喜
び
に
対
し
て
支
払
う
代
償
」(H

C 244)

で
あ
る
と
ア
ー
レ
ン
ト
は

い
う
。
こ
の
よ
う
に
ア
ー
レ
ン
ト
の
い
う
「
自
由
の
代
償
」
と
は
、
人
間
の

複
数
性
が
実
現
さ
れ
る
公
的
領
域
と
し
て
の
「
世
界
」
へ
現
れ
る
際
の
代
償

で
あ
る
。
活
動
す
る
者
は
、
そ
の
結
果
を
予
測
で
き
な
い
し
、
ま
た
そ
の
過

程
を
元
に
戻
す
こ
と
も
で
き
な
い
。「
活
動
に
よ
っ
て
始
め
た
過
程
に
つ
い

て
は
、
ど
ん
な
も
の
で
も
そ
れ
を
元
に
戻
す
こ
と
は
で
き
ず
、
そ
れ
ど
こ
ろ

か
、
そ
の
過
程
を
安
全
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
さ
え
で
き
な
い
」(H

C 

232-233)

。 

以
上
の
よ
う
な
活
動
の
「
予
測
不
可
能
性
」(H

C 233)

と
「
不
可
逆
性
」

(H
C 233)

は
、
活
動
を
妨
げ
る
こ
と
に
も
な
り
う
る
。
そ
れ
は
、
自
由
で
あ

る
は
ず
の
活
動
と
い
う
能
力
が
む
し
ろ
不
自
由
に
見
え
る
か
ら
で
あ
る
。 
 

こ
の
よ
う
な
事
情
で
あ
れ
ば
、
人
間
事
象
の
領
域
に
絶
望
し
て
、
そ

れ
に
背
を
向
け
、
自
由
で
あ
る
と
い
う
人
間
の
能
力
を
軽
蔑
し
て
も

止
む
を
得
な
い
だ
ろ
う
。[

中
略]

人
間
は
、
自
分
の
活
動
の
作
者
で

あ
り
行
為
者
で
あ
る
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
そ
の
犠
牲
者
で
あ
り
、

受
難
者
の
よ
う
に
見
え
る
の
で
あ
る
。
い
い
か
え
る
と
、
人
間
が
最

も
不
自
由
に
見
え
る
領
域
は
、
生
命
の
必
要
に
従
属
す
る
労
働labor

で
も
な
け
れ
ば
、
所
与
の
材
料
に
依
存
す
る
仕
事w

ork

で
も
な
い
。

む
し
ろ
ほ
か
な
ら
ぬ
自
由
を
本
質
と
す
る
能
力
（
活
動
）
に
お
い
て
、

ま
た
そ
の
存
在
を
た
だ
人
間
に
の
み
負
っ
て
い
る
領
域

 (12)
に
お
い
て

こ
そ
、
人
間
は
最
も
不
自
由
に
見
え
る
の
で
あ
る
。(H

C 233-234

カ
ッ
コ
は
引
用
者) 

 
そ
し
て
そ
の
結
果
や
過
程
が
操
作
で
き
な
い
こ
と
は
、
活
動
に
お
け
る

「
誰w

ho
」
を
本
人
が
意
図
で
き
ず
、
他
者
に
委
ね
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う

こ
と
に
も
関
連
が
あ
る
。
ア
ー
レ
ン
ト
に
よ
れ
ば
「
そ
の
人
が
誰w

ho

で

あ
る
か
と
い
う
暴
露
は
、
そ
の
人
が
語
る
言
葉
と
行
な
う
行
為
の
方
に
す
べ
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て
暗
示
さ
れ
て
い
る
」(H

C 179)

の
だ
が
、
そ
れ
は
本
人
に
は
全
く
分
か
ら

な
い
と
さ
れ
る
。「
人
は
自
分
の
特
質
を
所
有
し
そ
れ
を
自
由
に
処
理
す
る

の
と
同
じ
仕
方
で
、
こ
の
誰w

ho

を
扱
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
ど
こ

ろ
か
他
人
に
は
こ
れ
ほ
ど
は
っ
き
り
と
間
違
い
な
く
現
わ
れ
る
誰w

ho

が
、

本
人
の
眼
に
は
ま
っ
た
く
隠
さ
れ
た
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
」(H

C 179)

。
こ

の
よ
う
に
活
動
の
結
果
と
し
て
の
「
誰w

ho

」
は
、
本
人
に
は
意
図
で
き
な

い
上
に
全
く
分
か
ら
な
い
。 

以
上
の
よ
う
な
、
活
動
に
お
け
る
「
不
可
逆
性
と
不
可
予
言
性
と
い
う
重

荷
」(H

C 233)

は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
「
自
由
」
概
念
に
お
け
る
「
重
荷
」
と

も
関
連
が
あ
る
だ
ろ
う
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
い
て
日
常
的
な
世
人
と
し
て
の

現
存
在
は
、
死
へ
の
「
自
由
」
に
お
い
て
開
示
さ
れ
る
「
非
力
さ
の
非
力
な

根
拠
存
在
」(SZ 285)

と
い
う
「
重
荷
」
に
直
面
し
、
そ
こ
か
ら
世
界
へ
と

逃
避
し
て
い
る
と
さ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
い
て
「
自

由
か
ら
の
逃
避
」
は
「
世
界
へ
の
頽
落
」
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。 

そ
こ
で
次
節
で
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
世
人
的
な
「
公
共
性
」
に
お
け
る
「
世

界
へ
の
頽
落
」
と
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
活
動
的
な
「
公
共
性
」
に
お
け
る
「
世

界
へ
の
現
わ
れ
」
を
比
較
検
討
し
、「
世
界
」
と
の
関
わ
り
方
に
つ
い
て
考

察
し
て
い
き
た
い
。 

 

三 

「
世
界
」
と
の
関
わ
り 

  

周
知
の
通
り
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
世
人
論
に
お
い
て
、
現
存
在
は
死
へ
の
不
安

に
直
面
し
そ
こ
か
ら
世
界
へ
と
逃
避
し
て
い
る
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
の

「
世
界
」
に
拠
り
所
を
求
め
、
そ
こ
か
ら
自
己
を
了
解
し
て
い
る
。「
さ
し

あ
た
り
た
い
て
い
現
存
在
は
お
の
れ
の
「
世
界
」
に
自
己
を
喪
失
し
て
い
る
。

[

中
略]

世
人
の
う
ち
に
没
入
す
る
こ
と
は
、
公
共
的
な
被
解
釈
性
の
支
配
を

意
味
す
る
」(SZ 212-222)

。
現
存
在
は
そ
の
「
公
共
的
な
被
解
釈
性
」
の

う
ち
で
自
己
の
拠
り
所
を
求
め
、
安
住
し
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、

そ
の
世
人
に
お
け
る
「
公
共
性
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。 

ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、
世
人
の
「
公
共
性Ö

ffentlichkeit

」
は
、
以
下

の
「
懸
隔
性
」「
平
均
性
」「
均
等
化
」
と
い
う
三
つ
の
契
機
か
ら
構
成
さ
れ

て
い
る
。 

「
懸
隔
性
」
と
は
、「
他
者
た
ち
と
の
差
異
を
気
遣
う
こ
と
」(SZ 126)

で
あ
り
、
現
存
在
は
他
者
に
対
し
て
劣
っ
て
い
る
の
を
取
り
戻
そ
う
と
し
た

り
、
他
者
に
対
し
て
優
位
を
保
ち
な
が
ら
抑
圧
し
よ
う
と
し
た
り
す
る
。 

「
平
均
性
」
と
は
、「
当
然
と
さ
れ
て
い
る
も
の
、
ひ
と
が
通
用
さ
せ
た

り
さ
せ
な
か
っ
た
り
す
る
も
の
、
成
果
を
是
認
し
た
り
否
認
し
た
り
す
る
も

の
」(SZ 127)

の
う
ち
に
お
の
れ
を
保
持
し
よ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
平
均
性
は
、「
で
し
ゃ
ば
っ
て
く
る
あ
ら
ゆ
る
例
外
を
監
視
す
る
」

(SZ 127)

。 
「
均
等
化
」
と
は
、
以
上
の
よ
う
な
で
し
ゃ
ば
っ
て
く
る
「
例
外
」
が
「
音

も
立
て
ず
に
押
さ
え
つ
け
ら
れ
る
」(SZ 127)

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

こ
の
よ
う
に
日
常
的
な
現
存
在
は
世
人
の
在
り
方
に
お
い
て
、
他
者
と
の

差
異
を
気
遣
っ
た
り
そ
の
平
均
性
を
気
遣
っ
た
り
す
る
こ
と
で
、「
例
外
」
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や
「
親
密
に
な
れ
な
い
こ
と
を
す
べ
て
押
さ
え
つ
け
る
」(SZ 192)

の
で
あ

る
。 

 
世
人
と
い
う
か
た
ち
を
と
っ
た
相
互
共
同
存
在M

iteinandersein

は
、

緊
張
し
て
互
い
に
監
視
し
合
っ
て
お
り
、
内
密
に
相
互
に
盗
み
聞
き

し
合
っ
て
い
る
。
互
い
に
好
意
を
寄
せ
合
っ
て
い
る
と
い
う
仮
面
の

も
と
で
演
じ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
互
い
の
敵
意
な
の
で
あ
る
。(SZ 

175) 

 

世
人
に
お
け
る
日
常
的
な
相
互
共
同
存
在
で
は
、
現
存
在
は
互
い
に
好
意

を
寄
せ
合
っ
て
い
る
と
い
う
仮
面
の
も
と
で
、
実
は
緊
張
関
係
に
あ
り
、
例

外
や
親
密
に
な
れ
な
い
こ
と
な
ど
を
監
視
し
合
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
世
人
の
「
公
共
性
」
に
対
し
て
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
活
動
論
に
お
け
る

「
公
共
性
」
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
む
し
ろ
例
外
や
差
異
が
必
要
で
あ
る

と
さ
れ
る
。 

 

公
的
領
域
そ
の
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
ポ
リ
ス
は
、
激
し
い
競
技
精

神
で
満
た
さ
れ
て
い
て
、
ど
ん
な
人
で
も
、
自
分
を
常
に
他
人
と
区

別
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ユ
ニ
ー
ク
な
偉
業

deeds

や
功
績

achievem
ents

に
よ
っ
て
、
自
分
が
万
人
の
中
の
最
良
の
者
で
あ
る

こ
と
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
い
い
か
え
る
と
公
的
領
域

は
個
性individuality

の
た
め
に
保
持
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
そ
れ
ぞ

れ
の
人
々m
en

が
、
他
人
と
取
り
換
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
真
実
の

自
分
を
示
し
う
る
唯
一
の
場
所
で
あ
っ
た
。(H

C 41) 

  

こ
の
よ
う
に
ア
ー
レ
ン
ト
の
い
う
公
的
領
域
と
し
て
の
「
世
界
」
は
、
人
々

が
自
己
を
他
者
と
区
別
す
る
よ
う
な
個
性
を
発
揮
す
る
場
と
し
て
理
解
さ

れ
る
。
人
間
は
ユ
ニ
ー
ク
な
偉
業
や
功
績
を
通
し
て
、
唯
一
性
と
し
て
の
「
誰

w
ho

」
を
示
し
う
る
。
こ
の
よ
う
に
そ
れ
ぞ
れ
の
人
々
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る

唯
一
的
な
個
性
は
、「
卓
越excellence

」
と
も
呼
ば
れ
る
。「
公
共
性
」
に

お
い
て
発
揮
さ
れ
た
各
人
の
個
性
で
あ
る
「
誰w

ho

」
は
、
他
者
か
ら
抜
き

ん
出
る
、
区
別
さ
れ
る
と
い
う
意
味
で
「
卓
越
」
と
な
る
。「
卓
越excellence

は
、
い
つ
の
場
合
で
も
、
人
が
他
者
に
抜
き
ん
出
て
自
分
を
他
人
か
ら
区
別

す
る
こ
と
の
で
き
る
公
的
領
域
の
も
の
で
あ
っ
た
。［
中
略
］
卓
越
は
、
本

性
上
、
他
者
の
臨
席the presence of others

を
必
ず
必
要
と
す
る
。
そ
し

て
こ
の
臨
席
の
た
め
に
は
、
そ
の
人
と
対
等
な
者
た
ち
が
構
成
す
る
公
的
な

る
も
の
の
形
式
が
必
要
で
あ
る
」(H

C 48-49)

。 

そ
し
て
こ
の
「
卓
越
」
に
も
や
は
り
、
自
己
と
対
等
な
他
者
の
存
在
が
不

可
欠
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
前
節
で
も
示
さ
れ
た
通
り
、
た
だ
生
命
の
必
要
か

ら
解
放
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
加
え
て
、「
支
配
も
し
な
け
れ
ば
支
配
さ
れ
も

し
な
い
」(H

C 31)

よ
う
な
他
者
の
臨
席
で
あ
る
。「
対
等
な
人
間
た
ち
は
、

互
い
の
偉
業deeds

を
見
た
り
聞
い
た
り
称
え
た
りadm

ire

す
る
こ
と
が

で
き
た
」(PP 123)

と
ア
ー
レ
ン
ト
は
言
う
。
す
な
わ
ち
、
世
人
の
公
共
性

に
お
け
る
「
曖
昧
で
嫉
妬
深
い
協
定
や
お
喋
り
な
親
睦
」(SZ 298)

と
は
対
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照
的
に
、
公
的
領
域
に
お
け
る
対
等
な
人
間
は
互
い
の
活
動
を
見
聞
き
し
、

称
え
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
言
論
や
活
動
に
よ
っ
て
生
じ
る
他
者
と

の
「
差
異
」
や
「
卓
越
」
は
む
し
ろ
公
的
領
域
と
し
て
の
「
世
界
」
が
可
能

と
な
る
た
め
に
必
要
で
あ
っ
た
。
ア
ー
レ
ン
ト
に
よ
れ
ば
「
公
的
領
域
の
リ

ア
リ
テ
ィ
は
、
無
数
の
遠
近
法
と
側
面
が
同
時
的
に
存
在
す
る
場
合
に
確
証

さ
れ
る
」(H

C57)
の
で
あ
り
、「
無
数
の
遠
近
法
と
側
面
に
お
い
て
こ
そ
、

共
通
世
界
が
姿
を
現
わ
す
」(H

C 57)

の
で
あ
る
。
そ
れ
は
つ
ま
り
、
活
動

に
お
け
る
「
差
異
」
や
「
卓
越
」
と
し
て
の
唯
一
性
の
表
明
こ
そ
が
、
人
間

の
複
数
性
お
よ
び
「
世
界
の
現
れ
」
を
可
能
に
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

し
た
が
っ
て
ア
ー
レ
ン
ト
に
お
い
て
は
、
人
々
が
現
れ
る
と
い
う
こ
と
は

公
的
領
域
と
し
て
の
「
世
界
」
の
現
れ
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
こ
の
「
世
界

へ
の
現
れ
」
は
、「
差
異
」
や
「
卓
越
」
を
「
例
外
」
だ
と
し
て
押
さ
え
つ

け
よ
う
と
す
る
世
人
的
「
公
共
性
」
に
抗
す
る
、「
勇
気courage

」
を
伴
っ

た
「
賭
け
」
で
あ
る
と
い
え
る
。 

 

公
的
領
域
に
参
入
す
るenter

こ
と
は
勇
気courage

を
必
要
と
す
る

が
、
そ
れ
は
、
特
定
の
危
険
が
待
ち
受
け
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
か

ら
で
は
な
く
、
生
命
へ
の
関
心
が
妥
当
性
を
失
う
領
域
に
わ
れ
わ
れ

が
足
を
踏
み
入
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
勇
気
は
、
人
び
と
を
生
命life

へ
の
配
慮
か
ら
世
界
の
自
由
へ
と
解
放
す
る
。
政
治
に
お
い
て
は
生

命
で
は
な
く
世
界
が
賭
け
ら
れ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
勇
気
を
欠
く
こ

と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。(BPF 155) 

 

自
ら
の
生
命
を
危
険
に
曝
す
覚
悟
が
で
き
て
い
る
人
間
だ
け
が
自
由

だ
っ
た
の
で
あ
り
、
生
命
に
強
く
執
着
し
す
ぎ
る
の
は
、
不
自
由
で

奴
隷
的
な
魂
を
持
っ
た
人
間
だ
っ
た
の
で
あ
る
。(PP 122) 

  

そ
れ
は
、こ
れ
ま
で
拠
り
所
と
し
て
安
住
し
、
自
己
了
解
を
得
て
い
た
「
公

共
的
な
被
解
釈
性
」
を
脱
し
、
予
測
不
可
能
で
不
可
逆
的
な
「
世
界
」
へ
と

身
を
曝
す
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
こ
に
お
い
て
人
間
は
、
初
め
て
「
世
界
」

へ
と
参
入
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
な
の
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に

お
い
て
「
自
由
」
に
は
「
死
へ
の
先
駆
」
が
必
要
で
あ
っ
た
の
と
同
様
に
、

ア
ー
レ
ン
ト
に
お
い
て
も
「
自
由
」
に
は
「
生
命
を
危
険
に
さ
ら
す
」
こ
と

が
要
求
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
改
め
て
考
察
し
た
い
の
は
ハ

イ
デ
ガ
ー
の
「
死
へ
の
先
駆
」
に
お
い
て
開
示
さ
れ
る
「
自
由
」
が
よ
く
指

摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
本
当
に
個
人
的
な
現
象
に
す
ぎ
な
い
の
か
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
ヴ
ィ
ラ
は
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。 

 

ハ
イ
デ
ガ
ー
が
「
負
い
目
」
を

―
投
げ
出
さ
れ
た
死
す
べ
き
現
存

在
が
直
面
す
る
根
拠
喪
失
と
し
て

―
本
質
的
に
個
人
的
現
象
と
し

て
提
示
す
る
の
に
対
し
て
、
ア
ー
レ
ン
ト
は
そ
の
実
存
論
的
概
念
を

改
め
て
「
外
面
化
」
し
、
現
存
在
の
被
投
性
に
お
け
る
相
互
主
観
的

側
面
を
強
調
す
る
。［
中
略
］
無
根
拠
性G

roundlessness

が
具
体
的

な
形
で
顕
わ
に
な
る
の
は
、
自
己
で
は
な
く
複
数
性plurality

の
領
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域
（
す
な
わ
ち
公
的
領
域
）
に
お
い
て
で
あ
る
。

 (13) 
 

ヴ
ィ
ラ
は
あ
く
ま
で
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
「
自
由
」
が
開
示
さ
れ
る
と
い
わ

れ
る
不
安
に
お
け
る
無
根
拠
性
や
負
い
目
の
現
象
を
個
人
的
な
も
の
と
し

て
捉
え
て
お
り
、
そ
れ
を
ア
ー
レ
ン
ト
が
人
間
の
複
数
性
の
領
域
（
公
的
領

域
）
へ
と
外
面
化
し
た
と
考
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
不
安
論

に
お
い
て
個
人
的
な
現
象
で
あ
っ
た
「
自
由
」
の
問
題
を
、
ア
ー
レ
ン
ト
が

公
的
領
域
に
お
け
る
他
者
と
の
活
動
に
結
び
つ
け
た
と
ヴ
ィ
ラ
は
解
釈
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
解
釈
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
不
安
論
に
お
い

て
「
単
独
化
」
や
「
没
交
渉
的
」
と
い
っ
た
言
葉
を
頻
繁
に
使
う
こ
と
か
ら

生
じ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、『
存
在
と
時
間
』
以
降
の
諸

講
義
や
論
文
を
参
照
し
な
が
ら
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
不
安
論
や
「
自
由
」
概
念
を

捉
え
直
す
と
、
そ
の
よ
う
な
「
自
由
」
の
問
題
が
世
界
や
他
者
と
の
関
連
で

考
察
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
見
え
て
く
る
。 

そ
こ
で
次
節
で
は
、『
存
在
と
時
間
』
以
降
の
諸
講
義
や
論
文
を
参
照
し

な
が
ら
「
世
界
へ
の
超
越
」
と
は
何
か
考
察
し
、
そ
れ
を
踏
ま
え
た
う
え
で

『
存
在
と
時
間
』
に
お
け
る
記
述
を
再
解
釈
す
る
こ
と
を
試
み
た
い
。 

 

四 

「
世
界
」
へ
の
「
超
越
」 

  

す
で
に
見
て
き
た
よ
う
に
、「
死
へ
の
不
安
」
に
お
い
て
、
現
存
在
が
日

常
的
に
慣
れ
親
し
ん
で
い
る
道
具
的
存
在
者
の
有
意
義
な
連
関
と
し
て
の

世
界
は
無
意
義
化
さ
れ
る
。
こ
の
無
意
義
化
に
お
い
て
そ
れ
ま
で
慣
れ
親
し

ん
で
い
た
日
常
的
世
界
全
体
が
滑
落
し
て
い
く

 (14)
の
だ
が
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は

一
九
二
九
年
講
義
「
形
而
上
学
と
は
何
か
」
に
お
い
て
こ
の
事
態
を
「
超
越
」

と
呼
ん
で
い
る
。「
無
の
内
へ
自
身
を
投
げ
込
ん
で
保
ち
つ
つ
現
存
在
は
そ

の
つ
ど
す
で
に
全
体
と
し
て
の
存
在
者
を
越
え
て
い
る
。
存
在
者
を
越
え
て

い
る
こ
と
を
我
々
は
超
越
と
名
づ
け
る
」(G

A
9 115)

。
こ
こ
で
現
存
在
は
、

不
安
に
お
け
る
世
界
の
無
意
義
化
に
お
い
て
、
そ
れ
ま
で
の
有
意
義
な
世
界

に
お
け
る
存
在
者
を
越
え
て
い
く
と
さ
れ
る
。
そ
れ
は
「
滑
落
し
て
い
く
日

常
的
な
世
界
全
体
を
超
越
し
て
い
る

 (15)
」
こ
と
に
他
な
ら
な
い
の
だ
が
、
こ

の
「
超
越
」
に
お
い
て
現
存
在
は
果
た
し
て
ど
こ
へ
向
か
っ
て
越
え
出
て
い

く
の
で
あ
ろ
う
か
。 

ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
そ
れ
は
、「
世
界
」
へ
で
あ
る
。
た
し
か
に
現
存

在
は
不
安
の
無
意
義
化
の
作
用
に
よ
っ
て
日
常
的
世
界
を
超
越
し
て
い
る

が
、
そ
れ
は
ど
こ
か
別
の
と
こ
ろ
へ
行
く
わ
け
で
も
な
く
、
世
界
が
不
在
に

な
る
わ
け
で
も
な
い
。
慣
れ
親
し
ん
だ
自
ら
の
拠
り
所
を
失
っ
た
現
存
在
は

「
根
拠
無
しG

rund-lose

（
脱
底A

b-G
rund

）」(G
A

9 165)

の
存
在
、
す
な

わ
ち
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
い
う
「
自
由
」
な
存
在
と
し
て
「
世
界
」
へ
と
超
越
す

る
の
で
あ
る
。
一
九
二
九
年
論
文
「
根
拠
の
本
質
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
彼

は
以
下
の
よ
う
に
い
う
。「
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
こ
へ
向
か
っ
て
現
存
在
が
現

存
在
と
し
て
超
越
す
る
と
こ
ろ
を
世
界
と
名
づ
け
、
そ
し
て
超
越
を
世
界-

内-

存
在
す
る
こ
と
と
し
て
規
定
す
る
」(G

A
9 139)

。
そ
し
て
こ
の
「
世
界

へ
の
超
越
」
に
お
い
て
、
現
存
在
は
拠
り
所
と
し
て
い
た
「
世
界
」
に
お
け
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る
有
意
義
な
存
在
者
を
乗
り
越
え
る

 (16)
の
だ
が
、
そ
の
「
世
界
」
か
ら
自
己

を
了
解
し
て
い
た
現
存
在
に
と
っ
て
、
そ
れ
は
自
己
自
身
を
乗
り
越
え
る
こ

と
で
も
あ
る

 (17)
。 

 

現
存
在
は
世
界
を
企
投
す
る
こ
と
に
お
い
て
存
在
者
を
乗
り
越
え
る

と
き
、
自
己
自
身
を
乗
り
越
え
ね
ば
な
ら
ず
、
こ
の
よ
う
な
高
揚
か

ら
初
め
て
自
己
を
脱
底
／
深
淵A

b-G
rund

と
し
て
理
解
し
う
る
に

至
る
の
で
あ
る
。(G

A
9 174) 

  

さ
ら
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
こ
の
拠
り
所
で
あ
っ
た
「
世
界
」
が
無
意
義
化

さ
れ
た
「
脱
底A

b-G
rund

」
と
し
て
の
「
自
由
」
を
根
拠
と
し
て
初
め
て
、

他
の
存
在
者
へ
の
関
わ
り
が
可
能
に
な
る
と
い
う
。「
無
は
現
‐
存
在
を
初

め
て
存
在
者
と
し
て
の
存
在
者
の
前
へ
も
た
ら
す
。
無
が
根
源
的
に
開
示
さ

れ
る
こ
と
に
基
づ
い
て
の
み
、
人
間
の
現
存
在
は
存
在
者
へ
向
か
い
存
在
者

へ
関
わ
り
う
る
」(G

A
9 114)

。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
「
自
由
」
を
根
拠
と

し
た
存
在
者
と
の
関
わ
り
を
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
さ
ら
に
一
九
三
〇
年
講
義

「
真
理
の
本
質
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
、「
存
在
者
を
存
在
せ
し
め
るSein- 

lassen

」(G
A

9 188)

こ
と
と
定
義
し
て
い
る
。 

 

存
在
者
を
存
在
せ
し
め
る
と
い
う
こ
と
は
、
放
置
し
て
お
く
と
か
無

関
心
と
い
う
こ
と
を
思
惟
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
反
対
の
こ

と
を
思
惟
し
て
い
る
。
存
在
せ
し
め
る
こ
と
と
は
、
存
在
者
を
自
己

自
身
へ
関
わ
ら
し
め
る
こ
と
で
あ
る
。(G

A
9 188) 

 

ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、「
存
在
せ
し
め
るSein-lassen

」
と
は
、「
在
る

が
ま
ま
に
し
て
お
く
、
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
く
」(G

A
9 188)

と
い
う
意
味

で
あ
る
が
、
そ
れ
は
そ
の
存
在
者
を
放
置
し
た
り
関
わ
ら
な
い
と
い
う
意
味

で
は
な
く
、
む
し
ろ
、「
存
在
者
を
そ
れ
が
そ
れ
で
あ
る
も
の
で
在
ら
し
め

る
」(G

A
9 188)

こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
現
存
在
が
自
己
自
身
を
存
在
せ

し
め
る
こ
と
に
加
え
て
、
他
の
存
在
者
、
特
に
他
の
現
存
在
を
存
在
せ
し
め

る
こ
と
を
も
含
意
し
て
い
る
。 

以
上
の
よ
う
に
『
存
在
と
時
間
』
以
降
に
お
い
て
「
自
由
」
の
問
題
は
、

世
界
と
の
関
わ
り
や
他
の
存
在
者
と
の
関
わ
り
と
と
も
に
語
ら
れ
て
い
る

こ
と
が
分
か
る
。
こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
れ
ま
で
の
「
自
由
」
概
念
の
議

論
を
踏
ま
え
て
、『
存
在
と
時
間
』
の
記
述
、
特
に
本
来
的
自
己
や
死
へ
の

先
駆
的
決
意
性
に
つ
い
て
の
記
述
を
再
解
釈
し
て
い
き
た
い
。
そ
の
こ
と
に

よ
っ
て
、
他
の
存
在
者
や
世
界
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
の
記
述
が
乏
し
い
部

分
を
補
完
し
う
る
で
あ
ろ
う
。 

ま
ず
は
、
死
へ
の
先
駆
的
決
意
性
に
お
い
て
本
来
的
自
己
が
孤
立
し
た
自

己
で
は
な
い
こ
と
、
そ
し
て
世
界
内
存
在
す
る
こ
と
以
外
に
本
来
的
に
存
在

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
さ
れ
る
主
張
で
あ
る
。 

 
決
意
性
は
、
本
来
的
な
自
己
存
在
と
し
て
、
現
存
在
を
そ
の
世
界
か

ら
引
き
離
し
た
り
、
宙
に
浮
い
た
自
我
へ
と
孤
立
さ
せ
た
り
は
し
な
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い
。[

中
略]

と
い
う
の
も
本
来
的
開
示
性
と
し
て
、
世
界
内
存
在
と

し
て
以
外
は
け
っ
し
て
本
来
的
に
存
在
す
る
こ
と
が
な
い
か
ら
で
あ

る
。(SZ 298) 

 

こ
の
こ
と
は
既
述
の
諸
講
義
に
お
い
て
、
無
意
義
化
（
死
へ
の
先
駆
）
に

よ
っ
て
拠
り
所
を
失
く
し
た
「
脱
底A

b-G
rund

」
と
し
て
の
現
存
在
が
「
世

界
」
へ
超
越
す
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
「
超
越
」
こ
そ
が
根
源
的
な
「
世
界

内
存
在
」
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
た
こ
と
と
整
合
す
る
。
ま
た
、
死
へ
の
先

駆
的
決
意
性
は
、「「
世
界
」
の
被
暴
露
性
と
他
者
た
ち
の
共
同
現
存
在
の
開

示
性
と
を
等
根
源
的
に
変
様
さ
せ
る
」(SZ 297)

と
い
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
、

新
た
に
「
世
開
す
る
世
界
」
へ
の
「
超
越
」
が
生
起
す
る
と
い
う
こ
と
が
で

き
る
で
あ
ろ
う
。 

そ
し
て
『
存
在
と
時
間
』
に
お
け
る
数
少
な
い
他
者
へ
の
記
述
と
し
て
よ

く
言
及
さ
れ
る
以
下
の
引
用
は
、
既
述
の
講
義
に
お
け
る
「
存
在
せ
し
め
る

Sein lassen

」
と
し
て
の
「
自
由
」
概
念
と
合
わ
せ
て
解
釈
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
そ
れ
は
、
自
己
自
身
へ
の
決
意
性
（
自
由
）
が
、
他
の
現
存
在
を
存

在
せ
し
め
るSein lassen

こ
と
、
す
な
わ
ち
他
者
の
「
自
由
」
に
も
関
連
す

る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
記
述
で
あ
る
。 

 

自
己
自
身
へ
の
決
意
性
が
、
共
同
存
在
す
る
他
者
た
ち
を
、
彼
ら
の

最
も
固
有
な
存
在
可
能
に
お
い
て
「
存
在
」
せ
し
めsein lassen

、
彼

ら
の
存
在
可
能
を
、
率
先
的
―

解
放
的
な
顧
慮
の
う
ち
で
共
に
開
示
す

る
と
い
う
可
能
性
へ
と
も
た
ら
す
。(SZ 298) 

 

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
具
体
的
な
例
を
挙
げ
は
し
な
い
が
、
こ
の
直
後
に
「
決
意

性
の
本
来
的
な
自
己
存
在
の
う
ち
か
ら
、
本
来
的
な
共
同
相
互
存
在
が
は
じ

め
て
発
現
す
る
」(SZ 298)

と
は
っ
き
り
述
べ
る
。
し
た
が
っ
て
、
自
己
の

「
自
由
」
が
他
者
を
「
存
在
せ
し
め
るSein lassen

」、
す
な
わ
ち
「
自
由
」

に
導
く
、
と
い
う
先
ほ
ど
の
思
想
が
『
存
在
と
時
間
』
に
も
す
で
に
含
ま
れ

て
い
た
と
い
え
る
。 

以
上
の
よ
う
に
本
節
で
は
、『
存
在
と
時
間
』
で
語
ら
れ
る
「
死
へ
の
先

駆
」
と
し
て
の
「
自
由
」
が
、
個
人
的
な
現
象
で
は
な
い
こ
と
、
む
し
ろ
世

界
、
他
の
存
在
者
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
解
釈
さ
れ
う
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
。

こ
の
こ
と
か
ら
理
解
で
き
る
の
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
「
自
由
」
概
念
も
ア
ー

レ
ン
ト
の
「
自
由
」
概
念
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、「
世
界
」
そ
し
て
他

の
存
在
者
の
存
在
と
関
連
し
て
考
察
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。 

 

お
わ
り
に 

 
  

本
稿
で
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
ア
ー
レ
ン
ト
の
「
自
由
」
概
念
を
参
照
し
な

が
ら
、
人
間
が
ど
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
「
自
由
」
で
あ
る
の
か
、
ま
た

そ
の
「
自
由
」
が
実
現
さ
れ
経
験
さ
れ
う
る
場
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
に
つ
い

て
考
察
し
て
き
た
。
そ
こ
で
明
ら
か
と
な
っ
た
の
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
ア
ー

レ
ン
ト
の
「
自
由
」
概
念
が
、
と
も
に
「
死
へ
の
先
駆
／
生
命
の
必
要
か
ら
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の
解
放
」
と
い
う
意
味
で
「
死
」
と
関
連
し
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
そ
れ
が

「
世
界
」
や
他
の
存
在
者
無
し
で
は
成
立
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ

し
て
そ
の
「
自
由
」
は
、
人
間
が
「
死
へ
の
存
在
」
で
あ
る
こ
と
、
す
な
わ

ち
あ
ら
ゆ
る
瞬
間
に
死
が
「
切
迫
」(SZ 250)

し
て
い
て
、
有
意
義
な
「
世

界
」
が
無
意
義
化
さ
れ
る
存
在
で
あ
る
限
り
、
常
に
人
間
に
開
示
さ
れ
う
る

も
の
で
あ
る
。 

ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
そ
の
こ
と
は
、
ま
さ
に
日
常
性
に
お
け
る
現
存
在

の
在
り
方
そ
の
も
の
が
示
し
て
い
る
。「
死
に
直
面
し
て
そ
こ
か
ら
日
常
的

に
頽
落
し
つ
つ
逃
避
す
る
こ
と
は
、
死
へ
と
関
わ
る
非
本
来
的
存
在
で
あ
る
。

非
本
来
性
は
、
そ
の
根
底
に
可
能
的
な
本
来
性
を
持
っ
て
い
る
」(SZ 259)

。

ま
さ
に
こ
の
逃
避
そ
の
も
の
が
、
不
安
と
い
う
根
本
気
分
に
起
因
し
た
「
日

常
的
な
世
界
へ
の
没
入
」
な
の
だ
が
、
同
時
に
そ
の
不
安
に
お
い
て
無
が
開

示
さ
れ
最
も
固
有
な
在
り
方
と
し
て
の
「
自
由
」
も
開
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

「
根
源
的
な
不
安
は
い
か
な
る
瞬
間
に
も
現
存
在
の
う
ち
に
目
覚
め
う
る
」

(G
A

9 118)

の
で
あ
り
、
そ
こ
に
お
い
て
開
示
さ
れ
る
「
自
由
」
と
ど
の
よ

う
に
向
き
合
う
の
か
さ
え
も
、
そ
の
つ
ど
の
現
存
在
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。 

 

最
も
固
有
な
存
在
可
能
に
向
か
っ
て
自
由
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
こ
れ

と
と
も
に
、
本
来
性
と
非
本
来
性
と
の
可
能
性
に
向
か
っ
て
自
由
で

あ
る
こ
と
は
、
不
安
に
お
い
て
根
源
的
基
本
的
に
具
体
化
さ
れ
て
示

さ
れ
て
い
る
。(SZ 191) 

 

 

し
た
が
っ
て
人
間
に
は
、
最
も
固
有
な
「
脱
底
」
と
し
て
の
「
自
由
」
と

と
も
に
、
そ
の
「
自
由
」
と
ど
の
よ
う
に
向
き
合
う
の
か
と
い
う
「
自
由
」

も
常
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
そ
し
て
あ
ら
ゆ
る
瞬
間
に
開
示
さ
れ

う
る
こ
の
「
自
由
」
と
の
関
わ
り
方
が
、
そ
の
ま
ま
「
世
界
」
と
の
関
わ
り

方
を
も
決
定
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
状
況
に
投
げ
入
れ
ら
れ
た

わ
れ
わ
れ
人
間
は
、
い
か
に
「
自
由
」
と
「
世
界
」
に
関
わ
っ
て
い
く
で
あ

ろ
う
か
。 

 

註 (1) SZ

＝M
artin H

eidegger, Sein und Zeit,Tübingen:M
ax N

iem
eyer,19 

A
ufl., 2006

（
渡
辺
二
郎
・
原
佑
訳
（
二
〇
〇
三
）『
存
在
と
時
間
Ⅰ
』
、

『
存
在
と
時
間
Ⅱ
』『
存
在
と
時
間
Ⅲ
』
中
央
公
論
新
社
） 

以
下
、
『
存
在
と
時
間
』
か
ら
の
引
用
はSZ

と
略
記
し
た
後
に
ペ
ー
ジ
数

を
示
す
。 

(2) 

「
不
安
の
う
ち
で
は
、
環
境
世
界
的
な
道
具
的
存
在
者
、
総
じ
て
世
界
内
部

的
な
存
在
者
は
沈
没
し
て
し
ま
う
。「
世
界
」
は
も
は
や
何
も
の
を
も
提
供

す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
同
様
に
他
者
た
ち
の
共
同
現
存
在
も
何
も
の
も
提

供
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。」 (SZ 187) 

(3) G
A

 9: W
egm

arken (1919-1961), Friedrich-W
ilhelm

 von H
errm

ann 

(hrsg.), Vittorio K
losterm

ann,Frankfurt a. M
 1976. 

（
辻
村
公
一
／
ハ
ル

ト
ム
ー
ト
・
ブ
フ
ナ
ー
訳
（
一
九
八
五
）『
道
標
』
創
文
社
）
以
下
、
ハ
イ
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デ
ガ
ー
全
集
か
ら
の
引
用
はG

A

と
略
記
し
、
巻
数
と
ペ
ー
ジ
数
を
記

す
。 

(4) 
「
日
常
的
な
現
存
在
は
、
さ
し
あ
た
っ
て
た
い
て
い
は
お
の
れ
が
つ
ね
日
ご

ろ
配
慮
的
に
気
遣
っ
て
い
る
当
の
も
の
の
ほ
う
か
ら
お
の
れ
を
了
解
し
て

い
る
。」(SZ 239) 

(5) 

た
し
か
に
現
存
在
は
日
常
的
に
は
世
人
と
し
て
非
本
来
性
の
様
態
に
あ
る

と
さ
れ
る
が
、
可
能
性
と
し
て
の
本
来
性
は
つ
ね
に
横
た
わ
っ
て
い
る
と

い
っ
て
よ
い
。「
自
己
存
在
の
本
来
性
は
、
実
存
的
に
は
た
し
か
に
頽
落
に

お
い
て
閉
鎖
さ
れ
押
し
の
け
ら
れ
て
は
い
る
が
、
し
か
し
こ
の
閉
鎖
性
は

開
示
性
の
欠
性
態
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
欠
性
態
は
現
存
在
の
逃
避
が
自
己

自
身
に
直
面
し
て
の
そ
こ
か
ら
の
逃
避
で
あ
る
と
い
う
点
で
現
象
的
に
あ

ら
わ
に
な
る
。」(SZ 184) 

(6) G
A

29/30: D
ie G

rundbegriffe der M
etaphsik. W

elt-Endlichkeit- 

Einsam
keit (W

intersem
ester1929/30). Friedrich-W

ilhelm
,on llernnann 

(hrsg.). Vittorio K
losterm

ann. Frankfurt a. M
 1983[ 1992 / 2004]. 

（
川

原
栄
峰
／
セ
ヴ
ェ
リ
ン
・
ミ
ュ
ラ
ー
訳
（
一
九
九
八
）『
形
而
上
学
の
根
本

諸
概
念
：
世
界
―
有
限
性
―
孤
独
』
創
文
社
） 

(7) 

中
川
（
二
〇
一
八
）、
九
〇
頁
、
カ
ッ
コ
は
引
用
者
。 

(8) 

「
ア
ー
レ
ン
ト
は
そ
の
区
別
（
本
来
性
／
非
本
来
性
）
を
受
け
入
れ
、
そ
れ

を
空
間
化
し
、
あ
る
い
は
外
面
化
し
て
、

―
闘
争
的
政
治
の
舞
台
で
あ

る

―
公
的
領
域
こ
そ
本
来
的
開
示
性
に
格
好
の
場
所
、
そ
こ
で
こ
そ
現

存
在
の
〈
現
〉
が
顕
わ
に
な
る
領
域
だ
と
考
え
る
。
」Villa(2004)

、p.130 

 

「
ア
レ
ン
ト
の
ポ
リ
ス
・
公
的
空
間
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
的
な
決
意
性
を
、
つ

ま
り
は
日
常
的
な
世
界
内
存
在
か
ら
の
離
脱
を
前
提
と
し
て
い
る
と
い
う

こ
と
で
す
。
ア
レ
ン
ト
の
場
合
も
、
私
的
領
域
の
日
常
性
に
埋
没
し
て
い

る
自
己
が
、
本
来
的
自
己
へ
と
立
ち
上
が
る
、
わ
ざ
わ
ざ
リ
ス
ク
を
冒
し

て
公
的
空
間
に
自
ら
を
さ
ら
す
と
い
う
論
理
を
使
っ
て
い
る
わ
け
で

す
。
」
川
崎
（
二
〇
一
〇
）
、
二
七
〇
頁 

(9) H
annah A

rendt, The H
um

an Condition, The U
niversity of Chicago 

Press, 1958

（
志
水
速
雄
訳
（
一
九
九
四
）『
人
間
の
条
件
』
筑
摩
書
房
）

以
下
、『
人
間
の
条
件
』
か
ら
の
引
用
は H

C
 

と
略
記
し
た
後
に
ペ
ー
ジ
数

を
示
す
。 

(10) H
annah A

rendt, Between Past and Future, N
ew

 York: Penguin Books.

（
引
田
隆
也
・
斎
藤
純
一
訳
（
一
九
九
四
）『
過
去
と
未
来
の
間
』
み
す
ず

書
房
）
以
下
、
『
過
去
と
未
来
の
間
』
か
ら
の
引
用
はBPF

と
略
記
し
た

後
に
ペ
ー
ジ
数
を
示
す
。 

(11) The Prom
ise of Politics, Jerom

e K
ohn(ed.&

 intro.),Schocken Books, 

N
ew

 York, 2005.

（
高
橋
勇
夫
訳
（
二
〇
一
八
）『
政
治
の
約
束
』
筑
摩
書

房
）
以
下
、『
政
治
の
約
束
』
か
ら
の
引
用
はPP

と
略
記
し
た
後
に
ペ
ー

ジ
数
を
示
す
。 

(12) 
ア
ー
レ
ン
ト
は
活
動
が
可
能
と
な
る
公
的
領
域
と
し
て
の
世
界
を
「
人
間
事

象
の
領
域
で
あ
る
世
界
」(H

C 247)

と
も
呼
ん
で
い
る
。 

(13) Villa(2004)
、p.141,

カ
ッ
コ
は
引
用
者 
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(14) 
「
不
安
に
お
い
て
滑
落
し
て
い
く
「
全
体
と
し
て
の
存
在
者
」
に
は
道
具
的

な
環
境
だ
け
で
な
く
公
共
的
世
界
も
含
ま
れ
て
お
り
、
要
す
る
に
、
日
常

的
世
界
全
体
が
滑
落
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
」
田
鍋
（
二
〇
一
四
）
九
四

頁 

(15) 

同
書
、
九
四
頁
。 

(16) 

こ
の
「
世
界
へ
の
超
越
」
に
つ
い
て
、
田
鍋
（
二
〇
一
四
）
は
以
下
の
よ
う

に
述
べ
て
お
り
、
筆
者
も
こ
の
解
釈
に
依
拠
し
て
い
る
。 

 

「
現
存
在
は
た
し
か
に
不
安
に
お
い
て
日
常
的
な
世
界
全
体
を
超
越
し
て
い

る
。
だ
が
そ
れ
は
何
か
「
世
界
の
外
」
の
よ
う
な
彼
岸
へ
の
脱
出
で
は
な
く
、

む
し
ろ
「
世
界
す
る
」
こ
の
世
界
そ
の
も
の
へ
と
超
越
す
る
こ
と
、
換
言
す

れ
ば
、
日
常
性
よ
り
も
一
層
近
い
此
岸
へ
帰
来
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
」

同
書
、
九
六
頁
。 

(17) 

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
こ
こ
で
、
『
存
在
と
時
間
』（
第
十
四
節
～
第
二
十
四
節
）

に
お
け
る
道
具
の
有
意
義
な
連
関
と
し
て
の
「
世
界
」
概
念
（
す
な
わ
ち
日

常
的
な
「
世
界
」）
を
、
「
世
界
へ
の
超
越
」
と
い
う
際
の
「
世
界
」
概
念

と
混
同
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
注
意
を
促
し
て
い
る
。 

 

「
も
し
道
具
と
い
う
諸
々
の
使
用
物
の
連
関
を
、
世
界
と
同
一
と
し
て
、
そ

し
て
世
界
内
存
在
を
諸
々
の
使
用
物
と
の
交
渉
と
し
て
解
釈
す
る
よ
う
な
ら

ば
、
そ
の
場
合
に
は
こ
の
超
越
を
、
「
現
存
在
の
根
本
体
制
」
と
い
う
意
味

に
お
け
る
世
界-

内-

存
在
と
し
て
理
解
す
る
見
込
み
が
な
い
。
」(G

A
9 156) 

 こ
の
こ
と
は
、
現
存
在
の
超
越
に
お
い
て
「
世
界W

elt

は
決
し
て
有
る
の
で
は

な
く
、
世
開
す
るw

elten

の
だ
」(G

A
9 164)

と
い
う
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
主
張
を
踏

ま
え
る
と
、
よ
り
理
解
で
き
る
。
つ
ま
り
現
存
在
は
そ
れ
ま
で
の
慣
れ
親
し
ん

だ
「
世
界
」
を
超
越
し
、
「
世
開
す
る
世
界
」
へ
と
超
越
す
る
の
で
あ
る
。 
 

参
考
文
献 

SZ = M
artin H

eidegger, Sein und Zeit, 19 A
ufl., M

ax N
iem

eyer Verlag, 

Tübingen 2006.

（
渡
辺
二
郎
・
原
佑
訳
（
二
〇
〇
三
）『
存
在
と
時
間
Ⅰ
』
、

『
存
在
と
時
間
Ⅱ
』『
存
在
と
時
間
Ⅲ
』
中
央
公
論
新
社
） 

G
A

9: W
egm

arken ( 1919-1961 ), Friedrich-W
ilhelm

 von H
errm

ann (hrsg.), 

Vittorio K
losterm

ann, Frankfurt a. M
 1976.

（
辻
村
公
一
／
ハ
ル
ト
ム
ー

ト
・
ブ
フ
ナ
ー
訳
（
一
九
八
五)

『
道
標
』
創
文
社
） 

G
A

29/30: D
ie G

rundbegriffe der M
etaphsik. W

elt-Endlichkeit- 

Einsam
keit (W

intersem
ester1929/30). Friedrich-W

ilhelm
,on llernnann 

(hrsg.). Vittorio K
losterm

ann. Frankfurt a. M
 1983[ 1992 / 2004]. 

（
川
原

栄
峰
／
セ
ヴ
ェ
リ
ン
・
ミ
ュ
ラ
ー
訳
（
一
九
九
八
）『
形
而
上
学
の
根
本
諸
概

念
：
世
界―

有
限
性―

孤
独
』
創
文
社
） 

H
C

 = H
annah A

rendt, The H
um

an Condition, The U
niversity of Chicago 

Press, 1958

（
志
水
速
雄
訳
（
一
九
九
四
）『
人
間
の
条
件
』
筑
摩
書
房
） 

PP = The Prom
ise of Politics, Jerom

e K
ohn(ed.&

 intro.)Schocken Books, 

N
ew

 York, 2005.
（
高
橋
勇
夫
訳
（
二
〇
一
八
）『
政
治
の
約
束
』
筑
摩
書
房
） 

133



 

BPF = H
annah A

rendt, Between Past and Future, N
ew

 York: Penguin 

Books.

（
引
田
隆
也
・
斎
藤
純
一
訳
（
一
九
九
四
）『
過
去
と
未
来
の
間
』
み

す
ず
書
房
） 

Villa, D
ana, R

.1996. Arendt and H
eidegger: the fate of the political, 

Princeton U
niversity Press, N

ew
 Jersey.

（
青
木
隆
嘉
訳
（
二
〇
〇
四
）『
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
） 

 

上
田
閑
照
（
一
九
九
九
）『
実
存
と
虚
存
：
二
重
世
界
内
存
在
』
筑
摩
書
房 

梅
木
達
郎
（
二
〇
〇
二
）『
脱
構
築
と
公
共
性
』
松
籟
社 

川
崎
修
（
二
〇
一
〇
）『
ハ
ン
ナ
・
ア
レ
ン
ト
の
政
治
理
論 

ア
レ
ン
ト
論
集
Ⅰ
』

岩
波
書
店 

田
鍋
良
臣
（
二
〇
一
四
）『
始
源
の
思
索
：
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
と
形
而
上
学
の
問
題
』

京
都
大
学
学
術
出
版
会 

中
川
萌
子
（
二
〇
一
八
）『
脱-

底
：
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
け
る
被
投
的
企
投
』
昭

和
堂 

嶺
秀
樹
（
一
九
九
一
）『
存
在
と
無
の
は
ざ
ま
で
：
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
と
形
而
上
学
』

ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房 

 

（
ま
つ
し
ま
・
こ
う
き 

筑
波
大
学
大
学
院 

 
 

 

人
文
社
会
科
学
研
究
科
） 

134


