
ハ

イ

デ

ガ

ー

の

他

者

論

安

部

止
口

、¥

一

問

い
の
提

起

ハ
イ

デ
ガ

ー

の
他
者

論

に
対

し

て
は

こ

れ
ま

で
多

く

の
批

判

が

な
さ

れ

て
き

た

が
、
中

で
も

特
筆

す

べ
き

で
あ

る
と

思

わ
れ

る

の
は

レ
ヴ

イ
ナ

ス

に
よ

る
批

判

で
あ

る
。

理
由

は

二

つ
あ

る

。

ひ
と

つ

は
、
私
見

に
よ

れ
ば
、
彼

の
批

判
が

ハ
イ

デ

ガ
ー

の
ナ

チ

ス

へ
の
加

担

に
対

す

る
弾

劾
を

そ
の
根
本
的

な

モ
テ

ィ
ー

フ
と
す

る
か
ら

で
あ

る
。
と

こ

ろ
で

こ
の

よ
う

な
弾
劾

と

し

て
ま

ず

想
起

さ

れ

る
の

は
、

ハ
イ

デ
ガ

ー
の
ナ
チ

ス
時

代

の
言
動
を
調

査
し
彼

の
ナ

チ

ス
加
担

の

事

実

を
立

証

し

て
、
彼

を

ヤ

ス
パ
ー

ス

の
言
う

「
形

而
上

学
的

罪

」

は

お

ろ
か
、
「
道

徳

上

の
罪
」
、
更

に
は

「
政
治

上

の
罪

」
に
当

た

る

者

と
し

て
告

発
す

る

こ
と

で
あ

ろ
う

。
ま

た
実

際

こ
の
よ

う

な
告

発

は
古
く

は

シ

ュ
ネ

ー

ベ
ル
ガ

ー
、
近

年

で

は

フ

ァ
リ

ア
ス

や
オ

ッ
ト

ら

に
よ

つ
て
な

さ
れ

て

い
る

(
そ
し

て

ハ
イ

デ

ガ

i
自

身

も

言
う

よ

う

に
今

後
も

「
論

難

は
恐

ら
く

折
あ

ら
ば

常

に
繰

り

返

し
燃
え

上

が

る

こ
と

で
あ

ろ
う

」
(〉
。。
。。
))
。
し
か

し

レ

ヴ

ィ
ナ

ス
の
批

判

は
、
こ

う

し
た

ハ
イ

デ
ガ

ー
の
人
格

へ
の
批

判
か

ら
も
う

一
歩

踏

み
込

ん
だ

彼

の
哲

学
自

体

に
対
す

る

批
判

、
す

な
わ

ち

ハ
イ

デ
ガ

ー

の
ナ
チ

ス

加
担

の
真
因

が
彼

の
思
想
的

傾
向

に
内

在

し

て

い
る

こ
と

、
換

言
す

れ

ば
彼

の
哲
学

が
本
質

的

に
ナ
チ
ズ

ム
と
軌

を

一
に
す

る
も

の
で
あ

る

こ
と

へ
の
批

判

で
あ

る

。
そ

れ
故

、
ハ
イ

デ
ガ

ー

の
他
者

論

が

レ

ヴ

ィ
ナ

ス
に
批

判
さ

れ
る
時

、
そ
れ

は
国

民
共

同

体

へ
の
個

人

の
画
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一
化
と

い
う

ナ
チ

ス
の
全

体
主
義

的
政
策

の
理
論
的

正
当
化

と
し

て

批
判

さ

れ

て

い
る

と
考
え

ら

れ

る
。

だ

が

こ

の
よ

う

に

ハ
イ

デ
ガ

ー

の
他
者

論

が

ナ
チ

ス
の
全
体

主

義
的

画

一
化

を
正
当

化
す

る

こ
と

に
な

る
と

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
言
う

の

は
何
故

か

。
そ

れ
は

レ
ヴ

ィ
ナ

ス
の
批

判
が
特

筆

に
値
す

る

こ
と

の

も
う

ひ
と

つ
の
理
由
、
つ
ま

り
彼

の
批

判
が
彼

独
自

の
他

者
論

に
立

脚

し

て

い
る

こ
と
と
関

係
し

て

い
る
。
そ

こ
で
ま
ず

レ
ヴ

ィ
ナ

ス
の

他
者

論

が
ど

の
よ
う
な

も

の
で
あ

る

か
を
見

た
後

、
こ
の
問

い
に
答

え

る

こ
と

に
し

た

い
。

だ

が

そ

の
前

に
判
然

と

さ
せ

て

お
く

必
要

が

あ
る

の
は
、

こ

こ

で

い
う
他
者

論
が

一
体

何
を
指

し
て

い
る

の
か
と

い
う

こ
と

で
あ

ろ

う

(と

い
う

の
も

一
口
に
他

者

問
題

や
他
者

論
と

言

つ
て
も
、
そ

こ

で
考
え

ら

れ

て

い
る
事

柄

は
人

に
よ

り
様

々
だ

か

ら

で
あ

る

)
。
そ

こ
で

以
下

で
は
、
他
者

問

題

の
意

味

を

「
自

己

と
他
者

の
関

わ
り

は

い
か

に
し

て
可

能
と

な
り

、
ま

た
本
来

い
か
に
考
え

ら

れ
る

べ
き

で

あ

る

か
」
と

い
う

こ
と

に
、
ま

た
他

者
論

の
範

囲
を

こ

の
意
味

で

の

他

者

問
題

を
考
察

す

る
も

の

に
、
各

々
限

定
す

る

こ
と

に
す

る

。

さ

て
他
者

論
を

こ

の
よ

う

に
考
え

て
み

た
場

合
、

そ

の
代

表

例

と

し

て
ま

ず
挙

げ

ら

れ
る

の

は
、
自

他

の
根

源

的
関

係

を

「
我
1

汝

」
と

規

定
す

る

ブ

ー
バ

ー

の
他

者

論

で
あ

ろ
う

。
周

知

の
よ
う

に

「
我

-
汝

」
と

は
、
対
象

化

を

通
し

て
事

物

と

関
わ

る
こ
と

で
あ

る

「
我

1

そ
れ
」
と

区

別

さ
れ

、
自

己

が
彼

に
働

き

か
け

る

の
と

同
様

に
自

己

に
対

し

て
働
き

返

し

て
く
る

他
者

と

の
、
つ
ま

り
自

己
と

対

称
的

で
同
等

な
他
者

と

の
直

接
的

な

相

互
関

係
を

意
味

す

る
。
し
か

し

レ
ヴ

ィ
ナ

ス
は
こ

の
よ
う

に
自
他

の
根

源
的

関
係
を

両
者

の
相

互

的

な
関

係

に
見

出
す

ブ

ー

バ
ー

の
他

者

論

に
反
対

し

(<
oQ
ド
目
　
轟
O
)
、

他
者

の
他

者
性

(
つ
ま

り
他

者

が
あ

く

ま

で
も

自

己

で
は

な
く

、
自

己

と

は
異

な

る
こ
と

)
を

強

調
す

る
他

者
論

を

展

開
す

る

。
例
え

ば

彼

の
主

著

で
あ

る

『
全
体

性

と
無

限

』
に

よ

れ
ば

、
そ

れ

は
大

略
次

の
よ

う

な
も

の
で
あ

る
。

他
者

は
自

己

と

の

「
対

面

(
一。
3
。
?

甲

富
8
)」

に
お

い
て
、
自

ら

の

「
顔

(≦
ω
紹
。
)」
を

通

し

て
顕

現
す

る

が

、
そ

れ

は
自

己

に
お

け
る

「
同

(一。
ヨ
ゆ目
。
)」

の
同

一
化

の
.働

き

(
レ

ヴ

ィ
ナ

ス

に
よ

れ
ば

、

「
存

在

論
」

の
根

幹

に
あ

る

の
は

こ

の

「
他
」
を

「
同

」

に
還

元
し

て

い
く

働
き

で
あ

る
)
を

凌

駕

し
、

こ

れ
が

及
び

う

る
範

囲

の
外

部

に
留
ま

り

続

け

る

「
絶

対

的

な
他

」
と

し

て

の
顕
現

で
あ

る
。
そ
し

て

か
か

る
自

己

の
力

の
届

か

ぬ
高

み

の

次

元

か
ら

、
他

者

は
自

己

に
対

し

て
他

者

へ
の
責

任

を

課

し
、
当

為

の
片
務

的
な

履
行

を
迫

っ
て
く

る

の
で
あ

る

(
こ
う

し
た
当

為

の
履
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行

こ

そ
、
「
存

在
論

」

に
対
置

さ

れ
る
彼

独
自

の

「倫

理

学

」

の
成

立
基

盤

で
あ

る
)
。
以

上

か

ら
要
す

る

に

レ
ヴ

ィ
ナ

ス
の
他

者

論
と

は
、
自

己

と
他
者

と

の
差

異
性

な

い
し
は
異

質
性

に
注

目

し

て
自

他

関
係

を
考

え

て

い
く

も

の
で
あ

る
と

言
え

る
。

で
は

レ
ヴ

イ

ナ

ス
は
か

か

る
他
者

論

に
立

脚

し

て
、

何
故

ハ
イ

デ
ガ

ー

の
他
者

論
を

ナ
チ

ス
の
全
体
主
義

的
な

画

一
化

に
通
ず

る
と

考

え

る

の
か

。
彼

は
前

掲
書

に

お

い
て
、
ハ
イ

デ
ガ

ー
の

「
共
実

存

ハ

　

　

(8

0
首
鴇
o昌
8
)
」
と

は

「
存
在

一
般
と

の
関
係

…

に
立
脚

し

て
」
成

立
す

る
と

こ
ろ

の

「
自

己
と

他
者

に
先

行
す

る
我

々
」
、
す

な
わ

ち

自

他

の
差

異
な

き

「
中
立

的

な
間
主

観
性

」

で
あ

る
と

述

べ

(<
¢。
r

ゴ

・ω
O
)、
ま

た

そ
れ

に
先
立

つ

『
時

間
と

他
者

』
に

お

い
て
も

、

ハ

イ

デ

ガ
ー

の
言

う

「
相

互

共
存

在

(≦

R。
三
碧

畠
臼
。。
9
昌
)」

は

(
レ

ヴ

ィ

ナ
ス
が
本

来
的

な
自

他
関

係
と

し

て
考
え

る
と

こ

ろ

の
)
自
他

が

正
面

か

ら
対
峙

す

る

「
対
面

」
で
は

な
く

、
自

他
が

第

三
項

を
介

し

て
融

合

し
あ
う

「
横

並

び

(0
2
㌣
曽
-
0
2
0
)」

の
関
係

に
す

ぎ

な

い

と

言

っ
て

い
る

(〈
。。
ド
目
〉
.一〇
)Q
こ
れ

ら

の
言
か

ら
明

ら

か

な

こ
と

は

、
レ
ヴ

ィ
ナ

ス
が

ハ
イ

デ
ガ

ー

の
他

者
論

を

、
「
存

在
」
と

い
う

共
通

項
に

よ
る
自
他

の
無
差

別
的
な
共

同
化

な

い
し

は
統
合

化
を

目

指
す

も

の

と
見

て
お
り

、

し

た
が

っ
て

ハ
イ

デ
ガ

ー

の
他

者
論

で

は
、
レ
ヴ

ィ
ナ

ス
自

身

の
他
者

論

に

お

い
て

は
重
視

さ
れ

て

い
る
自

他

の
差
異

性

が
無
視

さ

れ

て

い
る
と
考

え

て

い
る
こ
と

で
あ

る

。
そ

し

て
も
し

ハ
イ

デ
ガ
ー

の
他
者
論

が

こ

の
よ
う

に
自

他

の
差
異

性
を

考

慮

し
な

い
も

の
で
あ

る
と
考

え

ら

れ
う

る
な

ら

、
そ
れ
が

レ
ヴ

イ

ナ

ス

の
言
う

よ
う

に
ナ
チ

ス

の
画

一
化

政
策

を
正
当

化
す

る
理
論

で

あ

る

こ
と

に
な

る

の
は
当
然

の
帰

結

で
あ

る
と

言
え

よ
う

。

だ

が

ハ
イ

デ
ガ

ー

の
他

者
論

は
果

た

し

て
本

当

に
全
体

主

義

的

な

画

一
化
と

軌

を

一
に
す

る
も

の
な

の
で
あ

ろ
う

か
。
拙

稿

で
は

レ

ヴ

ィ
ナ

ス

に
よ

る
批

判

の
妥

当

性

を
吟

味

す

べ
く

、

以

下

ハ
イ

デ

ガ

ー

の
他

者
論

を

再
検

討

し

て

い
き

た

い
。

二

『存

在

と

時
間
』

に
お

け

る

他
者

論

二

・

一

他

者
と

私

の
同

様
性

と

い
う

問
題

我

々
は
ま

ず

『
存
在

と

時

間
』

(
就

中

そ

の
第

一
篇

第

四
章

)
の

議
論

を

取
り

上
げ

る

こ
と

に
す

る
。
だ
が

そ

の
検

討

に
入

る
前

に
ま

ず
、
こ
の
著
作

の
刊
行

以
前

に
流

布

し

て

い
た
他

者
論

の

一
つ
の
典

型
と

こ
れ

に
対

す

る

ハ
イ

デ

ガ

ー

の
論

駁

を

簡

単

に
見

て
お
き

た
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い

。そ

の
典
型

と

は
大

ま

か

に
言
え

ば

、
自

他

関
係

の
成

立

は

、
自

己

の

意

識

状

態

を

相

手

の

内

面

に

投

射

す

る

「
感

情

移

入

(団
一昌
h嘗

一口
昌
¢Q
)」

の
操
作

を

通
し

て
、
自

他

が
互

い
に
相

手

の
精
神

生
活

を
類
推

的

に
理
解

し
あ
う

こ
と

で
初
め

て
可
能

に
な

る
と
す

る

考
え

方

の
こ
と

で
あ

る
。

一
般

に

「
類
推

説
」
、
或

い
は

「
感

情

移

入
論

」

と

し

て
知

ら
れ

る

こ

の
考

え

方

が
、

例
え

ば

心

理

学

で

は

リ

ッ
プ

ス

の
他

者
理
解

の
理
論

に
、
ま

た
現

象
学

で

は

フ

ッ
サ

ー

ル

の
相

互
主

観

性

の
理

論

に
見

出

さ

れ
る

こ
と

は

周
知

の
通

り

で
あ

る

。
さ

て

こ
う
し

た
類

推

説
に
対

し

ハ
イ

デ

ガ
ー

は
ま

ず

、
こ

の
説

が
、

反
省

に
よ

っ
て

「
意

識
主

観
」

な

い
し

は

「
自

我

(α
舘

♂
げ
)」

と

し

て
私

が
与
え

ら

れ

る

こ
と

か
ら

出
発

し

て

い
る
点

を

指
摘

す

る

。
と

い
う

の
も

、
反

省

に
よ

つ
て
他

の
存
在

者
と

の
具
体

的

な
関

係
性

を
捨
象

さ

れ
た
孤

立
的

な
自

我
だ

け
が
、
他
者

と

の
関
係

に
お

い
て
、
感
情

移

入
と

い
う

橋

渡
し

を
必

要
と
す

る
こ
と

に

な
る
為

で

あ

る

(<
¢。
一』

』
ひ
ひ
)。
だ

が
考

え

て
み

れ
ば
解

る
よ
う

に
、
こ

の
感

情
移

入

を
以

て

し
て
も

、
反

省

に
よ

り
近

づ
き

う

る
私

の
意

識

と
、

私

に
は
決

し
て
窺

い
知

る

こ
と

の
出
来

な

い
他
者

の
意

識
と

の
断
絶

は
本

来
埋

め
ら

れ
る

べ
く
も

な

い
。
類

推
説

は

こ
の

こ
と
を

見

過
ご

し

て
お
り

、
「
[反

省

と

い
う
仕

方

で
]
自

己
自

身

へ
と

関
わ

る
現

存

在

の
存

在

は

、

[
即

ち

ま

た

]

他

者

へ
と

関
わ

る
存

在

で

あ

る

」

(円
匿

.)と
考

え

誤

っ
て

い
る

。
こ

れ
が

類
推

説

へ
の

ハ
イ

デ
ガ

ー

の

論

駁

で
あ

る
。

以
上

か

ら
す

れ
ば

類

推

説

の
誤

謬

は
結

局

の
と

こ
ろ
、

反

省

と

い
う
自

己

所
与

の
方

法

の
自

明

視

に
あ

る
と

言
え

る
だ

ろ
う

。

そ

こ
で

ハ
イ

デ
ガ

ー

は
次

の
よ
う

な
問

い
か

け
を
行

う

。
「
自
我

の
能

与

の
上
述

の
如

き
方

法

丁

反

省
]
は

、
果

た

し

て
現
存

在
を

そ

の

日
常
性

に
お

い

て
開
示

す

る

の
か
」

(<
α。
ド
P
』
い
轟
)
。
そ

し

て
類

推

説

が
そ

の
端

緒

に
反
省
と

い
う

い
わ

ば
理
論

的
な
態

度
を
置

く

の
に

対

し
、
こ

の
問

い
か
け

が
示

す

よ
う

に
彼
は

、
現
存

在

が
差

当

り
大

抵
取

つ
て

い
る

日
常

的
な

あ
り

方
に

お

い
て
認
め
ら

れ
る
事

態

の
呈

示

か

ら
自

ら

の
他
者

論

の
議

論
を

始

め

ん
と
す

る

の
で
あ

る

。

で
は
彼

の
他
者

論

が

出
発

点

と
す

る

日
常

的

な
事

態

と

は

い
か

な

る
も

の
か
。
そ
れ

は

「
他

者

は
、
配
慮

し

つ

つ
目
配

り
す

る
現
存

在

が
そ

の
内

に
本
質

的

に
滞
留

し

て

い
る
世
界

の
方

か
ら
出

現
す

る

こ
と

」
(N
一U
O
)
、
つ
ま
り

現

存
在

が

周

囲
世

界

に
お

い
て
、
事

物
的

存
在

者

を

「
配
慮

(口口
。
。。o
円
α。
自
こ

し

つ

つ
、
同
時

に
事

物

な
ら

ぬ

他

者
を

「
顧
慮

(
「
母
。。o
『oq
。
)」

し

て

い
る
と

い
う

事
態

で
あ

る
。
だ

が

ハイデガーの他者論/50



我

々
は

、
ハ
イ

デ

ガ
ー

が
他
者

論

の
論
述

の
最
初

に
呈
示

す

る
こ

の

「
他

者

の
周

囲
世

界
的

な
(竃
ミ
ミ

§

さ
)
出
現

と

い
う

現
象

的
事

態
」

(国
げ
e

に
お

い
て
既

に
、
他

者

と
事

物

の
区
別

、
或

い
は
顧

慮

と

配

慮

の
区
別

が
前
堤

さ
れ

て

い
る

こ
と

に
気
付

か
ざ
る
を

え
な

い
で
あ

ろ
う

。
た

し
か

に
他
者

が
事

物

と
異

な
り
私

と
同

様

の
存
在

者

で
あ

る
こ
と

は
、
日
常
生

活

に
お

い
て
説

明
を
要

し
な

い
自

明
事

で
あ

る

と

い

っ
て

よ

い

(だ

か
ら

こ
そ
、
他

我
経

験

は
ま
ず

私

と
似

た

身
体

的
物

体

を
知

覚

し
、
つ
い
で

そ
れ

に

「
自

我
」
の
意

味

を
移

入

す

る

こ
と

に
よ
り

初
め

て
成
立
す

る
と
説
く

類
推
説

の
議
論

は
我

々

に
グ

ロ
テ

ス
ク

に
響
く

)
。
し

か
し

哲
学

に

お

い
て
は

そ

の
よ
う

に
経
験

的

に

は
自
明

極
ま

り

な

い
「
他

者

が
私
と

同
様

に
あ

る
こ
と

」
の

そ

の

「
同

様
性

」
と

は
ど

う

い
う

こ
と

で
あ

る

か
が
当

然

問
題

に

な

る

筈

で
あ

る

。

ハ
イ

デ
ガ

ー

は
無

論

こ

の
問
題

に

つ

い
て
考
え

て
お

り

、

こ
れ

に
対
す

る
答

え
を

持

っ
て

い
た
。
彼

は

言
う

。
「
こ

の
存

在
者

[
11

他

者

]

は

眼

前

に

あ

る

(
;

「
訂

巳

窪

)
の

で
も

手

元

に

あ

る

(N
ロ
冨

巳

。巳

の
で
も

な
く

、

[
こ

の
存

在
者

を
]
解

放

す

る
現
存

在

(
匿

。・
蹄
9
¢。
魯

o
巳

。
∪
霧

息
口
)
自

身

と

同

様

に

存

在

し

て

い

る

ー

こ

の
存

在
者

も

ま

た
共

に
現

に
存
在

し

て

い
る
」
(P
」
い
◎。
)
。
更

に
こ

の
言

に
注

し

て
、
「
『共

に
』
と

は

現
存

在

に
適

っ
た

[意
味

で

言

わ
れ

る
]
も

の
で
あ

り
、

『
ま

た
b
と

は

目

配
り

し

て
配

慮

し

つ

つ
存

在

す
る

世
界
内

存
在

(∈
日
。。8
巨

。。
む
2
0
お
。巳

。
。。
冒

号

〒
薯
。
F

ω
9
ε

と

し

て

の
存
在

の
同
様

性

を
謂

う
」
(団
げ
e

。
こ

の
言

か

ら

ハ

イ

デ
ガ

ー
は
他

者

の
私
と

の
同
様

性
を

、
他
者

が

世
界

内
部

的
存

在

者

を

配

慮

し

「
解
放

」
す

る
ー

す

な
わ

ち

そ

の
存

在

者
を

そ

れ
が

あ

る
と

こ
ろ

の
も

の
と
し

て
存
在

さ

せ

る

べ
く

露

に
す

る
1

世
界

内

存
在

で
あ

る
点

に
見

て

い
る

こ
と
が

明

ら
か

で
あ

る

(因

に

こ
れ

に
対
し
て
事
物
は
専
ら
解
放
到

も
の
で
あ
る
。他
者
と
事
物
の

相

違

は

こ

こ
に
存

す

る
)
。

だ

が

ハ
イ

デ
ガ

ー

は
他

者

の
同
様

性

が

か
く

考

え

ら

れ

る
こ

と

の
証

明

を

『
存
在

と

時

間
』

に

お

い
て

明
示

的

に
は

示
し

て

い
な

い
。
し
か

し
既

に
見

た
よ
う

に

こ
の

こ
と

の
証
明

が

な

け
れ

ば

ハ
イ

デ
ガ

ー

の
他

者

論

の
論
述

は
始

ま
り

え

な

い
し

、
ま

た
後

述
す

る

よ

う

に
彼

に
よ

る
自
他

の
本
来

的
関
係

の
呈

示

は

こ
の
証
明

と
大
き

な

関

わ
り

を
持

っ
て

い
る
。
自
他

の
同
様
性

の
証
明

は

ハ
イ

デ
ガ
ー

の

他

者
論

に
お

い
て
い
わ
ば
通
奏

低
音

の
よ
う
な

役
割

を
果

た
し

て

い

る

の
で
あ

る
。
そ
こ

で

ハ
イ

デ
ガ

ー

の
言

を
手

が
か

り

に
、
こ

の
同

様

性

の
経
験

に
よ

る
証
示
を

我

々
な
り

に
試

み
る

こ
と
が
次

節

で

の

51/ハ イデ ガーの他 者論



課

題

で
あ

る
。

二

・
二

不
安

に
お

け

る
他
者

と
私

の
同
様

性

の
証
示

と

こ

ろ

で
他

者

の
同
様
性

の
証

示
と

い

っ
て
も
、

こ

の
同
様

性

は
私

と

の
同
様

性
と

い
う

こ
と

で
あ

る

の
だ

か

ら
、
そ
れ
は

他
者

の

み
な

ら
ず

何
よ

り
も
私

自
身

が

、
存
在

者
を

解
放

す

る
世
界

内
存

在

で
あ

る

こ
と
を

示
す

の

で
な
け

れ
ば
な

る
ま

い
。
し
た

が

っ
て
我

々

は
ま

ず
、
私
が

か
か

る
世
界

内
存

在

で
あ

る
こ
と

の
証

示
か

ら
始

め

る

必
要

が
あ

る
。

さ

て

こ

の
証

示

は
、

私

の
世

界
内
存

在

が

私
自

身

に
対

し

て
開

示
さ

れ

る
経

験

に
お

い
て
な

さ

れ
る
と
考

え

ら
れ

る

(
ハ
イ

デ
ガ

ー

の
言
う

よ
う

に
世
界
が
世

界
内
存

在
を
構
成

し

て

い
る
本
質

的

な
構

成
契
機

の

一
つ
で
あ

る
と
す

る
な

ら
、
こ

の
経

験
は
ま

た
世
界

が

私

自
身

に
対

し
て
開

示
さ

れ

る
経

験
、
簡
単

に
言

え
ば

世
界
経

験

で
あ

　
　
ロ

る
と

言

つ
て
も

い

い
だ

ろ
う

)
。
で

は
そ

の
よ
う

な
世

界
内

存

在

の

開
示

は

い
か

に
し

て
可
能

と

な

る

の
か
。
ハ
イ

デ
ガ

ー
は

「
気

分

は

そ

の

都

度

既

に

世

界

内

存

在

を

全

体

と

し

て

開

示

し

て

い

る

」

(P
一
。。
P
)
と
言

う

。
だ

が

こ

の
言

に
対

し

て
は
次

の
よ
う

な
論

難

が

想
定

さ
れ

る
。
す

な

わ

ち
仮

に

こ
の
言

が

正

し

い
と

す

る
と

、
私

が

日
常

的
な
あ

り
方

に
お

い
て
私

自
身

が
不

断

に
何

ら

か
の
気
分

の
内

に
あ

る
こ
と

を
見

出

し

つ

つ
生

き

て

い
る

(彼

の
術

語

で
は

「
情

態

性

(じ口
。h言
島

。
莫

。
δ

」
)

以

上
、
私

の
世
界

内
存

在

は
常

に
私
自

身

に
対

し

て
開
示

さ

れ
、
し
た

が

っ
て
証

示

さ
れ

て

い
る

こ
と

に
な

る

筈

で
あ

る

。
し

か
る

に
私

が

日
常

的

に
は

自

ら

の
世

界
内

存

在
を
自

覚

し

て

い
な

い
の

は
何

故

な

の
か

。

こ

の
論

難

に
対

す

る

ハ
イ

デ

ガ

ー

の
反

論

は
お

そ

ら
く

次

の
よ
う

な
も

の
で
あ

る

。
「
情
態

性

は

そ
れ
自

身
次

の
よ
う
な

実

存
論

的

な
存

在
様

式

で
あ

る

。
す

な
わ

ち

そ
れ

は
、
現
存

在

が

そ

の
内

で
不
断

に

『
世
界
』

[
11
世

界
内

部

に

あ

る
事

物

的
存

在
者

の
総
体

(<
o。
ド
P
◎。
o。
二

に
引
き

渡

さ

れ
、
こ

の

『
世

界
』
に
襲

撃

さ
れ

る

こ
と

で
、
或

る

仕
方

で
自

己

自
身

を

回
避

し

て

い
る

よ
う

な
実

存

論
的

な
存
在

様

式

な

の

で
あ

る
」
(N
』
。。
い
)
。

彼

の
言

わ
ん
と

す

る

こ
と

は

つ
ま
り

こ
う

い
う

こ
と

で
あ

る
。
情

態

性

は
世

界
内

存
在

を

(と

い
う

こ
と

は
世

界
を

)
開
示

し

、
現
存

在

は

こ

の
開

示

さ
れ

た

世
界

を

世

界
内

部

的

存

在

者

の
現

出

の
地

平

(
こ

の
世
界

の
地

平

性
格

は

「
有

意

義

性

(切
。
号
三
器
巨
冨

ε

」
と

呼

ば

れ

る
)
と

し

て
、
そ

こ

で
存
在

者

と

出
会

い
、
交

わ

る

こ
と

に
な

る

。
し

か
し
現
存

在

は
差

当

り
大

抵

こ

の
存
在

者
と

の
交
わ

り

に
没
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　ニ

頭

し

(
こ

の
こ
と

は

「
頽

落

(ぐ
。
竃
巴
冨
昌
)」

と
言

わ

れ

る
)
、
そ

れ

に
よ

り
こ

の
交

わ
り

が
な

さ
れ
る
場

で
あ

る
世

界
に
も
余

り

に
馴

れ

親

し

ん

で

し
ま

っ
て

い
る
が

故

に
、

現
存

在

は
却

っ
て
こ

の
世

界

(お

よ
び

世
界

内
存

在

)
に
対

し

て
盲

目

な

の
で
あ

る

(と

い
う

の

も

頽
落

に
お

い
て
現
存

在

は
、
世
界

を
見

渡
す

に
は

い
わ

ば

そ

れ
に

余

り

に
も

近
づ
き

す
ぎ

て

い
て
十

分
な
間
合

い
が
持

て
な

い
か

ら

で

あ

る
)
。
ま

た

そ

の
限
り

、
現

存
在

に
は
世

界
内

存
在

が

そ

れ
と

し

て
改

ま

っ
て
開
示

さ
れ

る
可
能
性
も

ま
た
閉
ざ

さ

れ
た
ま
ま

な

の
で

あ

る

。

す

る
と

私

の
世

界
内

存

在

の
証

示

に
お

い
て
は

、

た
だ

私

の
世

界
内
存

在

が
開

示

さ
れ

る

の
み

な

ら
ず

、
加

え

て
世
界

内

部
的
存

在

者
と

交
わ

る
こ
と
が

阻
害

さ
れ
て
私

が
単

独
化

さ
れ

る
こ
と
も

必
要

で
あ

る

こ
と

に
な

る
。
だ

が

こ
う

し
た

私

の
世
界
内

存
在

の
単
独

化

的
開

示
と

で
も

言
う

べ
き

こ
と
を

な
し

う
る
情

態
性

と

は
何

か

。
ハ

イ

デ
ガ

ー
は

、
そ

れ

は
不
安

で
あ

る
と

言
う

。
「
不

安

に
は
際

立

っ

た
開

示

の
可
能
性

が
あ

る
、
と

い
う

の
も
そ

れ
は
単

独
化

す

る

か
ら

で
あ

る
」
(口
b
い
ど
。
で
は
不
安

は
私

の
世
界

内
存

在

を
ど

の
よ
う

に

開
示

す

る

の
か
。

私

は
不
安

の
内

で
、
今

ま

で

そ
れ

ぞ
れ

の
存

在

目
的

に
お

い
て

活
き
活
き
と
自

ら
を

示

し

て

い
た
存

在
者

が
突

如

と
し

て

一
斉

に
死

物
と

化

し
、
た
だ

そ
れ

ら
が
存

在

す

る
と

い
う

簡

素

な
事
実

を
以

て

静

か

に
私

に
押

し
迫

っ
て
く

る

こ
と

を
経

験

す

る

。
こ

の
経

験

は
、

世
界
内

部
的
存

在
者

同
士

が
各

々

の
存

在

目
的
を
介

し

て
目
的
論

的

に
連
な

り
あ

い
、
互

い
に
指
示

し
あ

い
な

が
ら

形

成
し

て

い
る
連

関

が

も

は

や
働

か

な
く

な

つ
て

い
る

こ
と

を
意

味

し

て

い
る
。
そ
れ

は

別

言
す

れ
ば
、
私

の
配

慮
的

な

交

わ
り

が

行

わ

れ
る

個

々

の

「
事
情

(口σ
。
≦
嘗

会
巳
。。ご

が
依

拠

す

る
有

意

義

性

の
連

関

ー

す

な
わ

ち
、

「
究

極

目
的

(9

。。
芝
o
≡
目
三

=
o
巳
」
と

し

て

の
私
自

身

の
存

在

か

ら

「
意

義

づ
け

(げ
o
O
o
三
〇ε

」

ら

れ
る

こ

と

に
よ

り
纏

め

ら

れ

て

い
る

事

情
相

互

の
目

的
論

的
連

関

と

し

て
、
世

界
内

部

的
存

在
者

の
現
出

の
地

平

を
な

す
も

の
l
l
が
無

効

に
な

っ
て

い
る

こ
と

で
あ

る

。
こ

の
よ
う

に
不
安

は
有
意

義

性
連

関

を
無

効

に
す

る

が
、
重

要

な

の
は

こ

の
無
効

化

が

ど

の
よ
う

な
も

の

で
あ

る

の
か

と

い
う

こ
と

で
あ

る
。
有

意

義
性

連

関

の
無
効

化

は

、
例

え

ば

そ

れ
が

、
世

界
内

部

的

存

在
者

の
損

傷

や
紛

失
等

に
よ

り
事

情

が
相

互

に
連

関
し

あ

え
な

く

な

る
こ
と
か

ら
破
綻
を

生

じ
る

こ
と

に
よ

っ
て
も

惹
き
起

こ

さ
れ

る

。
だ

が

ハ
イ

デ

ガ
ー

は
、
不
安

に
お

け

る
有

意
義

性

連

関

の
無
効

化

は

こ

の
連
関

が

「
そ

れ
自

身

の
内

に
く
ず

お
れ

」
(P
b
轟
ご
、
「
無
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意

義
性

へ
と
陥

没
し

た
」
(
P
恥
い
轟
)
こ

と

か
ら
起

こ
る
と

言
う

。

で

は
こ

の
不
安

に
よ

る
無
効

化

は
、
破

綻

に
よ

る
無
効

化
と

い
か
な

る

点

で
異
な

る

の
か
。
そ

れ
は
後

者

が
、
世
界

内

部
的
存

在
者

の
現

出

の
地
平
と

し

て
こ
れ
ま

で
非
表
明
的

に
機
能

し

て

い
た
有

意
義
的

な

世

界

を

か
か

る
地

平
-
」
但

し
破
綻

し

た

そ
れ
1
1
と

し

て
表

明

的

に
開

示
す

る

の
に
対

し
、
前

者
は

こ

の
よ
う

な
地

平
性
格

そ

の
も

の

を
世

界
か

ら
剥
奪

し
、
こ

れ
を
無

意
義

的
な

世
界

と
し

て
開

示
す

る

点

で
あ

る

。
こ

の
無
意

義
的

な

世
界
と

は

、
地

平
性

格

を
失

っ
て

い

る

が
故

に
、
世

界
内

部
的
存

在
者

と

の
関
わ

り
を

間

に
通
す

こ
と

な

く
直

裁

に
開
示

さ
れ

た
世

界
、
つ
ま

り

「
世
界

そ

の
も

の
」
(N
冒

。。
)

に
他
な

ら
な

い
。
そ
し

て
不
安

は

こ
の
世

界
そ

の
も

の

の
開
示
を

以

て
、
私

の
世

界
内
存

在

を
端

的

に

つ
ま
り

事

物

へ
の
配
慮

や
他

者

へ
の
顧
慮

の
遂
行

を
介

さ
ず

に
l
l
私
自
身

に
自

覚
さ

せ
る

の
で

あ

る
。

以
上

、
私

の
世
界

内
存

在

は

不
安

の
経

験

に

お

い
て
証

示

さ

れ

る

こ
と
が

明
ら

か
に
な

っ
た

。
で
は
不
安

の
経

験

は
私
と

他
者

と

の

同
質

性

を
も

証
示

す

る

の
で
あ

ろ
う

か
。
先

に
両
者

の
同
質
性

は
、

世

界
内
部
的
存

在
者
を

配
慮

し
解
放
す

る
世
界
内

存
在

で
あ
る
点

に

あ

る
と

言
わ

れ
た
。
こ
う

し
た

配
慮

お
よ
び

解
放

は
世
界

の
有

意

義

性

の
構
造

に
基

づ

く
が

、
今

言

わ

れ
た

こ
と

に

よ
れ
ば

不
安

が

開
示

す

る

の
は

こ
の
有

意
義

性
を

示

さ

ぬ
無
意

義

的

な
世
界

で
あ

っ
た

。

す

る
と

不
安

に
お

い
て
は
世

界

の
有

意
義

性

連

関
は
示

さ
れ
え

ず
、

し

た
が

つ
て
そ
れ

に
基

づ

い
て
世
界

内

部
的
存

在
者

を
配
慮

し
解
放

す

る
世

界
内

存
在

と

し

て
の
、
私
と

他
者

の
同
質

性
も

証

示
さ

れ
え

な

い

の
で
は
な

い
か

。

そ

こ

で
有
意

義
性

連

関

は

そ
も

そ
も

い
か

に
し

て
呈

示

さ

れ
う

る

の
か
を

考
え

て
み

よ
う

。
ま

ず

思

い
あ

た

る

の

は
、
上

に
述

べ
た

こ

の
連

関

の
破

綻
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。
例
え

ば
或

る
仕

事
を

行

う

際

に
使
用

す

べ
き
道

具

が
見
当

ら

ぬ
際

、
確

か

に

ハ
イ

デ
ガ

ー
が

言

う

よ
う

に
、
こ
れ

ま

で
気

に
留

め
ら

れ

て
は

い
な

か

っ
た

「
そ

の
欠

け

て

い
る
も

の
が
何

の
為

に
、
ま
た
何

と
共

に
手

元

に
あ

っ
た

か
」

と

い
う

こ
と

が

顕
在

化
す

る
と

共

に
、
非

主

題

的

で
あ

っ
た

「
周

囲

世
界

が
自

ら
を

告
げ

る
」

よ
う

に
な

る

(<
αq
「

P
曽一〇
〇
h
)
。

し

か
し

こ

の
よ
う

な
仕
方

で
告
示

さ

れ
る
周

囲
世

界

の
有

意
義
性

連
関

は
途

中

で

跡
絶

え

て
し

ま

っ
て
お

り

、

全
体

と

し

て

の
連

関

で
は

な

い

(破

綻

し

て

い
る

の
だ

か
ら

こ

の

こ
と

は
当
然

で
あ

る
)
。
ま
た

そ

の

告

示

も
、
そ
れ

を

ハ
イ

デ

ガ

ー
が

「
閃

く

(髭
自
。
琴

匿
。
ε
」
と

形
容

す

る
如
く

(<
¢q
ド
P
.一
〇
一
)、

た
だ

一
時

的

な

も

の

に
す
ぎ

な

い
。
何
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故

な
ら

有
意

義
性

連
関

の
破
綻

は
、
現
存

在

か
ら

こ

の
連

関

に
対

す

る
馴

れ
親

し
み
を

些
か

も
奪
う

こ
と

に
は
な

ら
ず

、
し

た
が

っ
て
現

存
在

は
こ

の
連
関

の
内

で
世
界
内

部
的
存
在
者

と
交

わ
る

こ
と

を
直

ち

に

再
開

出
来

る

か
ら

で
あ

る
。

だ

が
有

意
義

性

連

関

は
た

だ

こ

の
よ

う

に
非

全
体

的

か

つ

一
時

的

に
し

か
開
示

さ

れ
え

な

い
の
で
あ

ろ
う

か
。
も

う

一
度
先

の
不
安

に
お

け

る
世
界

の
開

示

の
仕
方

の
記
述

を
見

直

し

て
み
よ

う
。
そ

こ

で
は
、
不
安

は
無

意
義

的

な
世

界
を

開
示
す

る
が

、
こ

の

こ
と

は
有

意
義
性

連
関

が
無

意
義
性

へ
と
陥

没
す

る
こ
と

に
よ
る
と

言
わ

れ

て

い
た

。
で
は

こ

の
無

意
義

性

へ
の
陥
没

と

は
ど

う

い
う

こ
と

か

。
ハ

イ

デ
ガ

ー
は

そ
れ
を

、
有

意
義

性

連
関

が

「
そ

れ
そ

の
も

の
と

し

て

全

然
重

要

で
な

く

な
る
」

(N
b
ミ

)
こ
と

で
あ

る
と
説

明

す

る
。

す

る
と

世
界

の
有
意
義

性
連

関
は
不
安

の
内

で
崩

壊
し
去

る

の

で
は
な

く

、
た

だ
働

か

な
く

な

る
だ
け

で
あ

る

の
だ

か

ら
、
そ

れ

は

不
安

に

お

い
て
な

お
も
そ

れ
自
身

の
構

造
全
体

を
そ

の
ま
ま

に
保

っ
て

い
る

の
で
あ

る

。
ま
た

不

安

の
内

で
は

「
[現
存

在

が
世

界

の
内

に
あ

る

と

い
う
]
内
存

在

(一昌
-・。
島
巳

は

不
気
味

さ

(岳
。。
⊂
亭
N
与

帥
ロ
。。。
)
と

い

う
実

存
論

的
様

態

へ
と

至

る
」
(P
b
い
一
)
こ
と

で
、

世
界

の
有

意
義

性

連

関

と

の

「
日

常
的

な
馴

れ
親

し

み

は

そ

れ
自

体

崩

壊

す

る
」

(団
匿

.)
こ
と

に

な

る
が
故

に
、
現
存

在

は

有
意

義

性

連
関

に
対

し

て

先

述

の
よ
う

に
盲

目

で
あ

る

こ
と
も

な

く

、
ま

た

こ

の
連

関

の
呈

示

は

一
時

的
な

も

の

で
終

わ

る

こ
と
も

な

い
の
で

あ

る
。
以

上

か
ら
す

れ
ば

、
有

意
義

性

連
関

は
実

は

不
安

に

お

い
て

こ
そ
十

全

な
仕

方

で

ー
」
但

し
機

能

し

て

い
な

い
も

の
と

し

て
ー
ー
開

示

さ
れ
う

る

の
で

あ

る
。

だ

が
世

界

の
有

意

義
性

連

関

が

以
上

の
よ

う

に

し

て
開

示

さ
れ

る

に
し

て
も

、
そ
れ

に
基

づ
き

世

界
内

部
的

存

在
者

を

配
慮

し

つ
つ

解

放
す

る
他

者

が
存

在
す

る

こ
と

が
更

に

示

さ
れ

ね
ば

な

る
ま

い
。

と

こ
ろ

で
不
安

と

は

そ
も

そ
も

ー

「
現

存

在

に
と

っ
て

死

の
内

へ

の
被
投

性

が

一
層
根

源

的

に
、

一
層

強

烈

に
露

呈

す

る

の
は
、
不
安

と

い
う

情
態

性

に

お

い
て

で
あ

る
」

(N
99
ω
轟
)
と

言
わ

れ

る
よ

う

に

ー

日

常

的

に

は
忘

却

さ

れ

て

い
る

「
死

へ
の
存

在

(。。
。
ぎ

N
昌
日

同
。
ユ
。
)」
と

い
う

現
存

在

の
実

存

論

的
な

あ

り
方

を

露

に
す

る

「
死

を
前

に
し

て

の
不
安

」
(団
げ
e

で
あ

る

。
そ

し

て

死
と

は
実

存

の
不

可
能
性

の
可
能

性
と

し

て
、
現
存
在

の
実
存

可

能
性

の
最
極

端

に
あ

る

「
追

い
越

し
え

な

い
可

能
性

」
で

あ
り

、
ま

た
現

存

在
を

そ

の
他

の
あ

ら

ゆ
る
実
存

可
能
性

ー
1
当

然

そ

こ
に

は
配
慮

や
顧
慮

の
遂
行

可
能
性

も

入

る
ー
ー
か
ら

引
き

擾

い
、
彼

の
最

も

固
有

な

可

能
性

へ
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と

向
わ

せ

る

「
没
交

渉
的

な

可
能

性
」
で
あ

る

。
さ

て
不

安

の
内

で

か

か

る
死

の
可
能

性

に
対

し

て
身

を

開
く

こ
と

で
私

は
単

独

化

さ

れ
、
事

物

的

存
在

者

を
配

慮

し
解

放

す

る

こ
と

が
不

可

能

に
な

る

が
、
し
か

し
そ

れ
に

よ
り

こ

の
存
在

者

が
解

放

の
可
能
性

を

全
く

失

う

こ
と

に
な
る

か
と

い
え
ば

決

し
て
そ

う
は

言
え

な

い
。
私

は

不
安

の
内

で
、
私
が

配
慮

不
可
能

な
事

物
的
存

在

者
が

依
然

と

し

て
別

の

誰
か

に
よ

っ
て
配
慮
的

に
解
放

さ
れ

る
さ
ま
を

目

に
す

る

で
あ

ろ
う

こ
と

は

十
分

考
え

ら

れ

る
か
ら

で
あ

る

。
し

か
も
l
l
有
意

義

性
連

関

は
今

や
私

に
対

し

て
開
示
さ

れ

て

い
る

の
で
あ

る
か
ら

し

て
ー

そ
の
際

に
私

は
、
こ

の
解

放

が
有
意
義

性

連
関

に
基
づ

い
て
な

さ

れ

て

い
る
と

い
う
当

の
遂
行
者

自
身

に
は
自
覚

さ
れ

て

い
な

い
こ
と
ま

で
見

て
取

り
も

す

る

で
あ

ろ
う

。
故

に
我

々
は
、
私

が
死

へ
の
先

駆

に
お
け

る
不

安

の
内

で
、
私

以
外

に
有
意

義
性

連

関
に
基

づ

い
て
事

物

を
配

慮
的

に
解

放
す

る
者

の
存
在

、
お
よ
び

そ

の
解

放

の
遂

行
を

初
め
と

し
た
彼

の
実
存
諸

可
能
性

を
理
解

す
る

に
至
る
と
考

え

る

こ

と
が
出

来

る
。
次

の

ハ
イ

デ
ガ

ー
の
言

は

こ
の
我

々

の
考

え
を

裏
付

け

る
も

の
と

し

て
解
す

る

こ
と

が
出

来
る

だ

ろ
う

。
「
没

交

渉
的

な

可
能

性
と

し
て
死

が

[現

存
在

を
]
単

独
化

す

る

の
は
、
た
だ

[死

が
]

追

い
越

し
え

な

い
可
能

性

と
し

て
、
共

存
在

(
≦

一。。臨
昌
)
と

し

て

の
現
存

在

に
他

者

の
存

在

可
能

を

理

解

さ

せ

ん
が

為
な

の
で
あ

る
」
食
な
い
O
ご

。

以
上

に
よ
り

、

世
界

内

部

的
存

在

者

を

配
慮

し

つ
つ
解

放

す

る

者

と

し
て

の
私

と
他
者

の
同
様
性

は
不
安

に
お

い
て
ひ
と
ま

ず
証

示

さ

れ
た

と
言
え

よ

う

。

二

・
三

他
者
の
世
界
内
存
在
の
自
証
と
率
先
垂
範
的
・自
由
化

的
顧
慮

と

こ
ろ

で

い
ま

前
節

の
最

後

で
、
私

と

他
者

の
同
様

性

が

「
ひ
と

ま

ず
」
証

示
さ

れ
た

と
述

べ
た

が

、
こ
れ

に

は
理
由

が
あ

る
。
と

い

う

の
は

、
私

と
他
者

の
同
様

性

は
世

界
内

部

的
存

在
者

を

配
慮

し

つ

つ
解
放
す

る
世
界
内

存
在

で
あ

る
点

に
あ

る
と

先

に
言
わ

れ
て

い
た

の
に
、
前

節

で

の
証
示

は
他

者

が
世

界
内

部

的
存

在
者

を

配
慮

し

つ

つ
解
放

す

る
者

で
あ

る

こ
と
を

示

し
え

た
だ

け

で
、
他
者

が
世

界
内

存

在

で
あ

る
こ
と

を
ま

だ

示
し

て
は

い
な

い
か

ら

で
あ

る
。
そ
こ

で

次

に
、
他
者

の
世

界
内

存
在

の
証
示

は

い
か
に

し

て
な

さ
れ
う

る

の

か
と

い
う

こ
と

が

問
題

に
な

る

。
だ

が
我

々
は
既

に
、
私

が
私

自

身

の
世
界

内
存

在
を

不
安

の
経
験

に
お

い
て
自

証

す

る

こ
と

を
見

た
。
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そ
う

す
る
と
他

者

の
世

界
内
存
在

の
証

示
も
不

安

の
経
験

に
お
け
る

他
者
自

身

の
自

証

に
よ

る

よ
り
他

な
く

、
そ
れ

に
私

が
容
啄

す

る
余

地

は
な

い
の
で
は
な

い
か

。
だ
が

こ
れ

に
対

す

る
答
え

は
然

り

に
し

て
否

で
あ

る
。
「
然
り

」
と

い
う

の
は
、
私

は
他
者

の
世
界

内
存

在

の
証

示
を

直
接

的

に
行

い
え

な

い
と

い
う
意

味

に
お

い
て
で
あ
り

、

「
否
」
と

い
う

の
は
、

に
も

か

か
わ

ら
ず

私

は

こ

の
他

者

の
自

証
を

間
接

的

に
援
助

し
う

る
と

い
う

意
味

に
お

い
て
で
あ

る
。
こ

の
よ
う

な

私

の
間

接
的

援
助

と

し

て
考

え

ら
れ

う

る
も

の
、

そ
れ

は

ハ
イ

デ

ガ

ー

の

言

う

「
率

先

垂

範

的

・
自

由

化

的

顧

慮

(
島

。

〈
o
「。。
窟
言
α。
o巳

-σ
。
評
虫
。
巳

。
聞
葺
。・o
「
じq
。
)」

で
あ

る
。

こ

れ
は
彼

が

『
存
在

と
時

間
』
等

に

お

い
て

「
代
行

救

援
的

・支

配
化

的
顧
慮

(島
。

。
三
。。暇
冒
¢。
9
ら
-げ
。
げ
巽
円。。
o
げ
。
巳

。
「
貯
。。o
『o。
。
)」

と

と

も

に
、
他
者

へ

の
積
極
的

な
仕
方

で

の
顧
慮

の
両
極
端

な

二
様

態
と

し

て
挙

げ

て

い

る
も

の

で
あ
る

(
こ
の
両

者

は
各

々
本

来
的

、
非

本
来

的

と

い
う

性

格

づ

け

が
な
さ

れ

て
も

い
る

の

で
(<
o。
[
P
一
b
P
轟
)、
以
下

そ

れ
ぞ

れ

を

簡

便

に

「
本
来

的

顧
慮

」
、
「
非

本
来

的
顧

慮
」
と
呼

ぶ

こ
と

に
す

る
)
。
そ

こ

で
以

下
、
非

本

来
的

顧
慮

と

の
対

比

に
お

い
て
本

来

的

顧
慮

が
何

で
あ

る

か
を

明
ら

か

に
し
た

い
。

ま
ず

非

本
来

的
顧

慮

と

は
、

他
者

が

行

い
か

ね

て

い
る
事

物

へ

の
配
慮

を

私

が
代

わ
り

に
行

う

こ
と

で
、
「
他

者

か
ら

『心

配

』
を

払

い
除

け

て
や

る

(匹
o
目

〉
巳

自
o
昌
島
o
》

ω
o
お
o

《
筈
口
o
ぽ
巳
o
巳
」

(N
一ひ
ω
)
こ
と

で

あ

る
。

こ

の
こ
と

が

「
代
行

救

援
的

」

で

あ

る

こ

と

は
明

白

で
あ

る
が
、
し

か
し

こ
れ
が

何
故

「
支

配

化
」
に
繋

が

る

の
か

。
そ

れ

は
、
本

来

自
分

が

な
す

べ
き

配
慮

を

私

に
肩

代

わ
り

し

て
も

ら

い

「
自

己

を
放

棄

し

て
身
を

退
く

」
(P
一
b
P
い
)
こ
と

で
、
他

ロバ

サ

者

が
私

に

よ

っ
て
「
[今
直

面

し

て

い
る
状

況

や
課

題
等

と

い

つ
た
]

彼

の
境

涯

か

ら
放

り
出

さ

れ
」
(P
ψ一ひ
ω
)
、
私

に

イ

ニ
シ
ア

テ

ィ
ヴ
を

取

ら

れ

る

こ
と

に
な

る
か

ら

で
あ

る
。
で

は
こ

れ

が

「
非

本

来

的
」

な

顧
慮

で
あ

る

の
は
何

故

か

。
そ

の
理

由

は
こ
う

で
あ

る
。
上
述

か

ら

既

に
明

ら
か

な
よ
う

に
、
こ

の
顧

慮

は
他
者

の
代

理

と

い
う
名

目

の
下

で
、
実
質

的

に

は
事

物

へ
の
配
慮

を
行

つ
て

い
る

。
だ

が

そ

れ

は
結

局

、
他
者

へ
の
顧
慮

を
事

物

へ
の
配

慮

に
還

元
し

て

い
る
こ
と

を

、
別

言
す

れ

ば
、
「
他

者

か

ら

[現
存

在

の
存

在

で
あ

る
]
『
関

心
』

を

奪

い
去

り

(紆

目

〉
巳

9
窪

象
。
》
。ゆ
o
お
。

《
薗
げ
昌
O
団
昌
日O
昌
)」
、
彼

を

「
固
有

な

現
存

在

と

し

て
で

は
な
く

非

本
来

的

な

そ
れ
と

し

て
、

す

な

わ

ち
何

か

世

界
的

な

眼

前
存

在
す

る
も

の

[
11
事

物

]
と

し

て
」

(P
一
b
P
ε

扱
う

こ
と

を
意

味
す

る
か
ら

な

の

で
あ

る
。

こ
れ

に
対

し

て
本
来

的

顧
慮

は

、
私

が

「
注

意

深
く

率
先

し

て
他
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者

に
範

を
垂

れ

る

こ
と

で
、
彼

に
関

心
、
す
な

わ

ち
彼
自

身

、
彼

の

最
も

固
有

な
現
存

在
を

…
与

え

返
す

」
(P
一b
P
ど

こ
と

で
あ

る
。
ま

ず

こ

の
顧
慮

が

「
率
先

垂
範

的
」
で
あ

る
所

以

は
、
他
者

が

彼
自

身

の
存
在

を
自

覚

す

る
際

の
手

本
と

な

る

べ
く

、
そ
の
前

に
ま

ず
私

が

自
己
自

身

の
存
在

を
自

覚
す

る

こ
と

(す
な

わ
ち
先

述

し
た
自

己

の

世
界

内
存

在

の
証

示
)
に
あ

る

。
し

か
し

こ

こ
で
留

意

す

べ
き

な

の

は
、
私

が
こ

の
よ
う

に
模

範

を
示

し

て
み

せ
た

か
ら

と

い

っ
て
、
他

者
が
私
を

見
習

っ
て
彼
自

身

の
存
在

の
自
覚

に
至

る
と
は

必
ず

し
も

限
ら
な

い
こ
と

で
あ

る
。
私

は
た
だ

他
者

に
彼

の
自

覚
を

期
待

す

る

こ
と
が

出
来

る
だ

け

で
あ

っ
て
、
非

本
来

的
顧
慮

の
場
合

の
よ
う

に

主

導
権

を

握

つ
て
彼

を

「
支
配

」
し
、
自

覚

を
強

い
る

こ
と

は
決

し

て
出
来

な

い
の

で
あ
る

。
で
は
こ
う

し
た

本
来

的
顧
慮

は

他
者

を
何

に
向

け

て

「
自

由

化
」
す

る

の
か

。

ハ
イ

デ

ガ
ー

は
言
う

。
「
そ

の

本

質
上

、
本

来

的
な

関
心

す
な

わ
ち

他
者

の
実

存

に
関

わ
り

、
他

者

が
配
慮

す

る

も

の

(。
言

ミ
恥
巴

に

関
わ

る

の

で
は

な

い
こ

の
顧

慮

は
、
他

者

を
助

け

て
彼

が
彼

自

ら

の
関

心

の
内

で
透

視

可
能

と

な

ロな

り
り
、
彼
自

ら

の
関
心

に
向

け

て
自

由

に
な

る
よ
う

に

さ
せ

る

の
で
あ

る
」

(N
一
ひ
ど

。

つ
ま

り

本
来

的
顧

慮

と

は
他
者

が

「
彼

自

ら

の
関

心

」
、

す

な
わ

ち
彼

自
身

の
世
界

内
存

在

に
向

っ
て
自

由

に
な
り

、

　　
　

こ
れ

を
自

覚
す

る

よ
う

に
な

る

べ
く

援
助

す

る

こ
と
な

の
で
あ
り

、

こ

の
よ
う
な

顧
慮
を

通
し

て
私

は
他
者

の
世

界
内
存

在

の
自
証

に
間

接

的

に
関

与

し
う

る

の

で
あ

る
。

以

上
か

ら
他

者

の
世

界
内

存

在

の
証

示

は

、
私

が

「
他

者

の

『
良

心

』
」
(N
ω
O
い
)
と
し

て
、
私

の
世

界
内

存

在

の
自

証

を
以

て
他

者

に

彼

の
世
界

内
存

在

の
自

証

を
呼

び

か

け
、
他
者

が

こ

の

「
友

の
声

を

聞

く

こ
と

」
(N
b
一
」

に

よ
り

可

能
と

な

る

と
考

え

ら
れ

る

。
し

た

が

っ
て
私

の
本
来

的
顧

慮

に
他

者

が
応
答

す

る
場

合

、
そ

の
場

合

に

の
み
初

め
て
私
と

他
者

の
同
様

性

は
真

に
証
示

さ
れ
う

る
と

言
う

こ

と

が
出

来

る
だ

ろ
う

。

三

「帰

郷
」

論

に
お

け

る
詩

人

と
近

親

者
と

の
関
係

だ

が

こ

の
自
他

の
同

様
性

が

証

示

さ

れ

る
よ
う

な

自
他

関
係

と

は
具
体

的

に

は
ど

の
よ
う

な

も

の
と

し

て
考
え

ら

れ

る

の
か

。
そ
れ

に
関

す

る
記

述

は

『存

在

と

時
間

』
に

は
見

出

さ

れ
な

い
。
そ

こ

で

我

々
は

ヘ
ル
ダ

ー

リ

ン
の
詩

「
帰

郷
ー

近

親
者

に
寄

す
」

の

ハ
イ

デ
ガ

ー

に
よ

る
解

釈

(「
帰

郷
」
論

と
略

記
V
を

取

り

上
げ

る

こ
と

に
し

た

い
。
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だ

が
そ
も

そ

も
帰

郷

と

は
何

で
あ

り

、
ま

た

そ
れ

は
先

述

し

た

世

界
内

存
在

の
自

証
と

関
係
す

る
の
か

。
帰
郷

と

は
故

郷

に
住
ま

う

べ
く
帰

る

こ
と

で
あ
る

が
、
こ

の
故

郷

に
住
ま

う

こ
と
と

は

ど
う

い

う

こ
と
か

。

ハ
イ

デ
ガ

ー
は

「
ヒ

ュ
ー

マ

ニ
ズ

ム
」
書

簡

の
中

で
、

「帰

郷
」
論

で
言

わ

れ
る

「
故

郷
」
と

は

「
存

在

『
の
』
近

さ

」
、
或

い
は

「
現
存

在

の

『
現
』
」
の
こ
と

で
あ

る
と

言
う

(<
じ。
ド
P
い
ω
刈
ご

。

こ

の

「
存
在

『
の
』
近

さ
」
と

は

、
「
存

在

の
明

け

開
き

(=
。
巨
琶

σe
)」

に
よ
り
人

間
存
在

に
授
け

ら
れ

て

い
る
存
在

へ
の
近

さ

の
こ
と
を

謂

う

と
解

せ

ら
れ

る

(<
αq
r
P
い
ω
刈
)
。
と

こ
ろ

で
彼

は

「
ヒ

ュ
ー

マ

ニ

ズ

ム
」
書

簡

の
別

の
箇

所

で
、
存
在

の
明

け

開
き

と

は
世

界

の

こ
と

で
あ
り

、

こ

の
存

在

の
開

け

の
中

に
出

で
立

つ
脱
存

(
団
『
。。一。。
8
昌
N
)

の
本

質

が
世

界
内

存
在

で
あ

る
と
言

う

(
<
G。
「
P
い
い
O
)
。
こ
う

し

た

言

か

ら
す

れ
ば

、
故

郷

に
住
ま

う

こ
と

と
は
存

在

へ
の
脱

存

、
つ
ま

り
世

界
内

存
在

の
こ
と

に
他
な

ら
な

い
。
だ
が

こ
う

い
う

反
論

が

考

え
ら

れ

る
。
故

郷

に
住
ま
う

こ
と
が

世
界
内

存
在

な

の

で
あ

る
と

し

た

ら
、

我

々
現

存

在
は

世
界

内

存
在

と

し

て
初

め

か

ら

「
故

郷

の

人

々
」
な

の
で

あ

っ
て
、
帰

る

べ
き

故
郷

を
探

し

求
め

て
帰

郷

す

る

必
要

な

ど
な

い
の

で
は
な

い
か

。
故

に

ヘ
ル
ダ

ー
リ

ン
も

「
汝

の
探

し
求

め

る
も

の
、

そ
れ

は
間

近

に
あ

り

、

既

に
汝

に
ま

み

え

て

い

る
」
(=
。
一目
.りい
9

と

歌

う

の

で
は

な

い
の
か

。
だ

が

こ

れ

に
対

し

て

ハ
イ

デ

ガ
ー

は
次

の
よ
う

に

言
う

で
あ

ろ
う

。
「
し

か

し

[
間
近

に

あ

る

と

は

い
え

、
]
探

し

求

め
ら

れ

て

い

る
も

の
は

ま
だ

見

出

さ
れ

て
は

い
な

い
。
も

し

『見

出

す

(睦
巳

o
巳
』
と

い
う

こ

と
が

見
出

さ

れ

た

も

の
を

己

が

も

の

と

な

し

、

[
そ

れ

を

]

己

固

有

の
領

域

(
匹
σq
。
三
ロ
ヨ
)
と

し

て

そ

の
内

に

住

む

こ
と

を

意

味

す

る

な

ら
ば

」

(避
一ど

。
つ
ま

り

彼

は
、
故

郷

の
人

々
が
自

ら

が
故

郷

に
住

ん

で

い

る
と

い
う
忘

却

さ
れ

て

い
た
事

実
を

殊

更

に
自

覚
す

る

こ
と

、
別

言

す

れ
ば

世
界
内
存

在
と

し

て
の
我

々
が

己

の
世

界
内

存
在

を
自

証
す

る
こ
と

の
必

要
性

を
説

く

の
で
あ

る
。
そ

し

て
こ

の
故

郷

に
住
ま

う

こ
と

の
自

覚
化

な

い
し
は
世

界
内
存

在

の
自

証

こ
そ
帰
郷

に
他

な
ら

な

い
の

で
あ

る
。
「
帰

郷
と

は
、
故

郷

の
人

々
が
ま

だ
隠

さ

れ

て

い

る
故
郷

の
本

質

に
初

め

て
馴
染

む

(7
。
巨

房
o
ゲ
)
よ
う

に

な
る

こ
と

な

の
で
あ

る
」

(国
げ
F
)
。

だ

が

先

に

『
存

在

と
時

間
』
で
は
、
他
者

に
世

界
内

存

在

の
自

証

を

呼
び

か
け

る
本

来
的

顧
慮

は

、
私

が

世
界

内
存

在

の
自

証

の
手

本

を

示
す

こ
と

で
し

か

な
さ

れ
え

な

い
こ
と

が
言

わ

れ

て

い
た

。
こ

の

こ
と
は

帰
郷

の
必

要
性

を

説
く

こ
と

に
も
当

て
嵌
ま

る
筈

で
あ

る
。

す

る
と

他
者

に
帰

郷
を

促

す

べ
く
帰

郷

の
範

を

示
す

者

と
は

誰

か
。
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そ
れ
は
詩

人

で
あ

る
。
で
は
詩

人

は

い
か
に
し

て
帰

郷
を

果

た
す

の

か
。
既

に
見

た
よ
う

に
、
『
存
在

と

時
間
』

で

は
世

界
内
存

在

が
気

分

に
お

い
て
開
示

さ
れ

る

こ
と

が
言

わ
れ

、
特

に
不
安

と

い
う

気

分

が

世
界

内
存

在

を
証

示
す

る
も

の
と

さ

れ
た

。
だ

が

こ

の

「帰

郷

」

論

で
は
、
故
郷

に
住

ま
う

こ
と

は

や
は
り
気

分

に
お

い
て
開
示

さ

れ

る

も

の

の
、

そ

の
気

分

と

は

不
安

で

は
な

く

「
喜

ば

し

さ

(
畠
諺

諏
窪

象
『。
o
)」

(
ま
た

は

「
晴
朗

さ

(岳

。。
=
窪

認
。
)」
)

で
あ

る
と

言

わ

れ

る

(<
¢。
ド
♪
一い
)
。
そ
し

て
こ

の
喜

ば

し
さ

は

「
本
質

空

間
」
と
呼

ば
れ

る
世

界

を
開

示
す

る
と

さ

れ
る

。
「
…
晴

朗

さ
は

い
か

な

る
も

の
に
も

本
質

空

間
を
授

け

る
。
も

の
は
み
な

そ

の
あ
り

方

に
応

じ

て

こ

の
本
質

空

間

に
属

し
、
そ
こ

に
お

い
て
、
換

言
す

れ

ば
晴

朗

さ

の

輝

き

の
中

で
、
静

か
な

光

の
如

く
自

己
自

身

の
本
質

に
満
足

し

つ

つ

立

っ
て

い
る

の

で
あ

る
」
(轟
』
9

と

言
わ

れ

る
よ
う

に
、
本
質

空
間

と

は
存

在
者

が
そ

の
本
質

に
適

っ
て
存

在
す

る

こ
と

を
適
え

る
世

界

を

意

味
す

る

が
、
こ

の
言

に
お

い
て

「
晴
朗

さ

の
輝

き
」
と

も
表

現

さ
れ

て

い
る
よ
う

に
、

そ
れ

は
ま

た

、
存

在
者

が
そ

れ

そ

の
も

の

と
し

て
現
出
す

る

こ
と
を

可
能

に
す
る

よ
う

な
明

る
み
と

し

て
捉
え

ら
れ

て

い
る
。
こ

の
明

る

み
は

「光

を

放

つ
明

け
開

き
」
で
あ

る
故

に
、

「
晴

天

(巳
。
=
o
置
o
お
)」

と
呼

ば

れ
、

ま

た
本
質

空

間

と

し

て

存
在

者

を

そ
れ

が
あ

る
通

り

に
あ

ら
し

め

「
健

や
か

に
さ

せ

て

い
る

告
毘

9

)」

こ
と

か

ら

、
「
聖

な

る
も

の

(匿
。。
=
。
…
『。
・
)」
と

も
呼

ば

れ

る

(<
o。
ド
。
巳

.』
o。
)
。
以

上

か
ら

、
帰

郷

、
す
な

わ

ち
世

界
内

存

在

の
自

証

は

、

こ

の
聖

な

る
も

の

(
ハ
イ

デ
ガ

ー

は

こ
れ

を

「
根

源
」
と

も

言
う

)
の
開
示

に
よ

っ
て

こ
そ
果

た

さ

れ
る

と
考

え

ら
れ

る

。そ

れ
故

詩

人

は
詩

作

に

お

い
て
、
根

源

を

直
接

的

に

「
名

指

す

(昌
o
昌
昌
o
ε

」

こ
と

で

そ

の
全

的
な

開
示

を

試

み

る
。

し

か
し

ヘ
ル

ダ

ー
リ

ン

は
こ

の
開

示

に

つ

い
て
次

の
よ
う

に
歌
う

。
「
私

は
高

み

に
あ

る
者
を

そ

の
際

名
指

す

の
か
?

身

の
程
を
弁

え
ぬ

こ
と
を

神

な
る
も

の
は
好

ま
れ

な

い
/
神

な
る
も

の
を

捉
え

る

に
は
我

々
の
喜

び
は
余

り

に
小

さ
す

ぎ
る
と

い
え

る
/

我

々
は
し
ば

し
ば
沈

黙
せ
ざ

る
を

え

な

い
、
聖
な

る
名

が
欠

け

て

い
る

の
だ

」
(国
o
巨

;
℃
O
-
一〇
ご
。

つ
ま
り

こ

こ
で
は
根

源
を
名

指
す

こ
と

の
不

可
能
性

が
歌
わ

れ

て

い

る

の
で
あ

る

。
何
故

か
。
そ

れ
は

ハ
イ

デ
ガ

ー

に
よ

れ
ば

、
根

源

が

次

の
よ
う

な
も

の
だ

か
ら

で
あ

る
。
す

な

わ

ち
、
「
差

し
当

た
り
根

源

は

そ

れ
が
発

源

す

る

こ
と

(団
昆
ぞ
「ヨ
『。
。
巳

に
お

い
て
そ
れ
自

身

を

示
す

。
だ

が
発

源
す

る
こ
と

に

お

い
て
最

も
身

近

な
も

の
で
あ

る

の
は

、
[根

源

か
ら
]
発

源

し

た
も

の
(団
巨
。。喝
旨
昌
。q
。
昌
。
ω
)
な

の
で
あ
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る
。
根

源

は

こ
れ
を

そ
れ
自

身

か
ら

飛
び

出

さ
せ

た

の
で

あ

る
が

、

そ

の
際
根
源

は

こ
の
発
源
し
た

も

の
そ

の
も

の

の
内

で
そ
れ
自

身
を

示
す

の
で

は
な

く
、

こ

の
も

の
の
現

れ

の
背

後

に

そ
れ
自

身

を

隠

し

、
退

か

せ

る

の
で
あ

る
」
(タ
O
P
)。

つ
ま
り

根

源
は
存

在

者
を

現

出
せ

し
め

る

こ
と

に
よ
り

、
か
か

る
存
在

者

の
現

出
を

可
能

に
し

て

い
る
明

る
み
と

し

て
自

ら
を

示
す

が
、
同
時

に

そ
れ
自
身

と

し

て
は

常

に
こ

の
現
出

す

る
存

在
者

の
背
後

に
隠

れ
て

い
る

の
で
あ

る

。
そ

し

て
こ
う

し
た
根

源

の
自

己
隠

蔽

こ
そ

が
、
通
常
故

郷

に
住

ま
う

こ

と

の
自
覚

化

が
な

さ
れ

な

い
こ
と

の
理
由

な

の
で
あ

る

。

そ

れ

で
は
詩

人

に

は
根
源

の
開
示

は
拒

ま

れ

て
お

り
、

帰

郷

を

果
た

す

こ
と

は
不

可
能

で
あ

る

の
か

。
そ
う

で
は
な

い
。
と

い
う

の

も
詩
人

に
と

っ
て
根
源

の
全
的
な

開
示

は
不
可
能

に
と
ど

ま

る
と
し

て
も

、
そ

れ
が
自

己
隠

蔽

的

で
あ

る
か

ら
と

い

っ
て
根
源
を
忘

却

し

て
し

ま
う

の
で
は

な
く

、
そ

れ
を

、
ま

さ

に
そ

の
よ
う

に
自

己
を

隠

蔽

す

る
仕
方

で
の
み
自
己

を
示

し
て

い
る
も

の
と

し

て
開

示
す

る

こ

と

は

可
能

で
あ

る
か
ら

で
あ

る
。
こ

の
よ
う

に
自

己
隠
蔽

的

な
根

源

を

自
己

隠
蔽

的
な

も

の
と
し

て
殊
更

に
開
示

し
、
こ
れ
ま

で
忘

却

さ

れ
遠

退

い

て

い
た
根

源

へ
の
近

さ
を
回

復
す

る

こ
と

こ

そ
、
「
根

源

へ
の
近
さ

の
内

へ
の
還
帰

」
(轟
b
』ゆ
)
と
し

て
の
帰
郷

で
あ
り

、
ま

た

詩
人

の
世
界

内
存

在

の
自

証

な

の

で
あ

る

。

か

く
し

て
詩
人

は

そ

の
詩

作

に

お

い
て
今

述

べ
た

よ
う

な
根

源

の
開

示

の
遂

行
と

い
う

、

詩
人

と

し

て

の

「
気

掛

り

(。。
o
お
。
)」

の

内

に
あ

ら
ね
ば

な

ら
ず
、
ま

た

こ

の
よ
う

な
気

掛
り

こ
そ

が
詩
人

を

し

て
詩

人
た

ら
し

め

、
彼

の
あ
り

方
を

形

作

る
も

の
と

な

る
。
と

同

時

に
こ

の
よ
う

な
根

源

の
開

示

が
な

さ
れ

る
詩

作

は
、
故

郷

に
住
ま

う

こ
と

へ
の
自

覚

を
促

す

、
他

者

に
向

け

た
呼

び

掛

け

な

の
で
あ

る
。
し

か
し

こ

の
詩
作

が

帰
郷

の

一
つ
の
手

本

で
し

か

な

い
限
り

、

上
述

の
よ
う

に
そ
れ

は
他
者

に
気

に
留

め
ら

れ
な

い
ま
ま

で
あ

る
こ

と

も
あ

る
。
つ
ま

り
他

者

は
依

然
と

し

て
根

源

の
開

示
と

い

つ
た
気

掛

り

か

ら
無
縁

で
あ
り

続

け

る

こ
と

も
あ

る
。
そ

れ

故
、
次

に
引

く

「帰

郷
」

の
最

後

の

二
行

も

通
常

こ

の

こ
と

を
歌

つ
て

い
る
と

解

さ

れ
る

。
「
こ

の
よ
う

な

気
掛

り

を

、
好

む

と
否

と

に

か
か

わ

ら
ず

心

の
内

に
/
歌

び
と

は

し
ば

し
ば

抱

か
ね

ば

な
ら

ぬ

の
だ

、
し

か
し

他

の
人

々
は
そ
う

で
は
な

い
」
(国
o
葺

.」
S

-
一〇
〇〇
)。

だ

が

こ
れ
も

上

述

し
た

よ
う

に
、

詩

人

が
帰

郷

の
模

範

と

し

て

示

す

詩
作

に
応

答

し

て
、
他

者

が

帰

郷
し

、
彼

の
世

界
内
存

在

の
自

証

に
至

る
可
能

性

も
あ

る

。
つ
ま

り
先

述

し

た
、
私
と

他

者

の
同
様

性

が
真

に
証
示

さ
れ
う

る
本

来
的

な
自
他

関
係

が
成

立
す

る
可
能
性
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も

あ

る
。
ハ
イ
デ

ガ

ー
は
今

引

い
た

「
帰
郷

」
の
詩
句

を

こ

の
可

能

性

に

つ
い

て
歌

う
も

の
と

理
解

す

る

。
彼

に
よ

れ
ば

、
そ

れ

は
他

者

が
根

源

の
開

示
と

い
う

気
掛
り

を
免

れ

て

い
る
こ
と

で

は
な
く

て
、

他
者

が

詩
人

の
詩
作

に
促

さ
れ

て
帰

郷

を
果

た
す

こ
と

で
、
詩

人

の

言
を
聴

き

つ
つ
根

源

の
開
示

を
気

掛

り

に
す

る

「
気

遣

う
者

(島
。

Q。
o
『α。
。。昌
冨
昌
)」
と

な

る

こ
と
を

歌

っ
て

い
る

の

で
あ

る
。
そ

し

て

こ

の
根

源

の
開
示

と

い
う

「
同

一
の
事

柄

(匿
。。
。。
9
げ
。
)
へ

と

[詩

人

と
]
軌

を

一
に
し

て
引
き

渡

さ

れ
る

こ
と

に
基

づ

い
て
、
気

遣

い

つ

つ
聞

く

者

は

、

言

う

者

[
11

詩

人

]

の

気

掛

り

に

近

し

い

(
<
。
ヨ

薗
巳

C

の
で
あ

り

、
す

な
わ

ち

『他

の
人

々
』

と

は
詩

人

の

『近
親

者

(島
。
<
9
≦
9
巳
8
ε
』

な

の
で
あ

る
」

(↑
b
ゆ
)。

か
く

し

て

ハ
イ

デ
ガ

ー

の
言
う

本

来
的

な
自

他

関

係
は

、

こ

の

詩
人
と

近
親

者
と

の
関

係
と

し

て
考

え

ら
れ

る
。
こ

の
両
者

の
関

係

が
呈
示

さ

れ
た
今

、
我

々
は

冒
頭

の
問

い
を
次

の
よ
う

に
問
う

こ
と

が
出

来

る
。
す

な
わ

ち

、
詩

人
と

近
親

者
と

の
関
係

は
、
両
者

の
差

異
性

を
隠

蔽
す

る
無

差

別
的

な
共

同
化

で
あ
る

の

か
。

そ

こ

で
両
者

の
関
係

を
簡

単

に
考

察

し

て
み

よ
う

。
ま

ず

第

一

に
、
他
者

は
詩

人

の
詩
作

に
応
答

し

て
帰
郷

を

果
た

し
、
詩

人

の
近

親
者
と

し

て
そ

の
言
を

聞
く
者

と

な

る
が
、
彼

自
身

詩

人
に

な
る

わ

け

で
は

な

い
。
つ
ま
り

他
者

は

近
親
者

と

し

て
あ

く
ま

で
も

詩

人

の

「
他

」
者

な

の
で

あ
り

、
両

者

の
関

係

は
画

一
的

で
無

差

別
的

な
者

同

士

の
関

係

で
は

な

い
。
第

二

に
、

「
語

る
こ
と
が
出
来

る

こ
と
と

、

聞

く
こ
と
が
出

来
る

こ
と

は
同
様

に
根

源
的

で
あ
る
」
(a

O
)
と
言
わ

れ

る
よ
う

に
、
近
親

者

は
詩

人

の
言

を
聞

く

も

の
の
、
そ

の
言

を
盲

信

せ
ず

に
熟

考

し

て
吟

味

し
、
時

に
は

そ
れ

に
詩

人

の
自

己
理
解

を

凌

駕
す

る
解

釈
を

与
え

る
こ
と

で
、
根
源

の

一
層

適

切
な

開
示

に
資

す

る
場

合

も
考
え

ら

れ
る

(
そ

の
よ
う

な

近
親

者

と

は
例

え
ば

「
思

索

す

る
者

」

で
あ

る

(<
G。
門
♪
ω
O
ご
。

つ
ま

り

両

者

の
関
係

は

一
方

的

な
上

意

下
達

の
関
係

で
は
な

く
、
そ

こ

に
は

両
者

の
差
異

性

が
際

立

つ
異

議
申

し
立

て
の
可
能

性
も

存

す

る

の
で
あ

る
。
第

三

に
詩

人

と

近
親
者

が
共

に
関
わ

る
同

一
の
事

柄

で
あ

る
根
源

の
開
示

と
は

元

来

、
各
自

の
世
界

内
存

在

の
自

証
と

し

て
自

己
自

身

の
固
有

な
あ

り

方

に
お

い
て
存

在

す

る

こ
と

で
あ

る
。
つ
ま
り

両
者

の
関
係

は

共
同

化

と

い
う

よ
り

は
む

し
ろ
自

己
自
身

へ
の
単
独

化

に
よ

っ
て
成
立
す

る
も

の
な

の
で
あ

る
。

以

上

の
考

察

か

ら
明

ら

か

な
よ

う

に

、

冒
頭

で
見

た

レ
ヴ

ィ

ナ

ス

の
批

判

は
当

た
ら

な

い
と
言

え

る
。
し
か

し

な
が

ら

ハ
イ

デ
ガ

ー

の
ナ
チ

ス
加
担

の
真

因
が
彼

の
思
想

的
傾

向

に
内
在

し

て

い
る
と
す
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る
彼

の
批
判

の
基
本
姿

勢
は
肯

定
さ

れ
る

べ
き

で
あ

る
よ

う

に
思
わ

れ

る
。
故

に

こ

の

ハ
イ
デ
ガ

ー

の
ナ
チ

ス
問
題

を
考

え

る

に
は
彼

の

思
想

の
よ

り
詳

し

い
検

討
が

必
要

と
な

る
が

、
そ

れ
は
他

日

に
期

し

た

い
。

註

ζ

エ
o
乙
o。。
。。o
「曽O
⑳。。磐

雷
=
。。。。凶冨
㌔

召
昌ζ
巨

p
ζ
`
一3

い旨

か
ら

の
引

用
等

は
、

そ
の
箇
所

を
文

中

の
括
弧
内

で
巻
数

、
頁
数

の
順

に
示
し

た
。
ヘ
ル
ダ

ー
リ

ン

「帰

郷
」
か

ら

の
引
用
は

、
「
=
α
匡
o
「=
戸

。。似∋
二
8
70
≦
o「冨

量
α
しロ
ユ
o
『o
ぎ

ω

じロ
血
戸

「
「磐
ζ
;
二
鉾
≦

"
一
$
P
-O
鼻
に
拠
り

、
そ

の
箇
所
を

文
中

の
括

弧
内

に
、

=
。
葺

の
略
記

号
に
続

い
て
行
数

で
示

し
た
。
そ

の
他

か
ら

の
引
用
等

は

、
そ

の
箇

所
を

文
中

の
括
弧
内

で
略
記
号

(以

下
に
示
す

)、
頁
数

の
順

に
示
し

た
。

な
お

引
用
文

中

の
省

略
や

[

]
内

の
補

足

は
安

部

に
よ
る

が
、強

調
は

ハ
イ

デ
ガ
ー

に
よ
る
も

の
で
あ

る
。
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①
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〇
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①
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①
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①
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⊆
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①
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∋
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一
胃
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∋
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〇
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ω
6
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ユ
『
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昌
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ζ

o
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0
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昌
≦
①
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QQ
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p
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這

oQ
一

(
一
)

こ
の

「共

実
存
」
と

い
う
語

は

ハ
イ

デ
ガ
ー
自

身
が
使

う
術

語
で

は
な

い
。
合

田
正
人
氏

は

こ
れ
を

「共

現
存
在

(≦

a
島
。ε

」
の
訳

語

で
あ
る
と

す

る
が

、
(『全

体
性

と
無

限
』
、
合

田

正

人
訳

、
国
文

社
、

一
九

八
九

、
四
八

三

頁

)
、

そ
れ

で

は
文
意

が
通

ら
な

い
。
文

意

か

ら
判

断

し

て
今

は

「
共
存

在

(≦

房
〇
一コ
こ

の
訳
語
と

し

て
推
定

し

て
お
く

。

(
二
)
く
σ。
『
「世

界
は
存

在
論

的

に
は
世
界

内
存
在

と

し

て

の
現
存

在

の
存

在

に

本

質
的

に
属
し

て

い
る
。
そ

れ
故
不

安

の
対
象

が
無

、
す

な
わ

ち
世
界

そ

の
も

の
と
し

て
明
ら

か
に

さ
れ
る
な

ら

、
そ

れ
が
意

味
す

る

こ
と

は
、
不
安

が
不
安

に
思
う

対

象
は

世

界
内
存

在

そ

れ
自

身

で
あ

る
と

い
う

こ
と

な

の

で
あ

る
」

〔P
b
轟
ゆ
)。

(三
)
付

言
し

て
お
く

な
ら

、
こ

の
存

在

者
と

の
交

わ
り

へ
の
頽

落
的
な

没
頭

は

、

「
現
存

在

自

身

の
存

在

様
式

を

特

徴

づ

け

る

ア

・
プ

リ
オ

リ

な
完

了

」

P

=
と

で
あ

る
、
「

[存
在

者

を
]
事

情

に
向

け

て
解

放
し

つ

つ
そ

の
都

度
既

に
事

情

が
あ

る
よ

う

に
赴

か
せ

て

し
ま

つ
て

い
る

こ
と

C
①-。。。
7
0
〒
冨

σ
。
〒

冨
≦
①巳
。
=
占
島
。・。ε
」
(国
巳

■)と

い
う
現

存
在

の
実

存
論

的
な

あ
り
方

に
基

づ

い

て
い
る
。

(四
)

ハ
イ

デ
ガ

ー
が

「境

涯

(島
o
。。
里

。
こ

を

「状

況
と

課

題

」
と

補
足
的

に

説
明

し

て

い
る
箇
所

が
あ

る

(<
㈹
一b

一b
8

)。

(五
∀
「透

視
可
能

な

a
§

冨

。琶

。。
)」

の
語

は
、
自

己

の
実
存

の
理
解

を
意

味

す

る

、透

視
性

(一)
;8
7
。・凶。
匿

。。訂
δ
」
(<
。。
r
P
ゆ一
〇い
)
と

関
連
す

る
と
考

え

ら
れ

る
。

(六
)

レ
ー
ヴ

ィ

ッ
ト

は

『同
胞

の
役

割

に
お
け

る
個

人
一

に
お

い
て
、
彼

の

「間

柄

つ
、o
葺
聾
o
昌
)」
の
概
念

に
基

づ

い
て

ハ
イ

デ
ガ

ー
の

「
率
先

垂
範

的

・自

由

化
的

顧
慮

」
を

他
者

か
ら
自

由
を

奪
う

も

の
と
し

て
批

判
し

て

い
る

(<
。。F

ω
。。
りま

「
γ

そ

の
詳

し

い
検
討

は

こ
こ
で
は

差
し

控
え

る
が

、
私
見

に
よ
れ
ば

、

本
来
的

実
存

の

「単
独

化

」、
お

よ
び

「
率

先
垂
範

的

・
自

由

化
的

顧
慮
」

の

「自

由
化

」
に

つ

い
て
の
彼

の
理

解

に
問
題

が
あ

る

こ
と
か

ら
、

こ
の
批
判

は

的

を
射

て

い
な

い
。
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Das Problem des Anderen bei Heidegger

Hiroshi ABE

  Levinas hat oft das Heideggersche Denken fiber den Anderen kritisiert. Nach Levinas 
versucht es, das Ich and den Anderen durch das ihnen beiden Gemeinsame, d.h. das 

Sein, ohne Rucksicht auf die Verschiedenheit zwischen ihnen zu integrieren, so dali es 
den national-sozialistischen Totalitarismus theoretisch bejahen kann. In diesem Aufsatz 

geht es mir darum, these Levinassche Kritik auf ihre Richtigkeit zu prufen. 
  Gegenilber der Einfuhlungstheorie, die die Reflexion fir die primare Gegebenheit des 

Ichs halt and sie auf das Verstehen des Anderen anwendet, geht es Heidegger in seiner 

Analyse des Mitseins in Sein and Zeit darum, den phanomenalen Tatbestand, der sich in 
unserer alltaglichen Lebenserfahrung findet, namlich dal3 die Anderen ,aus der Welt her, 
in der das besorgend-umsichtige Dasein sich wesenhaft aufhalt" begegnen, aufzuzeigen. 

In dieser phanomenologischen Anzeige jedoch ist die Unterscheidung zwischen zeughaft 
Seienden and den Anderen, die zwar umweltlich begegnen, aber doch nicht zeughaft 
sind, implizit bereits vorausgesetzt. Man mag wohl im Alltagsleben davon ausgehen, dal3 
der Andere so ist wie das Ich selbst. Allein, worin liegt eigentlich die Gleichheit 

zwischen dem Ich and dem Anderen? Nach Heidegger liegt sie darin, „als umsichtig-
besorgendes In-der-Welt-sein", d.h. als das die zeughaft Seienden ,Freigebende"(namlich 

sie als solche sein lassende), Dasein zu sein. In diesem Aufsatz soil daher der Versuch 
unternommen werden, die Gleichheit in unserer taglichen Erfahrung phanomenologisch 

auszuweisen, einen Ausweis, den Heidegger selbst nicht ausdrucklich vollzogen hat. 
  Zunachst zeigt sich im Zustand der Angst, in dem die Welt als solche mir 

erschlossen wird, dal3 mein Sein als umsichtig-besorgendes In-der-Welt-sein ist, and dal3 
der Andere aufgrund eines Verweisungszusammenhangs die zeughaft Seienden 

freigebend besorgt. Solange der Andere sein In-der-Welt-sein von sich selbst aus nicht 
ausgewiesen hat, ist dadurch jedoch noch nicht erwiesen, dal3 das Sein des Anderen auch 

In-der-Welt-sein ist. Ich kann ihm nur helfen, diesen Ausweis zu vollziehen, indem ich 
zuerst vorbildlich mein eigenes In-der-Welt-sein aufschliel3e. Diese Hilfe nennt 
Heidegger ,vorspringend-befreiende Finsorge". Wenn der Andere durch meine Hilfe sich 

sein eigenes Sein erschliel3t, darn zeigt sich die Gleichheit zwischen dem Ich and dem 
Anderen and kommt das eigentliche Verhaltnis zwischen den beiden zustande. Als ein 
Beispiel des eigentlichen Verhaltnisses kann man das zwischen dem Dichter and den 

Anderen aufzeigen, das Heidegger in seiner Abhandlung fiber HSlderlins Elegie 

,,Heimkunft" behandelt. Es zeigt sich dort erstens, dal3 in diesem Verhaltnis die 
Verschiedenheit zwischen dem Dichter als Sagendem and den Anderen als HBrenden, 

die doch als solche die dem Dichter ,Verwandten" sind, besteht, and zweitens, dal3 
dieses Verhaltnis keine Integration, die die einzelnen zu einem Ganzen verschmolze, 
sondem vielmehr eine Vereinzelung, die das Ich (den Dichter) and den Anderen zu 

seinem je eigenen Sein sein lal3t, bedeutet. Damit ist . die oben erwalmte Levinassche 
Kritik also nicht zutreffend.
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