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チャールズ・テイラーにおける•…••

現
代
の
英
米
圏
に
お
い
て
も
っ
と
も
注
目
さ
れ
る
政
治
哲
学
者
の
ひ
と
り
で
あ
る
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
テ
イ
ラ
ー
の
名
前
が
ひ
ろ
く
世
に
知
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
の
は
、
最
初
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
独
創
的
な
研
究
者
と
し
て
、
つ
い
で
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ン
の
論
客
の
一
人
と
し
て
、
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
テ

イ
ラ
ー
の
政
治
哲
学
を
研
究
す
る
際
に
対
象
と
さ
れ
る
の
は
、
一
九
七

0
年
代
後
半
か
ら
九

0
年
代
前
半
ま
で
の
著
作
で
あ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。

も
ち
ろ
ん
こ
の
時
期
の
テ
イ
ラ
ー
が
、
多
作
、
か
つ
独
創
的
な
議
論
を
提
示
し
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
時
期
の
彼
の
議
論
は

た
ん
に
独
創
的
な
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
以
前
の
彼
の
議
論
の
延
長
で
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
テ
イ
ラ
ー
の
政
治
哲
学
を
彼
の
時
代
ご
と
の
思
想
的
展
開

と
重
ね
合
わ
せ
て
み
る
な
ら
ば
、
こ
の
時
期
の
テ
イ
ラ
ー
の
著
述
活
動
は
、
『
ヘ
ー
ゲ
ル
』
（
注
3
)
（1
9
7
5
)

に
お
い
て
提
示
さ
れ
た
哲
学
的
課
題
を
深
化
・

精
緻
化
し
、
や
が
て
『
自
己
の
源
泉
』
（
注
2
)
（1
9
8
9
)

や
『
近
代
の
不
安
』
（
注
1
)
（1
9
9
1
)

(
『
本
来
性
の
倫
理
』
）
へ
と
結
実
す
る
過
程
だ
っ
た
と
述

べ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
彼
の
七

0
年
代
後
半
か
ら
九

0
年
代
前
半
ま
で
の
理
論
的
仕
事
の
意
義
は
、
こ
の
過
渡
期
的
性
格
を

踏
ま
え
た
上
で
は
じ
め
て
正
し
く
評
価
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

で
は
、

は
た
し
て
こ
の
過
渡
期
に
お
け
る
テ
イ
ラ
ー
の
政
治
哲
学
に
は
ど
の
よ
う
な
特
徴
が
あ
る
か
。
注
目
す
べ
き
は
、
テ
イ
ラ
ー
の
「
自
由
」
に

関
す
る
政
治
哲
学
的
考
察
が
、
こ
の
時
期
に
集
中
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
「
ア
ト
ミ
ズ
ム
」
（
注
4
)
（1
9
7
9
)

、
「
消
極
的
自
由
の
何
が
誤
っ
て
い
る
の
か
」

序

論

言
語
と
自
己
を
め
ぐ
る
考
察
を
手
が
か
り
に
し
て

チ
ャ
ー
ル
ズ
・
テ
イ
ラ
ー
に
お
け
る

「
状
況
づ
け
ら
れ
た
自
由
」
と
「
本
来
性
」

高

田

宏

史
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（注
5
)
（1
9
7
9
)

、
「
カ
ン
ト
の
自
由
論
」
（
注
6
)
（1
9
8
4
)

、
「
フ
ー
コ
ー
に
お
け
る
自
由
お
よ
び
真
理
」
（
注
7
)
（1
9
8
4
)

が
そ
れ
に
あ
た
る
。
こ
れ
ら
の

論
文
は
、
そ
れ
ぞ
れ
バ
ー
リ
ン
や
カ
ン
ト
や
フ
ー
コ
ー
と
い
っ
た
「
個
別
的
思
想
家
の
自
由
論
」
論
（
「
ア
ト
ミ
ズ
ム
」
で
は
マ
ク
フ
ァ
ー
ソ
ン
の
議
論

が
意
識
さ
れ
て
い
る
）
で
あ
る
と
こ
ろ
に
そ
の
特
徴
が
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
こ
れ
ら
の
論
文
は
、
必
ず
し
も
単
体
で
テ
イ
ラ
ー
自
身
の
自
由
論
を
展

開
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
は
言
い
難
い
（
注
8
)
。

さ
ら
に
注
目
す
べ
き
は
、
同
時
期
に
テ
イ
ラ
ー
は
、
「
自
己
」
お
よ
び
「
言
語
」
に
つ
い
て
の
論
考
を
集
中
的
に
発
表
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
試
み

に
そ
の
題
名
の
み
を
列
挙
す
る
な
ら
ば
、
「
自
己
へ
の
責
任
」
（
注
9
)
（1
9
7
6
)

、
「
人
間
の
行
為
者
性
と
は
何
か
」
（
注
10)
（1
9
7
7
)

、
「
言
語
と
人
間
的
自

然
」
（
注
1
1
)
(
1
9
7
8
)

、
「
人
間
の
科
学
」
（
注
12)
（1
9
8
0
)

、
「
意
味
の
諸
理
論
」
（
注
13)
（1
9
8
0
)

、
「
成
長
・
正
統
性
・
近
代
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
（
注

1
4
)
(
1
9
8
1
)

、
「
人
間
主
義
と
近
代
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
（
注
15)
（1
9
8
5
)

、
「
人
格
」
（
注
16)
（1
9
8
5
)

、
「
自
己
解
釈
す
る
動
物
」
（
注
17)
（1
9
8
5
)

、

「
具
体
化
さ
れ
た
行
為
者
性
」
（
注
18)
（1
9
8
6
)

、
「
言
語
と
社
会
」
（
注
19)
（1
9
8
6
)

、
「
自
己
の
道
徳
的
ト
ポ
グ
ラ
フ
ィ
」
（
注
20)
（1
9
8
8
)

な
ど
が
そ
れ
に

あ
た
る
。

こ
の
よ
う
な
事
実
は
、
テ
イ
ラ
ー
の
政
治
哲
学
的
な
関
心
で
あ
る
自
由
論
と
哲
学
的
な
関
心
で
あ
る
自
己
論
・
言
語
論
と
が
密
接
に
関
連
し
て
い
る

可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
も
し
そ
う
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
『
ヘ
ー
ゲ
ル
』
結
論
部
の
課
題
を
引
き
継
ぎ
、
発
展
さ
せ
る
よ

う
な
性
格
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
て
、
後
に
『
自
己
の
源
泉
』
や
『
本
来
性
の
倫
理
』
で
展
開
さ
れ
る
議
論
へ
と
発
展
し
て
い
く
も
の
な
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

本
稿
は
、
七

0
年
代
後
半
か
ら
九

0
年
代
初
頭
ま
で
の
テ
イ
ラ
ー
の
思
想
的
展
開
を
、
「
言
語
ー
自
己
論
」
を
め
ぐ
る
哲
学
的
省
察
と
「
自
山
」
を
め

ぐ
る
政
治
哲
学
的
省
察
と
の
複
合
体
と
し
て
解
釈
し
う
る
可
能
性
を
提
示
す
る
。
そ
れ
は
、
彼
の
「
言
語
ー
自
己
論
」
を
、
「
人
間
の
本
来
性
1
1
自
由
」

を
め
ぐ
る
政
治
哲
学
的
議
論
に
基
礎
を
与
え
る
も
の
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
だ
ろ
う
。

第
二
節
で
は
、
テ
イ
ラ
ー
が
ヘ
ー
ゲ
ル
か
ら
い
か
な
る
政
治
哲
学
的
課
題
を
引
き
継
い
だ
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
。
第
三
節
で
は
、
第
二
節
で
提
示

さ
れ
た
政
治
哲
学
的
課
題
が
、
『
自
己
の
源
泉
』
ま
で
に
ど
の
よ
う
に
深
化
・
発
展
し
て
い
っ
た
の
か
を
論
じ
る
。
第
四
節
で
は
、
『
自
己
の
源
泉
』
ま

で
に
テ
イ
ラ
ー
が
集
中
的
に
論
じ
て
き
た
「
言
語
＇
自
己
論
」
が
「
本
来
性
」
と
い
う
自
由
の
概
念
へ
と
展
開
し
て
い
く
こ
と
を
検
証
す
る
。
そ
し
て

最
後
に
、
こ
れ
ら
の
議
論
を
総
括
し
た
上
で
、
テ
イ
ラ
ー
の
九

0
年
代
以
後
の
思
想
的
課
題
を
提
示
す
る
こ
と
で
本
稿
を
締
め
く
く
り
た
い
。
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チャールズ・テイラーにおける……

ヘ
ー
ゲ
ル
の
存
在
論
や
自
然
哲
学
を
信
奉
す
る
人
が
ほ
と
ん
ど
い
な
い
こ
の
「
ほ
と
ん
ど
」
と
い
う
副
詞
は
問
題
を
含
ん
で
い
る

け
れ
ど
も
ー
ー
—
と
い
う
事
実
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
存
在
論
が
真
理
で
あ
る
と
い
う
主
張
と
両
立
す
る
。
し
た
が
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
、

よ
る
ヘ
ー
ゲ
ル
存
在
論
そ
の
も
の
へ
の
評
価
を
問
題
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
は
た
し
て
テ
イ
ラ
ー
は
、

そ
し
て
も
し
、
テ
イ
ラ
ー
が
そ
れ
を
問
題
に
し
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、

問
題
に
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

か
れ
て
い
る
の
か
。

あ
る
。

性
で
あ
る
と
こ
ろ
の
精
神

(Spirit)

的
言
辞
で
あ
る
。
彼
は
、

ま
っ
た
と
指
摘
す
る
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
批
判
は
、
な
る
ほ
ど
人
び
と
の
共
有
さ
れ
た
信
念
|
|
＇
テ
イ
ラ
ー
の
の
ち
の
理
論
的
用
語
で
言
え
ば

(imaginaries) 
(注
22)
ー
に
関
す
る
事
実
の
問
題
で
あ
る
と
す
れ
ば
理
解
可
能
で
あ
る
が
、
し
か
し
哲
学
的
な
ヘ
ー
ゲ
ル
批
判
と
し
て
は
食

い
足
り
な
い
印
象
を
残
す
。
と
い
う
の
も
、
こ
う
し
た
か
た
ち
で
の
ヘ
ー
ゲ
ル
批
判
は
、
そ
の
存
在
論
の
真
理
性
へ
の
批
判
で
は
な
い
か
ら
で

ま
ず
『
ヘ
ー
ゲ
ル
』
の
結
論
部
で
目
に
つ
く
の
は
、

『
ヘ
ー
ゲ
ル
』
に
お
い
て
、
テ
イ
ラ
ー
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
初
期
著
作
か
ら
『
精
神
現
象
学
』
、
『
大
論
理
学
』
、
『
エ
ン
ツ
ィ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ー
』
な
ど
主
要
著

作
に
至
る
ま
で
の
学
説
を
丹
念
に
検
討
し
、
そ
の
政
治
哲
学
的
意
義
を
評
価
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
む
ろ
ん
テ
イ
ラ
ー
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
政
治
哲
学
を

全
面
的
に
支
持
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
結
論
部
に
お
け
る
テ
イ
ラ
ー
の
ヘ
ー
ゲ
ル
評
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
肯
定
的
評
価
や
批
判
的
言
説
が

交
錯
し
て
い
る
た
め
、
一
見
し
て
ど
こ
に
ヘ
ー
ゲ
ル
評
価
の
ポ
イ
ン
ト
が
存
在
し
、
ど
こ
に
批
判
の
要
諦
が
存
在
し
て
い
る
の
か
判
然
と
し
な
い
。
本

節
で
は
、
テ
イ
ラ
ー
が
ヘ
ー
ゲ
ル
か
ら
い
か
な
る
政
治
哲
学
的
課
題
を
引
き
継
い
だ
の
か
と
い
う
観
点
か
ら
、
テ
イ
ラ
ー
の
ヘ
ー
ゲ
ル
批
判
を
整
理
す

る。

ヘ
ー
ゲ
ル
の
中
心
的
な
存
在
論
的
テ
ー
ゼ
、
す
な
わ
ち
「
宇
宙
は
、
そ
の
本
質
が
合
理
的
必
然

に
よ
っ
て
定
立
さ
れ
た
」
（
注
21)
と
い
う
テ
ー
ゼ
が
現
在
信
じ
が
た
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
、
と
い
う
否
定

一
九
世
紀
以
後
の
自
然
科
学
の
発
展
が
、

「
イ
マ
ジ
ナ
リ
ー
」

テ
イ
ラ
ー
に

ヘ
ー
ゲ
ル
の
存
在
論
の
真
理
性
を

そ
の
批
判
の
主
眼
は
ど
こ
に
置

ヘ
ー
ゲ
ル
の
存
在
論
の
根
幹
で
あ
る
自
然
哲
学
を
、
時
代
遅
れ
の
も
の
に
し
て
し

ヘ
ー
ゲ
ル
ヘ
の
批
判
と
状
況
づ
け
ら
れ
た
自
由
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し
か
し
、

し
て
、 テ

イ
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、

テ
イ
ラ
ー
は
、

あ
ら
か
じ
め
こ
こ
で
ポ
イ
ン
ト
を
述
べ
て
お
く
と
、

的
自
由
」

(absolute
f
r
e
e
d
o
m
)

批
判
と
関
係
し
て
い
る
。
『
ヘ
ー
ゲ
ル
』

て
い
る
の
か
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
縮
約
版
で
あ
る
『
ヘ
ー
ゲ
ル
と
近
代
社
会
』

そ
れ
ぞ
れ
の
著
作
内
で
行
わ
れ
た
議
論
の
要
約

ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
る
絶
対
的
自
由
へ
の
批
判
を
テ
イ
ラ
ー
が
ど
の
よ
う
に

t

、、

テ
イ
ラ
ー
カ

「
自
由
の
問
題
」
で
あ
る
の
は
そ
れ
ゆ
え
で
あ
る
（
ち
な
み
に
こ
の
二
つ
の
著
作
の
最
終
章
は
、

部
を
除
い
て
、
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
）
（
注
23)
。
し
た
が
っ
て
、
ま
ず
は
、

継
承
し
て
い
る
の
か
を
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
上
で
、

J

の

い
か
な

ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
る
「
絶
対

の
結
論
の
表
題
が

ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
る
対
案
の
提
示
を
ど
の
よ
う
に
批
判
し

ヘ
ー
ゲ
ル
の
批
判
す
る
絶
対
的
自
由
と
は
、
自
由
を
徹
底
的
な
自
己
依
存
と
同
一
視
す
る
こ
と
で
あ
る
。
自
由
で
あ

規
定
す
る
自
由

(self-defining
f
r
e
e
d
o
m
)
 

る
と
い
う
こ
と
は
、
外
部
か
ら
干
渉
さ
れ
る
こ
と
な
く
自
己
決
定
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
絶
対
的
自
由
は
、
自
己

を
そ
の
本
質
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
自
己
規
定
す
る
自
由
の
も
っ
と
も
極
端
な
形
式
で
あ
る
。
そ

ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
る
絶
対
的
自
由
批
判
を
テ
イ
ラ
］
も
継
承
し
て
い
る
こ
と
は
、

マ
ル
ク
ス
主
義
で
あ
れ
、

シ
チ
ュ
ア
シ
オ
ニ
ス
ト
で
あ
れ
、
〔
人
間
主
義
化
し
た
表
出
主
義
的

抗
議
の
〕
全
伝
統
は
、
自
由
を
有
す
る
社
会
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
と
み
な
す
べ
き
か
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
空
虚
な
定
式
、
す
な
わ
ち
、

そ
れ
は
終
わ
り
な
く
創
造
的
で
あ
る
べ
き
だ
と
か
、
人
び
と
の
間
で
あ
れ
、
人
々
の
内
部
で
あ
れ
、
あ
る
い
は
実
存
の
諸
水
準
の
間
で
あ
れ
、

分
割
を
つ
く
る
べ
き
で
は
な
い
（
遊
戯
は
仕
事
と
一
体
で
あ
り
、
愛
は
政
治
と
一
体
で
あ
り
、
芸
術
は
生
と
一
体
で
あ
る
）
と
か
、

る
強
制
も
、
代
表
も
含
む
べ
き
で
は
な
い
な
ど
の
定
式
を
越
え
た
、
い
か
な
る
理
念
を
も
提
供
し
て
い
な
い
。
（
注
24)

こ
の
引
用
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、

ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
で
あ
れ
、

た
と
え
ば
次
の
よ
う
な
議
論
か
ら
も
明
ら
か
だ
ろ
う
。

ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
る
絶
対
的
自
由
批
判
を
次
の
よ
う
に
解
釈
す
る
こ
と
で
、
そ
れ
を
自
分

自
身
の
立
場
と
し
て
い
る
。
徹
底
的
な
自
己
依
存
と
し
て
の
絶
対
的
自
由
は
空
虚
な
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
徹
底
的
な
自
己
依
存
を
本

旨
と
す
る
以
上
、
そ
の
定
義
か
ら
し
て
絶
対
的
自
由
は
「
状
況
」
を
も
た
な
い
、
す
な
わ
ち
、
自
己
の
外
部
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
状
況
を
自
由

概
念
の
中
に
含
み
こ
む
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
議
論
に
は
、
自
由
に
内
実
を
与
え
る
も
の
は
あ
る
い
は
自
由
を
意
味

テ
イ
ラ
ー
に
よ
る
ヘ
ー
ゲ
ル
存
在
論
へ
の
内
在
的
批
判
は
、
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あ
る
も
の
に
す
る
の
は
「
状
況
」

で
あ
る
と
い
う
前
提
が
存
在
し
て
い
る
。
テ
イ
ラ
ー
が
こ
の
前
提
を
ど
の
よ
う
に
導
出
し
て
い
る
の
か

は
、
の
ち
に
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
こ
こ
で
は
、
ま
ず
ヘ
ー
ゲ
ル
の
絶
対
的
自
由
批
判
を
受
け
た
政
治
哲
学
の
課
題
が
、
「
い
か
に
し
て
自
由
を

状
況
づ
け
る
か
」
（
注
25)
と
い
う
か
た
ち
で
定
式
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
テ
イ
ラ
ー
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
を
こ
の
課
題

へ
の
応
答
を
試
み
た
最
初
の
哲
学
者
と
し
て
評
価
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
「
自
由
を
状
況
づ
け
る
」
こ
と
が
政
治
哲
学
の
課
題
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
。
絶
対
的
自
由
の
空
虚
さ
は
、

「
自
己
規
定
す
る
主
体
」

(self'defining
s
u
b
j
e
c
t
)

と
い
う
理
念
が
、
あ
る
種
の
全
体
性
か
ら
切
断
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
原
因
を
も
っ
て
い
る
と
テ

イ
ラ
ー
は
想
定
す
る
。
近
代
以
前
に
お
い
て
、
主
体
の
生
は
、
た
と
え
ば
存
在
の
連
鎖
や
あ
る
種
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
的
秩
序
の
内
部
に
お
け
る

そ
の
位
置
に
よ
り
規
定
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
外
部
か
ら
の
生
の
意
味
づ
け
を
拒
否
す
る
主
体
概
念
が
近
代
の
誕
生
と
と
も
に
現

れ
る
。
た
と
え
ば
デ
カ
ル
ト
の
コ
ギ
ト
が
、
そ
う
し
た
主
体
概
念
形
成
の
喘
矢
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
外
部
か
ら
の
意
味
の
押
し
つ
け
を
拒
絶
す

る
「
自
己
規
定
す
る
主
体
」
の
登
場
で
あ
る
。
し
か
し
、
外
部
か
ら
の
あ
ら
ゆ
る
意
味
づ
け
を
拒
絶
し
て
、
排
他
的
に
意
味
の
源
泉
を
自
己
の

内
部
に
探
究
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
絶
対
的
自
由
は
空
虚
で
あ
り
、
自
由
に
内
実
を
与
え
る
た
め
に
は
自
由
を
状
況
の
中

に
再
び
組
み
込
ま
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
ヘ
ー
ゲ
ル
の
絶
対
的
自
由
批
判
を
引
き
継
い
だ
テ
イ
ラ
ー
の
議
論
の
道
筋
で
あ
る
。

い
か
な
る
状
況
が
現
代
に
お
い
て
自
由
に
内
実
を
与
え
う
る
の
か
が
い
ま
だ
分
明
で
は
な
い
。

だ
が
、
こ
の
議
論
を
受
け
入
れ
た
と
し
て
も
、

ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
的
全
体
性
や
汎
神
論
的
秩
序
と
い
っ
た
古
来
の
世
界
観
に
立
ち
戻
る
の
で
は
な
く
、
全
体
性
の
な
か
に
、
す
な
わ
ち
状
況
の
な

か
に
主
体
を
再
び
組
み
込
む
こ
と
と
は
何
を
意
味
す
る
の
か
。
テ
イ
ラ
ー
が
、
「
状
況
づ
け
ら
れ
た
自
由
の
多
様
な
観
念
に
共
通
す
る
も
の
は
、

そ
れ
ら
が
自
由
な
活
動
を
、
わ
れ
わ
れ
を
規
定
す
る
状
況
の
受
容
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
も
の
と
み
な
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
（
注
2
6
)
と

述
べ
る
と
き
、

そ
こ
で
言
及
さ
れ
て
い
る
「
状
況
」
と
は
主
体
の
外
部
に
存
在
す
る
全
環
境
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
問
い
に
答
え
る
前
に
、
以
上
の
よ
う
な
テ
イ
ラ
ー
の
想
定
に
お
い
て
は
、
自
由
が
「
自
己
依
存
」
と
解
さ
れ
る
近
代
以
後
の
状
況
に
あ
っ

て
、
次
の
二
つ
の
課
題
は
密
接
不
可
分
で
あ
る
と
い
う
点
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
第
一
に
、
主
体
性
を
状
況
の
な
か
に
組
み
込
む
と
い
う
哲
学

的
課
題
、
す
な
わ
ち
「
状
況
づ
け
ら
れ
た
主
体
」
と
い
う
概
念
を
分
節
化
す
る
こ
と
。
第
二
に
、
自
由
を
状
況
の
な
か
に
組
み
込
む
と
い
う
政

治
哲
学
的
課
題
、
す
な
わ
ち
「
状
況
づ
け
ら
れ
た
自
由
」
と
い
う
概
念
を
分
節
化
す
る
こ
と
。
近
代
的
自
由
が
自
己
依
存
を
基
礎
と
す
る
概
念
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そ
れ
に
対
し
て
第
一
一
の
も
の
は
、
彼
が

で
あ
る
な
ら
ば
、
自
由
を
状
況
づ
け
る
こ
と
は
す
な
わ
ち
依
存
す
べ
き
自
己
1
1
主
体
を
状
況
の
中
に
組
み
込
む
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
た
が
っ

て
、
自
由
が
い
か
な
る
状
況
に
よ
っ
て
内
実
を
与
え
ら
れ
る
か
と
い
う
問
い
は
、
自
己
が
い
か
な
る
状
況
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
の
か
と
い
う

問
い
と
表
裏
一
体
な
の
で
あ
る
。

で
は
、
自
由
／
主
体
を
状
況
に
組
み
込
む
こ
と
と
は
、

の
問
い
に
回
答
す
る
鍵
は
、
彼
の
言
語
哲
学
へ
の
注
目
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
。
テ
イ
ラ
ー
の
次
の
よ
う
な
確
信
は
、

へ
の
信
仰
を
喪
失
し
た
近
代
以
降
の
西
欧
社
会
に
お
い
て
、
言
語
哲
学
、
と
り
わ
け
意
味
論
が
自
由
／
主
体
を
状
況
の
中
に
組
み
込
む
に
あ
た
っ

て
璽
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
彼
が
考
え
て
い
る
こ
と
を
端
的
に
表
現
し
て
い
る
。
彼
は
、
「
恐
ら
く
二

0
世
紀
哲
学
の
も
っ
と
も
重
要
な

発
展
は
、
意
味
の
諸
理
論
の
焦
点
化
と
、
言
語
の
哲
学
で
あ
る
」
と
論
じ
、
続
い
て
「
私
は
、
こ
の
こ
と
も
ま
た
、
状
況
の
内
部
に
あ
る
主
体

．．． 

性
の
観
念
を
規
定
し
よ
う
と
す
る
欲
望
を
部
分
的
に
反
映
し
て
い
る
と
信
じ
て
い
る
し
、
こ
の
こ
と
が
こ
の
新
た
な
出
発
へ
の
動
機
の
ひ
と
つ

．．． 

で
あ
る
と
信
じ
て
い
る
」
（
注
27)
（
傍
点
引
用
者
）
と
述
べ
て
い
る
。

テ
イ
ラ
ー
は
、
こ
の
よ
う
な
確
信
を
も
と
に
、
『
ヘ
ー
ゲ
ル
』
の
結
論
部
に
お
い
て
、
言
語
の
「
意
味
」
を
め
ぐ
る
探
究
が
ど
の
よ
う
に
し
て

主
体
性
／
自
由
を
状
況
の
な
か
に
組
み
込
も
う
と
す
る
試
み
と
関
係
す
る
の
か
に
つ
い
て
簡
潔
な
見
取
り
図
を
提
供
し
て
い
る
。
テ
イ
ラ
ー
は

近
代
に
お
け
る
言
語
哲
学
を
、
意
味
論
の
観
点
か
ら

1

―
つ
の
系
譜
に
整
理
す
る
。
第
一
の
も
の
は
、
彼
が
「
記
述
的
言
語
観
」
と
呼
ぶ
も
の
で

あ
る
。
記
述
的
言
語
観
に
お
い
て
は
、
意
味
は
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
。
あ
る
語
が
意
味
を
も
つ
の
は
、
そ
の
語
が
世
界
内
の
、
あ
る
い
は

わ
れ
わ
れ
の
思
考
内
部
の
対
象
を
指
示
す
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
語
は
あ
る
対
象
を
記
述
す
る
こ
と
で
意
味
を
も
つ
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
記
述
的
言
語
観
は
存
在
論
的
に
は
完
全
に
実
在
論
の
側
に
立
つ
。
す
な
わ
ち
、
対
象
と
そ
の
意
味
は
、
言
語
の
外
部
に
、
言
語
か
ら
独
立

し
て
存
在
す
る
と
思
考
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

の
を
意
味
の
「
対
象
」

い
っ
た
い
テ
イ
ラ
ー
の
議
論
に
お
い
て
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ

ア
。
フ
リ
オ
リ
な
全
体
性

「
表
現
的
言
語
観
」
と
呼
ぶ
意
味
論
で
あ
る
。
こ
の
言
語
観
に
よ
れ
ば
、
あ
る
対
象
は
、
語
に
よ
っ

て
分
節
化
さ
れ
る
こ
と
で
は
じ
め
て
意
味
を
も
つ
。
つ
ま
り
、
表
現
に
先
立
っ
て
意
味
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
表
現
的
言

語
観
は
、
存
在
論
的
に
は
観
念
論
と
親
和
性
が
あ
る
。
表
現
に
先
立
っ
て
対
象
は
全
く
存
在
し
な
い
と
は
言
わ
な
い
に
し
て
も
、
存
在
す
る
も

に
す
る
こ
と
は
言
語
に
よ
っ
て
の
み
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
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前
者
の
立
場
を
と
っ
た
場
合
、
真
理
は
、
ア
。
フ
リ
オ
リ
に
存
在
す
る
と
想
定
さ
れ
る
「
対
象
1
1
意
味
」
と
言
語
使
用
と
の
一
致
を
意
味
す
る
。

し
た
が
っ
て
、
真
理
の
探
究
と
い
う
哲
学
の
仕
事
に
と
っ
て
は
、
言
語
の
役
割
は
あ
く
ま
で
従
属
的
な
も
の
に
と
ど
ま
る
。
そ
れ
に
対
し
て
後

者
の
表
現
的
言
語
観
に
お
い
て
は
、
真
理
に
つ
い
て
の
考
え
方
は
一
変
す
る
。
言
語
の
役
割
は
、
も
は
や
ア
。
フ
リ
オ
リ
な
「
対
象
1
1
意
味
」
を

発
見
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
「
意
味
は
、
言
語
を
わ
れ
わ
れ
の
関
心
、
実
践
、
活
動
の
マ
ト
リ
ク
ス
の
な
か
に
位
置
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
つ

ま
り
、
わ
れ
わ
れ
の
『
生
活
形
式
』
に
関
連
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
説
明
さ
れ
う
る
」
（
注
28)。
す
な
わ
ち
、
あ
る
意
味
で
認
識
上
の
真
理

は
相
対
的
な
も
の
に
な
る
。
と
い
う
の
も
、
虹
が
七
色
で
あ
る
か
六
色
で
あ
る
か
と
い
う
問
題
は
、
そ
の
ど
ち
ら
が
真
理
で
あ
る
か
と
い
う
問

題
で
は
な
く
、
色
と
い
う
概
念
に
関
す
る
「
生
活
形
式
」
の
差
異
に
他
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
生
活
形
式
」
は
暗
黙
的
な

も
の
で
あ
り
、
意
味
を
分
節
化
す
る
際
の
背
景
を
な
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
言
語
観
は
、
テ
イ
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
後
期
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
ク
イ

ン
、
マ
イ
ケ
ル
・
ポ
ラ
ン
ニ
ー
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
、
構
造
主
義
者
ら
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

テ
イ
ラ
ー
は
、
こ
の
二
つ
の
言
語
観
の
う
ち
、
後
者
の
表
現
的
言
語
観
の
立
場
を
支
持
す
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
が
テ
イ
ラ
ー
に
よ
る
ヘ
ー

ゲ
ル
哲
学
批
判
の
核
に
存
在
し
て
い
る
。

絶
対
者
は
最
終
的
に
概
念
的
陳
述
に
お
い
て
完
全
で
、
明
示
的
な
明
晰
性
に
至
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
ヘ
ー
ゲ
ル
の
テ
ー
ゼ
は
、

結
局
の
と
こ
ろ
〔
言
語
の
〕
記
述
的
次
元
に
優
先
性
を
与
え
る
。
わ
れ
わ
れ
の
明
示
的
な
意
識
は
、
も
は
や
暗
示
的
な
も
の
の
、
す
な
わ
ち

反
省
さ
れ
ざ
る
生
と
経
験
の
地
平
に
よ
っ
て
取
り
囲
ま
れ
て
は
い
な
い
。
そ
う
し
た
地
平
は
、
忠
実
に
描
写
し
よ
う
と
試
み
て
も
、
決
し
て

十
全
、
適
切
、
決
定
的
に
は
明
る
み
に
出
さ
れ
え
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
的
総
合
に
お
い
て
は
、
始
ま
り
の
不
明

瞭
な
意
識
は
、
そ
れ
自
体
概
念
的
必
然
性
の
一
部
で
あ
る
。
不
明
瞭
で
分
節
化
さ
れ
ざ
る
も
の
は
、
ま
さ
し
く
外
的
で
偶
然
的
な
も
の
と
し

て
、
必
然
的
な
存
在
意
義
を
有
す
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
（
注
29)

表
現
的
言
語
観
の
立
場
に
よ
れ
ば
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
考
え
る
よ
う
な
完
全
な
明
晰
性
は
不
可
能
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
「
わ
れ
わ
れ
の
状
況
の

非
反
省
的
経
験
は
、
決
し
て
十
分
に
明
示
化
さ
れ
え
な
い
」
（
注
30)
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
非
反
省
的
な
背
景
を
、
完
全
に
明
示
的
な
意
識
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『
ヘ
ー
ゲ
ル
』
以
後
の
テ
イ
ラ
ー
の
言
語
哲
学
研
究
は
、
基
本
的
に
は
『
ヘ
ー
ゲ
ル
』
の
結
論
部
で
示
さ
れ
た
議
論
の
変
奏
で
あ
り
、
延
長
で

あ
る
。
そ
こ
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
「
意
味
」
で
あ
り
、
そ
こ
で
描
か
れ
て
い
る
も
の
は
「
意
味
」
を
め
ぐ
る
ふ
た
つ
の
理
論
の
相
克
で

ー

言
語
と
意
味
を
め
ぐ
る
問
い

自
己
と
言
語
を
め
ぐ
っ
て

下
に
置
こ
う
と
す
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
試
み
は
、
最
終
的
に
挫
折
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
表
現
的
言
語
観
に
お
い
て
は
、
意
味
が
可
能
で
あ
る
の
は
暗

黙
的
な
背
景
が
存
在
す
る
こ
と
が
前
提
条
件
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
総
合
が
意
味
あ
る
も
の
で
あ
る
た
め
に
は
、
分
節
化
さ
れ

ざ
る
意
味
の
背
景
が
要
求
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
ゆ
え
に
、
概
念
的
陳
述
に
お
い
て
絶
対
者
は
完
全
な
明
示
性
に
到
達
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
す
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
総
合
は
、
自
家
撞
着
に
陥
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
テ
イ
ラ
ー
の
ヘ
ー
ゲ
ル
批
判
の
成
否
は
さ
て
お
く
と
し
て
、
こ
の
批
判
を
通
じ
て
テ
イ
ラ
ー
が
考
え
る
自
由
／
主
体
を
状
況
に
組

み
込
む
と
い
う
課
題
へ
の
概
略
的
回
答
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
看
過
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
テ
イ
ラ
ー
が
考
え
る
「
状
況
」
と
は
、
言

語
の
暗
黙
的
背
景
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
こ
で
示
さ
れ
た
回
答
は
あ
く
ま
で
概
略
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
こ
と
も
同
様
に
見
過
ご
し
え
な
い
。
こ
う
し
た
回
答
を
精
緻
化
し

て
い
く
こ
と
は
、
『
ヘ
ー
ゲ
ル
』
以
後
の
テ
イ
ラ
ー
の
課
題
と
な
っ
て
い
く
。
す
な
わ
ち
、
表
現
的
言
語
論
を
よ
り
精
緻
に
定
式
化
し
、
そ
の
哲

学
的
含
意
を
自
ら
の
主
張
に
関
連
付
け
る
こ
と
、
及
び
表
現
的
言
語
論
の
観
点
か
ら
人
問
が
「
言
語
的
動
物
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
何
を
意

味
す
る
の
か
を
示
す
こ
と
。
さ
ら
に
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
、
「
状
況
づ
け
ら
れ
た
自
由
」
を
再
度
定
式
化
す
る
こ
と
、
で
あ
る
。
次
節
で
は
、

『
ヘ
ー
ゲ
ル
』
以
後
の
テ
イ
ラ
ー
の
言
語
哲
学
の
研
究
と
自
己
論
の
展
開
と
を
関
連
付
け
る
こ
と
で
最
初
の
二
つ
の
課
題
に
テ
イ
ラ
ー
が
ど
の
よ

う
に
回
答
し
た
か
を
示
し
、
次
い
で
第
四
節
に
お
い
て
、
こ
の
回
答
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
自
由
を
状
況
づ
け
る
と
い
う
彼
の
試
み
が
、
「
本
来

性」

(authenticity)
概
念
を
状
況
づ
け
る
と
い
う
試
み
に
変
容
し
た
こ
と
を
論
証
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
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と
い
え
る
だ
ろ
う
。

あ
る
。
「
媒
体
と
し
て
の
言
語
へ
の
関
心
は
、
二

0
世
紀
の
意
味
へ
の
関
心
と
結
び
つ
い
て
い
る
」
（
注
31)
と
い
う
テ
イ
ラ
ー
の
発
言
は
、
意
味

論
と
い
う
観
点
か
ら
言
語
哲
学
の
探
究
へ
と
向
か
う
テ
イ
ラ
ー
の
態
度
が
『
ヘ
ー
ゲ
ル
』
以
来
一
貫
し
て
い
る
こ
と
を
証
し
て
い
る
と
い
え
る

だ
ろ
う
。

「
言
語
と
人
間
的
自
然
」
や
「
意
味
の
諸
理
論
」
な
ど
の
論
文
に
お
い
て
、
テ
イ
ラ
ー
は
、
言
語
の
意
味
を
め
ぐ
る
二
つ
の
理
論
を
、
指
示
理

論
と
表
現
理
論
と
し
て
定
式
化
し
て
い
る
。
第
一
の
指
示
理
論
は
『
ヘ
ー
ゲ
ル
』
に
お
け
る
記
述
的
言
語
観
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ

に
よ
れ
ば
「
意
味
」
は
、
あ
る
記
号
な
い
し
語
が
そ
の
指
示
す
る
対
象
を
有
す
る
こ
と
に
存
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
デ
カ
ル
ト

以
来
の
近
代
認
識
論
の
伝
統
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
り
、
「
世
界
の
脱
呪
術
化
と
呼
び
な
ら
わ
さ
れ
て
き
た
も
の
の
中
心
部
分
」
（
注
32)
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
理
論
は
、
ホ
ッ
ブ
ズ
、
ロ
ッ
ク
ら
か
ら
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
、
ル
ソ
ー
、
フ
レ
ー
ゲ
ら
を
経
て
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
、
プ
ラ
ッ
ツ
、
デ
イ

ヴ
ィ
ッ
ド
ソ
ン
ら
に
い
た
る
近
代
英
米
圏
に
お
け
る
主
流
の
意
味
理
論
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
後
者
の
表
現
理
論
は
、
表
現
的
言
語
観
に
対

応
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
表
現
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
対
象
は
意
味
を
も
ち
、
具
体
化
さ
れ
る
。
こ
の
理
論
は
、
ハ
ー

マ
ン
、
ヘ
ル
ダ
ー
ら
か
ら
、
フ
ン
ボ
ル
ト
ら
を
経
て
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
ク
イ
ン
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
ら
に
い
た
る
意
味
理
論
で
あ
る
（
ソ
シ
ュ
ー

ル
や
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
ら
も
こ
ち
ら
の
系
譜
に
含
ま
れ
る
）
。
こ
こ
ま
で
の
定
式
化
は
、
基
本
的
に
『
ヘ
ー
ゲ
ル
』
に
お
け
る
図
式
と
変
わ
り
は
な
い

し
か
し
、
こ
こ
に
お
け
る
テ
イ
ラ
ー
の
議
論
は
、
『
ヘ
ー
ゲ
ル
』
の
図
式
と
は
異
な
っ
た
展
開
を
み
せ
る
こ
と
と
な
る
。
テ
イ
ラ
ー
は
、
意
味

．．
 

の
指
示
理
論
と
表
現
理
論
を
相
互
排
他
的
な
も
の
と
は
と
ら
え
な
い
。
そ
れ
は
、
ひ
と
つ
の
意
味
の
ふ
た
つ
の
次
元
で
あ
る
。
問
題
は
、
多
層

的
な
意
味
の
次
元
の
う
ち
、
ど
ち
ら
が
い
っ
た
い
基
底
的
な
の
か
と
い
う
点
で
あ
り
、
テ
イ
ラ
ー
は
意
味
の
表
現
的
次
元
を
よ
り
基
底
的
な
も

の
と
と
ら
え
て
い
る
。
こ
う
し
た
二
つ
の
意
味
理
論
の
両
立
可
能
性
の
強
調
と
表
現
理
論
の
指
示
理
論
に
対
す
る
優
越
性
の
主
張
は
、
意
味
の

よ
り
基
底
的
な
次
元
を
探
究
す
る
試
み
と
し
て
の
、
意
味
の
表
現
理
論
の
一
層
精
緻
な
定
式
化
を
要
求
す
る
こ
と
と
な
る
。

だ
が
、
表
現
的
次
元
が
指
示
的
次
元
よ
り
も
基
底
的
で
あ
る
と
は
、
果
た
し
て
ど
の
よ
う
な
含
意
を
有
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
意

味
の
表
現
的
次
元
が
指
示
的
次
元
よ
り
基
底
的
で
あ
る
と
い
う
想
定
は
、
対
象
の
意
味
は
指
示
さ
れ
る
以
前
に
分
節
化
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
い
う
論
理
的
帰
結
を
導
く
。
た
と
え
ば
藍
色
と
青
色
を
別
の
も
の
と
し
て
指
示
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
指
示
に
先
立
っ
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し
て
い
る
の
で
あ
る
。

い
わ
ば
語
ら
れ
ざ
る
も
の
と
し
て
語
の
意
味
を
担
保

て
「
藍
」
と
「
青
」
と
い
う
二
つ
の
色
が
分
節
化
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
「
境
界
線
を
引
く
こ
と
は
、
言
語
に
と
っ
て

本
質
的
」
（
注
33)
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
境
界
線
に
沿
っ
て
世
界
を
切
り
分
け
、
認
識
可
能
な
も
の
に
す
る
「
分
節
化
」
（
岡
ticulation)

は
、
し
た
が
っ
て
言
語
に
よ
る
対
象
の
指
示
よ
り
も
論
理
的
に
先
行
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
、
テ
イ
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
言
語
は
単
に
分
節
化
す
る
だ
け
で
な
く
、
「
表
現
」
も
し
て
い
る
。
「
つ
ま
り
、
私
が
あ
る
単
語
を
選
択
す

る
こ
と
は
、
主
題
的
問
題
へ
の
あ
る
特
定
の
姿
勢
を
呈
示
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
〔
…
〕
。
そ
し
て
同
時
に
、
そ
れ
は
対
話
者
と
し
て
の
あ
な

た
へ
の
姿
勢
を
呈
示
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
」
（
注
34)
と
テ
イ
ラ
ー
は
述
べ
る
。
言
語
に
よ
る
表
現
は
、
世
界
が
ど
の
よ
う
に
分
節
化
さ
れ
て

い
る
か
と
い
う
こ
と
と
同
時
に
、
発
話
す
る
主
体
が
世
界
と
ど
の
よ
う
に
関
係
し
て
い
る
か
を
も
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
言
語
の
表
現
機
能
へ
の
着
目
は
、
次
い
で
言
語
は
反
省
的
意
識
の
乗
り
物
で
あ
る
と
い
う
主
張
を
導
く
。
テ
イ
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、

言
語
は
主
体
の
反
省
能
力
を
表
現
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
実
現
で
も
あ
る
。
主
体
の
世
界
に
対
す
る
関
係
を
反
省
し
う
る
の
は
た
だ
言
語

の
み
で
あ
る
。
人
は
言
語
を
用
い
て
反
省
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
け
で
な
く
、
反
省
は
つ
ね
に
言
語
の
内
部
に
お
い
て
の
み
可
能
な
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
理
由
に
お
い
て
も
、
意
味
の
表
現
的
次
元
は
指
示
的
次
元
よ
り
も
基
底
的
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
私
が
「
こ
れ

は
三
角
形
で
あ
る
」
と
発
言
す
る
と
き
に
、
そ
の
指
示
関
係
が
適
切
で
あ
る
か
否
か
（
あ
る
い
は
真
で
あ
る
か
否
か
）
を
反
省
し
う
る
の
は
言

語
に
よ
っ
て
の
み
だ
か
ら
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
言
語
が
反
省
的
意
識
の
乗
り
物
で
あ
る
と
い
う
こ
の
主
張
は
、
テ
イ
ラ
ー
に
よ
れ
ば
意
味
の
全
体
論
を
含
意
す
る
こ
と
に
な

る
。
「
私
が
『
こ
れ
は
三
角
形
で
あ
る
』
と
発
言
す
る
と
き
、
私
は
そ
れ
を
一

1

一
角
形
と
し
て
認
識
し
て
い
る
。
し
か
し
、
あ
る
も
の
を
三
角
形
と

し
て
認
識
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
以
外
の
も
の
を
非
一

1

一
角
形
と
し
て
認
識
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
（
注
35)
と
い
う
テ
イ
ラ
ー
の
指

摘
は
、
す
な
わ
ち
、
対
象
A
の
認
識
は
語
ら
れ
ざ
る
暗
黙
の
背
景
と
し
て
の
非
A
に
照
ら
し
て
の
み
可
能
で
あ
る
、
と
い
う
主
張
へ
と
つ
な
が

る
。
こ
う
し
た
意
味
の
全
体
性
と
い
う
言
語
の
背
景
網

(the
b
a
c
k
g
r
o
u
n
d
 w
e
b
)

は、

そ
し
て
、
意
味
を
担
保
す
る
暗
黙
的
背
景
に
つ
い
て
の
省
察
は
、
『
自
己
の
源
泉
』
以
後
も
さ
ら
に
推
し
進
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
「
ヘ
ル

ダ
ー
の
重
要
性
」
（
注
3
6
)
(
1
9
9
1
)

、
「
明
る
み
あ
る
い
は
生
活
形
式
ー
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
並
行
関
係
」
（
注
37)
（1
9
9
1
)

、
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「
ハ
イ
デ
ガ
ー
・
言
語
・
エ
コ
ロ
ジ
ー
」
（
注
38)
（1
9
9
2
)

と
い
っ
た
一
連
の
論
文
に
お
い
て
、
テ
イ
ラ
ー
は
こ
の
暗
黙
的
背
景
が
言
語
活
動
に
お

い
て
果
た
す
役
割
の
重
要
性
を
強
調
す
る
。
そ
の
役
割
と
は
、
意
味
の
暗
黙
的
背
景
（
す
な
わ
ち
語
ら
れ
ざ
る
も
の
と
し
て
の
意
味
の
全
体
性
）

が
人
間
の
認
識
可
能
性
の
文
脈
を
担
保
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
と
に
お
い
て
も
、

背
景
は
、
あ
る
種
の
経
験
を
わ
れ
わ
れ
に
知
覚
可
能
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
が
経
験
を
把
握
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
、

理
解
可
能
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
〔
…
〕
背
景
を
完
全
に
明
示
的
に
し
よ
う
と
す
る
理
念
、
す
な
わ
ち
背
景
と
し
て
の
そ
の
状
態
を
終
わ
ら
せ

よ
う
と
す
る
理
念
は
、
原
理
的
に
支
離
滅
裂
で
あ
る
〔
…
〕
。
背
景
が
、
囲
い
込
ま
れ
た
行
為
者
と
と
も
に
登
場
す
る
こ
と
を
思
い
出
し
て
み

よ
う
。
背
景
は
、
こ
の
種
の
行
為
者
に
と
っ
て
経
験
の
知
覚
可
能
性
の
文
脈
で
あ
る
。
も
し
所
与
の
種
類
の
行
為
者
が
、
こ
の
意
味
に
お
い

て
〔
背
景
に
〕
囲
い
こ
ま
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
行
為
者
の
経
験
は
文
脈
の
外
で
は
知
覚
可
能
で
は
な
く
な
る
。
〔
…
〕
そ
れ
ゆ
え
分
節
化
す
る

い
ま
だ
に
背
景
が
前
提
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
（
注
39)

こ
の
引
用
文
中
に
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
テ
イ
ラ
ー
は
、
暗
黙
的
な
背
景
な
し
で
は
行
為
者
の
経
験
を
な
ん
ら
か
の
意
味
を
も
つ
も
の
と
し

て
解
釈
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
、
と
す
る
立
場
を
『
ヘ
ー
ゲ
ル
』
以
来
一
貫
し
て
堅
持
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
知
覚
可
能
性
の
文

脈
と
し
て
の
言
語
の
背
景
網
は
、
意
味
と
い
う
「
図
」
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
た
め
の
「
地
」
と
し
て
、
常
に
暗
黙
的
な
も
の
と
し
て
役
割
を

果
た
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
、
意
味
の
表
現
的
次
元
が
指
示
的
次
元
よ
り
も
基
底
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
第
一
に
分
節
化
お
よ
び
表
現
が
指
示

よ
り
も
論
理
的
に
先
行
し
て
い
る
こ
と
と
、
第
二
に
対
象
の
認
識
は
意
味
の
全
体
性
と
い
う
背
景
に
照
ら
し
て
の
み
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と

の
二
つ
を
含
意
し
て
い
る
。
で
は
、
意
味
の
表
現
理
論
は
、
は
た
し
て
「
主
体
」
を
ど
の
よ
う
な
存
在
と
し
て
認
識
す
る
よ
う
に
促
す
の
だ
ろ

う
か
。
あ
る
い
は
、
表
現
理
論
を
基
底
的
な
意
味
理
論
と
み
な
す
こ
と
で
、
主
体
概
念
は
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
規
定
さ
れ
る
の
か
。
次
は

こ
の
点
を
問
わ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
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「
自
己
解
釈
す
る
動
物
」
と
し
て
の
人
間

意
味
の
表
現
理
論
の
主
体
概
念
へ
の
応
用
は
、
テ
イ
ラ
ー
の
「
自
己
解
釈
す
る
動
物
」
と
し
て
の
人
間
観
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
け
れ
ど

も
彼
は
、
す
で
に
言
語
哲
学
の
研
究
に
先
立
っ
て
、
「
解
釈
と
人
間
の
科
学
」
（
注
40)
（1
9
7
1
)

に
お
い
て
、
人
間
は
「
自
己
解
釈
す
る
動
物
」
で

あ
る
と
論
じ
て
い
る
（
注
41)
。
で
は
、
『
ヘ
ー
ゲ
ル
』
以
後
の
自
己
論
と
、
そ
れ
以
前
の
自
己
論
の
差
異
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。

そ
れ
は
、
意
味
の
賠
黙
的
背
景
に
関
す
る
差
異
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
『
哲
学
と
人
間
科
学
』
の
序
文
に
お
い
て
、
テ
イ
ラ
ー

十
分
に
能
力
の
あ
る
人
間
行
為
者
は
、
彼
自
身
に
つ
い
て
の
理
解
（
そ
れ
は
ま
た
、
多
か
れ
少
な
か
れ
誤
解
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
）

を
有
し
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
こ
の
理
解
に
よ
っ
て
部
分
的
に
構
成
さ
れ
て
も
い
る
。
こ
れ
が
ポ
ス
ト
・
ハ
イ
デ
ガ
ー
的
解
釈
学
の
テ
ー
ゼ

で
あ
り
、
私
が
多
く
の
論
文
〔
…
〕
で
詳
論
し
よ
う
と
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
ま
だ
決
定
的
な
点
を
と
ら
え
て
は
い
な

わ
れ
わ
れ
の
自
己
理
解
は
、
私
が

「
強
い
評
価
」
と
呼
ん
だ
も
の
の
背
景
に
照
ら
し
て
、
わ
れ
わ
れ
が
わ
れ
わ
れ
自
身
を
眺

め
る
こ
と
と
結
び
つ
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
私
は
そ
れ
に
よ
っ
て
、
無
条
件
的
な
、
あ
る
い
は
無
制
限
の
、
あ
る
い
は
よ
り
高
次

こ
う
し
た
も
の
を
欠
い
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
よ
り
低
次
の
価

い
。
そ
れ
は
、

の
重
要
性
な
い
し
は
真
価
を
有
し
て
い
る
と
承
認
さ
れ
て
い
る
諸
事
物
と
、

値
し
か
有
し
て
い
な
い
と
み
な
さ
れ
て
い
る
諸
事
物
の
背
景
に
つ
い
て
言
わ
ん
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
（
注
42)

こ
こ
で
は
、

「
構
成
的
自
己
解
釈
」
か
ら
「
解
釈
の
背
景
」
へ
と
自
己
論
の
力
点
が
転
換
し
て
い
る
こ
と
が
鮮
や
か
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。

「
解
釈
と
人
問
の
科
学
」
の
段
階
で
は
、
自
己
解
釈
の
構
成
的
性
格
は
強
調
さ
れ
て
い
た
も
の
の
、
そ
れ
が
あ
る
種
の
背
景
に
照
ら
し
て
の
み
可

能
で
あ
る
と
い
う
主
張
は
決
し
て
強
調
さ
れ
は
し
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
『
ヘ
ー
ゲ
ル
』
以
後
の
自
己
論
の
展
開
に
お
い
て
は
、
こ
の
解
釈
の
背

景
と
い
う
理
念
が
、
「
自
己
解
釈
す
る
動
物
」
と
し
て
の
人
間
像
を
定
式
化
す
る
際
に
繰
り
返
し
現
れ
る
の
で
あ
る
。

で
は
、
こ
う
し
た
議
論
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
人
間
が
「
自
己
解
釈
す
る
動
物
」
で
あ
る
と
は
い
う
テ
ー
ゼ
は
、
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
べ
き

は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

2
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な
の
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
事
実
問
題
と
し
て
、
「
人
間
は
常
に
／
す
で
に
自
己
解
釈
を
行
っ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
は
何
を
含
意
し
て
い
る
の

人
に
と
っ
て
あ
る
特
定
の

論
文
「
自
己
解
釈
す
る
動
物
」
に
お
い
て
、
テ
イ
ラ
ー
は
こ
の
テ
ー
ゼ
を
五
つ
の
連
関
す
る
主
張
と
し
て
提
示
し
て
い
る
。
第
一
の
主
張
は
、

人
間
の
感
覚
に
は
、
意
義
(
i
m
p
o
r
t
)
に
帰
属
す
る
も
の
が
存
在
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
「
意
義
は
、
感
覚
に
基
盤
あ
る
い
は
基
礎
を
提
供

す
る
」
（
注
43)
と
テ
イ
ラ
ー
は
述
べ
る
。
こ
れ
は
、
あ
る
種
の
感
覚
は
価
値
評
価
の
対
象
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
よ
り
正
確
に
言
う
な
ら

ば
、
あ
る
種
の
感
覚
は
す
で
に
価
値
評
価
を
そ
の
内
部
に
含
み
こ
ん
で
い
る
。
快
や
不
快
と
い
う
感
覚
は
、
そ
う
し
た
感
覚
を
引
き
起
こ
す
対

象
に
た
い
す
る
価
値
判
断
を
、
明
示
的
で
あ
れ
暗
示
的
で
あ
れ
常
に
含
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

第
二
の
主
張
は
、
あ
る
種
の
意
義
は
主
体
言
及
的

(subject-referring)

で
あ
る
と
い
う
主
張
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
「
恥
」
と
い
う
感
覚
は
、

あ
る
種
の
行
動
を
「
恥
」
と
い
う
「
意
義
」
と
し
て
感
覚
す
る
主
体
が
必
要
で
あ
る
。
「
『
恥
ず
か
し
い
』
と
い
う
用
語
は
、
あ
る
物
事
が
そ
の

（
感
情
的
）
意
味
を
持
っ
て
い
る
と
考
え
る
主
体
の
存
在
す
る
世
界
の
外
部
で
は
、
何
の
意
味
も
持
た
な
い
」
（
注
44)

の
で
あ
る
。

ん
そ
れ
ま
で
も
「
恥
」

第
一
一
一
の
主
張
は
、
主
体
言
及
的
意
義
の
感
覚
は
人
間
で
あ
る
こ
と
に
と
っ
て
決
定
的
で
あ
る
と
い
う
主
張
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
人
間
的
生

は
、
決
し
て
解
釈
さ
れ
た
感
覚
な
し
に
は
存
在
し
え
な
い
。
解
釈
は
、
感
覚
の
構
成
要
素
な
の
で
あ
る
」
（
注
45)
と
い
う
主
張
で
あ
る
。
恥
の
例

か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
あ
る
種
の
感
覚
は
、
「
意
義
」
の
解
釈
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
存
在
す
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
解
釈
を
と
も
な
う
感
覚

は
、
ほ
か
の
動
物
に
は
な
い
人
間
特
有
の
感
覚
な
の
で
あ
る
。

第
四
の
主
張
は
、
人
問
の
感
覚
は
そ
の
分
節
化
の
過
程
と
結
び
つ
い
て
い
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
「
言
語
は
わ
れ
わ
れ
の
感
覚
を
分
節
化
し
、

そ
れ
を
よ
り
明
確
に
、
そ
し
て
よ
り
規
定
さ
れ
た
も
の
に
す
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
に
、
そ
の
意
義
に
含
ま
れ
た
感
覚
を
変
容
さ
せ
る
。
こ
の

ゆ
え
に
、
そ
れ
は
感
覚
を
変
容
さ
せ
る
の
で
あ
る
」
（
注
46)
と
テ
イ
ラ
ー
は
主
張
す
る
。
恥
と
い
う
感
覚
は
、
あ
る
状
況
を
恥
と
し
て
解
釈
す
る

こ
と
を
可
能
に
す
る
言
語
な
し
で
は
存
在
し
え
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
そ
れ
ま
で
「
恥
」
と
い
う
言
葉
が
な
か
っ
た
と
こ
ろ
で
、
あ
る
種
の
状

況
を
「
恥
ず
か
し
い
も
の
」
と
し
て
解
釈
す
る
や
否
や
、
人
間
の
感
覚
そ
の
も
の
が
変
容
し
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
も
ち
ろ

に
類
す
る
感
覚
は
、
言
語
化
さ
れ
て
い
な
い
に
し
て
も
存
在
し
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
そ
れ
が
価
値
評
価
の

、。カ
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し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

対
象
と
し
て
反
省
可
能
に
な
る
た
め
に
は
、
「
恥
」
と
い
う
語
が
必
要
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
主
体
言
及
的
感
覚
に
と
っ
て
、
言
語
は

本
質
的
な
の
で
あ
る
。

こ
の
ゆ
え
に
第
五
に
、
分
節
化
は
言
語
を
要
求
す
る
と
い
う
主
張
が
登
場
す
る
。
「
わ
れ
わ
れ
言
語
的
動
物
に
と
っ
て
、
言
語
は
わ
れ
わ
れ
の

感
情
の
構
成
要
素
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
事
実
上
わ
れ
わ
れ
が
そ
れ
ら
を
分
節
化
し
て
き
た
か
ら
で
は
な
く
、
正
当
に
も
、
分
節
化
さ
れ
た
も
の

で
あ
れ
そ
う
で
は
な
い
も
の
で
あ
れ
、
わ
れ
わ
れ
の
感
情
の
す
べ
て
が
経
験
さ
れ
う
る
媒
体
と
し
て
そ
う
な
の
で
あ
る
。
言
語
的
動
物
の
み
が

わ
れ
わ
れ
の
感
情
を
も
ち
う
る
」
（
注
47)。
あ
る
経
験
の
意
義
を
反
省
す
る
た
め
に
は
、
す
な
わ
ち
そ
の
価
値
を
評
価
す
る
た
め
に
は
、
言
語
が

不
可
欠
な
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
「
自
己
解
釈
す
る
動
物
」
と
し
て
の
人
間
像
に
お
い
て
は
、
言
語
に
よ
る
価
値
の
評
価
が
決
定
的
な
役
割
を
果
た
す
。
な
ん

と
な
れ
ば
、
テ
イ
ラ
ー
に
と
っ
て
人
間
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
す
な
わ
ち
言
語
に
よ
っ
て
価
値
を
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
点
に
存

し
か
し
、
テ
イ
ラ
ー
に
よ
れ
ば
価
値
の
評
価
と
い
う
も
の
は
つ
ね
に
一
様
に
行
わ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
ふ
た
つ
の
価
値
評
価
ー

贔
い
評
価
と
弱
い
評
価
ー
分
け
て
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
価
値
評
価
は
、
ハ
リ
ー
・
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト

の
「
意
志
の
自
由
と
人
格
の
概
念
」
（
注
48)
に
お
け
る
「

1

一
階
建
て
の
欲
望
」
と
い
う
構
想
に
着
想
を
得
て
い
る
。
そ
こ
で
言
わ
れ
る
第
一
階

の
欲
望
（
印
st-order
desire)

と
ほ
、
動
物
的
欲
望
（
た
と
え
ば
食
欲
や
性
欲
な
ど
）
で
あ
り
、
第
二
階
の
欲
望

(second'order
desire) 

と
は
、
反
省
に
よ
り
「
望
ま
し
い
」
も
し
く
は
「
望
ま
し
く
な
い
」
と
評
価
さ
れ
た
欲
望
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
に
よ
れ
ば
、
人
間
の
み

が
第
二
階
の
欲
望
を
有
す
る
の
で
あ
る
。

テ
イ
ラ
ー
は
、
こ
の
第
二
階
の
欲
望
に
お
け
る
欲
望
の
評
価
を
、
さ
ら
に
「
弱
い
評
価
」
と
「
強
い
評
価
」
に
区
別
す
る
。
弱
い
評
価

(weak

evaluation)

と
は
、
そ
の
欲
望
の
結
果
へ
の
顧
慮
に
よ
り
行
わ
れ
る
評
価
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
強
い
評
価

(strong
evaluation)

と
は
、

そ
の
欲
望
の
価
値
そ
の
も
の
の
質
に
た
い
し
て
行
わ
れ
る
評
価
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
結
果
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
う
し
た
欲
望
そ
の
も
の

の
価
値
あ
る
い
は
望
ま
し
さ
を
評
価
す
る
こ
と
が
強
い
評
価
な
の
で
あ
る
。

し
か
も
、
テ
イ
ラ
ー
は
、
「
強
い
評
価
は
、
選
好
の
分
節
化
の
条
件
で
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
生
の
質
に
つ
い
て
の
、
す
な
わ
ち
わ
れ
わ
れ
が
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そ
う
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
そ
う
な
り
た
い
種
類
の
存
在
の
分
節
化
の
条
件
で
あ
る
」
（
注
49)
と
も
述
べ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
強
い
評
価
は
、

単
に
欲
望
の
評
価
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
に
よ
り
導
か
れ
る
人
間
の
「
行
為
の
質
」
そ
の
も
の
の
評
価
に
も
関
わ
る
。
人
間
は
、
自
ら
の
行
為
の

価
値
を
「
強
い
評
価
」
に
よ
っ
て
測
る
の
で
あ
る
（
注
50)。

こ
の
「
強
い
評
価
」
は
、
テ
イ
ラ
ー
の
議
論
に
お
い
て
は
価
値
認
識
の
背
景
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
強
い
評
価
は
テ
イ

ラ
ー
の
議
論
に
お
い
て
は
道
徳
の
条
件
と
も
呼
ぶ
べ
き
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
価
値
の
背
景
と
し
て
の
強
い
評
価
は
、
決
し

て
固
定
的
な
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
こ
う
し
た
価
値
を
分
節
化
す
る
評
価
は
、
つ
ね
に
変
化
し
う
る
も
の
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
る
。
「
い

か
な
る
事
例
に
お
い
て
も
、
わ
れ
わ
れ
の
評
価
は
、
い
つ
も
異
議
申
し
立
て
に
開
か
れ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
が
自
己
の
内
部
に
見
出
し
た
深
さ

の
性
質
の
ゆ
え
に
、
わ
れ
わ
れ
の
評
価
は
、
し
ば
し
ば
部
分
的
で
、
混
乱
し
て
い
て
、
不
確
実
な
洞
察
の
分
節
化
で
あ
る
」
（
注
51)
と
テ
イ
ラ
ー

が
述
べ
る
と
き
、
従
来
の
自
己
の
価
値
評
価
を
絶
対
視
し
ょ
う
と
す
る
態
度
は
も
は
や
擁
護
し
え
な
い
。
こ
う
し
た
強
い
評
価
の
、
す
な
わ
ち

価
値
の
分
節
化
の
背
景
を
再
考
す
る
こ
と
が
「
徹
底
的
な
再
評
価
」

(radical
re,evaluation)

で
あ
る
。
こ
う
し
た
徹
底
的
な
再
評
価
と
い
う

理
念
を
、
テ
イ
ラ
ー
は
、
「
深
い
反
省
で
あ
り
、
特
殊
な
意
味
で
の
自
己
反
省
で
あ
」
っ
て
、
「
自
己
に
つ
い
て
の
、
そ
の
も
っ
と
も
根
源
的
イ

ジ
ュ
ー
に
つ
い
て
の
反
省
で
あ
り
、
そ
し
て
、
自
己
を
も
っ
と
も
全
体
的
か
つ
深
遠
に
囲
い
込
む
反
省
で
あ
る
」
（
注
52)
と
説
明
す
る
。
こ
の
議

論
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
テ
イ
ラ
ー
に
と
っ
て
強
い
評
価
と
い
う
価
値
分
節
化
の
背
景
は
、
固
定
的
な
も
の
で
は
な
く
変
容
し
う
る
も
の
と

以
上
の
よ
う
に
、
テ
イ
ラ
ー
に
と
っ
て
「
人
間
は
自
己
解
釈
す
る
動
物
で
あ
る
」
と
い
う
テ
ー
ゼ
は
、
た
ん
に
「
人
問
は
自
己
解
釈
に
よ
っ

て
自
己
を
構
成
す
る
」
と
い
う
含
意
を
超
え
る
も
の
を
有
し
て
い
る
。
そ
れ
は
解
釈
を
行
う
言
語
そ
の
も
の
の
特
性
の
ゆ
え
で
あ
る
。
わ
れ
わ

れ
は
事
実
認
識
も
価
値
認
識
も
、
す
べ
て
暗
黙
的
な
背
景
に
依
拠
す
る
か
た
ち
で
し
か
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
人
間
が
自
己

解
釈
す
る
動
物
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
人
問
が
こ
う
し
た
暗
黙
的
背
景
に
よ
っ
て
深
く
規
定
さ
れ
た
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
含
意
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
う
し
た
背
景
を
無
条
件
的
に
所
与
の
も
の
と
し
て
受
け
取
る
必
要
は
な
い
。
た
と
え
ば
徹
底
的

な
再
評
価
の
よ
う
に
、
背
景
は
常
に
変
容
可
能
性
に
開
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
背
景
が
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
完
全
に
明

示
的
に
な
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
わ
れ
わ
れ
が
何
も
の
か
を
認
識
し
、
ま
た
何
も
の
か
の
価
値
を
判
断
す
る
と
き
に
は
、
必
ず
そ
こ
に
暗
黙

し
て
描
か
れ
る
の
で
あ
る
。
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『
自
己
の
源
泉
』
に
お
け
る
言
語
論
と
自
己
論
の
統
合

こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
な
、
言
語
と
自
己
を
め
ぐ
る
テ
イ
ラ
ー
の
哲
学
的
省
察
は
、
『
自
己
の
源
泉
』
に
お
い
て
道
徳
の
問
題
と
し
て
再

定
式
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
『
自
己
の
源
泉
』
の
構
成
を
み
る
と
、
第
一
部
は
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
な
省
察
を
踏
ま
え
た
自
己
に
つ
い

て
の
理
論
的
定
式
化
を
目
指
す
も
の
で
あ
り
、
第
二
部
か
ら
第
五
部
は
自
己
に
関
す
る
概
念
史
を
描
く
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
第
一
部
の
自

己
論
に
焦
点
を
絞
り
、
『
ヘ
ー
ゲ
ル
』
か
ら
『
自
己
の
源
泉
』
ま
で
の
テ
イ
ラ
ー
の
言
語
及
び
自
己
に
関
す
る
哲
学
的
省
察
の
歩
み
が
、
ど
の
よ

う
に
道
徳
論
の
中
に
統
合
さ
れ
て
い
る
の
か
を
検
討
し
た
い
。

『
自
己
の
源
泉
』
第
一
部
で
展
開
さ
れ
る
自
己
論
は
、
基
本
的
に
『
ヘ
ー
ゲ
ル
』
以
来
の
テ
イ
ラ
ー
の
理
論
的
深
化
の
過
程
を
そ
の
ま
ま
反
映

す
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
展
開
さ
れ
て
い
る
言
語
＇
自
己
＇
道
徳
の
概
念
連
関
は
、
基
本
的
に
二
つ
の
テ
ー
ゼ
の
複
合
体
で
あ
る
と

述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
第
一
の
も
の
は
、
言
語
の
非
反
省
的
な
枠
組
み
内
部
に
お
け
る
、
言
語
を
用
い
た
自
己
解
釈
に
よ
り
主
体
は

構
成
さ
れ
て
い
る
と
い
う
テ
ー
ゼ
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
先
に
繰
り
返
し
述
べ
て
き
た
認
識
や
価
値
判
断
の
暗
黙
的
背
景
に
つ
い
て
の
議
論
を
そ

の
ま
ま
踏
襲
し
て
い
る
テ
ー
ゼ
で
あ
る
。
テ
イ
ラ
ー
は
、
「
枠
組
み
と
い
う
も
の
が
ま
っ
た
く
な
い
状
態
で
生
き
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
」

（注
53)
と
か
、
「
諸
々
の
枠
組
み
は
、
〔
…
〕
わ
れ
わ
れ
の
道
徳
的
な
判
断
、
直
観
、
あ
る
い
は
反
応
の
た
め
の
背
景
を
提
供
す
る
」
（
注
54)
と
か
、

あ
る
い
は
「
私
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
、
そ
の
内
部
で
個
々
の
事
例
の
中
か
ら
、
善
き
も
の
、
価
値
あ
る
も
の
、
な
さ
れ
る
べ
き
も
の
、
是

認
す
る
か
反
対
す
る
も
の
を
決
定
し
よ
う
と
試
み
る
こ
と
の
で
き
る
枠
あ
る
い
は
地
平
を
提
供
す
る
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
や
同
一
化
に
よ
っ
て
規

定
さ
れ
る
」
（
注
55)
と
述
べ
る
こ
と
で
、
従
来
の
言
語
論
お
よ
び
自
己
論
の
探
究
の
成
果
を
、
『
自
己
の
源
泉
』
の
議
論
に
援
用
し
て
い
る
。
自

己
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
、
人
間
の
超
越
論
的
条
件
と
し
て
の
言
語
の
背
景
網
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
「
枠
組
み
」
（
町
目
ework)
が
あ
く
ま
で
暗
黙
的
な
も
の
に
と
ど
ま
る
と
い
う
論
点
も
ま
た
、
『
自
己
の
源
泉
』
に
お
い
て
強

調
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
た
と
え
ば
次
の
よ
う
な
テ
イ
ラ
ー
の
議
論
は
、
ま
さ
し
く
こ
れ
ま
で
の
テ
イ
ラ
ー
の
哲
学
的
省
察
に
よ
り
導
か
れ
た

洞
察
の
、
彼
自
身
に
よ
る
簡
潔
な
要
約
で
あ
る
よ
う
に
み
え
る
。

3
 

的
な
背
景
が
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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自
己
は
自
己
解
釈
に
よ
っ
て
部
分
的
に
構
成
さ
れ
る
〔
…
〕
。
し
か
し
、
自
己
の
解
釈
は
決
し
て
十
全
に
明
示
化
さ
れ
え
な
い
。
十
全
な
分

節
性
は
不
可
能
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
受
け
入
れ
る
こ
と
に
な
る
言
語
は
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
の
善
と
い
う
イ
ジ
ュ
ー
を
分
節
化
す
る
。

し
か
し
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
言
語
を
使
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
、
わ
れ
わ
れ
が
所
与
の
も
の
と
し
て
み
な
す
も
の
、
無
条
件
的
だ
と
思
っ

て
い
る
も
の
を
十
分
に
分
節
化
で
き
な
い
。
も
ち
ろ
ん
わ
れ
わ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
の
道
徳
的
・
評
価
的
言
語
に
お
い
て
賠
示
さ
れ
て
い
る
も

の
に
つ
い
て
の
わ
れ
わ
れ
の
理
解
を
増
進
さ
せ
よ
う
と
試
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
〔
…
〕
し
か
し
、
分
節
化
は
ま
さ
に
そ
の
本
性
に
お
い
て
決

し
て
完
成
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
（
注
56)

第
二
の
テ
ー
ゼ
は
、
道
徳
論
と
も
深
く
関
係
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
人
間
は
常
に
変
動
し
続
け
る
複
数
の
善
に
し
た
が
っ
て
生
き
て
い
る

と
い
う
テ
ー
ゼ
で
あ
る
。
こ
の
テ
ー
ゼ
は
基
本
的
に
「
人
間
の
行
為
者
性
と
は
何
か
」
の
議
論
を
引
き
継
い
で
い
る
が
、
「
構
成
的
善
」
や
「
生

の
善
」
、
「
最
高
諸
善
」

(
h
y
p
e
r
g
o
o
d
s
)

と
い
う
分
析
概
念
が
提
示
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
。

テ
イ
ラ
ー
は
、
諸
々
の
枠
組
み
内
部
で
は
、
複
数
の
「
善
」
が
ラ
ン
ク
付
け
さ
れ
て
い
る
と
主
張
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
ラ
ン
ク
付
け
さ

れ
た
善
の
構
想
を
基
に
、
主
体
の
行
為
の
価
値
や
生
の
質
の
価
値
を
判
断
す
る
の
が
「
強
い
評
価
」
で
あ
る
。

私
が
枠
組
み
と
呼
ん
で
き
た
も
の
は
、
あ
る
決
定
的
な
一
群
の
質
的
区
別
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
そ
う
し
た
枠
組
み
の
中
で
考
え
、
感
じ
、

判
断
す
る
こ
と
は
、
あ
る
種
の
行
為
あ
る
い
は
生
の
様
態
、
あ
る
い
は
感
覚
の
様
態
が
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
よ
り
た
や
す
く
利
用
で
き
る

ほ
か
の
も
の
よ
り
も
比
較
に
な
ら
な
い
ほ
ど
高
い
と
い
う
感
覚
と
と
も
に
機
能
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
（
注

57)

こ
の
よ
う
に
わ
れ
わ
れ
が
、
多
数
の
善
と
と
も
に
生
き
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
ら
を
ラ
ン
ク
付
け
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
必
ず
し

も
「
あ
る
人
び
と
が
自
ら
の
熟
議
や
決
定
に
お
い
て
、
あ
る
善
に
断
固
た
る
優
先
性
を
付
与
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
」
（
注
58)
。
時
と

ま
た
そ
う
で
な
け
れ
ば
生
き
て
い
く
こ
と
さ
え
困
難
に
な
る
だ
ろ
う
。
た
だ
、
人
間

場
合
に
よ
っ
て
、

そ
れ
ら
の
ラ
ン
ク
は
変
動
し
う
る
し
、

119 



は
、
そ
の
時
々
の
局
面
に
応
じ
て
、
自
ら
の
生
の
内
部
に
お
い
て
何
事
か
を
排
他
的
に
重
要
な
目
標
と
し
て
設
定
す
る
傾
向
が
あ
り
、
そ
れ
が

自
己
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
規
定
す
る
に
際
し
て
決
定
的
に
重
要
な
役
割
を
果
た
す
と
い
う
こ
と
を
テ
イ
ラ
ー
は
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

テ
イ
ラ
ー
は
、
こ
う
し
た
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
規
定
す
る
類
の
善
を
、

た
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
テ
イ
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、

「
最
高
諸
善
」

(
h
y
p
e
r
g
o
o
d
s
)

と
呼
ぶ
。
そ
し
て
、
こ
の
最
高
諸
善

は
、
複
数
の
人
び
と
の
あ
い
だ
だ
け
で
は
な
く
、
個
人
の
内
部
に
お
い
て
も
対
立
す
る
。
た
と
え
ば
「
誰
よ
り
も
速
く
走
る
こ
と
」
を
人
生
の

最
大
の
目
標
と
す
る
ア
ス
リ
ー
ト
は
、
し
か
し
同
時
に
「
生
命
を
維
持
す
る
こ
と
」
や
「
幸
福
な
家
庭
生
活
を
送
る
こ
と
」
と
い
う
、
し
ば
し

ば
彼
の
且
標
を
妨
害
し
か
ね
な
い
善
の
構
想
と
の
間
で
妥
協
を
余
俊
な
く
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
彼
は
い
ず
れ
肉
体
の
衰
え
や

競
争
か
ら
の
脱
落
に
よ
り
、
「
誰
よ
り
も
速
く
走
る
」
と
い
う
目
標
を
断
念
せ
ざ
る
を
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
彼
は
、
「
誰
よ
り
も
速
く
走
る

選
手
を
育
成
す
る
」
と
い
う
目
標
を
新
た
に
建
て
る
か
も
し
れ
な
い
し
、
あ
る
い
は
ま
っ
た
く
違
う
人
生
の
目
標
を
選
択
す
る
か
も
し
れ
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
個
人
の
内
部
で
も
最
高
諸
善
は
し
ば
し
ば
対
立
し
、
変
容
す
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
い
ず
れ
に
せ
よ
、
最
高
諸
善
の
内
容
が
何
で
あ
れ
、
そ
れ
が
そ
の
時
点
で
の
自
己
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
方
向
付
け
る
役
割
を
果

そ
れ
は
規
範
的
な
問
題
で
は
な
く
事
実
の
問
題
な
の
で
あ
る
。

最
初
私
が
「
枠
組
み
」
と
し
て
描
い
た
も
の
は
、
わ
れ
わ
れ
の
道
徳
的
反
応
の
背
景
的
仮
説
を
供
給
す
る
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
こ
れ
ら

の
反
応
が
意
味
を
も
つ
文
脈
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
続
い
て
私
は
次
の
よ
う
に
論
を
進
め
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
の
枠
組
み
の
中

で
生
き
る
こ
と
は
、
例
外
で
は
な
く
〔
…
〕
わ
れ
わ
れ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
と
っ
て
本
質
的
な
あ
る
種
の
方
向
を
提
供
し
て
い
る
の
で

あ
る
、

と
。
（
注
59)

と
は
い
え
、
自
己
の
人
生
の
目
標
で
あ
れ
ば
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
善
で
あ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
そ
う
し
た
目
標
が
善
で
あ
り
う
る
た
め

tive 
g
o
o
d
s
)
 

に
は
、
そ
れ
が
善
で
あ
る
理
由
が
必
要
で
あ
る
。
最
高
諸
善
が
善
で
あ
る
こ
と
を
担
保
し
て
い
る
も
の
を
、
テ
イ
ラ
ー
は
構
成
的
善

(constitu-

こ
の
構
成
的
善
か
ら
生
の
普

そ
の
意
味
で
、
構
成
的
善
は
道
徳
の
諸
源
泉

(
m
o
r
a
l
s
o
u
r
c
e
s
)
 

（
l

臣
g
o
o
d
s
)

が
発
生
し
、
そ
の
う
ち
の
い
く
つ
か
が
最
高
諸
善
と
な
る
の
で
あ
る
。

と
呼
ぶ
。

で
あ
る
。
そ
し
て
、
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四
と
こ
ろ
で
、
『
自
己
の
源
泉
』
と
い
う
著
作
全
体
の
目
的
は
、
西
欧
近
代
の
構
成
的
善
を
探
究
し
、
分
節
化
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ

て
現
代
に
お
け
る
諸
々
の
生
の
善
に
活
力
を
与
え
る
こ
と
で
あ
る
。
「
分
節
化
が
い
っ
さ
い
な
く
な
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
、
考
え
ら
れ
る
い
か
な

る
善
と
の
接
触
を
も
失
う
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
わ
れ
わ
れ
は
人
間
で
あ
る
こ
と
を
や
め
る
だ
ろ
う
」
（
注
60)
と
い
う
テ
イ
ラ
ー
の
発
言
は
、
彼
の

立
場
を
端
的
に
表
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

テ
イ
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
近
代
の
構
成
的
善
の
特
徴
は
、
神
や
存
在
の
連
鎖
と
い
っ
た
、
人
間
的
生
の
外
部
に
あ
る
超
越
的
な
善
の
拒
絶
に
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
近
代
の
構
成
的
善
は
人
間
主
義
的
な
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
道
徳
源
泉
は
内
在
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の

内
在
的
な
道
徳
源
泉
か
ら
発
す
る
近
代
に
特
徴
的
な
生
の
善
は
、
人
間
の
尊
厳
の
観
念
や
相
互
尊
重
の
観
念
に
由
来
す
る
、
人
間
中
心
主
義
的

自
由
や
連
帯
、
普
遍
的
正
義
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
『
自
己
の
源
泉
』
の
目
的
を
よ
り
具
体
的
に
規
定
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
自
由
や
連
帯
や

正
義
を
「
善
」
と
す
る
道
徳
源
泉
を
探
究
す
る
こ
と
で
あ
る
と
い
い
う
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
諸
々
の
生
の
善
の
対
立
は
、
構
成
的
善
（
す
な

わ
ち
道
徳
源
泉
）
の
対
立
に
由
来
す
る
と
テ
イ
ラ
ー
が
み
な
し
て
い
る
た
め
に
、
道
徳
源
泉
の
分
節
化
に
よ
る
対
立
の
和
解
と
善
の
エ
ン
パ
ワ
ー

が
テ
イ
ラ
ー
の
目
的
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
分
節
性
は
和
解
の
決
定
的
条
件
」
（
注
61)
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
同
書
の
第
二
部

以
降
、
テ
イ
ラ
ー
は
「
道
徳
存
在
論
」

(moral
ontolo筵
）
、
す
な
わ
ち
わ
れ
わ
れ
の
道
徳
的
直
観
の
背
景
に
あ
る
図
と
し
て
の
構
成
的
善
の
探

究
を
主
題
と
し
て
、
自
己
の
概
念
史
を
叙
述
す
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
『
自
己
の
源
泉
』
第
一
部
に
お
け
る
テ
イ
ラ
ー
の
自
己
論
は
、
『
ヘ
ー
ゲ
ル
』
以
降
の
彼
自
身
の
理
論
的
展
開
を
踏
ま
え
な

が
ら
、
そ
れ
を
道
徳
的
問
題
と
し
て
再
定
式
化
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
そ
れ
は
た
し
か
に
主
体
を
状
況
づ
け
る
こ
と
に
は
成
功
し
て
い

る
か
も
し
れ
な
い
が
、
『
ヘ
ー
ゲ
ル
』
に
お
け
る
課
題
ー
|
山
口
由
を
状
況
づ
け
る
と
い
う
課
題
ー
ー
に
は
、
ま
だ
十
分
に
答
え
ら
れ
て
は
い
な
い

よ
う
に
み
え
る
。
言
語
の
背
景
網
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
自
己
解
釈
す
る
動
物
と
し
て
の
人
間
的
主
体
に
と
っ
て
、
自
由
で
あ
る
と
い
う
こ
と

は
何
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

本
来
性
と
し
て
の
自
由
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テ
イ
ラ
ー
は
、
『
自
己
の
源
泉
』
の
結
論
に
お
い
て
、
同
書
の
こ
れ
ま
で
の
議
論
を
整
理
し
、
近
代
西
欧
に
は
キ
リ
ス
ト
教
神
学
、
遊
離
し
た

理
性
の
自
然
主
義
、
ロ
マ
ン
主
義
的
表
出
主
義

(
g
p
r
e
s
s
i
v
i
s
m
)

と
い
う
三
つ
の
構
成
的
善
が
存
在
し
て
い
る
と
し
、
こ
れ
ら
の
あ
い
だ
に
は

断
絶
と
抗
争
が
存
在
し
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
と
り
わ
け
近
代
西
欧
を
特
徴
づ
け
て
い
る
の
は
、
遊
離
し
た
理
性
の
自
然
主
義
と
ロ
マ
ン

主
義
的
表
出
主
義
と
の
抗
争
で
あ
る
。
両
者
は
、
相
異
な
る
構
成
的
善
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
が
近
代
の
生
の
善
ー
自
由
、
連
帯
、
普
遍

的
正
義
な
ど
ー
の
源
泉
と
な
っ
て
い
る
。
テ
イ
ラ
ー
が
批
判
す
る
の
は
、
こ
う
し
た
近
代
の
構
成
的
善
の
う
ち
―
つ
の
立
場
に
固
執
し
、
他

の
構
成
的
善
を
「
悪
」
と
み
な
し
て
排
除
し
よ
う
と
す
る
態
度
で
あ
る
。
「
単
一
の
善
に
従
う
こ
と
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
破
壊
的
な
結
末
を
も
た

ら
す
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
」
（
注
62)
と
、
テ
イ
ラ
ー
は
は
っ
き
り
と
述
べ
て
い
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
近
代
の
構
成
的
善
を
分
節
化
し
た
テ
イ
ラ
ー
に
と
っ
て
、
次
な
る
重
要
な
課
題
は
こ
れ
ら
の
構
成
的
善
を
和
解
さ
せ
る
こ
と
と

な
る
。
と
い
う
の
も
、
一
人
の
人
間
が
、
自
ら
の
生
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
構
成
的
善
を
平
等
に
取
り
扱
う
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
か
ら
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
神
学
に
由
来
す
る
神
と
の
関
係
を
最
高
善
と
み
な
す
人
も
い
る
だ
ろ
う
し
、
芸
術
上
の
達
成
を
自
ら
の
最
高
善
と
み
な
す
人
も
い

る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
あ
る
―
つ
の
構
成
的
善
を
特
権
化
す
る
こ
と
自
体
は
決
し
て
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
し
か
し
、
自
分
に
と
っ
て

特
権
的
な
位
置
を
占
め
る
構
成
的
善
の
観
点
か
ら
、
他
の
構
成
的
善
を
排
撃
す
る
立
場
は
、
き
っ
く
戒
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
排
他
性

を
回
避
す
る
た
め
に
は
、
自
分
と
は
異
な
る
他
の
立
場
も
ま
た
善
で
あ
る
と
い
う
認
識
を
も
つ
こ
と
が
前
提
と
な
る
が
、
テ
イ
ラ
ー
の
議
論
は

そ
う
し
た
相
対
主
義
か
ら
さ
ら
に
一
歩
進
ん
だ
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
近
代
の
三
つ
の
構
成
的
善
は
、
両
立
可
能
で
あ
る
と
い
う

直
観
が
テ
イ
ラ
ー
に
は
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
遊
離
し
た
理
性
の
自
然
主
義
と
ロ
マ
ン
主
義
的
表
出
主
義
を
和
解
さ
せ
よ
う
と
す

る
試
み
が
、
「
本
来
性
」

(authenticity)
概
念
の
分
節
化
で
あ
る
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
意
味
で
、
『
本
来
性
の
倫
理
』
（
『
近
代
の

不
安
』
）
は
、
『
自
己
の
源
泉
』
結
論
部
の
ひ
と
つ
の
発
展
形
で
あ
る
と
い
い
う
る
だ
ろ
う
。

『
本
来
性
の
倫
理
』
の
目
的
は
、
本
来
性
概
念
を
分
節
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
概
念
に
道
徳
的
な
力
を
取
り
戻
す
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ

は
、
本
来
性
概
念
を
盲
目
的
に
礼
賛
す
る
立
場
や
、
そ
れ
を
自
己
中
心
主
義
に
毒
さ
れ
た
も
の
と
し
て
徹
底
的
に
拒
絶
す
る
立
場
と
は
区
別
さ

れ
る
。
重
要
な
こ
と
は
、
本
来
性
を
支
持
す
る
か
拒
絶
す
る
か
と
い
う
二
者
択
一
を
迫
る
闘
争
を
繰
り
広
げ
る
こ
と
で
は
な
い
。
「
闘
争
は
、
〔
…
〕

本
来
性
に
関
し
て
、
す
な
わ
ち
、
そ
の
適
切
な
意
味
に
関
し
て
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
（
注
63)
。
そ
れ
ゆ
え
テ
イ
ラ
ー
は
、
「
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
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呼
ぶ
。

て
必
要
な
こ
と
は
回
復
と
い
う
仕
事
で
あ
り
、
そ
れ
を
つ
う
じ
て
こ
の
本
来
性
の
理
想
が
わ
れ
わ
れ
の
実
践
を
再
興
せ
し
め
る
助
け
と
な
る
の

で
あ
る
」
（
注
64)
と
述
べ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ま
ず
は
テ
イ
ラ
ー
の
い
う
本
来
性
の
「
適
切
な
意
味
」
と
は
何
か
を
理
解
す
る
必
要
が

あ
る
だ
ろ
う
。

す
る
。

で
は
、

テ
イ
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
本
来
性
と
は
近
代
に
特
有
の
道
徳
的
理
想

(
m
o
r
a
l
ideal)

で
あ
り
、
も
と
も
と
は
、
啓
蒙
主
義
に
対
す
る
ロ
マ
ン

主
義
的
抗
議
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
概
念
は
、
自
分
自
身
に
対
し
て
真
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、
き
わ
め
て
主
観
的
な
解
釈

が
可
能
で
あ
る
。
自
己
が
本
来
的
で
あ
る
た
め
に
は
、
外
部
か
ら
の
干
渉
を
一
切
拒
絶
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
他
者
に
影
響
さ
れ
て
は
本
来

の
自
己
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
、
等
々
の
解
釈
は
一
見
本
来
性
概
念
の
自
然
な
解
釈
で
あ
る
よ
う
に
も
み
え
る
。

し
か
し
テ
イ
ラ
ー
は
、
本
来
性
概
念
は
、
単
な
る
ミ
ー
イ
ズ
ム
や
自
己
中
心
主
義
で
は
な
い
と
し
て
、
こ
う
し
た
主
観
主
義
的
解
釈
を
拒
絶

主
観
主
義
的
で
は
な
い
本
来
性
概
念
と
は
い
か
な
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
そ
う
し
た
本
来
性
概
念
が
、
主
観
主
義
的

な
本
来
性
概
念
よ
り
も
適
切
な
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
の
は
な
ぜ
な
の
だ
ろ
う
か
。

テ
イ
ラ
ー
は
、
本
来
性
概
念
が
状
況
づ
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
第
一
に
、
本
来
性
概
念
は
人
間
の
条
件
に
よ
っ
て
限
界

づ
け
ら
れ
て
い
る
。
「
私
が
喚
起
し
た
い
人
間
的
生
の
一
般
的
要
素
と
は
、
そ
の
根
元
的
に
対
話
的
な
性
格
で
あ
る
」
（
注
65)
と
テ
イ
ラ
ー
は
述

そ
れ
は
幼
年
期
や
少
年
期
な
ど
成
長
段
階
に
特
有
の
こ
と
で
は
な
い
。
た

べ
て
い
る
。
人
間
は
自
己
を
他
者
と
の
対
話
に
よ
っ
て
構
成
す
る
。

と
え
孤
独
に
生
活
す
る
隠
者
で
あ
れ
（
神
と
の
内
な
る
対
話
）
、
世
に
認
め
ら
れ
な
い
孤
高
の
芸
術
家
で
あ
れ

あ
る
。
『
本
来
性
の
倫
理
』

（
未
来
の
理
解
者
と
の
対
話
）
、

生
涯
に
わ
た
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
対
話
相
手
と
し
て
の
他
者
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
第
一
一
に
、
本
来
性
概
念
は
、
そ
れ
自
身
の
要
求
に
よ
っ
て
も
限
界
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
本
来
性
概
念
は
、
本
質
的
に
何
が
自
分
に
と
っ

て
重
要
で
あ
る
か
を
自
分
自
身
で
決
定
す
る
こ
と
を
要
請
す
る
。
し
か
し
、
『
自
己
の
源
泉
』
第
一
部
で
も
論
じ
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
、
何
が
重

要
な
も
の
で
何
が
重
要
な
も
の
で
は
な
い
か
と
い
う
価
値
判
断
（
強
い
評
価
）
は
、
価
値
判
断
の
背
景
と
な
る
枠
組
み
の
内
部
で
の
み
可
能
で

に
お
い
て
、
テ
イ
ラ
ー
は
そ
う
し
た
背
景
と
な
る
枠
組
み
を
「
意
義
性
の
地
乎
」

(horizons
of 
significance)

と
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し
た
が
っ
て
、
主
観
主
義
が
想
定
す
る
よ
う
な
、
あ
ら
ゆ
る
選
択
に
先
立
つ
自
己
は
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
地
平
は
あ
ら
か

じ
め
与
え
ら
れ
て
お
り
、
か
つ
そ
の
内
部
で
は
す
で
に
諸
価
値
の
ラ
ン
ク
付
け
が
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
議
論
は
、
完
全
に
『
自
己
の
源

泉
』
ま
で
に
展
開
さ
れ
た
自
己
論
と
言
語
論
の
成
果
を
引
き
継
い
で
い
る
。
そ
し
て
テ
イ
ラ
ー
は
、
こ
の
議
論
を
、
本
来
性
概
念
を
め
ぐ
る
論

争
の
中
に
導
入
す
る
。
こ
の
議
論
を
前
提
と
す
る
と
、
「
自
己
選
択
の
理
想
は
、
自
己
選
択
を
越
え
た
意
義
性
と
い
う
別
の
イ
ジ
ュ
ー
が
存
在
し

て
い
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
る
」
（
注
67)
が
ゆ
え
に
、
「
本
来
性
は
自
己
を
越
え
る
も
の
か
ら
流
出
す
る
諸
要
求
の
敵
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
そ

う
し
た
要
求
を
前
提
し
て
い
る
」
（
注
68)
と
い
う
結
論
が
導
き
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
意
味
で
、
こ
の
第
一
一
の
限
界
も
ま
た
、
第
一
の
も

の
と
は
別
の
意
味
で
人
間
の
条
件
に
由
来
し
て
い
る
と
述
べ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

結
局
の
と
こ
ろ
、
こ
う
し
た
議
論
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
本
来
性
概
念
に
は
、
五
つ
の
要
素
が
含
ま
れ
る
（
注
69)
。
第
一
に
、
そ
れ
は
新
し
い
何

も
の
か
の
創
造
と
構
策
を
含
ん
で
い
る
。
第
二
に
、
本
来
的
で
あ
る
こ
と
は
、
あ
る
種
の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
を
要
求
す
る
。
そ
し
て
第
一
一
一
に
、

本
来
的
で
あ
ろ
う
と
す
る
生
き
方
は
、
し
ば
し
ば
既
存
の
社
会
の
ル
ー
ル
ヘ
の
抵
抗
を
も
含
む
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
う
し
た
三
つ
の
要
素

は
、
同
時
に
人
間
の
条
件
に
よ
っ
て
限
界
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
第
四
に
、
本
来
性
概
念
は
意
義
性
の
地
平
に
開
か
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

さ
も
な
く
ば
、
何
が
重
要
で
何
が
重
要
で
な
い
か
と
い
う
価
値
判
断
自
体
が
、
そ
も
そ
も
不
可
能
だ
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
さ
ら
に

第
五
に
、
自
己
が
対
話
の
な
か
で
規
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
も
本
来
性
の
限
界
を
か
た
ち
づ
く
る
。
対
話
的
関
係
を
破
壊
す
る
よ
う
な
本
来
性

の
追
求
は
、
人
間
の
条
件
に
反
し
た
も
の
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
る
。

だ
が
、
こ
う
し
た
議
論
を
仮
に
受
け
入
れ
た
と
し
て
も
、
そ
こ
に
は
い
ま
だ
に
重
大
な
疑
念
が
残
る
。
自
己
が

さ
れ
た
存
在
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
人
間
は
い
か
に
し
て
「
本
来
的
」
で
あ
り
う
る
の
か
。
こ
の
問
い
は
、
意
義
性
の
地
平
に
状
況
づ
け
ら

66) 物
事
は
知
覚
可
能
性
の
背
景
に
照
ら
し
て
重
要
性
を
も
つ
。
こ
の
背
景
を
地
平
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
よ
う
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
わ
れ
わ
れ
が

わ
れ
わ
れ
自
身
を
意
義
あ
る
か
た
ち
で
規
定
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
地
乎
を
抑
圧
あ
る
い
は
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、

地
平
に
照
ら
す
こ
と
に
よ
っ
て
物
事
は
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
意
義
を
も
つ
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
（
注

「
意
義
性
の
地
平
」

に
規
定
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れ
た
自
己
に
と
っ
て
、
自
由
で
あ
る
と
は
何
を
意
味
す
る
の
か
と
い
う
議
論
の
変
奏
で
あ
る
。
テ
イ
ラ
ー
は
、
「
本
来
性
は
、
そ
れ
自
体
自
由
の

理
念
で
あ
る
」
（
注
70)
と
述
べ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
適
切
な
意
味
で
の
本
来
性
概
念
を
分
節
化
す
る
試
み
は
、
同
時
に
『
ヘ
ー
ゲ
ル
』
の
課

題
ー
自
由
を
状
況
の
中
に
組
み
込
む
こ
と
に
対
す
る
回
答
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。

テ
イ
ラ
ー
は
、
本
来
性
概
念
が
自
己
規
定
す
る
自
由
、
す
な
わ
ち
自
分
の
こ
と
は
自
分
ひ
と
り
で
決
定
す
る
と
い
う
自
由
の
概
念
と
は
異
な
っ

て
い
る
と
い
う
こ
と
を
強
調
す
る
。

と
い
う
の
も
、
意
義
性
の
地
平
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
以
上
、
完
全
な
自
己
規
定
す

る
自
由
は
存
在
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
で
は
、
「
本
来
性
は
、
自
己
規
定
す
る
自
由
と
完
全
に
同
道
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
す
べ
き
で
も
な

い
」
（
注
71)
と
す
る
な
ら
ば
、
自
由
概
念
と
し
て
の
本
来
性
概
念
は
い
か
な
る
内
容
を
有
し
う
る
の
か
。
地
平
に
拘
束
さ
れ
つ
つ
、
主
観
主
義
的

で
も
な
い
本
来
性
は
、
い
か
に
し
て
自
由
の
概
念
と
な
り
う
る
の
か
。

テ
イ
ラ
ー
は
、
近
代
文
化
の
主
観
化
を
、
内
容
(
m
a
t
t
e
r
)
の
主
観
化
と
様
式
（
m目
n
e
r
)
の
主
観
化
の
二
つ
に
区
別
し
て
い
る
。
近
代
文

化
は
主
観
化
が
進
ん
で
お
り
、
本
来
性
概
念
も
そ
の
影
響
を
受
け
ざ
る
を
え
な
い
。
と
は
い
え
本
来
性
概
念
は
、
様
式
に
関
し
て
は
主
観
的
様

式
を
と
ら
ざ
る
を
え
な
い
が
、
内
容
に
関
し
て
も
主
観
的
で
あ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
む
し
ろ
、
内
容
的
に
主
観
的
な

本
来
性
概
念
は
、
人
間
の
条
件
を
無
視
な
い
し
は
等
閑
視
す
る
も
の
と
し
て
拒
絶
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

テ
イ
ラ
ー
は
、
様
式
が
主
観
的
で
あ
っ
て
、
内
容
が
主
観
的
で
は
な
い
も
の
の
例
と
し
て
、
現
代
詩
を
取
り
上
げ
る
。
た
と
え
ば
、
現
代
に

お
い
て
詩
の
言
語
は
、
も
は
や
外
部
に
参
照
点
を
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
聖
書
に
基
づ
く
イ
コ
ン
や
存
在
の
秩
序
と
い
っ
た
伝
統
的
な
考

え
方
は
、
詩
作
を
す
る
際
の
参
照
枠
組
み
と
し
て
の
意
義
を
失
い
つ
つ
あ
る
。
し
か
し
詩
は
、
そ
れ
で
も
自
己
を
超
え
た
対
象
を
描
こ
う
と
す

る
。
こ
の
よ
う
な
、
伝
統
的
な
参
照
枠
組
み
に
依
拠
す
る
こ
と
な
く
、
自
己
を
超
え
た
も
の
を
探
究
す
る
試
み
と
し
て
、
テ
イ
ラ
ー
は
リ
ル
ケ

の
詩
を
と
り
あ
げ
る
。

ジ
の
全
範
囲
を
つ
う
じ
て
三
角
測
量
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
〔
…
〕

リ
ル
ケ
は
天
使
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
彼
の
天
使
は
、
伝
統
的
に
規
定
さ
れ
た
秩
序
に
お
け
る
彼
ら
の
場
所
に
よ
っ
て
は
理

解
さ
れ
な
い
。
む
し
ろ
、
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
用
語
を
、
リ
ル
ケ
が
自
ら
の
諸
事
物
に
つ
い
て
の
感
覚
を
分
節
化
し
て
い
る
諸
々
の
イ
メ
ー

わ
れ
わ
れ
は
リ
ル
ケ
の
感
性
の
こ
う
し
た
分
節
化
を
通
過
し
な
け
れ
ば
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リ
ル
ケ
の
天
使
に
つ
い
て
の
詩
は
、
リ
ル
ケ
自
身
の
感
性
の
あ
り
方
か
ら
切
り
離
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
意
味
で
様
式
の
主
観
化
を
ま

ぬ
が
れ
え
な
い
。
さ
ら
に
、
リ
ル
ケ
の
詩
は
、
読
者
の
感
性
に
よ
っ
て
受
容
さ
れ
る
こ
と
で
は
じ
め
て
意
味
を
も
つ
。
こ
こ
に
も
ま
た
、
詩
の

受
容
の
様
式
の
主
観
化
が
存
在
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
詩
に
お
い
て
様
式
の
主
観
化
は
二
重
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
詩
人
た
ち

（
リ
ル
ケ
、
エ
リ
オ
ッ
ト
、
パ
ウ
ン
ド
ら
）
に
よ
る
「
よ
り
微
細
な
言
語
」

(subtler
l
a
n
g
u
a
g
e
)

の
発
明
は
、
読
者
た
ち
に
共
鳴
さ
れ
る
こ
と

で
、
読
者
た
ち
の
意
義
性
の
地
平
そ
の
も
の
を
変
容
さ
せ
る
。
「
リ
ル
ケ
の
『
秩
序
』
は
、
各
々
の
新
し
い
読
者
の
感
性
の
内
部
で
新
た
に
批
准

さ
れ
る
こ
と
を
つ
う
じ
て
の
み
、
わ
れ
わ
れ
の
も
の
に
な
り
う
る
」
（
注

73)
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、

し
か
し
そ
の
内
容
が
主
観
的
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
リ

ル
ケ
の
詩
は
「
天
使
」
と
い
う
自
己
を
超
え
た
も
の
を
表
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
リ
ル
ケ
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な

い
。
「
何
人
か
の
近
代
に
お
け
る
最
高
の
詩
人
は
、
ま
さ
し
く
自
己
を
越
え
た
何
も
の
か
を
分
節
化
し
て
き
た
の
で
あ
る
」
（
注

74)。

さ
て
、
こ
の
現
代
詩
に
関
す
る
議
論
は
、
自
由
と
し
て
の
本
来
性
概
念
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
意
義
を
有
す
る
の
か
。
本
来
性
は
主
観
的
内

容
で
は
あ
り
え
な
い
が
、
主
観
的
様
式
で
し
か
達
成
さ
れ
え
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
、
意
義
性
の
地
平
と
い
う
自
己
を
越
え
た
も
の
に
よ
っ
て
規

定
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
意
義
性
の
地
平
を
変
容
さ
せ
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
主
観
化
し
た
様
式
を
経
て
は
じ
め

て
可
能
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
あ
る
人
物
が
何
を
自
己
の
本
来
性
で
あ
る
と
み
な
す
か
と
い
う
「
内
容
」
の
問
題
に
は
関
わ
り
な
く

（
と
は
い
え
、
そ
の
「
内
容
」
が
主
観
化
し
て
い
る
場
合
、
そ
れ
は
逸
脱
と
し
て
拒
絶
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
）
、
「
様
式
」
の
問
題
と
し
て

本
来
性
は
自
己
自
身
の
意
義
性
の
地
平
を
変
容
さ
せ
、
そ
の
表
現
を
つ
う
じ
て
他
者
の
意
義
性
の
地
平
を
変
容
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
と
解
釈
し

う
る
だ
ろ
う
。

リ
ル
ケ
の
詩
の
様
式
は
二
重
の
意
味
で
主
観
的
で
あ
る
が
、

こ
の
意
味
で
の
本
来
性
1
1
自
由
は
、
現
実
に
は
ど
の
よ
う
に
達
成
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
地
平
が
変
容
す
る
例
を
、

挙
げ
て
い
る
。
「
よ
り
微
細
な
言
語
」
の
発
明
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
先
述
し
た
「
徹
底
的
な
再
評
価
」
の
よ
う
な
、
背
景
（
あ
る
い
は
構
成
的

善
）
を
分
節
化
し
よ
う
と
す
る
試
み
も
ま
た
、
再
評
価
を
行
う
人
び
と
の
地
平
を
変
容
さ
せ
る
と
同
時
に
、
そ
れ
が
何
ら
か
の
か
た
ち
で
表
現

な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
（
注

72)

テ
イ
ラ
ー
は
い
く
つ
か
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チャールズ・テイラーにおける……

本
稿
の
目
的
は
、
七

0
年
代
後
半
か
ら
九

0
年
代
初
頭
ま
で
の
テ
イ
ラ
ー
の
思
想
的
展
開
を
、
「
言
語
I

自
己
論
」
を
め
ぐ
る
哲
学
的
省
察
と

「
自
由
」
を
め
ぐ
る
政
治
哲
学
的
省
察
と
の
複
合
体
と
し
て
解
釈
し
う
る
可
能
性
を
提
示
す
る
こ
と
で
、
『
ヘ
ー
ゲ
ル
』
に
お
い
て
見
出
さ
れ
た

現
代
の
政
治
哲
学
的
課
題
が
、
テ
イ
ラ
ー
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
な
解
決
が
与
え
ら
れ
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
第
一
一
節
で
は
、

テ
イ
ラ
ー
の
ヘ
ー
ゲ
ル
批
判
が
、
言
語
論
の
観
点
か
ら
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
う
え
で
、
テ
イ
ラ
ー
が
ヘ
ー
ゲ
ル
の
「
絶
対

的
自
由
批
判
」
を
継
承
し
、
「
自
由
を
状
況
づ
け
る
こ
と
」
を
政
治
哲
学
上
の
重
要
な
課
題
と
し
て
分
節
化
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

次
い
で
第
三
節
で
、
『
ヘ
ー
ゲ
ル
』
以
後
の
テ
イ
ラ
ー
の
言
語
論
お
よ
び
自
己
論
の
探
究
が
、
「
自
由
を
状
況
づ
け
る
」
試
み
に
先
立
つ
「
主
体

を
状
況
づ
け
る
」
と
い
う
哲
学
的
課
題
に
応
答
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
。
テ
イ
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
「
自
己
解
釈
す
る
動
物
」
と
し
て
の

人
間
は
、
事
実
お
よ
び
価
値
認
識
の
可
能
性
の
条
件
と
し
て
の
、
言
語
の
背
景
網
に
よ
っ
て
状
況
づ
け
ら
れ
た
存
在
で
あ
り
、
そ
う
し
た
背
景

を
完
全
に
明
示
化
す
る
こ
と
は
不
可
能
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
第
四
節
で
は
、
こ
う
し
た
「
状
況
づ
け
ら
れ
た
主
体
」
に
と
っ
て
の
自
由
概
念

が
、
『
本
来
性
の
倫
理
』
に
お
い
て
適
切
な
意
味
で
の
「
本
来
性
」
と
い
う
概
念
と
し
て
定
式
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
論
じ
た
。
「
意
義
性
の
地

平
」
と
い
う
背
景
に
よ
っ
て
状
況
づ
け
ら
れ
た
存
在
で
あ
る
「
自
己
」
は
、
自
ら
の
地
平
を
変
容
さ
せ
る
と
こ
ろ
に
自
由
を
見
出
す
こ
と
に
な

る
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、

そ
こ
で
提
示
さ
れ
た
政
治
哲
学
的
課
題
へ
の
応
答
の
た
め
に
、
言
語
論
お
よ
び
自
己
論

を
深
化
さ
せ
、
本
来
性
概
念
を
分
節
化
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
テ
イ
ラ
ー
に
と
っ
て
の
政
治
哲
学
的

探
究
の
歩
み
が
、
自
由
を
状
況
に
組
み
込
む
こ
と
を
も
っ
て
終
了
し
た
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
構
成
的
善
の
対
立

五

結

論

さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
を
受
容
す
る
側
の
地
平
も
変
容
さ
せ
る
だ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、

「
地
乎
融
合
」
も
ま
た
、
地
平
が
変
容
す
る
仕
方
の
一
っ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
地
平
を
変
容
さ
せ
る
と
い
う
意
味
で
の
本
来
性
1
1
自
由
の
表

現
あ
る
い
は
行
使
は
、

さ
ま
ざ
ま
な
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
経
て
可
能
な
の
で
あ
る
。

テ
イ
ラ
ー
は
『
ヘ
ー
ゲ
ル
』
以
後
、

ま
っ
た
く
地
乎
の
異
な
る
他
者
と
の
接
触
に
よ
る
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を
和
解
さ
せ
る
こ
と
と
い
う
『
自
己
の
源
泉
』
の
結
論
部
で
提
示
さ
れ
た
課
題
は
、
全
く
異
質
の
構
成
的
善
を
奉
じ
る
多
種
多
様
な
人
び
と
が

連
帯
し
う
る
の
は
い
か
に
し
て
か
と
い
う
重
大
な
問
い
を
提
起
し
、
連
帯
の
根
拠
の
探
究
と
い
う
新
た
な
政
治
哲
学
的
課
題
を
提
示
す
る
の
で

あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
『
本
来
性
の
倫
理
』
で
の
回
答
は
い
ま
だ
不
十
分
な
も
の
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
あ
く
ま
で
本
来
性
概
念
を
め

ぐ
る
論
争
の
断
絶
を
回
復
す
る
と
い
う
目
的
に
限
定
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
本
来
性
概
念
の
み
に
よ
っ
て
は
、
人
び
と
が
異
質
な
他
者
た
ち
と
連

帯
す
べ
き
積
極
的
な
理
由
を
提
示
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

で
は
、
連
帯
の
根
拠
の
探
究
と
い
う
こ
の
政
治
哲
学
的
課
題
は
、
ど
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
る
の
か
。
こ
こ
で
は
紙
幅
の
都
合
上
詳
論
す
る
余

裕
は
な
い
が
、
テ
イ
ラ
ー
が
『
自
己
の
源
泉
』
の
末
尾
で
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
こ
と
が
、
そ
の
ヒ
ン
ト
と
な
る
だ
ろ
う
。
テ
イ
ラ
ー
は
、

同
書
の
意
図
を
、
「
あ
る
ひ
と
つ
の
回
復
、
す
な
わ
ち
再
分
節
化
を
通
じ
て
埋
蔵
さ
れ
た
諸
善
を
掘
り
出
そ
う
と
す
る
試
み
1

そ
し
て
そ
の
こ

と
に
よ
っ
て
こ
れ
ら
の
諸
源
泉
を
再
び
活
性
化
さ
せ
る
試
み
、
す
な
わ
ち
、
精
神
の
衰
弱
し
た
肺
に
、
空
気
を
再
び
送
り
込
も
う
と
す
る
試
み
」

（注
75)
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
上
で
彼
は
、
こ
の
意
図
に
つ
い
て
の
次
の
よ
う
な
批
判
を
想
定
す
る
。
「
も
し
最
高
の
諸
理
想
が
、
潜
在

的
に
は
最
も
破
壊
的
で
あ
る
な
ら
ば
、
恐
ら
く
慎
重
な
方
針
が
最
も
安
全
で
あ
り
、
そ
し
て
わ
れ
わ
れ
は
活
性
化
さ
れ
た
諸
善
の
無
差
別
な
回

復
を
、
無
条
件
に
喜
ぶ
べ
き
で
は
な
い
」
（
注

76)。
だ
が
、
テ
イ
ラ
ー
は
、
こ
の
「
最
高
の
諸
理
想
」
が
必
ず
破
壊
に
つ
な
が
る
と
い
う
仮
定
を

疑
問
視
し
、
そ
れ
は
「
わ
れ
わ
れ
の
最
大
の
精
神
的
異
議
申
し
立
て
」
で
は
あ
る
も
の
の
、
「
鉄
の
宿
命
」
で
は
な
い
と
考
え
、
次
の
よ
う
に
論

じ
る
。

ど
う
す
れ
ば
こ
の
こ
と
を
証
明
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
私
は
こ
こ
で
（
あ
る
い
は
、
正
直
に
言
え
ば
、
現
時
点
で
は
ど
こ
で
も
）
そ
れ
を
行

う
こ
と
は
で
き
な
い
。
大
部
分
は
希
望
に
基
づ
い
た
発
言
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ユ
ダ
ヤ
＇
キ
リ
ス
ト
教
神
学
の
中
に
私
が
暗
示
的
に
見
出
し

て
い
る
希
望
で
あ
り
（
歴
史
に
お
け
る
そ
の
信
者
た
ち
の
記
録
は
恐
ろ
し
い
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
）
、
人
類

(the

human)
の
神
的
な
肯

定
と
い
う
そ
の
中
心
的
約
束
の
な
か
に
、
す
な
わ
ち
、
人
間
た
ち

(
h
日
n目
s)

が
〔
神
の
〕
助
力
な
く
達
成
す
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
よ
り

も
総
体
的
な
も
の
な
か
に
、
私
が
暗
示
的
に
見
出
し
て
い
る
希
望
な
の
で
あ
る
。
（
注
77)
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チャールズ・テイラーにおける……

こ
こ
で
テ
イ
ラ
ー
は
、
最
高
の
諸
理
想
が
破
壊
や
切
断

(
m
u
t
i
l
a
t
i
o
n
)

に
転
化
し
な
い
可
能
性
を
、
「
ユ
ダ
ヤ
ー
キ
リ
ス
ト
教
神
学
」

0
u
d
a
e
o
,

C
百
"istian
t
h
e
i
s
m
)

の
な
か
に
見
出
し
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
善
は
多
元
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
最
高
の
理
想
も
複
数
形

(
t
h
e

h
i
g
h
e
s
t
 
ideals)

で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
複
数
形
の
善
は
、
し
ば
し
ば
抗
争
し
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
多
元
的
な
善
を
承
認
し
よ
う
と

す
る
こ
と
に
は
、
常
に
あ
る
種
の
危
険
が
伴
う
。
テ
イ
ラ
ー
は
、
「
博
愛
の
要
求
は
、
自
己
愛
や
自
己
達
成
に
関
し
て
、
最
終
的
に
は
自
己
破
壊

や
暴
力
と
い
う
報
酬
ま
で
を
も
要
求
す
る
か
も
し
れ
な
い
よ
う
な
、
高
い
代
償
を
必
要
と
し
う
る
」
（
注

78)
と
い
う
か
た
ち
で
こ
の
問
題
を
定
式

化
す
る
。
こ
こ
に
デ
ィ
レ
ン
マ
が
存
在
す
る
。
善
の
多
元
性
を
承
認
す
る
こ
と
に
は
、
破
壊
や
切
断
が
潜
在
的
に
伴
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
テ

イ
ラ
ー
が
『
自
己
の
源
泉
』
の
結
論
部
で
示
唆
し
た
こ
と
は
、

に
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

九

0
年
代
以
後
の
テ
イ
ラ
ー
の
議
論
が
、

て
い
る
こ
と
は
、

そ
の
デ
ィ
レ
ン
マ
を
克
服
す
る
可
能
性
が
ユ
ダ
ヤ
ー
キ
リ
ス
ト
教
神
学
の
な
か

キ
リ
ス
ト
教
を
は
じ
め
と
す
る
神
学
や
、

の
問
題
に
集
中
し

と
り
わ
け
西
欧
社
会
の
「
世
俗
化
」

お
そ
ら
く
は
こ
の
点
か
ら
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
テ
イ
ラ
ー
が
「
連
帯
の
根
拠
の
探
究
」
と
い
う
政

治
哲
学
的
課
類
に
、
近
代
の
世
俗
化
テ
ー
ゼ
を
再
検
討
す
る
こ
と
で
ど
の
よ
う
に
回
答
し
よ
う
と
し
た
か
を
提
示
す
る
こ
と
が
、
テ
イ
ラ
ー
の

政
治
哲
学
上
の
重
要
な
意
義
を
分
節
化
す
る
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
本
稿
に
お
い
て
提
示
し
た
議
論
は
、
こ
の
テ
イ
ラ
ー
に
よ
る
新
た
な

る
政
治
哲
学
的
課
題
へ
の
応
答
の
、
い
わ
ば
前
段
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
だ
ろ
う
。

...... 
C
h
a
r
l
e
s
 
Taylor, 
H
e
g
e
l
 
(
C
a
m
b
r
i
d
g
e
:
 
C
a
m
b
r
i
d
g
e
 University 
Press, 
1
9
7
5
)
.
 

2
C
h
a
r
l
e
s
 Taylor, 
Sources 
o
f
 the 
Self: 
T
h
e
 M
a
k
i
n
g
 o
f
 the 
M
o
d
e
r
n
 Identity 
(
C
a
m
b
r
i
d
g
e
:
 
H
a
r
v
a
r
d
 University 
Press, 
1
9
8
9
)
・
 

3
C
h
a
r
l
e
s
 Taylor, 
T
h
e
 M
a
l
a
i
s
e
 
o
f
 M
o
d
e
r
n
i
t
y
 
(
C
o
n
c
o
r
d
,
 
Ontario: 
Anansi, 
1
9
9
1
)
.
 
R
e
p
u
b
l
i
s
h
e
d
 
as 
T
h
e
 Ethics 
o
f
 Authenticity 
(
C
a
m
b
r
i
d
g
e
:
 

H
岡
＜
日
d
University 
Press, 
1
9
9
2
)
.

田
中
智
彦
訳
『
〈
ほ
ん
も
の
〉
と
い
う
倫
理
ー
ー
ー
近
代
と
そ
の
不
安
、
産
業
図
書
、
二

0
0
四
年
。

4
C
h
a
r
l
e
s
 T
a
y
l
o
r
,
'
A
t
o
m
i
s
m
,
'
i
n
 Powers, 
Possessions 
a
n
d
 F
r
e
e
d
o
m
:
 
E
s
s
a
y
s
 
in 
H
o
n
o
u
r
 o
f
 C. 
B. 
M
a
c
p
h
e
r
s
o
n
,
 
Alkis 
K
o
n
t
o
s
,
 
ed. 
(Toronto: 

University 
of 
T
o
r
o
n
t
o
 
Press, 
1
9
7
9
)
 
pp. 3
9
,
6
1
,
 
reprinted 
in 
his 
Philosophy 
a
n
d
 the 
H
u
m
a
n
 Sciences・[Philosophical P
a
p
e
r
s
 2
 
(
C
a
m
b
r
i
d
g
e
:
 

C
a
m
b
r
i
d
g
e
 
University 
Press, 
1
9
8
5
)
,
 
pp. 
1
8
7
,
2
1
0
.

田中
l

知
口
彦
字
訳
『
ア
ト
ミ
ズ
ム
』
、
『
珀
盆
八
思
相
心
』
笛
空
一
十
二
深

J

五
号
マ
、
一
九
九
四
年
一
月
、
一
九
三
l

二
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一
五
頁
。

5

c
臣
rles
Taylor,'What's 
W
r
o
n
g
 with Negative 
Liberty,'in 
T
h
e
 Idea 
of Freedom: Essays 
in 
H
o
n
o
u
r
 of Isaiah Berlin, 
Alan Ryan, 
ed. 

(
g
o
r
d
:
0は
ord
University 
Press, 
1979) 
pp. 
175,93, 
reprinted 
in 
his 
Philosophy a
n
d
 the 
H
u
m
a
n
 Sciences, 
pp. 
211,29. 

6

c
ぽ
rles
Taylor̀
'Kant's 
T
h
e
o
r
y
 of 
Freedom,'in 
Conceptions 
of Liberty 
in 
Political Philosophy, 
J
o
h
n
 N
・
G
r
a
y
 a
n
d
 Zbigniew Pelczynski, 
eds. 

(London: 
Athlone 
Press, 
1984) 
pp. 
100,21. *
藤
悠
羊K訳
「
カ
ン
ト
」
、
飯
島
昇
蔵
・
千
葉
員
訳
者
代
表
『
自
由
論
の
系
譜
~
治
哲
学
に
お
け
る
自
由

の
観
念
』
、
行
人
社
、
一
九
八
七
年
、
一
―
―
―
-
_
―
五
八
頁
。

Reprinted
in 
his 
Philosophy a
n
d
 the 
H
`
m
a
n
 Scienc窃、

pp.
318,37. 

7
C
h
a
r
l
e
s
 Taylor,'Foucault 
o
n
 F
r
e
e
d
o
m
 a
n
d
 Truth,'Political 
Theory, 
12 
(1984), 
152,83, 
reprinted 
in 
his 
Philosophy a
n
d
 the 
H
u
m
a
n
 Sci-

e良
g、
pp.
152,84. 

8

も
ち
ろ
ん
こ
れ
ら
の
論
文
の
な
か
で
も
、
た
と
え
ば
「
消
極
的
自
由
の
何
が
誤
っ
て
い
る
の
か
」
に
お
け
る
自
由
の
機
会
概
念
と
行
使
概
念
の
提
示
な
ど
に
み

ら
れ
る
よ
う
に
、
テ
イ
ラ
ー
が
現
代
自
由
論
に
重
要
な
貢
献
を
行
っ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
本
稿
で
は
、
テ
イ
ラ
ー
自
身
の
『
ヘ
ー
ゲ
ル
』
か
ら

『
自
己
の
源
泉
』
、
『
本
来
性
の
倫
理
』
ま
で
の
思
想
的
展
開
を
、
『
ヘ
ー
ゲ
ル
』
に
お
け
る
政
治
哲
学
的
課
題
の
深
化
•
発
展
と
し
て
位
置
づ
け
る
た
め
に
、
こ
う
し

た
議
論
に
つ
い
て
の
詳
細
な
言
及
を
割
愛
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
機
会
概
念
と
行
使
概
念
と
い
う
分
析
概
念
に
基
づ
く
テ
イ
ラ
ー
の
消
極
的
自
由
批
判
に
つ
い
て

は
、
齋
藤
純
一
『
自
由
』
（
岩
波
書
店
、
二

0
0五
年
）
が
、
有
益
な
見
取
り
図
を
提
供
し
て
い
る
。

9
C
h
a
r
l
e
s
 Taylor,'Responsibility for 
Self,'in 
T
h
e
 Identities 
of Persons, 
A
m
e
l
i
e
 Rorty, 
ed. 
(Berkeley: 
University of 
California 
Press, 
1976) 

pp. 
281,99, 
reprinted in 
Free 
Will, 
G
a
r
y
 Watson, 
ed. 
(Oxford"(>xford 
University 
Press, 
1982) 
pp. 
111,26. 

1
0
C
h
a
r
l
e
s
 Taylor,'What Is 
H
u
m
a
n
 A
g
e
n
c
y●

'in 
T
h
e
 Self: 
Psychological 
a
n
d
 Philosophical Issues, 
T
h
e
o
d
o
r
e
 Mischel, 
ed. 
(Oxford: 
Blackwell, 

1977) 
pp. 
103,35, 
reprinted 
in 
his 
H
u
m
a
n
 Agency a
n
d
 L
a
n
g
u
a
g
e
 :
 Philosophical Papers 
1
 (
C
a
m
b
r
i
d
g
e
"
C
a
m
b
r
i
d
g
e
 University 
Press, 
1985), 

pp. 
15,44. 

1
1
c臣
己
es
Taylor,'Language 
and H
u
m
a
n
 Nature,'Alan B. 
Plaunt M
e
m
o
r
i
a
l
 Lecture (Ottawa: 
Carleton University, 
1978), 
reprinted 
in 
his 

H
u
n
s
i
n
捻
g
Q
aミ
d
L
a
n
g
u
a
g
e、
pp.
215,47. 

1
2
C
h
a
r
l
e
s
 Taylor̀
'Les 
sciences 
d
e
 l'hommè
'Critique、
3
6
(aofit,sept. 
1980)

8`39,49. 

1
3
c百
巳
es
Taylor,'Theories 
of 
M
e
a
n
i
n
g
,
'
(
D
a
w
e
s
 Hicks Lecture in 
Philosophy)

P`roceedi1お
s
of the 
British 
Academy, 
6
6
 
(1980)

2`83,327̀
 

reprinted 
in 
his H
u
m
a
n
 Agency a
n
d
 Language, 
pp. 
248,92. 

1
4
c百
巳
es
Taylor,'Growth, 
Legitimacy 
and the 
M
o
d
e
r
n
 Identity,'Praxis 
International, 
1
 (1981)

1`11,25̀
reprinted in 
a
 longer version 
as 

'Legitimation 
Crisis?'in 
his 
Philosophy a
n
d
 the 
H
u
m
a
n
 Sciences, 
pp. 
248,88. 

1
5
c百
巳
⑬

T
a
y
l
o
r
,
'
H
u
m
a
n
i
s
m
u
s
u
n
d
 m
o
d
e
r
n
e
 Identitat,'in D
e
r
 M
e
n
s
c
h
 in 
den M
o
d
e
r
n
e
n
 
Wissenschajten: 
Castelgandolfo,G灼
pnache]983,
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Krzysztof Michalski, ed. (Stuttgart: Klett-Cotta, 1985) pp. 117-70. 

芝 CharlesTaylor,'The Person,'in The Category of the Person: Anthropology, Philosophy, History, Michael Carrithers, Steven Collins and 

Steven Lukes, eds. (New York: Cambridge University Press, 1985) pp. 257-81.丑羹痘記届ぺ迩」＇墜賑近蓄・丑虚痘王・丑工苓出巽

『-<→二心RI卜＇n=一』＇ぶ走団圏聟迫' l兵兵ば母＇臣く 111一午01＜肛゚

~ Charles Taylor,'Self-interpreting Animals,'in his Human Agency and Language, pp. 45-76. 

芝 CharlesTaylor,'Lieblisches Handeln,'in Leibhaftige Vernunft: Spuren von Merleau-Pontys Denken, Alexandre Metraux and Bernhard 

Waldenfels, eds. (Munich: Fink, 1986) pp. 194-217, English translation:'Embodied Agency,'in Merleau-Ponty: Critical Essays, Henry Pie-

tersma, ed. (Washington, D. C.: University Press of America, 1989) pp. 1-21. 

虫 CharlesTaylor,'Sprache und Gesellschaft,'in Kommunikatives Handeln: Beitr age zu J iirgen Habermas'Theorie des kommunikativen 

Handelns, Axel Honneth and Hans Joas, eds. (Frankfurt: Suhrkamp, 1986) pp. 35-52, English translation:'Language and Society,'in Com-

municative Action, Axel Honneth and Hans Joas, eds. (Cambridge: MIT Press, 1991) pp. 23-35. 

~ Charles Taylor,'The Moral Topography of the Self,'in Hermeneutics and Psychological Theory, Stanley Messer, Louis Sass and Robert 

Woolfolk, eds. (New Brunswick: Rutgers University Press, 1988) pp. 298-320. 

芯 Hegel,p.538. 

甜ヤト'，,\ト=—→今心王晦足ぐニド竺'Charles Taylor, Modern Social Imaginaries, Dilip Gaonkar, Jane Kramer, Benjamin Lee and Mich-

ael Warner, eds. (Durham, NC: Duke University Press, 2004)心鈴翌

心哀 Cf.Charles Taylor, Hegel and Modern Society (Cambridge: Cambridge University Press, 1979), ch. 3.痴謬鱈『（一'""~翠五

言 釦（迎躙霞 l亨 0母）＇蒜 111憐皿゚

予
~ Hegel, p.559. 

11" 忠 Ibid.,p.563. 
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ギ
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M'Language and Human Nature,'in his Human Agency and Language, p. 216. 

I
8
I
 



32
↓

T
h
e
o
r
i
e
s
 
of 
M
e
a
n
i
n
g
,
'
i
n
 his 
H
u
m
a
n
 A
g
e
n
c
y
 a
n
d
 L
a
n
g
u
a
g
e
,
 
p. 
249. 

33Ibid.こ

p.258.

34Ibid.こ

p.265.

3
5
'
L
a
n
g
u
a
g
e
 a
n
d
 H
u
m
a
n
 N
a
t
u
r
e
,
'
p
.
 
230. 

3
6
C
h
a
r
l
e
s
 T
a
y
l
o
r
,
'
T
h
e
 
I
m
p
o
r
t
a
n
c
e
 
of 
H
e
r
d
e
r
,
'
i
n
 Isaiah 
Berlin: A
 Celebration, 
E
d
n
a
 a
n
d
 Avishai 
Margalit, 
eds. 
(
L
o
n
d
o
n
:
 
H
o
g
a
r
t
h
 Press, 

1991), 
reprinted 
in 
his 
Philosophical A
r
g
u
m
e
n
t
s
 
(
C
a
m
b
r
i
d
g
e
,
 
M
a
s
s
:
 
H
a
r
v
a
r
d
 University 
Press, 
1995), 
pp. 
79,99. 

3
7
C
h
a
r
l
e
s
 
T
a
y
l
o
r
,
'
L
i
c
h
t
u
n
g
 o
d
e
r
 L
e
b
e
n
s
f
o
r
m
.
 
Parallelen 
Z
w
i
s
c
h
e
n
 W
i
t
t
g
e
n
s
t
e
i
n
 
u
n
d
 H
e
i
d
e
g
g
e
r
,
'
i
n
 D
e
r
 L
o
w
e
 spricht ••• 

u
n
d
 w
i
r
 k
 on
n
e
n
 

昔
nichtgerstehen,
B
r
i
a
n
 
M
c
G
u
i
n
n
e
s
s
 et 
al, 
eds. 
(Frankfurt: 
S
u
h
r
k
a
m
p
,
 
1
9
9
1
)
 
pp. 
94,120, 
E
n
g
l
i
s
h
 
translation, 
?
L
i
c
h
t
u
n
g
 o
r
 
L
e
b
e
n
s
f
o
r
m
:
 

P
臼
allels
b
e
t
w
e
e
n
 H
e
i
d
e
g
g
e
r
 a
n
d
 Wittgensteiǹ
'in 
his 
Philosophical A
r
g
u
m
e
n
t
s、
pp.
61,78. 

3
8
C
h
a
r
l
e
s
 
T
a
y
l
o
r
,
'
H
e
i
d
e
g
g
e
r
,
 
L
a
n
g
u
a
g
e
`
a
n
d
 E
c
o
l
o
g
y
,
'
i
n
 Heidegger: 
A
 Critical 
Reader, 
H
u
b
e
r
t
 D
r
e
y
f
u
s
 
a
n
d
 H
a
r
r
i
s
o
n
 
Hall, 
eds. 
(Oxford: 

Blackwell, 
1
9
9
2
)
 
pp. 
247,69, 
reprinted 
in 
his 
Philosophical A
r
g
u
m
e
n
t
s
,
 
pp. 
100,26. 

3
9
'
L
i
c
h
t
u
n
g
 o
r
 
L
e
b
e
n
s
f
o
r
m
:
 
Parallels 
b
e
t
w
e
e
n
 H
e
i
d
e
g
g
e
r
 a
n
d
 W
i
t
t
g
e
n
s
t
e
i
n
'
i
n
 Philosophical A
r
g
u
m
e
n
t
,
 
p.69. 

4
0
C
h
a
r
l
e
s
 Taylor,'Interpretation 
a
n
d
 t
h
e
 
S
c
i
e
n
c
e
s
 
of 
M
a
n
,
'
R
e
v
i
e
w
 o
f
 Metaphysics, 
2
5
 
(1971), 
3,51, 
reprinted 
in 
his 
Philosophy 
a
n
d
 the 

H
u
n
g
n
 Sciences, 
pp. 
15,57. 

41'Interpretation 
a
n
d
 t
h
e
 
S
c
i
e
n
c
e
s
 
of 
M
a
n
,
'
i
n
 Philosophy 
a
n
d
 the 
H
u
m
a
n
 Sciences, 
p. 
26. 

4
2
C
h
a
r
l
e
s
 
Taylor,'Introduction,'in Philosophy 
a
n
d
 the 
H
u
m
a
n
 Sciences, 
p. 
3.

ま
た
、
テ
イ
ラ
ー
は
こ
の
箇
所
と
そ
の
周
辺
で
、
一
方
で
人
間
が
自

己
解
釈
を
お
こ
な
い
自
己
を
構
成
す
る
構
成
的
主
体
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
た
論
文
と
し
て
、
「
人
間
の
行
為
者
性
と
は
何
か
」
と
「
解
釈
と
人
間
の
科
学
」
を
挙
げ

て
お
り
、
他
方
で
そ
の
自
己
解
釈
は
暗
黙
的
な
背
景
に
照
ら
し
て
行
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
論
じ
た
論
文
と
し
て
「
人
間
の
行
為
者
性
と
は
何
か
」
と
「
自
己
解
釈

す
る
動
物
」
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
一
九
七
一
年
に
公
刊
さ
れ
た
「
解
釈
と
人
間
科
学
」
の
段
階
で
は
、
『
ヘ
ー
ゲ
ル
』
の
結
論
部
で
論
じ
ら
れ
た
言
語

の
陪
黙
的
・
非
反
省
的
な
背
景
が
、
ま
だ
主
題
化
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
傍
証
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

43'Self,interpreting A
n
i
m
a
l
s
,
'
i
n
 H
u
m
a
n
 A
g
e
n
c
y
 a
n
d
 L
a
n
g
u
a
g
e
,
 
p. 
49. 

44Ibid.こ

p.53.

4
5
b
i
d．こ

p.63.

46Ibid.こ

p.71.

4
7
D
i
d、,
p.74. 

4
8
H
臼

ry
F
r
a
n
k
f
u
r
t
,
'
F
r
e
e
d
o
m
 
of 
t
h
e
 
Will 
a
n
d
 t
h
e
 
C
o
n
c
e
p
t
 of 
a
 P
e
r
s
o
n
,
'
J
o
u
r
n
a
l
 o
f
 Philosophy, 
68:1 
(Jan. 
1971), 
pp. 
5,20. 
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チャールズ・テイラーにおける……

49'What Is 
H
u
m
a
n
 Agency?'in H
u
m
a
n
 Agency and Language, p. 
2
6
.
 

50
こ
の
「
強
い
評
価
」
と
い
う
概
念
は
、
こ
の
時
期
に
集
中
的
に
発
表
さ
れ
た
テ
イ
ラ
ー
の
自
由
に
関
す
る
諸
論
考
に
お
い
て
も
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

た
と
え
ば
「
消
極
的
自
由
の
何
が
誤
っ
て
い
る
の
か
」
に
お
い
て
、
テ
イ
ラ
ー
は
「
強
い
評
価
」
概
念
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
純
粋
な
機
会
概
念
」
と
し
て

の
消
極
的
自
由
を
批
判
す
る
。
テ
イ
ラ
ー
は
、
信
教
の
自
由
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
が
、
信
号
機
が
少
な
い
（
移
動
の
自
由
が
制
限
さ
れ
て
い
な
い
）
の
で
、
自
由

の
数
と
い
う
面
に
お
い
て
ア
ル
バ
ニ
ア
は
イ
ギ
リ
ス
よ
り
自
由
な
国
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
か
、
と
論
じ
る
。
問
題
は
、
ど
の
く
ら
い
の
数
の
自
由
が
認
め
ら
れ
て
い

る
か
で
は
な
く
、
認
め
ら
れ
て
い
る
（
あ
る
い
は
制
限
さ
れ
て
い
る
）
自
由
の
質
な
の
で
あ
る
。
こ
の
「
質
」
を
評
価
す
る
の
が
「
強
い
評
価
」
で
あ
る
。
テ
イ
ラ
ー

に
よ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
、
行
為
に
際
す
る
外
的
障
害
の
欠
如
と
い
う
消
極
的
自
由
の
基
本
的
定
義
を
受
け
入
れ
る
と
き
で
さ
え
、
強
い
評
価
と
い
う
事
実
に
よ
っ

て
拘
束
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
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W
r
o
n
g
 with Negative 
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H
u
m
a
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.
2
2
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m
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.
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b
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p
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.
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