
311　　倫理学における「私たち」の身分についての考察

　

私
が
責
任
を
負
う
（be 

responsible

）
の
は
「
私
」
と
し
て
、
つ
ま

り
一
人
の
個
人
と
し
て
、
だ
け
な
の
だ
ろ
う
か
。
私
が
責
任
を
引
き
受

け
る
（assum

e 
responsibility

）
と
き
に
明
ら
か
に
な
る
の
は
、

「
私
」
が
誰
で
あ
る
か
は
必
然
的
な
仕
方
で
他
者
と
密
接
に
結
び
つ
い

て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
、
と
い
っ
た
よ
う
な
こ
と
は
あ
り
う
る
だ
ろ
う

か
。
そ
も
そ
も
他
者
の
世
界
な
し
で
私
は
思
考
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
。

実
際
、
ま
さ
に
責
任
を
引
き
受
け
る
過
程
を
通
じ
て
、「
私
」
な
る
も

の
（the 

“I
”）
が
、
少
な
く
と
も
部
分
的
に
は
、
あ
る
「
私
た
ち
」（a 

“we

”）
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
は
あ
り
う
る
だ
ろ

一
　
問
題
の
提
示

　

本
稿
の
目
的
は
、
ジ
ュ
デ
ィ
ス
・
バ
ト
ラ
ー
の
『
自
分
自
身
を
説
明
す

る
こ
と
』（
以
下
『
説
明
』）（1
）の
読
解
を
通
し
て
、
バ
ト
ラ
ー
の
「
責
任
」

概
念
を
解
明
す
る
と
と
も
に
そ
う
し
た
責
任
の
主
体
に
関
す
る
問
い
を
考

察
す
る
こ
と
で
あ
る
。
問
い
は
バ
ト
ラ
ー
が
「
責
任
の
主
体
」
と
し
て

「
私
た
ち
」
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
提
示
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と

に
関
わ
る
。
こ
の
問
い
の
所
在
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
ま
ず
は
一
つ

の
参
照
点
と
し
て
バ
ト
ラ
ー
の
近
著
『
戦
争
の
枠
組
』
の
中
で
提
示
さ
れ

る
次
の
よ
う
な
問
い
に
着
目
し
た
い
。

論
説倫

理
学
に
お
け
る
「
私
た
ち
」
の
身
分
に
つ
い
て
の
考
察

バ
ト
ラ
ー
の
「
責
任
」
概
念
を
手
掛
か
り
に

守
博
紀
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に
先
立
っ
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
そ
れ
は
個
人
が
あ
る
既
存
の
特
定
の
集
団

に
帰
属
す
る
と
い
う
こ
と
を
含
意
し
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

本
稿
で
は
こ
う
し
た
事
態
の
解
明
を
試
み
る
の
だ
が
、
そ
の
た
め
の
議
論

の
輪
郭
は
大
ま
か
に
次
の
よ
う
に
描
か
れ
る
。

　

第
一
に
、
上
記
の
事
態
は
、
バ
ト
ラ
ー
が
「
責
任
」
概
念
を
、
特
定
の

集
団
へ
の
帰
属
に
基
づ
く
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、
そ
う
し
た
帰
属
に
伴

っ
て
従
わ
ざ
る
を
え
な
い
認
識
の
規
範
へ
の
反
省
に
基
づ
く
も
の
と
し
て

再
考
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
説
明
さ
れ
る
。
こ
の
反
省
の
ゆ
え
に
、

「
私
た
ち
」
は
そ
の
「
誰
で
あ
る
か
」
が
未
決
定
の
ま
ま
に
開
か
れ
る
こ

と
に
な
る
。
た
だ
し
バ
ト
ラ
ー
は
こ
う
し
た
反
省
を
、
単
に
抽
象
的
で
理

論
的
な
作
業
と
し
て
描
く
の
で
は
な
く
、
情
動
（affect

）（4
）の
中
に
位
置

づ
け
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、「
責
任
は
感
受
性
（sus-

ceptibility

）
で
あ
る
」
と
い
う
テ
ー
ゼ
が
提
示
さ
れ
る
。
第
二
に
、
こ

の
テ
ー
ゼ
を
支
え
る
も
の
と
し
て
、
反
省
と
い
う
営
み
の
内
実
を
説
明
す

る
。「
反
省
」
と
い
う
概
念
は
し
ば
し
ば
「
批
判
的
」
と
い
う
形
容
詞
を

伴
っ
て
用
い
ら
れ
る
が
、
そ
の
と
き
「
批
判
」
と
い
う
語
が
含
意
し
て
い

る
の
は
、
批
判
の
主
体
自
身
が
同
時
に
当
の
批
判
の
対
象
で
あ
る
よ
う
な

態
度
で
あ
る
。
第
三
に
、
こ
の
よ
う
な
批
判
の
再
帰
性
が
規
範
に
関
す
る

バ
ト
ラ
ー
の
洞
察
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
規
範
の
普
遍
性

を
め
ぐ
る
バ
ト
ラ
ー
の
議
論
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

以
上
の
よ
う
に
本
稿
に
お
い
て
は
バ
ト
ラ
ー
の
議
論
の
考
察
は
三
つ
の

う
か
。（2
）

と
り
わ
け
最
後
に
提
示
さ
れ
る
問
い
が
重
要
で
あ
る
。
そ
の
重
要
性
は
、

そ
の
す
ぐ
後
に
パ
ラ
グ
ラ
フ
を
変
え
て
提
示
さ
れ
る
次
の
問
い
と
続
け
て

読
む
こ
と
で
明
ら
か
に
な
る
。
そ
こ
で
は
、「
し
か
し
そ
れ
で
は
、
私
が

「
私
た
ち
」

―
あ
る
い
は
そ
の
一
部

―
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
、

そ
の
よ
う
な
「
私
た
ち
」
に
含
ま
れ
る
の
は
誰
な
の
か
」（3
）と
問
わ
れ
て

い
る
。

　

こ
の
問
い
の
順
番
は
一
見
不
自
然
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で

は
「「
私
」
な
る
も
の
が
あ
る
「
私
た
ち
」
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
の
可

能
性
が
問
わ
れ
た
の
ち
、「
そ
れ
で
は
」（then

）
と
い
う
語
を
挟
ん
で

―
す
な
わ
ち
こ
の
可
能
性
が
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
そ
の
次
に

―

そ
の
「
私
た
ち
」
と
は
誰
な
の
か
が
問
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
も
し

「
私
た
ち
」
と
い
う
語
が
、
た
と
え
漠
然
と
で
は
あ
っ
て
も
特
定
の
共
同

体
な
り
集
団
を
指
す
語
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
特
定
の
意
味
で
の
「
私
た

ち
」
に
属
す
る
の
は
誰
か
、
と
い
う
問
い
に
何
ら
か
の
仕
方
で
答
え
ら
れ

な
い
限
り
「
私
が
そ
の
「
私
た
ち
」
で
あ
る
こ
と
は
可
能
か
」
と
い
う
問

い
に
は
答
え
よ
う
も
な
い
。

　

こ
こ
か
ら
言
え
る
こ
と
は
、
バ
ト
ラ
ー
が
「
責
任
を
引
き
受
け
る
」
と

い
う
言
葉
で
言
い
表
そ
う
と
し
た
事
態
に
お
い
て
は
、「「
私
」
が
「
私
た

ち
」
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
は
「「
私
た
ち
」
と
は
誰
か
」
と
い
う
問
い
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ス
が
支
配
を
止
め
た
と
き
の
み
だ
、
と
主
張
す
る
。
こ
の
こ
と
が
含
意

す
る
の
は
、
道
徳
的
な
問
い
は
、
そ
れ
自
体
が
適
切
で
あ
る
と
共
通
し

て
受
け
容
れ
ら
れ
た
エ
ー
ト
ス
を
基
礎
に
し
て
生
起
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。〔
…
…
〕
第
二

に
、
ア
ド
ル
ノ
が
明
ら
か
に
す
る
の
は
次
の
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

集
団
的
エ
ー
ト
ス
が
も
は
や
共
有
さ
れ
て
い
な
い
と
し
て
も
、〔
…
…
〕

そ
れ
は
自
ら
の
共
通
性
へ
の
要
求
を
、
た
だ
暴
力
的
手
段
に
よ
っ
て
の

み
押
し
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
集

団
的
エ
ー
ト
ス
は
、
そ
の
集
団
性
の
見
か
け
を
維
持
す
る
た
め
に
暴
力

を
道
具
化
す
る
。（GA

O
 4

〔
一
一
〕）

集
団
的
エ
ー
ト
ス
と
は
、
あ
る
共
同
体
の
中
で
そ
の
構
成
員
に
よ
っ
て

（
特
に
教
育
を
介
し
て
）
内
面
化
さ
れ
る
行
動
様
式
の
こ
と
で
あ
る
。
こ

う
し
た
エ
ー
ト
ス
が
支
配
的
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
個
々
人
の
行
為
が
滑

ら
か
に
遂
行
さ
れ
そ
の
背
後
に
あ
る
規
範
の
正
当
性
が
さ
し
あ
た
り
問
わ

れ
な
い
と
い
う
こ
と
、
ま
た
個
々
人
が
他
の
行
為
の
可
能
性
に
つ
い
て
盲

目
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
引
用
の
第
一
の

点
は
道
徳
的
問
い
が
可
能
で
あ
る
た
め
の
必
要
条
件
を
示
し
、
第
二
の
点

は
な
ぜ
こ
の
問
い
が
「
道
徳
的
」
と
言
わ
れ
る
の
か
を
説
明
す
る
。
ア
ド

ル
ノ
の
言
う
「
暴
力
」
と
は
「
普
遍
性
に
つ
い
て
の
主
張
」
と
い
う
文
脈

に
お
い
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
特
に
、
普
遍
的
に
妥
当
す
る
と
さ

部
分
に
分
け
ら
れ
る
。
考
察
は
前
提
あ
る
い
は
基
礎
と
な
る
も
の
か
ら
始

め
て
い
く
た
め
、
順
番
と
し
て
は
先
に
挙
げ
た
も
の
と
は
逆
に
な
る
。

　
二
　
バ
ト
ラ
ー
の
責
任
の
倫
理

　

本
節
で
は
バ
ト
ラ
ー
の
「
責
任
」
概
念
を
明
確
化
す
る
。
先
に
挙
げ
た

三
つ
の
論
点
を
踏
ま
え
て
、
ま
ず
は
予
備
的
考
察
と
し
て
『
説
明
』
に
お

け
る
普
遍
性
の
再
定
式
化
の
議
論
を
取
り
上
げ
る
（
一
）。
次
い
で
『
説

明
』
で
強
調
さ
れ
る
規
範
と
主
体
の
関
係
の
二
重
性
お
よ
び
そ
れ
に
つ
い

て
の
無
知
と
い
う
観
点
か
ら
、「
批
判
」
と
い
う
営
み
の
再
帰
的
性
格
を

指
摘
す
る
（
二
）。
最
後
に
、
こ
の
よ
う
な
自
己
批
判
と
し
て
の
批
判
が

責
任
の
倫
理
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
意
味
で
不
可
欠
で
あ
る
の
か
を
明
ら

か
に
す
る
（
三
）。

　（
一
）　
普
遍
性
の
再
定
式
化

　

バ
ト
ラ
ー
は
『
説
明
』
を
「
道
徳
哲
学
に
関
す
る
問
い
を
提
示
す
る
こ

と
は
い
か
に
し
て
可
能
か
」（GA

O
 3

〔
九
〕）
と
い
う
問
い
か
ら
開
始
す

る
。
こ
の
問
い
に
対
し
、
バ
ト
ラ
ー
は
ア
ド
ル
ノ
の
講
義
『
道
徳
哲
学
の

諸
問
題
』（5
）を
参
照
し
つ
つ
そ
の
要
点
を
次
の
よ
う
に
ま
と
め
る
。

第
一
に
ア
ド
ル
ノ
は
、
道
徳
的
問
い
が
生
起
す
る
の
は
集
団
的
エ
ー
ト
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で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
普
遍
性
の
問
題
化
は
、
単
に
普
遍

性
を
僭
称
す
る
規
範
を
相
対
化
し
た
り
そ
れ
か
ら
逸
脱
し
た
り
す
る
こ
と

の
み
を
意
味
し
な
い
。
と
い
う
の
も
、「
再
定
式
化
」（reform

ulation

）

と
い
う
表
現
を
用
い
て
い
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
バ
ト
ラ
ー
は

暴
力
的
に
作
用
す
る
普
遍
性
を
た
だ
単
に
排
除
す
る
の
で
は
な
く
何
ら
か

の
「
ふ
さ
わ
し
い
」
仕
方
で
定
式
化
す
る
可
能
性
を
認
め
た
上
で
上
記
の

テ
ー
ゼ
を
提
示
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
再
定
式
化
さ
れ
た
普

遍
性
の
「
ふ
さ
わ
し
さ
」
は
い
か
に
し
て
保
証
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

バ
ト
ラ
ー
に
よ
る
な
ら
ば
、
そ
の
保
証
は
再
定
式
化
に
先
立
っ
て
与
え

ら
れ
る
基
準
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
普
遍
性
が
個
別
性
に
対
し
て
応
答

（response

）
し
て
い
る
か
、
と
い
う
具
体
的
状
況
に
即
し
た
そ
の
場
そ

の
場
の
反
省
に
よ
っ
て
の
み
可
能
に
な
る
。
そ
し
て
こ
う
し
た
主
張
の
背

景
に
は
、
バ
ト
ラ
ー
が
道
徳
的
問
い
の
可
能
性
を
め
ぐ
る
考
察
か
ら
「
責

任
」（responsibility

、
つ
ま
り
「
応
答
可
能
で
あ
る
こ
と
」）
概
念
の
練

り
直
し
に
至
る
動
機
の
一
つ
が
あ
る
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
道
徳
を
め
ぐ

る
私
た
ち
の
実
践
は
、
普
遍
的
に
妥
当
す
る
と
さ
れ
る
抽
象
的
原
理
が
適

用
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
に
よ
っ
て
で
は
な
く
具
体
的
で
個
別
的
な
状
況

に
応
答
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
に
よ
っ
て
吟
味
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、「
応
答
す
る
こ
と
は
何
を

意
味
す
る
の
か
、
そ
れ
は
い
か
に
し
て
可
能
か
」
と
い
う
問
い
が
引
き
出

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

れ
る
規
範
と
個
人
と
の
具
体
的
な
関
係
を
考
慮
に
入
れ
る
こ
と
な
し
に
た

だ
「
あ
る
集
団
で
共
通
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
」
と
い
う
事
実
な
い
し

は
見
か
け
に
よ
っ
て
あ
る
規
範
の
普
遍
性
が
主
張
さ
れ
る
、
と
い
う
よ
う

な
状
況
に
お
い
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る（

6
）。
そ
し
て
、
バ
ト
ラ
ー
が

引
用
し
て
い
る
よ
う
に
、
ア
ド
ル
ノ
に
と
っ
て
「
全
体
利
益
と
個
別
利
益
、

つ
ま
り
個
々
人
の
利
益
と
の
乖
離
と
い
う
社
会
的
問
題
は
、
同
時
に
ま
さ

し
く
倫
理
的
問
題
で
も
あ
る
」
が
ゆ
え
に
（GA

O
 5

〔
一
二
〕）、
暴
力
を

道
具
化
す
る
普
遍
性
を
め
ぐ
る
問
い
は
道
徳
的
問
い
と
言
わ
れ
る
の
で
あ

る
。

　

こ
の
よ
う
な
ア
ド
ル
ノ
の
読
解
を
通
し
て
、
バ
ト
ラ
ー
は
普
遍
的
と
さ

れ
る
規
範
と
個
人
と
の
関
係
を
倫
理
的
に
問
う
た
め
の
一
つ
の
テ
ー
ゼ
を

提
示
す
る
。「
問
題
は
普
遍
性
そ
の
も
の
に
関
わ
る
の
で
は
な
く
普
遍
性

の
作
用
に
関
わ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
も
文
化
的
個
別
性
に
応
答
す
る
（be 

responsive to

）
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
の
普
遍
性
の
適
用
可
能
性
の
範
囲

に
含
ま
れ
る
社
会
的
で
文
化
的
な
諸
条
件
に
応
答
し
て
（in 

response 

to

）
自
ら
の
再
定
式
化
を
受
け
る
こ
と
も
で
き
な
い
よ
う
な
、
そ
う
し
た

普
遍
性
の
作
用
に
関
わ
る
の
で
あ
る
」（GA

O
 
6

〔
一
四
〕）。
バ
ト
ラ
ー

に
と
っ
て
普
遍
性
の
問
題
化
と
は
、
単
な
る
規
範
一
般
の
否
定
で
は
な
い
。

言
い
換
え
れ
ば
、
普
遍
的
に
妥
当
し
て
い
る
と
さ
れ
る
規
範
の
す
べ
て
が

吟
味
の
対
象
と
な
る
べ
き
も
の
な
の
で
は
な
い
。
重
要
な
の
は
、
こ
う
し

た
規
範
の
各
々
に
そ
れ
が
暴
力
的
に
な
る
条
件
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
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て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
に
対
し
『
言
葉
』
に
お
い
て
問
題
と
な
っ
て
い
る

の
は
「
偏
狭
」（parochial

）
で
「
排
他
的
」（exclusionary

）
な
あ
り

方
を
と
る
普
遍
性
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
普
遍
性
の
再
定
式
化
を
め
ぐ
る
議

論
の
力
点
の
微
妙
な
移
動
が
見
ら
れ
る
。

『
言
葉
』
に
お
い
て
普
遍
性
の
再
定
式
化
と
は
「
普
遍
性
そ
れ
自
体
の
概

念
を
拡
張
し
実
体
的
に
す
る
」
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
た
め
の
手
掛
か
り
と

な
る
の
は
「
歴
史
的
分
節
化
」（historical articulation

）
で
あ
る
。
歴

史
的
分
節
化
と
は
、
普
遍
性
を
所
与
の
も
の
、
既
存
の
も
の
と
み
な
す
態

度
（
こ
れ
は
普
遍
性
の
「
自
然
化
」（naturalization

）
と
呼
ば
れ
る（

8
））

に
対
し
て
、
普
遍
性
を
生
成
し
て
き
た
も
の
、
そ
し
て
今
も
な
お
生
成
し

つ
つ
あ
る
も
の
と
み
な
す
こ
と
で
あ
り
、
特
に
今
現
在
普
遍
的
に
妥
当
す

る
と
さ
れ
る
規
範
が
そ
の
都
度
の
具
体
的
で
歴
史
的
な
状
況
に
お
い
て
ど

の
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
を
経
て
そ
の
よ
う
な
妥
当
性
を
獲
得
す
る
に
至
っ
た

の
か
を
辿
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
作
業
を
経
る
こ
と
で
既
存
の
普
遍

性
の
排
他
性
を
暴
露
す
る
、
と
い
う
こ
と
が
こ
の
時
点
で
の
バ
ト
ラ
ー
の

戦
略
で
あ
っ
た
。

　

こ
こ
で
バ
ト
ラ
ー
は
、
普
遍
性
の
歴
史
的
分
節
化
の
た
め
に
そ
の
普
遍

性
に
と
っ
て
の
「
外
部
」（outside

）
を
措
定
し
て
い
る（

9
）。
し
か
し
こ

の
「
外
部
」
と
い
う
領
域
の
存
在
を
自
明
視
し
て
よ
い
の
か
ど
う
か
、
こ

の
「
外
部
」
と
分
節
化
す
る
主
体
と
の
関
係
が
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か

は
明
ら
か
で
は
な
い
。
以
下
の
節
で
は
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
考
察
す
る

　

こ
こ
で
、
同
じ
く
普
遍
性
の
問
題
を
扱
っ
た
『
触
発
す
る
言
葉
』（
一

九
九
七
年
、
以
下
『
言
葉
』）
の
議
論
を
『
説
明
』
の
議
論
と
比
較
す
る

こ
と
で
、「
普
遍
性
の
再
定
式
化
」
に
お
い
て
な
ぜ
「
責
任
」
概
念
が
問

題
と
な
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
。『
言
葉
』
に
お

い
て
は
以
下
の
よ
う
な
仕
方
で
「
普
遍
性
の
よ
り
拡
張
的
な
再
定
式
化
」

（m
ore expansive reform

ulations of universality

）
が
論
じ
ら
れ

て
い
る
。

　

も
し
今
日
国
際
法
の
中
に
暗
号
化
さ
れ
て
い
る
普
遍
性
に
つ
い
て
の
暫

定
的
で
偏
狭
な
見
解
の
み
を
ひ
た
す
ら
尊
重
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、

私
た
ち
は
い
か
に
し
て
普
遍
性
の
よ
り
拡
張
的
な
再
定
式
化
を
主
張
し

続
け
る
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
。〔
…
…
〕
そ
の
よ
う
に
す
で
に
確
立
さ

れ
た
定
式
化
が
普
遍
な
る
も
の
に
よ
っ
て
意
味
さ
れ
る
も
の
の
可
能
性

を
汲
み
つ
く
し
て
い
る
と
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
誤
り
で
あ
ろ
う
。

〔
…
…
〕
実
の
と
こ
ろ
重
要
な
の
は
次
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
で
あ
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
普
遍
性
の
基
準
は
歴
史
的
に
分
節
化

さ
れ
る
の
で
あ
り
、
一
定
の
仕
方
で
の
普
遍
性
の
歴
史
的
分
節
化
に
備

わ
る
偏
狭
で
排
他
的
な
性
格
を
暴
露
す
る
こ
と
は
普
遍
性
そ
れ
自
体
の

概
念
を
拡
張
し
実
体
的
に
す
る
企
図
の
一
部
な
の
で
あ
る
、
と（

7
）。

　
『
説
明
』
に
お
い
て
は
個
人
と
普
遍
性
と
の
抽
象
的
関
係
が
問
題
と
な
っ



言語社会　第 7号　　316

「
生
き
生
き
と
し
た
か
た
ち
で
（in a living w

ay

）」（GA
O
 5

〔
一
三
〕）、

す
な
わ
ち
暴
力
に
よ
っ
て
押
し
付
け
ら
れ
る
こ
と
な
く
我
有
化
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
と
き
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
個
別
者
の
生
存
（liv-

ing

）
そ
の
も
の
が
常
に
す
で
に
、
当
の
規
範
に
よ
っ
て
可
能
な
も
の
と

し
て
成
立
し
て
い
る
と
い
う
事
態
が
問
題
で
あ
る
、
と
。「
私
た
ち
が
問

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
生
き
生
き
と
し
た
か
た
ち
で
道
徳
的
規
範

を
我
有
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
「
私
」
が
そ
れ
自
体
、
主
体
の
生
存
可

能
性
（viability

）
を
確
立
す
る
よ
う
な
規
範
に
よ
っ
て
条
件
づ
け
ら
れ

て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」（GA

O
 
9

〔
一
八
―
一

九
〕）（10
）。
そ
し
て
確
か
に
、
生
き
生
き
と
し
た
か
た
ち
で
我
有
化
す
べ
き

規
範
と
制
約
す
る
規
範
と
い
う
規
範
の
こ
の
二
重
性
格
に
よ
っ
て
普
遍
性

を
め
ぐ
る
問
題
は
困
難
に
な
る
の
だ
が
、（
二
）
の
論
点
に
関
連
し
て
、

こ
の
難
し
さ
を
バ
ト
ラ
ー
は
む
し
ろ
倫
理
に
関
わ
る
洞
察
の
た
め
の
前
提

と
見
な
す
。
こ
こ
で
バ
ト
ラ
ー
が
こ
の
よ
う
な
倫
理
的
洞
察
の
モ
デ
ル
と

し
て
挙
げ
る
の
が
批
判
と
い
う
営
み
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
批
判
と
い
う

活
動
が
、
普
遍
性
の
再
定
式
化
に
と
っ
て
、
さ
ら
に
は
責
任
の
倫
理
に
と

っ
て
不
可
欠
の
も
の
と
さ
れ
る（

11
）。

　

こ
こ
で
の
「
批
判
」
は
既
成
の
規
範
の
批
判
だ
け
で
な
く
自
己
批
判
を

も
含
む
（
そ
し
て
こ
こ
が
『
言
葉
』
に
お
け
る
「
歴
史
的
分
節
化
」
と
異

な
る
点
で
あ
る
）。
な
ぜ
な
ら
、
バ
ト
ラ
ー
に
と
っ
て
規
範
と
の
生
き
生

き
と
し
た
関
係
は
同
時
に
規
範
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
る
関
係
で
も
あ
り
、

こ
と
で
『
説
明
』
に
お
け
る
「
普
遍
性
の
再
定
式
化
」
の
特
徴
を
浮
か
び

上
が
ら
せ
、
そ
れ
と
と
も
に
バ
ト
ラ
ー
の
「
責
任
」
概
念
を
解
明
す
る
こ

と
に
す
る
。

　（
二
）　
規
範
の
二
重
性
格
と
批
判

　

上
記
の
問
い
は
普
遍
性
を
問
題
化
す
る
主
体
の
立
ち
位
置
に
関
わ
る
。

『
言
葉
』
で
は
歴
史
的
分
節
化
の
起
点
と
し
て
「
外
部
」
か
ら
の
異
議
申

し
立
て
が
要
請
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
普
遍
性
を
分
節
化
す
る
主
体
が
ど

の
よ
う
に
し
て
そ
の
異
議
申
し
立
て
に
応
答
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
と

い
う
こ
と
が
そ
の
主
体
の
位
置
づ
け
か
ら
明
確
に
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い

難
い
。
そ
れ
に
対
し
て
『
説
明
』
で
は
議
論
の
力
点
は
「
外
部
」
か
ら
の

異
議
申
し
立
て
よ
り
も
む
し
ろ
、
普
遍
性
を
問
題
化
す
る
主
体
の
内
在
性

に
置
か
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
移
行
の
背
景
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
次
の

こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、（
一
）
バ
ト
ラ
ー
は
そ
の
仕
事
の
初
期
か
ら
、

主
体
の
生
存
可
能
性
を
確
立
す
る
規
範
が
同
時
に
主
体
を
条
件
づ
け
る
規

範
で
も
あ
る
、
と
い
う
規
範
の
二
重
性
格
を
重
要
視
し
て
い
た
の
だ
が
、

そ
れ
に
加
え
て
、（
二
）『
説
明
』
に
お
い
て
は
、
こ
の
規
範
の
二
重
性
格

は
私
た
ち
の
自
己
理
解
の
限
界
を
画
す
る
も
の
と
捉
え
ら
れ
、
ま
さ
に
こ

の
限
界
の
ゆ
え
に
道
徳
的
探
究
が
可
能
に
な
る
、
と
い
う
こ
と
が
主
張
さ

れ
て
い
る
。（
一
）
に
つ
い
て
は
『
説
明
』
の
中
で
も
次
の
よ
う
に
論
じ

ら
れ
て
い
る
。
普
遍
性
が
道
徳
的
に
問
題
と
な
る
の
は
個
別
者
が
規
範
を
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く
と
も
そ
の
よ
う
に
問
う
こ
と
は
、
自
分
と
は
誰
で
あ
る
の
か
（
あ
る

い
は
誰
で
あ
り
う
る
の
か
）、
自
分
は
承
認
可
能
か
否
か
、
と
い
う
問

い
を
提
示
す
る
き
っ
か
け
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。（GA

O
 
23

〔
四
二
〕、

強
調
原
文
）

　

ま
ず
「
理
解
可
能
性
」
と
い
う
語
に
つ
い
て
説
明
を
加
え
た
い
。
あ
る

振
舞
い
が
理
解
可
能
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
そ
れ
が
一
定
の
集
団
の
規
範

的
枠
組
内
部
に
お
い
て
意
味
を
持
つ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
こ
の

と
き
の
「
意
味
」
は
、
当
該
集
団
内
部
の
実
践
や
そ
の
規
範
的
枠
組
に
連

続
性
や
整
合
性
を
与
え
か
つ
維
持
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い（

12
）。

そ
し
て
こ
の
理
解
可
能
性
の
枠
組
は
、
ど
の
よ
う
な
生
が
生
き
る
に
値
す

る
（livable

）
か
、
承
認
に
値
す
る
（recognizable

）
か
、
と
い
う
こ

と
を
も
規
定
す
る
。
バ
ト
ラ
ー
に
と
っ
て
は
生
存
可
能
性
が
理
解
可
能
性

に
規
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
態
が
そ
れ
自
体
問
題
な
の
で
あ
る
が（

13
）、

し
か
し
現
行
の
枠
組
の
内
部
で
は
、
理
解
不
可
能
で
あ
る
け
れ
ど
も
生
き

る
に
値
す
る
生
と
い
う
も
の
は
意
味
を
成
さ
な
い
概
念
で
あ
る
。
そ
の
よ

う
な
生
が
意
味
を
成
す
可
能
性
を
探
求
し
開
示
す
る
と
い
う
こ
と
が
必
要

に
な
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
現
行
の
規
範
的
枠
組
の
限
界
を
示
す
こ
と
に
等

し
い
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
現
在
の
規
範
的
枠
組
の
内
部
で
は
理
解
不
可
能

な
（
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
十
分
正
確
に
理
解
さ
れ
る
こ
と
の
不
可
能

な
）
問
い
や
可
能
性
を
提
示
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
に

そ
れ
ゆ
え
自
己
を
制
約
す
る
規
範
を
批
判
す
る
こ
と
は
、
常
に
同
時
に
、

自
ら
が
そ
の
規
範
に
従
属
す
る
こ
と
で
他
者
に
理
解
さ
れ
な
が
ら
生
き
て

い
る
と
い
う
事
態
を
疑
問
に
付
す
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
か
ら
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
バ
ト
ラ
ー
の
言
葉
を
用
い
れ
ば
、
規
範
を
批
判
す
る
こ
と
は
自

ら
の
「
理
解
可
能
性
」（intelligibility

）
あ
る
い
は
「
承
認
可
能
性
」

（recognizability

）
を
危
険
に
さ
ら
す
こ
と
に
も
な
る
。

　

批
判
と
は
単
に
、
所
与
の
社
会
的
実
践
に
つ
い
て
の

0

0

0

0

0

、
あ
る
い
は
そ
の

内
部
で
諸
々
の
実
践
と
制
度
が
現
れ
る
と
こ
ろ
の
一
定
の
理
解
可
能
性

の
地
平
に
つ
い
て
の

0

0

0

0

0

批
判
で
は
な
い
。
批
判
は
私
が
自
分
自
身
に
と
っ

て
問
題
と
な
る
と
い
う
こ
と
を
も
含
ん
で
い
る
。
フ
ー
コ
ー
に
と
っ
て

自
己
へ
の
問
い
か
け
は
、
彼
が
「
批
判
と
は
何
か
」
で
明
ら
か
に
し
た

よ
う
に
、
批
判
の
倫
理
的
帰
結
と
な
る
。「
批
判
と
は
何
か
」
は
ま
た

次
の
こ
と
を
も
明
ら
か
に
す
る
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
こ
の
種
の
自
己

へ
の
問
い
か
け
が
、
他
者
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
る
可
能
性
そ
の
も
の
を

危
険
に
曝
す
こ
と
で
、
自
分
自
身
を
危
険
に
曝
す
、
と
い
う
こ
と
を
含

意
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
私
が
何
者
で
あ
っ
て
よ

い
か
を
支
配
す
る
承
認
の
諸
規
範
を
疑
問
に
付
す
こ
と
、
つ
ま
り
そ
う

し
た
規
範
が
何
を
除
外
す
る
の
か
、
規
範
が
何
を
順
応
さ
せ
ざ
る
を
え

な
い
の
か
と
問
う
こ
と
は
、
現
在
の
体
制
と
の
関
係
で
主
体
と
し
て
承

認
さ
れ
な
い
危
険
を
冒
す
こ
と
で
あ
る
か
ら
で
あ
り
、
あ
る
い
は
少
な
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「
個
人
主
義
的
倫
理
」（GA

O
 
107

〔
二
〇
〇
〕）
ま
た
は
「
自
己
を
道
徳

的
判
断
の
基
盤
、
基
準
と
し
て
捉
え
る
よ
う
な
倫
理
」（GA

O
 
108

〔
二

〇
〇
〕）
と
も
呼
ば
れ
る
「
確
信
（conviction

）
の
倫
理
」
で
あ
る
。
確

信
の
倫
理
に
お
い
て
は
道
徳
的
判
断
の
妥
当
性
の
根
拠
は
抽
象
的
原
理
に

置
か
れ
、
個
人
は
こ
う
し
た
原
理
を
知
る
こ
と
な
し
に
道
徳
的
に
ふ
る
ま

う
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
単
に
道
徳
的
原
理
に
つ
い

て
の
知
だ
け
で
な
く
、
そ
う
し
た
原
理
を
知
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
つ

い
て
の
知
も
個
人
に
要
請
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
確
信
の
倫
理
は
、
個
人

の
自
分
自
身
に
対
す
る
透
明
性
に
支
え
ら
れ
て
成
立
す
る
考
え
方
で
あ
る
。

し
か
し
『
説
明
』
に
お
い
て
バ
ト
ラ
ー
は
、
精
神
分
析
の
仕
事
な
ど
を
援

用
し
て
「
主
体
は
自
分
自
身
に
と
っ
て
不
透
明
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
を

繰
り
返
し
強
調
し
、
道
徳
を
め
ぐ
る
私
た
ち
の
実
践
に
お
い
て
確
信
の
倫

理
が
有
効
で
は
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
こ
で
バ
ト
ラ
ー
は
、
む
し
ろ

主
体
の
自
分
自
身
に
つ
い
て
の
無
知
を
道
徳
的
探
究
の
条
件
と
す
る
よ
う

な
「
責
任
の
倫
理
」
を
推
奨
す
る
の
で
あ
る
（GA

O
 
19-20

〔
三
六
―

三
七
〕）。

　

し
か
し
バ
ト
ラ
ー
の
言
う
責
任
に
は
、「
自
分
が
な
し
た
こ
と
の
ゆ
え

に
自
分
に
帰
せ
ら
れ
る
責
任
」
と
は
異
な
る
含
意
が
あ
る
。
バ
ト
ラ
ー
の

言
葉
を
引
用
し
よ
う
。

　

私
が
原
初
的
に
責
任
を
負
う
（responsible

）
の
は
自
分
の
行
為
の
ゆ

伴
っ
て
、
な
ぜ
私
は
今
ま
で
こ
の
よ
う
な
規
範
的
枠
組
の
内
部
で
理
解
さ

れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
問
い
を
顕
在
化
さ
せ
る
こ
と
に
も
な
る
。

こ
う
し
た
こ
と
が
こ
こ
で
「
批
判
」
と
呼
ば
れ
る
営
み
の
内
容
で
あ
る
。

こ
れ
が
、「
批
判
は
私
が
自
分
自
身
に
と
っ
て
問
題
と
な
る
と
い
う
こ
と

を
も
含
ん
で
い
る
」
と
い
う
こ
と
の
意
味
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
批
判
は
規
範
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
た
私
の
自
己
関
係
を

問
題
化
す
る
。
し
か
し
バ
ト
ラ
ー
に
と
っ
て
自
己
関
係
は
閉
鎖
的
で
独
立

し
た
関
係
で
は
な
い
。「
私
は
私
自
身
に
対
し
て
あ
る
関
係
を
持
っ
て
い

る
の
だ
が
、
し
か
し
私
が
そ
の
関
係
を
持
っ
て
い
る
の
は
あ
る
他
者
へ
の

呼
び
か
け
と
い
う
文
脈
に
お
い
て
で
あ
る
」（GA

O
 131

〔
二
四
〇
〕）
と

あ
る
よ
う
に
、
バ
ト
ラ
ー
は
『
説
明
』
に
お
い
て
、
自
己
関
係
に
対
す
る

他
者
関
係
の
優
位
を
強
調
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
自
己
関
係
が
問
題
と
な
る

と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
他
者
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
関
係
と
し
て
問
題
に
な

る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
自
己
関
係
が
い
か
に
他
者
関
係
に
依
存
し
て
い

る
か
を
明
示
化
す
る
仕
方
で
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
批
判
が

「
倫
理
的
帰
結
」
を
伴
う
、
と
い
う
こ
と
の
意
味
で
あ
る（

14
）。

（
三
）　
世
界
を
形
成
す
る
感
受
性

　

で
は
、
批
判
は
責
任
の
倫
理
に
と
っ
て
い
か
な
る
意
味
で
不
可
欠
な
契

機
な
の
だ
ろ
う
か
。『
説
明
』
に
お
い
て
バ
ト
ラ
ー
が
「
責
任
の
倫
理
」

を
主
張
す
る
際
、
そ
れ
と
対
比
さ
れ
る
形
で
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
の
は
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い
う
含
意
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
批
判
は
、
少
な
く
と
も
そ

れ
が
社
会
変
革
と
い
う
具
体
的
な
問
題
に
寄
与
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ

る
な
ら
ば
、
当
の
批
判
が
そ
の
対
象
と
し
て
い
る
社
会
の
内
部
で
批
判
と

し
て
理
解
さ
れ
う
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ

え
、
い
か
な
る
批
判
も
社
会
的
規
範
に
あ
る
程
度
依
存
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

そ
し
て
批
判
す
る
主
体
は
こ
の
依
存
の
程
度
を
自
分
自
身
に
対
し
て
明
示

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
不
透
明
性
が
教
え
て
く
れ
る
の
は
、
自
分

の
批
判
や
主
張
が
他
人
に
と
っ
て
説
得
的
で
あ
っ
た
り
自
分
に
と
っ
て
切

実
で
あ
っ
た
り
し
て
も
、
そ
の
よ
う
な
説
得
力
や
切
実
さ
そ
の
も
の
か
ら

距
離
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
が
存
在
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
自
ら
の
主
張
が
持
つ
説
得
力
そ
れ
自
体
を
注
視
す
る
こ
の
よ
う
な
態

度
を
バ
ト
ラ
ー
は
再
び
ア
ド
ル
ノ
の
読
解
か
ら
引
き
出
し
て
い
る
。

　

バ
ト
ラ
ー
が
引
用
す
る
の
は
ア
ド
ル
ノ
の
『
ミ
ニ
マ
・
モ
ラ
リ
ア
』
第

一
〇
四
番
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
人
が
愛
を
告
白
し
（
そ
し
て
ふ
ら
れ
）
て

傷
つ
く
、
と
い
う
経
験
に
よ
っ
て
開
示
さ
れ
る
、
自
分
自
身
の
欲
望
と
愛

す
る
他
者
の
自
由
と
の
間
の
不
可
避
的
な
ジ
レ
ン
マ
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

「
こ
う
し
た
ジ
レ
ン
マ
に
苦
し
ん
で
い
る
う
ち
に
、
ふ
ら
れ
た
者
は
人
間

に
な
っ
て
い
く
」（GA

O
 
102

〔
一
八
九
〕）。
そ
し
て
バ
ト
ラ
ー
の
ア
ド

ル
ノ
読
解
に
よ
れ
ば
、
こ
の
傷
の
経
験
は
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
に
陥
ら
せ
る
も

の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
こ
の
傷
の
経
験
が
教
え
て
く
れ
る
の
は
、
私
た

ち
が
人
を
愛
す
る
と
き
に
「
な
ぜ
そ
の
よ
う
に
愛
す
る
の
か
、
な
ぜ
不
可

え
に
で
は
な
い

0

0

。
私
は
、
私
の
原
初
的
で
取
り
消
し
不
可
能
な
感
受
性

（susceptibility

）
の
レ
ベ
ル
で
、
す
な
わ
ち
行
為
や
選
択
の
あ
ら
ゆ

る
可
能
性
に
先
立
つ
私
の
受
動
性
（passivity

）
の
レ
ベ
ル
で
確
立
さ

れ
た
〈
他
者
〉
へ
の
関
係
の
ゆ
え
に
責
任
を
負
う
の
で
あ
る
。（GA

O
 

88

〔
一
六
五
〕
強
調
原
文
）

私
は
、〈
他
者
〉
が
実
際
に
何
を
し
よ
う
と
も
、
私
が
た
と
え
何
を
意

志
し
よ
う
と
も
、〈
他
者
〉
に
対
す
る
関
係
を
否
認
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
実
の
と
こ
ろ
、
責
任
は
意
志
を
陶
冶
す
る
（cultivating a w

ill

）

と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、〈
他
者
〉
に
対
し
て
応
答
的
に
な
る
た
め
の

源
泉
と
し
て
意
志
せ
ざ
る
感
受
性
（unw

illed susceptibility

）
を
用

い
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。（GA

O
 91

〔
一
七
一
〕）

こ
こ
で
強
調
さ
れ
て
い
る
の
は
責
任
の
能
動
的
側
面
で
は
な
く
受
動
的
側

面
で
あ
る
。
バ
ト
ラ
ー
は
責
任
を
あ
る
種
の
能
力
と
し
て
で
は
な
く
む
し

ろ
主
体
の
受
動
的
な
あ
り
方
の
一
つ
と
し
て
捉
え
よ
う
と
し
て
い
る（

15
）。

　

こ
の
よ
う
な
「
責
任
」
概
念
の
練
り
直
し
は
、
先
に
見
た
批
判
の
再
帰

的
な
あ
り
方
と
密
接
に
関
係
し
て
い
る
。
批
判
す
る
こ
と
に
お
い
て
主
体

は
自
分
自
身
が
理
解
さ
れ
な
く
な
る
危
険
性
に
曝
さ
れ
る
、
と
い
う
上
記

の
議
論
に
は
、
社
会
的
規
範
の
最
も
根
本
的
な
部
分
を
衝
く
批
判
は
ま
さ

に
そ
れ
ゆ
え
に
当
の
社
会
に
お
い
て
は
批
判
と
し
て
認
識
さ
れ
な
い
、
と
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が
ら
、「
人
間
に
な
る
」
の
で
あ
る
。（GA

O
 
103

〔
一
九
一
―
一
九

二
〕）

「
主
張
に
抵
抗
す
る
（resist

）」
と
い
う
表
現
は
、
他
人
の
主
張
に
反
論

す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
自
分
自
身
が
主
張
し
た
い
こ
と
と
は
反
対

の
と
こ
ろ
に
（re-

）
留
ま
る
（sist

）
こ
と
、
す
な
わ
ち
自
分
自
身
の
主

張
か
ら
距
離
を
と
る
こ
と
を
意
味
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
倫
理
的

包
容
力
（ethical capaciousness

）（17
）は
、
感
情
や
判
断
に
基
づ
く
主
張

が
形
成
さ
れ
た
後
で
、
そ
う
し
た
主
張
形
成
そ
の
も
の
を
吟
味
す
る
か
た

ち
で
働
く
。
そ
れ
は
道
徳
的
振
舞
い
の
基
準
を
前
も
っ
て
私
に
与
え
は
し

な
い
し
、
そ
も
そ
も
何
か
を
な
す
た
め
の
能
力
で
は
な
い
。
倫
理
的
包
容

力
の
特
徴
は
む
し
ろ
「
自
己
断
定
を
慎
む
こ
と
（refraining from

 self-

asserting

）」、「
自
制
（restraint

）」（GA
O
 105

〔
一
九
四
〕）
に
あ
る
。

し
か
し
他
方
で
そ
れ
は
何
も
し
な
い
と
い
う
あ
り
方
で
も
な
い
。
倫
理
的

包
容
力
は
、
私
た
ち
が
何
ら
か
の
根
拠
あ
る
い
は
自
信
を
も
っ
て
主
張
し

つ
つ
、
同
時
に
常
に
そ
の
主
張
の
普
遍
妥
当
性
に
備
わ
る
潜
在
的
暴
力
を

注
視
し
続
け
る
、
と
い
う
あ
り
方
を
意
味
す
る
。
根
拠
あ
る
い
は
自
信
が

強
け
れ
ば
強
い
ほ
ど
普
遍
妥
当
性
を
要
求
す
る
「
牽
引
力
（pull

）」
は

強
く
な
り
、
そ
れ
ゆ
え
潜
在
的
暴
力
も
ま
た
強
く
な
り
う
る
。
だ
か
ら
こ

そ
注
視
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
な
の
だ
が
、
同
時
に
根
拠
や
自
信
が
そ
れ

だ
け
強
け
れ
ば
、
主
張
し
た
い
と
い
う
願
望
も
当
然
強
く
な
る
わ
け
で
あ

避
的
に
悪
い
判
断
（bad 

judgm
ent

）
を
下
し
て
し
ま
う
の
か
に
つ
い

て
私
た
ち
は
無
知
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
だ
」（GA

O
 
103

〔
一
九
一
〕）。

先
に
言
及
し
た
よ
う
に
『
説
明
』
で
バ
ト
ラ
ー
は
精
神
分
析
の
理
論
を
用

い
て
自
己
の
不
透
明
さ
を
示
そ
う
と
し
て
い
る
の
だ
が
、
失
恋
は
精
神
分

析
と
は
ま
た
異
な
る
仕
方
で
自
己
の
不
透
明
さ
を
私
た
ち
に
開
示
し
て
く

れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
う
し
た
考
察
を
踏
ま
え
て
、
バ
ト
ラ
ー
は
愛

と
い
う
特
殊
な
主
題
か
ら
倫
理
一
般
の
主
題
へ
と
移
行
し
、「
人
間
に
な

る
」（16
）こ
と
を
め
ぐ
る
あ
る
倫
理
の
モ
デ
ル
を
引
き
出
す
。

　

上
記
の
〔『
ミ
ニ
マ
・
モ
ラ
リ
ア
』
の
（
引
用
者
注
）〕
一
節
で
ア
ド
ル

ノ
は
、
あ
る
者
が
拒
絶
さ
れ
な
い
権
利
を
主
張
す
る
よ
う
強
い
ら
れ
つ

つ
、
同
時
に
そ
う
し
た
主
張
を
す
る
こ
と
に
抵
抗
す
る
と
い
う
動
き
を

た
ど
っ
て
い
る
。〔
…
…
〕
そ
れ
は
あ
る
倫
理
的
包
容
力
の
モ
デ
ル
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
倫
理
の
行
為
そ
の
も
の
と
し
て
の
あ
る
種
の
両
義

的
な
身
振
り
を
伴
い
な
が
ら
、
主
張
の
牽
引
力
を
理
解
し
、
か
つ
同
時

に
そ
の
牽
引
力
に
抵
抗
す
る
、
と
い
う
倫
理
的
包
容
力
の
モ
デ
ル
な
の

で
あ
る
。〔
…
…
〕
倫
理
の
基
盤
と
し
て
自
己
保
存
を
主
張
す
る
際
の

問
題
点
の
一
つ
は
、
そ
れ
が
、
道
徳
的
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
の
一
形
式
と
ま

で
は
い
か
な
い
ま
で
も
、
純
粋
な
自
己
の
倫
理
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と

で
あ
る
。
人
は
、
こ
う
し
た
傷
に
抗
す
る
権
利
を
主
張
し
た
い
と
願
う

こ
と
と
、
そ
の
主
張
に
抵
抗
す
る
こ
と
と
の
間
の
揺
ら
ぎ
に
執
着
し
な
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ち
自
ら
の
行
為
と
そ
の
帰
結
が
受
け
入
れ
ら
れ
る
一
連
の
仕
組
み
を
主
体

が
「
知
っ
て
い
る
こ
と
」（know

ing

）
と
い
う
あ
り
方
と
関
連
付
け
て

描
い
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
、
自
己
に
つ
い
て
の
無
知
を
倫
理
の

可
能
性
を
開
示
す
る
も
の
と
み
な
す
バ
ト
ラ
ー
の
姿
勢
と
矛
盾
す
る
わ
け

で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
よ
う
な
知
は
、
批
判
が
問
題
と
す
る
認
識
の

規
範
的
枠
組
と
自
己
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
知
、
こ
の
枠
組
の
内
部
で
は

何
が
理
解
不
可
能
な
も
の
と
さ
れ
て
し
ま
う
の
か
と
い
う
認
識
の
枠
組
の

限
界
に
つ
い
て
の
知
に
他
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る（

18
）。
こ
こ
に
見
ら
れ
る

の
は
、
社
会
的
世
界
の
変
革
に
は
新
た
な
知
の
蓄
積
や
直
接
的
行
動
だ
け

で
な
く
そ
う
し
た
知
や
行
動
の
帰
結
へ
の
批
判
的
反
省
が
欠
か
せ
な
い
、

と
い
う
立
場
で
あ
る
。
そ
し
て
よ
り
重
要
な
の
は
、
新
た
に
形
成
さ
れ
た

世
界
の
中
で
集
団
的
に
住
ま
う
「
私
た
ち
」
の
あ
り
方
を
前
も
っ
て
疑
問

の
余
地
の
な
い
か
た
ち
で
描
き
出
す
こ
と
で
は
な
く
、
私
の
振
舞
い
に
意

味
を
与
え
る
規
範
が
自
明
性
を
失
う
瞬
間
を
私
と
は
異
な
る
も
の
と
の
関

係
に
お
い
て
感
受
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

三
　
責
任
の
担
い
手
と
し
て
「
私
た
ち
」
を
書
き
込
む
こ
と

　

こ
う
し
た
バ
ト
ラ
ー
の
議
論
か
ら
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
言
え
る
だ
ろ
う

か
。

　

先
の
引
用
で
バ
ト
ラ
ー
は
「
私
た
ち
の
責
任
は
〔
…
…
〕
人
々
が
集
団

り
、
こ
こ
に
願
望
と
抵
抗
と
の
間
で
の
「
揺
ら
ぎ
（vacillation

）」
が
生

じ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
ゆ
え
倫
理
的
包
容
力
も
ま
た
自
己
関
係
を
問
う
批
判
的
態
度
の
一

つ
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
バ
ト
ラ
ー
は
「
世
界
の
形
成
」
と
い
う

表
現
を
用
い
て
、
批
判
と
責
任
と
が
こ
の
世
界
形
成
と
い
う
文
脈
に
お
い

て
、
す
な
わ
ち
普
遍
性
の
再
定
式
化
と
い
う
文
脈
に
お
い
て
重
な
り
合
う
、

と
論
じ
る
。

　

私
た
ち
の
責
任
は
た
だ
私
た
ち
の
魂
の
純
粋
さ
の
た
め
だ
け
の
も
の
な

の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
人
々
が
集
団
で
暮
ら
す
世
界
の
形
成
（shape

）

の
た
め
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
意
味
す
る
の
は
、
行
為
は

結
果
（consequential

）
と
し
て
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

と
い
う
こ
と
だ
。
倫
理
は
批
判
を
引
き
起
こ
す
、
あ
る
い
は
む
し
ろ
、

倫
理
は
批
判
な
し
で
は
生
じ
え
な
い
、
と
言
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
と

い
う
の
も
私
た
ち
は
、
既
に
構
成
さ
れ
た
社
会
的
世
界
に
よ
っ
て
自
ら

の
行
為
が
ど
の
よ
う
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
か
と
い
う
こ
と
を
、
そ
し
て

私
た
ち
が
あ
る
一
定
の
仕
方
で
行
為
す
る
こ
と
か
ら
ど
の
よ
う
な
結
果

が
生
じ
る
か
と
い
う
こ
と
を
知
る
よ
う
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か

ら
で
あ
る
。（GA

O
 110

〔
二
〇
三
―
二
〇
四
〕）

　

こ
の
引
用
に
お
い
て
バ
ト
ラ
ー
は
、
批
判
を
あ
る
種
の
知
と
、
す
な
わ
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拒
否
す
る
考
え
方
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
こ
の
「
私
た
ち
」
に
は
、

世
界
形
成
の
プ
ロ
セ
ス
に
関
わ
る
含
意
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
世
界
形

成
の
プ
ロ
セ
ス
に
は
、
当
の
プ
ロ
セ
ス
に
参
加
し
う
る
も
の
は
誰
か
（
誰

が
こ
の
プ
ロ
セ
ス
に
組
み
入
れ
ら
れ
誰
が
そ
こ
か
ら
排
除
さ
れ
る
の
か
）

と
い
う
問
題
を
め
ぐ
る
議
論
が
不
可
欠
で
あ
る
。
こ
う
し
た
議
論
は
、
世

界
形
成
の
内
容
（
再
定
式
化
さ
れ
た
普
遍
性
の
「
ふ
さ
わ
し
さ
」
の
基
準

も
そ
こ
に
は
含
ま
れ
る
）
そ
れ
自
体
を
動
態
化
し
変
更
可
能
な
も
の
と
す

る
が
ゆ
え
に
困
難
で
あ
る
。
し
か
し
こ
う
し
た
動
態
化
こ
そ
、「
私
た
ち
」

が
誰
で
あ
る
か
が
未
決
定
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
私
が
「
私
た
ち
」
で

あ
る
、
と
い
う
事
態
を
説
明
す
る
も
の
と
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

逆
に
言
え
ば
、
道
徳
的
探
究
を
自
己
充
足
的
な
営
み
と
し
て
し
ま
わ
な
い

た
め
に
も
、
そ
こ
に
は
未
決
定
な
も
の
と
し
て
の
「
私
た
ち
」
が
書
き
込

ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

規
範
と
い
う
名
の
下
で
の
暴
力
に
抗
す
る
倫
理
的
態
度
と
は
断
固
た
る

拒
否

―
何
を
拒
否
す
べ
き
か
に
つ
い
て
の
確
信
に
基
づ
い
た
拒
否

―

と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
、
そ
う
し
た
拒
否
が
可
能
に
な
る
背
後
で
隠
蔽
さ

れ
て
い
る
自
分
自
身
に
つ
い
て
の
無
知
を
顕
わ
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
倫
理
を
め
ぐ
る
考
察
に
お
い
て
、「
私
た
ち
」
と
い
う
語
は
用

い
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
か
つ
そ
こ
で
意
味
さ
れ
て
い
る
の
が
何
か
と

い
う
こ
と
を
絶
え
ず
吟
味
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
私
が
バ
ト
ラ
ー
の
読

解
か
ら
得
た
の
は
こ
の
よ
う
な
洞
察
で
あ
っ
た
。

で
暮
ら
す
世
界
の
形
成
の
た
め
の
も
の
」
と
書
い
て
い
た
。
こ
こ
で
責
任

に
一
人
称
複
数
形
代
名
詞
の
所
有
格
（our

）
が
付
い
て
い
る
の
は
誤
解

を
招
き
か
ね
な
い
言
い
方
で
も
あ
れ
ば
必
要
な
こ
と
で
も
あ
る
。

　

一
方
で
「
私
た
ち
の
責
任
」
と
い
う
言
い
方
は
誤
っ
た
印
象
を
与
え
や

す
い
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
言
い
方
は
、「
私
た
ち
」
と
い
う
言
い
方
で
表
さ

れ
る
既
存
の
具
体
的
な
集
団
が
ま
ず
あ
り
、
そ
う
し
た
集
団
へ
の
帰
属
に

支
え
ら
れ
て
責
任
が
成
立
す
る
、
と
い
う
印
象
を
与
え
か
ね
な
い
か
ら
で

あ
る
。
こ
う
し
た
印
象
の
問
題
は
、「
な
ぜ
自
分
が
そ
も
そ
も
こ
の
集
団

に
帰
属
し
て
い
る
と
見
な
さ
れ
、
自
分
も
ま
た
そ
の
よ
う
に
見
な
し
て
い

た
の
か
」
と
い
う
問
い
が
「
責
任
」
の
名
に
お
い
て

―
と
い
う
の
も
今

問
題
に
し
て
い
る
考
え
方
に
お
い
て
責
任
は
集
団
へ
の
帰
属
に
基
礎
づ
け

ら
れ
て
い
る
の
だ
か
ら

―
回
避
さ
れ
て
し
ま
う
、
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
バ
ト
ラ
ー
の
責
任
の
倫
理
が
取
り
組
む
課
題
は
、
こ
う
し
た

集
団
性
が
普
遍
性
の
名
を
僭
称
し
暴
力
的
に
な
る
と
き
に
、
ま
さ
に
そ
の

集
団
内
部
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
と
さ
れ
る
個
人
に
可
能
な
倫
理
的
態
度
と

は
何
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

他
方
で
バ
ト
ラ
ー
が
強
調
す
る
意
味
で
の
責
任
に
は
「
私
た
ち
の
」
と

い
う
言
葉
が
加
え
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
感
受
性
を
働
か
せ
て

し
ま
う
こ
と
と
し
て
の
責
任
が
既
存
の
集
団
へ
の
帰
属
に
基
礎
づ
け
ら
れ

て
い
る
の
で
は
な
い
と
は
い
え
、
責
任
を
完
全
に
個
人
的
態
度
に
還
元
し

て
し
ま
う
こ
と
こ
そ
、
バ
ト
ラ
ー
が
「
道
徳
的
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
」
と
し
て
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（
1
）Judith Butler, G

iving an A
ccount of O

neself. N
ew

 Y
ork: Ford-

ham
 U

niversity Press, 2005.

〔
邦
訳
『
自
分
自
身
を
説
明
す
る
こ
と　

倫
理
的
暴
力
の
批
判
』
佐
藤
嘉
幸
・
清
水
知
子
訳
、
月
曜
社
、
二
〇
〇
八

年
〕
以
下
本
書
を
引
用
・
参
照
す
る
場
合
はGA

O

と
略
記
の
上
（　

）

内
に
ペ
ー
ジ
数
の
み
を
示
す
。
引
用
は
拙
訳
を
用
い
た
が
〔　

〕
内
に
邦

訳
の
該
当
箇
所
の
頁
数
を
示
し
た
（
以
下
の
参
照
指
示
も
同
様
）。

（
2
）J. Butler, Fram

es of W
ar: W

hen is Life G
rievable? London 

and N
ew

 Y
ork: V

erso, 2010, p. 35.

〔
邦
訳
『
戦
争
の
枠
組　

生
は

い
つ
嘆
き
う
る
も
の
で
あ
る
の
か
』
清
水
晶
子
訳
、
筑
摩
書
房
、
二
〇
一

二
年
、
五
一
頁
〕

（
3
）Ibid.

〔
邦
訳
前
掲
書
同
所
〕

（
4
）Ibid., p.34.

〔
邦
訳
前
掲
書
四
九
―
五
〇
頁
〕

（
5
）T

h, W
. A

dorno, Problem
 der M

oralphilosophie. hrsg. von 
T

hom
as Schröder, Frankfurt am

 M
ain: Suhrkam

p, 1996.

〔
邦

訳
『
道
徳
哲
学
講
義
』
船
戸
満
之
訳
、
作
品
社
、
二
〇
〇
六
年
〕

（
6
）
す
ぐ
後
で
見
る
よ
う
に
、
バ
ト
ラ
ー
の
議
論
の
強
調
点
は
普
遍
性
の
暴
力

が
吟
味
さ
れ
る
べ
き
具
体
的
な
文
脈
に
置
か
れ
て
い
る
。
引
用
文
中
で

「
普
遍
性
」
で
は
な
く
「
共
通
性
」「
集
団
性
」
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ

て
い
る
の
も
、
普
遍
性
そ
れ
自
体
が
問
題
で
あ
る
か
の
よ
う
な
誤
解
を
与

え
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

（
7
）J. Butler, E

xcitable Speech: A
 Politics of the Perform

ative. 
N

ew
 Y

ork and London: Routledge, 1997, p.89.

〔
邦
訳
『
触
発
す

る
言
葉
』
竹
村
和
子
訳
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
四
年
、
一
三
九
頁
〕

（
8
）Cf. E

xcitable Speech, p.90.

〔
邦
訳
前
掲
書
一
四
一
頁
参
照
〕

（
9
）Ibid.

〔
邦
訳
前
掲
書
同
所
〕
こ
こ
で
は
「
普
遍
な
る
も
の
は
た
だ
（
そ
れ

自
身
の
）
外
部
か
ら
の
異
議
申
し
立
て
に
応
答
し
て
の
み
分
節
化
さ
れ
う

る
」
と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
す
で
に
こ
の
時
点
で
普
遍
性
の
再
定
式
化
が

応
答
性
の
観
点
か
ら
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
「
責
任
」
概
念
を
解

明
す
る
た
め
に
『
言
葉
』
を
『
説
明
』
と
対
比
さ
せ
る
形
で
論
じ
る
が
、

両
著
作
の
間
に
は
本
質
的
な
断
絶
は
な
い
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
同
様

の
見
解
を
示
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、Sam

uel 
A

. 
Cham

bers 
and 

T
errell Carver, Judith Butler and Political T

heory: T
roubling 

Politics. London and N
ew

 Y
ork: Routledge, 2008, p.92︲97.

ま

た
、
逆
に
初
期
の
著
作
と
『
説
明
』
と
の
間
に
断
絶
あ
る
い
は
後
退
を
見

出
す
議
論
は
、
例
え
ば
新
田
啓
子
「
主
権
的
倫
理
と
倫
理
的
行
為
体　

最

近
の
著
作
に
関
す
る
覚
え
書
き
」『
現
代
思
想
』
第
三
四
巻
第
一
二
号
、

二
〇
〇
六
年
、
二
二
七
―
二
三
五
頁
、
特
に
二
二
九
―
二
三
二
頁
で
展
開

さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
こ
の
問
題
は
、
断
絶
か
連
続
か
、
と
い
う
二
者
択

一
で
考
え
る
べ
き
こ
と
で
は
も
ち
ろ
ん
な
い
。

（
10
）
こ
の
こ
と
は
『
ジ
ェ
ン
ダ
ー
を
解
体
す
る
』
所
収
の
論
文
「
社
会
変
革
の

問
題
」
に
お
い
て
も
規
範
の
「
二
重
の
真
理
」
と
い
う
表
現
で
語
ら
れ
て

い
る
。
バ
ト
ラ
ー
自
身
が
言
う
よ
う
に
こ
こ
か
ら
規
範
の
問
題
化
を
め
ぐ

る
困
難
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。J. 

Butler, 
U

ndoing 
G

ender. 
N

ew
 

Y
ork and London: Routledge, 2004, pp.205︲206.

（
11
）Cf. GA

O
 110.

〔
二
〇
三
参
照
〕

（
12
）
例
え
ば
『
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
ト
ラ
ブ
ル
』
で
は
次
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
る
。

「「
理
解
可
能
な
」
ジ
ェ
ン
ダ
ー
は
、
セ
ッ
ク
ス
と
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
、
性

的
実
践
お
よ
び
性
的
欲
望
の
間
に
、
首
尾
一
貫
し
た
連
続
し
た
関
係
を
設

定
し
、
維
持
し
て
い
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
」（J. 

Butler, 
G

ender 
T

rouble: Fem
inism

 and the Subversion of Identity. N
ew

 Y
ork 

註
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and London: Routledge, 2006, p.23.

〔
邦
訳
『
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
ト
ラ

ブ
ル
』
竹
村
和
子
訳
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
九
年
、
四
六
頁
〕）。
こ
れ
を

逆
の
側
か
ら
言
え
ば
、
理
解
不
可
能
な
振
舞
い
は
集
団
的
実
践
の
連
続
性

や
整
合
性
と
の
否
定
的
な
関
係
に
お
い
て
の
み
思
考
可
能
で
あ
る
（
つ
ま

り
集
団
的
実
践
の
連
続
性
や
整
合
性
こ
そ
が
「
禁
止
」
と
い
う
か
た
ち
で

理
解
不
可
能
な
も
の
を
生
み
出
す
）
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
「
維
持

す
る
」（m

aintain
）
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
分
か
る

よ
う
に
連
続
性
や
整
合
性
は
常
に
生
成
の
途
上
に
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
理
解

不
可
能
な
も
の
も
新
た
に
生
み
出
さ
れ
て
い
く
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

と
り
わ
け
後
者
の
点
が
、『
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
ト
ラ
ブ
ル
』
に
お
い
て
攪
乱

の
可
能
性
を
考
え
る
上
で
バ
ト
ラ
ー
に
と
っ
て
重
要
な
点
で
あ
っ
た
と
思

わ
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
大
河
内
泰
樹
「
規
範
と
い
う
暴
力
に
対
す
る

倫
理
的
態
度　

バ
ト
ラ
ー
に
お
け
る
「
批
判
」
と
「
倫
理
」」『
現
代
思

想
』
第
三
四
巻
第
一
二
号
、
二
〇
〇
六
年
、
一
四
〇
―
一
五
一
頁
、
特
に

一
四
二
―
一
四
四
頁
も
参
照
。

（
13
）『
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
ト
ラ
ブ
ル
』
の
一
九
九
九
年
版
の
序
文
で
は
以
下
の
よ

う
に
問
わ
れ
て
い
る
。「
何
が
理
解
可
能
な
生
を
構
成
し
、
何
が
そ
う
し

な
い
の
か
。
さ
ら
に
、
ど
の
よ
う
に
し
て
規
範
的
な
ジ
ェ
ン
ダ
ー
や
セ
ク

シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
に
関
す
る
仮
定
は
、「
人
間
」
や
「
生
存
可
能
な
」
も
の

と
資
格
付
け
し
て
い
く
も
の
を
あ
ら
か
じ
め
決
め
る
の
か
」（J. 

Butler, 
G

ender T
rouble, p.xxiii.

〔
邦
訳
「『
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
ト
ラ
ブ
ル
』
序

文
（1999

）」
高
橋
愛
訳
、『
現
代
思
想
』
第
二
八
巻
第
一
四
号
、
二
〇
〇

〇
年
十
二
月
、
七
七
頁
〕）。

（
14
）
た
だ
し
こ
う
し
た
議
論
の
基
礎
に
な
っ
て
い
る
バ
ト
ラ
ー
の
フ
ー
コ
ー
解

釈
の
妥
当
性
は
そ
れ
自
体
吟
味
す
べ
き
問
題
で
あ
る
。
フ
ー
コ
ー
は
確
か

に
「
批
判
と
は
何
か
」
に
お
い
て
批
判
的
態
度
を
「
徳
」（vertu

）
と
い

う
倫
理
的
態
度
と
関
連
付
け
て
論
じ
て
は
い
る
が
、
し
か
し
そ
の
際
問
題

と
な
っ
て
い
る
の
は
自
己
関
係
に
対
す
る
他
者
関
係
の
優
位
で
は
な
く
、

「
統
治
さ
れ
な
い
技
術
（art

）」
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
（M

ichel Foucault, 
«Q

uʼest-ce que la critique?», in Bulletin de la Société française 
de Philosophie, 84: 2, 1990, pp.36︲38

）。

（
15
）
チ
ェ
ン
バ
ー
ス
と
カ
ー
ヴ
ァ
ー
は
日
常
的
な
意
味
で
の
責
任
をrespon-

sibility 
for

、
他
者
関
係
の
一
次
性
に
由
来
す
る
バ
ト
ラ
ー
の
「
責
任
」

概
念
をresponsibility to

と
呼
ん
で
区
別
し
、
後
者
の
み
が
「
暴
力
の

循
環
を
止
め
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
主
張
す
る
。
た
だ
し
そ
の
論
証
は
必

ず
し
も
明
確
と
は
言
え
な
い
（Cham

bers 
and 

Carver, 
op. 

cit., 
pp.114︲117, esp., p.116

）。

（
16
）
た
だ
し
バ
ト
ラ
ー
は
こ
こ
で
ア
ド
ル
ノ
が
用
い
る
「
人
間
」
と
い
う
語
に

肯
定
的
ニ
ュ
ア
ン
ス
だ
け
を
読
み
取
っ
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
、
と
い
う

疑
問
は
あ
る
。
同
じ
疑
問
を
示
唆
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
細
見
和
之

「
ア
ド
ル
ノ
と
バ
ト
ラ
ー　

批
判
理
論
の
批
判
的
再
構
築
に
む
け
て
」『
現

代
思
想
』
第
三
四
巻
第
一
二
号
、
二
〇
〇
六
年
、
九
八
―
一
〇
七
頁
、
特

に
一
〇
〇
頁
参
照
。
ま
た
、
同
様
の
理
由
か
ら
さ
ら
に
進
ん
で
こ
こ
で
の

バ
ト
ラ
ー
の
ア
ド
ル
ノ
解
釈
を
全
体
的
に
疑
問
視
す
る
も
の
も
あ
る

（A
lexander Garcia D

üttm
ann, So ist es: E

in philosophischer 
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）
他
に
適
当
な
訳
語
が
思
い
つ
か
な
い
の
でcapaciousness

を
「
包
容

力
」
と
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す
が
、
こ
れ
は
何
ら
か
の
「（
能
）
力
」（-ability

）
で
は
な
く

存
在
の
仕
方
や
性
質
（-ness

）
と
し
て
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。
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