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倫
理
学
者
た
ち
は
、
哲
学
と
し
て
の
倫
理
学
が
か
つ
て
言
語
分
析
と
い
う
実
証
主
義
の
潮
流
に
あ
っ
た
と
い
う
内
部
崩
壊
の
状
態
を
回

顧
し
、
徐
々
に
倫
理
学
の
主
題
が
再
発
見
さ
れ
た
こ
と
に
胸
を
撫
で
お
ろ
す
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
主
題
が
再
発
見
さ
れ
た
の
は
大

部
分
、
広
く
倫
理
的
心
理
学
と
呼
べ
る
も
の
─
─
す
な
わ
ち
、
倫
理
的
価
値
に
つ
い
て
の
人
々
の
リ
ア
ル
な
経
験
─
─
に
対
す
る
再
注
目

を
通
じ
て
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
瀕
死
状
態
に
あ
っ
た
哲
学
の
一
領
域
は
、
生
き
ら
れ
た
経
験
に
い
っ
そ
う
注
目
す
る
こ
と
で
息
を
吹
き

返
し
た
の
だ
。
私
は
時
々
、
認
識
論
者
も
ま
も
な
く
概
念
分
析
の
潮
流
の
な
か
で
行
わ
れ
て
き
た
認
識
論
に
、
同
様
な
懐
古
的
視
線
を
向

け
る
よ
う
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
思
い
を
抱
く
。
こ
の
よ
う
な
比
較
に
は
無
理
も
あ
り
う
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
私
に
は
、
倫
理

学
が
か
つ
て
そ
う
だ
っ
た
よ
う
に
、
認
識
論
も
現
実
の
認
識
実
践
と
い
っ
そ
う
密
接
な
関
係
を
築
こ
う
と
す
る
様
々
な
努
力
の
お
か
げ
で

徐
々
に
拡
張
さ
れ
、
活
性
化
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
本
書
は
、
認
識
的
心
理
学
を
よ
り
い
っ
そ
う
真
剣
に
扱
う
と
き
─
─
つ
ま
り
、

知
識
が
獲
得
さ
れ
た
り
、
あ
る
い
は
逆
に
失
わ
れ
た
り
す
る
人
々
の
実
践
を
認
識
論
の
中
心
的
主
題
に
据
え
よ
う
と
す
る
と
き
─
─
、
認

識
論
に
開
か
れ
て
く
る
と
感
じ
ら
れ
る
可
能
性
に
強
く
動
機
づ
け
ら
れ
て
い
る
点
で
、
そ
う
し
た
努
力
に
貢
献
す
る
も
の
で
あ
る
。
よ
り

詳
細
に
述
べ
る
な
ら
、
私
は
、
社
会
的
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
主
体
が
経
験
せ
ざ
る
を
え
な
い
認
識
実
践
に
対
し
て
関
心
を
抱
い
て
い
る
。

こ
の
社
会
的
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
者
と
し
て
主
体
を
説
明
す
る
と
い
う
考
え
方
の
お
か
げ
で
、
社
会
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
や
権
力
に
か
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ん
す
る
問
題
が
〔
認
識
論
の
〕
中
心
に
据
え
ら
れ
る
。
こ
の
考
え
方
は
、
認
識
的
生
活
に
お
け
る
正
義
と
不
正
義
と
い
う
特
定
の
倫
理
的

次
元
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
前
提
と
な
る
の
だ
。
こ
れ
が
本
書
で
探
究
さ
れ
る
領
域
で
あ
る
。

本
書
の
探
究
は
正
義
で
は
な
く
、
不
正
義
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
ジ
ュ
デ
ィ
ス
・
シ
ュ
ク
ラ
ー
（Judith�Shklar

）
が
指
摘
す
る
よ
う

に
、
哲
学
は
正
義
に
つ
い
て
雄
弁
に
語
る
が
、
不
正
義
に
対
し
て
ほ
と
ん
ど
何
も
語
ら
な
い
。
シ
ュ
ク
ラ
ー
が
ア
ー
ト
に
対
し
て
同
様
な

こ
と
を
主
張
す
る
の
は
た
し
か
に
誤
っ
て
い
る
と
思
う
が
、
哲
学
に
つ
い
て
の
彼
女
の
指
摘
は
真
で
あ
り
、
非
常
に
重
要
で
あ
る
。
人
文

学
の
な
か
で
も
哲
学
に
き
わ
め
て
固
有
な
特
徴
は
、
人
間
と
そ
の
活
動
の
合
理
的
理
想
化
に
中
心
的
関
心
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
哲
学
者

は
、
正
し
い
こ
と
を
行
う
と
は
い
か
な
る
こ
と
か
を
熱
心
に
理
解
し
よ
う
と
す
る
。
そ
れ
は
そ
れ
で
よ
い
。
し
か
し
私
た
ち
が
、
そ
う
し

た
合
理
的
理
想
に
継
ぎ
接
ぎ
だ
ら
け
の
部
分
的
な
仕
方
で
し
か
近
づ
け
な
い
よ
う
な
人
間
の
実
践
に
つ
い
て
も
理
解
し
た
け
れ
ば
、
そ
こ

で
歩
み
を
止
め
て
は
な
ら
な
い
。
正
義
に
焦
点
を
あ
て
る
こ
と
で
、
正
義
が
常
態
で
あ
り
、
不
正
義
は
不
幸
な
逸
脱
で
あ
る
と
い
う
印
象

が
生
ま
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
が
大
き
く
誤
っ
て
い
る
の
は
明
白
だ
ろ
う
。
ま
た
、
不
正
義
は
つ
ね
に
正
義
に
つ
い
て
の
先
行
理
解
を
通

し
て
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
に
理
解
さ
れ
る
べ
き
も
の
だ
と
い
う
印
象
も
生
ま
れ
る
。
し
か
し
、
先
ほ
ど
よ
り
明
白
で
は
な
い
に
し
て
も
、〔
正
義

と
不
正
義
に
つ
い
て
の
〕
理
解
の
た
め
の
道
筋
は
逆
の
こ
と
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
の
だ
。
本
書
で
の
私
の
関
心
は
認
識
活
動
と
い
う
領

域
に
お
け
る
不
正
義
に
あ
り
、
こ
の
領
域
で
は
不
正
義
が
常
態
で
あ
る
場
合
が
あ
る
こ
と
は
確
か
だ
と
私
は
思
っ
て
お
り
、
認
識
的
正
義

に
か
か
わ
る
の
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
な
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
（
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
認
識
的
正
義
な
る
も
の
が
存
在
す
る
こ
と
を
見

て
と
る
た
め
に
も
）
唯
一
の
方
法
は
、
認
識
的
不
正
義
と
い
う
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
空
間
を
検
討
す
る
こ
と
を
通
し
て
だ
と
思
っ
て
い
る
。
本

書
は
そ
う
し
た
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
空
間
に
つ
い
て
探
究
す
る
も
の
で
あ
る
。

本
書
の
草
稿
は
、
私
が
バ
ー
ク
ベ
ッ
ク
・
カ
レ
ッ
ジ
の
哲
学
科
か
ら
の
研
究
休
暇
と
人
文
学
研
究
委
員
会
か
ら
の
休
暇
を
得
て
い
る
あ

い
だ
に
執
筆
さ
れ
た
。
サ
ポ
ー
ト
し
て
く
れ
た
二
つ
の
機
関
に
非
常
に
感
謝
し
て
い
る
。
本
書
に
は
、
元
を
た
ど
る
と
数
年
前
に
私
が
イ

ギ
リ
ス
学
士
院
で
ポ
ス
ド
ク
を
し
て
い
た
と
き
（
一
九
九
七
～
二
〇
〇
〇
年
）
に
思
い
つ
い
た
基
本
的
発
想
が
含
ま
れ
て
お
り
、
そ
う
し

た
機
会
と
特
権
を
与
え
て
く
れ
た
学
士
院
に
今
も
感
謝
し
て
い
る
。
残
り
の
大
部
分
は
本
書
で
は
じ
め
て
出
版
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
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第
3
章
の
一
部
は
以
下
の
論
文
に
お
け
る
議
論
を
発
展
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。‘Epistem

ic�Injustice�and�a�Role�for�V
irtue�in�the�

Politics�of�K
now

ing’,�M
etaphilosophy,�34,�nos.�1/2�

（Jan.2003

）,�154-73;�reprinted�in�M
.�Brady�and�D

.�Pritchard�

（eds.

）,�
M

oral and E
pistem

ic V
irtues 

（O
xford:�Blackw

ell,�2003

）,�139-58.�

ま
た
、
第
4
章
と
第
6
章
は
そ
れ
ぞ
れ
、
以
下
の
論
文
の
内
容

を
踏
襲
し
て
い
る
。‘Rational�A

uthority�and�Social�Pow
er:�T

ow
ards�a�T

ruly�Social�Epistem
ology’,�Proceedings of the 

A
ristotelian Society,�98,�no.�2�

（1998

）,�159-77.�

さ
ら
に
、
第
7
章
の
大
部
分
の
内
容
は
以
下
の
論
文
と
し
て
出
版
さ
れ
て
い
る
。

‘Pow
erlessness�and�Social�Interpretation’,�E

pistem
e,�3,�1-2�

（2006

）.

本
書
の
内
容
は
、
バ
ー
ミ
ン
ガ
ム
大
学
、
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
、
ダ
ン
デ
ィ
ー
大
学
、
ハ
ル
大
学
、
リ
ー
ズ
大
学
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー

ド
大
学
、
サ
セ
ッ
ク
ス
大
学
、
ウ
ォ
リ
ッ
ク
大
学
、
ロ
ン
ド
ン
・
ス
ク
ー
ル
・
オ
ブ
・
エ
コ
ノ
ミ
ク
ス
、
ロ
ン
ド
ン
大
学
の
バ
ー
ク
ベ
ッ

ク
・
カ
レ
ッ
ジ
な
ど
で
行
わ
れ
た
研
究
セ
ミ
ナ
ー
、
そ
し
て
、
二
〇
〇
六
年
ト
ロ
ン
ト
大
学
で
開
催
さ
れ
た
エ
ピ
ス
テ
ー
メ
ー
誌
（E

pis

tem
e

）
の
年
次
学
会
な
ど
で
、
様
々
な
仕
方
で
発
表
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
機
会
に
建
設
的
で
貴
重
な
コ
メ
ン
ト
や
質
問
を
く
れ
た
参
加
者

に
心
か
ら
感
謝
し
て
い
る
。
も
う
少
し
個
人
に
向
け
て
伝
え
さ
せ
て
も
ら
え
る
な
ら
、
親
切
に
も
何
章
か
の
草
稿
を
読
み
コ
メ
ン
ト
を
く

れ
た
友
人
や
同
僚
─
─
ジ
ェ
ン
・
ホ
ー
ン
ズ
ビ
ー
、
ス
ー
ザ
ン
・
ジ
ェ
ー
ム
ズ
、
サ
ビ
ー
ナ
・
ラ
ヴ
ィ
ボ
ン
ド
、
ケ
イ
ト
・
サ
マ
ー
ス
ケ

ー
ル
に
感
謝
し
て
い
る
。
ま
た
、
ア
ン
ネ
・
ケ
レ
ハ
ー
、
キ
ー
ス
・
ウ
ィ
ル
ソ
ン
と
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
出
版
局
の
二
名
の
（
当

時
は
匿
名
で
あ
っ
た
）
査
読
者
で
あ
り
、
原
稿
全
体
に
わ
た
っ
て
非
常
に
有
益
な
コ
メ
ン
ト
と
励
ま
し
の
コ
メ
ン
ト
を
く
れ
た
ク
リ
ス
・

フ
ッ
ク
ウ
ェ
イ
と
レ
イ
・
ラ
ン
グ
ト
ン
に
感
謝
を
捧
げ
る
。
細
心
の
注
意
を
払
っ
て
タ
イ
プ
原
稿
を
チ
ェ
ッ
ク
し
て
く
れ
た
ジ
ー
ン
・
ヴ

ァ
ン
・
ア
ル
テ
ナ
、
あ
り
が
と
う
。
最
後
に
、
担
当
編
集
者
の
ピ
ー
タ
ー
・
モ
ン
ト
キ
ロ
フ
へ
心
か
ら
の
感
謝
を
捧
げ
る
。

ミ
ラ
ン
ダ
・
フ
リ
ッ
カ
ー
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本
書
は
、
際
立
っ
て
認
識
的
な
種
類
の
不
正
義
が
存
在
す
る
と
い
う
考
え
に
つ
い
て
探
究
す
る
。
認
識
的
不
正
義
と
い
う
一
般
項
目
に

分
類
さ
れ
る
現
象
は
い
く
つ
も
存
在
す
る
。
哲
学
に
お
い
て
、
正
義
が
通
常
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
か
を
考
え
る
と
、
認
識
的

不
正
義
と
い
う
ア
イ
デ
ア
は
、
情
報
や
教
育
と
い
っ
た
認
識
的
財
（epistem

ic�good

〕
1
〔

）
に
か
ん
す
る
分
配
的
不
公
正
（distributive�un-

fairness

）
に
つ
い
て
の
思
考
を
真
っ
先
に
喚
起
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
場
合
、
次
の
よ
う
な
社
会
的
行
為
者
、
す
な
わ
ち
、
認
識

的
財
を
含
む
様
々
な
財
に
利
害
関
心
が
あ
り
、「
す
べ
て
の
人
が
公
正
な
分
け
前
を
得
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
」
と
疑
問
を
も
つ
社
会
的
行

為
者
が
思
い
描
か
れ
て
い
る
。
認
識
的
不
正
義
が
こ
の
よ
う
な
形
態
を
と
る
場
合
、
そ
の
不
正
義
に
、
ま
さ
に
認
識
に
固
有
と
言
え
る
よ

う
な
も
の
は
存
在
し
な
い
。
と
い
う
の
も
、
こ
こ
で
扱
わ
れ
る
財
が
認
識
的
財
と
し
て
特
徴
づ
け
ら
れ
う
る
の
は
、
ほ
と
ん
ど
偶
然
と
思

わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
本
書
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
認
識
的
不
正
義
の
な
か
で
も
認
識
に
固
有
な
種
類
の
二
つ
の
形
態

に
焦
点
を
あ
て
、
そ
れ
ら
の
不
正
義
の
本
質
が
、
も
っ
と
も
根
本
的
に
は
、
人
々
が
と
り
わ
け
知
識
の
主
体
と
し
て
も
つ
能
力
に
か
ん
し

て
被
る
不
正
に
あ
る
こ
と
を
立
証
す
る
も
の
で
あ
る
。
以
下
で
は
、
こ
れ
ら
の
不
正
義
を
証
言
的
不
正
義

0

0

0

0

0

0

（testim
onial injustice

）
と

解
釈
的
不
正
義

0

0

0

0

0

0

（herm
eneutical injustice

）
と
呼
ぼ
う
。
証
言
的
不
正
義
が
生
じ
る
の
は
、
聞
き
手
が
、
偏
見
の
せ
い
で
話
し
手
の
言
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葉
に
与
え
る
信
用
性
（credibility

）
を
過
度
に
低
く
し
て
し
ま
う
と
き
で
あ
る
。
一
方
、
解
釈
的
不
正
義
が
生
じ
る
の
は
、
そ
れ
に
先
行

す
る
時
点
、
す
な
わ
ち
、
人
々
が
自
分
た
ち
の
社
会
的
経
験
を
意
味
づ
け
る
際
に
、
集
団
的
な
解
釈
資
源
に
あ
る
ギ
ャ
ッ
プ
の
せ
い
で
不

公
正
な
仕
方
で
不
利
な
立
場
に
立
た
さ
れ
て
し
ま
う
と
き
で
あ
る
。
一
つ
目
の
証
言
的
不
正
義
の
一
例
は
、
警
察
官
が
特
定
の
人
々
を
、

そ
の
人
々
が
黒
人
で
あ
る
が
ゆ
え
に
信
じ
な
い
場
合
だ
ろ
う
。
二
つ
目
の
解
釈
的
不
正
義
の
一
例
は
、
た
と
え
ば
、
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ

ラ
ス
メ
ン
ト
と
い
う
、
必
要
不
可
欠
な
概
念
が
ま
だ
存
在
し
な
い
文
化
に
お
い
て
人
々
が
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
苦
し
ん
で
い
る
場
合
だ
ろ
う
。

証
言
的
不
正
義
は
信
用
性
の
調
整
に
お
け
る
偏
見
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
、
解
釈
的
不
正
義
は
集
団
的
な
解
釈
資
源
の
調
整
に
お
け
る

構
造
的
偏
見
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

本
書
全
体
の
目
標
は
、
も
っ
と
も
基
本
的
な
日
常
の
認
識
実
践
の
な
か
で
も
、
次
の
二
つ
の
実
践
、
す
な
わ
ち
、
他
者
に
語
る
こ
と
で

知
識
を
伝
え
る
こ
と
、
お
よ
び
、
私
た
ち
自
身
の
社
会
的
経
験
を
意
味
づ
け
る
こ
と
に
つ
い
て
の
倫
理
的
側
面
に
光
を
当
て
る
こ
と
で
あ

る
。
こ
れ
か
ら
議
論
さ
れ
る
倫
理
的
特
徴
は
、
認
識
的
な
相
互
交
流
に
お
け
る
社
会
的
な
力
（social�pow

er

）
の
作
用
か
ら
生
じ
る
た
め
、

そ
の
特
徴
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
認
識
実
践
の
政
治
性
（politics

）
を
明
る
み
に
出
す
こ
と
で
も
あ
る
。
英
米
の
認
識
論
の
文
脈
で

は
、
認
識
的
関
係
に
つ
い
て
私
た
ち
が
ど
の
よ
う
に
考
え
る
の
か
に
つ
い
て
の
政
治
的
意
味
合
い
を
部
分
的
に
含
む
考
え
─
─
認
識
的
信

頼
は
社
会
的
な
力
と
否
応
な
く
結
び
つ
い
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
考
え
や
、
社
会
的
不
利
益
は
認
識
上
の
不
正
な
不
利
益
を
生
み

だ
し
う
る
と
い
う
考
え
─
─
は
、
ま
と
も
に
取
り
あ
げ
ら
れ
な
い
傾
向
に
あ
る
。
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
、
こ
う
い
っ
た
考
え
は
、
ポ
ス
ト
モ

ダ
ニ
ズ
ム
が
そ
の
極
致
で
あ
っ
た
相
対
主
義
的
な
見
方
と
必
然
的
に
結
び
つ
い
て
い
る
と
前
提
さ
れ
て
い
る
た
め
に
取
り
あ
げ
ら
れ
に
く

い
の
か
も
し
れ
な
い
。
あ
る
い
は
単
純
に
、
伝
統
的
な
認
識
論
が
そ
の
内
部
で
生
み
だ
す
、
個
人
主
義
や
合
理
的
理
想
化
を
不
可
欠
だ
と

見
な
す
理
論
的
枠
組
み
が
、
こ
の
よ
う
な
〔
認
識
実
践
の
権
力
構
造
に
つ
い
て
の
〕
問
い
が
認
識
論
に
固
有
の
問
題
と
い
か
な
る
関
係
に
あ

る
の
か
を
き
わ
め
て
見
え
に
く
く
し
て
い
る
か
ら
か
も
し
れ
な
い
。
ど
の
よ
う
な
説
明
が
な
さ
れ
る
に
せ
よ
、
本
書
の
推
進
力
と
な
る
の

は
、
伝
統
的
に
追
究
さ
れ
て
き
た
認
識
論
が
、
私
た
ち
の
認
識
行
為
に
か
ん
す
る
倫
理
的
側
面
と
政
治
的
側
面
を
明
ら
か
に
す
る
の
に
有

益
な
い
か
な
る
理
論
的
枠
組
み
も
欠
く
こ
と
で
貧
弱
化
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
英
米
の
伝
統
で
は
、
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
認
識
論
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だ
け
が
こ
の
問
題
点
を
果
敢
に
指
摘
し
続
け
る
こ
と
で
唯
一
と
言
え
る
声
を
上
げ
て
き
た
が
、
私
は
、
徳
認
識
論
が
こ
の
よ
う
な
諸
問
題

を
有
意
義
に
論
じ
る
こ
と
の
で
き
る
一
般
的
な
認
識
論
的
表
現
方
法
を
提
供
す
る
こ
と
を
示
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

似
た
よ
う
な
盲
点
は
倫
理
学
に
も
見
出
さ
れ
る
。
こ
れ
ま
で
の
倫
理
学
が
、
私
た
ち
の
認
識
行
為
を
検
討
の
対
象
と
し
て
こ
な
か
っ
た

こ
と
は
、
先
ほ
ど
と
同
様
に
残
念
な
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
倫
理
学
の
場
合
、
私
た
ち
の
認
識
的
生
活
に
お
け
る
正
・
不
正
に

注
意
を
向
け
て
こ
な
か
っ
た
の
は
〔
認
識
論
の
場
合
よ
り
も
〕
い
っ
そ
う
偶
然
的
で
あ
り
、
倫
理
学
が
歴
史
的
に
、
も
っ
ぱ
ら
二
階〕

2
〔

の
理

論
的
問
題
に
取
り
組
ん
で
き
た
と
い
う
一
般
的
な
説
明
以
上
に
特
別
な
診
断
所
見
に
つ
な
が
る
も
の
は
何
も
見
当
た
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
以
上
の
伝
統
的
背
景
を
考
え
る
と
、
本
書
は
倫
理
学
の
研
究
書
と
も
、
認
識
論
の
研
究
書
と
も
明
快
に
分
類
で
き
る

も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
本
書
は
、
倫
理
学
と
認
識
論
と
い
う
、
哲
学
の
二
つ
の
異
な
る
領
域
の
あ
い
だ
の
広
漠
た
る
境
目
に
つ
い
て
、

あ
ら
た
め
て
解
き
ほ
ぐ
す
も
の
な
の
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
の
哲
学
分
野
の
な
か
で
は
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
こ
そ
が
、
私
た
ち
の
認
識
実
践
に
つ
い
て
の
倫
理
的
側
面
や
政
治
的
側
面
を

探
究
す
る
た
め
の
理
論
的
空
間
を
、
と
り
わ
け
多
く
の
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
哲
学
者
に
約
束
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
て
い
た
。
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン

の
哲
学
的
思
考
の
も
つ
非
常
に
大
き
な
魅
力
は
、
理
性
と
知
識
を
社
会
的
な
力
が
発
揮
さ
れ
る
文
脈
に
し
っ
か
り
位
置
づ
け
た
点
に
あ
っ

た
。
理
性
と
い
う
権
威
に
対
す
る
長
き
に
わ
た
る
懸
念
は
、〔
そ
の
懸
念
の
〕
政
治
性
が
い
っ
そ
う
色
濃
く
反
映
さ
れ
る
よ
う
に
表
現
し

う
る
、
新
た
な
、
一
見
す
る
と
急
進
的
変
化
を
も
た
ら
す
理
論
的
文
脈
を
獲
得
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
も
お
お
か
た
、
虚
し
い
望
み
に
す

ぎ
な
い
こ
と
が
判
明
し
た
。
な
ぜ
な
ら
、
極
端
な
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
心
酔
者
に
よ
る
か
な
り
の
数
の
作
品
が
あ
ま
り
に
も
極
端
に
還
元
主

義
に
傾
い
た
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
精
神
の
背
景
に
あ
る
原
動
力
が
、
正
義
と
不
正
義
に
か
ん
す
る
様
々
な
問
い
を

理
性
と
社
会
的
な
力
が
ど
の
よ
う
に
絡
み
合
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
点
と
関
連
づ
け
て
論
じ
る
前
向
き
な
意
志
と
し
て
現
れ
る
の
で
は
な

く
、
理
性
に
つ
い
て
の
擁
護
不
可
能
な
幻
想
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
す
る
主
張
と
し
て
現
れ
た
か
ら
で
あ
る）

1
（

。
理
性
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
そ

の
も
の
へ
の
懐
疑
、
お
よ
び
、
理
性
を
権
力
（pow

er

）
作
用
に
還
元
し
よ
う
と
す
る
傾
向
は
、「
権
力
は
、
合
理
的
主
体
と
し
て
の
私
た

ち
が
取
る
行
動
に
ど
の
よ
う
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
の
か
」
と
い
う
、
私
た
ち
が
ま
さ
に
問
う
べ
き
問
題
を
実
際
に
は
先
回
り
し
て
封
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じ
て
し
ま
う
。
と
い
う
の
も
、
そ
の
せ
い
で
、
私
た
ち
が
理
由
に
基
づ
い
て
思
考
す
る
こ
と
と
、
単
に
権
力
関
係
が
私
た
ち
の
思
考
に
作

用
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
こ
と
と
の
区
別
が
消
え
去
る
、
あ
る
い
は
、
少
な
く
と
も
そ
の
区
別
が
見
え
に
く
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。
正
義

へ
の
問
い
が
、
私
た
ち
の
認
識
実
践
と
の
関
係
に
お
い
て
い
か
な
る
仕
方
で
立
ち
現
れ
る
の
か
に
関
心
を
も
つ
と
き
、
還
元
主
義
の
傾
向

は
次
の
必
要
不
可
欠
な
区
別
、
す
な
わ
ち
、
十
分
な
理
由
が
あ
っ
て
他
者
の
言
葉
を
拒
否
す
る
こ
と
と
、
単
な
る
偏
見
に
基
づ
い
て
拒
否

す
る
こ
と
の
区
別
を
覆
い
隠
す
。
こ
う
し
て
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
は
、
認
識
実
践
に
お
け
る
正
義
と
権
力
に
つ
い
て
の
様
々
な
問
い
を
考

え
る
た
め
の
理
論
的
空
間
を
創
り
だ
す
ど
こ
ろ
か
、
逆
に
、
そ
の
よ
う
な
問
い
を
巧
妙
に
封
じ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
、
ポ
ス
ト
モ
ダ

ニ
ズ
ム
が
認
識
論
的
な
関
係
性
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
こ
と
は
最
終
的
に
少
し
も
進
歩
主
義
的
な
方
向
に
向
か
う
こ
と
な
く
、
何
ら
か
の

進
展
が
あ
る
に
し
て
も
保
守
的
な
ほ
う
へ
戻
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
が
か
つ
て
ざ
わ
め
い
て
い
た
と
こ
ろ
で
、
私
た
ち
は
沈
黙
ば
か
り
し
て
い
て
は
な
ら
な
い
。
と
い
う
の

も
、
私
た
ち
は
き
っ
と
、
理
性
が
社
会
的
な
力
と
ど
の
よ
う
に
絡
み
合
っ
て
い
る
の
か
を
論
じ
る
た
め
の
別
の
、
よ
り
良
い
方
法
を
見
出

す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
ら
だ
。
で
は
、
そ
う
し
た
議
論
は
ど
の
よ
う
な
形
態
を
と
る
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
い
に
対
す
る
一

つ
の
答
え
は
、
そ
う
し
た
議
論
は
、
私
た
ち
の
認
識
実
践
を
社
会
的
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
も
の
と
し
て
説
明
す
る
文
脈
に
お
い
て
、
一
階

の
倫
理
的
問
題
を
検
討
す
る
と
い
う
形
態
を
と
る
べ
き
だ
、
と
い
う
も
の
で
あ
る）

2
（

。
私
た
ち
人
間
の
従
事
す
る
実
践
を
社
会
的
に
位
置
づ

け
ら
れ
た
も
の
と
し
て
説
明
す
る
と
い
う
こ
と
は
、〔
認
識
実
践
へ
の
〕
参
加
者
を
社
会
的
な
力
関
係
を
捨
象
し
て
捉
え
る
の
で
は
な
く

（
伝
統
的
な
認
識
論
は
、
ほ
と
ん
ど
の
社
会
認
識
論
も
含
め
て
、
参
加
者
を
こ
の
よ
う
な
仕
方
で
捉
え
て
き
た
）、
他
者
と
の
相
互
の
力
関
係
の

う
ち
に
あ
り
、
社
会
的
タ
イ
プ
と
し
て
行
動
す
る
人
々
と
し
て
捉
え
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
社
会
的
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
者
と
し
て

主
体
を
説
明
す
る
こ
の
よ
う
な
考
え
方
の
お
か
げ
で
、
私
た
ち
が
認
識
実
践
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
権
力
、
お
よ
び
、
時
に
合
理

的
で
時
に
反
合
理
的
な
権
力
の
律
動
に
か
ん
す
る
様
々
な
問
い
が
お
の
ず
と
喚
起
さ
れ
る
。
哲
学
的
問
題
の
多
く
は
、
連
綿
と
受
け
継
が

れ
て
き
た
、
最
大
限
に
抽
象
化
さ
れ
た
人
間
主
体
と
い
う
考
え
方
に
よ
っ
て
も
っ
と
も
適
切
に
扱
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
よ
う
な

考
え
方
だ
け
に
自
分
自
身
を
狭
め
る
と
、
私
た
ち
が
導
き
だ
せ
る
哲
学
的
問
い
や
洞
察
の
種
類
を
制
限
す
る
こ
と
に
な
り
、
結
果
的
に
哲
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学
の
扱
え
る
レ
パ
ー
ト
リ
ー
が
不
必
要
に
貧
し
く
な
る
。
対
照
的
に
、
社
会
的
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
者
と
し
て
主
体
を
説
明
す
る
考
え
方

か
ら
出
発
す
る
な
ら
ば
、
権
力
、
理
性
、
認
識
的
権
威
の
あ
い
だ
の
様
々
な
相
互
依
存
を
突
き
止
め
る
こ
と
が
で
き
、
私
た
ち
の
認
識
実

践
に
不
可
欠
な
認
識
実
践
の
倫
理
的
特
徴
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
探
究
を
通
し
て
、
最
終
的
に
、
私
た
ち
の
認

識
行
為
は
ど
の
よ
う
に
し
て
、
い
っ
そ
う
合
理
的
な
も
の
と
な
る
と
同
時
に
い
っ
そ
う
正
義
に
か
な
う
も
の
と
な
る
の
か
を
理
解
す
る
こ

と
が
重
要
な
の
で
あ
る
。

本
書
全
体
を
通
し
て
私
は
社
会
的
な
力
と
い
う
概
念
を
使
用
す
る
た
め
、
第
1
章
の
課
題
は
、
社
会
的
な
力
に
つ
い
て
の
、
本
書
の
説

明
に
利
用
可
能
な
考
え
方
を
示
す
こ
と
で
あ
る
。
私
が
提
示
す
る
考
え
方
は
か
な
り
大
ま
か
な
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
の
核
と
な
る
の
は
、

権
力
と
は
他
者
の
行
為
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
、
社
会
的
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
能
力
の
こ
と
だ
と
い
う
考
え
で
あ
る
。
次
に
、
ア
イ
デ
ン

0

0

0

0

テ
ィ
テ
ィ
の
力

0

0

0

0

0

0

（identity pow
er

）
と
私
が
呼
ぶ
と
こ
ろ
の
、
社
会
的
な
力
の
特
定
の
種
類
を
導
入
す
る
。
す
な
わ
ち
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
の
力
と
は
、
特
定
の
権
力
作
用
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
る
人
々
の
社
会
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
つ
い
て
の
、
社
会
的
イ
メ
ー
ジ
上
で

共
有
さ
れ
た
見
方
に
直
接
依
存
し
て
い
る
社
会
的
な
力
の
形
態
の
一
つ
で
あ
る
。
第
1
章
の
後
半
は
、
認
識
的
不
正
義
の
主
要
な
形
態
で

あ
る
証
言
的
不
正
義

0

0

0

0

0

0

を
特
徴
づ
け
る
と
い
う
、
本
書
の
中
心
的
な
考
え
を
提
示
す
る
こ
と
に
精
力
を
注
ぐ
。
そ
の
基
本
的
な
考
え
は
、
話

し
手
が
証
言
的
不
正
義
を
被
る
の
は
、
聞
き
手
側
の
偏
見
の
せ
い
で
、
そ
の
聞
き
手
が
偏
見
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
な
ら
与
え
て
い
た
だ

ろ
う
信
用
性
よ
り
低
い
信
用
性
し
か
話
し
手
に
与
え
な
い
場
合
で
あ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
偏
見
は
様
々
な
形
態
を
と
り
う
る
た
め
、

証
言
的
不
正
義
と
い
う
概
念
に
分
類
さ
れ
る
現
象
も
一
つ
と
は
限
ら
な
い
。
私
は
、
他
者
の
こ
と
を
社
会
的
タ
イ
プ
ゆ
え
に

0

0

0

偏
見
の
目
で

見
て
し
ま
う
こ
と
を
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
対
す
る
偏
見

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（identity prejudice

）
と
い
う
概
念
と
し
て
導
入
す
る
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、

た
と
え
ば
、
黒
人
と
い
う
だ
け
で
警
察
が
相
手
の
言
う
こ
と
を
信
じ
な
い
場
合
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
証
言
的
不
正
義
の
中
心
事
例
、
す

な
わ
ち
、
聞
き
手
側
の
も
つ
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
対
す
る
偏
見
の
せ
い
で
、
話
し
手
が
過
度
に
低
い
信
用
性
し
か
受
け
と
ら
な
い
と
き

に
、
そ
の
話
し
手
が
被
っ
て
い
る
不
正
義
に
焦
点
を
あ
て
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
証
言
的
不
正
義
の
中
心

事
例
は
、（
や
や
簡
略
に
表
現
す
る
な
ら
）
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
対
す
る
偏
見
の
せ
い
で
生
じ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
信
用
性
の
不
足

0

0

0

0

0

0

と
し
て
定
義
さ
れ
う
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