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『
哲
学
探
究
』
の
治
療
に
お
け
る
対
話
形
式
の
意
義

│
│
な
ぜ
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
「
嚙
み
合
わ
な
い
対
話
」
を
見
せ
る
の
か
？

槇　

野　

沙　

央　

理

一
章
、『
哲
学
探
究
』
の
治
療
と
対
話
形
式

　
『
哲
学
探
究
』（
二
〇
〇
九
、
以
下
『
探
究
』）
を
は
じ
め
と
す
る
後
期
ウ
ィ

ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
遺
稿
は
、
一
定
数
の
研
究
者
（cf. 

B
aker 

2004, 

K
uusela 2008

）
に
よ
り
、「
治
療
」（PU
 

§133

）
を
行
う
も
の
と
み
な
さ
れ

て
き
た
。「
治
療
」
が
何
を
意
味
す
る
か
は
個
々
の
研
究
者
に
よ
っ
て
異
な
る

が
、
あ
る
程
度
共
有
さ
れ
て
い
る
前
提
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
第
一

に
、
治
療
は
、「
哲
学
的
理
論
」
と
評
さ
れ
る
よ
う
な
特
徴
を
も
た
な
い
。
治

療
は
、
よ
り
少
な
い
原
理
で
よ
り
多
く
の
言
語
活
動
を
説
明
す
る
体
系
で
は
な

い
。
第
二
に
、
治
療
が
取
り
扱
う
「
哲
学
的
病
」（PU

 

§593

）
と
は
、
言
語

の
あ
り
方
を
把
握
す
る
際
に
、
単
純
な
枠
組
み
を
そ
の
適
切
な
範
囲
を
超
え
て

適
用
し
た
り
、
誤
っ
た
ア
ナ
ロ
ジ
ー
を
用
い
た
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る

混
乱
の
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
治
療
活
動
は
、
哲

学
的
病
に
犯
さ
れ
た
状
態
の
人
に
対
し
、
そ
こ
か
ら
脱
出
す
る
た
め
の
具
体
的

な
ヒ
ン
ト
を
提
示
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
『
探
究
』
は
、
対
話
形
式
に
よ
っ
て
書
か
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
会
話
を

リ
ー
ド
す
る
人
物
と
、
そ
の
対
話
者
が
登
場
す
る
。
大
雑
把
に
と
ら
え
れ
ば
、

会
話
を
リ
ー
ド
す
る
人
物
は
、
治
療
者
と
し
て
の
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
で

あ
り
、
対
話
者
は
、
哲
学
的
病
に
犯
さ
れ
た
過
去
の
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン

等
々
の
立
場
を
担
う
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
両
者
の
関
係
は
、
ラ
イ
プ
ニ

ッ
ツ
の
『
人
間
知
性
新
論
』
に
お
け
る
テ
オ
フ
ィ
ル
と
フ
ィ
ラ
レ
ー
ト
の
よ
う

に
、
異
な
る
哲
学
的
立
場
を
も
つ
者
同
士
の
関
係
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
プ

ラ
ト
ン
の
対
話
篇
に
登
場
す
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
テ
ア
イ
テ
ト
ス
の
よ
う
に
、
一

方
が
も
う
一
方
を
説
得
す
る
関
係
に
似
て
い
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
と
対
話
者
の
関
係
は
そ
れ
ほ
ど

単
純
で
は
な
い
。
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
対
話
者
と
思
考
を
共
有
す
る
よ
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う
に
み
え
る
。
ま
た
、
あ
る
発
言
が
ど
ち
ら
の
人
物
か
ら
発
せ
ら
れ
た
も
の
で

あ
る
か
を
、
常
に
確
定
で
き
る
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
。
二
人
の
人
物
の
あ
り

方
は
、
癒
着
し
て
い
る
。『
探
究
』
の
著
者）
1
（

の
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
中

に
、
二
つ
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
存
在
す
る
と
表
現
す
る
方
が
よ
い
だ
ろ
う
。

　

ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
と
対
話
者
の
関
係
を
複
雑
に
し
て
い
る
理
由
の
一

つ
と
し
て
、
両
者
の
や
り
と
り
の
あ
い
だ
に
、
ほ
と
ん
ど
和
解
が
生
じ
て
い
な

い
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
二
人
は
衝
突
し
、
あ
る
い
は
行
き
違
う
。
対
話
者
は
ウ

ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
に
不
満
を
訴
え
（cf. 

PU
 

§65

）、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ

タ
イ
ン
は
対
話
者
に
苛
立
つ
（cf. PU

 
§304
）。
ま
た
、
読
者
か
ら
見
て
、
一

方
の
発
言
と
そ
れ
に
対
す
る
も
う
一
方
の
返
答
が
ど
の
よ
う
に
繫
が
っ
て
い
る

か
す
ぐ
に
理
解
し
が
た
い
箇
所
も
散
見
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
両
者
の
対
話
は
嚙

み
合
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　

嚙
み
合
わ
な
い
対
話
を
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
わ
れ
わ
れ
に
見
せ
る
理

由
は
、
何
だ
ろ
う
か
？

こ
の
問
い
に
対
す
る
直
接
的
で
明
確
な
回
答
は
、
ま

だ
提
出
さ
れ
て
い
な
い
。『
探
究
』
の
対
話
が
し
ば
し
ば
嚙
み
合
わ
な
い
こ
と

は
、
容
易
に
目
に
つ
き
や
す
い
に
も
関
わ
ら
ず
、
こ
れ
ま
で
研
究
者
に
よ
っ
て

積
極
的
に
論
じ
ら
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
そ
の
背
景
と
し
て
、
そ

も
そ
も
『
探
究
』
の
対
話
形
式
を
中
心
的
に
取
り
扱
う
研
究
（cf. 

H
eal 

1995

）
自
体
が
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
い
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、『
探

究
』
の
対
話
形
式
は
し
ば
し
ば
言
及
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
の
場
合
で
も
、
例
え

ば
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
と
プ
ラ
ト
ン
│
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
い
っ
た
他
の
哲
学

者
と
の
比
較
（cf. R

ow
e 2007

）
に
お
い
て
な
さ
れ
る
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。

　

し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
の
問
い
に
回
答
す
る
た
め
の
方
法
は
す
で
に
示
唆
さ
れ

て
い
る
。
対
話
者
に
関
す
る
こ
れ
ま
で
の
研
究
は
、
嚙
み
合
わ
な
い
対
話
を
説

明
す
る
た
め
の
き
っ
か
け
を
与
え
て
く
れ
る
。
す
な
わ
ち
対
話
者
は
、
何
ら
か

の
偏
っ
た
見
方
に
陥
っ
て
お
り
、
哲
学
的
な
「
像
」（cf. 

Shanker 
2004, 

Egan 2011, O
htani 2016

／
大
谷
二
〇
一
〇
、
二
〇
一
四
）
を
通
じ
て
し
か

言
語
を
把
握
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
哲
学
的
な

「
像
」
と
は
、
大
谷
に
よ
る
と
、
具
体
的
な
使
用
を
欠
い
た
語
の
イ
メ
ー
ジ
の

こ
と
で
あ
る
（cf. 

大
谷
二
〇
一
四
、
一
四
二
│
一
四
六
頁
）。
哲
学
的
な

「
像
」
を
通
じ
て
の
み
言
語
を
捉
え
よ
う
と
し
て
し
ま
う
対
話
者
は
、
当
然
、

ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
促
し
を
た
だ
ち
に
受
け
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
と
対
話
者
の
あ
い
だ
で
食
い
違
い

が
生
じ
る
こ
と
は
回
避
で
き
な
い
と
推
測
さ
れ
る
。

　

こ
う
し
た
研
究
を
踏
ま
え
、
わ
れ
わ
れ
は
次
の
よ
う
な
暫
定
的
回
答
を
導
く

こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
嚙
み
合
わ
な
い
対

話
を
わ
れ
わ
れ
に
見
せ
る
理
由
は
、
治
療
の
難
し
さ
を
伝
え
よ
う
と
し
た
か
ら

で
あ
る
。
こ
の
回
答
は
、
わ
れ
わ
れ
を
一
時
的
に
満
足
さ
せ
る
か
も
し
れ
な
い

が
、
結
局
は
不
十
分
な
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
わ
れ
わ
れ
が
知
り
た
い
の

は
、
な
ぜ
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
治
療
の
難
し
さ
を
公
に
し
た
の
か
、
と

い
う
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
も
し
こ
れ
以
上
の
理
由
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
な

い
の
で
あ
れ
ば
、「
嚙
み
合
わ
な
い
対
話
」
は
、
た
だ
単
に
治
療
の
過
程
で
生
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ず
る
障
害
を
意
味
す
る
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
。

　

嚙
み
合
わ
な
い
対
話
が
わ
れ
わ
れ
読
者
に
も
た
ら
す
重
要
な
意
義
を
明
る
み

に
出
す
た
め
に
は
、
わ
れ
わ
れ
が
対
話
者
を
取
り
扱
う
態
度
を
見
直
さ
ね
ば
な

ら
な
い
。
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
、
主
と
し
て
、
治
療
者
と
し
て
の
ウ
ィ
ト
ゲ

ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
立
場
か
ら
み
た
対
話
者
の
あ
り
方
が
検
討
さ
れ
て
き
た

（cf. Finkelstein 2000
）。
そ
の
一
方
で
、
対
話
者
自
身
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ

ブ
は
ほ
と
ん
ど
無
視
さ
れ
て
き
た
と
言
っ
て
よ
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
す
で
に

述
べ
た
よ
う
に
、
対
話
者
も
、
そ
し
て
治
療
者
と
し
て
の
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ

イ
ン
さ
え
も
、『
探
究
』
の
著
者
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
一
部
で
あ
る
。

治
療
活
動
の
内
実
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
わ
れ
わ
れ
は
治
療
者
と
し
て

登
場
す
る
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
見
方
だ
け
で
は
な
く
、
対
話
者
の
見
方

に
も
寄
り
添
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　

本
稿
は
、
対
話
者
の
反
応
に
着
目
し
て
治
療
過
程
を
分
析
し
、「
嚙
み
合
わ

な
い
対
話
を
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
わ
れ
わ
れ
に
見
せ
る
理
由
」
を
考
察

す
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
後
期
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
治
療
活
動
の
内
実
を

明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
わ
れ
わ
れ
自
身
の
思
索
に
役
立
つ
よ
う
な
考
察
を

展
開
し
た
い
と
思
う
。
以
下
の
章
で
は
、
次
の
順
序
で
検
討
を
行
う
。
次
章
で

は
、
嚙
み
合
わ
な
い
対
話
の
具
体
例
と
し
て
『
探
究
』
一
九
一
か
ら
一
九
五
節

を
と
り
あ
げ
、
治
療
過
程
を
分
析
す
る
。
三
章
で
は
、
対
話
者
の
反
応
の
分
析

を
通
じ
て
そ
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
を
構
成
し
、
そ
れ
を
踏
ま
え
て
、
嚙
み
合

わ
な
い
対
話
の
意
義
を
考
察
す
る
。
四
章
で
は
、
嚙
み
合
わ
な
い
対
話
が
も
つ

意
義
を
、
わ
れ
わ
れ
『
探
究
』
の
読
者
の
観
点
か
ら
検
討
す
る
。

二
章
、『
探
究
』
一
九
一
│
一
九
五
節

　

本
章
で
は
、『
探
究
』
の
中
か
ら
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
と
対
話
者
の

会
話
が
嚙
み
合
わ
な
い
部
分
を
含
む
一
九
一
│
一
九
五
節
を
と
り
あ
げ
て
分
析

す
る
。
こ
の
箇
所
は
、「
規
則
遵
守
論
」
と
し
て
有
名
な
一
八
五
│
二
四
二
節）
2
（

の
一
部
で
あ
る
。
規
則
遵
守
論
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
要
素
を
含
む
極
め
て
複
雑
な

パ
ー
ト
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
簡
潔
に
対
話
者
の
特
徴
に
限
っ
て
説
明
す
る
。

す
な
わ
ち
対
話
者
は
、「
規
則
」
の
概
念
に
確
定
さ
れ
た
意
味
が
あ
る
と
思
っ

て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
規
則
」
は
、
第
一
に
、
経
験
的
事
実
か
ら
独
立
に
成
立

し
、
わ
れ
わ
れ
の
実
際
の
言
語
使
用
と
一
致
し
た
り
し
な
か
っ
た
り
す
る
も
の

で
あ
る
。
第
二
に
、「
規
則
」
は
、
あ
る
語
の
す
べ
て
の
適
用
の
可
能
性
を
内

包
し
て
い
る
何
も
の
か
で
あ
る
。
対
話
者
は
、
こ
の
二
つ
の
意
味
で
考
え
ら
れ

た
「
規
則
」
の
概
念
を
、
い
か
に
「
把
握
」
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
を
問
題
に

し
よ
う
と
し
て
い
る
。

　

実
際
に
一
九
一
・
一
九
二
節
を
参
照
し
よ
う
。
鍵
括
弧
内
が
対
話
者
の
発
言

で
あ
る
。

「
わ
れ
わ
れ
は
、
ま
る
で
一
瞬
の
う
ち
に
、
あ
る
語
の
す
べ
て
の
使
い
方

を
把
握
で
き
る
み
た
い
だ
」。
│
│
た
と
え
ば
、
ど
ん
な
ふ
う
に

0

0

0

0

0

0

？
│
│

人
は
│
│
あ
る
意
味
で
は
│
│
一
瞬
の
う
ち
に
把
握
で
き
る

0

0

0

の
で
は
な
い
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か
？
│
│
そ
し
て
、
ど
う
い
う

0

0

0

0

意
味
で
君
に
は
で
き
な
い
の
か
？
│
│
ま

る
で
わ
れ
わ
れ
が
、
そ
れ
を
も
っ
と
直
接
的
な
意
味
で
「
一
瞬
の
う
ち
に

把
握
」
で
き
る
か
の
よ
う
だ
。
│
│
し
か
し
君
は
、
そ
れ
に
合
う
範
例

（V
orbild

）
を
持
っ
て
い
る
の
か
な
？

い
や
、
な
い
。
私
た
ち
に
提

供
さ
れ
る
の
は
、
そ
う
い
う
表
現
の
仕
方
だ
け
な
の
だ
。
互
い
に
交
差
す

る
像
の
結
果
と
し
て
。（PU

 

§191

、
圏
点
強
調
は
原
文
、
以
下
同
様
。）

君
は
こ
の
度
を
超
え
た
事
実
の
範
例
を
も
っ
て
は
い
な
い
が
、
し
か
し
超

│
表
現
を
使
う
よ
う
に
そ
そ
の
か
さ
れ
て
い
る
の
だ
。（
人
は
こ
れ
を
哲

学
的
最
上
級
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
よ
う
。）（PU

 

§192

）

こ
こ
で
は
対
話
者
が
、「
わ
れ
わ
れ
は
、
ま
る
で
一
瞬
の
う
ち
に
、
あ
る
語
の

す
べ
て
の
使
い
方
を
把
握
で
き
る
み
た
い
だ
」
と
話
し
、
そ
れ
に
対
し
て
ウ
ィ

ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
、「
た
と
え
ば
、
ど
ん
な
ふ
う
に

0

0

0

0

0

0

？
」
と
問
う
て
い
る
。

　

わ
れ
わ
れ
は
普
段
、
何
か
を
一
瞬
で
把
握
で
き
る
こ
と
も
あ
り
、
そ
う
で
な

い
こ
と
も
あ
る
。
例
え
ば
あ
る
人
は
、
あ
る
数
列
が
偶
数
列
に
な
っ
て
い
る
こ

と
を
一
瞬
で
理
解
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
あ
る
数
列
が
フ
ィ
ボ
ナ
ッ
チ
数

列
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
理
解
す
る
に
は
、
時
間
が
か
か
る
か
も
し
れ
な
い
。

と
こ
ろ
が
対
話
者
が
「
一
瞬
の
う
ち
に
﹇
…
﹈
把
握
で
き
る
」
と
言
う
と
き
は
、

先
の
よ
う
に
一
瞬
で
把
握
で
き
る
場
合
と
で
き
な
い
場
合
と
の
具
体
例
を
挙
げ

る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
、「
そ
れ

を
も
っ
と
直
接
的
な
意
味
で
「
一
瞬
の
う
ち
に
把
握
」
で
き
る
か
の
よ
う
だ
」

（
傍
線
強
調
は
引
用
者
）
と
指
摘
す
る
の
は
、
そ
の
た
め
で
あ
る
。

　

一
九
一
・
一
九
二
節
の
ポ
イ
ン
ト
を
、
次
の
よ
う
に
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

す
な
わ
ち
、
対
話
者
の
「
一
瞬
の
う
ち
に
、
あ
る
語
の
す
べ
て
の
使
い
方
を
把

握
で
き
る
」
と
い
う
表
現
は
、
そ
の
表
現
を
理
解
す
る
た
め
に
必
要
な
具
体
例

や
、
そ
の
表
現
が
い
つ
用
い
ら
れ
る
の
か
と
い
う
特
定
の
状
況
│
│
広
い
意
味

で
の
「
文
脈
」
を
欠
い
て
い
る
（cf. O

htani 2016

）。

　

ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
治
療
は
診
断
す
る
だ
け
で
終
わ
り
で
は
な
い
。

一
九
三
・
一
九
四
節
に
お
い
て
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
対
話
者
の
表
現

を
直
接
批
判
す
る
の
で
は
な
く
、
対
話
者
が
自
身
の
表
現
を
見
直
す
た
め
の
ヒ

ン
ト
と
し
て
、
想
像
上
の
「
機
械
」
を
提
示
す
る
。

働
き
方
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
の
機
械
。
機
械
は
│
│
ま
ず
最
初
に
こ
う
言

え
る
か
も
し
れ
な
い
│
│
自
分
の
働
き
方
を
す
で
に
自
分
の
な
か
に
も
っ

て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
と
い
う
こ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
？

│
│
機
械
の
こ
と
を
知
る
と
、
ほ
か
の
す
べ
て
の
こ
と
が
、
つ
ま
り
機
械

が
す
る
だ
ろ
う
運
動
が
、
す
っ
か
り
決
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
の

だ
。

　

わ
れ
わ
れ
は
、
ま
る
で
機
械
の
そ
の
部
分
は
そ
ん
な
ふ
う
に
し
か
動
け

な
い
か
の
よ
う
に
語
る
。
そ
れ
以
外
の
こ
と
は
な
に
ひ
と
つ
で
き
な
い
か

の
よ
う
だ
。
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
だ
ろ
う
？
│
│
機
械
が
曲
が
っ
た
り
、
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折
れ
た
り
、
溶
け
た
り
す
る
可
能
性
を
忘
れ
て
い
る
の
か
？

た
し
か
に
。

私
た
ち
は
、
多
く
の
場
合
、
そ
ん
な
こ
と
は
ま
る
で
考
え
な
い
。
機
械
と

か
、
機
械
の
像
は
、
一
定
の
働
き
方
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
使
わ
れ
る
。
わ

れ
わ
れ
は
、
た
と
え
ば
誰
か
に
機
械
の
像
を
伝
え
る
と
き
に
は
、
そ
の
人

が
当
然
、
そ
の
像
か
ら
各
部
分
の
運
動
が
ど
ん
な
も
の
か
を
、
導
き
だ
す

も
の
と
前
提
し
て
い
る
わ
け
だ
。﹇
…
﹈（PU

 

§193

）

「
働
き
方
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
の
機
械
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
、
対
話
者
が
こ

だ
わ
っ
て
い
る
哲
学
的
な
「
規
則
」
の
概
念
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
。
こ
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
対
話
者
に
提
供
さ
れ
た
一
つ
の
「
比
較
対
象
」

（PU
 

§130

）
で
あ
る
。
対
話
者
は
、
想
像
上
の
「
機
械
」
と
、
哲
学
的
な

「
規
則
」
の
概
念
と
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
過
程
で
、
自
身
が
「
規

則
」
と
い
う
語
で
何
を
考
え
て
い
た
か
に
つ
い
て
気
づ
き
を
得
る
こ
と
が
で
き

る
。

　

い
ま
わ
れ
わ
れ
は
、
対
話
者
の
代
わ
り
に
比
較
を
行
っ
て
み
る
こ
と
に
し
よ

う
。「
機
械
は
、
自
分
の
働
き
方
を
す
で
に
自
分
の
な
か
に
も
っ
て
い
る
よ
う

に
見
え
る
」（PU

 

§193

）
と
い
う
表
現
に
着
目
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
は
対
話

者
の
表
現
「
わ
れ
わ
れ
は
、
ま
る
で
一
瞬
の
う
ち
に
、
あ
る
語
の
す
べ
て
の
使

い
方
を
把
握
で
き
る
み
た
い
だ
」（PU

 

§191

）
と
似
て
い
る
。「
機
械
」
と

「
機
械
が
す
る
だ
ろ
う
運
動
」
と
の
関
係
は
、「
あ
る
語
」
と
「
す
べ
て
の
使
い

方
」
と
の
関
係
を
、
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
し
た
も
の
に
見
え
る
。
こ
の
パ
ラ
フ
レ
ー

ズ
に
よ
っ
て
、
二
種
類
の
表
現
の
間
に
類
似
性
が
生
じ
る
。
こ
の
類
似
性
の
も

と
、
哲
学
的
な
「
規
則
」
の
概
念
を
捉
え
直
す
な
ら
ば
、
そ
こ
で
、
あ
る
語
に

備
わ
っ
た
個
々
の
使
用
を
生
み
出
す
不
思
議
な
力
の
よ
う
な
も
の
が
想
定
さ
れ

て
い
た
こ
と
に
気
づ
く
。

　

こ
の
よ
う
に
し
て
わ
れ
わ
れ
は
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
提
示
す
る
比

較
対
象
を
活
用
し
、
あ
る
概
念
の
捉
え
方
に
つ
い
て
の
気
づ
き
を
得
る
こ
と
が

で
き
る
。
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
対
話
者
の
表
現
が
そ
れ
を
理
解
す
る

た
め
の
文
脈
を
欠
い
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
対
話
者
が
自

身
の
表
現
を
見
直
す
き
っ
か
け
を
与
え
て
い
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
促
し
に
対
す
る
対
話
者
の
反

応
は
、
わ
れ
わ
れ
が
期
待
す
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。

「
し
か
し
ぼ
く
は
ね
、
ぼ
く
が
い
ま
（
把
握
す
る
と
き
に
）
や
っ
て
い
る

こ
と
が
、
将
来
の
使
い
方
を
因
果
的
に

0

0

0

0

、
そ
し
て
経
験
的
に
決
定
す
る
、

と
は
思
っ
て
い
な
い
。
不
思
議
な

0

0

0

0

や
り
方
で
そ
の
使
い
方
そ
の
も
の
が
、

何
か
あ
る
意
味
で
目
の
前
に
あ
る
、
と
思
っ
て
い
る
ん
だ
」。﹇
…
﹈（PU

 

§195

）

わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
一
九
五
節
の
対
話
者
の
反
応
と
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ

ン
が
直
前
の
一
九
四
節
で
提
示
し
た
も
の
と
の
関
連
を
す
ぐ
に
理
解
す
る
こ
と

は
難
し
い
。
一
九
四
節
を
見
て
み
よ
う
。
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さ
て
、
ど
う
い
う
と
き
に
、「
機
械
は
そ
の
可
能
な
運
動
を
す
で
に
、
な

ん
ら
か
の
神
秘
的
な
や
り
方
で
自
分
の
な
か
に
も
っ
て
い
る
」
と
考
え
る

の
だ
ろ
う
？
│
│
そ
れ
は
、
哲
学
す
る
と
き
だ
。
で
は
、
わ
れ
わ
れ
を
惑

わ
せ
て
そ
の
よ
う
に
考
え
さ
せ
る
も
の
は
何
だ
ろ
う
か
？

そ
れ
は
わ
れ

わ
れ
が
機
械
に
つ
い
て
語
る
と
き
の
や
り
方
だ
。
た
と
え
ば
私
た
ち
は
、

「
機
械
は
そ
う
い
う
運
動
の
可
能
性
を
も
っ
て
い
る

0

0

0

0

0

（
所
有
し
て
い
る
）」

と
言
う
。
私
た
ち
は
、
こ
れ
こ
れ
の
運
動
だ
け
が
で
き
る

0

0

0

、
理
想
的
な
硬

さ
の
機
械
の
こ
と
を
語
る
。
│
│
運
動
の
可
能
性

0

0

0

、
こ
れ
は
何
な
の
か
？

運
動

0

0

の
こ
と
で
は
な
い
が
、
運
動
の
単
な
る
物
理
的
条
件
で
も
な
さ
そ
う

だ
。﹇
…
﹈
む
し
ろ
そ
れ
は
、
運
動
そ
の
も
の
の
影
の
よ
う
な
も
の
で
あ

る
は
ず
だ
。﹇
…
﹈（PU

 

§194

）

こ
こ
で
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
語
っ
て
い
る
こ
と
は
、
対
話
者
が
危
惧
し

て
い
る
よ
う
な
話
で
は
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
す
な
わ
ち
、
あ
る
語
の
す
べ
て

の
使
い
方
を
一
瞬
の
う
ち
に
「
把
握
す
る
」
こ
と
が
、「
将
来
の
使
い
方
を
因

果
的
に
、
そ
し
て
経
験
的
に
決
定
す
る
」（PU

 

§195

）
こ
と
で
あ
る
か
ど
う

か
に
は
、
あ
ま
り
関
係
が
な
い
よ
う
に
見
え
る
。

　

む
し
ろ
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
示
唆
し
て
い
る
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
が

し
ば
し
ば
、
あ
る
表
現
方
法
に
つ
ら
れ
て
言
葉
が
何
か
神
秘
的
な
働
き
を
す
る

と
考
え
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
機

械
は
そ
う
い
う
運
動
の
可
能
性
を
も
っ
て
い
る
」（PU

 

§194

）
と
い
う
表
現

は
、
た
だ
単
に
「
機
械
は
そ
う
い
う
運
動
を
す
る
」
と
い
う
表
現
と
は
異
な
り
、

何
か
「
可
能
性
」
な
る
も
の
の
本
体
を
ど
こ
か
に
備
え
て
い
る
よ
う
な
感
覚
を

抱
か
せ
る
。
こ
れ
と
似
た
よ
う
な
し
か
た
で
、
わ
れ
わ
れ
も
言
語
を
捉
え
て
し

ま
う
こ
と
は
あ
り
う
る
。
た
と
え
ば
わ
れ
わ
れ
は
、「
規
則
」
と
い
う
、
言
葉

の
背
後
に
あ
っ
て
何
か
神
秘
的
で
捉
え
が
た
い
働
き
を
す
る
も
の
が
存
在
す
る

と
信
じ
込
ん
で
い
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

一
九
五
節
の
対
話
者
の
反
応
は
、
わ
れ
わ
れ
が
予
想
し
た
よ
う
な
も
の
で
は

な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
対
話
者
の
反
応
を
一
目
見
る
だ
け
で
は
、
彼
が
ウ
ィ

ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
促
し
を
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
た
の
か
察
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
次
章
で
は
、
対
話
者
の
反
応
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

三
章
、
対
話
者
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
と
嚙
み
合
わ
な

い
対
話

　

本
章
で
は
、
一
九
五
節
の
対
話
者
の
反
応
を
検
討
し
、
彼
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ

ィ
ブ
を
構
成
し
た
上
で
、
嚙
み
合
わ
な
い
対
話
の
捉
え
直
し
を
行
う
。
ま
ず
、

対
話
者
は
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
促
し
を
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
た
の
だ

ろ
う
か
。
す
で
に
確
認
し
た
よ
う
に
、
一
九
五
節
は
、
一
見
し
た
だ
け
で
は
直

前
の
一
九
四
節
と
の
つ
な
が
り
が
理
解
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、

対
話
者
が
、
一
九
三
節
と
一
九
四
節
で
展
開
さ
れ
た
「
働
き
方
の
シ
ン
ボ
ル
と

し
て
の
機
械
」
を
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
た
か
、
推
測
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
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す
ぐ
に
指
摘
で
き
る
こ
と
は
、
対
話
者
が
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
促
し

を
何
ら
か
の
意
味
で
拒
絶
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
対
話
者
は
、
自
身

が
望
ま
な
い
発
想
を
退
け
、
自
身
の
考
え
を
述
べ
直
し
て
い
る
。

「
し
か
し
ぼ
く
は
ね
、
ぼ
く
が
い
ま
（
把
握
す
る
と
き
に
）
や
っ
て
い
る

こ
と
が
、
将
来
の
使
い
方
を
因
果
的
に

0

0

0

0

、
そ
し
て
経
験
的
に
決
定
す
る
、

と
は
思
っ
て
い
な
い
。
不
思
議
な

0

0

0

0

や
り
方
で
そ
の
使
い
方
そ
の
も
の
が
、

何
か
あ
る
意
味
で
目
の
前
に
あ
る
、
と
思
っ
て
い
る
ん
だ
」。﹇
…
﹈（PU

 

§195

）

　

で
は
、
ど
の
よ
う
な
意
味
で
対
話
者
は
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
促
し
を

拒
絶
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
対
話
者
は
、
そ
も
そ
も
、「
働
き
方
の
シ
ン
ボ
ル
と

し
て
の
機
械
」
を
、
対
話
者
の
表
現
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
と
し
て
見
る
こ
と
が
で
き

な
い
の
だ
ろ
う
か
。
そ
う
で
は
な
く
、
こ
の
こ
と
に
気
づ
い
た
う
え
で
、
ア
ナ

ロ
ジ
ー
を
拒
否
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
は
、
正
解
を
確
認
す
る
方

法
が
わ
か
ら
な
い
た
め
、
回
答
す
る
こ
と
が
難
し
い
が
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で

後
者
の
可
能
性
を
選
び
た
い
と
思
う
。
そ
の
理
由
は
、
対
話
者
の
発
言
を
、
ウ

ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
新
し
い
気
づ

き
と
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

　
『
探
究
』
全
体
を
見
れ
ば
明
ら
か
な
よ
う
に
、
対
話
者
は
自
身
の
考
え
を
系

統
立
て
て
述
べ
て
は
い
な
い
。
対
話
者
は
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
に
触
発

さ
れ
な
が
ら
自
身
の
考
え
を
表
現
す
る
。
一
九
五
節
の
発
言
内
容
も
同
様
で
あ

り
、
あ
ら
か
じ
め
熟
知
し
て
い
た
こ
と
を
た
だ
単
に
述
べ
て
い
る
と
い
う
よ
り

も
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
促
し
に
対
す
る
反
応
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い

る
。
つ
ま
り
、
対
話
者
の
発
言
「
し
か
し
ぼ
く
は
ね
、
ぼ
く
が
い
ま
（
把
握
す

る
と
き
に
）
や
っ
て
い
る
こ
と
が
、
将
来
の
使
い
方
を
因
果
的
に

0

0

0

0

、
そ
し
て
経

験
的
に
決
定
す
る
、
と
は
思
っ
て
い
な
い
」
は
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が

提
示
し
た
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
対
す
る
反
応
と
し
て
発
せ
ら
れ
た
も
の
だ
と
考
え
ら

れ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
推
測
が
合
理
的
で
あ
る
な
ら
ば
、
一
九
五
節
に
お
け
る
対
話
者
の

「
拒
絶
」
は
、
ア
ナ
ロ
ジ
ー
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
い

0

0

0

0

と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、

見
え
て
し
ま
っ
た
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
対
す
る
拒
絶
で
あ
る
。
そ
し
て
拒
絶
の
理
由

は
、「
働
き
方
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
の
機
械
」
が
、
対
話
者
の
考
え
を
「
正
確

に
」
表
現
し
て
い
な
い
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
何
が
対
話
者
の
考
え
の
正
確

な
表
現
で
あ
る
か
は
、
そ
も
そ
も
正
確
な
表
現
が
本
当
に
可
能
で
あ
る
か
も
含

め
、
大
き
な
問
題
で
あ
る
。
ま
た
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー

は
あ
く
ま
で
比
較
対
象
で
あ
っ
て
、
そ
も
そ
も
対
話
者
の
考
え
を
正
確
に
反
映

す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
指
摘
も
な
さ
れ
よ
う
。
た
だ
こ
こ
で
確
認
し
て
お

き
た
い
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
対
話
者
に
と
っ
て
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン

の
機
械
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
を
受
け
入
れ
る
こ
と
は
、
何
か
自
身
に
と
っ
て
好
ま
し

く
な
い
発
想
を
招
く
と
感
じ
ら
れ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
ま
で
で
、
対
話
者
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
を
構
成
し
た
。
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こ
れ
を
ふ
ま
え
、
改
め
て
一
九
五
節
の
嚙
み
合
わ
な
い
対
話
を
考
察
し
て
み
よ

う
。
す
な
わ
ち
、
対
話
者
は
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
提
示
す
る
比
較
対
象

と
自
身
の
表
現
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
気
づ
い
て
お
り
、
拒
絶
の
反
応
も
ア
ナ
ロ

ジ
ー
に
対
す
る
反
応
の
一
つ
で
あ
る
と
み
な
す
の
で
あ
る
。
す
る
と
、
こ
れ
ま

で
ほ
と
ん
ど
明
ら
か
で
な
か
っ
た
嚙
み
合
わ
な
い
対
話
の
重
要
性
が
少
し
ず
つ

明
る
み
に
出
さ
れ
て
く
る
。

　

第
一
に
、
嚙
み
合
わ
な
い
対
話
は
、
対
話
者
に
と
っ
て
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ

イ
ン
の
促
し
が
無
益
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
対
話

者
が
自
身
の
表
現
の
不
明
瞭
さ
に
気
づ
く
機
会
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
機

械
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
の
も
と
で
は
、
対
話
者
の
「
一
瞬
の
う
ち
に
、
あ
る
語
の
す

べ
て
の
使
い
方
を
把
握
」（PU

 

§191

）
す
る
と
い
う
表
現
は
、
対
話
者
の
意

に
反
し
て
、
あ
た
か
も
「
将
来
の
言
葉
の
使
い
方
が
経
験
的
に
決
ま
る
」
と
い

う
こ
と
を
意
味
す
る
よ
う
に
見
え
て
し
ま
う
。
も
ち
ろ
ん
「
働
き
方
の
シ
ン
ボ

ル
と
し
て
の
機
械
」
は
あ
く
ま
で
比
較
対
象
と
し
て
働
く
も
の
で
あ
り
、
対
話

者
の
考
え
を
完
全
に
正
確
に
反
映
し
た
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
両

者
の
あ
い
だ
に
大
筋
に
お
い
て
ア
ナ
ロ
ジ
ー
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
対

話
者
自
身
も
気
づ
か
な
か
っ
た
、
自
身
の
表
現
の
不
明
瞭
さ
が
あ
ぶ
り
だ
さ
れ

る
の
で
あ
る
。

　

第
二
に
、
嚙
み
合
わ
な
い
対
話
は
、
治
療
の
進
行
を
妨
げ
る
障
害
で
あ
る
よ

う
に
見
え
た
が
、
実
は
、
対
話
者
の
表
現
を
吟
味
す
る
重
要
な
機
会
で
あ
り
、

治
療
の
来
た
る
べ
き
一
過
程
で
あ
る
。
再
び
一
九
五
節
の
対
話
者
の
発
言
に
着

目
す
れ
ば
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
を
拒
絶
す
る
際
、
対
話

者
は
同
時
に
自
分
の
考
え
を
表
現
し
て
も
い
る
。
対
話
者
は
、「
し
か
し
ぼ
く

は
ね
、
ぼ
く
が
い
ま
（
把
握
す
る
と
き
に
）
や
っ
て
い
る
こ
と
が
、
将
来
の
使

い
方
を
因
果
的
に

0

0

0

0

、
そ
し
て
経
験
的
に
決
定
す
る
、
と
は
思
っ
て
い
な
い
」

（PU
 

§195

）
と
前
置
き
し
た
上
で
、「
不
思
議
な

0

0

0

0

や
り
方
で
そ
の
使
い
方
そ
の

も
の
が
、
何
か
あ
る
意
味
で
目
の
前
に
あ
る
、
と
思
っ
て
い
る
ん
だ
」（PU

 

§195

）
と
述
べ
る
。
こ
の
と
き
対
話
者
は
、
自
身
の
考
え
を
よ
り
「
純
粋
に
」

表
現
し
よ
う
と
す
る
よ
う
に
見
え
る
。

　

そ
し
て
対
話
者
が
自
身
の
考
え
の
「
純
粋
な
」
表
現
だ
と
考
え
る
も
の
こ
そ
、

ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
吟
味
し
よ
う
と
す
る
当
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
一

九
五
節
の
続
き
を
見
て
み
よ
う
。
そ
こ
で
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
次
の

よ
う
に
述
べ
る
。

│
│
た
し
か
に
、「
な
に
か

0

0

0

あ
る
意
味
で
」
は
、
そ
う
だ
。
実
際
、
君
が

言
っ
て
い
る
こ
と
で
間
違
っ
て
い
る
の
は
、「
不
思
議
な
や
り
方
で
」
と

い
う
表
現
だ
け
な
の
だ
。
そ
れ
以
外
は
正
し
い
。
こ
の
文
が
不
思
議
に
思

え
る
の
は
、
人
が
そ
の
文
に
対
し
て
、
実
際
に
使
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な

い
別
の
言
語
ゲ
ー
ム
を
想
像
す
る
と
き
だ
け
な
の
で
あ
る
。﹇
…
﹈（PU

 

§195

）

対
話
者
が
純
粋
な
表
現
と
し
て
提
示
し
た
も
の
は
、
再
び
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
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イ
ン
に
よ
っ
て
そ
の
あ
り
方
が
問
わ
れ
る
も
の
と
な
る
。
対
話
者
は
、
ウ
ィ
ト

ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
か
ら
逃
れ
る
よ
う
に
、
よ
り
「
純
粋
な
」
表

現
に
近
づ
こ
う
と
す
る
が
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
対
話
者
が
本
当
に

自
分
が
考
え
て
い
る
こ
と
を
ク
リ
ア
に
し
、
自
己
吟
味
を
す
る
た
め
に
は
、
対

話
者
の
方
法
よ
り
も
自
身
が
提
示
す
る
「
比
較
」
の
方
法
の
ほ
う
が
適
切
で
あ

る
、
と
い
う
こ
と
を
示
唆
す
る
。

　

対
話
者
が
よ
り
純
粋
な
表
現
に
近
づ
こ
う
と
す
る
と
き
、
対
話
者
は
言
葉
数

を
減
ら
し
、
そ
の
少
な
い
言
葉
で
何
か
特
別
な
こ
と
を
伝
え
よ
う
と
す
る
。
例

え
ば
、「
不
思
議
な

0

0

0

0

や
り
方
で
そ
の
使
い
方
そ
の
も
の
が
、
何
か
あ
る
意
味
で

目
の
前
に
あ
る
」（PU

 

§195

）
と
言
う
と
き
、「
そ
の
使
い
方
そ
の
も
の
」
と

い
う
表
現
に
は
、「
あ
る
語
の
す
べ
て
の
可
能
な
用
い
方
」
と
い
う
意
味
合
い

が
こ
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
対
話
者
に
と
っ
て
は
、
自
身
の
考
え
を

少
し
で
も
純
粋
に
、
不
純
物
を
排
除
し
凝
縮
し
て
表
現
す
る
こ
と
で
あ
る
だ
ろ

う
。
し
か
し
、
対
話
者
が
純
粋
な
表
現
を
し
よ
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
対
話

者
の
考
え
は
、
不
明
瞭
に
な
っ
て
い
く
。
不
明
瞭
に
な
っ
て
い
く
と
い
う
の
は
、

対
話
者
が
考
え
て
い
る
こ
と
が
、
他
人
に
と
っ
て
一
段
と
理
解
し
が
た
い
も
の

に
な
っ
て
い
く
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
実
は
対
話
者
自
身
に
と
っ
て
も
、
自

身
が
あ
る
表
現
を
使
っ
て
考
え
て
い
る
こ
と
が
見
て
と
り
づ
ら
く
な
っ
て
い
く

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

わ
れ
わ
れ
は
誰
で
も
、
あ
る
言
葉
が
ど
ん
な
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
か
を
明

確
に
す
る
た
め
に
は
、
特
定
の
文
脈
を
必
要
と
す
る
。
文
脈
が
な
く
と
も
、
あ

る
言
葉
が
ど
ん
な
意
味
で
使
わ
れ
う
る
か
を
枚
挙
す
る
こ
と
は
で
き
る
か
も
し

れ
な
い
が
、
文
脈
が
な
け
れ
ば
、
実
際
に
あ
る
言
葉
が
ど
ん
な
意
味
で
使
わ
れ

て
い
る
か
を
明
確
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
対
話
者
の
よ
う
に
、
言
葉
数
を

減
ら
し
、
少
な
い
言
葉
で
特
別
な
こ
と
を
伝
え
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
結
果
的

に
、
対
話
者
が
自
身
の
表
現
に
こ
め
た
考
え
に
対
し
て
ク
リ
ア
で
い
る
た
め
の

文
脈
を
削
り
取
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。

　

も
し
、
あ
る
表
現
で
自
分
が
考
え
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
け
れ
ば
、

選
ば
れ
た
数
少
な
い
言
葉
が
、
他
の
選
ば
れ
な
か
っ
た
言
葉
と
ど
の
よ
う
な
関

係
に
あ
る
か
を
考
え
た
方
が
よ
い
。
そ
の
言
葉
は
、
他
の
ど
ん
な
言
葉
に
似
て

い
て
、
ど
ん
な
言
葉
に
置
き
か
え
可
能
で
あ
る
の
か
を
検
討
す
る
の
で
あ
る
。

例
え
ば
、「
そ
の
使
い
方
そ
の
も
の
」（PU

 

§195

）
と
い
う
表
現
を
「
機
械
で

は
な
く
機
械
の
運
動
そ
の
も
の
」
と
い
う
表
現
に
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
し
、
両
者
を

比
較
す
る
。
す
る
と
、
比
較
す
る
以
前
に
は
見
え
て
い
な
か
っ
た
、
そ
の
表
現

が
も
つ
意
味
合
い
が
見
え
て
く
る
。
た
と
え
ば
対
話
者
は
、「
そ
の
使
い
方
そ

の
も
の
」
と
い
う
表
現
で
、
あ
る
語
が
ど
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
る
か
と
い
う
こ

と
を
、
あ
た
か
も
機
械
か
ら
ま
っ
た
く
独
立
に
存
在
す
る
機
械
の
動
き
の
よ
う

に
考
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、

こ
れ
ま
で
削
ら
れ
る
一
方
で
あ
っ
た
言
葉
と
言
葉
の
関
係
を
修
復
す
る
こ
と
で
、

対
話
者
は
ほ
と
ん
ど
「
展
望
の
き
か
な
い
」（PU

 

§122

）
状
態
だ
っ
た
自
身

の
考
え
を
、
少
し
ず
つ
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。

　

対
話
者
が
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
気
づ
い
て
お
り
、
そ
れ
に
対
す
る
拒
絶
も
ア
ナ
ロ
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ジ
ー
に
対
す
る
反
応
の
一
種
だ
と
考
え
れ
ば
、「
嚙
み
合
わ
な
い
対
話
」
は
決

し
て
治
療
の
不
成
功
や
不
毛
さ
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く
な
る
。
そ
れ
ど
こ

ろ
か
、
嚙
み
合
わ
な
い
対
話
は
、
対
話
者
が
あ
る
表
現
を
使
っ
て
考
え
て
い
る

こ
と
を
見
て
と
り
や
す
く
し
、
そ
れ
を
さ
ら
に
吟
味
す
る
た
め
の
重
要
な
契
機

な
の
で
あ
る
。

四
章
、
わ
れ
わ
れ
読
者
に
と
っ
て
の
意
義

　

こ
れ
ま
で
、
わ
れ
わ
れ
は
『
探
究
』
の
読
者
と
し
て
、
治
療
者
ウ
ィ
ト
ゲ
ン

シ
ュ
タ
イ
ン
の
促
し
と
、
対
話
者
の
反
応
と
を
で
き
る
限
り
公
平
に
分
析
し
て

き
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
嚙
み
合
わ
な
い
対
話
が
治
療
の
重
要
な
一
過
程
を
示
す

も
の
で
あ
る
こ
と
が
説
明
さ
れ
た
。
最
後
に
本
章
で
は
、
治
療
を
観
察
す
る
読

者
の
視
点
か
ら
、
嚙
み
合
わ
な
い
対
話
の
意
義
を
検
討
し
た
い
と
思
う
。

　

嚙
み
合
わ
な
い
対
話
は
治
療
の
不
毛
さ
を
示
す
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
対
話

者
が
あ
る
表
現
を
使
っ
て
考
え
て
い
る
こ
と
を
ク
リ
ア
に
す
る
き
っ
か
け
で
あ

る
、
と
い
う
こ
と
が
正
し
い
と
し
て
も
、
わ
れ
わ
れ
に
は
ま
だ
疑
問
点
が
残
さ

れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
そ
れ
は
、
も
し
対
話
者
の
態
度
が
治
療
の
過
程
を

通
じ
て
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
場
合
、
そ
れ
で
も
ま
だ
嚙
み
合
わ
な
い
対
話
の

積
極
的
な
意
義
を
と
な
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。
つ

ま
り
、
仮
に
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
と
対
話
者
と
の
あ
い
だ
で
生
じ
る
衝
突

が
治
療
の
重
要
な
一
過
程
で
あ
る
と
し
て
も
、
い
ず
れ
は
ど
こ
か
で
対
話
者
の

態
度
変
更
が
期
待
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
疑
問
は
わ
れ
わ
れ
を
、
嚙
み
合
わ
な
い
対
話
が
治
療
の
困
難
さ
を
示
す

と
い
う
当
初
の
暫
定
的
結
論
に
、
引
き
戻
し
て
し
ま
う
よ
う
に
見
え
る
。
し
か

し
、
も
し
わ
れ
わ
れ
が
、
自
身
を
『
探
究
』
の
読
者
と
し
て
で
は
な
く
、
お
の

お
の
が
自
身
の
問
題
を
考
え
る
独
立
し
た
人
格
だ
と
思
い
出
す
な
ら
ば
、
こ
の

疑
問
を
違
っ
た
ふ
う
に
見
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
も
し
わ
れ
わ
れ
が
、

自
身
の
考
え
を
よ
り
ク
リ
ア
に
し
た
い
と
願
う
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
も
あ
る
と

き
対
話
者
と
同
様
の
困
難
に
ぶ
つ
か
り
、
態
度
変
更
が
期
待
さ
れ
る
状
況
に
立

た
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
問
と
な
る
。
つ
ま
り
疑
問
は
、
ウ
ィ
ト

ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
に
対
し
て
問
わ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
わ
れ
わ
れ
自
身
に
対

し
て
問
わ
れ
る
も
の
と
な
る
。

　

も
し
疑
問
を
わ
れ
わ
れ
自
身
の
態
度
変
更
に
関
す
る
問
題
と
し
て
と
ら
え
る

な
ら
ば
、「
嚙
み
合
わ
な
い
対
話
」
は
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
一
つ
の
比
較
対

象
と
な
る
。
も
し
わ
れ
わ
れ
が
自
身
の
考
え
を
よ
り
ク
リ
ア
に
展
望
し
た
い
と

願
う
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
い
つ
か
、
自
身
が
も
の
を
考
え
る
際
に
拠
り
ど
こ

ろ
と
し
て
い
る
い
く
つ
か
の
重
要
な
表
現
を
、
問
い
直
す
状
況
に
置
か
れ
る
。

そ
の
状
況
は
、
こ
れ
ま
で
吟
味
の
対
象
で
は
な
か
っ
た
も
の
を
吟
味
す
る
よ
う
、

態
度
変
更
を
迫
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
時
、
わ
れ
わ
れ
は
対
話
者
の
よ
う
に
拒

絶
し
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
。

　

し
か
し
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
態
度
変
更
を
少
し
で
も
容
易
に
す
る

ヒ
ン
ト
を
、
わ
れ
わ
れ
に
与
え
て
く
れ
た
よ
う
に
見
え
る
。
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ

タ
イ
ン
は
『
探
究
』
の
中
で
、
対
話
者
に
自
身
の
表
現
を
見
直
す
き
っ
か
け
を
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提
供
し
続
け
る
。
こ
の
こ
と
は
、
自
身
の
表
現
を
見
直
す
機
会
が
、
た
っ
た
一

度
し
か
訪
れ
な
い
の
で
は
な
く
、「
自
己
吟
味
」（Cavell 1962, p. 71

）
の
過

程
で
幾
度
と
な
く
訪
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
よ
っ
て
、
も
し
わ
れ
わ
れ
が
ウ

ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
治
療
か
ら
学
び
、
自
己
吟
味
を
試
み
る
な
ら
ば
、
わ

れ
わ
れ
は
段
階
的
に
態
度
変
更
を
遂
げ
る
こ
と
が
で
き
る
と
予
想
さ
れ
る
。
わ

れ
わ
れ
は
、
態
度
変
更
を
す
る
か
し
な
い
か
の
決
断
に
追
い
込
ま
れ
る
の
で
は

な
く
、
自
己
吟
味
の
過
程
で
自
然
に
姿
勢
を
変
え
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
の
で

あ
る
。

　
「
嚙
み
合
わ
な
い
対
話
」
が
も
つ
、
わ
れ
わ
れ
『
探
究
』
の
読
者
に
と
っ
て

の
意
義
は
、
わ
れ
わ
れ
が
自
己
吟
味
を
行
う
当
事
者
で
あ
る
場
合
に
明
ら
か
と

な
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
対
話
者
の
拒
絶
を
理
解
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
自
己
吟

味
の
難
し
さ
を
知
る
。
だ
が
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
促
す
よ
う
に
、
わ

れ
わ
れ
が
自
身
の
思
考
の
拠
り
ど
こ
ろ
と
す
る
重
要
な
表
現
を
少
し
ず
つ
他
の

言
葉
と
比
較
し
て
い
く
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
自
然
と
、
自
身
が
あ
る
表
現
で

何
を
考
え
て
い
た
か
に
つ
い
て
ク
リ
ア
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

五
章
、
結
論

　

本
稿
の
目
的
は
、「
嚙
み
合
わ
な
い
対
話
を
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
わ0

れ
わ
れ
に

0

0

0

0

見
せ
る
理
由
は
、
何
だ
ろ
う
か
？
」
と
い
う
問
い
に
、
対
話
者
の
反

応
を
分
析
す
る
こ
と
を
通
じ
て
回
答
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
わ
れ
わ
れ
は
、
嚙

み
合
わ
な
い
対
話
に
つ
い
て
、
治
療
過
程
に
お
け
る
二
つ
の
意
義
と
、
わ
れ
わ

れ
『
探
究
』
の
読
者
に
と
っ
て
の
一
つ
の
積
極
的
意
義
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き

る
。

　

第
一
に
、
嚙
み
合
わ
な
い
対
話
は
、
ち
ょ
う
ど
対
話
者
が
表
現
の
明
確
化
を

被
り
つ
つ
あ
る
、
と
い
う
こ
と
の
証
左
で
あ
り
、
治
療
が
順
調
に
進
行
し
て
い

る
こ
と
を
意
味
す
る
。
対
話
者
は
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー

に
拒
絶
の
反
応
を
示
す
が
、
そ
の
拒
絶
の
反
応
は
、
自
身
の
表
現
が
明
確
化
さ

れ
る
中
で
生
じ
そ
う
な
不
都
合
を
退
け
よ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
り
、
対
話
者
は

明
確
化
の
営
み
の
中
に
あ
る
。
第
二
に
、
嚙
み
合
わ
な
い
対
話
は
、
ウ
ィ
ト
ゲ

ン
シ
ュ
タ
イ
ン
と
対
話
者
の
あ
い
だ
で
衝
突
が
生
じ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
き

っ
か
け
に
治
療
が
継
続
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
対
話
者
が
ウ
ィ

ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
抵
抗
し
て
、
よ
り
純
粋
に
考
え
を
表
現

し
よ
う
と
す
る
と
き
、
再
び
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
に
よ
っ
て
そ
の
表
現
が

着
目
さ
れ
吟
味
の
対
象
と
な
る
。
つ
ま
り
嚙
み
合
わ
な
い
対
話
は
、
次
の
明
確

化
の
契
機
と
な
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
二
点
を
総
合
す
る
な
ら
ば
、
ウ
ィ
ト
ゲ

ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
嚙
み
合
わ
な
い
対
話
を
描
写
し
た
理
由
は
、
ま
じ
め
な
治
療

が
拒
絶
を
引
き
起
こ
す
も
の
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
拒
絶
を
引
き
起
こ
し
て
も

な
お
継
続
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
た
め
だ
と
言
え
る
。

　

次
に
、
わ
れ
わ
れ
『
探
究
』
の
読
者
に
と
っ
て
の
意
義
は
、
嚙
み
合
わ
な
い

対
話
が
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
一
つ
の
比
較
対
象
と
な
る
点
に
あ
る
。
自
身
の

思
考
の
拠
点
と
な
っ
て
い
た
言
葉
を
吟
味
す
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
の
態
度
の

変
更
を
必
要
と
す
る
こ
と
で
あ
り
、
対
話
者
も
拒
絶
し
た
よ
う
に
、
そ
れ
ほ
ど
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容
易
で
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
も
、
対
話
者
と
同
じ
立
場
に
な
れ
ば
、
拒
絶
の
反

応
を
示
す
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
嚙
み
合
わ
な

い
対
話
を
描
写
す
る
こ
と
で
、
わ
れ
わ
れ
に
態
度
変
更
が
生
ず
る
ま
で
継
続
的

な
自
己
吟
味
を
行
う
こ
と
を
奨
励
す
る
の
で
あ
る
。
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註（
1
）　
『
探
究
』
が
出
版
さ
れ
た
の
は
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
死
後
で
あ
る
た
め
、

厳
密
に
言
え
ば
『
探
究
』
は
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
著
作
で
は
な
く
遺
稿
で
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あ
る
。
し
か
し
生
前
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
自
身
に
よ
っ
て
『
探
究
』
の
出

版
が
試
み
ら
れ
た
こ
と
を
鑑
み
、
こ
こ
で
は
「
著
者
」
と
い
う
表
現
を
用
い
る
こ

と
に
し
た
。

（
2
）　
『
探
究
』
一
八
五
│
二
四
二
節
の
い
わ
ゆ
る
「
規
則
遵
守
論
」
に
関
係
す
る
議

論
は
、
後
期
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
に
関
す
る
研
究
の
中
で
も
特
に
複
雑
化
し

多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
た
め
、
こ
こ
で
は
「
治
療
」
の
観
点
か
ら
当
該
箇
所
を
検

討
す
る
文
献
を
紹
介
す
る
に
と
ど
め
る
。
先
駆
的
な
研
究
は
、
規
則
遵
守
論
を
、

プ
ラ
ト
ニ
ス
ト
と
規
約
主
義
者
の
戦
い
と
し
て
で
は
な
く
、
哲
学
の
問
題
を
問
う

て
い
る
と
き
に
わ
れ
わ
れ
が
や
っ
て
い
る
こ
と
の
捉
え
直
し
と
し
て
読
む
べ
き
だ

と
宣
言
し
たD

iam
ond

（1989
）
で
あ
る
。
こ
の
ダ
イ
ア
モ
ン
ド
の
ア
イ
デ
ィ

ア
を
発
展
さ
せ
た
研
究
にM

inar

（2011
）
が
あ
る
。
そ
の
他
に
も
、『
探
究
』

と
関
係
の
深
い
中
期
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
遺
稿
『
数
学
の
基
礎
』
の
検
討

を
通
じ
て
治
療
対
象
を
考
察
す
るFloyd

（1991
）
や
、
対
話
者
が
陥
っ
て
い
る

見
方
を
検
討
す
るFinkelstein

（2000

）
が
あ
る
。
ま
た
、
Ｐ
・
ハ
ッ
カ
ー
や

Ｈ
・
-Ｊ
・
グ
ロ
ッ
ク
ら
に
よ
る
標
準
的
解
釈
の
見
直
し
を
通
じ
て
、
治
療
方
法
を

明
ら
か
に
す
る
大
谷
（
二
〇
一
四
）
や
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
哲
学
的
方

法
を
め
ぐ
る
議
論
に
沿
っ
て
、
規
則
遵
守
論
の
解
釈
も
行
わ
れ
る
べ
き
だ
と
主
張

す
るA

m
m
ereller

（2004

）
が
あ
る
。

 

（
ま
き
の　

さ
お
り
・
千
葉
大
学
）
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est in logic, however, this theory was scarcely dealt with in Logical Investiga-
tions. However, Husserl began to re-examine it when he planned his new sys-
tematic and comprehensive book in 1921. Therefore, the purpose of this paper is 
to explain how Husserl’s theory of communication was developed since 1921. Be-
cause his plan for the new book was only partially realized, we use mainly man-
uscripts which were included in Phenomenology of Intersubjectivity II and III.
　　We will clarify the process of this development as follows. First, we will ex-
plore Husserl’s manuscripts from 1921 and show that he regarded the ‘body’ and 
the ‘open world’ as the conditions of possibility to experience others. Second, we 
will examine further his manuscripts from 1924 and present his view that the 
experience of others can be classified into ‘empathy’ and ‘communication’. In em-
pathy, the mental acts of another are indicated without his/her intention, while 
they are indicated intentionally in communication. Husserl tried to characterize 
communication by intentional indication and the reception thereof. Finally, we 
will deal with the theory of community in Cartesian Meditations（1931）and 
manuscripts written in the 1930s. According to this theory, the community of 
empathy can proceed to the community of communication if members thereof 
indicate their wish to communicate intentionally and receive it from each other. 
Then, they satisfy the conditions of possibility to experience others in a higher 
order; they regard other bodies as bodies for intentional indication and live in 
the cultural and social world, which is open to the community of communica-
tion. We can therefore present this theory of community from the 1930s as a de-
veloped form of the theory of communication of Logical Investigations.

Wittgenstein’s Interactive Style: The Significance of Conflict 
with His Interlocutor

Saori MAKINO

　　　　Wittgenstein’s Philosophical Investigations（hereafter PI）is known for 
its dialectic style. Wittgenstein, as a therapist, makes his interlocutor reflect on 
his own wording. Several studies have been conducted regarding Wittgenstein’s 
interactive style. However, little attention has been given to a conflict between 
Wittgenstein and his interlocutor. They often talk past each other. Wittgenstein 
gets irritated at his interlocutor’s reaction. The interlocutor complains that 
Wittgenstein’s advice is irrelevant. The question why Wittgenstein describes the 
conflict in a positive way remains unanswered.
　　　　The key to solving the problem is to consider the interlocutor’s perspec-



8　　

tive. I will answer the question through an examination of the interlocutor’s re-
action towards Wittgenstein’s advice. First, I will examine in detail the therapy 
of PI §§191─195. In these sections, Wittgenstein not only points out that the in-
terlocutor’s expressions lack a concrete example and context in which we could 
use them, but also offers objects of comparison in which Wittgenstein makes his 
interlocutor reflect on his own wording. However, the interlocutor does not re-
ceive Wittgenstein’s offering in a straightforward manner. Second, I will investi-
gate the interlocutor’s reaction in PI §195. I suggest that the interlocutor seems 
to realize the analogies between objects of comparison and his own expressions 
but refuses to admit such analogies are tenable. If my explanation is true, the 
question why Wittgenstein describes the conflict in a positive way can be an-
swered.
　　　　Finally, I will reconsider the reason why Wittgenstein positively de-
scribes the conflict by focusing on the readers’ point of view. I assert that Witt-
genstein encourages us to scrutinize our foundations of thought.

Being a responsible agent: Heidegger’s insight into 
our moral responsibility

Hiroshi TAKAI

　　　　This study elucidates the argument which Martin Heidegger developed 
in his Being and Time（Sein und Zeit）about responsibility. His interest is fo-
cused on how far we have to take responsibility for our actions. To forecast this 
problem, one might think that, rationality or rational deliberation defines its 
scope. But Heidegger didn’t think that “rationality” provides us a final solution 
to the problem about responsibility. Heidegger’s evaluation is concerned with 
the famous distinction between authenticity and inauthenticity, so this study 
interprets Heidegger’s argument about this distinction as one about responsibil-
ity.
　　　　Heidegger identifies inauthenticity with “the They”（das Man）as our 
everyday mode of being and analyses our concept of responsibility and our 
judgments about our actions in terms of this concept. Heidegger introduces the 
concept of “the They” as “the-one”, who nobody is but everyone is. And accord-
ing to Heidegger, “the They” defines what we have to do and what we must not 
do. So we can say that this concept represents the rationality in a society. Actu-
ally, we can blame someone, saying “one ordinarily doesn’t do so” or “rational 
agent should do this.” In doing so, we resort to “the They” or anonymous ratio-


