
ウ

ィ

ト

ゲ

ン

シ

ュ

タ

イ

ン

の

「

規

則

に

従

う

」

論

の

若

干

の

考

察

子
野
日

俊
夫

序

規
則
に
従
う
こ
と
を
め
ぐ
る
議
論
は
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン

が
『
哲
学
探
求

に
お
い
て
と
り
あ
げ
て
い
る
い
く
つ
か

』（

探
求

）

『

』

S
aul

A
.

の
テ
ー
マ
の
一
つ
で
あ
る
が

周
知
の
よ
う
に

ク
リ
プ
キ

、

、

(

が
一
九
八
二
年
に
『
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン

規
則
と
私

K
ripke

)

的
言
語
に
つ
い
て

』

(
W
ittgenstein

on
R
ules

and
P
rivate

L
anguage

)

を
発
表
し
て
以
来
、
そ
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
、
活
発
な
議
論
が
展
開

さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
し
て
そ
う
し
た
議
論
の
中
心
に
、
マ
ル

カ
ム
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
以
下
の
よ
う
な
解
釈
の
対
立
が
あ
る
。

「
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
研
究
に
逆
説
的
な
状
況
が
存
在
し
て

い
る
。
規
則
に
従
う
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
の
彼
の
思
想
の
解
釈
を

め
ぐ
っ
て
不
一
致
が
あ
る
。
哲
学
者
た
ち
の
一
方
の
グ
ル
ー
プ
に
よ

れ
ば
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
立
場
と
は
、
こ
の
概
念
は
、
こ

れ
こ
れ
の
こ
と
を
お
こ
な
う
こ
と
が
、
あ
る
特
定
の
規
則
に
従
う
こ

と
に
な
る
の
か
な
ら
な
い
の
か
に
関
す
る
合
意
が
そ
こ
に
お
い
て
存

在
す
る
と
こ
ろ
の
人
々
の
共
同
体
を
前
提
す
る
、
と
い
う
も
の
で
あ

る
。
哲
学
者
た
ち
の
第
二
の
グ
ル
ー
プ
に
は
、
こ
の
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ

ュ
タ
イ
ン
解
釈
は
誤
り
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ

タ
イ
ン
の
思
想
を
滑
稽
化
す
る
も
の
で
さ
え
あ
る
。
と
い
う
の
も
、

ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
、
規
則
に
従
う
こ
と
は
『
実
践
』
で
あ
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る
と
言
う
と
き
、
彼
は
社
会
的
な
実
践
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な

く
、
ま
た
規
則
に
従
う
者
た
ち
の
共
同
体
を
持
ち
出
し
て
い
る
の
で

は
な
く
、
そ
の
代
わ
り
に
彼
は
、
規
則
に
従
う
こ
と
は
一
定
不
変
で

あ
る
こ
と
、
行
為
が
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
を
前
提
し
て
い
る
と
強
調

す
る
の
で
あ
り
、
こ
の
一
定
不
変
で
あ
る
こ
と
は
、
ひ
と
り
で
暮
ら

し
て
い
る
人
間
の
生
活
に
お
い
て
も
そ
の
例
証
を
求
め
う
る
の
で
あ

る

。」

（
一
）す

な
わ
ち
、
あ
る
行
為
が
規
則
に
従
う
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
を

決
定
す
る
た
め
に
共
同
体
の
合
意
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
の
が
ウ

ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
真
意
で
あ
る
と
す
る
グ
ル
ー
プ
と
、
ウ
ィ

ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
単
独
に
規
則
に
従
う
人
間
の
存
在
を
認
め

て
い
る
の
で
あ
る
、
と
主
張
す
る
ク
ル
ー
プ
が
あ
る
の
で
あ
る
。
わ

れ
わ
れ
は
、
こ
こ
で
は
両
グ
ル
ー
プ
を
そ
れ
ぞ
れ
「
社
会
合
意
派
」

「
個
人
主
義
者
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

本
論
は
、
こ
の
『
探
求
』
で
の
「
規
則
に
従
う
」
論
に
関
し
て
、

中
心
的
な
諸
節
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ

ン
の
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
主
張
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か

を
、
マ
ル
カ
ム
が
右
に
述
べ
て
い
る
規
則
に
従
う
際
の
社
会
性
と
個

人
性
の
問
題
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
考
え
る
の
が
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ

を
検
討
す
る
な
か
で
、
考

ュ
タ
イ
ン
の
真
意
に
ふ
さ
わ
し
い
の
か

察
す
る
。一

わ
れ
わ
れ
は
ま
ず
、
上
記
の
書
で
の
ク
リ
プ
キ
の
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン

シ
ュ
タ
イ
ン
の
「
規
則
に
従
う
」
論
の
解
釈
を
、
ご
く
簡
単
に
振
り

返
っ
て
お
こ
う
。
ク
リ
プ
キ
は

『
探
求
』
二
〇
一
節
の
冒
頭
部
分

、

、「

。

の

わ
れ
わ
れ
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
と
は
こ
う
い
う
も
の
で
あ
っ
た

規
則
は
い
か
な
る
行
為
の
仕
方
を
も
規
定
し
え
な
い
だ
ろ
う
、
な
ぜ

な
ら
ど
ん
な
行
為
の
仕
方
も
そ
の
規
則
と
合
致
さ
せ
う
る
か
ら
」
と

い
う
文
章
を
き
わ
め
て
重
要
視
す
る
。
彼
は
言
う

「
こ
の
パ
ラ
ド

。

ッ
ク
ス
は
お
そ
ら
く
『
哲
学
探
求
』
の
中
心
問
題
で
あ
る

。
そ
し

」

（
二
）

て
、
こ
の
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
発
言
の
中
の

「
ど
ん
な
行

、

為
の
仕
方
も
そ
の
規
則
と
合
致
さ
せ
う
る
」
と
い
う
事
態
を
、
加
算

記
号
「+

」
を
例
に
し
て
敷
衍
し
て
い
く
。
わ
れ
わ
れ
は
普
段
、6

8

+
5
7

が
1
2
5

に
な
る
の
を
当
然
の
こ
と
と
し
て
い
る
が
、
ク
リ
プ

キ
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
け
っ
し
て
そ
う
な
の
で
は
な
い
。
じ
つ
は
こ
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こ
で
の

の
意
味
は
、

+
（
１
）

が
と
も
に

よ
り
小
の
場
合
は
普
通
の
加
法
を
表

x,
y

57

す
が
、

（
２
）
そ
れ
以
外
の
場
合
は
答
え
が
い
つ
も

と
な
る
、

5

と
い
う
も
の
で
あ
る
が
、
た
だ
こ
れ
ま
で
の
こ
の
記
号
の
使
用
に
お

い
て
は
（
２
）
の
場
合
が
生
じ
な
か
っ
た
だ
け
な
の
で
あ
る
、
と
い

う
ふ
う
に
考
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
、
と
ク
リ
プ
キ
は
言
う
。
そ

う
し
た
使
用
法
を
持
つ
演
算
記
号
に
、
彼
は
ク
ワ
ス

と
い
う
新

quus

た
な
名
を
与
え
る
わ
け
で
あ
る
が
、
要
す
る
に
、
ど
ん
な
規
則
で
も

ま
だ
有
限
回
し
か
実
行
さ
れ
て
い
な
い
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ら

の
実
行
さ
れ
た
場
合
を
あ
る
特
定
の
ケ
ー
ス
と
し
て
想
定
す
る
、
規

則
の
新
た
な
意
味
付
け
、
解
釈
が
成
り
立
つ
余
地
が
つ
ね
に
あ
る
、

と
い
う
こ
と
を
彼
は
示
そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
ク
リ
プ
キ
に
よ
れ

ば
、
こ
こ
か
ら
一
般
に

「
何
か
の
語
に
よ
っ
て
何
か
を
意
味
す
る

、

と
い
っ
た
こ
と
は
あ
り
え
な
い
」
と
い
う

「
こ
れ
ま
で
哲
学
が
目

、

（
三
）

に
し
た
最
も
根
源
的
か
つ
独
創
的
な
懐
疑
論
の
問
題
」
が
生
じ
る
こ

（
四
）

と
に
な
る
。
こ
れ
が
先
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
で
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ

ン
が
言
お
う
と
し
た
こ
と
な
の
だ
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

で
は
規
則
に
関
し
て
、
ど
ん
な
行
為
で
も
そ
れ
に
従
っ
た
も
の
と

み
な
せ
る
と
し
た
ら
、
あ
る
行
為
が
規
則
に
従
っ
た
も
の
で
あ
る
か

ど
う
か
に
つ
い
て
は
ま
っ
た
く
何
も
言
え
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で

あ
ろ
う
か
。
ク
リ
プ
キ
に
よ
れ
ば

「
規
則
に
従
っ
て
い
る
と
主
張

、

す
る
人
は
だ
れ
で
も
、
他
の
人
々
に
よ
っ
て
チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
う
る
」

（
五
）

の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
何
が
規
則
に
従
う
行
為
で
あ
る
か
は
、
共

同
体
の
合
意
に
基
づ
い
て
決
定
さ
れ
る
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

以
上
が
、
ク
リ
プ
キ
に
よ
る
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
「
規

則
に
従
う
」
論
の
解
釈
の
ご
く
大
ま
か
な
骨
子
で
あ
る
。

こ
の
ク
リ
プ
キ
の
解
釈
の
是
非
を
考
え
る
た
め
に
、
わ
れ
わ
れ
は

あ
ら
た
め
て
、
彼
が
問
題
と
し
た
『
探
求
』
二
○
一
節
の
全
文
を
掲

げ
よ
う
。

「

。

わ
れ
わ
れ
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
と
は
こ
う
い
う
も
の
で
あ
っ
た

規
則
は
い
か
な
る
行
為
の
仕
方
を
も
規
定
し
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

な
ぜ
な
ら
ど
ん
な
行
為
の
仕
方
も
そ
の
規
則
と
合
致
さ
せ
う
る
か

ら
。
そ
れ
に
対
す
る
答
え
は
こ
う
だ
っ
た
。
ど
の
行
為
の
し
方
も

規
則
と
合
致
さ
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
ま
た
合
致

さ
せ
な
い
こ
と
も
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
に
は
合
致
す
る

こ
と
も
合
致
し
な
い
こ
と
も
存
在
し
な
い
だ
ろ
う
。
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こ
こ
に
は
誤
解
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
以
下
の
点
に
お
い
て

す
で
に
示
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
う
し
た
思

惟
の
過
程
に
お
い
て
、
解
釈
に
解
釈
を
連
ね
て
い
る
、
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
あ
た
か
も
ど
の
解
釈
も
少
な
く
と
も
あ
る
瞬
間
は
わ

れ
わ
れ
を
安
心
さ
せ
る
が
、
そ
れ
も
わ
れ
わ
れ
が
、
ま
た
こ
の
解

釈
の
後
ろ
に
ひ
か
え
る
解
釈
を
考
え
る
ま
で
の
間
の
こ
と
で
し
か

な
い
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
す
な
わ
ち
わ
れ
わ
れ
は
、
解
釈
と
は

、
、
、
、

違
う
、
規
則
の
把
握
が
存
在
す
る
、
と
言
明
す
る
の
で
あ
る
。
そ

、
、

れ
は
、
規
則
の
適
用
の
各
場
合
に
応
じ
て
、
わ
れ
わ
れ
が
「
規
則

に
従
う

「
規
則
に
従
わ
な
い
」
と
呼
ぶ
事
態
の
中
に
表
現
さ
れ

」

る
、
そ
う
し
た
把
握
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
規
則
に
従
う
ど
の
行
為
も
解
釈
で
あ
る
、
と
語
る

傾
向
が
あ
る
。
し
か
し
、
規
則
の
あ
る
表
現
を
別
の
表
現
で
置
き

、

「

」

」
。

か
え
る
こ
と
を
の
み

人
は

解
釈

と
呼
ぶ
べ
き
で
あ
ろ
う

こ
の
節
で
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
規
則
に
従
う
こ
と
を
め

、

。

、

ぐ
っ
て
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
が
あ
る

と
確
か
に
語
っ
て
い
る

つ
ま
り

（
六
）

ふ
つ
う
規
則
と
は
行
為
の
仕
方
を
規
定
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い

る
が
、
実
は
ど
の
よ
う
な
行
為
で
も
そ
の
規
則
と
合
致
さ
せ
う
る
の

で
あ
っ
て
、
し
た
が
っ
て
規
則
は
行
為
を
規
定
し
得
な
い
の
だ
、
と

い
う
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
ク
リ
プ
キ
が
挙
げ
て
い

る
そ
の
例
を
、
さ
き
ほ
ど
簡
単
に
見
た
。

し
か
し
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
が
生
じ
る
場
合
、
そ
こ
に
は
多
く
の
場
合

誤
解
が
潜
ん
で
い
る
も
の
で
あ
る
。
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
こ

（
七
）

こ
で
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
に
関
し
て
も
そ
う
し
た
誤
解
が
あ
る
、
と
考

え
る

。
そ
し
て
そ
の

（

こ
こ
に
は
誤
解
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
…
…

「

」
）

誤
解
と
は
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
に
よ
れ
ば
、
規
則
と
は
解
釈

さ
れ
る
も
の
で
あ
る
、
と
考
え
る
誤
解
な
の
で
あ
る
。
規
則
を
そ
の

よ
う
な
も
の
と
考
え
て
、
一
つ
の
解
釈
を
与
え
て
も
、
す
ぐ
に
ま
た

そ
れ
と
は
別
の
解
釈
が
思
い
つ
か
れ
、
そ
う
や
っ
て
い
つ
ま
で
た
っ

て
も
最
終
的
決
定
的
な
解
釈
が
得
ら
れ
な
い
。
し
か
し
実
際
に
は
そ

の
よ
う
な
こ
と
は
起
こ
っ
て
は
い
な
い
。
で
あ
る
か
ら

「
こ
の
こ

、

と
に
よ
っ
て
す
な
わ
ち
わ
れ
わ
れ
は
、
解
釈
と
は
違
う
、
規
則
の
把

、
、
、
、
、
、

握
が
存
在
す
る
、
と
言
明
す
る
の
で
あ
る
」
と
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ

イ
ン
は
言
う
わ
け
で
あ
る
。
規
則
を
解
釈
で
も
っ
て
把
握
し
よ
う
と

し
た
か
ら
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
が
生
じ
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
な
ら
、
そ
の

誤
り
を
正
せ
ば
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
も
解
消
す
る
、
と
い
う
の
が
ウ
ィ
ト

ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
考
え
で
あ
る
。
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
す
で
に
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多
く
の
者
が
指
摘
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
点
に
お
い
て
、

（
八
）

パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
の
内
容
そ
の
ま
ま
を
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の

最
終
的
な
立
場
と
解
す
る
ク
リ
プ
キ
の
解
釈
は
誤
り
で
あ
る
、
と
い

う
こ
と
に
な
る
。

ち
な
み
に
上
記
二
〇
一
節
の
最
後
の
段
落
は

「
解
釈
」
と
い
う

、

。

「

」

語
の
意
味
を
限
定
し
て
い
る

規
則
に
従
っ
た
行
為
自
体
を

解
釈

と
呼
ぶ
こ
と
も
あ
る
が
、
こ
こ
で
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
「
解

釈
」
と
呼
ぶ
の
は
、
規
則
の
表
現
を
別
の
表
現
で
置
き
換
え
る
こ
と

、

。

「

」

、

、

を

で
あ
る

そ
の
冒
頭
の

そ
れ
ゆ
え

は

第
二
文
に
掛
か
る

と
わ
れ
わ
れ
は
考
え
る
。

で
は
、
そ
の
「
解
釈
と
は
違
う
、
規
則
の
把
握
」
と
は
ど
の
よ
う

な
も
の
な
の
か
。

続
く
二
〇
二
節
が
、
そ
の
こ
と
に
対
す
る
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ

（
数
字
は

ン
の
解
答
を
与
え
て
い
る
。
そ
れ
は
以
下
の
通
り
で
あ
る

。

本
論
者
の
挿
入
）

１

そ
れ
ゆ
え
「
規
則
に
従
う
」
と
い
う
の
は
実
践
で
あ
る
。
２

そ
し
て
規
則
に
従
う
と
信
じ
る
こ
と
は
、
規
則
に
従
う
こ
と
で
は

、
、
、

な
い
。
３

ま
た
そ
れ
ゆ
え
ひ
と
は
規
則
に
「
私
的
に
」
従
う
こ

と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
４

な
ぜ
な
ら
、
さ
も
な
い
と
、
規

則
に
従
う
と
信
じ
る
こ
と
が
規
則
に
従
う
こ
と
と
同
じ
こ
と
に
な

っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
か
ら
。

ま
ず
冒
頭
の
「
そ
れ
ゆ
え
」
は
前
節
を
う
け
て
い
る
、
と
考
え
る

の
が
当
然
で
あ
ろ
う
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
文
１
で
言
う
「
実
践
」

、

、

と
は

単
に
あ
れ
こ
れ
と
頭
の
中
で
解
釈
す
る
こ
と
と
区
別
さ
れ
る

つ
ま
り
思
惟
に
対
す
る
実
践
の
意
味
と
理
解
さ
れ
る
。
で
は
次
の
文

２
の
、
規
則
に
従
う
と
信
じ
る
こ
と
と
規
則
に
従
う
こ
と
の
区
別
と

は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
今
の
文
１
の
解
釈
か
ら
す
れ
ば
、
規
則
に

従
う
と
信
じ
る
と
は
、
単
に
頭
の
中
だ
け
で
規
則
を
解
釈
す
る
こ
と

で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
が

そ
う
と
る
必
要
は
な
い

文
２
の

そ

、

。

「

」

、

「

」

。

し
て

は

ま
た
新
た
な
こ
と
を
述
べ
る

そ
し
て

で
あ
る

U
nd

つ
ま
り
こ
こ
で
も
あ
く
ま
で
も
実
践
を
問
題
と
し
つ
つ
も
、
そ
の
行

為
者
が
規
則
に
従
っ
て
い
る
と
信
じ
て
行
為
し
て
も
、
単
に
そ
れ
だ

け
で
は
、
そ
の
行
為
が
規
則
に
従
う
も
の
に
そ
の
ま
ま
な
る
の
で
は

な
い
、
と
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
で

は
行
為
者
個
人
の
行
為
を
、
規
則
に
従
っ
た
も
の
と
す
る
の
は
何
な

の
で
あ
ろ
う
か
。
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そ
の
前
に
文
３
と
文
４
を
見
て
お
く
と
、
次
の
文
３
は
文
２
の
、

単
に
「
信
じ
る
」
と
い
う
事
態
を

「
私
的
」
と
い
う
別
の
表
現
を

、

用
い
て
述
べ
た
だ
け
の
も
の
で
あ
る
。
そ
の
冒
頭
の
「
ま
た
そ
れ
ゆ

」

、

、

え

は

文
１
か
ら
文
２
へ
の
つ
な
が
り
と
は
違
っ
て

U
nd

darum

文
３
が
文
２
の
論
理
的
帰
結
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
た
が

っ
て
ま
た
文
４
は
、
文
２
と
文
３
の
論
理
的
関
係
の
、
単
に
対
偶
を

述
べ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

二

で
は
さ
き
ほ
ど
の
、
実
践
を
規
則
に
従
っ
た
も
の
と
す
る
の
は
ど

の
よ
う
な
条
件
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
こ
そ
が
ま
さ
に
、
社
会
合
意

派
と
個
人
主
義
者
と
の
争
点
で
あ
る
。

ま
ず
前
者
の
代
表
と
し
て
本
論
の
冒
頭
に
も
登
場
し
た
マ
ル
カ
ム

は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

「
彼

が
二
〇
二
節
で
言
い
表
し
て
い

〔
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
〕

る
絶
対
的
に
根
本
的
な
重
要
性
を
持
つ
考
察
は
、
人
が
規
則
に
従
う

こ
と
と
規
則
に
従
う
と
人
が
考
え
る
こ
と
と
の
間
の
区
別
で
あ
る
。

ま
っ
た
く
人
間
社
会
に
属
し
た
こ
と
の
な
い
人
物
が
、
自
分
で
規
則

を
作
っ
て
そ
れ
に
従
お
う
と
す
る
場
合
を
あ
な
た
が
想
像
し
て
み
る

な
ら
ば
、
そ
う
し
た
区
別
の
足
場
が
な
い
こ
と
に
あ
な
た
は
気
づ
く

で
あ
ろ
う

。」

（
九
）

つ
ま
り
個
人
が
単
独
で
規
則
に
従
お
う
と
す
る
場
合
に
は
、
そ
の

人
間
に
は
、
自
分
が
単
に
規
則
に
従
っ
て
い
る
と
信
じ
て
い
る
だ
け

な
の
か
、
あ
る
い
は
本
当
に
規
則
に
従
っ
て
い
る
と
言
え
る
の
か
、

そ
の
区
別
を
明
確
に
し
う
る
基
準
が
見
つ
か
ら
な
い
は
ず
だ
、
と
い

う
わ
け
で
あ
る

「
も
し
単
独
の
個
人
が
規
則
の
意
味
を
決
定
で
き

。

た
と
し
た
ら
、
こ
の
区
別
は
な
さ
れ
え
な
い
で
あ
ろ
う

。
逆
に
ウ

」

（
一
〇
）

ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
こ
の
区
別
を
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
か

ら
、
規
則
に
従
う
と
い
う
こ
と
は
一
人
の
個
人
に
よ
る
こ
と
で
は
な

、

、

く

社
会
的
な
も
の
で
あ
る
と
彼
が
考
え
て
い
た
こ
と
が
帰
結
す
る

と
マ
ル
カ
ム
は
考
え
る
わ
け
で
あ
る

文
３
の

ひ
と
は
規
則
に

私

。

「

『

的
に
』
従
う
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
い
う
の
も

「
一
人
の
人
間
の

、

行
為
に
は
、
そ
れ
が
私
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
と
公
的
な
も
の
で
あ
ろ

う
と
、
あ
る
規
則
の
意
味
を
確
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
い
う

（
一
一
）

こ
と
を
意
味
す
る
。

こ
う
し
た
、
規
則
に
従
う
行
為
を
つ
ね
に
社
会
性
と
結
び
つ
け
る
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解
釈
に
対
し
て
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
独
り
だ
け
で
単
独
に

規
則
に
従
う
人
間
の
存
在
を
認
め
て
い
る
、
と
主
張
す
る
人
々
が
い

る
。
そ
う
し
た
人
々
を
わ
れ
わ
れ
は
先
に
個
人
主
義
者
と
呼
ん
だ
わ

G
.

B
.

け
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
代
表
と
し
て
、
ベ
ー
カ
ー

(

（
以
下

B
aker

P
.
M
.
S
.
H
acker

)
(

)

と
ハ
ッ
カ
ー

の
共
同
の
議
論

を
主
と
し
て
取
り
上
げ
よ
う
。

「
ベ
ー
カ
ー

ハ
ッ
カ
ー

）
=

」

彼
ら
は
、
一
見
規
則
へ
の
個
人
主
義
的
な
従
い
方
を
拒
絶
し
て
い

る
よ
う
に
思
え
る
、
上
記
の
二
〇
二
節
に
関
し
て
も
、
以
下
の
よ
う

に
考
え
る
。

「
こ
こ
で
の
『
実
践
』
が
社
会
的
実
践
を
意
味
し
て
い
る
と
と
る

の
は
間
違
っ
た
解
釈
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
対
比
は
独
唱
と
合
唱
の
そ

れ
で
は
な
く

譜
面
を
見
る
こ
と
と
歌
う
こ
と
の
そ
れ
で
あ
る

実

、

。『

践
』
の
語
は
こ
こ
で
は

『
理
論
に
お
い
て
と
実
践
に
お
い
て
』
と

、

い
う
語
句
と
同
様
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る

。」

（
一
二
）

す
な
わ
ち

二
〇
二
節
冒
頭
の

規
則
に
従
う
と
い
う
の
は

実

、

、「

『

践
』
で
あ
る
」
で
は
、
単
独
の
個
人
に
よ
る
実
践
と
は
異
な
る
、
社

会
と
連
携
し
た
実
践
が
意
味
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
単
な
る
思

、

、

惟
で
は
な
く
実
践
で
あ
る

と
い
う
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
だ

と
彼
ら
は
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て

「
こ
の
議
論
に
は
行
為

、

者
が
多
数
で
あ
る
こ
と
へ
の
言
及
は
全
然
含
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
に

(regularity)

十
分
注
意
せ
よ

強
調
は
ま
っ
た
く

一
定
し
た
繰
り
返
し

。

、

に
、
行
為
の
多
数
回
の
生
起
に
、
置
か
れ
て
い
る

。」

（
一
三
）

ま
た
同
節
で
の
、
実
際
に
規
則
に
従
う
こ
と
と
た
だ
単
に
規
則
に

従
う
と
信
じ
る
こ
と
と
の
区
別
に
関
し
て
も
、
ベ
ー
カ
ー=

ハ
ッ
カ

ー
は

「
あ
る
人
が
規
則
に
従
っ
て
い
る
の
か
、
あ
る
い
は
規
則
に

、

従
っ
て
い
る
と
考
え
違
い
し
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
は
、
他
の
人

た
ち
が
し
て
い
る
こ
と
あ
る
い
は
す
る
か
も
し
れ
な
い
こ
と
に
は
依

存
し
な
い
」
と
す
る
。

（
一
四
）

つ
ま
り
実
践
を
規
則
に
従
う
も
の
と
す
る
の
は
、
個
人
の
実
践
が

規
則
性
を
も
っ
て
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ

に
他
の
人
達
は
関
与
す
る
わ
け
で
は
な
い
、
と
い
う
の
が
彼
ら
の
主

張
で
あ
る
。三

で
は
、
こ
う
し
た
二
つ
の
立
場
に
対
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
ど
ち
ら

を
是
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
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ま
ず
、
規
則
に
従
う
と
は
「
慣
習
、
制
度
」
で
あ
る
、
と
ウ
ィ
ト

（
一
五
）

ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
語
っ
て
い
る
。
ま
た
『
数
学
の
基
礎
に
関
す
る

哲
学
的
考
察

に
お
い
て
は
、
洞
窟
で
一
人
で
壁

』（

数
学
の
基
礎

）

『

』

に
点
と
線
分
か
ら
な
る
反
復
模
様
を
描
い
て
い
る
人
間
を
想
定
し
、

「
し
か
し
彼
は
規
則
と
い
う
一
般
的
表
現
に
従
っ
て
い
る
の
で
は
な

い
。
わ
れ
わ
れ
は
、
彼
が
規
則
的
に
行
為
し
て
い
る
、
と
は
言
わ
な

い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
よ
う
な
表
現
を
わ
れ
わ
れ
は
形
成
し
得
な
い

か
ら
で
あ
る
」
と
語
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
規
則
は
社
会
を
前
提

（
一
六
）

す
る
、
と
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
考
え
て
い
た
こ
と
は
確
か
で

あ
る
。
で
あ
る
か
ら
、
ベ
ー
カ
ー
＝
ハ
ッ
カ
ー
が
考
え
る
よ
う
な
、

生
ま
れ
た
と
き
か
ら
独
り
で
成
長
し
て
き
た
人
間
を
想
定
し
、
そ
う

し
た
人
間
の
、
規
則
に
従
う
行
為
を
論
じ
る
こ
と
は
、
た
と
え
そ
れ

（
一
七
）

が
論
理
的
に
可
能
で
あ
る
と
し
て
も
、
問
題
外
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な

い
で
あ
ろ
う
。

で
は
社
会
合
意
派
の
主
張
が
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
ら
れ
る
も
の
な

の
で
あ
る
か
。
マ
ル
カ
ム
自
身
、
個
人
主
義
者
の
主
張
に
一
定
の
理

解
を
示
し
、
そ
れ
を
「
哲
学
的
思
惟
の
自
然
な
傾
向
」
と
呼
び
、
ま

（
一
八
）

た
社
会
合
意
説
に
反
対
す
る
の
は
「
哲
学
者
の
直
観
」
で
あ
る
と
さ

（
一
九
）

え
も
語
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
彼
に
と
っ
て
は
、
そ
う
し
た
自
然
的

傾
向
や
哲
学
的
直
観
を
批
判
す
る
こ
と
こ
そ
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ

ン
の
立
場
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
も

し
マ
ル
カ
ム
が
言
う
よ
う
に
、
規
則
に
従
う
こ
と
の
個
人
主
義
的
解

釈
が
本
当
に
哲
学
的
思
惟
の
自
然
的
傾
向
で
あ
り
、
そ
こ
に
哲
学
的

直
観
が
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
な
ら
ば
、
や
は
り
そ
こ
に
な

ん
ら
か
の
真
実
性
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

そ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
、
社
会
合
意
派
の
見
解
に
不
十
分
性
を
指
摘

し
た
い
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
要
す
る
に
、
あ
る
規
則
に
関
し
て
、

何
が
そ
の
規
則
の
意
味
で
あ
る
か
に
つ
い
て
の
社
会
的
合
意
が
あ
る

と
し
た
ら
、
そ
れ
は
規
則
の
一
つ
の
「
解
釈
」
と
は
な
っ
て
し
ま
う

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
を
ベ
ー
カ

ー
＝
ハ
ッ
カ
ー
も
突
い
て
い
る

「
共
同
体
の
合
意
は
『
客
観
的
』

。

解
釈
の
役
割
を
は
た
す

。
こ
れ
は
先
に
見
た
二
〇
一
節
で
の
ウ
ィ

」

（
二
〇
）

ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
主
張
、
す
な
わ
ち
求
め
ら
れ
る
べ
き
は
解
釈

と
は
異
な
る
規
則
の
把
握
で
あ
る
、
と
い
う
主
張
に
反
す
る
こ
と
に

な
る
。

わ
れ
わ
れ
は
、
人
か
ら
規
則
へ
の
従
い
方
を
教
え
込
ま
れ
て
い
な

が
ら
そ
こ
に
社
会
的
合
意
を
見
な
い
こ
と
が
可
能
で
あ
る
、
と
主
張
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し
た
い
の
で
あ
る
が
、
は
た
し
て
そ
れ
は
ど
の
よ
う
に
可
能
で
あ
ろ

う
か
。
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
を
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
「
生
形

式

」
を
最
大
限
に
活
用
し
て
解
釈
す
る
こ
と
で
試
み
た

(L
ebensform

)

い
。

（
二
一
）わ

れ
わ
れ
は
こ
こ
で
、
個
人
の
生
形
式
と
い
う
も
の
に
注
目
し
た

い
。
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は

「
一
つ
の
言
語
を
表
象
す
る
こ

、

（
『

』

）

と
は

一
つ
の
生
形
式
を
表
象
す
る
こ
と
で
あ
る

、

」

探
求

一
九
節

と
述
べ
て
、
一
つ
の
言
語
に
一
つ
の
生
形
式
が
対
応
す
る
よ
う
に
語

っ
て
は
い
る
が
、
言
う
ま
で
も
な
く
そ
の
生
形
式
は
各
個
人
に
お
い

て
表
現
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
個
人
の
生
形
式
を
問
題
と
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
そ
し
て
そ
の
個
人
の
生
形
式
と
は
、
単
に
マ
ル
カ
ム
が

述
べ
る
よ
う
な
「
日
々
の
あ
い
さ
つ
」
と
い
っ
た
レ
ベ
ル
の
も
の
ば

（
二
二
）

か
り
で
は
な
く
、
ま
さ
に
生
き
て
い
く
上
で
の
基
本
的
な
形
の
全
体

を
含
む
も
の
で
あ
る
と
、
わ
れ
わ
れ
は
考
え
る
。
で
あ
る
か
ら
、
道

し
る
べ
の
見
方
を
覚
え
て
そ
れ
に
従
っ
て
行
動
す
る
こ
と
も
ま
た
一

つ
の
生
形
式
で
あ
る
。

さ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
道
し
る
べ
の
見
方
を
ど
の
よ
う
に
し
て
知
る

よ
う
に
な
る
か
と
い
え
ば
、
当
然
親
な
り
教
師
な
り
に
よ
っ
て
教
え

ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
に
よ
れ

ば
、
道
し
る
べ
の
解
釈
を
教
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。

で
は
そ
こ
で
何
が
な
さ
れ
る
か
と
い
え
ば
、
生
形
式
の
一
つ
の
要
素

が
教
え
込
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
教
え
る
側
と
教
え
ら
れ
る
側

と
が
道
し
る
べ
に
関
し
て
同
じ
生
形
式
を
持
つ
べ
く
教
え
ら
れ
る
の

で
あ
る

『
探
求
』
二
四
一
節
で
「
言
語
に
お
い
て
人
々
は
一
致
す

。

る
。
こ
れ
は
諸
意
見
の
一
致
で
は
な
く
、
生
形
式
の
一
致
で
あ
る
」

（
二
三
）

と
言
わ
れ
る
が
、
人
々
に
お
い
て
生
形
式
が
一
致
し
て
い
る
ば
か
り

で
は
な
く
、
人
は
そ
れ
を
一
致
さ
せ
る
べ
く
社
会
の
新
参
者
を
仕
込

む
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
わ
れ
わ
れ
は
一
般
に
規
則
を
教
え
ら
れ
て
そ
れ

を
わ
が
も
の
と
す
る
。
し
か
し
い
っ
た
ん
そ
れ
が
教
え
ら
れ
る
や
、

も
は
や
そ
れ
は
当
人
の
生
形
式
と
な
り
、
彼
自
ら
の
生
に
固
有
の
こ

と
と
自
覚
す
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る

『
探
求
』
二
一
九
節
に
言

。

わ
れ
る
。

「
私
が
規
則
に
従
う
と
き
、
私
は
選
択
し
な
い
。
私
は
規
則
に
盲、

目
的
に
従
う

。」

、
、
、

こ
れ
は
規
則
に
従
う
行
為
が
当
人
の
生
形
式
と
な
っ
て
い
る
こ
と

を
示
す
も
の
で
あ
る
。
で
あ
る
か
ら
、
道
し
る
べ
の
見
方
は
、
な
る

ほ
ど
社
会
的
取
り
決
め
と
し
て
始
ま
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
い
っ
た
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ん
そ
の
見
方
を
教
え
込
ま
れ
習
得
さ
れ
た
後
は
、
そ
れ
は
各
人
の
生

形
式
の
中
に
組
み
こ
ま
れ
て
い
く
。
で
あ
る
か
ら
、
他
の
人
と
そ
の

道
し
る
べ
の
見
方
が
一
致
す
る
こ
と
を
、
人
は
決
し
て
合
意
に
よ
っ

て
そ
う
な
の
だ
、
と
は
考
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
単
に
道
し
る
べ
と
は

そ
う
い
う
も
の
な
の
だ
、
と
考
え
る
で
あ
ろ
う
。

し
た
が
っ
て
ま
た

「
実
践
を
規
則
に
従
っ
た
も
の
と
す
る
の
は

、

ど
う
い
う
条
件
で
あ
る
か
」
と
い
う
、
二
の
冒
頭
で
の
問
い
に
対
し

て
も
、
そ
れ
は
端
的
に
言
え
ば
社
会
的
慣
習
で
は
あ
る
が
、
同
時
に

そ
れ
は
実
践
す
る
各
人
の
生
形
式
と
な
っ
た
慣
習
で
あ
る
、
と
答
え

え
よ
う
。

、「

」

以
上
論
じ
て
き
た
こ
と
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
は

規
則
に
従
う

こ
と
に
関
す
る
社
会
合
意
派
と
個
人
主
義
者
の
主
張
の
そ
れ
ぞ
れ
に

首
肯
す
べ
き
点
を
認
め
つ
つ
、
単
純
に
ど
ち
ら
か
一
方
を
是
と
す
る

る
。

の
で
は
な
い
第
三
の
道
を
、
あ
る
程
度
示
し
え
た
と
考
え

四

ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
に
は
、
規
則
に
従
っ
て
行
為
す
る
際
の

社
会
性
と
個
人
性
に
関
し
て
、
統
一
的
な
結
論
に
ま
で
到
達
で
き
な

か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
が
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。

『
数
学
の
基
礎
』
で
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
次
の
よ
う
な

問
題
を
提
示
し
て
い
る
。

「
計
算
す
る
人
達
の
合
意
の
な
い
算
術
は
可
能
で
あ
ろ
う
か
。

独
り
だ
け
の
人
間
は
計
算
し
う
る
だ
ろ
う
か
。
独
り
だ
け
の
人
間

は
規
則
に
従
い
う
る
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
の
問
い
は

『
独
り
だ
け

、

の
人
間
は
商
売
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
か
』
と
い
う
問
い
と
、
い
く

ら
か
似
て
い
る
だ
ろ
う
か

。」

（
二
四
）

こ
の
最
後
の
問
い
に
関
し
て
、
社
会
合
意
派
マ
ル
カ
ム
は
当
然
の

こ
と
な
が
ら
、
肯
定
的
な
答
え
こ
そ
が
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の

考
え
で
あ
る
と
す
る
。
つ
ま
り
独
り
だ
け
の
人
間
に
は
明
ら
か
に
商

（
二
五
）

売
を
営
む
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
の
と
同
様
に
、
独
り
だ
け
の
人
間

が
計
算
を
し
た
り
規
則
に
従
っ
た
り
す
る
の
も
不
可
能
で
あ
る
、
と

い
う
の
が
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
考
え
で
あ
る
、
と
す
る
。
こ

れ
に
対
し
て
個
人
主
義
者
の
ベ
ー
カ
ー
＝
ハ
ッ
カ
ー
の
側
で
は
、
こ

れ
も
当
然
の
こ
と
な
が
ら

「
答
え
は
明
ら
か
に
否
定
で
あ
る
」
と

、

す
る
。
し
か
し
、
ベ
ー
カ
ー
＝
ハ
ッ
カ
ー
も
認
め
て
い
る
よ
う
に
、

（
二
六
）

（
二
七
）

ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
答
え
を
保
留
し
た
ま
ま
で
あ
る
。
そ
れ



65／ウィトゲンシュタインの「規則に従う」論の若干の考察

は
彼
の
中
で
答
え
を
出
す
と
こ
ろ
ま
で
、
あ
る
い
は
答
え
を
言
葉
で

表
現
で
き
る
と
こ
ろ
ま
で
進
め
な
か
っ
た
か
ら
だ
、
と
考
え
る
べ
き

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
個
人
で
規
則
に
従
う
行
為
に
つ
い
て
、
も
ち

ろ
ん
そ
の
個
人
が
生
ま
れ
つ
き
社
会
か
ら
ま
っ
た
く
隔
絶
し
た
存
在

で
あ
る
場
合
は
別
と
し
て
、
あ
る
種
の
社
会
性
を
備
え
た
存
在
で
あ

る
場
合
に
は
、
そ
の
行
為
は
、
そ
こ
か
ら
社
会
に
通
用
す
る
に
い
た

る
規
則
の
発
現
の
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
、
と
い
え
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
そ
う
し
た
可
能
性
か
ら
し
て
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ

ン
の
中
で
最
後
ま
で
決
め
兼
ね
る
点
が
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
後
期
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
に
あ
っ
て
は｢

私

的
言
語
批
判｣

に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
言
語
の
公
共
性
の
強
調
が
見

ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
が

「
規
則
に
従
う
」
論
で
は
、
ま
さ
に
個
人

、

の
行
為
が
問
題
と
さ
れ
る
場
面
を
含
む
の
で
あ
り
、
個
人
と
社
会
と

の
関
係
を
め
ぐ
っ
て
、
言
語
一
般
に
対
す
る
の
と
は
違
う
視
点
か
ら

の
考
察
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
、

ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
生
形
式
に
つ
い
て
、
美
学
的
方
面
も
か

ら
め
て
よ
り
深
い
理
解
を
持
つ
こ
と
に
よ
り
、
さ
ら
に
解
明
を
進
め

(

二
八)

る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
わ
れ
わ
れ
の
当
面
の

結
論
で
あ
る
。
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( 4 )

Some Remarks on Wittgenstein’s “Following a Rule”

Toshio NENOHI

Wittgenstein on Rules andSince Saul A. Kripke published a vigorous book,
in 1982, the problem as to following a rule in Wittgenstein’sPrivate Language

has been discussed frequently.Philosophical Investigations
Wittgenstein says in 202 of this book that following a rule is a practice and he§

draws a clear line between to follow a rule and to think one is following a rule.
Then a question arises. What distinguishes following a rule from thinking one is
following a rule? Answers are divided into two groups. One group asserts that the
criterion is a general agreement of the community on what acts accord with what
rules. Kripke and Norman Malcolm represent this group. Another group insists that
it only needs a regularity of action by a single person to make his action following a
rule. The representatives of the latter group are G.P. Baker and P.M.S. Hacker.

Judging from the Wittgenstein’s words ‘uses’ or ‘institutions’ in 199, the( ) §
former group seems to interpret him correctly. But then, should we act in
accordance with the agreement of the community? As Norman Malcolm himself
recognizes, this interpretation goes against the ‘intuitions’ of philosophers.

So we try to find a third way to solve this problem. The key word is a ‘form of
life.’ Children are trained by teachers or parents as to how to react to a sign-post. I
think this reaction is also a form of life. And as Wittgenstein says in 241, human§
beings have a agreement in form of life. This is not a mere fact but also a social
demand. A father trains a child so that their forms of life accord with each other.
But once the child is trained to react to a sign-post in a particular way, the form of
life becomes form of life. He needs no more the agreement of the community.his
So it is not correct to say that we act in accordance with the agreement of the
community. We act to some extent socially and at the same time to some extent
individually.


