
〈
書

評田
中
朋
弘

『
文
脈
と
し
て
の
倫
理
学
」

こ
の
五
年
の
問
、
倫
理
学
業
界
は
数
多
く
の
優
れ
た
倫
理
学
入
門
書
に

恵
ま
れ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
二

O
O
七
年
の
赤
林
（
二
O
O
七
）
、
坂

井
・
柏
葉
（
二

O
O

七
）
を
皮
切
り
に
、
伊
勢
田
（
二

O
O

八
）
、
児
玉

（
二O
一O
）
、
児
玉
（
二O
一
」
一
）
と
、
倫
理
学
の
諸
理
論
を
広
い
範
囲

に
わ
た
っ
て
概
説
す
る
、
日
本
人
の
手
に
よ
る
テ
キ
ス
ト
が
続
々
と
出
版

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
は
筆
者
の
よ
う
に
大
学
で
倫
理
学
の
概

論
講
義
を
行
う
身
に
は
大
変
喜
ば
し
い
こ
と
で
あ
る
。
本
書
『
文
脈
と
し

て
の
規
範
倫
理
学
」
も
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
入
門
講
義
の
優
れ
た
テ
キ
ス

ト
の
一
冊
と
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
し
、
本
稿
で
は
そ
の
よ
う

な
観
点
か
ら
本
書
を
評
し
た
い
。
以
下
で
は
、
ま
ず
本
舎
の
構
成
と
内
容

を
知
る
た
め
に
、
本
書
で
行
わ
れ
て
い
る
規
範
倫
理
学
の
分
類
に
つ
い
て

触
れ
、
次
に
そ
の
特
徴
を
解
説
す
る
。
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ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
、
二
O
一
二
年

佐

木

拓

々

規
範
倫
理
学
理
論
の
分
類

さ
て
、
著
者
（
本
稿
の
筆
者
と
の
混
同
を
避
け
る
た
め
に
以
下
「
田
中
」
と

表
記
さ
せ
て
も
ら
う
）
に
よ
れ
ば
、
本
書
の
目
的
は
「
規
範
倫
理
学
の
諸

理
論
を
分
類
し
、
そ
れ
ら
が
ど
の
よ
う
な
文
脈
を
織
り
な
し
て
い
る
か
を

明
ら
か
に
す
る
」
こ
と
で
あ
り
、
「
規
範
倫
理
学
と
い
う
学
問
分
野
を
、

一
つ
の
緩
や
か
な
ス
ト
ー
リ
ー
と
し
て
理
解
」
し
、
個
別
の
理
論
を
「
相

互
関
係
の
中
で
」
語
る
こ
と
だ
と
さ
れ
て
い
る
（
℃
・
己
。
つ
ま
り
、
本
書

の
目
的
は
規
範
倫
理
学
理
論
を
特
定
の
比
較
軸
u

文
脈
の
下
で
見
る
こ
と

に
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
意
図
の
下
で
、
田
中
は
義
務
論
、
功
利
主
義
、
徳

倫
理
学
、
そ
し
て
ケ
ア
の
倫
理
と
い
う
現
代
規
範
倫
理
学
の
主
要
理
論
を

分
類
、
紹
介
し
て
い
く
。

と
な
る
と
、
こ
の
「
比
較
軸
」
と
は
何
か
が
ま
ず
問
題
と
な
る
だ
ろ
う
。

田
中
は
い
く
つ
か
の
分
類
の
視
点
を
用
意
し
て
い
る
が
、
最
も
大
き
な
軸
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表 l

理論分類 思想家 認識の観点／普の内容 適用の観点

スミス 道徳感情・共感

行為義務論
プリチヤード、

道徳的直観 個別行為
ブラッドリー

義務・国'],t.司 サルトル 実存主義的決断

一元論的規則義務論 カント 定言命法
規則・行

直感的規則義務論 ロス 哲学的直観 規則 為に関わ

多元論的規則義務論 ロールズ 原初状態 る理論

快楽主義的行為功利主義 ベンサム 快楽・苦痛の不在
個別行為

理想主義的行為功利主義 スマート 理想

理想主義的規則功利主義 プラント 理想的道穂規範 規則

二層選好功利主義 へア 選好 行為／規則

アリストテレス エウダイモニア

Uヲ的目謂h. 徳倫理学 道徳的共同体内での物 性格特性
マッキンタイア

語的秩序

「場J における自他の
生き方の

メイヤロフ
自己実現

理想に閑

わる理論
ケアの倫理

ギリガン
自他へのケアと責任の 人間関係

引き受け

ノデイングス ケアする関係

が
二
つ
あ
る
。
一
つ
目
は
「
正
と
普
の
優
先
関
係
」
で
あ

る
。
問
中
は
ロ
l

ル
ズ
の
分
類
を
参
考
し
つ
つ
、
〈
正
と

独
立
に
善
を
定
義
し
、
か
つ
普
の
最
大
化
を
も
っ
て
正
し

さ
の
基
準
と
す
る
〉
目
的
論
グ
ル
ー
プ
と
、
〈
正
と
独
立

に
普
を
規
定
し
な
い
、
も
し
く
は
普
の
最
大
化
を
正
し
さ

の
基
準
と
し
な
い
〉
義
務
論
グ
ル
ー
プ
〈
義
務
論
の
定
義

は
目
的
論
の
定
義
の
否
定
に
な
っ
て
い
る
）
と
に
規
範
倫
理

学
理
論
を
大
別
す
る
。
本
書
で
は
、
前
者
の
グ
ル
ー
プ
と

し
て
は
功
利
主
義
、
徳
倫
理
学
、
そ
し
て
ケ
ア
の
倫
理
が

考
察
さ
れ
、
後
者
の
グ
ル
ー
プ
と
し
て
は
種
々
の
義
務
論

的
理
論
が
解
説
さ
れ
る
。

も
う
一
つ
の
分
類
軸
は
「
道
徳
性
の
対
象
」
で
あ
る
。

こ
れ
は
道
徳
の
対
象
と
し
て
何
を
評
価
す
る
か
に
着
目
し

た
区
分
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
規
則
や
行
為
を
道
徳

的
評
価
の
対
象
と
す
る
功
利
主
義
・
義
務
論
の
グ
ル
ー
プ

と
、
行
為
者
の
性
格
特
性
を
評
価
の
対
象
と
す
る
徳
倫
理

学
・
ケ
ア
の
倫
理
の
グ
ル
ー
プ
（
こ
れ
ら
は
ま
と
め
て

「
生
き
方
の
理
想
に
関
わ
る
理
論
」
と
も
呼
ば
れ
る
）
と
に
諸

理
論
が
大
別
さ
れ
る
。
規
範
倫
理
学
に
は
、
一
方
で
伝
統

的
な
理
論
の
対
比
軸
と
し
て
功
利
主
義
対
義
務
論
と
い
う

枠
組
み
が
あ
り
、
ま
た
他
方
で
は
、
近
年
流
行
し
つ
つ
あ

る
理
論
と
し
て
の
「
生
き
方
の
理
想
に
関
わ
る
理
論
」
対
、

従
来
の
理
論
と
し
て
の
義
務
論
・
功
利
主
義
と
い
う
枠
組
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み
が
あ
る
。
こ
の
論
争
軸
を
田
中
は
「
善
と
正
の
優
先
関
係
」
「
道
徳
性

の
対
象
」
と
い
う
切
り
口
に
よ
っ
て
鮮
や
か
に
浮
き
彫
り
に
し
て
い
る
。

田
中
は
以
上
の
二
つ
に
加
え
て
、
主
と
し
て
義
務
論
・
功
利
主
義
グ
ル

ー
プ
に
当
て
は
め
ら
れ
る
、
二
つ
の
分
類
軸
を
提
案
す
る
。
一
つ
目
は
評

価
基
準
を
何
に
適
用
す
る
か
を
基
準
と
す
る
「
適
用
の
観
点
」
で
あ
る
。

こ
れ
に
よ
っ
て
義
務
論
は
行
為
義
務
論
と
規
則
義
務
論
に
、
功
利
主
義
は

行
為
功
利
主
義
、
規
則
功
利
主
義
、
そ
し
て
二
層
功
利
主
義
に
そ
れ
ぞ
れ

区
分
さ
れ
る
（
「
生
き
方
の
理
想
」
に
照
ら
し
て
性
格
特
性
を
評
価
す
る
と
い

う
意
味
で
は
、
「
生
き
方
の
理
想
に
関
わ
る
理
論
」
は
適
用
の
観
点
で
は
「
性

格
」
を
適
用
対
象
に
す
る
理
論
と
見
な
す
こ
と
が
可
能
で
あ
る
）
。
も
う
一
つ

の
軸
は
「
認
識
の
観
点
」
で
あ
る
D

こ
れ
は
、
行
為
や
規
則
の
評
価
基
準

（
も
し
く
は
正
し
さ
）
を
ど
の
よ
う
に
し
て
認
識
す
る
か
に
着
目
し
た
も
の

で
あ
る
。
こ
の
観
点
は
と
り
わ
け
義
務
論
に
と
っ
て
重
要
で
あ
り
、
こ
れ

に
よ
っ
て
義
務
論
は
さ
ら
に
い
く
つ
か
の
理
論
に
区
分
さ
れ
る
。
認
識
の

観
点
か
ら
は
、
功
利
主
義
は
功
利
の
原
理
を
根
本
原
理
と
し
て
掲
げ
、
ま

た
功
利
の
原
理
は
直
観
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
る
た
め
に
、
哲
学
的
直
観
主

義
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
、
功
利
主
義
の
内
部
に
は
認
識
の
観
点

か
ら
の
区
別
が
存
在
し
な
い
。

こ
れ
ら
の
他
に
目
的
論
に
適
用
さ
れ
る
「
善
の
内
容
」
に
よ
る
区
分
が

存
在
し
、
功
利
主
義
が
い
く
つ
か
の
理
論
に
区
分
さ
れ
る
。
ま
た
、
生
き

方
の
理
想
に
関
わ
る
理
論
に
お
い
て
は
、
善
と
さ
れ
る
「
生
き
方
の
理

想
」
の
内
容
に
し
た
が
っ
て
徳
倫
理
学
と
ケ
ア
の
倫
理
が
区
別
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
。

旧
中
の
仕
事
は
、
こ
れ
ら
複
数
の
分
類
軸
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
表
の

マ
ス
目
に
適
切
な
倫
理
学
理
論
を
埋
め
込
ん
で
行
く
作
業
だ
と
解
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
本
来
な
ら
こ
こ
に
理
論
と
思
想
家
の
名
前
を
列
挙
す
る
と

こ
ろ
だ
が
、
紙
面
の
関
係
で
割
愛
し
た
。
代
わ
り
に
、
凹
中
の
紹
介
す
る

理
論
を
表
に
ま
と
め
て
み
た
の
で
、
本
書
で
ど
の
よ
う
な
思
想
家
が
ど
の

よ
う
な
立
場
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
か
を
見
る
に
は
表
を
参
照
い
た
だ
き
た

(6
) 

い
（
表
1
参
照
）
。

ま
た
、
各
理
論
の
概
略
を
手
っ
取
り
早
く
理
解
し
た
い
読
者
に
と
っ
て

は
、
各
章
末
に
あ
る
「
本
章
の
ま
と
め
」
に
ざ
っ
と
目
を
遇
さ
れ
る
こ
と

を
お
勧
め
す
る
。
こ
れ
ら
に
は
本
書
の
要
点
が
非
常
に
手
際
良
く
ま
と
め

ら
れ
て
お
り
、
本
書
の
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
の
体
を
成
し
て
い
る
。
「
ま
と
め
」

だ
け
を
通
読
す
る
と
理
論
同
士
の
対
比
が
一
層
際
立
っ
て
見
え
る
の
で
、

問
中
の
言
う
「
文
脈
」
を
お
さ
え
る
の
に
よ
い
方
法
だ
と
思
わ
れ
る
。

本
書
の
特
徴

次
に
本
書
の
特
徴
を
批
判
的
に
紹
介
す
る
。
目
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、

本
稿
で
は
本
書
を
倫
理
学
講
義
に
お
け
る
テ
キ
ス
ト
と
い
う
観
点
か
ら
見

て
い
る
た
め
、
「
批
判
」
の
内
容
も
ま
た
大
学
授
業
に
お
け
る
教
科
書
、

参
考
書
と
し
て
読
む
際
に
ど
う
か
と
い
う
評
価
に
絞
ら
れ
る
点
を
お
断
り

し
て
お
く
。

さ
て
、
本
舎
の
も
っ
と
も
大
き
な
特
徴
は
考
察
の
範
囲
を
規
範
倫
理
学

理
論
に
限
定
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
倫
理
学
に
お
け
る
他
の
二
つ
中
心
的
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領
域
、
す
な
わ
ち
メ
タ
倫
理
学
と
応
用
倫
理
学
に
関
す
る
議
論
を
排
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
問
中
は
類
書
に
は
な
い
多
く
の
効
用
を
生
み
だ
し
て
い

る
。
そ
の
第
一
は
、
哲
学
史
上
の
位
置
づ
け
や
現
実
問
題
へ
の
適
用
と
い

っ
た
脈
絡
が
諸
理
論
か
ら
極
力
削
ぎ
落
と
さ
れ
る
こ
と
で
、
〈
純
粋
な
理

論
聞
の
関
係
〉
が
強
調
さ
れ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
文
脈
と
し

て
」
倫
理
学
理
論
を
捉
え
る
と
い
う
削
中
の
目
的
に
読
者
を
導
く
上
で
大

き
く
貢
献
し
て
い
る
。

ま
た
、
議
論
を
限
定
す
る
こ
と
で
、
一
つ
ひ
と
つ
の
理
論
に
対
し
て
類

舎
に
比
べ
て
よ
り
多
く
の
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
点
が
評
価
で
き
る
。
と

り
わ
け
、
現
代
倫
理
学
を
学
習
す
る
際
に
し
ば
し
ば
言
及
さ
れ
る
も
理
論

的
な
詳
細
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
が
比
較
的
少
な
か
っ
た
理
論
に
つ
い

て
、
類
書
と
同
等
、
も
し
く
は
そ
れ
以
上
の
紙
面
が
費
や
さ
れ
て
い
る
点

は
高
く
評
価
で
き
る
。
ロ
ス
や
プ
ラ
ン
ト
、
ヘ
ア
、
メ
イ
ヤ
ロ
フ
の
考
察

に
つ
い
て
は
、
筆
者
自
身
が
教
鞭
を
と
る
上
で
非
常
に
参
考
に
な
っ
た
。

ま
た
、
こ
れ
ら
の
思
想
が
一
つ
の
テ
キ
ス
ト
の
中
で
内
容
豊
か
に
説
明
さ

れ
て
い
る
こ
と
は
、
学
生
に
と
っ
て
も
学
習
上
の
利
便
性
が
認
め
ら
れ
る

だ
ろ
う
。
以
上
の
点
か
ら
す
る
と
、
規
範
理
論
へ
の
議
論
の
限
定
は
、
十

分
な
盆
の
規
範
倫
理
学
理
論
を
コ
ン
パ
ク
ト
な
文
量
に
ま
と
め
あ
げ
る
た

め
に
必
要
な
行
為
で
あ
り
、
か
つ
有
効
な
戦
略
だ
っ
た
と
言
え
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
規
範
理
論
へ
の
限
定
は
あ
る
程
度
の
デ
メ
リ
ッ
ト
も

も
た
ら
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
応
用
倫
理
学
的
な
具
体
的
議
論
が
欠
け
て

い
る
が
た
め
に
、
説
明
の
抽
象
性
が
高
過
ぎ
て
初
学
者
に
は
理
解
し
づ
ら

い
の
で
は
な
い
か
と
懸
念
さ
れ
る
箇
所
が
い
く
つ
か
存
在
す
る
。
例
え
ば
、

許－Er 
d
t
 

カ
ン
ト
の
定
言
命
法
や
ロ
l

ル
ズ
の
「
実
践
」
概
念
の
説
明
、
プ
ラ
ン
ト

の
「
平
均
功
利
主
義
」
に
つ
い
て
の
解
説
、
そ
し
て
へ
ア
の
二
層
理
論
の

扱
い
に
つ
い
て
そ
の
よ
う
な
懸
念
が
抱
か
れ
た
。
こ
の
辺
り
の
考
察
に
つ

い
て
は
、
単
な
る
言
葉
の
繰
り
返
し
ゃ
リ
ダ
ン
ダ
ン
ト
に
感
じ
る
説
明
も

い
く
つ
か
目
に
つ
き
、
初
学
者
が
読
み
進
め
る
際
に
大
き
な
壁
に
な
る
よ

う
に
思
わ
れ
た
。
残
念
な
が
ら
、
第
二
部
の
功
利
主
義
に
関
す
る
一
連
の

論
述
に
関
し
て
は
、
応
用
倫
理
学
的
な
議
論
を
交
え
な
が
ら
議
論
を
進
め

る
伊
勢
聞
や
児
玉
に
軍
配
が
上
が
る
と
一
百
わ
ざ
る
を
え
な
い
（
た
だ
し
こ

の
評
価
は
、
ニ
疋
の
正
確
さ
と
詳
細
さ
を
も
っ
て
、
三
大
理
論
の
す
べ
て
を
一

冊
の
本
で
取
り
扱
っ
て
い
る
と
い
う
本
舎
の
利
点
を
失
わ
せ
る
ほ
ど
で
は
な
い
）
。

ま
た
、
「
文
脈
」
の
強
調
が
解
釈
を
難
解
に
し
て
い
る
と
感
じ
ら
れ
る

と
こ
ろ
も
あ
る
。
こ
の
点
で
筆
者
が
違
和
感
を
感
じ
た
の
は
カ
ン
ト
の
定

言
命
法
の
取
り
扱
い
で
あ
る
。
問
中
は
カ
ン
ト
の
文
脈
上
の
位
置
づ
け
に

つ
い
て
、
定
言
命
法
が
一
元
論
的
な
根
本
原
理
で
あ
る
と
述
べ
、
そ
れ
が

功
利
主
義
に
お
け
る
功
利
の
原
理
と
同
等
の
正
当
化
原
理
で
あ
る
と
説
明

し
て
い
る

G
・
ぉ
・
怠
－E
・
g
－
し
か
し
な
が
ら
、
功
利
の
原
理
が
正
し

い
行
為
／
規
則
を
一
意
に
同
定
で
き
る
の
と
同
じ
意
味
で
、
カ
ン
ト
の
定

吉
命
法
が
一
元
論
的
正
当
化
原
理
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。
と
い
う
の
も
、
筆
者
の
理
解
で
は
、
定
言
命
法
の
基
本
法
式
は
道

徳
的
義
務
の
必
要
十
分
条
件
を
与
え
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま

た
、
田
中
は
「
カ
ン
ト
に
お
い
て
は
道
徳
的
義
務
同
士
の
葛
藤
が
生
じ
な

い
」
と
い
う
旨
の
説
明
を
し
て
い
る
が
（
若
・
おt
怠
）
、
「
約
束
を
守
る
た

め
に
は
嘘
の
約
束
を
せ
ざ
る
を
得
な
い
」
と
い
っ
た
同
種
の
規
則
に
対
す
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る
遵
守
と
違
反
の
選
択
が
同
時
に
迫
ら
れ
た
時
に
、
定
一
吉
命
法
が
こ
の
極

の
葛
藤
を
解
消
で
き
る
と
は
筆
者
に
は
思
わ
れ
な
い
。
こ
れ
ら
の
点
に
お

い
て
、
定
言
命
法
が
功
利
の
原
理
と
同
等
の
地
位
に
あ
る
と
は
言
い
難
い

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ち
な
み
に
、
第
者
に
と
っ
て
は
、
カ
ン
ト
の
定
一
言
命

法
（
お
よ
び
そ
の
法
式
）
は
「
一
元
論
的
正
当
化
原
理
」
と
呼
ぶ
よ
り
は
、

規
則
の
認
識
の
方
法
と
捉
え
る
の
が
適
切
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
カ

ン
ト
の
義
務
論
を
「
定
一
一
百
命
法
」
と
い
う
認
識
の
視
点
を
も
っ
た
行
為
義

(7
) 

務
論
に
分
類
す
る
可
能
性
も
あ
る
だ
ろ
う
。

お
わ
り
に

本
書
に
は
、
筆
者
が
倫
理
学
の
授
業
で
あ
る
程
度
の
詳
細
さ
を
も
っ
て

「
教
え
た
い
／
学
生
に
理
解
し
て
欲
し
い
」
と
感
じ
る
理
論
の
す
べ
て
が

収
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、
本
書
に
は
抽
象
性
と
い
う
大
き
な
壁

が
あ
る
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
こ
の
点
を
考
え
る
と
、
本
書
は
初
学
者
へ

の
入
門
書
と
し
て
娘
え
る
よ
り
も
む
し
ろ
、
あ
る
稼
度
規
範
倫
理
学
の
研

究
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
抑
制
ん
だ
（
準
）
専
門
家
が
自
ら
の
理
論
の
文
脈
内
で

の
立
ち
位
置
を
確
認
し
、
自
ら
の
研
究
対
象
を
反
省
す
る
た
め
の
地
図
と

し
て
役
立
て
る
の
が
よ
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
い
っ
た
見
方
で
は
、

本
舎
を
学
部
レ
ベ
ル
の
教
科
書
と
し
て
使
用
す
る
の
は
困
難
で
あ
り
、
大

学
院
生
レ
ベ
ル
を
対
象
と
す
る
授
業
や
読
書
会
で
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
有

用
だ
と
い
う
評
価
が
妥
当
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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注（l
）
他
に
も
優
れ
た
入
門
舎
が
存
在
す
る
が
、
こ
こ
で
は
私
が
実
際
に
授

業
に
お
い
て
使
用
経
験
が
あ
る
か
、
使
用
予
定
が
あ
る
も
の
の
み
に
言

及
し
た
。

（2
）
本
書
か
ら
の
引
用
に
つ
い
て
は
ペ
ー
ジ
数
の
み
を
付
す
。

（3
）
こ
こ
ま
で
の
分
類
に
関
し
て
は
、
回
中
に
よ
る
図

l
、

2
S
・

U
2
E
）
が
理
解
の
助
け
に
な
る
。

（4
）
た
だ
、
こ
こ
で
の
「
適
用
」
は
原
理
の
「
適
用
」
と
は
意
味
を
異
に

す
る
点
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
（
。
・
5
ω
・
自
民
を
参
照
）
。
ま
た
、

図
ー
で
は
徳
倫
理
学
と
ケ
ア
の
倫
理
学
と
で
適
用
の
対
象
を
区
別
し
て

あ
る
。
こ
れ
は
本
骨
中
で
は
明
確
に
言
及
さ
れ
て
お
ら
ず
、
雛
者
の
解

釈
が
強
く
入
っ
て
い
る
。

（5
）
例
え
ば
ベ
ン
サ
ム
の
説
明
で
、
田
中
は
「
快
梨
主
義
」
は
認
識
の
観

点
か
ら
の
分
類
で
あ
る
と
述
べ
る
よ
う
に

2
・
∞
己
、
実
際
に
は
「
適

用
の
観
点
」
の
意
味
に
は
揺
れ
が
あ
る
。
こ
の
点
を
強
く
と
る
な
ら
、

普
の
内
容
に
よ
る
区
分
は
認
識
の
観
点
へ
と
回
収
さ
れ
る
も
の
な
の
か

も
し
れ
な
い
。

（6
）
な
お
、
功
利
主
義
に
お
け
る
ハ
ロ
ッ
ド
、
徳
倫
理
学
で
扱
わ
れ
る
フ

ッ
ト
と
ア
ン
ス
コ
ム
、
ケ
ア
の
倫
理
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
コ
l
ル
パ
l

グ
に
つ
い
て
は
そ
れ
ら
の
内
容
が
規
範
理
論
の
分
析
と
し
て
位
置
づ
け

ら
れ
て
い
な
い
た
め
（
む
し
ろ
そ
の
内
容
は
諸
々
の
立
場
が
登
場
し
た

事
情
や
歴
史
的
文
脈
の
紹
介
と
言
え
よ
う
）
、
図
の
中
に
名
前
を
埋
め

込
む
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

（7
）
図
ー
に
は
こ
の
立
場
が
反
映
さ
れ
て
い
る
。
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