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パ
ー

フ
ィ

ッ
ト
に
お
け
る
人
格

の
同

一
性

と
功
利
主
義

石

毛

弓

要

旨
さ
ま
ざ
ま
な
哲
学
者
た
ち
が
人
格

の
同

一
性
に
関
す
る
論
を
展
開
し
て
い
る
が
、
な
か
で
も
デ
レ
ク

・
パ
ー

フ
ィ
ッ
ト
は
彼
独
特

の

一
種

ラ
デ
ィ
カ
ル
な
見

解
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
を
端
的

に
示
せ
ば
、
「
人
格

の
同

一
性

は
、
私
た
ち

の
生
存
に
と

っ
て
も

っ
と
も
重
要
な
も

の
で
は
な

い
」
に
な
る
だ

ろ
う
。
こ
の

D

見
解
は
彼
自
身
が
認
め
て
い
る
通
り
、

一
般
的
な
経
験
か
ら
す
る
と
受
け
入
れ
る
こ
と
が
難
し

い
も

の
で
あ
る
。
本
論
は
彼
が
こ
の
見
解
に
至

っ
た
過
程
を
考

ー

察
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
妥
当
性
を
功
利
主
義

の
観
点
か
ら
検
討
す
る
。

ま
ず

パ
ー
フ
ィ

ッ
ト
に
お
け
る
人
格

の
同

一
性

の
概
念
を
、
彼

の
論

に
沿

っ
て

「非
還
元
主
義
」
と

「
還
元
主
義
」

に
分
け
て
解
説
す
る
。
非
還
元
主
義
と

は
、
人
格
は
な
に
か
に
よ

っ
て
説
明

さ
れ
得
る
も

の
で
は
な
く
、
そ
れ
そ

の
も

の
と
し
か
表
し
よ
う
が
な

い
と
す
る
考
え
を
指
す
。
他
方
、
還
元
主
義
で
は
、

人
格

の
同

一
性
は
な
ん
ら
か
の
経
験
的
な
も

の
に
よ

っ
て
説
明
さ
れ
得
る
と
み
な
さ
れ
、
彼
自
身

の
考
え
は
大
き
く
く
く
れ
ば
こ
ち
ら
に
与
す
る
。
人
格
の
概

念

に
対
し
て
パ
ー
フ
ィ

ッ
ト
流

の
還

元
主
義
を
選
択
し
た
場
合
と
そ
う

で
な
い
場
合
で
は
、
私
た
ち

の
思
考
や
態
度
は
変
化
す
る
だ
ろ
う
。
後
半

で
は
こ
の
変

化
を
と
く
に
功
利
主
義

の
観
点
か
ら
追

い
、
人
格

に
対
す
る
彼

の
主
張
を
検
証
す
る
。

キ

ー

ワ

ー

ド

"
哲

学

、

人

格

の

同

一
性

、

デ

レ

ク

・
パ

ー

フ

ィ

ッ
ト

、

還

元

主

義

、

功

利

主

義

パ
ー

フ
ィ

ッ
ト
に
お
け
る
人
格

の
同

一
性

と
功

利
主
義
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1

.

は

じ

め

に

人
格

の
同

一
性
を
め
ぐ
る
主
な
議
論

で
は
、
人
格
と
い
う
概
念

の
定
義
づ
け
お
よ
び
そ

の
通
時
的
な
同

一
性
が
問
わ
れ
る
。
現
代
に
お

い
て
こ
の
流
れ
に

一

石
を
投
じ
た

の
が
デ
レ
ク

・
パ
ー
フ
ィ

ッ
ト
だ
と

い
え
る
。
彼
は
主
著

『理
由
と
人
格
』

(以
下
R
P
と
す
る
)
で
人
格

や
道
徳

に
ま

つ
わ
る
諸
説
を
比
較
考

(
1
)

察
し
た
う
え

で
、
「人
格

の
同

一
性
は

わ
た
し
た
ち
に
と

っ
て
重
要
な
こ
と
で
は
な

い

(b
嘆
ω0
8
=
O
Φ⇒
葺
三

ω
⇒
o
叶
芝
げ
讐

日
讐
叶Φ同ω
)
」
と
主
張
し
た
。
従
来

の
議
論

で
は
、
人
格
は
あ
る
人
物
を
他
か
ら
区
別
し
、
独
立
し
た
個
人
と
し
て
の
不
可
侵
性
を
保
証
す
る
も

の
と
し
て
用

い
ら
れ
て
き
た
。

一
人
の
生

の
内
部

で
統

一
さ
れ
た
も

の
と
し
て
の
基
準

が
求
め
ら
れ
、
価
値
を
お
か
れ
て
き
た
人
格
と

い
う
概
念
に
対
し
て
、
パ
ー
フ
ィ

ッ
ト
は
根
本
的
な
疑
問
を
呈
し
た

の
で

あ

る
。
本
論
は
、
彼

の
人
格

に
対
す

る
見
解

の

一
部
を
ま
と
め
る
と
と
も
に
、
そ
の
説

の
意
義
を
功
利
主
義

の
側
面
か
ら
検
討
す
る
。

最
初

に
、
人
格

の
同

一
性

に
対
す

る
パ
ー
フ
ィ

ッ
ト
の
考
え
を
心
理
的
な
基
準
と

い
う
面
か
ら
述
べ
る
。
次
に
彼

の
論
に
お

い
て

「還
元
主
義
」
と

「非
還

幻

元
主
義
」
が
ど

の
よ
う

に
定
義
さ
れ
あ

つ
か
わ
れ
て
い
る
か
を
追
う
。
そ

の
う
え

で
パ
ー

フ
ィ
ッ
ト
流
の
人
格

の
同

一
性

の
議
論
が
道
徳

の
面
、
と
く

に
功
利

ー

(
2
)

主
義

の
考
え
方
に
お
よ
ぼ
し
得
る
影
響
を
検
討
す

る
。
本
論

で
は
、
パ
ー

フ
ィ
ッ
ト
が
還
元
主
義

に
与
し
て

い
る
点
を
解
説
し
、
さ
ら
に
こ
の
見
解
を
と
る
な

ら
わ
た
し
た
ち

の
生
に
対
す

る
考
え

が
ど

の
よ
う

に
変
化
す
る

の
か
を
考
察
す
る
。
し
た
が

っ
て
パ
ー
フ
ィ

ッ
ト

へ
の
批
判
的
考
察
で
は
な
く
、
そ

の
主
張

の

特
徴
を
ま
と
め
る
こ
と
が
主
旨
に
な

る
こ
と
を
初
め
に
こ
と
わ

っ
て
お
く
。

2
.
心
理
的
連
結
性
と
心
理
的
継
続
性
に

つ
い
て

人
格

の
同

一
性

の
問
題
で
は
、
あ

る
人
格

A
が
別

の
時
点

に
お
け
る
人
格

八
と
同

一
で
あ
る
と

み
な
す
こ
と
が
で
き
る
基
準
が
問
わ
れ
る
。
基
準
は
、

一
般

的

に
は
物
理
的
な
も
の
と
心
理
的
な

も

の
に
分
か
れ
る
。
物
理
的
な
基
準

で
は
身
体
的
な
継
続
性
が
、
心
理
的
な
基
準
で
は
記
憶

や
意
識
な
ど

の
継
続
性
が
、

人
格

の
同

一
性

の
必
要
充
分
条
件
と

し
て
成
立
す

る
の
か
が
検
証
さ
れ
る
。
た
だ
し
物
理
的
な
基
準

の
場
合
、
身
体

の

一
部
が
欠
損
も
し
く
は
交
換
さ
れ
た
か



ら
と

い

っ
て
、
そ

の
者
が
そ

の
者

で
な
く
な

っ
た
と
は
通
常
は
判
断
さ
れ
な

い
。
し
た
が

っ
て
物
理
的
基
準

は
深

い
議
論
に
い
た
ら
な

い
傾
向
に
あ

っ
た
が
、

現
代

の
脳
に
関
す

る
研
究

の
発
展
に
と
も
な

っ
て
こ
の
器
官

に
注
目
す
る
か
た
ち
で
諸
問
題
が
考
察
さ
れ
る
よ
う

に
な

っ
た
。
心
理
的
な
基
準
は
、
近
代
に
お

け
る
人
格

の
同

一
性

の
議
論

の
先
駆
者

で
あ
る
ロ
ッ
ク
の
記
憶
説
が
、
こ
の
問
題
に
関
す
る
代
表
的
な
見
解
を
示
し
て

い
る
。
パ
ー

フ
ィ
ッ
ト
は
ロ
ッ
ク
の
考

え
を
発
展
さ
せ
た
か
た
ち
で
自
説
を
論
じ
る
た
め
、
次

で
ロ
ッ
ク
の
説

の
論
点
を
押
さ
え
て
お
こ
う
。

ロ
ッ
ク
は
、
わ
た
し
た
ち
が
自
分

の
経
験
記
憶
を
お
ぼ
え

て
い
る
限
り
に
お

い
て
、
い
ま
の
こ
の
人
格
と
過
去
の
人
格
と
の
同

一
性
が
保
た
れ
る
と
考
え
る
。

あ
る
人
物

の
意
識
が
過
去

の
経
験

に
届
く
範
囲
が
、
そ
の
人
物

の
通
時
的
な
人
格
を

つ
く
る
。
酔

っ
て
い
る
あ

い
だ

の
記
憶
を
な
く
す
な
ど
例
外
的
な
ケ
ー
ス

(
3
)

が
あ
る
こ
と
は
認
め

つ
つ
も
、

ロ
ッ
ク
が
主
張
す

る
の
は
記
憶
に
基
づ

い
た
同

一
性

の
基
準

で
あ
る
。

こ
の
記
憶
基
準
説
に
対
す
る
典
型
的
な
批
判
は
次

の
通

り
で
あ
る
。
意
識
が
到
達
す

る
限
り

に
お

い
て
人
格

の
同

一
性
が
保
証
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
全
生
涯
を
通
じ
て
人
格
が
同

一
で
あ
る
た
め
に
は
す
べ
て
の
経

験
を
記
憶
し

て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
し
か
し
そ
れ
は
不
可
能

で
あ
り
、
か

つ
人
格

の
あ
り
方

に
矛
盾

が
生
じ
る
。
バ
ー
ク
リ
ー
が
指
摘
し
、
後
に
ト

マ

(
4
)

ス
・
リ
ー
ド
が
改
訂
を
加
え
た

「勇
敢

な
将
校
」
が
こ
の
批
判
の
好
例

に
な
る
。

い
ま

の
私

(1P
)
は
四
〇
年
前

の
私

(盟
)
に
つ
い
て
の
あ
る
記
憶
を
も

つ
が
、

五
〇
年
前

の
私

(3P
)
に

つ
い
て
の
あ
る
記
憶
が
な

い
。
し
か
し
四
〇
年
前

の
私

(盟
)
は
五
〇
年
前

の
私

(蕗
)

の
そ
の
記
憶
を
も

っ
て

い
る
と
し
よ
う
。

す

る
と
、

い
ま

の
私

(lP
)
は
四
〇
年
前

の
私

(囎
)
と
は
同

一
の
人
格
だ
が
、
五
〇
年
前

の
私

(円
)
と
は
そ
う
で
な

い
。
ま
た
四
〇
年
前

の
私

(
m
)
は

五
〇
年
前

の
私

(
3P
)
と
同

一
の
人
格

で
あ
る
と

い
う

こ
と

に
な
る

(H
11
㎎
か

つ
H

朴
円
か

つ
盟
11
円
で
あ
る
)
。
こ
れ
は
論
理
的
に
矛
盾
し
て
い
る
た
め
、

(
5
)

ロ
ッ
ク
の
説
は
受
け
入
れ
が
た

い
と

さ
れ
る
。
パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
は
こ
の
批
判
を
下
敷
き

に
す
る
か
た
ち
で
、
心
理
的
な
基
準

に
対
す
る
自
説
を
展
開
す
る
。
ま

ず
彼
は
ロ
ッ
ク
の
記
憶
説

へ
の
批
判
、
す
な
わ
ち
保
持
し
て

い
る
限
り
の
経
験
記
憶

の
み
に
よ

っ
て
人
格

の
同

一
性
が
担
保
さ
れ
る
と

い
う
説

へ
の
批
判
に
は

一
定

の
同
意
を
示
す
。
そ

の
う
え

で

ロ
ッ
ク
の
説
を
補
う
か
た
ち

で
、
別

の
タ
イ
プ

の
心
理
的
基
準
を
提
案
す
る
。

パ
ー
フ
ィ

ッ
ト
は
、
直
接
お
ぼ
え

て
い
る
と

い
う
こ
と
が
人
格
が
同

一
で
あ
る
こ
と

の
要
素

の
ひ
と

つ
に
な
る
と
考
え
る
。
あ
る
人
格
H
が
別
の
時
間
に
お

け
る
人
格
毘
の
行
為
を
、
自
分
が
し

た
こ
と
だ
と
内
側
か
ら
思

い
起
こ
す
こ
と
が
で
き

る
な
ら
、

こ
の
二
つ
の
人
格
は
時
間
を
通
じ
た
同

一
性
を
も

っ
て
い
る

と

み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
あ
る
行
為
を
、
外
部
か
ら
教
え
ら
れ
た
か
ら
で
は
な
く
、
そ
れ
を
行

っ
た
主
体
と
し
て
内
部
か
ら
想
起
で
き
る
こ
と
が
、
異
な
る

時
間
に
お
け
る
人
格

の
同

一
性
を
保

証
す

る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
は

「
心
理
的
連
結
性

(b
ω旨
げ
o
δ
ひq
ド
巴

8
巨

Φ
。けΦ
号

Φω
ω)
」
が
あ
る
状
態

パ
ー

フ
ィ

ッ
ト
に
お
け
る
人
格

の
同

一
性

と
功

利
主
義

(3)
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だ
と
す
る
。
ま
た
、
心
理
的
連
結
性

だ
け
で
は
説
明
が
で
き
な

い
部
分
に

つ
い
て
は

「心
理
的
継
続
性

(b
昌
9
0
δ
ひq
同o
巴

08
口
壼

一身
)
」
と

い
う
考
え
を
導

入
す
る
。
た
と
え
ば
わ
た
し
は
、
昨

日
自
分
が
し
た
こ
と

の
大
半
を
記
憶
し
て
い
る
。
昨
日
の
わ
た
し
は
、

一
昨
日

の
わ
た
し
が
し
た
こ
と
の
ほ
と
ん
ど
を
お

ぼ
え

て
い
る
だ

ろ
う
。

つ
ま
り
、
「今

日
の
わ
た
し
1
昨
日
の
わ
た
し
」

の
あ

い
だ
に
は
強

い
心
理
的
連
結
が
あ
り
、
「昨
日

の
わ
た
し
1

一
昨
日

の
わ
た
し
」

の
あ

い
だ
に
も
ま
た
強

い
心
理
的
連
結
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
経
過
を
た
ど

る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
、
今
日
の
わ
た
し
が
二
〇
年
前

の
特
定

の
日
に
わ
た
し
が

と

っ
た
行
為
を
お
ぼ
え

て
い
な

い
と

し
て
も

(心
理
的
連
結
性
が
な

い
)
、
こ
の
二
者
間
は
心
理
的
に

つ
な
が

っ
て

い
る
と

い
う

こ
と
が
で
き
る

(心
理
的
継

続
性
が
あ
る
)
。
心
理
的
連
結
性
と
は

「
特
定

の
直
接
的
な
心
理
的
連
結
が
維
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
」
で
あ
り
、
心
理
的
継
続
性
と
は

「
強

い
連
結
性

の
重
な

(
6
)

り
合

っ
た
鎖
が
維
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
」
な
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
は
、
「正
し

い
種
類
の
原
因
を
そ
な
え

た
心
理
的
連
結
性
お
よ
び
/
あ
る
い

(
7
)

は
心
理
的
継
続
性
」
を
R
関
係

(閑
Φ
一鋤
口
O
⇒
幻
)
と
呼
ぶ
。

R
関
係
は
、
人
格

の
同

一
性
に
対
す
る
パ
ー

フ
ィ
ッ
ト

の
基
本
的
な
見
解
を
表
し
て
い
る
。
こ
れ

ら
の
こ
と
を
踏
ま
え
た
う
え

で
、
彼

が
人
格
の
あ
り
方
を
ど
う
と
ら
え

て
い
る
か
を
、
次

に

「還
元
主
義
」
と

「非
還
元
主
義
」
と

い
う
点
か
ら
み
て
い
こ
う
。

3
.
還
元
主
義
と
非
還
元
主
義

に
つ
い
て

(4)

パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
は
、
人
格

の
問
題

に
お
け
る
還
元
主
義
を
、
人
格
の
同

一
性
は
な

ん
ら
か

の
要
素
に
よ

っ
て
説
明
さ
れ
得
る
と
す
る
考
え
だ
と
定
義
し
た
。

こ
の
考
え
は
次

の
二
つ
の
側
面
か
ら
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。

(8

)

 ①

時
間
を
通
じ
た
人
格

の
同

一
性
と

い
う
事
実
は
、
包
含
し
て

い
る
あ
る
さ
ら
に
詳
細

(冨
三
〇
巳
霞
)
な
事
実
か
ら
の
み
成
る
。

こ
の

「さ
ら
に
詳
細
な
事
実
」
と
は
、
物
理
的

・
心
理
的
な
出
来
事
を
指
す
。

つ
ま
り
人
格
は
脳
な
ど
の
物
理
的
な
事
実
や
、
記
憶
や
意
識
な
ど
の
心
理
的
な

事
実
に
よ

っ
て
説
明
さ
れ
る
こ
と
が

で
き
、
ま
た
そ
れ
以
上

の
こ
と
を
必
要
と
し
な

い
の
で
あ
る
。
「
そ
れ
以
上

の
こ
と
を
必
要
と
し
な
い
」
の
意
味
は
②

に

関
わ

っ
て
く
る
。

②

こ
れ
ら
の
事
実
は
、
こ
の
人
物

の
同

一
性
を
前
提
に
し
た
り
、
こ
の
人
物

の
人
生

に
お
け
る
経
験
は
当
該
人
物
に
よ

っ
て
も
た
れ
て
い
る
と
明
白
に

主
張
し
た
り
、
も
し
く
は

こ
の
人
物
が
存
在
す
る
と
明
白
に
主
張
し
た
り
す

る
こ
と
さ
え
な
し
に
記
述
さ
れ
得
る
。
こ
れ
ら
の
事
実
は
非
人
格
的
な



仕
方
で
記
述
で
き

る
の
で
あ
る
。

物
理
的

・
心
理
的
な
詳
細
な
事
実
は
、
人
格

に
言
及
し
な
く

て
も
表
す

こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
る
。
還
元
主
義
で
は
、
諸
経
験

の
説
明

に
、
な
に
か
に
還
元
さ

れ
得
る
以
外

の
事
柄
を
必
要
と
し
な

い
の
で
あ
る
。
こ
の
②

の
見
解
は
、
①
よ
り
も
そ
の
内
容
や
意
図
が
理
解
し
づ
ら

い
だ

ろ
う
。
②
は
非
還
元
的
な
見
解
と

比
較
す
る
と
よ
り
わ
か
り
や
す
く
な

る
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
次

に
非
還
元
主
義

に
つ
い
て
ふ
れ
、
そ
の
後
非
人
格
的
な
記
述
に
も
ど

る
こ
と
に
し
よ
う
。

人
格

の
同

一
性

に
対
す
る
非
還
元
主
義
的
な
見
解
で
は
、
人
格
は
な
ん
ら
か

の
要
素

に
還
元
で
き
る
も

の
で
は
な
く
、
わ
た
し
た
ち
は

「個
別
的
に
存
在
す

(
9
)

る
実
体

(ω
8
胃
讐
①
ξ

Φ
凶
ω什冒
ひq
Φ
⇒
け三
①
ω)
」
だ
と
さ
れ
る
。
人
格
は
、
脳
を
含
む
身
体
あ
る
い
は
経
験
記
憶
や
意
識
な
ど
か
ら
は
切
り
離
さ
れ
た
も

の
で
あ

る
。
も
し
く
は
物
理
的

・
心
理
的
な
継
続
性
を
含
む
と
し
て
も
、
そ
れ
ら
だ
け
か
ら
成
り
た

つ
わ
け
で
は
な

い
。

こ
の
よ
う

に
理
解
さ
れ
た
人
格
は
、

一
連

の

物
理
的

・
心
理
的
出
来
事
を
超
え
た

純
粋

に
精
神
的
な
実
体

(鋤
薯

邑

賓
巳
窪
邑

①
巳

畠
)
、
も
し
く
は
要
素
を
超
え
た
さ
ら
な
る
事
実

(鋤
甘
同9
2

富
。
叶)

だ
と

い
え
る
。
論
理
的

に
定
義
づ
け

ら
れ
る
も

の
で
は
な
く
、
ト

マ
ス

・
リ
ー
ド
風
に
い
う
な
ら
ば
そ
れ
で
あ
る
と
し
か
表
し
よ
う
が
な

い
な
に
か
な
の
で
あ

(
10
)

る
。
検
証
可
能
な
領
域
を
超
え
た
と

こ
ろ
に
人
格

の
本
質
を
設
定
す
る
の
が
、
非
還
元
主
義
的
な
見
解

で
あ
る
。

パ
ー
フ
ィ

ッ
ト
は
、
多
く

の
人
間

は
非
還
元
主
義
者
的
な
立
場
を
と
る
と
考
え

る
。
自
分
に
と

っ
て
、
自
分
自
身

の
人
格
は
他
と
は
違
う
特
別
な
も

の
で
あ

る
。
「
こ
の
わ
た
し
」
と

い
う
人
格
は

「
他
の
あ
な
た
た
ち
」
と
は
異
な
り
、
わ
た
し
に
と

っ
て
唯

一
の
独
自
性
を
も

つ
。
さ
ら
に
、
こ
の
考
え
に
基
づ
く
な

ら
人
格
は
個
別
的

に
存
在
し
て
い
る

の
だ
か
ら
、
あ
る
人
格
は
わ
た
し
で
あ

る
か
な

い
か

の
ど
ち
ら
か
に
必
ず
確
定
さ
れ
る
。
あ
る
人
物
が
あ
る
状
況
下
で
死

に
か
け
て
い
る
と
き
、
そ

の
人
物
が

わ
た
し
で
あ

る
か
わ
た
し
で
な

い
か
は
、
非
還
元
主
義

に
お
い
て
は
決
定
的
な
違

い
を
も

つ
し
、
ま
た
ど
ち
ら
で
あ
る
か

の
判
別
は
必
ず

つ
く

の
で
あ

る
。
あ

る
人
物

の
未
来
を
気
に
か
け
る
と
き
も
同
様

で
、
わ
た
し
は
自
分
自
身

の
未
来
を
気
に
か
け
る

の
と
同
程
度

に
見
知
ら
ぬ

他
者

の
未
来
を
気

に
か
け
る
わ
け
で
は
な

い
。

つ
ま
り
非
還
元
主
義
的

に
考
え
る
な
ら
、
物
理
的

・
心
理
的
な
継
続
が
あ
り
さ
え
す
れ
ば
そ
れ
で
よ

い
の
で
は

な
く
、
人
格
は
そ
れ
ぞ
れ
個
別
的
な
存
在
だ
と

い
う
こ
と
に
こ
そ
意
味
が
あ

る
。

こ
れ
は
、
わ
た
し
た
ち
が
も

つ
通
常

の
感
覚
だ
と

い
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し

パ
ー

フ
ィ
ッ
ト
流

の
還
元
主
義
的
な
見
解
は
、
こ
の
点

に
つ
い
て
異
論
を
さ
し
は
さ
む
。
こ
れ
が
先

の
②
で
述
べ
た
非
人
格
と

い
う
問
題
に

つ
な
が
る
の
で
あ

る
。人

格
は
物
理
的

・
心
理
的
な
継
続
だ
け
を
含
み
、
そ
れ
以
外

の
さ
ら
な
る
事
実
を
必
要
と
は
し
な

い
と

い
う

の
が
還
元
主
義
的
な
見
解
だ

っ
た
。
さ
ら
に
ご

パ
ー

フ
ィ

ッ
ト
に
お
け
る
人
格

の
同

一
性

と
功

利
主
義

(5)
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の
よ
う
な
物
理
的

・
心
理
的
な
継
続

は
、
人
格
を
用

い
る
こ
と
な
く
記
述
さ
れ
得
る
と

い
う
。
そ
の
例
と
し
て
パ
ー

フ
ィ
ッ
ト
は
、
二

つ
の
名
前
を
も

つ
存
在

を
挙
げ
る
。
あ
る
惑
星
が

〈金
星
〉
と
も
呼
ば
れ

〈宵

の
明
星
〉
と
も
呼
ば
れ
る
と
き
、
わ
た
し
た
ち
は

〈宵

の
明
星
〉
の
存
在
を
主
張
す
る
こ
と
な
し
に

〈金

星
〉

の
存
在
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
同
様
に
、
「あ
る
特
定

の
脳
と
身
体
が
存
在
す

る
。
か

つ
、
あ
る
特
定

の
相
関
す
る
物
理
的
ま
た
は
心
理
的
な

一

連

の
出
来
事
が
存
在
す
る
」

の
と
、

「あ
る
特
定

の
人
格
が
存
在
す
る
」
が
同

一
の
事
実
を
記
述
す
る
別

々
の
仕
方

で
あ
る
な
ら
、
わ
た
し
た
ち
は
前
者
を
主

(
11

)

張
し
後
者
を
主
張
し
な
い
こ
と
が
で
き

る
と

い
う

の
で
あ
る
。
こ
と
わ

っ
て
お
く
が
、

パ
ー
フ
ィ

ッ
ト
は
わ
た
し
た
ち
が
出
来
事
を
記
述
す
る
さ
い
に

「
わ
た

し
」
の
語
を
用

い
た
り
、
人
格

の
概
念
を
使
用
す
る
こ
と
を
否
定

し
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。
わ
た
し
た
ち
は
日
常
的
に
そ
の
よ
う
な
記
述
を
行

っ
て
い
る
し
、

自
分
自
身

の
生
を
生
き
て
い
る
と

い
え

る
。
し
か
し
、
経
験

の
主
体
に
言
及
す
る
こ
と
な
く
そ

の
よ
う
な
諸

々
の
出
来
事
を
表
し
た
り
、
出
来
事
同
士
の
関
係

(
12
)

を
記
述
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
述
べ
て
い
る
の
だ
。
こ
の
考
え
を
受
け
入
れ
る
な
ら
ば
、
還
元
主
義
的
見
解

で
は
人
格
が
そ
れ
ぞ
れ
個
別
的
な
存
在
で
あ
る
こ

と

に
意
味
が
あ
る
と
は

い
え
な
く
な

る
。

さ
ら
に
還
元
主
義
的
見
解

で
は
、

あ
る
人
格
が
だ
れ
で
あ
る
か
に
つ
い
て
常
に
確
定
し
た
答
え
が
あ
る
わ
け
で
は
な

い
。

パ
ー
フ
ィ

ッ
ト
は
、
さ
ま
ざ
ま
な

思
考
実
験
を
用

い
て
人
格
A
と
人
格

B
と
が
明
白

に
区
別
で
き
な
い
ケ
ー

ス
を
考
察
す

る
。

こ
こ
で
は
そ
れ
ら

の
う
ち
の
ひ
と

つ
、
人
格
A
と
人
格
B
を
入
れ

替
え
る
ケ
ー
ス
に

つ
い
て
二
通
り
の
状
況
を
と
り
あ
げ
よ
う
。
最
初
は
脳
を
交
換
す
る
パ
タ
ー

ン
で
あ
る
。
仮
に
人
格

A
の
脳
と
人
格

B
の
脳
が
、

一
パ
ー
セ

ン
ト
だ
け
入
れ
替
え
ら
れ
た
と
し
よ
う
。
こ
の
時
点
で
は
、
目
に
見
え
る
ほ
ど

の
変
化
は
起

こ
ら
な

い
だ
ろ
う
。
脳
が

一
〇
〇
パ
ー
セ
ン
ト
入
れ
替
え
ら
れ
た

な
ら
、
人
格

A
の
脳
と
人
格

B
の
身
体
を
も

つ
人
物

の
対
応
は
人
格
A
の
も

の
に
な
り
、
わ
た
し
た
ち
は
彼
/
彼
女
は
少
な
く
と
も
A
の
人
格
を
も

っ
て
い
る

(
13

)

と

み
な
す
だ
ろ
う
。
で
は
何

パ
ー
セ

ン
ト
が
入
れ
替
え
ら
れ
た
時
点
で
、
人
格
B
の
身
体
は
人
格

A
を
も

つ
と

い
え
る
の
だ

ろ
う
。
こ
の
問

い
に
明
ら
か
な
答

え

は
な

い
と
さ
れ
る
。
脳
の
大
半
、

た
と
え
ば
九
〇
パ
ー
セ
ン
ト
が
人
格

A
の
も

の
で
あ
れ
ば
、
そ

の
人
格

は
A
と

み
な
さ
れ
る
か
も
し
れ
な

い
。
し
か
し
、

九
〇
パ
ー
セ
ン
ト
な
ら
認
め
ら
れ
て
八
九
パ
ー
セ
ン
ト
で
は
駄
目
だ
と

い
う

こ
と
に
論
拠
を
も

っ
て
答
え
る
こ
と
は
難
し

い
。
し
た
が

っ
て
こ
の
例
は
、
あ
る

状
況
下
に
お
け
る
あ
る
人
格
が
A
か

A
で
な

い
か
に

つ
い
て
、
常

に
二
者
択

一
の
答
え

が
あ
る
わ
け

で
は
な

い
こ
と
を
示
唆
し
て

い
る
こ
と

に
な
る
。
こ
の

ケ
ー
ス
で
交
換
さ
れ
て

い
る
の
は
脳

な
の
で
物
理
的
な
継
続

の
場
合
に
な
る
が
、
心
理
的
な
継
続

で
も
同
様
に
推
論
さ
れ
る
。
記
憶
を
含
む
脳

の
情
報
を
抽
出

し
て
、
別

の
脳

の
情
報
と
置
き
換
え

る
と
想
定
し
よ
う
。
物
理
的

に
は
人
格

A
も
人
格

B
も
元

の
身
体
を
保
持
し
た
ま
ま
で
、
情
報
だ
け
が
交
換
さ
れ
る
。

こ

(6)



れ
は
心
理
的
な
継
続

の
場
合
を
示
し
、
論
点
は
脳
の
入
れ
替
え

の
パ
タ
ー

ン
と
お
な
じ
で
あ
る
。

こ
れ
が
パ
ー

フ
ィ
ッ
ト

の
見
解
だ
。

パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
は
、
「あ
る
人
格
が

わ
た
し
で
あ
る
か
な

い
か
は
常
に
判
別
で
き
る
」
か

「人
格

の
同

一
性
は
必
ず
し
も
確
定

し
た
も

の
で
は
な

い
」
か
と

い
う
二

つ
の
見
解

に
つ
い
て
、
還
元
主
義
的
立
場
を
と
る
な
ら
後
者

の
見
解
が
妥
当
だ
と
す
る
。
あ
る
人
格
と
あ

る
人
格

の
境
界
が
曖
昧
な
場
合
が
あ
り
、
人

格
を
同
定
す
る
問

い
が
答
え

の
な

い
空
虚

(①
日
b
屠
)
な
も
の
に
な
る
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
こ
の
場
合

で
も
物
理
的

・
心
理
的
な
継
続
性
は
保
た
れ
て
い
る

し
、
人
格

に
言
及
せ
ず
出
来
事

や
状
態
を
記
述
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が

っ
て

「人
格

の
同

一
性
」
と

「物
理
的

・
心
理
的
な
継
続
性
」
を
比
較
し
た
場
合
、

わ
た
し
た
ち
に
と

っ
て
よ
り
重
要
な

の
は
後
者
で
あ
る
。
言

い
換
え
る
な
ら
、
人
格

の
同

一
性
は
わ
た
し
た
ち

の
生
存

に
と

っ
て
最
重
要

で
は
な

い
の
で
あ

る
。
こ
の
と
き
従
来

の
人
格

の
同

一
性

の
議
論
は
問
題
提
起

の
力
を
弱
め
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
物
理
的

・
心
理
的
な
継
続
に
お

い
て
示
さ
れ
る

の
は
、
あ
る
時

点

に
お
け
る
あ
る
人
格
が
別

の
時
点

に
お
け
る
あ

る
人
格
と

一
対

一
対
応
を
も

つ
と

い
う
こ
と
だ
け
で
あ
り
、
そ
の
人
格
が
だ
れ
の
も

の
か
は
本
質
的
な
問

い

で
は
な
く
な
る
か
ら
だ
。
な
に
が
同

一
性

の
基
準
に
な
る
か
の
完
全
な
答
え
を
も

っ
て
い
な
く

て
も
、
わ
た
し
た
ち
は
な
に
が
起
き
て

い
る
の
か

(物
理
的

・

心
理
的
な
継
続
性

の
状
態
)
を
記
述
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

の

こ
こ
で
パ
ー

フ
ィ
ッ
ト
の
主
張
を

整
理
し
よ
う
。
人
格

の
同

一
性

の
問
題
に
対
し

て
、
還
元
主
義
的
見
解
と
非
還
元
主
義
的
見
解

の
二
通
り
の
立
場
が
あ

ー

る
。
も
し
非
還
元
主
義
を
受
け
入
れ

る
な
ら
、
わ
た
し
た
ち
は

「人
格
は
個
別
に
存
在
す
る
実
体

で
あ

っ
て
、
そ
の
脳
や
身
体
か
ら
も
、
経
験
か
ら
も
区
別
さ

(
14
)

れ
る
」
と
信
じ
て
い
る
こ
と

に
な
る
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
実
体
が

一
体
ど

ん
な
も

の
な

の
か
は
、
も
は
や
理
解

で
き
な

い
と
パ
ー

フ
ィ
ッ
ト
は
訴
え
る
。

こ

の
意
見

に
同
意
す

る
な
ら
、
わ
た
し

た
ち
は
還
元
主
義

に
目
を
向
け
る
べ
き
だ
ろ
う
。
還
元
主
義
は
、
人
格
は
物
理
的
お
よ
び
/
も
し
く
は
心
理
的
な
出
来
事

の
詳
細
だ
け
か
ら
な

っ
て
い
る
と
す

る
。
こ
の
と
き
人
格

の
同

一
性
が
含
ん
で
い
る

の
は
、

一
対

一
の
か
た
ち
を
と
る
連
結
性
と
継
続
性
だ
け
で
あ
る
。
こ
の

関
係
こ
そ
が
重
要
な

の
で
あ
り
、
通
時
的
な
同
定
に
お

い
て
あ
る
特
定

の
個
人
を
確
定
す

る
こ
と
が
重
要
な

の
で
は
な

い
。
こ
の
見
解
が
も
た
ら
す
の
は
、
「わ

た
し
」
の
特
別
性
が
よ
り
薄
ま
り
、

そ
の
か
わ
り
現
時
点

の

「人
格
A
」
と
、
「
こ
の
人
格
A
と
な
ん
ら
か
の
か
た
ち

で
関
係
す

る
人
格

窪
」
が
過
去
も
し
く

は
未
来

に
あ

っ
た

・
あ
る
だ

ろ
う
と

い
う
理
解
で
あ
る
。
こ
れ
を
非
人
格
的

に
表
す
な
ら
、
た
と
え
ば
な
に
か
困
難
が
あ

っ
た
と
き

「
こ
の
苦
し
む
人
物
は
わ

(
15
)

た
し
だ
ろ
う
」
で
は
な
く

「
こ
れ
ら

の
現
在

の
経
験
と
あ
る
仕
方

で
結
び

つ
い
て

い
る
苦
し
み
が
あ
る
だ
ろ
う
」
と

い
う
記
述
に
な
る
。

還
元
主
義
的
な
見
解
は
、
わ
た
し

た
ち

の
常
識
か
ら
す
れ
ば
受
け
入
れ
が
た
く
、
抵
抗
が
大
き

い
も

の
だ
ろ
う
。
し
か
し
パ
ー
フ
ィ

ッ
ト
は
、
還
元
主
義
を

パ
ー

フ
ィ

ッ
ト
に
お
け
る
人
格

の
同

一
性

と
功

利
主
義
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反
省
的
も
し
く
は
理
性
的
レ
ベ
ル
で
受

け
入
れ
る
な
ら
、
こ
れ
を
信
じ
る
こ
と
は
可
能
だ
と
す
る
。
彼
は
、
「わ
た
し

の
死
後
、
わ
た
し

で
あ
る
よ
う
な
何
者

も
生
き
て
い
な

い
だ
ろ
う
」
と

い
う
記
述
を
、
次

の
よ
う
に
と
ら
え
直
す
こ
と
が
で
き

る
と
す
る
。
わ
た
し
の
死
後
も
多
く

の
経
験
が
あ
る
だ
ろ
う
が
、
そ
れ

ら
の
う
ち

の
ど
れ
も
、
経
験
記
憶
と

し
て
現
在

の
わ
た
し
と
直
接

の
連
結
性
を
も

つ
よ
う
に
は
結
び

つ
か
な
い
だ

ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
ら
未
来

の
経
験
は
、
あ

ま
り
直
接
的

で
は
な

い
仕
方

で
現
在

の
わ
た
し

の
経
験
と
関
係
す

る
か
も
し
れ
な

い
。
そ

の
よ
う
な
経
験

の
例
と
し
て
パ
ー
フ
ィ

ッ
ト
は
、
彼
に

つ
い
て
の
記

憶

や
彼

に
影
響
さ
れ
た
思
想

や
仕
事

な
ど
を
挙
げ

る
。
死
に
よ

っ
て
直
接
的
な
経
験

の
連
結
は
消
え
る
が
、

い
ま
例
示
し
た
よ
う
な

い
わ
ば
間
接
的
な
関
係
は

断
ち
切
ら
れ
な

い
。
「わ
た
し
の
死
」
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
こ
れ
が
す

べ
て
で
あ
る
。
彼
は
、
「私

の
死
と
は
、
あ
る
時
以
後
私

の
現
在

の
経
験
と
あ
る
仕
方

で
関
係
し
て
い
る
経
験
が
起

こ
ら
な
く
な
る
と

い
う
事
実
に
す
ぎ
な

い
。
こ
れ
が
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
重
要
な
こ
と

で
あ
り
う

る
だ
ろ
う
か
?
」
と
訊
ね
、
彼
自

身
は
非
還
元
主
義
を
信
じ
て
い
た
こ
ろ
に
比
べ
る
と
還
元
主
義
者
と
し
て
考
え
る
よ
う

に
な

っ
た
い
ま
の
ほ
う
が
、
自
分

の
死
は
悪

い
も

の
で
は
な

い
と
と
ら

え

る
よ
う
に
な

っ
た
と
述
べ
て
い
る
。

人
格
の
同

一
性
は
わ
た
し
た
ち

に
と

っ
て
最
重
要
課
題

で
は
な
く
、
重
要
な
の
は
R
関
係
に
あ
る
人
格
が
過
去
や
未
来
に
存
在
す
る
こ
と
だ
と

い
う

の
が

田

パ
ー

フ
ィ
ッ
ト

の
主
張
だ
。
彼
は
、

わ
た
し
た
ち
が
人
格
の
同

一
性
に

つ
い
て
の
見
解
を
こ
の
よ
う
に
変
え
る
な
ら
、
理
性

や
道
徳
に

つ
い
て
の
信
念
も
ま
た

ー

変
わ
る
だ
ろ
う
と
考
え
る
。
そ
こ
で
本
論

の
残
り

の
部
分
で
、
功
利
主
義
を
手
が
か
り

に
こ
の
考
え
が
も
た
ら
す
も
の
を
み
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

4

功
利
主
義

に
対
す
る
パ
ー

フ
ィ
ッ
ト
の
主
張

の
意
義

に

つ
い
て

道
徳

に
関
す
る
考
察
は
人
格

の
問

題
と
深

い
か
か
わ
り
が
あ
り
、
カ
ン
ト
に
お
け
る
人
格

の
尊
厳
か
ら
現
代

の
生
命
倫
理
学
で
の
人
格
論
ま
で
多
様
な
議
論

が
な
さ
れ
て

い
る
。
先

に
紹
介
し
た

よ
う
に
、
パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
は
還
元
主
義
的
に
人
格
を
と
ら
え

る
の
で
あ
れ
ば
、
わ
た
し
た
ち
は
感
情
や
合
理
性
を
含
む
道

徳

の
信
念
に
対
し
て
再
考
を
せ
ま
ら

れ
る
と
述
べ
て
い
る
。
彼
は
そ

の
具
体
例
と
し
て
R
P
の
主

に
第
十
四
、
十
五
章

で
、
不
合
理
な
判
断

へ
の
介
入
や
功
罪

(O
Φω
Φ巳

、
責
務

(oo
日
日
淳
日
8
け)
な
ど
に

つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
項
目
の
多
く
は
配
分

の
原
理
と
連
関
し
、
ま
た
パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
は
こ
れ
を
功

利
主
義
と

の
関
わ
り

の
な
か
で
議
論
す

る
。
そ
こ
で
本
章
で
は
配
分
原
理
と
功
利
主
義

の
関
係
を
、
パ
ー

フ
ィ
ッ
ト
流

の
還
元
主
義
的
見
解
を
も
と
に
考
察
す



る
。功

利
主
義

で
は
、
快
楽

の
原
則
に
基
づ

い
た
利
益
と
不
利
益

の
合
計
が
最
大
値

に
な
る
こ
と
が
目
指
さ
れ
る
。

こ
の
計
算
は
社
会
を
単
位

に
行
う
こ
と
が
で

き

る
た
め
、
異
な
る
人
格
問
で
あ

っ
て
も
利
益

の
足
し
引
き
が
で
き
る
と

い
う
考
え
が
功
利
主
義

の
前
提
に
な

っ
て
い
る
。
し
か
し
、

こ
の
思
想
は
個
人

の
独

(
17
)

自
性
を
無
視
し
て
い
る
と
し
て
し
ば

し
ば
批
判
に
さ
ら
さ
れ
る
。

ロ
ー
ル
ズ
は
、
社
会
を
構
成
す

る
ど
の
人
間
も
正
義

に
基
づ
く
不
可
侵
性
を
も
ち
、
そ
れ
は

す

べ
て
の
社
会

の
幸
福

に
対
し
て
優
先
さ
れ
る
と
述
べ
て
い
る
。
し
た
が

っ
て
上
述

の
よ
う
な
考
え
に
基
づ
く
功
利
主
義
は
、
人
び
と

の
個
別
性

に
配
慮
し
て

(
18
)

い
な

い
も

の
だ
と
さ
れ
る
。

こ
の
点

に

つ
い
て
パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
は
、
彼
が
考
え
る
人
格
論
を
功
利
主
義
的
な
見
解

に
対
応
さ
せ
た
場
合
、
配
分

の
原
理
に
あ
た

え
ら
れ
る
重
み
が
変
わ
る
と
主
張
す

る
。

こ
の
点
は
自
己
利
益
説

に
関
連
し

て
考
察
さ
れ
て
い
る
た
め
、
パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
が
提
起
し
た
思
考
実
験

の
ひ
と

つ

(
19
)

〈子
ど
も

の
不
利
益
〉
を
例
に
解
説
し

て
い
こ
う
。

〈子
ど
も

の
不
利
益
〉
の
内
容
は
次

の
通
り
で
あ
る
。
わ
た
し
た
ち
は
、
あ
る
子
ど
も
に
、
あ
る

ハ
ン
デ
ィ
キ

ャ
ッ
プ
を
負

わ
せ
る
か
ど
う
か
を
決
定
す
る

必
要
が
あ
る
。
そ
の
ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ

ッ
プ
は
、
①
そ

の
子
ど
も
が
大
人
に
な

っ
た
と
き

に
は
よ
り

一
層
の
利
益
に
な
る
、
あ

る
い
は
②
だ
れ
か
別
の
人
間
l
l

た
と
え
ば
こ
の
子
ど
も

の
弟
l
l

に
と

っ
て
同
程
度

の
利
益
に
な
る
、
と

い
う
も

の
で
あ
る
。
わ
た
し
た
ち
が
非
功
利
主
義
者
で
あ
れ
ば
、
①
と
②
は
ま

っ
た

く
違
う
事
態
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
。
非
功
利
主
義
で
は
、
人
び
と
は
個
別

の
存
在
で
あ
る
と

い
う
こ
と
が
重
要
視
さ
れ
る
。
し
た
が

っ
て
①
は
通
時
的
に
同

一
の
人
格
が
被
る
不
利
益
と
利
益

で
あ

る
か
ら
公
正
だ
と

い
え
る
が
、
②
は
異
な
る
人
格
間
に
お
け
る
出
来
事
で
あ
る
た
め
不
公
正
で
あ
り
、
な
さ
れ
る
べ
き

で
は
な

い
。
こ
の
傾
向
は
、
非
還
元
主
義
に
お
い
て
よ
り
顕
著
に
な
る
だ
ろ
う
。
非
還
元
主
義

で
は
、

こ
の
子
ど
も

の
人
格
と
成
人
の
人
格

の
結
び

つ
き
は
、

物
理
的

・
心
理
的
継
続
以
上

の
深

い
事
実
を
は
ら
ん
だ
特
別
な
も

の
で
あ
る
。
「
子
ど
も
1
成
人
」
間
の
生
は
統

一
さ
れ
た
も

の
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
人
格

問

で
利
益
不
利
益

に
よ
る
補
償
が
可
能
と
な
る
。

つ
ま
り
通
時
的

に
同

一
と
み
な
さ
れ
た
人
格
問

で
は
配
分

の
原
理
が
適
応
さ
れ
得
る
が
、
逆
に
そ
れ
以
外

の

人
格
と
の
あ

い
だ

で
こ
の
や
り
と
り

は
な
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の

〈子
ど
も

の
不
利
益
〉
を
還

元
主
義
的
に
み
た
場
合
、
議
論
の
方
向
は
大
き
く
変
わ
る
。

こ
ち
ら
の
見
解

で
は
、
人
格
同
士

の
つ
な
が
り
は
、
あ
る
人

物

の

一
生
を
通
じ
た
統

一
を
前
提
と

は
し
な
い
。
し
た
が

っ
て
異
な
る
生

の
あ

い
だ

の
差
異
を
重
要
視
し
な
い
。

こ
の
態
度
は
、
さ
ら
に
二
種
類

に
分
け
て
論

じ
ら
れ
る
。

一
つ
は
、
異
な
る
人
物
間

に
利
益
不
利
益
を
配
分
す
る
こ
と
が
不
公
正
な
ら
、
子
ど
も
と
成
人

の
あ

い
だ
に
配
分
が
な
さ
れ
る
こ
と
も
ま
た
不
公

パ
ー

フ
ィ

ッ
ト
に
お
け
る
人
格

の
同

一
性

と
功

利
主
義

(9)
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正
だ
と

い
う
も

の
で
あ
る
。
子
ど
も

と
成
人

の
あ

い
だ

の
連
結
性

は
、
密

で
あ
る
と
は

い
え
な

い
か
も
し
れ
な

い
。
そ
し

て
ま
た
同
程
度

に
疎
遠
な
連
結
性

は
、
異
な
る
人
物
問

の
人
格
同
士

で
も
見
出
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば

「子
ど
も
1
成
人
」
問

に
特
別
な
配
慮
を
見
出
す
根
拠
は
な
く
、
配

分
原
理
は

一
切
適
応
さ
れ
な
い
こ
と

に
な
る
。
こ
の
見
解
に

つ
い
て
パ
ー

フ
ィ
ッ
ト
は
、

ロ
ー
ル
ズ

の

「功
利
主
義

の
教
義

に
お
け
る
過
ち
は
、
非
人
格
性
を

(
20
)

公
平
性
と
取
り
違
え

て
い
る
と
こ
ろ
に
あ

る
」
と

い
う
批
判
を
引
用
し
、
「功
利
主
義
が
公
平

で
あ
ろ
う
と
す
る
こ
と
が
、
異
な
る
人
物
問

の
差
異
を
見
過
ご

(
21
)

す

こ
と
を
導
く

の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
指
摘
は
正
し
い
だ
ろ
う
」
と

い
う
。

一
人

の
人
物

の
生
涯
に
お
け
る
利
益
不
利
益

に
関
す
る
配
分
と
、
複
数

の
生

の
あ

い

だ
の
利
益
不
利
益

に
関
す
る
配
分
を
ま

っ
た
く
同
等
に
と
り
あ

つ
か
う

こ
と
は
妥
当
で
は
な

い
だ
ろ
う
。
パ
ー

フ
ィ
ッ
ト
は
、
た
と
え
還
元
主
義
者
で
あ

っ
た

と
し
て
も
人
物
問
の
相
違
は
気
に
か

け
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
ま
た
気

に
か
け
る
だ
ろ
う
と
考
え

る
。
わ
た
し
た
ち
が
別

々
の
人
間
で
あ
り
そ
れ
ぞ
れ
の
人
生

を
送

っ
て
い
る
こ
と
は
、
還
元
主
義

も
非
還
元
主
義
も
認
め
る
。
た
だ
非
還
元
主
義
的
見
解
で
は
こ
れ
は
深

い
事
実
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
こ
と

の
基
礎
と
な
る
。

還
元
主
義
者
が
批
判
す
る
の
は
、
通
時
的
な
人
格

の
同

一
性
を
そ

の
よ
う
な
深

い
事
実
と
し
て
R
関
係
を
超
え

た
と
こ
ろ
に
設
定
す
る
こ
と
に

つ
い
て
で
あ

る
。
そ
し
て
極
端
な
功
利
主
義
的
見
解

で
は
、
配
分
原
理
は
そ

の
正
当
性
を
認
め
ら
れ
な

い
。

ω

次
に
、
も
う

一
つ
の
主
張
を
み
よ
う
。
還
元

王
義
的
見
解

で
は
、
あ
る
人
格
と
別

の
時
点

に
お
け
る
人
格
と
が
強
く
結
び

つ
い
て
い
る
と

い
う

こ
と
は
、
直

q

接
的
な
心
理
的
連
結
性
が
多
く
あ
る

こ
と
だ
と
さ
れ
る
。
さ
て

一
人

の
人
物

の
生

に
お
い
て
、
時
間

の
隔
た
り
が
大
き
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど

一
般

に
連
結
は
少

な
く
な
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
過
去
も

し
く
は
未
来

に
お
け
る
あ
る
人
格

の
重
要
性
が
小
さ
く
な
る
と

い
う
こ
と
だ
。
酒
が
好
き
な
あ
る
青
年
は
、
明
日
の
健
康

診
断

の
た
め
に
今
日

の
飲
酒
を
控
え

る
こ
と
は
し
て
も
、
五
〇
年
後

の
あ
る
時
点

で
の
健
康
を
気
づ
か

っ
て
完
全

に
禁
酒
し
よ
う
と
は
思
わ
な

い
か
も
し
れ
な

い
。
こ
の
場
合
、
五
〇
年
後

の
人
格

へ
の
配
慮
は

一
日
後

へ
の
配
慮
よ
り
も
減
少
し
て
い
る
。
こ
の
青
年
と
五
〇
年
後

の
老
人
は
物
理
的
に
も
心
理
的

に
も
な

ん
ら
か
の
か
た
ち

で
継
続
し
て
い
る
と
想
定
さ
れ
る
が
、
現
在

の
青
年
に
と

っ
て
強

い
連
結
性
は
な

い
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
も
し
青
年
と
老
人
間

の
連
結
性

の
弱
さ
を
認
め
る
の
で
あ
れ
ば
、
現
在

の
青
年

の
行
為
を
制
限
す

る

(不
利
益
を
あ
た
え
る
)
こ
と
が
、
五
〇
年
後

の
人
物

の
健
康
に

つ
な
が
る

(利
益
に
な

る
こ
と
)
で
も

っ
て
完
全
に
補
わ
れ

は
し
な
い
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
両
人
格
問
に
は
、
利
益
と
不
利
益
を
合
算

で
き
る
だ
け

の
つ
な
が
り
が
希
薄
だ
か
ら
で

あ

る
。

〈子
ど
も

の
不
利
益
〉
で
も
こ
れ
と
お
な
じ
タ
イ
プ

の
議
論
が
な
さ
れ
る
。
子
ど
も
が
成
人
後

に
受

け
と
る
利
益

は
、
子
ど
も
に
と

っ
て
の
不
利
益
を

完
全
に
補
償
す
る
も
の
に
は
な
ら
な

い
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。



、

、

、

、

、

、

(
22

)

古
典
的
な
自
己
利
益
説
で
は

「合

理
的
な
人
物
は
自
身

の
未
来

の
す

べ
て
の
部
分
に
対
し
て
、
等
し
く
気

に
か
け
る
べ
き

で
あ
る
」
と
さ
れ
る
。
功
利
主
義

に
お

い
て
こ
の
説
は
成
り
立
た
な

い
。
あ
る
時
点

の
あ
る
人
格
に
と

っ
て
、
生

の
あ
ら
ゆ
る
ス
テ
ー
ジ
が
同
等

の
価
値
を
も
ち
、
ま
た
そ

の
よ
う

に
あ

つ
か
う

べ
き
だ
と
は

い
え
な

い
の
で
あ
る

(青
年
に
と

っ
て
は
五
〇
年
後

の
自
分
よ
り
明
日
の
自
分

の
ほ
う
が
よ
り
配
慮
す
べ
き
存
在
で
あ
る
)
。
そ
れ

で
も
利
益
不

利
益

の
配
分
を
行
う

の
で
あ
れ
ば
、
生

の
内
部
で
の
連
結
が
強

い
部
分
も
弱

い
部
分
も
同
等

に
あ

つ
か
う
こ
と
に
な
る
。
し
た
が

っ
て
配
分
原
理
は
、
さ
ら
に

広

い
適
用
範
囲
を
あ
た
え
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
も
し
く
は
、
こ
の
方
向
を
と
ら
な

い
の
で
あ
れ
ば
、
配
分
原
理
に
あ
た
え
ら
れ
る
重
要
性
が
小
さ
く

な
る
か
た
ち

で
の
適
用
も
ま
た
考
え

ら
れ
る
。
複
数

の
人
物
に
お
け
る
差
異
が
絶
対
的

で
な

い
の
で
あ
れ
ば
、
配
分
原
理
が
は
た
ら
く
単
位

の
大
き
さ
を
見
直

す

こ
と
が
求
め
ら
れ
る
か
も
し
れ
な

い
。
こ
の
と
き
そ
の
単
位
は
、
従
来

の
よ
う

に
同

一
の
生

の
内
部
で
は
な
く
、
あ
る
特
定

の
時
点

に
お
け
る
特
定

の
経
験

に
な
る
だ
ろ
う

(た
と
え
ば
あ
る
人

格
が
著
し
い
痛

み
を
被

っ
て

い
る
と

い
う
状
態
)
。
こ
の
考
え

で
は
、
そ
れ
が
ど

の
よ
う
な
経
験
で
あ
る
か
、

つ
ま
り
経

験

の
質

が
配
分
原
理
の
単
位
と
な
り

、
「だ
れ
」
や

「
い
つ
」
は
そ
の
重
み
が
減
少
す
る
。

一
人

の
生

の
統

一
は
還
元
主
義
的
見
解
に
と

っ
て
決
定
的
な
要
素

で
は
な
い
た
め
、
そ
の
経
験
を
も

っ
て
い
る
の
が

「
だ
れ
」

で
あ
る
か
に

つ
い
て
の
重
要
度
や
優
先
度
が
低
く
な
る
の
で
あ
る
。
パ
ー
フ
ィ

ッ
ト
は
こ
の
見
解

Dq

に
与
す
る
。

パ
ー
フ
ィ

ッ
ト
の
考
え
る
還
元
主
義
が
、
功
利
主
義
的
な
見
解

に
お
よ
ぼ
し
得
る
影
響
に

つ
い
て
確
認
し
よ
う
。
功
利
主
義

へ
の
批
判
と
し
て
彼
が
挙
げ
た

の
は
、
異
な
る
生
と

い
う
問
題
を
無
視
す
る
か
た
ち
で
利
益

の
計
算

が
行
わ
れ
る
点
で
あ
る
。
ま
た
彼
は
、
生
涯

の
内

の
異
な
る
時
間

に
お
い
て
、
無
批
判
に

利
益
が
配
分
さ
れ
る
こ
と
を
疑
問
視

し
た
。
彼
は
こ
れ
ら
の
点
に

つ
い
て
、
人
格
を
個
別
的
に
存
在
す
る
実
体
と
は
受
け
と
め
な
い
と

い
う
主
張
を
応
用
す
る

こ
と
で
、
あ
る
種

の
答
え
を
あ
た
え

た
。
功
利
主
義
に
み
ら
れ
る
非
人
格
的
な
側
面
は
、
還
元
主
義
的
見
解
に
照
ら
し
合
わ
せ
る
と
、

こ
れ
ま
で
と
ら
え
ら
れ

て
き
た
ほ
ど
に
は

一
方
的
な
仕
方

で
な
く
な
る
。
さ
ら
に
彼
は
、
還
元
主
義
に
基
づ
く
人
格
概
念
を
適
用
す
る
な
ら
配
分
原
理
に
与
え
ら
れ
る
重
み
が
軽
く
な

る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
適
用
さ
れ
る

の
が

「だ
れ
」

で
あ

る
か
で
は
な
く
、

「そ
の
時
点

に
お
け
る
経
験

の
性
質
」
に
注
目
す
べ
き
だ
と
し
た
の
で
あ
る
。

こ

れ
ら
の
こ
と
を
鑑
み
る
と
、
パ
ー
フ
ィ

ッ
ト
の
主
張
は
人
格
や
同

一
性
、
ま
た
功
利
主
義
な
ど

の
既
存

の
概
念
を
問

い
直
す
と

い
う
点

で
有
効
だ
と

い
え
る
だ

ろ
う
。
人
格

の
同

一
性
は
わ
た
し
た
ち

の
生
存
に
と

っ
て
最
重
要

で
は
な

い
と

い
う
主
張
は
、
人
格
の
同

一
性
や
道
徳
に
関
す
る
議
論

に
新
し

い
角
度
か
ら
の

(23

)

問
題
を
提
起
す
る
の
で
あ
る
。

パ
ー

フ
ィ

ッ
ト
に
お
け
る
人
格

の
同

一
性

と
功

利
主
義
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5
.
む

す
び

こ
れ
ま
で
の
章

で
わ
た
し
た
ち
は

パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
に
よ
る
議
論
を
追

い
、
そ

の
主
張
は
功
利
主
義

の
問
題
を
考
え
る
う
え

で
価
値
が
あ
る
と
し
た
。
最
後

に

ひ
と

つ
の
疑
念
を
呈
し
て
、

こ
の
議
論
を
締
め
く
く
り
た

い
。
冒
頭
で
本
論

の
ね
ら

い
は
パ
ー

フ
ィ
ッ
ト

の
考
え
を
整
理
し
ま
と
め
る
こ
と
だ
と
述
べ
た
よ
う

に
、
こ
こ
で
は
彼

の
見
解
に
批
判
的

な
視
点
か
ら
の
検
討
を
加
え

て
は

い
な
い
。
し
た
が

っ
て
、
彼

の
示
す
態
度
を
わ
た
し
た
ち
は
実
践
し
得
る
の
か
、
ま
た

そ
も
そ
も
す
る
べ
き
な
の
か
と

い
う
点
は
考
察

の
外
と
し
た
。
仮

に
還
元
主
義
的
な
立
場
を
と

っ
た
と
し
て
も
、
わ
た
し
た
ち
は
日
常
生
活

の
な
か
で

「
こ
の

わ
た
し
」

の
独
自
性
を
感
じ
る
こ
と
を
完
全

に
止
め
る
必
要
は
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
同
時

に
こ
の
立
場
を
と
る
な
ら
、
人
格
と

い
う
も

の
へ
の
見
方
を
変
え

て

「
こ
の
わ
た
し
」

の
重
み
を
軽
く
す

る
方
向
を
求
め
ら
れ
る
。
道
徳

の
実
践
と

い
う
面
か
ら
考
え
た
場
合
、
こ
の
方
向
性
は
妥
当
な
の
か
ど
う
か
を
問
う

こ

と
が
必
要
に
な
る
。

勿

パ
ー
フ
ィ

ッ
ト
の
議
論
は
概
し
て
論
理
的
な
帰
結
を
提
示
す
る
の
で
は
な
く
、
複
数

の
選
択
肢

の
な
か
か
ら
も

っ
と
も
適
当
だ
と
思
わ
れ
る
も

の
を
訴
え
る

q

(
24
)

と

い
う
か
た
ち
を
と
る
。
し
た
が

っ
て
そ

の
説
得
力

の
あ
り
よ
う
が
大

い
に
問
題
と
な
り
得
る
し
、
考
察
さ
れ
る
べ
き
な

の
で
あ
る
。
人
格

の
同

一
性
そ

の
も

の
に
疑

い
を
さ
し
は
さ
む
思
想
は
、

ヒ

ュ
ー
ム
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
こ
れ
ま
で
に
も
あ

っ
た
。
し
か
し
パ
ー

フ
ィ
ッ
ト

の
大
き
な
特
徴
は
、
そ
の
主
張
を
現

実

に
応
用
し
た
場
合
に
起
き

る
で
あ

ろ
う
こ
と
を
詳
細

に
示
し
た
点
に
あ
る
と

い
え
る
。
こ
の
示
唆
に
た

い
し
て
、
実
行
と

い
う
面
で
の
妥
当
性
が
次

の
課
題

(
25
)

と
し
て
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

(1
)

(2
)

注

パ
ー

フ
ィ

ッ
ト

の
引
用

は
以
後

R
P
と
す

る
。

な

お
訳
出

に
は

[
デ
レ
ク

・
パ
ー

フ
ィ

ッ
ト

『
理
由
と

人
格
」

森
村

進
訳

、
勤
草

書
房

、
1

9
9

8
年

]
を

参
考

に
し

た
。

U
2
Φ
評
勺
p
臥
搾

肉
§
零
塁

◎
ミ
気
、
鴨
お
o
蕊

゜
○
×
8
a

"
Ω
母
Φ
⇒
α
○
⇒
勺
お
ω
ω℃
一
㊤
○◎介

b
』
昌

゜

本
論

は

R

P

の
な

か

で
も

と

く

に
第

三
部

に
注
目

す

る
。
し

た
が

っ
て
非
人

格
性

の
問

題

は
論
述

す

る
が
、

こ

の
概
念

に

一
部
関

わ

る
非

同

一
性

お

よ
び

世
代

間
倫

理

の



(3
)

(4
)

(5
)

(6
)

(7
)

(8
)

(9
)

(10
)

(11
)

(12
)

(13
)
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問

題
は
第

四
部

の
論

点

で
あ

り
、

こ

こ
で
は
議

論

の
対
象

と

し

て

い
な

い
こ
と
を

こ
と

わ

っ
て
お
く

。

』
○
巨

い
o
簿

①
。
』
謡
肉
鈎
塁

○
§

ら鳴
、
ミ

薦

建

ミ
§

§

譜

義

ミ
ミ
駄
ミ
恥

即
=
°
Z
己

臼
9
げ
Φ
α
`
○
×
8
a

d
昌
凶く
Φ
邑

蔓

甲

Φ
ω
ω
　
○
首

霞

ρ

一零

9

(卜。
b
S
㊤
)
'
[
ジ

ョ

ン

・
ロ

ッ
ク

『人

間
知

性
論

(
二
)
』

大
槻

春
彦

訳
、

岩
波

書
店

、

1
9

7
4
年

]
。

な
お
引

用
個

所

は

(巻

・
章

・
節

)

で
示

し
た
。

↓
げ
○
日

霧

菊
Φ
乙
゜
肉
旨
塁

◎
ミ

ミ
鳴
ミ

、ミ
貯
ミ
ミ
ミ

、
◎
ミ
鴨誘

旦

さ

鐸

国
9
コ
げ
⊆
同
ひq
げ
u
国
α
5
σ
同⊆
σq
げ

d
巳
く
霞

ω
同蔓

勺
『Φ
ω
ρ

N
O
O
N
°

記

憶

基

準

説

に

関

す

る

批

判

は

ブ

リ

ュ

ー

や

マ

ッ

キ

ー

等

に

よ

っ
て

も

指

摘

さ

れ

て

い

る

。

コ

Φ
瀬

〉
耳

o
⇒
ざ

.目
o
簿

Φ
き

匹

9

Φ
零

○
亘
Φ
8

0
暁
勺
Φ
同
ωo
⇒
p
=

創
Φ
⇒
叶凶身

.
ぎ

勺
げ
=
o
ωO
b
げ
ざ

く
o
ド
N
ρ

昌
o
°
㊤
①
」

㊤
臼

二
≦
餌
o
匹
ρ

』
°
い
。
、
こ

ミ
鳴
ミ

恥
尋

◎
ミ

ト
ミ

譜

'
○
×
8
『
臼

Ω

鷲

Φ
コ
α
○
コ

勺
目
Φ
ω
ψ

一㊤
刈
①
'

閑
即

O
』

O
◎

菊
即

O
°
bO
一9

Hσ
乙
こ
b
』

一
ρ

Hσ
こ
`
b
』

O
ω
゜

日
げ
○
日

9。
ω
閑
Φ
乙
゜
、○
胤
崔

Φ
三

凶身

、
ぎ

、
鴨
お

◎
ミ
ミ

ミ

鴨ミ

賊骨
゜
」-o
げ
⇒

℃
Φ
昌

嘱
Φ
匹
こ
O
巴
同8
同
巳
費

d
昌
同く
興

ω
同身

o
出
O
巴
詫
o
『
巳
p
勺
同
Φ
ω
ω
」

㊤
刈
9

b
」
O
ρQ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

「
人

格

は
存

在

す

る
。

し

か
し

わ

た

し
た

ち

は
、

人
格

が
存
在

す

る
と

主
張

す

る
こ
と

な

し

に
、

現

実

の
完

全

な
記

述

を

あ
た

え

る

こ
と

が

で

き

る

[
ル
ビ

は

原
文

マ

マ
]
」
。
菊
勺
も

』
這
'

非

人
格

的

な
記
述

の

一
例

と

し

て
、

パ
ー

フ

ィ

ッ
ト

は

リ

ヒ
テ

ン
ベ

ル
ク

の
考
え

を

示
す

。

リ

ヒ
テ

ン
ベ

ル
ク

は

デ
カ

ル
ト
を

批
判

し

て
、

「
わ

れ
思
う

、

ゆ
え

に

わ
れ

あ
り

(;

罠

9
・魯

・
H
量

」
の
代
わ
り
三

次
の
よ
う
に
髪

ら
れ
て
い
る

"
田心考
が
行
わ
れ
て
い
る

(H二
垂

唇

・彗

凶蔭

…
唇

・
)L
と
い
う
べ

個

き

だ

っ
た

と

述

べ

て

い

る

。

リ

ヒ

テ

ン

ベ

ル

ク

の

こ

の

批

判

は

、

シ

ュ
ー

メ

ー

カ

ー

、

ま

た

ム

ー

ア

が

ウ

ィ

ト

ゲ

ン

シ

ュ

タ

イ

ン

の
講

義

に

つ

い

て
述

べ

る

な

か

で
も

引

き

合

い

に

出

さ

れ

て

い

る

。

閑
即

Hσ
凶α
'も

』

謹

'

シ

ュ

ー

メ

ー

カ

ー

の

「
ブ

ラ

ウ

ン

ソ

ン

の

問

題

」

も

参

照

。

ω
旨

昌
Φ
網

ω
げ
○
Φ
日
艮

Φ
け

縛

緊
ぎ

。
ミ

鴨
轟

鴨
§

織

題
緊

ミ

鴨ミ

昼

゜
乞
Φ
芝

因
o
蒔

　
O
O
≡

巴

d
⇒
同く
Φ
邑

身

甲

Φ
ω
ω
℃

お

①
ω
゜
[
シ

ド

ニ
ー

・
シ

ュ
ー

メ

ー

カ

ー

『自

己

知

と

自

己

同

一
性

』

菅

豊

彦

、

浜

渦

辰

二

訳

、

勤

草

書

房

、

1

9

8

9

年

]
。

閑
即

O
』

N
O◎
°

Hσ
こ
`
b
b
』

○◎
一
I
N
OO
卜○
°

Hσ
乙
こ
b
』

○◎
ρ

た

と

え

ば

、

服

部

高

宏

「
福

祉

国

家

の

正

義

論

」

『正

義

-

現

代

社

会

の

公

共

哲

学

を

求

め

て
ー

』

平

井

亮

輔

編

、

嵯

峨

野

書

院

、

2

0

0

4
年

、

45

頁

。

』
○
げ
コ
閑
鋤
芝
す

』

『
隷
ミ

遂

旦

＼
駐

、腎
鳴
⑤
＼
蒔
§
ミ

鳴
ミ

融
◎
ミ
゜
0
餌
日
げ
ユ
創
⑪q
Φ
"
=
霞

く
鴛

血

d
巳
く
Φ
目
ω
同q

b
『
Φ
ω
ρ

N
O
O
g

b
。
卜○
Oc
。

菊
℃
°
b
°
ω
ω
GQ
°

』
○
げ
コ
閑
鋤
芝
す

』

『
隷
ミ

遂

旦

＼
駐

、焼亀

⑤
＼
蒔
§
ミ

鳴
ミ

融
◎
ミ
゜
0
鋤
日
げ
ユ
α
⑪q
Φ
"
=
霞

く
鴛

血

d
巳
く
Φ
屋

同q

b
『
Φ
ω
ρ

bの
O
O
g

b
'
一
㊤
O
°

菊
℃
°
b
°
ω
ω
GQ
°

Hσ
こ
`
b
°GQ
巳

゜

一
例

と

し

て
、

奥

野

満

里

子

は

パ

ー

フ

ィ

ッ
ト

の
主

張

を

ヘ

ア

の

功

利

主

義

と

比

較

参

照

し

論

じ

て

い

る
。

奥

野

満

里

子

「
パ

ー

フ

ィ

ッ
ト

の
功

利

主

義

擁

護

論

(完

)
"

パ
ー

フ
ィ

ッ
ト
に
お
け
る
人
格

の
同

一
性

と
功

利
主
義
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人
格

論

か
ら

の
ア
プ

ロ
ー
チ
」

哲
學

研
究

5
6

5
、

1
9

9
8
年

、

8
4

1
1

0
0
頁
。

た

と

え

ば

功

利

主

義

と

善

の
問

題

に

つ

い

て

は

キ

ム

リ

ッ
カ

が

、
優

先

性

説

に

つ

い

て

は
森

村

が

論

じ

て

い

る
。
名

巳

内
賓
巨

凶簿

鉾

○
§

討
ミ
誉

ミ
盤

、
ミ
ミ
らミ

、
ミ
§

愚
書

、
』
§
ミ

ミ

§

ミ
篤§

』

邑

Φ
F

O
×
8
a

d
巳
く
興
ω身

甲

Φ
ω
ω
b
O
O
N

戸

ω
卜

森

村
進

「
分
配

的
平

等

主
義

の
批

判
」

一
橋

法

学
、

6

(2
)
、

2
0

0

7
年
、

6
1

2

1
6
1

5
頁

。

具
体

的

な
方
向

性

と
し

て
は

、

R
P

の
第

四
部

で
論
じ

ら
れ

て

い
る
非

同

一
性

の
問
題

と
未

来
世

代

の
関
係

が
挙

げ

ら
れ

る
。
ま

た

人
格

の
同

一
性
を

社
会

契
約

の
面

か

ら
と

ら
え

、
第

三

部

で
言

及

さ
れ

た

コ
ミ

ッ
ト

メ

ン
ト

の
問

題
も
検

討

さ
れ

る

べ
き
課

題

で
あ

る
と

考
え

る
。

(14)




