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わ
れ

わ
れ

が
、
あ

る
事
柄

あ

る

い
は
端

的

に
あ

る
物

に

つ

い
て
、

「
よ

い
」
と
評
価

を
下

す

と
き
、

そ

こ

に
、

い
か
な

る
論
理
的

構

造

が
隠

さ
れ

て

い
る

か
、
あ

る

い
は

ど

の
よ
う
な

論
理

的
機

能

が
関
与

し

て

い
る

か
を
考

え
て

み
た

い
。

そ
れ

は
、

ま
た
、

「
よ

い
」
の
意
味

は
何

か
、

と

い
う

問

へ
の

一
つ
の
解
答

を
試

み

る

こ
と
で

も
あ

る
。

し
た

が

っ
て
、

こ

こ
で
は

「
よ
さ

(
善
)
」
に

つ

い
て
で

は
な
く

、
形
容

詞

と
し

て

の
、

あ

る

い

は
も

の
ご

と

の
属
性

を
表

す
表

現

と
し

て

の

「
よ

い
」
を
問

題

に
す

る

こ
と

に
な
ろ
う

。

そ
も

そ
も
、

「
よ

い
」
と

い
う
名

辞

あ

る

い
は
概

念

を
真

正
面

か
ら
見

据

え
、

そ
れ

に
ダ

イ

レ
ク
ト
な
定

義

を
与

え

た
り
、

「
よ

い
」
そ

の
も

の
が
含
意

す

る
意
味

を
見

い
だ
す

と

い

っ
た

こ
と

は
不
可

能

な

試

み
で
あ

る

と
思

わ

れ
る
。

な
ぜ

な

ら
ば
、

言
葉

の
意

味

と
は

そ

の
使

用
法

を
抜

き

に
は
考

え
ら
れ
ず

、

そ

の
実

際

の
働

き
を
通

し

て
し

か
明

ら

か
に
さ

れ
え

な

い
か
ら

で
あ
る
。

し

た
が

っ
て
、

こ

こ
で
は
、

「
よ

い
」
が
判

断

、
命
題

、

あ

る

い
は
言

明

に
お

い
て
用

い
ら
れ

る
時

の
そ

の
働

き

あ

る

い
は
機
能

を
分
析

し
、
そ

の
論

理
的
構

造

を
明

ら

か

に
す
る

と

い
う
方

法

が

と
ら

れ
な
け

れ
ば

な

ら
な

い
。

こ
れ

が

こ
の
小
論

が
採

用
す

る

「
よ

い
」

の
論

理

篠

原

駿

一
郎



方

法
論

で
あ
り
問

題

に
す

べ
き

テ
ー

マ
で

あ
る
。

さ
て
、

思

い
巡

ら
す
ま

で
も

な
く
、

「
よ

い
」
は
実

に
広
範

囲

な
も

の
ご

と

に

つ
い
て
用

い
ら
れ
る
。

そ

し

て
、

そ

れ
を

反
映

し

て
日
本
語

に
お

い
て
は

(
も
ち

ろ

ん
漢

字

の
借
用

で

あ
る

が
)
、

「
善

い
」
、

「
良

い
」
、

「
好

い
」
、

「
佳

い
」
、

「
吉

い
」
、

「
宜

い
」

な

ど
と
書

き
分

け
た

り

さ
れ

る
。

す

な
わ

ち
、

そ

れ
は
、

人

の
行
為

の
結

果

あ
る

い
は

動
機

や
目
的

と

い

っ
た
も

の
や

人
柄

に
つ

い
て
の
倫

理
的

判
断

の
み
な

ら
ず

、

一
般

的

な
も

の
ご

と
、

た
と

え
ば

家

や
自
動

車
、
映

画

や
テ

レ
ビ
番

組
、

天
気

や
科
学

的
報

告

に

つ
い
て
も
、
そ

の
本
性

、
状
態

、
機
能

、
様

子

に
関

し

て
「
よ

い
」

と
語

る
。

私

は
、

こ
こ

で
は

こ
れ

ら
の
多
様

性

を
無
視

し
、

い
ず

れ

に
し
て
も

「
よ

い
」

は
何

か

を
肯

定

的

に
評
価

す

る
た

め

の
表

現

で
あ

る
と
し

て

一
括

し

て
扱

う

こ
と

に
す

る
。

そ

し
て
、

「
よ

い
」
と

い
う
名

辞

を
含

む
す

べ
て
の
判
断

、
命

題

、
あ

る

い
は
言

明
を

「
評
価

言
明

」
と

い
う
名

の
も

と

に
ま
と

め
て
論

じ
た

い
。

こ
れ
は
、

事
実

を
記

述

す
る

た
め

の

「
記

述
言

明
」

に
対

応

す
る

も

の
、

と

し

て
と
り
あ

え
ず

考

え

て

お
く

こ
と

に
す
る
。

(「
名

辞
」

お
よ
び

「
言
明

」
を
採

用

す
る
理

由

は
、

「概

念

」
あ
る

い
は

「判

断

」
や

「
命
題

」

に
比
し

て
認
識

論
的

に
中

立

で
あ
り
、

小
論

で

は

「
よ

い
」
を
含

む
表

現

を
ま
ず

は
論

理
的

な

問
題

と

し
て
扱

い
た

い
か
ら

で
あ

る
。
)
も

ち

ろ
ん
、
評

価

言
明

の
多
様

性

を
整

理

分
類

し

た
り
、
と
り

わ
け
、
そ

こ
か

ら
倫
理
的

言

明

を
区
別

す

る

こ
と
は
、
ま

た
、
重
要

な

か

つ
慎

重

な
分
析

を
要

す

る

メ
タ
倫

理
学

的
な

テ

ー

マ
で
あ

ろ
う
。

し

か
し
、

こ
こ

で
は
、
漢

字

を
知

る
前

の
わ

れ
ら

の
先
祖

が
様

々
な
も

の
を
等

し
く

「
よ

し
」

と
語

っ
て

い
た

と

い
う
事

実

、

ま

た
、
現

代
人

で
あ

る
わ

れ
わ

れ
が
漢

字

を
意
識

せ
ず

に
種

々
な
も

の

に

つ
い
て

(
お
そ

ら
く

)
同

じ
意
味

で

「
よ

い
」

と
言

っ
て

い
る
と

い
う
事

実

、

こ
れ

ら
を
根

拠

に
、

「
よ

い
」
を
含

む
言

明

一
般

の
論
理

を
分
析

し
よ
う

と
思

う
。

同

じ
言
葉

で
語

ら

れ
る

と

い
う

こ
と
は
、

そ

こ

に
は
、
偶

然

で
は
な

い
、
日
常
言

語

が
日
常

的

で
あ

る
ゆ

え

に
本

来
備

え

て

い
る
と

こ
ろ

の
必
然

的
力

が

あ
る

と
信

じ
る

か

ら
で
あ

る
。
も

ち
ろ

ん
、
「
よ

い
」

　　
　

は
ヴ

ィ
ト
ゲ

ン
シ

ュ
タ
イ

ン

い
う

と

こ
ろ

の
家

族

的
類

似
性

(
　

)

の
あ

る

一
群

の
意

味

を

も

っ
た
語

で
あ

り
、

そ

の
唯

一
の
意

味

を
求

め
る

こ
と

は
で

き
な

い
と

い
う
考

え
方

も

あ
ろ
う

が
、
こ

こ
で
は
、
「
よ

い
」
の
同

一
の
意
味

が

あ

る
か

ど
う

か
は

と
も

か
く
、
「
よ

い
」

は
何
等

か
の
同

一
の
働

き

を
も

っ
て

い
る

は
ず

で
あ

る

と

い
う

予
測

の
も

と

に
議

論

を
進

め
た

い
。

な

お
、

「
よ

い
」

の
転

で
あ

る

「
い

い
」

と
文
語

体

(雅
語

形

)

の

「
よ

し
」

は
区
別

せ
ず

に
用

い
る

こ
と
は
許

さ

れ
る

と
思

う
。



し
た

が

っ
て
、
ま

た
、

「
よ

い
」
以

外

の
倫
理

的
名

辞

(評
価

的
名

辞

)
、

た
と

え
ば

「
正

し

い
」

や

「
べ
き
で
あ

る
」

に

つ
い
て
も
、

わ
ず

か

な
言

及

を
除

い
て
、
当

面

の
考
察

対
象

か
ら
外

す

こ
と

に
し

た

い
。

そ

れ
ら

が

「
よ

い
」

と
重

要

な
関
連

を
も

つ
こ
と

は
当

然

で
あ

り
、

そ

れ
ら

の
関

連

を
明

か

に
す

る

こ
と
、

ま
た
広

く

倫
理
的

名

辞

と
よ
ば

れ

る
も

の

の

一
般
的

特
性

を
解

明

す
る

こ
と

も
重
要

な

テ
ー

マ
で
あ

ろ
う

が

そ

の

備

え
も
紙

幅

も
今

こ

こ
に
は
な

い
。

ま
た
、

以
下

の
分
析

を
通

じ
て
、
広

く

知

ら
れ

て

い
る
代
表

的

メ
タ
倫

理
学

の
論

争

に
も

「
よ

い
」

の
分
析

に
関

わ

る
限

り

に
お

い
て
言
及

し

て

い
き

た

い
。

す

な
わ
ち

、
倫

理
的
霞

然

主
義

(定

義
論

)
対

直
観

主
義

(非

自
然

主
義

)
、

あ

る

い
は
認
識

説
対
非

認

識
説

(情
緒

説

)
、

ま
た
、

事
実

と
価

値

は

一
元

化

で
き

る
か

ど
う

か
と

い
う

こ
と

を
問
う

、

一
元
論

対

二
元
論

と

い

っ
た
論
争

に
も
多
少

の
解

釈

を
試

み
る

こ
と

に
な

ろ
う
。

し
か
し
、

そ

の
際

に
は
、

個

々

の
哲

学
者

の
各

々
の
論
点

に
言

及

す
る

と

い

っ
た

や
り
方

で
は
な

く
、

こ
れ

ら
諸
学

説

の
典
型

を
概

観

し
、

そ
れ

と
、

こ
の
小
論

の

「
よ

い
」

の
分
析

と

を
関
係

づ

け
る

と

い

っ
た

や
り
方

を

と
り

た

い
。

二

ま
ず

、
「
よ

い
」
と

い
う

表

現
が

日
常
的

な
ご

く
卑

近

な
状
況

の
中

で
ど

の
よ
う

に
用

い
ら
れ

て

い
る
か
を

見

て
み

る

の
が

言
語
分

析

を
始

め

る

に
際
し

て

の

一
つ
の
常
套

で
あ
る

と
思

わ
れ

る
。
確

か
に
、
先

に
も
述

べ
た
よ
う

に
、

「
よ

い
」
と

い
う

名
辞

は

日
常

の
実

に
様

々
な
場

面

で
用

い

ら
れ

る
。

「
よ

い
」
の
よ

う
な
名

辞

は
そ

れ
を
含

む
言

語

を
習
得

し
た

も

の
に
と

っ
て

は
最

も
基
礎

的

な
名
辞

の

一
つ
で
あ

り
、

そ

の
意

味

は
単
純

明

瞭

で
誰

に
も
よ

く
理
解

さ

れ

て

い
る

か
ら

で
あ

ろ
う
。

も
ち

ろ
ん

「
何

が

よ

い
か
」
と

い
う

こ

と
に

は
絶

え
ず

迷

う

に
し

て
も
、

「
よ

い
」
そ

の

も

の
は
同

じ
意

味

を
も

つ
も

の

と
し

て
使

用

さ

れ
て

い
る

の
で
あ

り

そ

こ
に
は
迷

い
は
な

い
。

し

か
し
な

が
ら
、

　
方

で

は
、

「
よ

い
」
ほ

ど
曖
昧

な
名

辞

は
な

い
と

も
感

じ
ら

れ

て

い
る
。

な

ぜ
な

ら
、

「
よ

い
」
が

一
つ
の
言

明

の
中

で
用

い
ら

れ
る

と
き

「
そ

れ
は

ど

の
よ
う

な
意
味

で

よ

い
の

か
?
」
と
し
ば

し
ば

問

い
な

お
す

こ

と
が
あ

る

か
ら

で
あ

る
。

た

と

え
ば

、

あ

る
人

が
あ

な
た

に
向

か

っ
て
、
「
花

子

は

い

い
友

人
だ
」
と
言

っ
た



と

し
よ
う
。

あ

な
た

が
当

の
状
況

の
中

で
充

分

に
そ

の
発
言

の
意

味

す
る

と

こ
ろ
を

了
解

す

る
な
ら
ば

、

こ
の
発
言

は
そ

の
十
全

な

働
き

を
終

え

て
使

用
済

み

の
も

の
と
な

る
。

し

か
し
、

あ
な

た
は

い
ま

ひ

と

つ
納
得

が

い
か
な

い
と
感

じ

る
か
も

し
れ

な

い
。

す

な
わ

ち
、
相

手

は

ど

の
よ
う

な

こ
と

を
語

り
、
ま

た
私

に
何

を
伝

え
よ

う

と
し

て

い
る

の
か
、

ま
た
、

こ

の
発
言

に
よ

っ
て
私

は
何

を
理
解

す

れ
ば

よ

い
の

か
、

ま

た
了
解

す

べ
き
な

の

か
が
明

か
で
な

い
と
し

よ
う
。
そ

の
よ
う

な

と
き

に
は
、
あ
な

た

は
、
こ

の
発

言

に

つ
い
て
説

明

を
求

め
る

で
あ

ろ
う
。
「
ど

う

い
う
意

味

で
花

子
は

い
い
友

人
な

の
か
?
」
す
な

わ

ち
、
「
よ

い
」
と

い
う
表

現

に
よ

っ
て
意

味

さ
れ

る

こ
と
、
花

子

の
友

人

と
し

て
の

よ
さ

の
内

容

を
具

体

的

に
教

え
て
欲

し

い
と
要
求

す

る
で

あ
ろ

う
。

そ

の
答

え

は
、
様

々
な
も

の
が
予

想

さ
れ

る
。

「
(花

子

は
)
思

い
や
り
が

あ

る
」
、

「謙

虚

で
あ

る
」
、

「
人

を
楽

し

く

さ
せ
る

」
、
等

々
。

こ
れ
ら

の
内

の

一
つ
か

も
知

れ

な

い
し
、
複

数

の
も

の
を
意

味

す

る

か
も

知

れ

な

い
。

い
ず

れ

に
し

て

も
、

こ
う

し
て
、

花
子

の
よ

さ
が

具
体
的

に
述

べ
ら
れ

、
あ

な

た
が
話
手

の
書

わ
ん

と
し

て

い
た

こ
と
を
了
解

す

れ
ば

そ

れ
で

一
件
落

着

と
な

る
。

こ
れ

で
当
面

の
生

活

に
と

っ
て
問

題

は
残

ら
な

い
。

し

か
し
な

が
ら
、

あ

な
た

は

こ
の
日
常

的

レ
ヴ

ェ
ル
に
満
足

し

な

い
か
も

し
れ

な

い
。

そ

し

て
、

「
よ

い
渇
と

い
う
名

辞

が
も

っ
て

い
る
上

に
述

べ
た
よ

う
な
確

か
さ

と
曖

昧

さ

と

い
う

二

つ
の
側
面

を

も

っ
と
明

か

に
し
た

い
と
思
う

か
も

し

れ

な

い
。

そ

れ
は
哲
学

的
探

求

の
始

ま
り

で
あ

る
。

そ
れ

は
単

な
る
知

的
好

奇

心

で
も
あ

ろ
う

が
、

う
ま

く

い
け
ば

、

一
つ
の
重
要

な
言
葉

の
使

用
法

に

つ
い
て
よ

り
堅
固

な
基
盤

を
与

え

る

こ
と

に
も
な

る

で
あ

ろ
う
。

三

さ

て
、
日
常

用
語

で
あ

る

「
よ

い
」

を
ど

の
よ

う

に
分

析

す

る
か

に

つ
い
て

は
様

々
な

ア
プ

ロ
ー

チ
が
考

え

ち
れ

る
。

ま
ず

、

最
も
自

然

に
採

用
さ

れ
る

ア
プ

ロ
ー
チ

は
、
色

々
な
場
面

で
使

わ

れ

る

「
よ

い
」

と

い
う
名

辞

の
意
味

を
収
集

し
、

そ
れ

ら
か

ら
共
通

の
意
味

を

求

め
る

や
り

か

た

で
あ
る
。

も

ち
ろ

ん
、

「
よ

い
」
そ

の
も

の
を

ど

の
よ
う

に
分
析

し
て

も
そ

こ

に
具
体

的

な
意
味

は
見

え
て

き
そ
う

に
は
な

い
。

「
よ

い
」
は

「
美

し

い
」

や

「
赤

い
」

と

い

っ
た
単

純
名
辞

に
比

し
て

も
は

る
か

に
抽
象

的

な
も

の
で
あ

る

よ
う

に
思

わ
れ

る
。

そ

こ
で
、

わ
れ

わ
れ

は
上
記

の
花



子

の
言
明

の
分

析

で
示
さ

れ

た
よ
う

な
花

子

の
も

つ
諸
性

質

を

「
よ

い
」
の
意
味

で
あ

る
と
考

え

る
。
す

な
わ

ち
、

「
思

い
や

り
が
あ

る
」
、

「
謙

虚

で
あ

る
」
、

「
人

を
楽

し
く

さ

せ
る
」

と

い

っ
た
様

々
な
性

質

が

「
よ

い
」

の
意

味
す

る

と

こ
ろ

で
あ
る

か
ら
、

こ
れ
ら

の
諸
性

質

の
さ

ら

に
共

通

の
何

か
が

「
よ

い
」

の
意

味

で
あ

る

は
ず

で
あ

る
。

そ

こ
で
、

わ
れ

わ
れ

は
、

こ

こ
で

の
諸

性
質

が

い
ず

れ
も

わ
れ

わ
れ

に

「快

(快

さ
)
」
を
与

え
て
く

れ
る

こ
と

を
発
見

し
、

「
『
よ

い
』

と

は

『人

に
快

を
与

え

る
』

と

い
う

こ
と

で
あ
る

」

と
定

義

す

る
か
も
知

れ

な

い
。

あ

る

い
は
少

し
視

点

を
変

え

て
、

「
『
よ

い
』

と

は

『人

に
幸

福

を
与

え
る
』

と

い
う

こ

と
で
あ

る
」

と

い
う
定
義

を

選

ぶ
か
も

し
れ

な

い
。

広

く
採

用
さ

れ

て

い
る

分
類

法

に
従

え
ば
、

こ
れ
は
倫

理
的

自
然

主
義

者
あ

る

い
は
定

義
論

者

の
立
場

で
あ
る
。

ま

た
、

こ

の
立
場

は
、

「
よ

い
」
は

対
象

が
も

つ
何
等

か

の
性

質

で
あ

り
、

そ
れ

は
客
観

的

に
認
識

で

き
る

も

の
で
あ

る
と

す

る
の

で
あ
る

か
ら
、

そ

の
意
味

で
は
認
識

説

の

一
種

で
も
あ

る
。

(
2
)

古

来
多

く

の
哲
学
者

が

こ
の
よ
う

な
観

点

か
ら

「
よ

い
」

の
定
義

を
試

み

一
つ
の
伝
統

を

形
成

し

て
き

た

の
で
あ

る
。

ベ

ン
タ

ム
や
J

・
S

・

(3
)

(4
)

ミ

ル
の
よ
う

な
快
楽

主
義

者

(功
利

主
義

者

)
は
基

本
的

に
は
上

の
よ

う
な
定

義

を
提
案

し
、

ス

ペ
ン
サ

ー
は
進

化
論

の
観
点

を
定

義

に
導

入

し
、

(5
)

プ

ラ
グ

マ
テ

ィ

ス
ト

の
デ

ュ
ー
イ

は
環
境

へ
の
適
応

の
視

点

か
ら

「
よ

い
」

の
も

つ
意
味

を

抽
出

し
よ

う

と
し

た
の

で
あ

る
。

こ

こ
で
そ

の
各

々

の
詳

細

を
論
ず

る

こ
と

は
で

き
な

い
が
、

い
ず

れ

に
し

て
も
基

本
的

に
は

「
よ

い
」

と
言
わ

れ

る
対
象

の
経
験

的

、
あ

る

い
は
実

証
的

な
分
析

探

(6
)

求

に
よ

っ
て
対

象

そ

の
も

の
の
性
質

(
ム
ー

ア

の

い
う
自

然
的

対
象

と
性

質

(
　

)

の
中

に
そ

の
よ

さ

の
本
質

を
求

め

た

の
で
あ

る
。

そ
し

て
そ

の
ま
う

な
性

質

が

「
よ

い
」

の
意

味

で
あ

る

と
考

え

た

の
で
あ

る
。

こ

の
よ
う

な
試

み
が
成

功

す

る
な

ら
ば
、

論

理
的

に
は
、

「
よ

い
」
と

い
う
表
現

が
現

わ

れ
る
度

に
、

定
義

に
よ

っ
て
与

え

ら
れ
た

具
体

的

な
自

然

的
性

質
を

表
す
表

現

で
置

き
換

え

て

い
け

ば
、

「
よ

い
」
と

い
う
抽
象

的

な
表
現

な

し

で
済

ま

す

こ
と

が
で
き

る

と

い
う

わ
け

で
あ

る
。

そ

れ
は
、

い
わ
ゆ

る
、
事
実

と
価
値

は
異

質

な
も

の

(7
)

で
あ

る
か
否

か
と

い
う
、

明
確

な
形

で

は

ヒ

ュ
ー
ム
以
来

の
、

二
元
論

に
否

定
的

決
着

を

つ
け

る

こ
と
で

も
あ

る
。
す

な

わ
ち
、

評
価

言
明

は
記

述

言
明

に
還

元
し

う
る
、

あ

る

い
は
後
者

か
ら
前
者

を

推
論

で
き

る

で
き

る
と

い
う

一
元
論

的
視

点

が
そ

の
地
歩

を
固

め

る

こ
と

に
な

る

の
で
あ

る
。し

か
し
な

が
ら
、

こ
の
自
然

主
義

者

の
分
析

は
容

易

に
論

駁

さ
れ

る
よ
う

に
思

わ

れ
る
。

す

な
わ

ち
、

「
よ

い
」
の
意

味

は
上

の
例

で
示

さ
れ

た



よ
う

に
特
定

の
場

面

の
分

析

に
よ

っ
て
見

出

さ
れ

る

に
し

て
も
、

そ

れ
は
当

の

「
よ

い
」
を
含

む
言

明

が
語

ら
れ

て

い
る

コ
ン
テ
ク

ス
ト

に
相
対

的

に
見

出

さ
れ

た
意
味

で
あ

り
、

あ

ら
ゆ

る
場
面

、

コ
ン
テ
ク

ス
ト

に
お

い
て

「
よ

い
」

が
も

つ
普
遍

的

な
意
味

に
は
な

り
え

な

い
と
思

わ
れ

る
。

わ

れ
わ
れ

は
す

べ
て
の
場
面

を
考

え

る

こ
と
は

で
き

な

い
。

さ

ら

に
、

そ

こ

で
言

わ

れ

て

い
る

「
意
味

」

と

は
、

実

は
、
当

の
も

の

(
こ

の
例

で

は
花

子
)

が

「
よ

い
」

と
さ
れ

る

「
理
由

」
、

「根

拠

」
、

「条

件

」
、
換

言

す
れ
ば

「評

価
基

準

」

か
ら
抽
象

さ

れ

た
性

質

で
あ

っ
て
、

「
よ

い
」

そ

の
も

の
の
意
味

と
は

い
え
な

い
の
で
は

な

か
ろ
う

か
。

そ

の
こ
と

を
も

う
少

し
敷
衛

し

て

み
よ
う
。

先

に
も
述

べ
た
よ

う

に

「
よ

い
」

そ

の
も

の

は

い
か
な

る
具
体
的

な
意

味

(自

然
的

性

質
)
も
も

た
な

い
よ
う

に
思

わ

れ
る
。

た

と
え
ば

、

「
あ

る
も

の
は

よ

い
」
と

い
わ
れ

て
何

を
理
解

す

る

で
あ

ろ
う

か
。

こ
れ

の
み

で
は

い
か
な

る
情
報

も
与

え
ら

れ
な

い
。

わ
れ

わ
れ

は
説
明

を
求

め

て
、

「何

が

よ

い

の
か
」

と
問
う
。

そ

こ

で
、

「
花

子

が
よ

い

の
だ

」
と

い
う
答

え
を
得

れ
ば

、

そ
れ

が
人
間

(女
性

)
に

つ

い
て

の

こ
と
で
あ

る

と
理
解

す

る
。

さ
ら

に
、

た
と

え
ば
、

「
花

子

は

い

か
な
る

も

の
と
し

て
よ

い
の

か
」
と
問

う
。

花

子
は
友

人

と
し

て
よ

い
と

い
う

こ

と
で
あ

れ
ば
、

「
花

子

は

い

い
友

人

で
あ
る

」
と

な
る
。

こ
の
よ

う

に

「
よ

い
」

を
含

む

コ
ン
テ
ク

ス
ト

が
明

ら

か
に
な

る

に

つ
れ

て

「
よ

い
」

も
意

味

を
も

っ
て
く
る
。

し

か
し

コ
ン
テ
ク

ス
ト

は

こ
れ
だ

け

に

と
ど

ま
ら

な

い
。

現
実

の
議
論

(会
話

)
で
は

こ
の
最
後

の
言
明

か

ら
出
発

す

る

の
が
自
然

で
あ

ろ
う

。

「花

子

は

い

い
友

人

で
あ

る
」
と

い
う
言

明
が
語

ら

れ
た

と
き
、
聴

者

は

そ
れ
が
花

子

と

い
う
女

性

の
友

人

と

し
て

の
資
質

が
問

題

に
な

っ
て

い
る

こ
と

を
了
解

す

る
。

さ
ら

に
、

こ

の
言

明

は
単
独

に
用

い
ら

れ
る

わ
け

で
は

な
く
、

そ

の
言
明

を
含

む

と

こ
ろ

の
議

論

が

バ

ッ
ク
ア

ッ
プ

し
て

い
る
は
ず

で
あ

る
。

し

た
が

っ
て
当

の
評

価
言

明

と
共

に
多

く

の
言

明
が

こ

の
議

論

を
構
成

す

る
。

も

ち
ろ

ん
、

こ

の
言

明

の
集

合

は
単

な

る
寄

せ
集

め
で

は
な
く

、

一
つ
の
有

機
的

連

関

を

も
ち
、

そ

こ

に

一
つ
の

コ
ン
テ

ク

ス
ト
を
生

み
出

す

で
あ

ろ
う
。

こ
れ
ら

の
言
語

表
現

か

ら
得

ら
れ

る
情
報

は
、

い
わ
ば
、

表
層

の

コ
ン
テ
ク

ス
ト

と
で
も

い
う

べ
き

も

の
で
あ

る
。

ま
た
、

こ
の
議
論

に
関

わ

る

の
は
そ

の
よ

う
な
表

層

の

コ

ン
テ
ク

ス
ト
だ

け

で
は
な

く
、

深
層

の

コ

ン
テ

ク

ス
ト

と
で
も

よ

ぶ

べ
き

も

の
が

あ

る
。

す

な
わ

ち
、
話

者

あ

る

い
は
会
話

の
メ

ン
バ
ー

は

「
花

子

は
独
身

の
美

人

で
あ

る
」
、

「
話
者

と
花

子

は

趣
味

が
同

じ

で
あ
る
」

等

を
言
明

と

し
て
発

言
す

る

ま

で
も
な

く
承
知

し

て

い
る

か
も
し

れ
な

い
。

さ
ら

に
深
層

の

コ
ン
テ

ク
ス
ト

は

こ
れ
ら
観

察
可

能

な
も

の
だ
け

に
と
ど
ま

ら
な

い
。

「
話
者

は
決

断
力

の
あ
る
女

性

が
好

き

で
あ

る

」、

「
現

代
女

性

に
は
精

神
的

自
立

が
望

ま

れ
て

い
る
」
と



い

っ
た
話
者

の
気

質

や
女
性

観
、

花

子
や

メ

ン
バ
ー
達

の
世

代

の
考

え
方
、

当

の
時
代

や
世

相
、

と

い

っ
た

こ
と
も

こ

こ
で

い
う

コ
ン
テ

ク

ス
ト

を
構
成

す

る

の
で
あ

る
。

こ

の
よ
う

な
様

々
な
様

相

を
も

っ
た

コ
ン
テ
ク

ス
ト

が
、

そ
れ

ぞ
れ

の

「
よ

い
」

お
よ
び

「
よ

い
」

を
含

む
評
価

言
明

、

そ
し

て
そ

れ
を
含

む
議

論

の
基
盤

に
は
存
在

す

る

の
で
あ

る
。

一
言

で

い
え
ば
、

そ

の
よ

う
な
広

義

の

コ

ン
テ

ク

ス
ト

の
内

に

「
よ

い
」

の
評
価

基
準

と
し

て

の
自

然
的

性
質

は

イ
ク

ス
プ

リ

シ

ッ
ト

に
あ

る

い
は
イ

ン
プ

リ

シ

ッ
ト

に
含

ま
れ

て

い
る

の
で
あ

る
。

こ

の
例

の
場

合
、

花

子

の
友

人

と
し

て
の
よ

さ

の
評

価
基

準

と
し

て

「
思

い
や
り

が
あ

る

こ
と
」
、

「
謙
虚

で
あ
る

こ

と
」
、

「
人
を
楽

し

く
さ

せ

る
こ

と
」
が
直

ち

に
枚

挙

さ
れ

た

と
し

て
も
、
す

べ
て

の
基

準

が
そ

の
よ

う

に
あ

ら

か
じ

め
意
識

さ

れ
必
要

に
応

じ

て
出
動

さ

せ
る
準

備

が

で
き

て

い
る

わ
け

で
は

な

い
。
「
花

子

は

い
い
友

人
だ
」

と

い
う
言

明

が
深

く
考

え
ず

に
気
軽

に
な
さ

れ

る
場

合

、
そ

の
理
由

を

求

め
ら
れ

れ
ば
、

確

か

に
、

わ

れ
わ

れ
は

そ
れ

を
探

す

と

い
う
実
感

を

も

つ
で
あ

ろ
う
。

そ

し

て
、

た

と

え
ば

、
花

子

が

「決

断
力

が
あ
る

こ

と
」
、

「自

立

し

た
女
性

で
あ

る

こ
と
」

を
発

見
す

る

か
も

し

れ
な

い
。

し

か
し

こ
れ

ら

の
諸

性
質

(
評
価
基

準

)
も
、

こ
の
議
論

の

コ
ン
テ

ク
ス

ト
に
あ

ら

か
じ

め
、

い
わ
ば
待

機

的

に
存

在

し

て

い
た

の

で
あ

ろ
う

し
、
話

者

は
そ

れ
ら

を

い

つ
で
も
探

し
出

せ

る
と

い
う
自
信

が

あ

っ
た
は
ず

で
あ

る
。

そ

の
よ
う
な

備

え
な

し

に
わ
れ
わ

れ

は
「
よ

い
」

を
決

し

て
用

い
な

い
で
あ

ろ
う
。

こ
こ

に
述

べ
て
き

た

こ
と
を

ま

と
め

る
と
、

わ
れ

わ

れ
が

「
よ

い
」

を
含

む
言
明

を
用

い
る
と

き
、

そ

の
評

価

基
準

で
あ

る
自
然

的
諸

性
質

を
、
当

の
評
価

言
明

を
含

む
議

論

の

コ

ン
テ
ク

ス
ト

の
中

に
求

め
る
、
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。
し

た
が

っ
て
、
「
よ

い
」

の
評

価
基

準

と
し

て
、

当

の

コ

ン
テ
ク

ス
ト

か
ら
得

ら

れ
う

る
限

り

の
諸

性
質

を
並

べ
立

て

て
も
、

そ

れ
は

そ

の

コ
ン
テ
ク

ス
ト

に
お

い
て

の

み

有
効

な

も

の
で
あ

る
。

そ

れ

ゆ
え
、

そ
れ

ら

の
諸

性

質

が
も

つ
共
通

の
性

質

(た

と
え
ば

快

や
幸
福

)

を
見
出

し

た
と

し
て

も
そ

れ
は

「
よ

い
」

そ

の
も

の

の
普

遍
的
性

質

に

は
な
り

え
な

い
の
で
あ

る
。

た

と
え
ば

、
話

は
変

わ

っ
て
、

「
太
郎

は

よ

い
政

治
家

で
あ

る
」
と

い
う
言

明

が
な

さ
れ

た

と
し

よ
う
。

そ

の

「
よ

い
」
と
言

わ

れ
る

理
由

が
、

「指

導
力

が
あ

る
」
、

「実

務

処
理

能
力

が
あ

る
」
、

「
清

廉

で
あ

る
」
で
あ
る

と
し

て
も
、

こ

ん

ど
は

そ
れ

ら

の
共

通

の
性
質

は

「
人

に
快

を
与

え
る
」

よ

り
も

「
人

に
信
頼
感

を
与

え
る
」

の
方

が
適

切

で
あ

る

か
も
し

れ
ず
、

し

か
も

こ
れ

も

「
よ

い
」

の
普

遍
的

な
定

義

に
は
な

り
え

な

い
の
で
あ

る
。

し

か
し
、

こ
こ
で
、

「
信
頼

感

を
与

え

る

こ
と
」

が
結

局

は

「快

を
与

え
る

こ
と
」

で
あ

り
、

す

べ
て

の

コ
ン
テ

ク

ス
ト
で

「
よ

い
」

は

「
快

」

を
意
味

す

る
と

い
う
議

論

が
さ

れ
る

か
も

し
れ

な

い
。

し

か
し

こ

の
よ
う

な

「快

」



は

い
か
な

る
意
味

を

も

つ
で
あ

ろ
う

か
。

こ
れ

は
日
常

的
意

味

で

の

「
快

」

で
は
な

く
、

し

た
が

っ
て
自

然
的

性
質

と

も
よ

べ
な

い
よ

う
な
意

味

不
明

な
も

の

と
な
る

か
、

あ
る

い
は
恣
意
的

に

(公

共

の
同
意

な

し

に
)
「
よ

い
」

そ

の
も

の
と
同

値

化

さ

れ
た
非

日

常
的

名

辞

と

な

る
で
あ

ろ

う
。話

を
自

然
主
義

者

に
戻

そ
う

。
確

か
に
、

「
よ

い
」
が
何

か
自

然
的

性

質
を

も

っ
て

い
る

の
で

は
な

い
か

と
考

え
て

し
ま
う

の
に
は

そ
れ

な
り

の

心

理
的
根

拠

が
あ

る
。

な
ぜ

な
ら

い
か
な

る

「
よ

い
」

も
何
等

か

の
自

然
的

性
質

と
密

接

な
関
係

に
あ

る

か
ら

で
あ

る
。

し

か
し
そ

こ

に
特

定

の

普

遍
的

性
質

を
見

い
だ
そ
う

と

し
て
失

敗

に
終

る

の
に
は
論

理
的
根

拠

が

あ
る
。

自
然

主
義

者

は

「
よ

い
」

そ

の
も

の
が
普

遍
的

意
味

を

も

つ
と

考

え
、

そ

の
意
味

を

「
よ

い
」

と
結
び

つ

い
た
自

然
的

諸
性

質

に
求

め
た

の

で
あ

る
が
、

こ
れ
ま

で
見

て
き

た
よ
う

に
、

こ
れ
ら

の

「
よ

い
」

と

関
連

し

た
自

然
的

諸
性

質

は
当

の
議
論

の

コ
ン
テ

ク
ス

ト
か

ら
独
立

で

は
存
立

し

え
な

い
の
で
あ

る
。

し
た

が

っ
て
自
然

主
義

的

ア
プ

ロ
ー

チ

で

は
万

人

が
納

得

で

き
る
よ

う
な
定

義

づ
け

は
失

敗

せ
ざ

る
を

え
な

い
で
あ

ろ

う
。

「
よ

い
」
に
関

し

て
自
然

主
義

者

の
数

だ
け

異

る
定

義

が
与

え

ら

れ

て
し

ま
う

の
は
当

然

の
成
行

き

で
あ

り
、
哲

学
史

も

そ

の
こ

と
を
示

し

て

い
る

の
で
あ

る
。

さ

て
、

わ
れ
わ

れ

は
自

然
主

義
者

の
「
よ

い
」
の
分

析

が

ど

の
よ
う

な
意

味

で
失

敗

せ
ざ

る
を

え
な

か

っ
た

か
を
見

て
き

た
。

し

か
し
、

「
よ

い
」

と

い
う
名

辞

が
普

遍
的

な
自

然
的
経

験

的
性

質

を
も

っ
て

い
る

と

い
う

こ
と
で

は
彼
等

の
議

論

は
誤

り

で
あ
る

が
、
個

々
の
議
論

、

コ
ン
テ

ク
ス

ト

に
限

っ
て
見

る
と
、

そ

の
分
析

は
正

当

な
側
面

を

も

っ
て

い
る
と

い

っ
て
よ

い
で
あ

ろ
う
。

あ

る
会

話

に

お

い
て
、

そ

の

コ
ン
テ
ク

ス
ト

に
関

す

る
限
り

で

は

「
『
よ

い
』

は

『
快
』

で
あ

る
」

と
定

義

で
き

た
と

し
よ

う
。

そ
う

す

る
と
、

こ

の
議

論

に

お

い
て
は
、

「
a
は
よ

い
」
、

「
b

は
よ

い
」
等

は
真
偽

を
問

題

に
し

う
る
言

明

で
あ

る

と

い
え
よ
う
。

「
a
」
や

「
b
」

が

「快

」
を
与

え

る

か
ど
う

か
を
経

験
的

に
確

か
め
れ
ば

よ

い
か

ら

で
あ

る
。

日
常

の
会
話

に
お

い
て
わ

れ
わ

れ
は
確

か
に
あ

る
も

の

に

つ
い
て

「
よ

い
」
あ

る

い
は

「
よ

く
な

い

(わ

る

い
)
」
と
判
断

し
、

そ

の

言

明

の
真

偽

を
問

う

こ
と

は
よ
く

あ

る
こ

と
で
あ

る
。

そ
う

で
な

け
れ

ば
、

ど
う

し

て
わ
れ

わ

れ
は
、

た

と
え
ば

花

子

の
人
柄

に

つ
い
て
真

剣

に

議

論

で
き

よ
う

か
。
わ

れ

わ
れ

の
立
場

は
限

定

さ
れ

た
意
味

で

は
自
然

主
義

と

い

っ
て
よ

い
で
あ

ろ

う
。
あ

る
議

論

に

お

い
て
、

「
よ

い
」
に
関

し

て
そ

の
意
味

や

用

い
ら
れ
方

が
異

り
議

論

が
錯
綜

し

て
く

れ
ば
、

わ

れ
わ

れ

は
そ

の

コ
ン
テ

ク
ス

ト
に

お
け
る

「
よ

い
」

の
意
味

に

つ
い
て
、

す



な

わ
ち
、

そ

の
評
価

基
準

に

つ
い
て
確

認

す

れ
ば

よ

い
の
で
あ

る
。

そ

れ
は
客

観
的

に
確

認

で
き

る
と

い
っ
て
よ

い
。

そ
し

て
話

者

と
議
論

の
メ

ン
バ
…

の

「
よ

い
」

の
評
価

基

準

が
異

っ
て

い
れ
ば

そ

の
齪
飴

を
修

正

し
再
び

議
論

に
戻

れ
ば

よ

い
の
で
あ

る
。

し
た

が

っ
て
非
認

識
説

(情

緒
説

)

を
と

る
人

々
が
評

価
言

明

は
真
偽

を
問

え

る
よ

う
な

も

の
で
は

な

い
と

い
う
と

き
わ

れ
わ

れ
は
戸

惑

い
を

禁

じ

え
な

い
・

た

と
え
ば

・

エ
イ

ヤ
ー

な
ら
ば

・

「
よ

い
」
を
含

む
評

価
言

明

は
・
経

験
的

検

証
基

準
を

も
た

な

い
が
ゆ

え

に
正
当

な
言

明

で
は
あ

り
え
な

い
、

と
言

う

で
あ

ろ
う
。

「
よ

い
」
は
単

に
記
述
言

明

に
感
嘆

符

を

つ
け

る
よ
う

な

も

の
で
話

者

の
情
緒

を
表

明

す

る

に
す
ぎ

な

い
と

い
う

わ
け

で
あ

る
。

し
か
し

こ

の
よ
う

な
見
解

は
経
験

的

に
有

効

な
言

明

の
範
囲

を
非
常

に
狭
く

と

り
、
安

易

に
評
価

言
明

の
分

析
を

放
棄

し

た
も

の

で
あ

る
と

い
わ
ざ

る
を

え
な

い
。

そ

の

こ
と
は
、

ま

た
、

日
常
言

語

に
お

い
て
多

く

の
評
価

言
明

に

つ
い
て
、

わ
れ

わ
れ

は
そ

の
真
偽

を
問

題

に

し

て

い
る

と

い
う
現
実

を
無

視

し
た

も

の
で
あ

ろ
う
。

わ

れ
わ

れ
が
感

じ

る
戸
惑

い
と
は

そ

こ
に
あ

る

の
で
あ

る
。

四

さ

て
、

こ
こ
で

も
う

一
つ
異

っ
た
立
場

か

ら

の

「
よ

い
」

の
分
析

、

ア
プ

ロ
ー

チ
を
見

て
み
よ

う
。

そ
れ

は
標
準

的

な
分
類

法

に
よ

れ
ば
直

観

主
義

(非

自
然

主
義

)

と
よ
ば

れ

る
立
場

で

あ
る
。

こ
の
直
観

主
義

の
現

代

の
典
型

的

な
代
表

と
し

て
ム

ー
ア
を
考

え
て

み
よ
う
。

ま
ず

彼

は
わ

　
　
　

れ
わ
れ

と
は
異

る
視

点

か
ら
自

然
主

義
者

を
論

駁

す
る
。

そ

の
論
法

は
ム
ー

ア

の
有

名

な
未

決
問

答

(
　

)

で
あ

る
。

そ

の
論

理

は
基

本
的

に
は
次

の
よ

う
な

も

の
で
あ

る
。
自

然

主
義
者

が

「
よ

い
」

と
同
値

の
自

然
的

性
質

「
X
」
を
発

見

し
、

「
『
よ

い
』
は

『
X
』

で
あ

る
」
と

い
う
定

義

を
提
出

し

た

と
し

よ
う
。

も

し

こ
の
定

義

が
成

功

し
て

い
る
な

ら
ば

、
評

価
言

明

に
現

わ
れ

る

「
よ

い
」
は
す

べ
て

「
X
」

と
置
換

す

る

こ
と
が

で
き

る
。

そ

の
こ
と

は
、

「
『
よ

い
』

は

『
X
』

で
あ

る
か

?
」

と

い
う
質
問

を
無

意
味

に
す
る

こ

と
で
も

あ

る
。

な

ぜ
な

ら

ば

「
よ

い
」

は

「
X
」

と
同

値

で
あ

る

か
ら

「
よ

い
」

と

「
X
」
を
置

換

す
れ
ば

「
『
よ

い
』

は

『
よ

い
』

で
あ

る

か
?
」
、

あ

る

い
は

「
『
X
』

は

『
X
』

で
あ
る

か
?
」

と

い
う

ト
ー

ト

ロ
ジ
ー

言
明

の
真
偽

を
問

う

こ

と
に
な

る

か
ら

で
あ

る
。

し
か
し

な

が
ら
、

わ

れ
わ
れ

は

「
X
」

に
何

を



選

ぼ
う

と
も

こ

の
質

問

が
無
意

味

に
な

る
よ

う

に
は
思

わ
れ

な

い
。

し

た

が

っ
て
、

ど

の
よ
う
な

自
然

主
義

的
主

張

も
誤

り
で
あ

る
。

こ
の

ム
ー

ア
の
論
法

は

あ

る
種

の
説

得
力

を

も

っ
て

い
る
よ

う

に
思
わ

れ

る
。
た

と

え
ば

、

「
『
よ

い
』

は

『
快
』

で
あ

る
」

と

い
う
定
義

が
与

え
ら

れ

て
も
、

わ

れ

わ
れ
は
有

意
味

に
、
「
『
よ

い
』
は

『
快

』
で
あ

る

か
?
」

と
問

い
な

お
す

こ
と

が
で

き
る
。

し

た
が

っ
て
、

「
よ

い
」
は

「
快

」
と
同
値

で
は

あ

り

え
な

い
と

い
う
わ

け

で
あ

る
。

こ

の
よ
う

に
、
自

然
主

義
者

が

「
よ

い
」

の
意
味

を
対

象

の
自
然

的
性

質

に
求

め
る

と

い
う
過

ち
を
、

ム
ー

　リ

ア
は
、

自
然

主
義
的

誤

謬

(
　

)

と

よ
ん

だ

の
で
あ

る
。

そ
れ

を
わ

れ
わ

れ

の
立

場

か
ら
考

え

て

み
た

い
。

確

か

に
わ
れ

わ
れ

の
自
然

な
感

覚

に
訴

え

て
み
る

と

こ
の
よ

う
な
問

い
は
可
能

に
思
わ

れ

る
。

こ
の
感
覚

を
信

じ
る
な

ら
ば

ど

の
よ
う

な
自
然

的

性
質

も

ム
ー

ア

の
テ

ス
ト

に
よ

っ
て
退

け
ら

れ

て
し
ま

う

で
あ

ろ
う
。

し

か
し
な

が
ら

、
わ

れ
わ

れ

は
日
常

の
具
体

的

コ
ン
テ

ク
ス

ト
を
離

れ

て
、

「
『
よ

い
』

は

『快

』

で
あ

る

か
?
」

と

い
う
問

い
を
有

意
味

と
か
無
意

味

と

か
言
う

こ
と
が

で
き

よ
う

か
。

た
と

え
ば
、
新

し
く
建

て

る
住

宅

の
ア

メ

ニ
テ
ィ

ー

(快
適

さ

)
に

つ
い
て
家

族

で
話

し

あ
う

と

い
う
場
面

で
、

「
暖

房

は

セ
ン
ト

ラ

ル
ヒ
ー

テ

ィ
ン
グ

が
よ

い
」
、

「
照
明

は
間

接

照
明

が

よ

い
」
等

と
誰

か
が
主
張

し

た

と
す
れ
ば

、

そ

の
特

定

の

コ
ン
テ
ク

ス
ト

に
お

い
て
は
、

「
よ

い
」
は

「
快
」

と

い
う

こ
と

で
あ

ろ
う
。

全

員

が

「
よ

い
」
の
評
価

基
準

を

「
快

」
と
す

る
と

い
う

こ
と

で
了
解

し

て
会
話

を

し

て

い
る
か
ら

で
あ

る
。

(
こ
の
場
合

の

「
快

」
は
複
数

の
評
価

基
準

か
ら
抽
象

さ

れ
た
も

の
で
は
な

く
、

こ
の

「快

」
そ

の
も

の
が

こ

こ
で

の
評

価
基

準

で
あ

る
。
)

し

た
が

っ
て
、

「
『
よ

い
』
は

『
快
』

で
あ

る

か
?
」
と

い
う
問

い
は

「
『快

』
は

『快

』
で
あ

る

か
?
」

と

い
う
問

い
に
な

り
ト

ー
ト

ロ
ジ

i
的

に
無
意

味

で
あ

ろ
う
。

そ

し

て
、

同

じ

コ

ン
テ

ク

ス
ト
で

は
、

「
『
よ

い
』

は

『経

済
的

』

で
あ

る

か
?
」

は

「
『
快

』
は

『
経
済

的

』
で
あ

る

か
?
」

と

い
う
問

い
で
あ

り
、

こ

れ
は
有
意

味

で
あ

る
。
し

か

し
、

当
然

な

が
ら
、

話
題

が
移

行

し
、

「
経
済

性
」
を

「
よ

い
」
と
す

る
了
解

の
下

に
会
話

が

進

め
ら
れ

る

よ
う

に
な

れ
ば

、

そ

の

コ
ン

テ
ク

ス
ト

で
は
、

「
『
よ

い
』

は

『経

済
的

』

で
あ

る

か
?
」

は
同
語

反
復

的
無

意
味

と
な

る
。
わ

れ
わ

れ

は
同

じ
住
宅

の
話

を

し
て

い
て
も

一
つ

の
話
題

か

ら
他

の
話

題

に
移

る

こ
と
は
常

に
あ

る

こ
と
で
あ

る
。

そ

の
度

に
、
す

な
わ

ち

コ
ン
テ
ク

ス
ト

が
変

わ
る
ご

と

に

「
よ

い
」

の
評

価
基

準

は
変

わ

る
わ
け

で
あ

る
。

こ
の
よ

う

に
見

て
く

る

と
、

ム
ー

ア

の
未

決
問

答

は

一
見

説
得

力

が
あ

る
よ

う

で
、

そ

の
実
、

不
適

切

で
あ

る

こ
と
が

わ
か

っ
て
く

る
。

自
然



主
義

者

が

「
『
よ

い
』
は

『
X
』

で
あ
る
」

と
定

義

し

た
と
し

よ
う
。

こ
の
定
義

は
、
定
義

の
常

と
し

て
当

然

な

が
ら
具
体

的

コ
ン
テ

ク
ス

ト
抜

き

で
あ

る
。

と
こ

ろ
が
現
実

に
は

い
か
な

る
場
合

も

「
よ

い
」

は
何
等

か

の

コ
ン
テ
ク

ス
ト

の
中

で
用

い
ら

れ
る
。

し

た
が

っ
て
、

コ
ン
テ

ク

ス
ト

と

い
う
簸

(
た

が
)
な

し

に

「
よ

い
」

の
意
味

を
考

え
る
場

合
、

そ

れ

の
評

価
基

準

と
な

る
性
質

は

「
Y
」

で
あ

っ
た
り

「
Z
」

で
あ

っ
た
り

と

取

り
止

め

の
な

い
連

想

ゲ

ー
ム

の
ご

と
く
色

ん

な
姿

で
立

ち
現

わ
れ

て
く

る
。

わ
れ

わ
れ

は

「
よ

い
」

が
使

わ

れ
る
様

々
な
場
面

を
思

い
浮

か

べ

る

か
ら

で
あ
る
。

こ
の

「
よ

い
」

の
関

係

す
る
諸

性
質

の
定

め

の
な

さ
が
、

「
『
よ

い
』

は

『
X
』

で
あ

る
か
?

」

と

い
う

問

い
を
有
意

味

に
感

じ

さ

せ
る
理
由

で
あ
る
。

つ
ま
り

い
か

な
る
自

然
主

義
的

定
義

が
与

え
ら
れ

て
も
、

ム
ー

ア

の
未
決

問
答

に
か

か
れ
ば
、

「
『
よ

い
』

は

『
X
』

で
あ

る

か
?
」

と

い
う
問

い
は

な

お
有

意
味

で
あ

る
と

い
う
感

じ
を
与

え
て

し
ま
う

の
で
あ

る
。
本
当

は

こ
の
問

い
は
有
意

味

で

も
な
け

れ
ば

ト

ー
ト

ロ
ジ

ー
的
無

意
味

で
も
な

い
。

具
体
的

コ
ン
テ
ク

ス
ト

を
欠
く

が

ゆ
え

に
無
意
味

な

の
で
あ

る
。

さ
て
、

以
上

の
よ
う

に
、

「
よ

い
」
が

そ
れ
自

身

は
自
然

的
性

質

を
も

た
ず
、

当

の

コ

ン
テ
ク

ス
ト

の
中

に
あ

る
諸

性
質

と
密

接

な
関
係

が

あ
る

と
す
る

と
し

て
も
、

「
よ

い
」
そ

の
も

の
は
や

は
り
何

ら

か

の
意

味

で
意
味

を

も

っ
て

い
る

の
で

は
な

い
か
、

と

い
う
疑
問

が
当

然

お

こ

っ
て
こ
よ

う
。

ム
ー

ア
は
未
決

問
答

に
よ

っ
て
自
然

主
義

者

を
退

け

る
が

「
よ

い
」
そ

の
も

の
は

や

は
り
対
象

の
性
質

で
あ

る

と
す

る
。

そ

の
意
味

で
は
彼

の
立
場

は
自
然

主
義

者

と
同
様

に
認

識
説

を

と

る

の
で
あ

る
。

し
か

し
、
自

然
主
義

者

が
見

い
だ
し

た
諸
性

質

は
自
然

主
義

的
誤

謬
を

犯

し
て

い

る

の
で
あ

る
か
ら

「
よ

い
」

の
意
味

は

そ

の
よ
う

な
経

験
的

性
質

と

は
本

質

的

に
異

る
独
特

の
も

の
で
あ

る
。

で
は

ど

の
よ
う

に
し

て
わ

れ
わ

れ

　　
　

は
「
よ

い
」
の
意

味

を
捉

え

る

こ
と
が

で
き

る

の
か
。

ム
ー

ア
は

そ
れ

が
直
観

に
よ
る

ほ
か

は
な

い
と
主

張

す
る
。

で
は
、

ム
ー

ア
的
直

観

に
よ

っ

て
捉

え
ら

れ
る

「
よ

い
」

は

い
か
な

る
も

の
で

あ

ろ
う
か
。

そ

れ
は
最

も
根

本
的

な

も

の
で
あ

っ
て
曰
く
言

い
難

し

と

い
う

こ
と

の
よ
う

で
あ

る
。

こ

こ
で

の
分

析

に
あ

わ

せ
て
説
明

し

て

み
よ
う
。

す

な
わ

ち
、

「
よ

い
」
を
含

む
評
価

言
明

の
真

偽

は
経
験

的
観

察
な

ど

に
よ

っ
て

(
つ
ま

り
、

自

然
的
性

質

を
通

じ

て
)
明

か

に
す
る

こ
と

は

で
き
な

い
の
で
あ

り
、

注
意

深

い
内

省

(直
観

)

に
よ

っ
て
決
定

さ
れ

な

け
れ
ば

な

ら
な

い
と

い
う

こ
と
で
あ

る
。

こ
れ

が
直
観

主
義

と
よ
ば

れ

る
由
縁

で
あ

る
。

し

か
し
、

わ

れ
わ

れ
は
、

こ
の
よ
う

な
結

論

に
は
絶

望

を
感

じ
ざ

る
を

え
な

い
。

ま
ず

、

そ

の
よ
う
な
各

人

の
直
観

に
よ

っ
て
捉

え

ら
れ

た

「
よ

い
」

の
意

味

は
客
観

性

を
主
張

で
き
な

い
で

あ
ろ
う

。

ま
た
、

具
体

的

に
説
明

も



で
き

な

い
よ
う

な

こ
と
が

ど
う

し
て

わ
れ

わ
れ

の
現
実

的
生

活

に
関

わ
り

を
も

つ
で

あ
ろ

う

か
。

そ

の
よ

う
な

も

の
は
わ

れ
わ

れ

の
日
常
生

活

や

行
動

の
指
針

に
は
な

り
え

な

い
で
あ

ろ
う
。

も

し
仮

に
そ

の
よ

う
な
直

観

に
よ

っ
て
捉

え
ら
れ

た
も

の
が
具

体
的

表

現

と
し

て
提

示

さ
れ

た

と
す

れ
ば

、
直
観

主
義

者
自

身

の
未
決

問
答

(
わ
れ

わ
れ

は
、

こ
れ

の
有
効

性

を
退

け
る

の

で
あ

る
が
)

に

ど
う

し
て
耐

え

え
よ
う

か
。
事

実

、

ム
ー

ア

は
、
周
知

の
ご

と
く
、

「
人
格

的
愛

(
　

)
」

と

「
美

的
享

受

(
　

)
」

が

「
よ

い

　ぜ

(善

)
」

で
あ

る
と

具
体
的

説
明

を
試

み
て

い
る
。

し

か
し
、

こ
れ

は
、

「
よ

い
」

は
自
然

的
性

質

に
よ

っ
て
表

現

す

こ
と
が

で
き

な

い
と

い
う
上

記

の
直
観

主
義

的
主

張

と
も
矛
盾

す

る

し
、

ま
た
、

そ

れ
ら

が
自
然

的
性

質

で
な

い
と

し
て

も
、

「
そ

れ
ら
は

は

た
し

て

『
よ

い
』
か

?
」
と

い
う

問

い
が
、

彼

が
言

う
意

味

で
、
無

意

味

に
な

る
よ
う

に
は
思

わ
れ

な

い
の
で

あ
る
。

ム
ー

ア
は
、

あ
る

い
は
、

メ
タ
倫

理
学
的

分
析

を
試

み
な
が

ら
そ

の
内

に
規

範
的

倫
理

観

を
忍
び

込

ま

せ
て

い
た

の
か
も

し
れ

な

い
。

し

た
が

っ
て
、

直
観

主
義

者

も
ま

た
自
然

主
義

者

と
同
様

に

「
よ

い
」

の
分
析

に
成
功

し

て

い
る
と

は
言

い
難

い
の
で
あ

る
。

五

さ
て
、

こ
れ

ま
で

の
分
析

を
通

じ

て
、

わ
れ

わ
れ

は
、

「
よ

い
」
は
自

然
的

諸
性

質

と
密
接

な
関

係

が
あ

る
が

そ
れ

ら

の
諸

性
質

は
当

の
議

論

に

固
有

の
も

の

で
あ
り
、

「
よ

い
」

そ

の
も

の
は
意
味

を

も

た
な

い
と

い
う

こ
と

を
見

て
き

た
。

で
は
、

「
よ

い
」

は

ど
の

よ
う
な

働

き
を
す

る

の
か
。

そ

れ
は

わ
れ

わ
れ

の
言

語

に
お

い
て

い
か
な

る
役

割

を
担

う
存
在

者

で
あ

る

か
と

い
う

こ
と
を

改

め
て
考

え

て
み
よ

う
。

こ
れ
ま

で
も
示

唆

し
て

き

た
よ
う

に
、

「
よ

い
」
と

い
う
名

辞

は
当

該
議

論

の

コ
ン
テ

ク

ス
ト

の
な
か

か
ら
自

然
的

諸
性

質

を
導
出

す

る
た

め

の
導

き

の
糸

の
役
割

を

も

っ

て

い
る

と

い

っ
て

よ

い
で
あ

ろ
う
。

「
よ

い
」
は
、

そ
れ

が
語

ら
れ

る
議
論

の
背

後

に
あ

る
評
価

基
準

、

つ
ま

り
評
価

さ

れ
る

べ
き
自

然
的

性
質

の

エ
イ
ジ

ェ
ン
ト

(代

理
人

)
で
あ

る
。
文

法
学

で
言

う
仮

主
語

や
仮

目
的

語

の
働

き
を

す

る
代
名
詞

コ
こ

の
よ
う

な
も

の

に
例

え

ら
れ

る

か
も
し

れ
な

い
。

コ
丘

そ

の
も

の
は
何

の
意

味

も
も

た
な

い
よ

う

に

「
よ

い
」
そ

の
も

の
は
意
味

を

も
た

な

い
。

論

理
学
的

に
言

え
ば

、

そ
れ

は
あ

る
種



の
論
理
語

(論

理
定

項

)

で
あ
る
。

し

か

し
、

必
要

と
あ

ら
ば

い

つ
で
も
提
出

で
き

る
よ
う

に
そ

の
評

価

の
基
準

あ

る

い
は
条

件

を
背
後

に
待

機

さ
せ

て

い
る
の

で
あ
る
。

あ

る
議
論

の
中

で
話

者

も
聴
者

も

そ

の

コ
ン
テ

ク

ス
ト
を
了

解

し
、
価

値
評

価

の
基
準

を
共
有

し
て

い
る

な
ら
ば

、
改

め
て

「
よ

い
」

の
理
由

、
す

な
わ

ち
自

然
的

性
質

、

を
言

い
立

て
る

こ
と

な
く

「
よ

い
」

と

い
う

名
辞

で
済

ま

す

こ
と
が

で
き

る

の
で
あ

る
。
す

で

に
見

た

よ
う

に
、
評

価
基

準

と
な

る
諸
性

質

は
陰

に
陽

に
ま

た
複
雑

に

コ
ン
テ
ク

ス
ト

の
中

に
織

り
込

ま
れ

て

い
る

の
で
あ

る
。

そ
れ

ぞ
れ

の

話

題

に
応

じ
て
、

そ

れ
ら

の
性
質

(評

価
基

準
)

は
住

宅

の

ア
メ

ニ
テ

ィ
ー
や

テ

レ
ビ
番
組

の
評

価

に
関

す
る

も

の
も
あ

ろ
う

し
、
政

治

や
経
済

と

い

っ
た
社

会
的

レ
ヴ

ェ
ル
の
も

の
も
あ

ろ
う
。

し

か
し
、

い
ず

れ

に
し

て
も
、

そ

れ
ら

を
逐

一
明

か

に
し

て
議

論

を
進

め

る
の
は

厄
介

で
も

あ

り
、

あ

る
意

味

で
は
不

可
能

な

こ
と

で
あ

る
。
議

論

(会
話

)

は

そ

の
状

況

に
よ

っ
て
適

当

な
程
度

に
理
解

さ
れ

れ
ば

い
い
の
で
あ

り
、

「
よ

い
」

の
評

価
基

準

は
必
要

に
応

じ

て
そ

の

つ
ど
明

か

に
さ
れ

れ
ば

よ

い
の
で
あ

る
。

そ

れ
が
言

語

と

い
う

も

の

の
現

実

で
も
あ

る
。

そ

の
よ
う

な

と
き

に

エ
イ
ジ

ェ
ン
ト

と
し

て

の

「
よ

い
」

が
役
立

つ
の
で
あ

る
。

さ

て
、

わ

れ
わ

れ
は

「
よ

い
」

と

い
う
名
辞

の
働

き

(論

理
的
機

能
)

を

明
確

に
し

よ
う

と
努

め

て
き
た
。

し

か
し
、

こ
こ

で
、

「
『
よ

い
』
そ

の
も

の
の
意
味

は
何

か

P
」

と

い
う

問

い
が
依

然

と
し

て
残

さ
れ

て

い
る

と

い
う

思

い
を
も

つ
で
あ

ろ
う
。

そ

の
よ
う

な

「意

味

」
は

も

は
や
自

然
的

性
質

で
は
あ

り
え

な

い
こ
と

は
無
論

で
あ

る
。

し

た

が

っ
て
、

「
よ

い
」

を

他

の
表

現

で
置

き
換

え
る

こ

と
で

そ

れ
を
定

義

し

よ
う

と

す

れ

ば
、

そ

れ

ら
の
表

現
は

「
よ

い
」
と
ほ

と
ん

ど
同

じ
よ

う
な

も

の
で

し
か
あ

り

え
な

い
で
あ

ろ
う
。

た

と

え
ば

、

「
こ
の
ま

し

い
」
や

「
の
ぞ
ま

し

い
」

が
考

え
ら
れ

る
が
、

こ
れ

ら
は

「
よ

い
」

と
ほ

と
ん

ど
同
義

で
あ

り
、

ま

た
ほ

と
ん

ど
同
様

に
基

本
的

な
用

語

で
あ

る
が

ゆ
え

に
定
義

と

し

て
は
役

に
立

た
な

い
と

い
う

こ
と

に
な

る
。

私

は
、

「
よ

い
」
は
、

長
年

に
わ
た

る
言
語

習
得

の
過

程

で
、
何

よ

り
も

ま
ず
、

意
味

を

も

つ
も

の
と

し

て
よ
り

も
機
能

(働

き
)
と
し

て
教

え
ら

れ
学

ん

で
き

た
も

の
で
あ

る

と
考

え
た

い
。
評

価

を
表

す

言
語
表

現

(評

価
的
名

辞

)
に
は
、

「
よ

い
」

と
同
様

、

そ
れ
自

身

は
具
体

的
内

容

を
も

た
ず
、

具
体

的
諸

性
質

の

エ
イ

ジ

ェ
ン
ト
と
し

て

の
働
き

を
も

つ
も

の
が

あ

る
よ
う

に
思

わ
れ

る
。

た

と

え
ば

、

「
民
主

的
」

と

い
う
名

辞

を
考

え
て

み
よ

う
。
社

会
科

学
的

視
点

か
ら
議
論

を

し

て

い
る

と
き
、

「
民

主
的

」

は
ほ

と
ん

ど

「
よ

い
」

と

同
義

で
あ

る
。
資

本

主
義
者

、
社

会
主

義
者

、

共
産

主
義
者

、

あ

る

い
は
自

由

主
義
者

、

保
守

主
義
者

を

問

わ
ず

、

あ

ら
ゆ

る
主
義

の
信

奉
者

が



自

ら

の
立

場
あ

る

い
は
政
策

を

「
民

主
的

」

と
称

す

る

で
あ

ろ
う
。
独

裁
者

で
さ

え
も
あ

る
種

の
民

主
主
義

者

で
あ

り
う

る

の
で
あ

る
。

こ
の
よ

う

な

「
民

主
的

」

は
も

は
や
何
等

具
体

的
意

味

を

も
た
ず

、
特
定

の
政
策

を
指

し

て

「
a
は
民

主
的

で
あ

る
」
、

「
b
は
民

主
的

で
あ
る

」
な

ど
と

と
言

う

と
き
、

こ
れ
は

「
a
は
よ

い
」
、

「
b

は
よ

い
」
と
言

っ
て

い
る

に
等

し

い
の
で

あ
る
。

な
ぜ

な

ら
ば
、

「
民

主
的

で
あ

る

こ
と
」
を

「
よ
く

な

い

(
わ
る

い
)
」

と
評

価
す

る
よ

う
な
議

論

は
現
実

に
は

(
現
代

の
わ
れ

わ
れ

の
社
会

で

は
)
行

わ

れ
な

い
か

ら

で
あ

る
。

こ
の
よ

う
な

と
き
、

そ
れ

ら

の
言

及
さ

れ
た
政

策

が
具
体

的

に

は
ど

の
よ
う

な
も

の

で
あ
る

か
を
知

る

た

め
に

は
、

こ
の

エ
イ
ジ

ェ
ン
ト

と
し

て

の

「
民
主

的
」

を
導

き

の
糸

と
し

て
当

の
議
論

の

コ
ン
テ

ク
ス

ト

の
中

に

「
民
主

的
」
諸

性

質

を
求

め
な
け

れ
ば

な

ら
な

い
で
あ

ろ
う

。

こ

の
よ
う

な

「
民

主
的

」

を

は
じ

め
と
す

る
様

々
な

評
価
的

名

辞

の
中

で
も
、

「
よ

い
」

(
あ

る

い
は
、
上

に
挙

げ

た

「
こ

の
ま
し

い
」
や

「
の
ぞ

ま
し

い
」
)
が
最

も
基
本

的

な

も

の
で
あ

る

こ
と
は

も
ち

ろ
ん

で
あ

る
。
初

め

に
も
述

べ
た
よ

う

に
、

「
よ

い
」
は
凡

そ
あ

ら

ゆ
る
も

の

の
評

価

に

つ

い
て
用

い
る

こ
と
が

で
き

る

か

ら
で
あ

る
。

ま
た
、

「
正

し

い
」

や

「
べ
き

で
あ

る
」
も

、

こ
れ

ま
で
述

べ
て
き

た
論
理

的
視

点

か
ら

は
、

「
よ

い
」

と
同
様

に

エ
イ
ジ

ェ
ン
ト

と

し
て

の
働

き

を
も

つ
と

予
想

さ
れ

る
。

六

最

後

に
、
事

実

と
価
値

、

あ
る

い
は
、

そ

れ

ら
を
表

現
す

る
記
述

言

明
と

評
価
言

明

と

の
関

係

に

つ
い
て

ふ
れ

て

お
か
な

け
れ
ば

な

ら
な

い
。

こ
れ
ま

で

の
分

析

か

ら
帰

結

す
る

こ
と
で
あ

る

が
、

記
述

言

明

と
評
価
言

明

と

い
う
伝

統
的

二
元
論

は
、
あ

る
種

の
二
分
法

と

し
て

そ
の
ま

ま
受

け
継
ぐ

に
し
て
も

、

そ

の
両
者

の
関

係

は

こ

こ
で
は
基
本

的

に
異

る

も

の
と
な

る
で
あ

ろ
う

。
す

な

わ
ち
、

「
よ

い
」
を
含

む
評
価

言
明

は
確

か

に

記

述
言

明

と
区
別

さ

れ
る

が
、
両
者

は

い
わ
ば
対

等

な
も

の
と

し
て
並

立
す

る

と

い

っ
た
関

係

で
は

な

い
。

個

々

の
議

論

は
そ

の

コ

ン
テ

ク

ス
ト

の
中

に
記
述

言
明

と

し

て
表

現

し
う

る
様

々
な

こ
と

が
ら

を
内
包

し

て

い
る
。

そ
し

て
そ

の
記
述

言
明

の

一
部

が
当
該

議
論

の
評

価
基

準

を
担

う

言
明

で
あ

る
。

「
よ

い
」
を
含

む
評

価
言

明

は
、

こ

の

一
部

の
言

明

の

エ
イ
ジ

ェ
ン
ト
と
し

て
そ

の
代

理
を
努

め
る

の
で
あ

る
。

つ
ま

り
、
記

述
言



伊
原
吉
之
助
訳
、
「功
利
主
義
論
」
世
界

の
名
著

49
、
中
央
公
論
社
。

山
下
重

一
訳
、
「
道
徳

お
よ
び
立
法
の
原
理
序
説
」

世
界

の
名
著

49
、
中
央
公
論
社
。

主醤

明

に
対

応
す

る
評

価
言

明

は

エ
イ

ジ

ェ
ン
ト
と

い
う
論

理
的

役
割

を
担

っ
た
も

の
で
あ

る

が
、

こ

の

エ
イ
ジ

ェ
ン
ト

の
ク

ラ
イ

ア

ン
ト

(依
頼

人

)

で
あ

る

(評

価
基

準
を

担
う

)
言

明

そ

の
も

の
は
評
価

言
明

で

は
な
く

記
述

言
明

で
あ

る
。

残

さ
れ

た
問
題

は
、

あ

る
議

論

に
お

い
て
、

わ
れ

わ
れ

は
何

を
ど

の
よ
う

に
評

価
基

準

と
し

て
選

ぶ

か
と

い
う

こ
と
で

あ
る
。

つ
ま
り
、

当

の

コ
ン
テ

ク
ス
ト

に
含

ま
れ

て

い
る
諸
記

述
言

明

の
中

で
、

ど
れ

を
ど

の
よ

う
な
根

拠

で
評
価

基
準

を
担

う
言

明

(
こ
れ
は
評

価
言

明

で
は

な
く

て

一
種

の
記
述

言
明

で
あ

る
)

と

し
て
分

類

す
る

か
と

い
う
問

題

で
あ

る
。

し

か
し
、

こ
れ

は
も

は
や
論

理
的

な
問

い
で
は

な

い
。

わ

れ
わ

れ
が

い

か
な

る
事
柄

に
、

い
わ
ば
、

生
命

(
い
の
ち
)

を
賭

け

て
生

き

る

か
と

い
う
問
題

で
あ
る
。

倫

理
学
的

に
は

こ
れ
は
規

範
倫

理
学

の
テ
ー

マ
で
あ

る

と

い

っ
て
よ

い
。

「
よ

い
」
と

い
う
名

辞

を

エ
イ
ジ

ェ
ン
ト
と

し

て
立

て
特

定

の
評
価

基

準
を
選

ぶ
と

い
う

こ
と

は
、

わ

れ
わ

れ

の
生

き
方

を
選

択

す

る

こ
と
だ

か

ら
で
あ

る
。

わ
れ

わ
れ

は
凡

そ
あ

ら

ゆ
る
も

の
を

「
よ

い
」

と
し

う

る
の

で
あ

っ
て
、

そ
れ

ら

「
よ

い
」

と
さ
れ

た
も

の
ご

と

は
個

人

の
気

質

や
価
値

観
、

広
く

社
会

や
時

代

を
反
映

す

る

と
共

に
、

逆

に
、

そ
れ

ら
を

形
成

す

る
要

素

と
も

な

る

の
で
あ

る
。

そ

し

て
、

も

し

も
、

わ

れ
わ
れ

が

こ
れ
ま

で

の
分

析

で
は
否

定

し

て
き
た

と

こ
ろ

の

「
よ

い
」

そ

の
も

の
の

「意

味

」
を
依

然

と

し
て
求

め
よ

う

と
す

る
な

ら
ば

、

そ

の

「
意
味

」

は

こ
の
よ

う
な

わ
れ

わ
れ

の
生

き
る
姿

勢

と

い

っ
た
も

の

の
内

に
求

め

ら
れ

な
け
れ

ば
な

ら
な

い
で
あ

ろ
う
。
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四
十
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本
学
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)
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7
)
　

事
実

(存
在
)

と
緬
値

は
異
質
な
も
の
で
あ
る
と

い

う
説
は
ヒ
ュ
ー
ム

が
最
初
で
は
な
い
が
、
彼

は
こ
の
箇
所

で
、
情
念

・
意
志
作
用

・
行
為
は
真
や
偽

で
は
あ
り
え
ず
理
性

の
対
象
と
は
な
り
え
な

い
、

と
明
言
し
て
い
る
。

吉

田

夏
彦

訳
、

「
言

語

・
真

理

・
論

理

」
、

岩
波

書

店

。

東
宮
隆
訳
、

「人
間
性
と
行
為
し
、
春
秋
社
。


