
〈
特
集

「
い
ま
、
幸
福

を
考
え

る
Ｉ

比

較
思
想
の

観
点

か
ら
」
〉

本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
概
要

第

三
七

回

比
較

思

想

学
会

の

シ
ン
ポ

ジ
ウ

ム

は
、
『
い
ま

、
幸

福

を
考

え

る
Ｉ

比
較

思
想

の
観

点

か

ら
』
と

い
う
テ

ー

マ
の

も
と

、
稲
垣

久
和
（
東

京

基

督
教

大

学
教

授

、
宗

教

哲
学

、

科
学

哲
学

）
、
伊

藤

益

（
筑

波
大

学

大

学
院

教
授

、
倫
理

学
、
日
本

思
想

）
、
北

條

英
勝

（
武

蔵
野

大
学

准
教

授

、

社

会

学

理

論
、

社

会

調

査

論

）

の
三

氏

を

シ
ン

ポ

ジ

ス

ト

に

む

か
え

、

二
〇

一
〇
年

六
月

一

九
日

に
開

催

さ
れ
た

。

幸
福
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
古
代
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
、
そ
の
定
義

や
要
因
な
ど
が
宗
教
や
哲
学
や
文
学
の
分
野
で
多
く
語
ら
れ
て
き
た
。
そ

れ
ら
は
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
の
『
二
コ

マ
コ
ス
倫
理
学
』
を
は
じ
め
、
ア
ラ

ン
や
ラ
ッ
セ
ル
や
ヒ
ル
テ
ィ
の
『
幸
福
論
』

と
し
て
有
名
で
、
幸
福
の
指

南
書
と
し
て
、
多
く
の
人
々
に
よ
っ
て
読
ま
れ
て
き
た
。
従
来
、
幸
福
の

問
題
に
つ
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
分
野
か
ら
の
取
り
組
み
だ
け
で
あ
っ
た

が
、
近
年
、
社
会
学
や
経
済
学
や
心
理
学
の
分
野
で
も
、
幸
福

の
研
究
が

佐
　
藤
　
裕
　
之

行

わ
れ

る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
ら
の
成
果
は
『
幸
福
の
心
理
学
』
（
Ｍ
・

ア
ー
ガ
イ
ル
、
誠
信
書
房
、
一
九
九
四
年
）
、
『
ア
ジ
ア
新
世
紀
　
幸
福
－

変

容

す

る
ラ

イ

フ

ス

タ

イ

ル

』（

青

木

保

ほ

か
編
、

岩
波

書
店
、

二

〇

〇

三

年

）
、
『

幸

せ

を

科

学

す

る
』
（

大

石

繁

宏
、

新

曜

社
、

二
〇
〇
九
年
）
、
『
日
本
の
幸
福
度
－

格
差
・
労
働
・
家
族
』
（
大
竹
文
雄

ほ
か
編
、
日
本
評
論
社
、
二
〇
一
〇
年
）
な
ど
と
し
公
刊

さ
れ
る
に
至

っ

て
い
る
。
ま
た
、
科
学
雑
誌
で
あ
る
岩
波
書
店
の
『
科
学
』
第
八
〇
巻
第

三
号
（
二
〇
一
〇
年
三
月
）
に
お
い
て
も
、
「
幸
福
の
感
じ
方
・
測
り
方
」

と
題
し
た
特
集
が
組
ま
れ
る
ま
で
に
な
っ
た
。
幸
福
は
、
い
ま
や
学
際
的

な
テ
ー
マ
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
な
研
究
分
野
に
と
ど
ま
ら
ず
、
ア
マ
ル
テ
ィ
ア

ー

セ
ン
が
一
九
九
〇
年
に
作
成
し
た
「
人
間
開
発
指
数
」
は
、
社
会
全
体
の

幸
福
を
考
え
る
も
の
と
し
て
国
連
が
採
用
し
、
エ
ド
リ
ア
ン

ー
ホ
ワ
イ
ト

が
二
〇
〇
六
年
に
発
表
し
た
「
世
界
幸
福
地
図
」
で
は
各
国
の
幸
福
度
が

８



順
位
付
け
ら
れ
、
一
九
七
二
年
に
ブ
ー
タ
ン
の
第
四
代
国
王
ジ
メ
ク

ー
セ

ン
グ

ー
ワ
ン
チ
ュ
ッ
ク
が
提
唱
し
た
「
国
民
総
幸
福
」
は
、
経
済
的
・
物

質
的
な
豊
か
さ
の
指
標
で
あ
る
「
国
民
総
生
産
」
に
代
わ
る
精
神
的
な
豊

か
さ
を
求
め
る
指
標
と
し
て
、
多
く
の
注
目
を
集
め
て

い
る
。

幸
福
を
テ
ー
マ
に
し
て
、

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催
す
る
に
あ
た
り
、
当

初
は
西
洋
思
想
と
東
洋
思
想
の
比
較
と
い
う
方
法

が
考
え
ら
れ
た
。
し
か

し
、
上
述
の
よ
う
な
多
様
な
展
開
を
見
せ
て

い
る
幸
福
の
問
題
は
、
も
は

や
「
思
想
」
と
い
う
枠
内
だ
け
で
考
察
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
し
て
、

「
い
ま
、
幸
福
を
考
え
る
」

の
で
あ
れ
ば
、
近
年
の
研
究
成
果
を
取
り
入

れ
な
け
れ
ば
、
意
味
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
た
。
そ
こ
で
、
当

シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
で
は
、
社
会
学
の
分
野
か
ら
の
シ
ン
ポ
ジ
ス
ト
も
含
め
、
三
氏
に
よ

る
提
題
が
な
さ
れ
、
幸
福
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
考
察
が
加
え
ら
れ
た
。

西
洋
思
想
の
分
野
か
ら
は
、
稲
垣
久
和
氏
に
よ
る
「
幸
福
・
美
徳
・
友

愛
－
『
エ
ウ
ダ
イ
モ
ニ
ア

と
マ
カ
リ
オ
ス
』
の
現
在
」
と

い
う
タ
イ
ト
ル

で
提
題

が
あ
っ
た
。
稲
垣
氏
の
提
題
の
基
調
に
あ
る
の
は
、
幸
福
は
公
共

性
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
視
点
に
な
る
だ
ろ
う
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
有

名
な
「
幸
福
（
エ
ウ
ダ
イ
モ
ニ
ア
）
と
は
最
高
善
で
あ
る
」
と
い
う
幸
福

の
定
義
も
、
個
人
の
幸
福
で
は
な
く
、
ポ
リ

ス
に
お
い
て
達
成
さ
れ
る
幸

福
を
意
味
し
、
さ
ら
に
、
キ
リ
ス
ト
教
の
「
幸
い
な
る
か
な
（
マ
カ
リ
オ

ス
）
」
も
神
と
共
に
あ
る
「
幸
福
」
で
、
「
神
を
愛
し
、
隣
人

を
愛
す
る
」

と
こ
ろ
に
達
成
さ
れ
る
幸
福
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

に
お
い
て
も
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
も
「
個
体
の
主
観
的
な
幸
福
感
」
と

い
う
意

味

は
弱

く
、「
共

に
」

と

い
う
点

が
強

い
、
と

稲
垣
氏

は
指

摘
す

る
。

そ

し
て
、

稲
垣

氏
は

、
今
日

の
環

境
問
題

の
世

代
間
倫

理

も
含

め
て

「
恩

恵
と
責

任

」

こ
そ

が
幸
福

を
達
成

す

る
条
件

で
あ

る
と
考

え
、
幸

福

と
は

功
利

主
義

倫
理

の
言

う
最
大

多
数

の
最

大
幸

福
で

は
な

く
、
ま

た
主

観
的

な

エ
ロ

ー
ス

の
達
成

で

も
な

く
、
よ
り

多

く
フ
ィ
リ

ア
（

友
愛
）

的

な
も

の

で
、
不

幸

を
最

小

限

に

す
る

コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
ー

の
形

成
、

す

な
わ

ち
、

親
密

圏

か
ら
市

民
的

公
共
圏

に

か
け

て
達
成

さ
れ
、

国
家

（

＝
公

）

は
そ

れ

を
補

完

す

る
福
祉

装
置

で
あ

る
、

と
主
張

す

る
。

従

っ
て
、

今
日

の
幸

福

は
、
金

銭
（

所
得

保
障
）

か

ら
イ

ン
フ
ラ

整
備
と

そ

れ
を
支

え
る
人

々

の
公

共

的

モ
ラ

ル

へ
と

シ
フ
ト

し
、

幸
福

の
倫

理
学

は

「
正
義

の
倫
理

」

か

ら

「
ケ
ア

の

倫
理

」

へ

と
移
行

し

、
ケ

ア

の
倫

理

は
美

徳

（

モ
ラ

ル
）

か

ら

「
友

愛
」

そ
し

て
ア

ガ

ペ
ー
（
隣
人

愛
）

に
よ

っ
て

こ
そ
支

え

ら
れ

る
、

と
言

う
。

さ
ら

に
、
現

代

に
お
け

る

「
幸

福
指
数

」
と

は

「
適
度

な

所
得

」
（
市

場
経

済

と
連
帯

経
済

）
、
「
自

由

に
な

る
時
間

の
確
保

」
（
労

働

時
間

の
短

縮
）
、「
コ

ミ

ュ
ニ
テ

ィ
ー

の
形

成
」（
他
者

と
共

に

つ
な

が
る
場

）

で

あ
る

と
の
考

え

を
述

べ
た
。

次
に
、
伊
藤
益
氏
に
よ
っ
て
、
東
洋
（
日
本
）
思
想
の
分
野
か
ら
「
日

本
人
の
幸
福
観
－

そ
の
原
型
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
提
題
が
あ
っ
た
。
『
古

事
記
』
の
ウ
ミ
サ
チ

ー
ヤ
マ
サ
チ
の
神
話
で
は
、
「
さ
ち
」

が
獲
物
を
と

る
道
具
、
も
し
く
は
獲
物
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
日
本
人
に
と

っ
て
幸
福
と
は
、
獲
物
を
と
る
道
具
が
す
ぐ
れ
て
い
て
、
そ
の
道
具
を
使

っ
て
獲
物
が
大
量
に
入
手
さ
れ
う
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う

｜　本シンポジ ウムの概要
９



な
指

摘

は
語
義

解
釈

に
基

づ

く
も

の
で

あ

る
が
、

獲
物

が
た

く

さ
ん
と

れ

て

、
日

常

生
活

が
物
質

的

に
潤

う

こ
と

の
み

が
、
日

本
人

に

と

っ
て

幸
福

だ

っ
た

と

は
言

い
切

れ

な

い
と

し
、
『
萬

葉

集
』

巻

七
所

載

の

挽
歌

「
さ

き

は

ひ

の

い

か

な

る
人

か

黒

髪

の

白

く

な

る

ま

で

妹

が
声

を

聞

く

」

（

一

四

一

一
）

を
引

く
。

こ

の
一

首

は

「
黒

髪

が
白

く

な

る
ま
で

妻

の
声

を
聞

く

こ
と

が
で

き
る
と

は
な

ん
て

幸
せ

な
人

な

の
だ

ろ
う
」

と

い
う
意

味

で

あ

る
こ

と
か

ら
、
物
質

的

な
繁

栄
と

は
別

種

の
精
神

的

な
何

か

が
幸

福

の
因

と

し
て

求

め
ら

れ
て

い
る
。

そ
し

て

、
そ

れ
は
他

の
何

も

の
に

も

置

き

換

え
難

い
「
汝

」
（

妻
）

と

の
共

在

が
命

の
か

ぎ

り
保

証

さ
れ

る

こ

と

に

他

な

ら
な

か

っ
た

。

さ
ら

に
、

伊

藤
氏

は
、
「
我

」
と

「
汝

」

の
共

在

を
幸

せ

と
認
定

す

る
思
考

を

萬
葉
人

の

「
恋

」

の
意
識

の
在

り
よ

う
に

求

め

、
「
こ

ひ
」

が
「
孤
悲

」

と

表
記

さ
れ

る
例

が
「
萬

葉
集

」

に

は
約

三
〇

近

く

も

あ
ら

わ
れ

る
こ
と

か
ら

も
知

ら

れ
る

よ
う
に

、
萬

葉
人

に
と

っ
て

「
恋

」

と
は
、

い
と

し

い
ひ
と

か
ら

離

れ
て

（
遠

ざ
け

ら
れ
て

）
孤

り

悲

し
む

心

の
情
態

で
あ

り
、
萬

葉
人

は

こ
う

し
た
『
恋
』
の
態
様

を

、「
我

」

と

「
汝
」

の
共

歓

と
し
て

で
は

な
く

、
む

し

ろ
不

幸

と

し
て
認

識
し

て

い

る
、

と
言

う

。
そ

し
て
、

こ

の
点
に

着
目

し
、

日
本

人

の
幸
福

観

の
原
型

は

、『
我

』

が
、
孤

り
悲

し

む
心

の
情
態

を
脱

却

し
て

、
代
置

不
能

な

「
汝

」

と

共

に
在

る

と

い
う
意
識

を
も

つ
こ

と

の
う

ち
に

存
し
て

い
た
こ

と

が
明

ら
か

に
な

る

、
と
述

べ
た

。

最
後
は
、
社
会
学
の
分
野
か
ら
、
北
條
英
勝
氏
に
よ
る
「
現
代
社
会
に

お
け

る
『
幸
福
』

と
『
不
幸
』
」
と
い
う

タ
イ
ト
ル
の
提
題

で
あ
っ
た
。

北

條

氏

は

、

幸

福

に

関

す

る

実

証

的

な

研

究

、

メ

デ

ィ

ア

に

お

け

る

幸

福

を

め

ぐ

る

議

論

、

政

治

の

領

域

に

お

け

る

ｏ
ｚ
ｘ

（
Ｇ
ｒｏ
ｓ
ｓ
　Ｎ
ａ
ｔ
ｉｏ
ｎ
ａ
Ｊ

Ｈ
ａ
ｐ
ｐ
ｉｎ
ｅ
ｓ
ｓ
）

の

指

標

に

対

す

る

注

目

、

さ

ら

に

、

日

本

国

政

府

の

国

民

の

幸

福

度

を

表

す
指

標

の

開

発

と

そ

の

向

上

へ

の

取

り

組

み

な

ど

の

動

き

を

紹

介

し

た

上

で

、

そ

の

背

景

に

は

、

経

済

の

グ

ロ

ー

バ

ル
化

や

ニ

ュ

ー

エ

コ

ノ

ミ

ー

の

浸

透

な

ど

に

よ

る

格

差

の

拡

大

や

労

働

条

件

の

変

化

と

、

そ

れ

に

対

応

し

た

社

会

意

識

の

変

化

が

あ

る

、

と

の
考

え

を

述

べ

た

。

幸

福

に

関

す

る
実

証

的

研

究

は

、

人

々

の

主

観

的

幸

福

感

の

度

合

い

を

調

査

票

調

査

に

よ

っ

て
調

べ

る

こ

と

に

よ

っ

て

行

わ

れ

、

そ

の

際

、

収

入

や

家

族

や

対

人

関

係

な

ど

に

関

す

る

満

足

度

も

測

り

、

各

満

足

度

が

一

般

的

な

幸

福

感

に

ど

の

く

ら

い
関

係

し

て

い

る

の

か

も
調

べ

る

が

、

こ

れ

ら

の

研

究

で

は

、

多

く

の
場

合

、

経

済

的

な

満

足

感

よ

り

も

家

族

や

対

人

関

係

が

良

好

で

あ

る

こ

と

の

方

が

人

々

を

主

観

的

な

幸

福

に

導

く

可

能

性

が

高

い

こ

と

が

示

さ

れ

て

い

る

、

と

言

う

。

こ

の

よ

う

な

先

行

研

究

に

対

し

て

、

北

條

氏

は

自

身

の
調

査

に

基

づ

き

、

こ

れ

ま

で

の

研

究

と

は
違

う

、

次

の

よ

う

な

結

果

を

報

告

し

た

。

山
　

家

族

関

係

や
対

人

関

係

に

不

満

を

抱

く

場

合

に

不

幸

だ

と

感

じ

る

傾

向

が

相

対

的

に

強

く

な

る

が

、

こ

れ

ら

の

満

足

感

が

高

く

と

も

幸

福

感

は

相

対

的

に

高

く

な

る

わ

け

で

は

な

い
。

閙
　

経

済

状

態

や

仕

事

・

学

業

に

関

す

る

満

足

感

が

高

い

と

幸

福

だ

と

感

じ

る

傾

向

は

相

対

的

に

強

く

な

る

が

、

そ

れ

ら

に

不

満

で

あ

っ

て

も

不

幸

と

感

じ

る

傾

向

は

相

対

的

に

強

く

は

な

い

。

こ

こ

か

ら

、

経

済

状

態

や

仕

事

・

学

業

の

満

足

感

は

幸

福

感

と

強

く

結



び
つ
い
て
い
る
の
に
対
し
て
、
家
族
関
係
や
対
人
関
係
の
不
満
足
感
は
不

幸
感
と
結
び
つ
い
て
い
る
、
と
指
摘
し
、
経
済
状
態
や
仕
事
・
学
業
な
ど

の
状
態
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
は
幸
福
の
増
進
に
寄
与
し
、
家
族
や
対
人
関

係
と
い
っ
た
社
会
関
係
の
改
善
は
不
幸
の
減
算
に
効
果
的
だ
と
の
見
解
を

示
し
た
。

三

氏

に

よ

る
提

題

に

は
、
視

点

の
相

違

は

あ

る
も

の

の
、
「
幸
福

と

は

何

か
」
と

い
う
幸
福

の

定
義

を
問
題

に

し
て

い

る
と

い
う
点

で

は
共
通

し

て

い
る
よ

う

に
思

わ
れ

る
。

提
題
後

の
質

疑
応

答

で
も
問

題

に

な
っ

た
の

も
、

幸
福

の
定

義

で
あ

っ
た

。

幸

福
の
定

義

に

つ

い
て
は

、
ア
リ

ス
ト

テ

レ
ス

が
「

二
コ

マ

コ
ス
倫

理

学
」

の
中

で

「
『
幸
福

』

と

は
何

で

あ

る
か

と

い

う
点

に

な

る
と
。

ひ

と

び
と

の
間

に

は
異

論

が
あ
る

し
、
ま

た
、

一
般

の

ひ
と

び
と

の
所

説

は
智

者
た

ち
の

そ

れ
と
趣

を
異

に

し
て

い
る
。
」
（
岩

波
文

庫

、
二

四
頁

）

と
述

べ
て

い
る
よ

う
に

、
定

義
す

る

こ
と

の
困

難

さ

が
あ

る
。
そ

し
て

、
困

難

さ
に

と
ど

ま

ら
ず

、
人

に
よ

っ
て

は
、

そ
も

そ
も

幸
福

を
定

義

す
る

こ
と

自
体

が
無

理

だ
と
考

え

て

い
る
。「
主
観
的

幸
福

感
」
と
言

わ

れ

る
よ
う

に
、

幸
福

の
感

じ
方

は
個

人

的
な

も

の
で
あ

る
た

め
、
普

遍

性
を

も

つ
定
義

を

与

え

る
こ

と

は
不

可

能

な

の
か

も
し

れ
な

い
。

こ
の
よ

う

な
問

題

点

を
抱

え

な
が

ら
、

幸
福

の
定

義

を
論

じ

よ
う

と
す

る
場

合
。

ギ
リ

シ
ア

語

の
「
エ

ウ
ダ

イ

モ
ニ
ア
」
は
神
霊
（

ダ
イ

モ

ー
ン
）

の
加

護
を
得

た
状
態

、
英

語

の

「
ハ

ピ
ネ

ス
」

は
偶

然

に
降

り

か
か

る
こ

と
、
「
福

」

は
神

の

恵

み

が
豊

か

な
こ

と
、
「
幸

せ
（

仕

合

わ
せ

）
」

は

め

ぐ

り

あ
わ
せ

、

と

い
う
よ

う
に
、
幸

福
を

意
味

す

る
多
く

の
語

が
語

源
的

に

は
、

自
己
以

外

の

何
ら

か
の
存

在
に
よ

っ
て
与

え

ら
れ

る
こ
と

を
意
味

し

て

い
る
点

に

注
目

す

べ
き
で
あ

ろ
う
。

語
源

か
ら
定

義

を
導

く
こ
と

の

危

険
性

は
あ

る
が
、
少

な

く
と

も
手

が
か
り
に

は
な

る
。
幸

福

が
語

源
的

に

は

「
自
己

以
外

の
何
ら

か
の
存

在
に
よ

っ
て
与

え

ら
れ

る
こ
と
」

を
意

味

す

る
と

い

う
点

は
、
伊
藤

氏

が
、
日

本

人
の

幸
福

観
の
原

型

が
代

置
不

能

な

「
汝
」

と
共

に

在
る

と

い
う
意

識
を

も
つ

こ
と

の
う

ち
に
存

し
て

い

た

と
指

摘
し

た

こ
と

に
関
連

す

る
。
幸
福

は
他

者
と

の
関
係

性

の
中

か

ら

生

じ

る
と
考

え

る

こ
と
も
で

き

る
。

稲
垣

氏

は
、
ア

リ

ス
ト
テ

レ
ス

に
お

い
て
も

キ
リ

ス
ト
教

に

お
い
て

も

「
個

体

の
主

観
的

な
幸

福
感
」

と

い
う
意
味

は
弱

く
、
「
共

に
」
と

い
う
点

が
強

い
と
指

摘

し
て

い
る
よ

う
に
、
幸

福

を
公
共

性

と

い
う
点
か

ら
定
義

し

よ

う
と
し

て

い

る
。

幸
福

に
つ

い
て

は

、
個
人

の
幸

福

と
社
会

の
幸
福

と

に
分

け
て

論

じ
ら

れ
る

こ
と

が
あ
り
、

社
会

の
幸

福

が
個

人
の
幸

福
に

結

び

つ
か

な

い
な

ど
の
点

が
論

じ

ら
れ
て

き
た

。「
人
間

開
発

指
数
」
や
「
世

界

幸
福

地
図

」

な

ど
で
上
位

に
ラ

ン
ク

さ
れ
て

も
、

そ
の
国

で
暮

ら
す
個

人

が
幸
福

で

あ

る

わ
け
で

も
な

い
し
、

逆
に
下

位

に

ラ

ン
ク

さ

れ
て

も
、

不

幸
と

い
う

わ
け
で

は
な

い
。
個
人

の
幸

福
と

社
会

の
幸
福

を
問
題

に

す

る
場

合

に

は
、

こ
の

よ
う

な
問

題

が
あ

る
が
、

稲
垣
氏

の
言

う

「
幸

福

の

公
共

性

」

と
は

、
個

人
で

も
社
会
で

も
な

く
、

か
つ

、
個
人

で
も
社

会
で

も

あ

る
よ

う
な

、

い
わ
ば
中
間

的
で

、
第
三

の

領
域

の
幸
福

を
考

え
て

い

る
よ

う
に
思

え

る
。

社

会

学

や
経
済

学

や
心
理
学

の
分
野

で

は
、
幸

福

を
厳
密

に
定
義

す
る

本シンポジ ウムの概要11



こ
と
は
し
な
い
し
、
そ
れ
を
目
的
と
す
る
も
の
で
は
な

い
。
多
く
の
研
究

が
発
表
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
「
主
観
的
幸
福
度
」
を
「
人
生
満
足

尺
度
」
な
ど
に
よ
っ
て
測
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
と
い

う
方
法
に
基
づ
く
か
ぎ
り
、
こ
の
よ
う
な
方
法
を
採
用
せ
ざ
る
を
え
な
い

し
、
実
証
的
と
い
う
意
味
で
あ
る
程
度
の
説
得
力
も
あ
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
「
ま
っ
た
く
当
て
は
ま
ら
な

い
」
「
ど
ち
ら
と
も
言
え
な
い
」
「
非
常

に
当
て
は
ま
る
」
な
ど
の
尺
度
の
有
効
性
が
問
題
に
な
る
だ
ろ
う
し
、
回

答
す
る
時
の
状
況
等
に
よ
っ
て
も
回
答
内
容
は
左
右
さ
れ
、
信
頼
性
も
間

題
に
な
る
だ
ろ
う
。
「
主
観
的
幸
福
感
」
と
は
言
え
、
そ
れ
が
絶
対
性
を

も
ち
う
る
も
の
で
は
な
い
し
、
必
ず
し
も
各
自
の
考
え
を
そ
こ
か
ら
読
み

取
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
北
條
氏
は
以
上
の
点
を
踏
ま
え
、
慎
重
に
調
査

を
進

め
て
い
る
が
、
そ
の
結
果
か
ら
、
経
済
状
態
や
仕
事
・
学
業
に
関
す

る
満
足
感
と
幸
福
感
の
間

に
正

の
相
関

が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
先
行

研
究

と
は
異
な
る
結
果
で
あ
る
が
、
幸
福
を
規
定
す
る
要
因
と
し
て
経
済

状
態
等
の
重
要
性
は
再
考
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

幸
福

を
テ

ー
マ
に

し
た

シ
ン
ポ

ジ
ウ

ム
を
企
画

し

た
時

か

ら
、

こ
の

テ

ー

マ
の
難

し

さ
は
感

じ
て

い
た

し
、
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム

を
終
え

た

い
ま

で

も
、

そ

の
思

い
は
変

わ
ら

な

い
。
し

か
し

な

が
ら
、

幸
福

が
多

く

の
注
目

を
集

め
、
学

際
的

な
テ

ー
マ
と

な
り

、
国

家

の
施
策

に

も
影

響

を
与

え

る
よ

う

に

な

っ
た

「

い
ま

」
、
比

較

思
想

と

い
う
点

か

ら
、
社
会

学

の
視
点

も

含

め
、

考

察

す

る

こ
と

は
、
十

分

に

意

義

の
あ

る

も

の
で
あ

る
。

少

な

く

と

も
、

当

シ
ン
ポ

ジ
ウ

ム
は

、
幸

福

を
考
え

る
上

で

の
方
向
性

を
示

す

こ
と

は
で

12

き
た
。
今
後
、
さ
ら
に
学
際
的
な
研
究
が
期
待
さ
れ
る
。

（

さ
と
う
・
ひ
ろ
ゆ
き
、
イ
ン
ド
哲
学
、
武
蔵
野
大
学
教
授
）
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