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藤
野
寛
著

『
友
情
の
哲
学
　
緩
い
つ
な
が
り
の
思
想
』

濱
岡
　
剛

　

本
書
は
、
人
と
人
と
の
つ
な
が
り
の
形
態
が
様
々
あ
る
な
か
で
、
現
代

社
会
に
お
い
て
注
目
す
べ
き
、「
絆
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
強
い
人
間
関

係
で
は
な
い
「
緩
い
つ
な
が
り
」
で
あ
る
と
見
定
め
て
、
そ
れ
を
「
友
情
」

と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
で
論
じ
よ
う
と
す
る
試
み
だ
と
言
え
よ
う
。
そ
の
よ

う
な
課
題
設
定
ゆ
え
に
、
友
情
が
生
み
出
す
人
間
関
係
が
議
論
の
中
心
と

な
り
、「
友
情
」
の
「
情
」
の
側
面
、
各
個
人
の
心
理
的
・
感
情
的
な
側

面
の
分
析
に
つ
い
て
は
手
薄
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。

　
「
愛
」
と
か
「
友
情
」
と
い
っ
た
言
葉
は
あ
り
ふ
れ
た
言
葉
で
、
様
々

な
場
面
で
用
い
ら
れ
る
が
、
そ
れ
だ
け
に
そ
の
内
実
を
確
定
さ
せ
る
の
は

難
し
い
。
同
様
の
問
題
を
示
す
も
の
と
し
て
、「『
有
る
』
は
多
様
な
仕
方

〔
書
評
〕

で
語
ら
れ
る
」と
い
う
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
有
名
な
言
葉
が
あ
る
。「
有
る
」

と
い
う
言
葉
は
あ
ま
り
に
一
般
的
な
語
で
あ
り
、
そ
の
意
味
を
一
義
的
に

確
定
す
る
こ
と
は
難
し
く
、
強
引
に
そ
れ
を
や
っ
て
も
得
る
と
こ
ろ
は
少

な
い
。
そ
こ
で
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、「（「
有
る
」
は
）
一
つ
の
も
の
、

あ
る
一
つ
の
自
然
本
性
と
の
関
係
に
お
い
て
、
同
名
異
義
的
で
な
く
語
ら

れ
る（

（
（

」
と
い
う
「
帰
一
的
な
（pros hen

）
関
係
」
に
着
目
し
、
そ
の
「
一

つ
の
も
の
」
が
何
で
あ
る
か
を
論
じ
る
。
オ
ー
ウ
ェ
ン（

（
（

は
そ
れ
を
「
帰
一

的
意
味
」（focal m

eaning

）
と
名
付
け
た
が
、
帰
一
的
意
味
を
論
じ
る

こ
と
は
、
当
該
の
も
の
と
そ
う
で
な
い
も
の
と
の
線
引
き
で
は
な
い
。
周

辺
的
と
見
な
さ
れ
る
よ
う
な
用
法
で
も
切
り
捨
て
る
の
で
は
な
く
、
逆
に

何
故
そ
の
よ
う
な
言
い
方
が
な
さ
れ
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
つ

な
が
る
。
こ
の
や
り
方
は
形
而
上
学
だ
け
の
こ
と
で
は
な
く
、『
ニ
コ
マ

コ
ス
倫
理
学
』
で
は
「
善
い
」
を
論
じ
る
中
で
、
そ
し
て
『
エ
ウ
デ
モ
ス

倫
理
学
』
で
は
フ
ィ
リ
ア
（philia

）
論
の
中
で
言
及
さ
れ
る
。
後
者
で

は
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。「（
フ
ィ
リ
ア
は
）
あ
る
一
つ
の
、
第

一
な
る
も
の
と
の
関
係
で
、
さ
ま
ざ
ま
に
語
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ち
ょ
う

ど
『
医
療
的
』
と
い
う
語
の
よ
う
に
。
つ
ま
り
わ
れ
わ
れ
は
、
心
も
身
体

も
器
具
も
成
果
も
総
じ
て
『
医
療
的
』
と
呼
ぶ
が
、
主
要
な
意
味
で
呼
ば

れ
る
の
は
、
こ
の
う
ち
で
『
第
一
義
的
な
も
の
』
で
あ
る（

（
（

」。
ア
リ
ス
ト

テ
レ
ス
は
フ
ィ
リ
ア
を
論
じ
る
中
で
友
情
の
構
成
要
素
を
列
挙
す
る
が
、
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そ
れ
を
も
っ
て
し
て
「
友
情
と
友
情
な
ら
ざ
る
も
の
と
の
間
に
き
ち
ん
と

境
界
線
が
引
か
れ
る
」（p.4（

）
と
ま
で
断
言
す
る
の
は
控
え
た
ほ
う
が

い
い
だ
ろ
う
。
現
実
の
事
象
で
は
境
界
線
は
「
緩
い
」
の
で
あ
っ
て
、
き
っ

ぱ
り
と
線
引
き
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
フ
ィ
リ
ア

の
説
明
、
特
に
「
徳
ゆ
え
の
フ
ィ
リ
ア
」
の
説
明
に
は
理
想
主
義
的
な
語

り
と
も
見
え
る
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
理
想
型
を
持
ち
出
し
て
も
、
そ
の
こ

と
に
よ
っ
て
そ
れ
以
外
の
も
の
を
擬
似
的
な
も
の
と
し
て
お
と
し
め
る
の

で
は
な
く
、
そ
の
理
想
型
を
手
が
か
り
と
し
て
フ
ィ
リ
ア
の
多
様
性
を
捉

え
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
点
で
は
現
実
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ

と
言
え
よ
う
。
プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ア
論
に
つ
い
て
も
、
イ
デ
ア
と
い
う
理

想
型
が
語
ら
れ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
偏
狭
な
理
想
主
義
と
み
る
必
要
は
な

い
。
こ
の
現
実
世
界
に
は
そ
も
そ
も
イ
デ
ア
を
そ
の
ま
ま
実
現
し
て
い
る

よ
う
な
も
の
は
な
い
、
と
い
う
認
識
が
前
提
と
し
て
あ
る
こ
と
を
考
え
る

な
ら
ば
、
イ
デ
ア
論
を
現
実
か
ら
遊
離
し
た
理
論
と
み
る
の
は
適
当
で
は

な
い
。

　

で
は
、
藤
野
氏
は
「
友
情
」
を
ど
の
よ
う
に
論
じ
る
の
か
。
Ｃ
．
Ｉ
．

ル
イ
ス（

4
（

の
よ
う
に
、love

を
四
つ
の
類
型
に
分
け
、
そ
の
一
つ
と
し
て

friendship

を
論
じ
る
と
い
う
や
り
方
も
あ
る
が
、
藤
野
氏
は
む
し
ろ
愛

と
友
情
と
を
区
別
す
る
。「
愛
と
の
区
別
と
い
う
の
は
友
情
論
に
と
っ
て

常
に
避
け
ら
れ
な
い
課
題
と
な
る
」（p.（5

）。
し
か
し
、「
愛
」
に
は
「
博

愛
」「
隣
人
愛
」「
恋
愛
」
…
と
さ
ま
ざ
ま
あ
り
、
そ
れ
ら
を
同
様
に
扱
う

の
は
混
乱
の
元
に
な
り
か
ね
な
い
か
ら
議
論
の
中
で
一
定
の
限
定
を
つ
け

る
の
は
妥
当
な
処
置
だ
が
、
藤
野
氏
の
や
り
方
は
か
な
り
大
胆
で
あ
る
。

ま
ず
「
博
愛
」
で
あ
る
が
、（『「
承
認
」
の
哲
学
』
を
参
照
に
す
れ
ば
）

こ
れ
はPhilanthropie

で
は
な
くBrüderlichkeit

に
対
応
す
る
も
の
の

よ
う
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
標
語
（Liberté, Égalité, Fraternité

）

の
中
の
「
友
愛
」
で
あ
る（

5
（

。
字
義
通
り
に
は
「
兄
弟
愛
」
で
あ
る
か
ら
、

必
ず
し
も
「
す
べ
て
の
人
を
分
け
隔
て
な
く
愛
す
る
」
と
い
う
こ
と
に
は

な
ら
な
い
。
フ
ラ
ン
ス
共
和
国
憲
法
で
も
言
及
さ
れ
た
他
の
二
つ
の
語
と

比
べ
て
「
友
愛
」
の
意
味
は
不
明
確
だ
が
、
い
わ
ば
「
人
類
皆
兄
弟
」
と

表
現
さ
れ
う
る
よ
う
な
理
想
を
そ
れ
に
読
み
取
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ

は
「
人
類
愛
」
と
い
う
愛
の
形
に
つ
な
が
る
。『
日
本
国
語
大
辞
典
』
で

は
「
兄
弟
・
友
人
の
間
の
親
し
み
。
ま
た
、
他
人
に
対
し
て
深
い
思
い
や

り
を
も
つ
さ
ま
。」
と
い
う
説
明
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
ア
リ
ス

ト
テ
レ
ス
の
フ
ィ
リ
ア
を
「
友
愛
」
と
訳
す
背
後
に
は
フ
ィ
リ
ア
を
「
博

愛
（
神
の
愛
）
の
方
向
に
解
釈
し
よ
う
と
す
る
傾
向
を
顕
著
に
示
す
」

（p.40
）
も
の
が
あ
る
と
藤
野
氏
は
コ
メ
ン
ト
す
る（

6
（

。

　

カ
ン
ト
は
「
愛
」
を
「
傾
向
性
と
し
て
の
愛
」
と
「
実
践
的
な
愛
」
と

に
区
別
し
、
後
者
を
義
務
概
念
に
も
つ
な
が
る
も
の
と
し
て
評
価
し
た（

7
（

。

対
し
て
藤
野
氏
は
「
博
愛
」
と
「
恋
愛
」
を
対
比
さ
せ
、
両
者
は
「
実
質
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的
に
は
正
反
対
の
心
の
働
き
で
あ
る
」
と
し
、
自
ら
の
承
認
論
の
枠
組
み

か
ら
「
恋
愛
」
の
ほ
う
を
重
要
視
す
る
。
つ
ま
り
、「
唯
一
人
の
人
だ
け

を
愛
す
る
」（p.（6

）
と
い
う
愛
を
考
え
る
。
も
っ
と
も
、「
愛
」
の
対
象

は
多
様
で
あ
り
、「
す
べ
て
の
人
」
か
「
唯
一
人
」
か
の
い
ず
れ
か
だ
け

で
な
く
、「
家
族
」「
同
胞
」「
卒
業
生
」
な
ど
様
々
な
集
団
の
間
で
「
愛
」

が
語
ら
れ
る
（「
友
情
」
と
違
っ
て
、
人
間
以
外
の
も
の
に
対
す
る
「
愛
」

も
語
ら
れ
う
る
の
で
話
は
や
や
こ
し
い
）。
ネ
ハ
マ
ス
が
「
な
ぜ
私
た
ち

は
友
を
愛
す
る
（love

）
の
か（

8
（

」
と
問
う
よ
う
に
、
友
に
向
け
ら
れ
た
「
肯

定
的
評
価
に
基
づ
く
濃
厚
な
感
情
」（p.（5

）
を
「
愛
」
と
表
現
す
る
こ

と
も
あ
り
う
る（

（
（

。
そ
う
し
た
「
愛
」
の
多
義
性
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、「
恋
」

と
い
う
語
で
論
じ
た
ほ
う
が
友
情
と
「
愛
」
と
の
区
別
の
ポ
イ
ン
ト
が
分

か
り
や
す
く
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
ら
れ
た
の
だ
が
、
そ
れ
で
は

気
が
す
ま
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。
ま
た
、「
友
情
は
、
唯
一
の

愛
と
博
愛
の
間
の
ど
こ
か
に
位
置
す
る
」（p.（0（

）
と
い
う
指
摘
は
、
愛

に
は
「
唯
一
の
愛
」（
恋
）
か
「
博
愛
」
か
と
い
う
両
極
端
の
い
ず
れ
か

し
か
な
い
か
の
よ
う
な
想
定
を
示
唆
す
る
。
読
者
は
、
こ
の
書
に
お
い
て

「
愛
」
と
言
わ
れ
て
い
る
場
合
に
は
そ
の
い
ず
れ
か
で
あ
り
、
中
間
的
な

も
の
は
考
え
ら
れ
て
い
な
い
と
割
り
切
っ
て
読
む
と
混
乱
せ
ず
に
議
論
を

追
っ
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
あ
え
て
き
わ
め
て
乱
暴
な
図
式
化

を
し
て
み
る
と
、
対
人
的
な
肯
定
的
評
価
に
基
づ
く
感
情
の
う
ち
、
一
人

だ
け
を
対
象
と
す
る
な
ら
「（
恋
）
愛
」、
万
人
を
対
象
と
す
る
な
ら
「
博

愛
」、一
人
で
も
万
人
で
も
な
い
複
数
の
人
を
対
象
と
す
る
の
が「
友
愛
」、

と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

恋
愛
タ
イ
プ
の
愛
に
つ
い
て
は「
人
を
選
ぶ
」と
い
う
点
が
強
調
さ
れ
、

「
依
怙
贔
屓
と
し
て
の
承
認
」（p.（5

）
と
も
呼
ぶ
。
確
か
に
そ
の
通
り
で

あ
ろ
う
。
た
だ
、「
依
怙
贔
屓
」
は
誰
か
を
恋
す
る
こ
と
か
ら
派
生
し
て

く
る
事
象
で
あ
っ
て
、
恋
愛
そ
の
も
の
を
説
明
す
る
も
の
で
は
な
い
。
愛

と
い
う
感
情
が
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
そ
れ
と
対
比
し
て
友
情

と
い
う
感
情
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
が
深
く
掘
り
下
げ
ら
れ
ず
、
そ
の
感

情
か
ら
成
立
す
る
「
人
間
関
係
」
の
考
察
に
力
点
が
置
か
れ
て
い
る
よ
う

に
見
え
る
（
実
際
、
第
Ⅱ
部
で
は
「
友
達
関
係
」
と
い
う
表
現
が
多
用
さ

れ
る
）。
ま
た
、「
依
怙
贔
屓
」
と
言
え
ば
、
近
年
で
は
総
理
大
臣
が
「
腹

心
の
友
人（

（1
（

」
を
依
怙
贔
屓
し
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
惑
が
世
間
を
さ

わ
が
し
て
い
る
よ
う
に
、
依
怙
贔
屓
は
恋
愛
に
限
っ
た
も
の
で
は
な
い
。

恋
愛
と
友
情
と
の
区
分
を
可
能
に
す
る
、
愛
の
内
実
に
踏
み
込
ん
だ
考
察

が
あ
っ
て
も
よ
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

　

そ
し
て
、
友
情
の
考
察
の
た
め
に
藤
野
氏
が
持
ち
出
す
の
が
ア
リ
ス
ト

テ
レ
ス
の
フ
ィ
リ
ア
論
で
あ
る
。
フ
ィ
リ
ア
の
訳
語
を
ど
う
す
る
か
は
悩

ま
し
い
と
こ
ろ
で
あ
る（

（（
（

。
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
通
俗
的
な
正
義
概
念
と
し
て

挙
げ
ら
れ
る
「
友
を
利
し
敵
を
害
す
る
」
で
の
「
友
」
は
、
敵
に
対
す
る
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「
味
方
」
く
ら
い
の
意
味
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
が
「
友
人
」
と
い
う
こ
と

で
考
え
る
親
密
な
間
柄
に
限
定
さ
れ
な
い
外
延
の
広
い
概
念
で
あ
る
こ
と

が
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
藤
野
氏
も
フ
ィ
リ
ア
が

「
友
情
」
と
い
う
（
今
日
の
）
日
本
語
と
意
味
内
容
が
ぴ
っ
た
り
と
一
致

し
な
い
ら
し
い
と
推
測
す
る
。そ
し
て
、訳
語
の
選
択
の
問
題
は「『
友
情
』

を
取
り
上
げ
る
上
で
の
根
本
姿
勢
に
関
わ
る
問
題
で
あ
る
」（p.（（

）
と

す
る
。
た
だ
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
議
論
を
追
っ
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

の
「
議
論
の
全
体
が
『
友
情
』
に
当
て
は
ま
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
」
を

確
認
す
る
が
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
「
根
本
姿
勢
」
に
つ
な
が
る
の
か
分

か
り
づ
ら
い
。「
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
思
考
は
理
想
主
義
に
流
れ
な
い
」

（p.5（

）と
い
う
点
が「
根
本
姿
勢
」と
い
う
こ
と
な
の
か
も
し
れ
な
い
が
、

そ
れ
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
ど
の
よ
う
な
ス
タ
ン
ス
で
論
じ
て
い
る
か
と

い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
フ
ィ
リ
ア
の
訳
語
に
つ
い
て
の
問
題
に
つ
な
が
る

こ
と
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
、
議
論
の
進
む
先
が
見
え
に
く
く
な
っ
て

い
る
。

　

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
フ
ィ
リ
ア
を
論
じ
る
と
き
、
そ
れ
が
つ
ね
に
誰
か

に
向
け
ら
れ
た
性
向
（hexis

）
な
い
し
感
情
（pathos

）
で
あ
る
点
か

ら（
（1
（

、
そ
の
本
質
を
知
る
た
め
に
は
「
愛
さ
れ
う
る
も
の
（philêton

）」

に
目
を
向
け
る
こ
と
が
有
用
だ
と
判
断
し
、
そ
の
分
析
の
結
果
と
し
て
三

種
類
の
フ
ィ
リ
ア
を
摘
出
す
る
こ
と
と
な
る（

（1
（

。
す
な
わ
ち
「
徳
」「
快
さ
」

「
有
用
さ
」
ゆ
え
の
フ
ィ
リ
ア
で
あ
る
。
こ
こ
で
「
徳
」
が
持
ち
出
さ
れ

る
の
に
は
現
代
の
わ
れ
わ
れ
か
ら
す
る
と
違
和
感
が
感
じ
ら
れ
て
当
然
だ

ろ
う
。
確
か
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
議
論
は
理
想
的
な
「
善
き
人
」
の
間

の
友
情
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
の
だ
が
、
徳
ゆ
え
の
フ
ィ
リ
ア
を
モ
ラ
リ

ス
ト
的
で
な
い
仕
方
で
読
み
替
え
る
こ
と
も
可
能
で
は
な
い
か
。「
徳
」

と
訳
さ
れ
るaretê

が
、近
代
に
お
け
る「
道
徳
性
」morality

よ
り
も
ず
っ

と
広
い
領
域
を
カ
バ
ー
す
る
概
念
で
あ
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、徳
と
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
徳
目
を
挙
げ
ら
れ
る
が
、ソ
ク
ラ
テ
ス
、

プ
ラ
ト
ン
の
倫
理
学
で
は
徳
の
全
一
性
─
─
「
勇
気
は
あ
る
け
れ
ど
も
節

制
は
な
い
」
と
い
う
よ
う
な
、
特
定
の
徳
だ
け
が
人
に
備
わ
る
こ
と
は
な

い
と
い
う
こ
と
─
─
─
が
強
調
さ
れ
る
が
、
そ
の
点
に
つ
い
て
ア
リ
ス
ト

テ
レ
ス
は
縛
り
が
緩
い
。
全
一
的
な
徳
で
な
く
と
も
、
何
ら
か
の
個
別
的

な
徳
が
備
わ
っ
て
い
る
が
ゆ
え
に
あ
る
人
物
を
友
と
し
て
愛
す
る
と
い
う

こ
と
、
有
用
性
や
快
楽
と
は
無
関
係
に
、
何
ら
か
の
あ
る
美
点
ゆ
え
に
あ

る
人
を
友
と
し
て
愛
す
る
と
い
う
よ
う
な
状
況
を
想
定
し
て
も（

（1
（

、
ア
リ
ス

ト
テ
レ
ス
の
規
定
か
ら
大
き
く
は
ず
れ
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
し
、
現

実
の
あ
る
一
面
を
説
明
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

本
書
第
２
章
で
は
、
友
達
の
必
要
性
を
論
じ
る
『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』

第
９
巻
第
９
章
の
議
論
の
検
討
を
通
じ
て
「
自
足
」
と
い
う
概
念
を
取
り

上
げ
、
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
第
３
章
で
「
友
達
を
必
要
と
す
る
の
は
弱
い
人
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か
」
と
論
じ
る
。
第
３
章
で
は
、「
自
足
」
か
ら
「
自
立
」、
そ
し
て
「
自

律
」
へ
と
話
が
進
ん
で
、
い
つ
の
間
に
か
話
題
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
か
ら

カ
ン
ト
へ
移
っ
て
い
く
。
本
書
で
は
扱
わ
れ
な
か
っ
た
『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫

理
学
』
第
９
巻
第
９
章
の
後
半
で
は
、「
も
う
一
人
の
自
己
」
と
い
う
言

い
回
し
が
出
て
来
る
。
い
か
に
も
理
想
主
義
的
な
友
情
論
と
い
う
こ
と
で

取
り
上
げ
な
か
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
こ
で
は
友
を
通
じ
て
自
己

を
見
る
、
と
い
う
関
係
が
語
ら
れ
て
い
る
。
テ
キ
ス
ト
解
釈
上
さ
ま
ざ
ま

な
議
論
が
為
さ
れ
て
い
る
や
っ
か
い
な
箇
所
で
は
あ
る
が
、
承
認
論
の
枠

組
み
か
ら
も
見
て
も
興
味
深
い
論
点
を
提
供
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る

だ
け
に
、
そ
こ
ま
で
議
論
を
進
め
な
い
う
ち
に
カ
ン
ト
に
話
題
を
移
さ
れ

た
の
は
残
念
で
あ
る
。

　

さ
て
、
藤
野
氏
が
論
じ
る
「
緩
い
つ
な
が
り
」
は
、
我
々
が
現
代
社
会

を
生
き
抜
く
上
で
そ
う
し
た
つ
な
が
り
に
ど
こ
ま
で
期
待
で
き
る
の
か
分

か
ら
な
い
が（

（1
（

、
現
代
を
語
る
上
で
重
要
な
視
点
を
提
供
し
て
い
る
の
は
間

違
い
な
い
。
た
だ
、
そ
の
「
緩
い
つ
な
が
り
」
を
「
友
情
」
と
い
う
言
葉

で
表
現
す
る
の
が
適
切
で
あ
っ
た
の
か
、
や
は
り
疑
問
を
感
じ
る
。
私
個

人
の
語
感
に
頼
っ
て
の
こ
と
だ
が
、
た
と
え
ば
子
供
に
「
た
く
さ
ん
友
達

を
作
り
ま
し
ょ
う
」
と
言
う
よ
う
な
場
合
に
は
、
や
や
親
し
い
知
り
合
い

と
い
う
程
度
の
「
交
友
」
を
作
り
ま
し
ょ
う
と
言
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い

と
感
じ
る
の
だ
が
、「
友
情
」
と
言
わ
れ
る
と
も
っ
と
限
定
さ
れ
た
特
別

な
関
係
が
意
味
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
る
。
つ
ま
り
、
も
っ
と
親
密
な

つ
な
が
り
、「
親
友
」「
莫
逆
の
友
」「
盟
友
」
と
い
う
言
葉
が
当
て
は
ま

る
よ
う
な
濃
密
な
関
係
を
思
い
描
く
。
実
際
、「
友
情
で
結
ば
れ
た
関
係
」

は
少
数
の
（
あ
る
い
は
唯
一
の
）
人
と
の
間
で
育
ま
れ
る
も
の
の
よ
う
に

感
じ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
を
考
え
る
と
、「
緩
い
つ
な
が
り
」
を
示
す
た

め
に
「
友
情
」
と
い
う
語
を
使
う
の
は
か
え
っ
て
混
乱
さ
せ
る
こ
と
に
な

り
、
プ
ロ
ク
ル
ス
テ
ス
的
な
強
引
さ
で
な
ん
と
か
整
合
性
を
保
っ
て
い
る

よ
う
に
見
え
な
く
も
な
い
。
結
果
的
に
、
新
し
い
酒
を
古
い
革
袋
に
盛
る

こ
と
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
四
六
判
、
二
〇
〇
頁
、
作
品
社
、
二
〇
一
八
年
四
月
発
行
、
一
八
〇
〇

円
＋
税
）

注（（
） 『
形
而
上
学
』
Γ
巻
（
第
四
巻
）
第
二
章（00（a（（-（4.

（
（
） G.E.L.O

w
en, “Logic and M

etaphysics in som
e Earlier W

orks of 
A

ristotle”, in L. D
üring and G.E.L.O

w
en, Aristotle and Plato in the M

id-
fourth C

entury （Göteborg, （（60

）.
（
（
） 『
エ
ウ
デ
モ
ス
倫
理
学
』（
荻
野
弘
之
訳
）
第
七
巻
第
一
章（（（6a（7-（0.

（
4
） C.S.

ル
イ
ス
『
四
つ
の
愛
（T

he Four Loves

）』（
佐
栁
文
男
訳
）
新
教
出
版
社
。
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ち
な
み
に
、
こ
の
訳
書
で
はfriendship

は
「
友
愛
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
。

（
5
） 『
ロ
イ
ヤ
ル
仏
和
辞
典
』『
ク
ラ
ウ
ン
仏
和
辞
典
』
に
よ
る
。

（
6
） 「
博
愛
」
に
対
応
す
る
よ
う
な
考
え
方
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
を
含
め
古
典
期
に

は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
隣
人
愛
を
訴
え
た
イ
エ
ス
の
登
場
が
決
定
的

な
転
機
で
あ
ろ
う
が
、
思
想
史
的
に
考
察
す
る
な
ら
ば
、
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
期
の
ス
ト

ア
派
も
考
慮
に
い
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

（
7
） 

カ
ン
ト
『
人
倫
の
形
而
上
学
の
基
礎
づ
け
』A

（（（.

（
8
） A

. N
eham

as, O
n Friendship （（0（6, N

ew
 Y

ork

）
第
４
章
の
副
題
。

（
（
） 「
愛
」、love, Liebe

と
違
っ
て
、「
友
情
」、friendship, Freundschaft

に
は
そ

れ
に
対
応
す
る
単
一
の
動
詞
が
な
い
（
も
っ
と
も
、N

eham
as, p.4

に
よ
れ
ば
、

Facebook

の
せ
い
でfriend

が
動
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
ら
し
い

が
）。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
フ
ィ
リ
ア
の
他
に
、philêton

（
形
容
詞
の
中
性
形
：

愛
さ
れ
う
る
も
の
）、philein

（
動
詞
：
愛
す
る
）、philêsis

（
名
詞
：
愛
す
る

こ
と
）
の
よ
う
な
語
を
駆
使
し
て
議
論
を
展
開
し
て
お
り
、
翻
訳
者
に
は
そ
の
つ

な
が
り
が
見
え
る
よ
う
な
工
夫
が
求
め
ら
れ
る
。

（
（0
） Y

ouT
ube

の
映
像
か
ら
す
る
と
、「
莫
逆
の
友
」
と
言
う
べ
き
と
こ
ろ
で
「
バ
ク

シ
ン
の
友
」と
言
っ
て
し
ま
っ
た
の
を
、報
道
の
際
に
辻
褄
を
合
わ
せ
る
べ
く「
腹

心
の
友
」
と
字
幕
を
付
け
た
の
が
発
端
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。

（
（（
） 『
新
版
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
全
集
』
で
は
、『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』
を
担
当
し
た
神

崎
繁
は
「
友
愛
」、『
エ
ウ
デ
モ
ス
倫
理
学
』
を
担
当
し
た
荻
野
浩
之
は
「
愛
」
を

主
た
る
訳
語
と
し
て
採
用
し
て
い
る
。

（
（（
） 『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』
第
８
巻
第
５
章（（57b（8-（（

で
は
「
フ
ィ
レ
ー
シ
ス
は

感
情
に
、
フ
ィ
リ
ア
は
性
向
に
似
て
い
る
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、『
弁
論
術
』
第

２
巻
第
４
章
で
は
感
情
の
一
種
と
し
て
フ
ィ
リ
ア
が
論
じ
ら
れ
る
。

（
（（
） 

こ
の
や
り
方
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
『
魂
に
つ
い
て
』
で
感
覚
を
論
じ
る
方
法

と
同
様
で
あ
る
。

（
（4
） Cf. N

eham
as, p.（5.

（
（5
） 

少
人
数
と
そ
う
し
た
つ
な
が
り
を
も
っ
て
い
る
、
と
い
う
の
で
は
実
に
心
許
な
い

の
で
、
上
野
千
鶴
子
の
い
う
「
友
人
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」（p.（6（

）
が
形
成
さ
れ

る
必
要
が
あ
る
の
だ
ろ
う
が
、
そ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
、
ど

の
よ
う
に
し
て
形
成
さ
れ
う
る
か
が
さ
ら
に
考
察
を
進
め
る
べ
き
課
題
で
あ
ろ
う
。


