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森
秀
樹
｜
立
教
大
学
教
授

牛
建
科
｜
中
華
日
本
哲
学
会
副
会
長

【
森
秀
樹
】　

早
速
フ
ロ
ア
の
み
な
さ
ん
の
ご
質
問
を
お
聴
き
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

【
劉
岳
兵
（
南
開
大
学
副
教
授
）】　

南
開
大
学
の
劉
岳
兵
と
申
し
ま
す
。
私
は
主
に
日
本
の
近
代
儒
学
を
研
究
し
て
お
り
ま
す
が
、
末

木
先
生
は
仏
教
を
近
代
思
想
史
か
ら
分
析
さ
れ
て
い
て
、
と
て
も
有
意
義
で
あ
る
と
感
じ
ま
し
た
。

最
近
私
は
近
代
日
本
の
超
国
家
主
義
の
文
献
を
読
ん
で
お
り
ま
す
が
、
そ
の
な
か
に
小
沼
正
と
井
上
日
召
に
関
す
る
も
の
が

あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
文
献
（「
暗
殺
・
殺
人
は
是
非
も
な
い
方
便
で
あ
る
」
等
）
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
超
国
家
主
義
の
思
想
は
、

―

た
ぶ
ん
仏
教
に
は
関
係
な
い
と
思
い
ま
す
が―

、
先
生
の
ご
研
究
に
ど
の
よ
う
な
影
響
が
あ
る
の
か
、
う
か
が
わ
せ
て
い

た
だ
き
た
い
の
で
す
が
。

【
末
木
文
美
士
】　

仏
教
は
、
一
見
す
る
と
社
会
を
超
越
す
る
こ
と
を
求
め
る
宗
教
で
あ
る
か
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
が
ち
で
す
が
、
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先
ほ
ど
の
張
志
強
先
生
の
ご
発
表
に
も
あ
っ
た
よ
う
に
、
中
国
で
も
近
代
の
革
命
家
た
ち
が
実
は
仏
教
思
想
に
基
づ
い
て
革
命
の

運
動
を
起
こ
し
て
い
る
よ
う
に
、
あ
る
場
合
に
は
、
仏
教
が
政
治
的
な
活
動
と
き
わ
め
て
密
接
に
関
わ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

日
本
の
超
国
家
主
義
は
、
一
見
す
る
と
や
は
り
仏
教
と
は
関
係
が
な
い
よ
う
に
見
え
ま
す
が
、
実
は
超
国
家
主
義
者
の
な
か
に

は
、
今
お
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
な
仏
教
信
仰
を
持
っ
て
い
る
人
が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
特
に
日
蓮
主
義
は
、
も
と
も
と
き
わ
め
て

政
治
的
な
側
面
を
持
っ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
近
代
に
な
っ
て
か
ら
も
政
治
と
の
結
び
つ
き
が
大
き
か
っ
た
た
め
に
、
超
国
家
主

義
者
の
な
か
に
は
日
蓮
信
仰
を
持
っ
て
い
る
人
が
多
く
い
ま
し
た
。
ま
た
、
そ
れ
以
外
に
も
禅
を
実
践
し
て
い
た
超
国
家
主
義
者

も
い
ま
す
。
私
は
、
超
国
家
主
義
の
よ
う
な
政
治
的
な
思
想
は
、
必
ず
し
も
政
治
思
想
だ
け
で
自
立
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
っ

た
の
で
は
な
い
か
、
し
た
が
っ
て
、
そ
の
政
治
的
に
不
十
分
な
面
を
補
う
た
め
に
何
ら
か
の
宗
教
的
要
素
が
求
め
ら
れ
、
そ
れ
が

仏
教
に
求
め
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
仏
教
は
常
に
平
和
主
義
で
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
あ
る

場
合
に
は
政
治
的
な
活
動
と
も
結
び
つ
き
や
す
い
面
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
、
特
に
日
本
の
近
代
史
を
考
え
る
う
え
で
重

要
で
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

【
賀
雷
】　

私
も
末
木
先
生
の
ご
発
表
に
興
味
が
あ
り
ま
す
。
疑
問
と
い
う
よ
り
も
、
私
が
詳
し
く
わ
か
ら
な
い
と
こ
ろ
を
先
生

に
教
え
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

先
生
の
日
本
語
の
文
は
読
ん
で
い
な
い
の
で
す
が
、
中
国
語
に
翻
訳
さ
れ
た
御
論
を
拝
読
し
ま
し
た
。
そ
の
な
か
で
、「
科
学

主
義
」
と
い
う
言
葉
に
関
し
て
、
カ
ン
ト
は
無
意
味
で
あ
る
か
ら
非
科
学
を
無
視
し
た
の
で
あ
る
、
と
先
生
は
考
え
て
お
ら
れ
る

よ
う
で
す
が
、
私
は
そ
う
で
は
な
い
よ
う
に
思
う
の
で
す
。
カ
ン
ト
は
非
科
学
を
無
視
し
た
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
を
自
分
の
考

え
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
も
の
だ
と
考
え
て
「
非
科
学
」
と
言
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
て
い
ま
す
。

ま
た
、
御
論
の
後
半
で
は
仏
教
の
「
無
記
」
と
い
う
表
現
も
出
て
き
て
、
目
的
を
解
決
で
き
な
く
て
無
意
味
だ
と
い
う
こ
と
を
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「
無
記
」
と
書
か
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
「
無
記
」
は
科
学
主
義
と
は
関
係
が
な
い

の
で
は
な
い
か
と
私
は
考
え
て
い
ま
す
。
カ
ン
ト
は
、
科
学
に
よ
っ
て
解
決
で
き
な

い
こ
と
を
無
意
味
だ
と
考
え
て
い
た
の
で
は
な
く
、
カ
ン
ト
な
り
の
「
意
味
」
を
考

え
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
私
は
思
っ
て
い
る
の
で
す
が
。

【
末
木
】　

説
明
を
簡
略
に
書
き
ま
し
た
の
で
、
私
の
文
章
に
不
十
分
な
と
こ
ろ
が

あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
カ
ン
ト
の
場
合
に
は
お
っ
し
ゃ
る
と
お
り
、『
純
粋
理
性
批

判
』
の
な
か
で
は
、
そ
れ
が
解
決
が
つ
か
な
い
問
題
と
さ
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
後

の
『
実
践
理
性
批
判
』
の
な
か
で
そ
の
よ
う
な
宗
教
や
倫
理
の
問
題
が
大
き
く
取
り

上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
た
だ
、
後
の
哲
学
の
発
展
を
見
ま
す
と
、
カ
ン
ト
の
『
純
粋

理
性
批
判
』
の
延
長
の
う
え
に
、
近
代
・
現
代
哲
学
は
形
成
さ
れ
て
き
て
い
る
よ
う

に
考
え
ら
れ
ま
す
。
た
と
え
ば
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
も
そ
の
一
つ
で
す
。
カ
ン
ト
に

お
い
て
は
確
か
に
第
一
批
判
（『
純
粋
理
性
批
判
』）
が
す
べ
て
で
は
な
く
、
宗
教
や

道
徳
の
問
題
も
大
事
だ
っ
た
は
ず
で
す
か
ら
、
そ
れ
ら
は
そ
の
後
の
展
開
の
な
か
で

忘
れ
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

ま
た
、「
無
記
」
の
問
題
で
す
が
、
そ
れ
が
直
ち
に
科
学
の
問
題
と
結
び
つ
く
わ

け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
ブ
ッ
ダ
は
、
議
論
し
て
も
解
決
が
つ
か
な
い
問
題
を
「
無

記
」
と
呼
ん
だ
わ
け
で
、
死
後
の
問
題―

特
に
ブ
ッ
ダ
の
死
後
の
問
題―

は
、

そ
の
よ
う
に
議
論
し
て
も
無
駄
な
問
題
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
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【
魚
川
祐
司
（
Ｃ
Ｏ
Ｅ
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
）】　

朱
先
生
に
質
問
い
た
し
ま
す
。
道
家
、
あ
る
い
は
荘
子
の
哲
学
に
つ
い
て
、
レ
ジ
ュ

メ
で
は
「
そ
れ
は
鮮
明
に
唯
物
論
と
無
神
論
の
色
合
い
を
持
っ
て
い
る
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
て
、
無
神
論
と
い
う
の
は
わ
か
る

の
で
す
が
、
唯
物
論
と
な
る
と
よ
く
わ
か
ら
な
い
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。

先
生
の
議
論
で
は
、
道
と
い
う
も
の
は
、
天
人
合
一
、一
な
る
も
の
で
あ
り
、
先
生
や
方
東
美
先
生
の
ご
解
釈
に
よ
る
と
そ
れ

は
生
命
そ
の
も
の
、
生
命
の
道
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
気
が
さ
ま
ざ
ま
に
変
化
し
た
形
と
し
て
あ
る
の
だ
か
ら
、

そ
れ
が
唯
物
論
だ
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
の
で
す
が
、
御
論
の
最
後
の
、
た
と
え
ば
「
超
越
を
追
求
す
る
」
な
ど

と
い
う
言
い
方
で
は
、
荘
子
の
実
践
と
し
て
、
た
と
え
ば
坐
亡
や
心
斎
と
し
て
、
自
ら
の
身
体
の
存
在
、
肉
体
的
な
生
命
の
存

在
を
忘
れ
去
っ
て
自
然
に
完
全
に
融
合
す
る
、
生
命
を
超
越
し
て
本
来
的
な
命
そ
の
も
の
の
源
に
合
一
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
安
心

立
命
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
、
と
い
う
話
に
な
っ
て
く
る
と
思
い
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
そ
の
道
そ
の
も
の
と
い
う
の
は
、

『
易
経
』
の
有
名
な
「
形
而
上
者
謂
之
道 
形
而
下
者
謂
之
器
（
形
而
上
な
る
も
の
こ
れ
を
道
と
い
い
、
形
而
下
な
る
も
の
こ
れ
を

器
と
い
う
）」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
よ
う
に
、
一
つ
一
つ
の
個
々
の
器
の
存
在
を
包
含
し
て
い
る
よ
う
な
生
命
そ
の
も
の
で
あ
る

わ
け
で
す
。
そ
れ
を
も
の

0

0

と
い
う
よ
う
に
言
っ
て
し
ま
う
唯
物
論
と
い
う
の
は
ど
う
な
の
で
し
ょ
う
か
。
も
の

0

0

を
超
え
て
し
ま
う

と
こ
ろ
に
生
命
そ
の
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
す
か
。

【
朱
暁
鵬
】　

こ
れ
は
本
当
に
意
味
深
い
質
問
だ
と
思
い
ま
す
。
道
家
の
生
死
観
に
は
、
確
か
に
唯
物
論
の
傾
向
が
あ
る
と
思
い

ま
す
。
道
家
の
考
え
に
よ
る
と
、
生
命
と
い
う
の
は
自
然
の
プ
ロ
セ
ス
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
荘
子
に
な
る
と
、
老
子
で
は

あ
ま
り
強
調
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
そ
う
い
う
よ
う
な
考
え
が
、
ま
す
ま
す
明
ら
か
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
荘
子
の
考
え
に
よ
る
と
、

生
命
は
気
の
集
合
と
気
の
離
散
に
よ
っ
て
、
な
っ
て
い
る
。
気
が
集
ま
っ
た
ら
生
で
、
気
が
散
っ
た
ら
死
ぬ
と
い
う
意
味
あ
い
が

あ
り
ま
す
。
気
は
物
質
的
な
存
在
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
今
の
よ
う
な
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
道
家
の
考
え
で
は
生
命
は
物
質
性
が
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あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
く
る
と
思
い
ま
す
。

よ
っ
て
、
生
命
に
物
質
性
が
あ
る
と
い
う
私
の
考
え
方
は
、
生
命
は
神
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
と
か
、
あ
る
神
秘
的
な
原
因
が

あ
っ
て
作
ら
れ
た
と
か
、
あ
る
い
は
命
は
心
が
主
宰
し
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
無
神
論
的
見
方
と
は
違
う
と
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
、

生
命
は
自
然
の
プ
ロ
セ
ス
な
の
で
、
唯
物
論
の
色
彩
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
の
で
す
。
ま
た
、
道
家
の
思
想
家
の

考
え
で
は
、
人
間
だ
け
で
は
な
く
、
他
の
生
物
、
た
と
え
ば
動
物
や
植
物
な
ど
の
生
命
も
、
気
の
集
合
と
離
散
に
よ
っ
て
生
と
死

と
い
う
も
の
が
で
き
て
い
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
器
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
で
す
が
、
器
と
い
う
も
の
も
気
の
集
散
と
し
て
考
え
ら
れ
ま
す
。
た
と
え
ば
気
が
集
ま
っ

て
異
な
っ
た
形
に
な
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
具
体
的
な
も
の

0

0

で
あ
っ
た
り
、
植
物
で
あ
っ
た
り
し
ま
す
が
、
そ
う

い
っ
た
も
の
を
す
べ
て
気
の
集
散
と
し
て
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
も
器
の
一
つ
だ
と
い
う
よ
う
に
見
え
る
の
で
す
。
器
と

い
う
言
葉
を
使
う
と
、
人
間
を
も
の

0

0

に
喩
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
人
間
と
い
う
器
は
た
だ
の
物
質
の

器
で
は
な
く
、
精
神
も
入
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
普
通
の
器
と
は
違
う
と
思
い
ま
す
。

【
魚
川
】　

も
う
一
つ
、
道
家
の
死
生
観
が
実
践
哲
学
と
し
て
具
体
的
な
効
果
を
も
つ
た
め
の
手
段
に
つ
い
て
お
訊
き
し
た
い
と

思
い
ま
す
。
先
生
は
論
文
中
で
、「
道
家
は
道
の
本
体
を
生
命
で
あ
る
と
理
解
し
、
宇
宙
の
本
質
を
普
遍
的
な
生
命
の
存
在
と
そ

の
プ
ロ
セ
ス
と
見
な
し
た
」
と
述
べ
、
そ
の
よ
う
な
「
道
」
と
精
神
的
に
一
体
に
な
る
こ
と
で
、「
個
体
の
生
命
は
、
無
限
性
を

も
つ
総
体
的
生
命
の
な
か
で
永
続
と
超
越
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
論
文
の
結
論
部
で
は
、
こ
う
し
た

認
識
は
「
知
性
的
」
な
も
の
と
さ
れ
、
そ
れ
は
「
現
代
人
に
も
理
知
的
に
生
と
死
の
本
質
を
認
識
さ
せ
て
く
れ
る
」
と
言
わ
れ
て

い
ま
す
。
し
か
し
実
際
に
は
、
単
に
知
識
と
し
て
道
家
の
死
生
観
を
知
る
だ
け
で
は
生
死
を
乗
り
越
え
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、

道
を
生
命
そ
の
も
の
で
あ
る
と
実
感
す
る
た
め
の
手
段
も
必
要
と
さ
れ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
な
ら
ば
や
は
り
、
こ
う
し
た
境
地
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は
、
論
文
中
に
触
れ
ら
れ
て
い
る
「
坐
忘
」
や
「
心
斎
」
と
い
っ
た
、
身
体
的
な
一
種
の
行
を
実
修
す
る
こ
と
で
、
は
じ
め
て
得

ら
れ
る
も
の
な
の
で
し
ょ
う
か
。
あ
る
い
は
、
知
的
な
理
解
の
み
に
よ
っ
て
も
、
そ
こ
に
到
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
し
ょ
う

か
。【

朱
】　

私
は
確
か
に
、
道
家
の
死
生
観
に
対
す
る
認
識
は
理
知
的
で
、
人
生
に
対
す
る
豊
富
な
知
恵
を
含
ん
で
お
り
、
そ
の
た

め
、
必
ず
や
現
代
人
が
理
性
的
か
つ
冷
静
に
生
と
死
の
本
質
を
認
識
す
る
こ
と
の
助
け
に
な
る
と
申
し
上
げ
ま
し
た
。
な
ぜ
な
ら
、

哲
学
は
そ
の
本
質
に
お
い
て
生
命
哲
学
で
あ
り
、
ま
た
死
亡
哲
学
で
も
あ
る
か
ら
で
す
。
そ
れ
は
生
死
に
対
す
る
探
求
を
そ
の
基

本
的
な
使
命
と
し
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
西
洋
で
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
以
来
、
多
く
の
哲
人
が
生
死
問
題
の
哲
学
に
対
す
る
重
要

な
意
義
を
強
調
し
、
と
り
わ
け
死
と
哲
学
の
関
係
を
強
く
肯
定
し
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、
プ
ラ
ト
ン
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
、

ヤ
ス
パ
ー
ス
な
ど
が
そ
う
で
す
。
彼
ら
は
、
哲
学
は
死
の
練
習
で
あ
り
、
あ
る
い
は
死
の
解
毒
剤
で
あ
る
と
考
え
ま
し
た
。
ま
た

死
と
い
う
要
素
は
哲
学
に
生
の
意
義
を
よ
り
よ
く
考
え
さ
せ
、
死
の
恐
怖
を
突
き
抜
け
さ
せ
る
と
考
え
ま
し
た
。
道
家
の
哲
学
も

明
ら
か
に
こ
の
よ
う
な
死
生
哲
学
と
し
て
の
特
質
を
持
っ
て
お
り
、
そ
れ
は
ま
た
、
中
国
伝
統
哲
学
に
お
け
る
生
死
の
知
恵
を
典

型
的
に
表
し
て
も
い
ま
す
。
し
か
し
ま
た
同
時
に
、
そ
れ
は
生
死
に
関
す
る
理
知
的
な
知
恵
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
そ
れ
以
上

に
一
種
の
実
践
哲
学
で
あ
り
、
実
際
の
生
活
の
な
か
で
ひ
と
び
と
が
生
死
の
問
題
を
克
服
す
る
の
を
助
け
る
こ
と
が
で
き
る
、
そ

し
て
そ
う
あ
る
べ
き
だ
と
も
、
私
は
考
え
て
い
ま
す
。

生
死
に
関
す
る
道
家
の
知
恵
の
実
践
性
は
二
つ
の
面
か
ら
体
現
さ
れ
ま
す
。
一
つ
目
は
個
人
的
実
践
で
す
。
た
と
え
ば
論
文
中

に
述
べ
た
荘
子
の
「
坐
亡
」、「
心
齋
」
等
の
身
体
的
実
践
を
通
し
て
、
死
に
対
す
る
恐
れ
を
解
消
し
、
死
に
対
す
る
感
情
的
苦
痛

を
振
り
払
い
、
命
を
惜
し
み
死
を
恐
れ
る
と
い
う
誤
っ
た
傾
向
を
除
き
、
平
然
と
死
の
到
来
を
受
け
入
れ
、「
生
を
喜
ば
ず
、
死

を
恐
れ
ず
」
の
境
地
に
到
る
、
と
い
う
も
の
で
す
。
二
つ
目
は
全
人
類
的
な
も
の
で
す
。
こ
の
よ
う
な
実
践
は
、
現
実
生
活
に
お
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い
て
生
に
執
着
し
つ
つ
、
ま
た
死
を
超
越
す
る
こ
と
を
ひ
と
び
と
に
求
め
ま
す
。
特
に
地
震
や
戦
争
と
い
っ
た
、
巨
大
な
自
然
災

害
や
社
会
的
災
害
に
直
面
し
た
と
き
、
一
つ
の
民
族
、
も
し
く
は
集
団
は
強
い
精
神
に
よ
っ
て
生
命
を
守
り
、
人
間
を
本
位
と
し
、

あ
き
ら
め
る
こ
と
な
く
、
生
命
を
最
高
の
価
値
と
す
る
根
本
的
信
念
に
固
執
し
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。
ま
た
そ
れ
と
同
時
に
、

不
可
避
的
な
死
に
直
面
し
て
も
、
恐
れ
ず
、
恨
ま
ず
、
あ
わ
て
ず
、
死
亡
や
一
時
的
、
個
人
的
な
得
失
と
い
っ
た
考
え
を
超
越
し
、

平
然
と
そ
れ
に
向
か
い
合
い
、
対
応
し
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、
道
家
が
生
死
の
問
題
に
対
し
て
な
し
た
こ
の
よ
う
な

深
く
理
性
的
な
認
識
は
、
道
家
の
先
哲
が
一
生
を
か
け
た
真
実
の
生
命
的
実
践
に
よ
っ
て
後
世
に
残
し
た
、
貴
重
な
る
「
安
心
立

命
」
の
道
な
の
で
す
。

【
李
萍
（
中
国
人
民
大
学
教
授
）】　

張
志
強
先
生
の
発
表
を
う
か
が
い
、
大
変
啓
発
さ
れ
ま
し
た
。
一
つ
質
問
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

先
生
の
論
文
は
主
に
、
清
末
の
「
志
士
」
の
死
生
観
か
ら
始
ま
っ
て
、
そ
こ
か
ら
引
き
出
さ
れ
た
道
徳
観
念
、
革
命
の
理
想
を

論
じ
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
し
か
し
、
先
生
の
ご
論
文
を
拝
読
し
て
、「
革
命
」
こ
そ
「
志
士
」
た
ち
の
キ
ー
ワ
ー
ド
、
主
題

だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
し
た
。
近
代
中
国
に
お
い
て
、「
革
命
」
は
そ
の
対
象
を
変
化
さ
せ
た
。「
革
命
」
の
正
当
性

を
論
証
す
る
た
め
、「
道
徳
」
を
持
ち
出
し
た
が
、
こ
の
「
道
徳
」
に
も
「
私
徳
」
か
ら
「
公
徳
」
へ
と
い
う
転
換
が
起
こ
っ
た
。

し
た
が
っ
て
生
死
の
価
値
、
お
よ
び
献
身
の
対
象
に
も
変
化
が
生
じ
た
。
そ
れ
ま
で
の
献
身
の
対
象
は
宗
族
、
私
人
で
あ
っ
た
が
、

そ
の
後
は
国
家
、
民
族
へ
と
変
化
し
た
、
と
こ
の
よ
う
な
文
脈
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
の
で
す
が
、
い
か
が
で
し
ょ
う
か
？
「
革

命
」
と
い
う
目
的
の
た
め
に
、「
道
徳
」
の
正
当
性
を
論
証
し
、「
道
徳
」
の
正
当
性
が
あ
っ
て
、
は
じ
め
て
個
人
の
生
死
、
革
命

の
「
志
士
」
の
生
死
に
、
一
つ
の
価
値
的
評
価
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
た
、
こ
の
よ
う
な
理
解
で
よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
か
？

【
張
志
強
】　

李
先
生
の
ご
理
解
は
正
し
い
と
思
い
ま
す
が
、
私
の
論
文
に
は
こ
れ
よ
り
も
っ
と
広
い
構
想
が
あ
り
ま
す
。
道
徳
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を
論
じ
る
た
め
に
生
死
の
問
題
を
述
べ
る
だ
け
で
は
な
く
、
こ
の
論
文
を
通
し
て
、
近
代
の
個
体
性
か
ら
ど
う
い
う
ふ
う
に
社
会

を
構
築
し
た
の
か
を
論
じ
よ
う
と
い
う
の
が
、
私
の
ね
ら
い
で
す
。

【
玉
村
恭
（
Ｃ
Ｏ
Ｅ
リ
サ
ー
チ
・
ア
シ
ス
タ
ン
ト
）】　

中
国
思
想
史
を
「
創
造
的
な
誤
解
」
の
反
復
と
捉
え
る
張
先
生
の
論
は
、
思
想
史
を

考
え
る
と
い
う
こ
と
の
本
質
に
触
れ
る
興
味
深
い
も
の
で
し
た
が
、
二
点
お
う
か
が
い
し
た
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

一
つ
は
、
思
想
史
に
お
い
て
、「
誤
解
」
は
い
つ
の
世
に
も
常
に
起
こ
っ
て
い
ま
し
た
し
、
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
い
か
ほ
ど
か

「
創
造
的
」
で
し
た
が
、
そ
の
場
合
、「
誤
解
」
と
は
何
に
対
す
る
「
誤
り
」
で
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
ま
た
「
創
造
的
」
で
あ
る

か
ど
う
か
を
、
誰
が
ど
の
よ
う
な
資
格
に
お
い
て
判
定
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。

も
う
一
点
は
、
王
国
維
は
「
美
術
」
の
意
義
を
個
の
「
悲
劇
的
な
本
質
」
を
際
立
た
せ
、
そ
れ
を
緩
和
す
る
こ
と
に
見
て
い
た

よ
う
で
す
が
、
そ
れ
に
と
ど
ま
る
の
で
し
ょ
う
か
。「
人
生
の
真
相
を
示
す
こ
と
」
と
「
解
脱
が
達
成
で
き
な
い
こ
と
を
示
す
こ

と
」
と
は
直
ち
に
は
つ
な
が
ら
な
い
よ
う
に
私
に
は
思
わ
れ
ま
す
が
、
両
者
の
関
係
は
ど
う
な
っ
て
い
る
と
お
考
え
で
す
か
。
ま

た
、
そ
も
そ
も
そ
こ
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
「
文
芸
」
や
「
美
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
ご
意

見
も
お
聞
か
せ
願
い
た
い
と
思
い
ま
す
。
死
生
観
の
将
来
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、
美
や
芸
術
の
問
題
は
決
し
て
無
視
で
き
な
い

も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
す
が
、
い
か
が
お
考
え
で
し
ょ
う
か
。

【
張
】　

あ
る
い
は
翻
訳
の
問
題
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
私
が
論
文
中
で
「
創
造
的
な
誤
解
」
を
特
別
強
調
し
た
と
い
う
こ
と
は

な
か
っ
た
か
と
思
い
ま
す
。
こ
の
問
題
は
、
お
そ
ら
く
思
想
史
の
解
釈
に
関
わ
る
重
要
問
題
で
は
あ
る
で
し
ょ
う
が
、
私
は
む
し

ろ
、
思
想
史
の
進
展
は
主
に
時
代
の
課
題
の
挑
戦
に
直
面
し
て
、
そ
れ
に
回
答
を
与
え
て
い
く
過
程
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
い

わ
ゆ
る
「
創
造
性
」
と
は
、
そ
の
時
代
の
課
題
に
深
く
応
答
す
る
思
考
を
指
す
は
ず
で
あ
る
と
主
張
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
し
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て
、
こ
れ
ら
の
思
考
が
後
の
思
想
史
発
展
の
主
題
と
な
れ
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
は
、
あ
る
い
は
最
も
重
要
な
問
題
で
は
な
い

の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う
な
意
味
か
ら
言
え
ば
、
思
想
史
に
お
い
て
埋
も
れ
て
し
ま
っ
た
思
想
や
思
想
家
を
あ
ら
た
め
て

解
釈
す
る
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
を
思
想
史
の
必
然
的
ロ
ジ
ッ
ク
の
背
後
に
あ
る
前
提
へ
と
よ
り
深
く
導
き
、
そ
こ
か
ら
、
思
想
史

が
ま
さ
に
そ
の
よ
う
で
あ
っ
て
、
そ
の
他
の
状
況
で
は
な
い
こ
と
の
条
件
を
創
造
的
に
明
ら
か
に
さ
せ
、
さ
ら
に
新
た
な
歴
史
展

開
の
可
能
性
の
た
め
に
、
よ
り
豊
富
な
思
想
空
間
を
切
り
開
い
て
く
れ
る
で
し
ょ
う
。

美
と
文
芸
の
人
生
に
対
す
る
意
義
、
特
に
人
生
の
根
本
で
あ
る
生
死
の
問
題
に
対
す
る
意
義
は
、
現
代
的
精
神
と
い
う
背
景
の

も
と
、
ま
す
ま
す
そ
の
重
要
性
を
示
す
こ
と
で
し
ょ
う
。
現
代
性
の
精
神
的
実
質
と
は
、
ほ
か
で
も
な
く
、
人
生
問
題
の
根
本
的

に
解
決
不
可
能
な
虚
無
性
を
示
す
こ
と
に
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
虚
無
性
に
直
面
し
た
と
き
、
美
あ
る
い
は
文
芸
は
、
個
人
の

生
存
風
格
の
特
徴
と
存
在
感
を
強
調
す
る
方
法
と
し
て
非
常
に
重
要
な
も
の
と
な
り
ま
す
。
王
国
維
の
思
想
史
的
意
義
は
、
ま
さ

に
、『
紅
楼
夢
評
論
』
と
い
う
著
作
を
通
し
て
、
こ
の
よ
う
な
虚
無
的
な
現
代
性
の
精
神
世
界
と
そ
の
克
服
方
法
を
わ
れ
わ
れ
に

は
っ
き
り
と
示
し
た
こ
と
に
あ
り
ま
す
。
私
が
王
国
維
を
重
視
し
て
い
る
の
は
、
生
死
の
問
題
を
通
し
て
現
れ
た
現
代
性
の
精
神

的
本
質
に
対
し
て
、
彼
が
な
し
た
精
神
面
で
の
反
応
に
着
目
し
て
の
こ
と
で
す
。
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
精
神
面
で
の
反
応
が
、
の

ち
に
生
死
の
問
題
を
通
し
て
現
れ
た
道
徳
観
念
の
前
提
を
構
成
し
、
ま
た
そ
こ
か
ら
進
ん
で
、
革
命
の
道
徳
的
意
義
と
審
美
的
意

義
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
の
で
す
。

【
鈴
木
健
太
（
Ｃ
Ｏ
Ｅ
特
任
研
究
員
）】　

末
木
先
生
の
ご
指
摘
通
り
、
現
在
は
、「
千
の
風
に
な
っ
て
」
の
流
行
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、

従
来
の
死
者
観
に
満
足
で
き
ず
、
新
し
い
死
者
観
を
模
索
す
る
動
き
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
ま
た
、
先
生
は
、
死
者
に
つ

い
て
考
え
る
上
で
、
仏
教
の
思
想
を
見
直
し
た
ら
良
い
の
で
は
と
い
う
提
言
も
な
さ
れ
ま
し
た
。

し
か
し
、
実
際
に
仏
教
の
思
想
を
見
直
し
た
時
に
「
千
の
風
に
な
っ
て
」
が
拒
絶
す
る
墓
重
視
の
思
想
が
し
ば
し
ば
現
れ
て
く
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る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
た
と
え
ば
、
先
生
が
取
り
上
げ
た
『
法
華
経
』
の
見
宝
塔
品
は
、
釈
尊
が
墓
に
入
っ
た
宝
塔
如
来
、
つ

ま
り
死
者
と
一
体
化
し
て
力
を
得
る
と
い
う
物
語
で
あ
る
と
捉
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
仏
教
を
見
直
す
こ
と
に
よ
っ
て
出
て
く
る
結
論
は
、
墓
重
視
を
乗
り
越
え
て
「
千
の
風
に
な
っ
て
」

の
気
持
ち
を
支
え
る
理
論
を
提
供
す
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
墓
の
意
義
を
説
く
も
の
と
な
る
可
能
性
も
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ

ま
す
。
そ
の
場
合
、
墓
の
意
義
を
仏
教
教
義
に
基
づ
い
て
再
度
主
張
す
べ
き
な
の
か
、
あ
る
い
は
、
そ
う
い
う
思
想
を
乗
り
越
え

て
墓
に
と
ら
わ
れ
な
い
理
論
構
築
を
目
指
す
の
か
、
ど
の
よ
う
に
お
考
え
で
し
ょ
う
か
。

【
末
木
】　

私
の
論
文
の
な
か
で
、
死
者
の
問
題
は
思
想
・
哲
学
的
な
レ
ベ
ル
で
取
り
上
げ
た
の
に
対
し
て
、
墓
や
葬
儀
の
問
題

は
歴
史
的
・
現
象
的
な
レ
ベ
ル
で
取
り
上
げ
て
い
て
、
そ
の
点
、
一
貫
し
て
い
な
か
っ
た
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
魂
と
身
体
の
二

元
論
の
立
場
か
ら
見
る
と
、
死
は
そ
の
二
つ
が
分
離
す
る
こ
と
と
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
実
際
に
は
そ
の
よ
う
な
二
元
論
は
成
り
立

ち
ま
せ
ん
。
死
者
の
問
題
は
死
体
の
問
題
と
切
り
離
す
こ
と
が
で
き
ず
、
死
体
の
処
理
が
難
し
か
っ
た
時
代
、
死
者
へ
の
畏
れ
は

多
分
に
死
体
へ
の
畏
怖
に
由
来
し
て
い
ま
し
た
。
死
体
は
放
置
す
れ
ば
、
腐
り
、
悪
臭
に
満
ち
、
う
じ
が
湧
き
、
そ
れ
自
体
が
ひ

と
び
と
の
生
活
を
脅
か
す
も
の
と
な
り
ま
す
。
仏
教
で
言
え
ば
、
不
浄
観
が
発
展
し
た
の
は
そ
の
た
め
で
す
。
日
本
神
話
で
言
え

ば
、
イ
ザ
ナ
ギ
が
死
ん
だ
イ
ザ
ナ
ミ
を
黄
泉
に
尋
ね
た
と
き
、
イ
ザ
ナ
ギ
は
死
体
と
し
て
の
イ
ザ
ナ
ミ
を
畏
れ
て
逃
げ
出
し
ま
す
。

今
日
、
死
体
の
処
理
の
技
術
が
進
み
、
死
体
は
火
葬
に
よ
っ
て
浄
化
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
、
死
体
へ
の
畏
れ
は
少
な
く
な
っ

て
い
ま
す
。
死
者
と
の
関
わ
り
は
必
ず
し
も
死
体
へ
の
畏
れ
を
含
ま
な
く
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
可
能
性
と
し
て
は
二
つ
の
方
向

を
持
つ
と
思
い
ま
す
。
一
つ
は
、
死
体
抜
き
の
死
者
の
イ
メ
ー
ジ
で
、
そ
こ
か
ら
死
体
を
納
め
る
墓
も
ま
た
意
味
が
弱
ま
っ
て
い

き
ま
す
。「
千
の
風
に
な
っ
て
」
は
そ
の
方
向
で
す
。
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
な
く
て
も
、
今
日
の
日
本
で
は
死
者
が
「
天
国
」
に
い

る
、
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
か
な
り
一
般
化
し
て
い
ま
す
。
な
ぜ
「
極
楽
」
で
な
く
て
「
天
国
」
な
の
か
。
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
結
婚
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式
の
と
き
に
花
嫁
の
イ
メ
ー
ジ
が
純
白
の
ド
レ
ス
に
よ
っ
て
穢
れ
な
き
存
在
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
の
と
同
じ
で
、「
天
国
」
に
は

「
極
楽
」
が
歴
史
的
に
担
っ
て
き
た
暗
さ
が
消
え
て
い
ま
す
。

も
う
一
つ
の
可
能
性
と
し
て
は
、
死
体
が
浄
化
さ
れ
た
も
の
と
し
て
の
遺
骨
や
遺
灰
を
死
者
の
シ
ン
ボ
ル
と
見
る
方
向
が
考
え

ら
れ
ま
す
。
そ
も
そ
も
仏
教
で
の
舎
利
崇
拝
は
こ
の
よ
う
な
方
向
を
早
く
か
ら
進
め
た
も
の
で
す
。
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
小
説
『
世
界

の
中
心
で
、
愛
を
さ
け
ぶ
』
に
は
、
お
じ
い
さ
ん
が
昔
の
恋
人
の
墓
を
暴
い
て
、
遺
骨
を
取
っ
て
く
る
と
い
う
話
が
出
て
き
ま
す
。

愛
す
る
人
の
遺
骨
の
一
部
を
ペ
ン
ダ
ン
ト
な
ど
に
し
て
身
に
付
け
る
と
い
う
こ
と
も
実
際
に
か
な
り
行
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と

で
す
。

で
す
か
ら
、
死
者
へ
の
向
か
い
方
、
墓
や
葬
儀
の
あ
り
方
は
時
代
に
よ
っ
て
変
わ
る
も
の
で
、
そ
れ
を
直
ち
に
ど
れ
が
よ
い
と

か
、
悪
い
と
か
は
言
え
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
ど
ん
な
に
き
れ
い
に
処
理
さ
れ
よ
う
と
も
、
死
者
は
死
体
と
無
関
係
で
は
あ
り
え
な

い
も
の
で
、
宝
塔
如
来
の
も
つ
死
者
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
も
そ
こ
に
由
来
す
る
の
で
し
ょ
う
。
そ
の
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
と
い

う
こ
と
は
言
え
る
と
思
い
ま
す
。
生
者
の
身
体
の
問
題
と
、
死
者
の
死
体
の
問
題
と
を
考
え
合
わ
せ
て
み
る
必
要
が
あ
る
で
し
ょ

う
。


