
〈
特
集
「
東

西
に

お
け
る
善
と
悪
」
３
〉

東
西
に
お
け
る
善
と
悪
―
―
コ
メ
ン
ト

「
西

洋
思

想
」

五
十

嵐
氏

は
、
西
洋
思
想
の
主
流
が
「
善
的
一
元

論
」
に
あ
る
と
指
摘

さ
れ
、

「
キ
リ
ス
ト
教

を
含
め
て
西
洋
思

想

の
主
流
は
善
悪
対
立
の
二
元
論

よ
り
も
、

根
源

も
し
く

は
究
極
と
し
て
の
善
を
た
て
、
そ

の
欠
如
態
も
し
く

は
陰
影

の

ご
と
き
形
態
と
し
て
の
悪

を
認

め
て
き
た
に
近
い
」
と

い

わ

れ

る
。
「
善

の

イ

デ
ア
」
あ
る
い
は
「
純
粋
な
光
の
一

者
」
に
よ
っ
て
悪

は
善
へ
と
解
消

さ

れ
て
い
く
。
こ
う
し
た
「
善
的
一
元
論
」

に
対

し
て
、
氏

は
「
人
間

の
、
特

に
人
間
個
人
の
善
悪
や
能
力
や
可
能
性

を
そ

れ
ほ
ど
楽
天
的

に
信
じ
て
も
よ

い
も
の
か
」
と

い
う
疑
問
を
投
げ
か
け

、
善
悪

を
そ

の
対
立
に
お
い
て
再
検

討

す
る
必
要

が
あ

る
、
と

い

う
。
と

く

に
、
今
日

、
「
組
織
的
悪

は
全
員
で

灰
色
高
官

を
や
れ
ば
恐
く
な
い
」
と
い
う
傾
向

が
見
ら
れ

る
た
め
に
、
悪

の

意
識
が
問
題
に
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
、
と
氏

は
い
わ

ん
と

す
る
。
氏
の

行
　

安
　
　
　

茂

指
摘

は
注
目
に
価

す
る
が
、
一
歩
進

ん
で
考

え
る
と
き
、
善
悪

を
ど
う
理
解

す
べ
き
か
、
両
者

の
関
係

は
ど
う
考
え
ら
れ
る
べ
き
か
が
問

わ
れ
て
よ
い
で

あ

ろ
う
。

善
と
悪
と
の
関
係

は
以
下

の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う

か
。
善
は
悪
の
意
識

が
徹
底
す
る
方
向
に
お
い
て
必
然
的
に
よ
び
起
こ
さ
れ

る
も

の
で
あ
る
。
善

は
、
悪

の
中
に
可
能
性
と

し
て
潜
在
し
、
悪

の
意
識
が

よ
り
強
く
な
る
に
応

じ
て
明
ら
か
に
な
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
両
者
は

平
行
線
を
た
ど
る
の
で

は
な
く
、
表
裏
一
体
と
し
て
考
え
ら
れ

る
べ
き
も
の

で
あ
ろ
う
。
次

に
考
え
て
よ
い
こ
と
は
、
善
と
悪
と
は
固
定
し
た
も
の
で
あ

ろ
う
か
、
両
者

は
全
く
無
関
係
な
も
の
と
し
て
見

ら
れ

る
だ
ろ
う
か
、
と

い

う
問
題
で
あ

る
。
も
し
そ
う
考

え
ら
れ

る
と
す
れ
ば
、
普
通
の
、
い
わ
ゆ

る

「
悪
い
人
」

は
ど
の
よ
う
に
し
て
「
善
人
」

に
変
わ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。

わ
れ
わ
れ

は
「
悪
人
」
の
心

の
中

に
「
善
人
」

の
可
能
性
が
宿
る
も
の
と

し

悪と善るけおに西東
ｑ
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て
両
者

の
関
係
を
見
る
の
が
妥
当
と

は
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。

善
と
悪
と
が
固
定
し
た
も
の
で
は
な
い
と
い
う
見
解
は
、
デ
ュ
ー
イ
の
道

徳
論
・
宗
教
論

に
も
見

い
出
さ
れ
る
。
か
れ
に
よ
れ
ば
、
善
は
悪

に
、
悪

は

善

に
変
化
す

る
も
の
と
し
て
見
ら
れ
る
。
な
ぜ
こ
う
い
う
こ
と
が
い
え

る
か

と
い
え
ば
、
人
間
は
絶
え
ず
進
歩
し
、
成
長
す
る
も
の
と
し
て
見

ら
れ
る
か

ら
で
あ

る
。
善
悪

は
、
こ
う
し

た
自
己
実
現
の
過
程

に
お
い
て
は
一
時
的

な

経
験
で

あ
る
に
す
ぎ

な
い
。
そ

れ
ら

は
、
次

の
成
長
へ

の
一
つ
の
力
と

し
て

意
味

を
も
つ
。
こ
う
し
た
考
え
方

は
、
善
悪

を
固
定
的

に
考
え
る
の
で

も
な

け

れ
ば
、
こ
れ
ら
を
永
久
に
相
対
立
す

る
も

の
と
考
え

る
の
で
も
な
い
。
善

悪

は
常

に
流
動

的
に
見

ら
れ
る
の
で
あ

る
が
、
こ

の
場
合
、
見
逃
し
て
は
な

ら
な
い
こ
と
は
、
全
体
と
し
て

の
人
間
形
成

の
視
点

が
善
悪
論

の
前
提
に
あ

る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

「
イ

ン

ド

仏
教

思

想

に
お

け

る

善

と

悪

」

次

に
、
坂
部
氏
に
よ
れ
ば
「
悪
と

は
絶
対
善

に
相
対

す
る
も
の
」
と
し
て

位
置
づ
け
ら

れ
、
「
仏
教

に
お
い
て
は
、
世

俗
か
ら
超
世

俗
に
共
通

す

る
慈

悲

の
行
為

が
善

で
あ

り
、
ま
た
、
そ

の
反
対
が
悪
で
あ
る
」

と
い
わ
れ
る
。

そ
し

て
「
仏
教

で
は
、
世
俗
的
生
き
様
か
ら
超
世

俗
的
な
生
き
様
に
移
行
す

る
こ
と

を
め
ざ
す
」
と

い
わ
れ

る
。

で

は
、
こ
う
し
た
「
移
行
」

は
ど

の
よ
う
に
し
て
な
さ
れ
る
の
で
あ

ろ
う

か
。
そ
れ
は
「
戒
」
、
「
定
」
、
「
慧
」

の
三
学
を
実
践
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
可

能

で
あ
る
。
問
題
は
、
悪

の
生
活
か
ら
解
脱
す

る
こ
と

の
で
き
な
い
人
間
に

お
い
て

は
「
三
学
」
は
ど
の
よ
う
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
悪

の
循
環

か
ら
自
由
に
な
ろ
う
と
し
て
も
、
で
き
な
い
人

間

は
い

か

に
し

て

「
世

俗
」

か
ら

「
超
世
俗
」

に
移
行

す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ

の
問
題

に
対
し
て
坂
部
氏

は
ど
う
考
え
て
お
ら
れ
る
の
で
あ

ろ
う
か
。

仏
教

の
善
悪
論

に
お
い
て
考
え
る
べ
き
点

の
一
つ
は
悪

が
い
か
に
し
て
善

に
変

わ
る
か
と

い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
で
あ
る
。
人
間
は
、
大
部

分

、
悪
人

で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ

う
だ
と
す
れ
ば
、
か
れ
ら
が
い
か
に

す
れ
ば
善

人
に
立

ち
帰
る
こ
と
が
で
き
る
か
が
問
題
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
坂
部
氏
の
発
表

は
、
こ
う
し
た
問
題

に
答
え
て
は
い
る
よ
う
に
み
え

る
け
れ
ど
も
、
善
と
悪
と
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
関
係
（
弁
証
法
的
関
係
と
い

わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
）

の
考
察
が
や
や
弱

い
よ
う
に
み
え
る
。
そ
れ

は
、

善
と
悪
と
が
相
互
発
展
的
関
係
に
お
い
て
考

え
ら
れ
て
い
な
い
た
め
で

は
な

い
か
、
と
察
せ
ら
れ
る
。
も
し
悪
の
中

に
善

の
可
能
性
を
見

い
出
す
方
向
が

積
極
的
に
示

さ
れ

た

な
ら

ば
、
「
世
俗
」
か
ら
「
超
世
俗
」
へ
の
移
行
が
一

層

よ
く
理
解
さ
れ
る
の
で

は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

明
治
の
思
想
家
・
綱
島
梁
川
は
デ
ュ
ー
イ
か
ら
影
響
を
受
け
た
人
で
あ
る

が
、
そ

の
梁
川
も
善
悪
を
相
互
発
展
的
関
係
に
お
い
て
以
下

の
よ
う
に
い
う
。

「
善

は
悪

に
反
対
せ
ん
が
為

に
来

た
ら
ず
し
て
、
む
し
ろ
悪
の
成
ぜ
ん
と
欲

し
て
ま
だ
成
じ
得
ざ
る
根
本

理
想

を

ｆｕ
ｌｆｉ
ｌ
せ
ん
が
為
来
た
る
に
は
あ
ら
ざ

る
か
、
悪

は
善

に
打
ち
勝
た
れ
ん
が
為

に
存
し
、
善
は
悪

を
全
う
せ
ん
が
為

に
存
す

る
に
は
あ
ら
ざ
る
か
。」（
『
梁
川
全
集
』
第
四
巻
）
こ
れ
は
、
今

ま

で
私

が
コ
メ
ン
ト
し
て
き
た
考
え
方
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
。
要
す
る
に
、
悪

は
善
を



実
現
す
る
力
を
秘
め
て
お
り
、
善
（
理
想
）

は
こ

の
力

を
引
き
出
す
も

の
と

し
て
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

「

日

本

思

想

」

最

後

に

、

佐

藤

氏

の

「

日

本

思

想

」

に

つ

い

て

の

発

表

に

つ

い

て

コ

メ

ン

ト

さ

せ

て

も

ら

う

。

私

は

日

本

思

想

に

つ

い

て

は

門

外

漢

で

あ

り

、

コ

メ

ン

ト

す

る

資

格

は

な

い

け

れ

ど

も

、

氏

の

発

表

の

中

に

、
「
正

義

論

」

の

観

点

か

ら

見

て

注

目

さ

れ

る

部

分

が

あ

る

。

レ

ジ

ュ

メ

の

中

で

氏

は

「
『
悪

』

を

、

『
言

向

け

和

平

』

す

、

つ

ま

り

力

と

知

と

言

葉

に

よ

っ

て

整

序

す

る

と

こ

ろ

に

『
善

』

が

成

就

せ

ら

れ

る

と

い

っ

て

い

い

で

あ

ろ

う

」

と

述

べ

て

お

ら

れ

る

。

善

は

そ

れ

自

体

で

意

味

を

も

つ

の

で

は

な

く

て

、

そ

れ

を

可

能

に

す

る

も

う

一

つ

の

原

理

（
正

義

の

原

理

）

に

よ

っ

て

規

制

さ

れ

る

も

の

で

あ

る

。

即

ち

、

善

は

、

正

義

の

原

理

に

よ

っ

て

悪

が

規

制

さ

れ

、

秩

序

づ

け

ら

れ

る

と

こ

ろ

に

成

立

す

る

。

佐

藤

氏

が

こ

の

よ

う

に

考

え

ら

れ

た

か

ど

う

か

は

十

分

わ

か

ら

な

い

け

れ

ど

も

、

レ

ジ

ュ

メ

か

ら

以

上

の

よ

う

に

読

み

と

れ

る

。

私

が

こ

の

よ

う

に

コ

メ

ン

ト

す

る

の

は

、

す

で

に

お

気

づ

き

の

人

も

あ

る

と

思
わ
れ
る
が
、
Ｊ
・
ロ
ー
ル
ズ
の
『
正
義
論
』
を
念
頭
に
お
い
て
い
る
の
で

あ
る
。
口
ー
ル
ズ
の
’
ｏ
ｒ
ｉ
ｇ
ｉ
ｎ
ａ
ｌ
　
ｐ
ｏ
ｓ
ｉ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
’
と
、
『
古
事
記
』
の
理
想
と
す

る

国

と

は

、

東

西

文

化

の

基

本

的

な

相

違

と

い

う

こ

と

か

ら

、

と

う

て

い

対

比

す

る

こ

と

は

で

き

な

い

か

も

し

れ

な

い

が

、

正

義

が

善

に

優

先

す

る

根

本

原

理

で

あ

る

こ

と

に

注

目

し

た

と

い

う

点

に

お

い

て

、

類

似

し

た

発

想

が

あ

る

よ

う

に

み

え

る

。

勿

論

、

正

義

の

内

容

は

、

東

西

に

お

い

て

違

う

で

あ

ろ

う
こ
と
は
い
う
ま
で

も
な
い
。

佐
藤
氏
は
「
『
善
』
は
、
望
ま
し
い
、
好

ま
し

い
、

有
益

な

と

い
っ
た
意

味
合
い
を
持
つ
名
辞
で
あ
る
。
正
義
あ
る
い
は
有
徳

の
意
味
合
い
は
薄
い
」

と

い
わ
れ

、
善
悪

を
正
義
と
の
対
比

に
お
い
て
考
え
よ

う
と
す
る
。
こ
の
点

は
、
善
悪
論
を
考
え

る
と
き
、
大
切
な
点
で
あ

ろ
う
。
氏
が
あ
げ
ら
れ
て
い

る
引

用
文

か
ら
察
す
る
と
、
神
話
に
登
場
す

る
神

々
は
正
義

の
神
々
で

あ
っ

た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
神

々
は
善
悪

の
二
面
を
も
た
ら
す
が
、
こ

れ
は

正
義
に
よ
る
秩

序
づ
け
の
た
め
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。

以

上
、
三
氏
の
発

表
の
中

か
ら
私
が
と
く

に
関
心
を
も
っ
た
部
分

を
中
心

に
、
極
め
て
不
正
確

な
が
ら

コ
メ
ン
ト
さ
せ
て

も
ら

っ
た
が
、
討
論

に
お
い

て
問
題
と
な

っ
た
点
を
若
干
と
り
あ
げ
さ
せ
て
も
ら

っ
て
お
き
た
い
。

ま
ず
、
五
十
嵐
氏

は
病
気

を
例
に
あ
げ
、
健
康
と
病
気
は
四
つ
の
体
液
の

混
り
具
合
に
よ

っ
て
き
ま
る
、
と
述
べ
ら
れ
、
イ
ス
ラ

ム
に
も
同
じ
考
え
方

が
あ
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
た
。
氏
は
善
悪

を
実
体
と
し
て
対

立
的
に
見

る
の

で
は
な
く
て
、
そ
れ
ら
を
一
つ

の
連
続
的
過
程

に
お
い
て
見

よ
う
と
す

る
。

こ
の
考
え

方
は
私

の
そ
れ
と
同
一
で

あ
る
。

次
に
、
坂
部
氏
は
「
イ
ン
ド
仏
教
思
想
」
を
で
き
る
だ
け
正
確

に
解
説
し

よ
う
と
す
る
意

図
か
ら
「
絶
対
善
」
を
中
心
に
補
説
さ
れ
た
が
、
氏
自
身
が

善
悪

を
ど
の
よ
う
に
受
け
と

め
て
お
ら

れ
る
の
か
、
こ
の
点
を
積
極
的

に
打

ち
出

さ
れ

た
な
ら
ば

、
討
論
に
お
い
て
も
っ
と
問
題
点
が
明

ら
か
と

な
り
、

討

論
が
盛
り
上
っ
た

の
で

は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
私
自
身
と
し
て
も
、

悪と善るけおに西東１９

″



も
し
時
間
が
あ
れ
ば
、
「
発
菩
提
心
」

の
重
要
性

や
「
無
常
感
」

に
つ

い
て

さ
ら
に
討
論
さ
せ
て

も
ら
え

れ
ば
と
思

っ
て
い
た
と
こ
ろ
で

あ
っ
た
が
、
残

念
で
あ

っ
た
。

最
後

に
、
佐
藤
氏
は
、
日
本
思
想
史

に
お
い
て
善
悪

を
問

題
に
す

る
こ
と

が
む
ず

か
し

い
の
は
、
そ
れ
ら

が
知
識

の
形

と
し
て
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ

自
明

の
も
の
と
し
て
生
き
て
い

る
か
ら
で
あ

る
、
と
い
わ
れ
る
。
そ

れ
は
人

間

が
呼

吸
の
中
で
生
き
て
い

な
が
ら

、
こ
れ

を
知
的
に
論
ず
る
こ
と

が
困
難

で
あ

る
の
と
似
て

い
る
。
こ

れ
は
日
本
思
想
史

の
研

究
方
法

の
困
難
を
指
摘

し
た
も

の
と
し
て
、
と
く

に
善
悪
論

の
困
難

な
点
を
指
摘
し
た
も
の
と
し
て

注
目

さ
れ
る
。
わ
れ
わ
れ

は
、
こ

の
際
、
善
と

は
何
か
、
そ
れ
は
ど
う
定
義

さ
れ

る
の
か
、
こ
う
い

っ
た
問
題
を
改

め
て
考
え
て
み
る
必
要

が
あ
る
。
今

回
の
発
表
で

は
こ
う
し
た
問
題

は
と
り
あ
げ
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
ム
ア
以
後

の
英
米
倫
理
学
の
動

向
を
考
え

る
と
き
、
善
悪
は
言
葉

に
よ
っ
て

ど
の
よ
う

に
表
現

さ
れ

る
か
、
そ
れ
は
何
を
意
味
す
る
か
、
さ
ら
に
善

は
正
と

ど
の
よ

う
な
関
係

に
あ

る
か
、
と
い

っ
た
問
題
を
検
討

す
る
必
要

が
あ
っ
た
で

あ
ろ

う
。以
上

、
三
氏

の
発
表
内
容
お
よ
び
討
論
の
問
題
点
に
つ
い
て
十
分

コ
メ
ン

ト
を
す

る
こ
と

は
で
き

な
か

っ
た
ば

か
り
か
、
大
変
失
礼

な
こ
と
を
申

し
あ

げ
て

い
る
点

も
多
い
と
思
わ
れ

る
が

、
こ

の
点
、
門
外

漢
の
コ

メ
ン
ト
と
し

て

お
許
し
い
た
だ
き

た
い
。

（
ゆ
き
や
す
・
し
げ

る
、
倫
理
学
、
岡
山
大
学
教
授
）
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