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今
日
の
日
本
で
は
道
徳
が
混
沌
と
し
た

状
況
に
あ
る
。
何
を
信
じ
る
か
、
何
に
価

値
を
置
く
か
が
定
ま
り
に
く
い
。
あ
え
て

言
え
ば
、
最
も
普
及
し
て
い
る
道
徳
観
・

価
値
観
は
、「
良
い
就
職
」
な
い
し
「
高

い
年
収
」
だ
ろ
う
。
私
も
含
め
て
多
く
の

人
々
は
、
人
生
の
前
半
期
に
は
、
漠
然
と

こ
れ
ら
を
め
ざ
し
て
競
争
し
（
受
験
競

争
・
出
世
競
争
）、
そ
し
て
人
生
の
後
半

期
に
は
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
人
を
評
価
し
が

ち
で
あ
る
。
小
学
校
か
ら
大
学
ま
で
の
、

と
き
に
は
塾
や
予
備
校
も
含
む
、
長
き
に

わ
た
る
教
育
が
、ひ
と
え
に「
職
の
た
め
」

「
金
の
た
め
」
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
に
役

立
た
な
い
知
識
を
テ
ス
ト
や
宿
題
を
通
じ

て
無
理
に
学
ば
さ
れ
る
こ
と
は
、
単
な
る

苦
行
で
し
か
な
い
。「
自
分
は
何
の
た
め

に
勉
強
し
て
き
た
の
だ
ろ
う
」
と
い
う
疑

問
を
感
じ
る
の
も
当
然
で
あ
る
。

　

現
代
日
本
に
は
、
こ
の
よ
う
な
広
い
意

味
で
の
「
拝
金
主
義
」
の
過
熱
を
制
御
で

き
る
ほ
ど
に
強
力
な
道
徳
観
は
、
残
念
な

が
ら
大
学
の
中
に
さ
え
僅
か
し
か
残
存
し

な
い
よ
う
に
思
う
。
経
済
学
部
の
教
員
の

一
人
と
し
て
、
私
は
自
分
の
無
力
さ
を
痛

感
す
る
。
リ
ー
マ
ン
・
シ
ョ
ッ
ク
の
よ
う

な
資
本
主
義
の
暴
走
を
引
き
起
こ
し
た
の

も
ま
た
、
道
徳
な
き
経
済
至
上
主
義
だ
っ

た
。
け
っ
し
て
容
易
な
こ
と
で
は
な
い

が
、
私
は
健
全
な
市
場
経
済
の
発
展
の
た

め
に
、
道
徳
と
経
済
の
結
び
つ
き
を
回
復

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
信
じ
て
い
る
。

　

渋
沢
栄
一
（
一
八
四
〇-

一
九
三
一
）

の
『
論
語
と
算
盤
』（
一
九
一
六
）
は
、

そ
の
タ
イ
ト
ル
が
示
す
通
り
、
ま
さ
に
道

徳
と
経
済
（
富
）
の
両
立
を
論
じ
た
も
の

で
あ
る
。
渋
沢
は
近
代
日
本
の
実
業
界
・

財
界
の
リ
ー
ダ
ー
の
一
人
で
あ
り
、
わ
が

国
の
銀
行
制
度
の
整
備
に
尽
力
し
た
ほ

か
、
四
〇
〇
を
超
え
る
会
社
の
設
立
に
関

わ
り
、
近
代
的
会
社
制
度
の
発
展
に
も
大

貢
献
し
た
。
そ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
彼
は

「
日
本
資
本
主
義
の
父
」
と
言
わ
れ
る
こ

と
も
あ
る
。
実
際
、
明
治
以
降
の
わ
が
国

の
近
代
史
を
学
べ
ば
、
彼
の
名
が
あ
ち
ら

こ
ち
ら
に
登
場
す
る
こ
と
に
気
付
く
だ
ろ

う
。

　

わ
が
国
で
は
武
士
道
的
価
値
観
の
影
響

も
あ
り
、
金
銭
は
卑
し
い
も
の
で
あ
る
と

い
う
考
え
が
根
強
か
っ
た
。
し
か
し
そ
れ

は
偏
っ
た
考
え
で
あ
り
、
金
銭
自
体
は
悪

で
も
善
で
も
な
い
。
そ
れ
が
悪
に
な
る
か

善
に
な
る
か
は
、
そ
の
持
ち
主
の
行
動
次

第
で
あ
る
。
こ
こ
で
言
う
行
動
と
は
、
①

そ
の
貨
幣
を
ど
ん
な
方
法
で
手
に
入
れ
た

か
、
②
そ
の
貨
幣
を
何
に
使
う
か
、
の
２

つ
で
あ
り
、
こ
の
２
種
類
の
行
動
の
中
に

そ
の
人
の
貨
幣
的
「
人
格
」
が
如
実
に
表

れ
て
く
る
。
金
銭
を
醜
い
も
の
に
し
た
り

美
し
い
も
の
に
し
た
り
す
る
の
は
、
こ
の

①
②
に
よ
っ
て
顕
示
さ
れ
る
人
間
の
行
動

な
の
で
あ
る
。
今
な
お
金
銭
が
卑
し
い
も

の
と
見
ら
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は

金
銭
所
有
者
の
行
動
が
卑
し
い
も
の
と
見

ら
れ
て
い
る
か
ら
だ
。

　

渋
沢
の
『
論
語
と
算
盤
』
は
、
道
徳
と

富
の
両
立
の
た
め
に
、
以
上
の
よ
う
な
金

銭
所
有
者
の
責
任
を
強
調
し
て
い
る
。
現

代
日
本
は
世
界
屈
指
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
を
誇
っ
て

い
る
が
、
そ
の
膨
大
な
所
得
を
生
み
だ
し

た
り
消
費
し
た
り
す
る
中
で
、
一
体
ど
れ

ほ
ど
の
人
々
が
憎
み
あ
い
、
苦
し
み
、
そ

し
て
「
負
け
組
」
と
呼
ば
れ
て
蔑
ま
れ
、

合
法
的
に
抑
圧
さ
れ
て
き
た
こ
と
だ
ろ

う
。
わ
が
国
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
は
数
字
の
上
で
は

尊
敬
に
値
す
る
が
、
前
述
の
①
②
の
観
点

か
ら
見
て
尊
敬
に
値
す
る
か
否
か
は
、
は

な
は
だ
疑
問
で
あ
る
よ
う
に
思
う
。
経
済

を
倫
理
的
に
尊
敬
し
な
い
者
が
、
は
た
し

て
経
済
学
を
尊
敬
で
き
る
の
か
。
倫
理
的

に
は
醜
い
学
問
で
も
、「
職
の
た
め
」「
金

の
た
め
」
に
は
役
立
つ
の
で
我
慢
し
て
学

ぼ
う
と
い
う
姿
勢
で
は
、
あ
ま
り
に
も
悲

し
い
。 
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