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に

み

る

倫

理

思

想

三

輪

是

法

「倫
理

」

に

つ
い
て

哲
学
者
岩
崎
武
雄
氏
は
、
そ
の
著
作

『倫
理
学
』

の
中

で
独
自

の
倫

理
学
論
を
展
開
し
て
い
る
。
岩
崎
氏

の
倫
理
学

の
考
え
方
を
箇
条
書
き

　こ

に

し

て

み

る

と

次

の
よ

う

に

な

る
。

①

倫
理
学

の
解
く

べ
き
問
題

は
、

い
か
に
行

為
す

べ
き

か
と

い
う

こ
と
で
あ

り
、
ど
う

い
う
行
為
が
よ

い
行
為

か
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

②
倫

理
学

は
そ

れ
自
身

に
お
い
て
善

な
る
も
の
を
考
察

す
る

の
で
は
な
く
、
行

為

の
原
理

の
善
さ
を
追
求
す

る
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ

な
ら
ば
、
そ

れ
自
身

が

善

な
る
も

の
は
直

接
、
行
為

と
は
無
関
係
だ

か
ら

で
あ

る
。

③
行

為

の
原

理

は
命
令

と
し
て
の
意
味

(規

範
的
意
味

)
を
持
ち

う
る
。

命

令

と
し

て
の
意
味

を
持

つ
以
上
、
超
越
的
性
格

を
持

つ
。

④
超
越

的
性
格

を
持

つ
行
為

の
原
理

に
関

し

て
、

そ

の
善
さ
を
判
断

す
る

の

は
価

値
判
断

で
あ
り
、
価
値
判
断

は
存
在

の
あ
り
方

に

つ
い
て
の
判
断

で
あ

る
存
在

判
断

(経
験
的
事
実

に

つ
い
て

の
記
述
的
判
断

と
し

て
の
事

実
判
断

ば

か
り

で
な
く
、
形
而
上
学
的
存
在

に

つ
い
て
の
判
断

を
も
含

む
)

か
ら
は

導

け
な

い
。

し
た
が

っ
て
こ
の
場
合
、
価

値
判
断
と

は
道
徳
的
原

理
に

つ
い

て
の
価
値
判
断
で
あ
り
、
具
体
的
な
行
為
や
対
象
に
つ
い
て
の
価
値
判
断
で

は
な
い
。

⑤
行
為
の
原
理
は
当
為
で
あ
る
。
当
為
と
は
超
越
的
な
価
値
と
存
在
と
の
中

間
的
性
格
を
持
つ
。
す
な
わ
ち
、
道
徳
的
原
理
は
超
越
的

(す
な
わ
ち
、
存

在
か
ら
導
き
得
な
い
と
い
う
こ
と
)
で
あ
っ
て
存
在
と
対
立
し
つ
つ
、
存
在

と
無
関
係
に
成
立
す
る
も
の
で
は
な
い
。

こ
う
し
た
考
え
の
前
提
に
な
る
の
が
、
人
間

は
自
由
意
志
を
も

つ
、

す
な
わ
ち
自
ら
の
意
志
に
よ
っ
て
自
己
の
行
為
を
決
断
し
選
ぶ

こ
と
が

で
き
る
と
い
う
こ
と
で
、
岩
崎
氏
は
人
間
が
自
由

意
志
に
よ
っ
て
自
ら

の
行
為
を
選
択
し
て
い
く
こ
と
を
必
然
と
す
る
立
場
を
と
っ
て
い
る
。

換
言
す
る
な
ら
ば
、
人
間
で
あ
る
限
り
、
我
々
は
自
分
自
身
の
意
志
で

自
己
行
為
を
決
定
し
て
ゆ
か
な
け
れ
ぼ
な
ら
な

い
、
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
そ
の
際
に
必
要
と
な
る
の
が
、
倫
理
的
反
省
に
基
づ
く
行
為
の
原

理
の
価
値
判
断
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
り
我
々
は
正
し
い
行
為
と
は
何
か

を
判
別
し
て
い
く

の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
思
索
に
基
づ
き
な
が
ら
、
岩
崎
氏

は
倫
理
思
想
史
上
の
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諸
々
の
倫
理
を
、
理
想
主
義
的
倫
理
学
と
現
実
主
義
的
倫
理
学
の
二
つ

　　
　

に
分
類
し
、
そ
の
倫
理
が
不
完
全
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。

理
想
主
義
的
倫
理
学
と
は
行
為

の
原
理
と
し
て
の
道
徳
が
持

つ
超
越

的
性
格
を
強
調
し
、
そ
れ
自
身
に
お
い
て
善
な
る
も
の
を
設
定
す
る
と

い
う
も
の
で
、
し
た
が
つ
て
現
実
か
ら
超
越
す
る
こ
と
が
善
で
あ
る
と

説
く
。
例
え
ば
プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ア
論

で
あ
り
、
こ
の
立
場
は
超
越
性

を
示
す
だ
け
に
止
ま
つ
て
い
る
た
め
、
存
在
と

の
連
関
が
考
え
ら
て
お

ら
ず
、
多

く
の
場
合
が
無
内
容
で
空
虚
に
な
り
、
消
極
的
な
道
徳
規
定

に
な
る
。

つ
ま
り
、
現
実
を
超
越
し
た
上
で
、

(あ
る
い
は
現
実
を
超
越

す
る
上
で
)積
極
的
に
何
を
な
す
べ
き
か
が
示
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

一
方
、
現
実
主
義
的
倫
理
学
は
現
実
的
存
在
に
よ
っ
て
倫
理
を
基
礎

づ
け
よ
う
と
す
る
も
の
で
、
先
に
④

で
示
し
た
よ
う
に
、
存
在
判
断
か

ら
価
値
判
断

を
導

こ
う
と
す
る
立
場
で
あ
る
。
こ
の
場
合
存
在
判
断
か

ら
価
値
判
断

を
導
出
す
る
際
に
、

一
つ
の
価
値
観
を
前
提
に
し
な
け
れ

ば
な
ら
ず
、
結
局
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
倫
理
学

の
よ
う
に
、
理
性

の
よ

う
な
超
越
的

な
価
値
的
存
在
を
前
提
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。

こ
う
し
て
岩
崎
氏
は
、
こ
の
二
つ
の
倫
理
学
が
行
為

の
原
理
の
善
さ

で
は
な
く
、
そ
れ
自
身
に
お
い
て
善
な
る
も
の
を
追
求
し
て
き
た
と
こ

ろ
に
ま
ず
欠
陥
を
認
め
、
さ
ら
に
、
行
為

の
原
理
と
い
う
も
の
が
、
超

越
的
価
値
と
現
実
的
存
在
の
中
間
に
位
置
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指

摘
す
る
の
で
あ
る
。
で
は
こ
の
中
間
に
位
置
す
る
倫
理
を
考
察
す
る
倫

理
学
の
方
法
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

現
実
主
義
的
倫
理
学
と
理
想
主
義
的
倫
理
学

は
、
お
互
い
の
欠
陥
を

補
完
し
あ
う
立
場
で
あ
り
、
そ
れ
を
要
求
し
て
い
る
。
氏
は
こ
の
倫
理

思
想
史
を
踏
ま
え
て
、
倫
理
的
判
断
が
下
す
真
理
と
は
何
か
を
考
察
す

る
。
す
な
わ
ち
、
二

つ
の
倫
理
学

の
陥
穽
は
、
実

証
主
義
が
基
づ
く
実

在
と
判
断

(判
断
の
基
準
は

「説
明
の
成
功
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ

は

「経
験
」
を
通
し
て
実
在
と
結
び
つ
く
)

の

三
致

と
い
う
真
理
観
に
あ

り
、真
理
に
到
達
す
る
方
法
と
し
て
演
繹
的
方
法

し
か
見
い
だ
せ
な
い
。

つ
ま
り
、
演
繹
的
で
あ
る
以
上
、
経
験
的
判
断
を
決
定
す
る
高
次

の
判

断
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
経
験
を
通
し
て
高
次

の
判
断
を
仮
説
と
し

て
提
示
す
る
し
か
な

い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
経
験
よ
り
高
次

の
判
断

が
真
で
あ
る
か
ど
う
か
は
、
我
々
が
神
的
存
在

で
な
い
限
り
、
認
識
不

可
能
で
あ

つ
て
、
し
た
が
っ
て

「実
在
と
判
断

の

三
致
」
と

い
う
真
理

観
で
は
真

の
真
理
に
到
達
で
き
な

い
。

こ
こ
で
氏
が
述
べ
る
倫
理
学
の
方
法
と
は
、
高
次
の
判
断
に
到
達
す

る
た
め
に
は
、
幾
度
と
な
く
経
験
的
事
実
に
つ
い
て
仮
説
を
立
て
、
試

行
錯
誤
を
重
ね
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

い
う
も
の
で
、
こ
れ
を

「自
覚
の
弁
証
法
」
と
呼
ん
で
い
る
。
そ
し
て
こ
の
仮
説
の
真
偽
を
判

断
す
る
こ
と

(倫
理
的
判
断
)
は
、
行
為

の
原
理

の
善
さ
を
判
断
す
る

こ
と
で
あ
り
、
行
為
を
規
制
す
る
命
令

で
あ
る
以
上
、
判
断
基
準
は

「人
間
は
原
理
に
則
つ
た
行
為
が
可
能
か
否
か
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
う
し
て
、
様
々
な
原
理
を
、
そ
れ
を
実
践
す

る
こ
と
で
顕
現
す
る

人
間

の
本
性
に
投
げ
入
れ
て
み
る
と

い
う
方
法

に
よ

っ
て
、
我
々
は

81



日
蓮
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誤
つ
た
二

つ
の
倫
理
学
の
方
法
か
ら
脱
却
し
、
真
な
る
倫
理
を
導
き
出

せ
る
の
で
あ
る
。
岩
崎
氏
が
い
う
倫
理
と
は
人
間
が
行
為
す
べ
き
こ
と

を
決
定
す
る
た
め
の
原
理
で
あ
り
、
そ
の
原
理

の
善
さ
を
決
定
す
る
た

め
の
弁
証
法
的
思
索
が
倫
理
学
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
で
は
次
に

「仏

教
と
倫
理
」

と
い
う
関
係
を
考
え
て
み
た
い
。

二

仏
教

と
倫

理

仏
教
、
殊

に
本
稿
の
よ
う
に
日
本
仏
教
に
倫
理
を
見
る
場
合
、
注
意

し
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
こ
と
は
、
宗
教
性

の
影
響
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

日
本
仏
教

の
倫
理
は
、
ジ
ョ
ン

・
ロ
ー
ル
ズ

(
一
九
二
一
～
)
が
批
判

す
る
倫
理

の

一
つ
で
あ
る

「権
威
主
義
」
の
倫
理
に
該
当
す
る
と
い
う

こ
と
で
あ

る
ゆ

ロ
ー
ル
ズ
が
言
う

「権
威
主
義
」
と
は
、
道
徳
原
理
を

個
人
の
信
仰
あ
る
い
は
国
家
、
政
党
、
伝
統
、
教
会
と
い
っ
た
権
威
に

よ
つ
て
説
く
も
の
で
、
倫
理
が
聖
域
の
言
説
と
し
て
、
批
判

・
修
正
と

　
ヨ
　

い
つ
た
内
省
を
持
た
な

い
も
の
に
な
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、

岩
崎
氏
の

「存
在
判
断
は
価
値
判
断
を
導
き
出
せ
な
い
」
と
い
う
定
理

に
即
し
て
考
え
る
と
、
「偉
大
な
る
釈
尊

(あ
る
い
は
阿
弥
陀
仏
な
ど
の
諸

仏
諸
菩
薩
)
は
存
在
す
る
」
と
い
う
存
在
判
断
は
善
悪

の
価
値
判
断
を

導
き
出
さ
な

い
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
テ
ー
ゼ
か
ら

導
出
さ
れ
る
価
値
判
断
は
、
そ
れ
自
身
に
お
い
て
善
な
る
も
の
で
あ

つ

て
、
倫
理
的
価
値
判
断
と
は
な
り
得
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か

し
、
実
際

に
仏
教

の
依

つ
て
立

つ
立
場
は
、

「偉
大
な
る
釈
尊
は
存
在

す
る
」
と
い
う
存
在
判
断
か
ら
、
仏
教
経
典
の
神
聖
性
が
発
生
し
、
釈

尊

の
言
説
の
絶
対
性
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
ロ
ー
ル
ズ
の
言
う

「権
威
主
義
」
と
な
つ
て
し
ま
う
。
し
た
が
つ
て
、
日
本
仏
教

(禅
宗
を

除
く
)
が
説
く
倫
理
は
、
岩
崎
氏
の
言
葉
を
借
り
る
と
、
そ
の
導
出
方

法
に

つ
い
て
は
現
実
主
義
的
倫
理
学

で
あ
り
、
内
容
に
つ
い
て
は
、
超

越
し
た
存
在
を
善
と
す
る
理
想
主
義
的
倫
理
と

い
う
こ
と
に
な
り
、
完

全
な
倫
理
を
導
き
出
す
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

こ
れ
は
宗
教
全
般
に
言
え
る
こ
と
で
、
最
大
の
問
題
は
、
宗
教
の
倫
理

が

「信
仰
」
を
前
提
と
し
て
い
る
以
上
、
人
間

の
自
由
意
志
を
損
う
お

そ
れ
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

三

日
蓮

に
み
る
倫
理

で
は
、
日
蓮
の
言
説
か
ら
は
倫
理
は
導
け
る

で
あ
ろ
う
か
。
日
蓮
の

教
義
の
根
幹
は
法
華
経
で
あ
り
、
法
華
経
如
来
寿
量
品
で
顕
か
に
さ
れ

る
久
遠
実
成

の
釈
尊
で
あ
る
。
そ
し
て
実
際
に
、
法
華
経
を
解
し
て
仏

に

つ
い
て
倫
理
的
に
評
価
を
示
す
言
説
が

『智
慧
亡
国
御
書
』
に
確
認

で
き
る
。

法
華
経
の
第
一
の
巻
の
諸
法
実
相
乃
至
唯
仏
乃
能
究
尽
と
と
か
れ
て
候
は
こ

れ
な
り
。
本
末
究
寛
と
申
.
は
、
本
ト
ハ者
悪
の
ね

(根
)
善
の
根
、
末
と
申
.

は
悪
の
を
わ
り
善
の
終
リ
ぞ
か
し
。
善
悪
の
根
本
枝
葉
を
さ
と
り
極
め
た
る
を

　
　

　

仏
と
は
申
スな
り
。

日
蓮
は
法
華
経
と
い
う
存
在
判
断
を
通
し
、
善
悪

の
判
断
を
極
め
た
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者
を
仏
と
認
識
す
る
。
経
典
の
真
実
性
と
仏

の
絶
対
性
と
い
う
二
重

の

存
在
判
断

が
前
提
と
な
つ
て
、
「仏
教

(ひ
い
て
は
法
華
経

・
教
主
釈
尊
)

を
信
仰
す

る
こ
と
は
善
で
あ
る
」
と
い
う
価
値
判
断
を
導
き
出
す
。
し

た
が
つ
て
、

や
は
り
存
在
判
断
か
ら
価
値
判
断
が
導
出
さ
れ
て
お
り
、

現
実
主
義
的
倫
理
学
と
し
て
の
陥
穽
に
は
ま
つ
て
し
ま
う
。
宗
教
で
あ

る
以
上
、
存
在
判
断
か
ら
価
値
判
断
を
導
く
こ
と
は
、
言
説
が
内
在
す

る
倫
理
を
考
察
す
る
上
で
不
可
避
な
方
法
で
、
結
果
と
し
て
、

「信
仰

し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
」
と
い
う
行
動
規
範
が
最
も
前
提
と
な
つ
て
し

ま
う
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
日
蓮
に
み
る
倫
理
は
現
実
主
義
的
な
も
の

と
い
え
、
さ
ら
に
、
日
蓮

の
言
説
に
確
認
で
き
る
具
体
的
な
倫
理
も
、

自
身
が
到
達

し
た
思
想
的
高
位
か
ら
説
か
れ
る
宗
教
倫
理
で
あ
る
以
上
、

人
間
の
自
由
意
志
を
認
め
得
ず
、
本
稿
で
考
察
し
よ
う
と
す
る
倫
理
を

見
い
だ
す
こ
と
は
不
可
能
だ
と

い
え
よ
う
。

そ
こ
で
、
改
め
て
日
蓮

の
倫
理
思
想
を
考
察
す
る
に
際
し
、
信
仰
の

表
白
や
勧
奨
を
す
る
言
説
以
外
を
確
認
し
て
い
く
こ
と
に
し
、
特
に
日

蓮

の
生
涯
に
お
い
て
、
法
華
経
信
仰
以
前

の
こ
と
を
回
顧
し
た
言
説
に

着
目
し
て
考
察
す
る
こ
と
を
試
み
た
い
。

ま
ず

『妙

法
尼
御
前
御
返
事
』
に
示
さ
れ
る
文
で
あ
る
。

夫
.以
,、。ば
日
蓮
幼
少
の
時
よ
り
仏
法
を
学
し
候
し
が
念
願
す
ら
く
、
人
の
寿

い
き

命

は
無
情

也
。
、出

.
る
気

は
入
る
気
を
待

.事

な
し
。
風

の
前

の
靈
、
尚
讐

に

あ
ら
ず
。
か

し
こ
き
も
、
は
か
な
き
も
、
老
イ
た
る
も
、
若
き
も
定

め
無

き
習

ま
ず

　　
　

,
也
。
さ
れ
ば

先
臨
終

の
事

を
習
.
て
後

に
他
事
を
習
.
べ
し
と
思
.
て
、
(後

略
)

日
蓮
が
仏
教
を
習
い
始
め
た
幼
少

の
頃
に
、
人
間
の
死
と
い
う
こ
と

を
意
識
し
た
こ
と
が
明
確
に
述

べ
ら
れ
た
文
で
あ
る
。
こ
の
他
に
も
人

間

の
生
死
に
つ
い
て
、
『南
條
兵
衛
七
郎
殿
御
書
』
で
は

「抑
日
本
国

　　
　

は
い
か
な
る
教
を
習
て
か
生
死
を
離

べ
き
国
ぞ
と
勘
た
る
に
、
(後
略
)」

と
日
本
人
す
べ
て
が
生
死
を
離
れ
る
た
め
の
教

を
勘
案
し
、
『法
華
題

目
鈔
』
で
は

「女
人

の
仏
教

に
偶

へ
ど
も
、
生

死
を
は
な
れ
ず

し
て

　
　
　

(後
略
)」
と
女
性
が
仏
教
の
教
え
に
触
れ
る
き
つ
か
け
が
生
死
を
離
れ

る
た
め
と
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
日
蓮
が
生
涯
思
索
を
し
て
い
く
原
点
に
、
人
間

の
生

死
と
い
う
無
情
観
が
存
在
し
、
こ
の
こ
と
を
ま
ず
克
服
し
よ
う
と
し
た

こ
と
が
確
認
で
き
る
。
言
い
換
え
る
と
、
こ
れ
は
人
間
の
有
限
性
を
確

認
す
る
と
い
う
思
考
作
業
で
あ
り
、
人
間

の
命

の
無
常
さ
を
自
覚
す
る

こ
と
に
よ
つ
て
、
逆
に
生
命
の
尊
さ
を
知
る
こ
と
に
繋
が
つ
て
い
く
と

考
え
ら
れ
る
。

こ
れ
と
同
様
な
文
が

『報
恩
抄
』
に
見
ら
れ

る
。

天
台
大
師
の
専
ら
経
文
を
師
と
し
て
一
代
の
勝
劣
を
か
ん
が
へ
し
が
ご
と
く
、

一
切
経
を
開
き
み
る
に
、
涅
槃
経
と
申
.経
に
云
ク、
依
け法
二不
匹依
門
人
二等
云

瀧
・

日
蓮
は
修
学
期
に
お
い
て
仏
教
を
選
取
し
て
た
の
で
あ
り
、
そ
こ
に

は
、
「仏
教
」、
特
に

「涅
槃
経
」
と
い
う
存
在
判
断
を
媒
介
と
し
て
し

ま
つ
て
は
い
る
が
、
日
蓮
が
純
粋
に

「依
法
不
依
人
」
と
い
う
言
葉
を

倫
理
と
し
て
受
け
止
め
、
実
践
し
て
い
つ
た
こ
と

が
確
認
で
き
る
。
こ
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日
蓮

に
み
る
倫
理
思
想

(三

輪

)

れ
は
確
か
に
現
実
主
義
的
倫
理
学
の
方
法
で
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
が
、

試
行
錯
誤

の
出
発
点
で
あ
り
、
次
第
に
真
理

へ
と
向
か
つ
て
い
く
弁
証

法
的
な
展
開

の
発
端
と
も
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の

「依

法
不
依
人
」
と
い
う
言
葉
か
ら
導
き
出
せ
る
原
理
は
、
や
は
り
人
間

の

限
界
性

・
有
限
性
で
あ
っ
て
、
上
位
概
念
の
法
に
従
う
こ
と
が
人
間
に

と
つ
て
必
修

で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
と
理
解

で
き
る
の
で
あ
る
。

四

小
結

日
蓮

の
倫
理
を
、
宗
教
倫
理
か
ら
切
り
離
し
て
考
察
し
て
み
た
。
そ

の
際
に
言
え
る
こ
と
は
、
日
蓮
が
示
す
行
為

の
原
理
は

「生
命
を
尊
ば

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
、
こ
の
こ
と
を
自
覚
し
て
い
く

弁
証
法
的
思
索

の
中
に
、
信
仰

へ
と
到
達
す
る
宗
教
倫
理
が
成
立
し
て

い
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
や
が
て
永
遠
な
る
生
命
を
持

つ
釈
尊
を
本

尊
と
す
る
こ
と
で
、
更
に
人
間
の
有
限
性
を
説
く
に
至
り
、
高
次
の
真

理
性

へ
と
向

か
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
生
命
に
関
す
る
倫
理
は
、
我
々

人
間
に
と
っ
て
至
極
当
然

の
倫
理
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
基
底

に
し
な
い

限
り
、
現
在
倫
理
を
語
る
と
き
に
問
題
と
な
る
、
「功
利
主
義
」
か

「義

務
主
義
」
か
と
い
う
選
択
に

つ
い
て
考
察
で
き
な

い
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
仏
教
、
特
に
日
本
仏
教
か
ら
導
出
可
能
な
倫
理
は
そ
の
根
本
に
、

人
間

の
生
命
や
能
力
の
限
界
を
自
覚
す
る
と
い
う
内
省
が
あ
り
、
そ
れ

に
基
づ
い
て
、
自
然
界
の
中
の
人
間
、
宇
宙
の
中

の
人
間
の
位
置
付
け

を
謙
虚
に
為

し
得
る
と
思
わ
れ
る
。

1

『
岩
崎
武

雄
著
作
集
』
第

六
巻
所
収

『
倫
理
学
』

「第

一
章

倫

理
学

の

対
象
」
、

二
四
三
～
二
七
〇
頁
。

2

右
同
書
、

「3

従
来

の
倫
理
学

の
型

と
そ

の
誤
り
」
二
六

七
～
二
七
〇

頁
。

3

ロ
ー
ル
ズ
が
従
来

の
倫

理
を
批
判

す
る
際

に
用

い
る
タ
ー

ム
は

「権
威

主
義
」
と

「実
証
主
義
」

で
あ
る
。

「権
威
主
義
」

は
文
中

で
述

べ
た
と

お

り

で
あ

り
、
他
方

「実
証
主

義
」
は
倫
理
規
範

は

一
定

の
情
動

の
表
現

に

す
ぎ
ず
、

そ
れ

は
実
証
的

に
解
明
さ
れ
る
が
、

「権
威

主
義
」

と
異
な
り
、

規
範
を
説

得
や
プ

ロ
パ
ガ

ン
ダ
と

い
っ
た
技
術

で
鋳
造

や
変

形
す
る

こ
と

と

し
て

い
る
。

(川
本
隆
史
著

『
現
代

思
想

の
冒
険
者

た
ち
23

ロ
ー

ル
ズ
』

講
談
社
、
五

二
頁
。
)
あ
え
て
、
岩
崎
氏
が
示
す
誤

っ
た
倫

理
学
に
対
応
さ

せ

る
な

ら
ば
前
者

が
理
想
主

義
的
倫

理
学

で
、
後
者

が
現
実
主
義

的
倫
理

学
と
な

る
で
あ
ろ
う
。

4

『昭
和
定
本

日
蓮

聖
人
遺
文
』
(以
下

『
昭
和
定

本
』
と
略
す
)

一

一
三
〇

頁
。

5

『昭
和
定
本

』

一
五
三
五
頁
。

6

『昭
和
定
本

』
三
二
三
頁
。

7

『昭
和
定
本

』
四
〇
〇
頁
。

8

『昭
和
定
本

』

一
三
九
四
頁

〈
キ
ー

ワ
ー
ド
〉

日
蓮
、
倫
理
、
人
間

の
有

限
性
、
生
命

(身
延
山
大
学
専
任
講
師
)
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