
鈴

木
正

三

に
お
け
る

「経

済
倫

理
」

に

つ
い
て

笠

井

哲

一

は
じ
め
に

経
済
倫
理
と
は
、
経
済
生
活
に
お
け
る
倫
理
的

・
心
理
的
な
規
制
を

い
う
。
具
体
的
項
目
と
し
て
は
、
勤
勉
、
節
約
、
正
直
、
社
会
奉
仕
な

ど
で
示
さ
れ
、
生
産

・
労
働
倫
理
や

「職
業
倫
理
」、
さ
ら
に
は
、
企

業
の
指
針

を
提
示
す
る

「経
営
倫
理
」
な
ど
で
表
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の

経
済
倫
理
に
よ
っ
て
、
と
も
す
る
と
利
潤

の
み
追
求
し
が
ち
な
経
済
行

為
が
正
さ
れ
、
経
済
の
合
理
的
発
展
に
道
筋
と
方
向
性
が
示
さ
れ
、
新

し
い
文
化
が
創
造
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

経
済
倫
理
の
影
響
に
よ

っ
て
、
新
た
な
経
済

の
あ
り
方
が
生
み
出
さ

れ
る
こ
と
も
あ
る
。
仏
教
の
経
済
倫
理
が
、
禁
欲
や
勤
勉
を
説
き
、
社

会
的
施
与

の
重
要
性
を
示
し
、
自
利
利
他
の
商
い
の
あ
り
方
を
育
て
、

独
自

の
職
業
倫
理
を
提
唱
し
て
き
た
こ
と
と
日
本
の
経
済
発
展
と
は
無

縁
で
は
な

い
。
日
本
人
は
、
世
俗
的
な
生
活
に
お
け
る
活
動
を
重
視
す

る
傾
向
を
持

っ
て
い
る
。
日
本
仏
教
に
お
い
て
、
世
法
と
仏
法
の
関
係

を
強
調
し
た
の
が
、
鈴
木
正
三
で
あ
る
。
彼
の
思
想
は
、
「世
法
即
仏

印
度
學
佛
教
學
研
究
第
五
十
四
巻
第
二
号

平
成
十
八
年
三
月

法
」
で
あ

っ
て
、
世
俗
の
あ
ら
ゆ
る
職
業
労
働
に
神
聖
な
意
義
を
認
め

る

「職
業
倫
理
」
で
あ
る
。

鈴
木
正
三
は
、
士
農
工
商
を
身
分
制
度
と
し
て
で
は
な
く
、
職
能
と

し
て
捉
え
る
人
間
と
し
て
の
自
覚
を
出
発
点
と
し
て
い
る
。
現
世
の
生

活
の
中
で
仏
道
修
行
を
実
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
鈴
木
正
三
は
、
職
業

生
活
が
仏
教
と
矛
盾
し
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
仏
教
そ
の
も
の
で
あ
る

と
い
う
。
換
言
す
れ
ば
、
現
実
生
活
に
お
け
る
職
業
倫
理
の
実
践
の
う

ち
に
仏
教

の
本
質
が
あ
る
と
す
る
。
彼
は
仏
教

に
基
づ
く
独
自
の
職
業

倫
理
を
、
主
著

『万
民
徳
用
』
で
論
じ
て
い
る
。

本
稿
の
目
的
は
、
鈴
木
正
三
に
お
け
る
経
済
倫
理
と
し
て
の
職
業
倫

理
を
考
察
す
る
こ
と
で
あ
る
。
正
三
は

『
万
民
徳
用
』
で
、
士

・
農

・

工

・
商

の
順
で
独
自
の
職
業
倫
理
を
説

い
て
い
る
。
そ
れ
ら
に
つ
い
て

検
討
す
る
前
に
、
ま
ず
彼
の
思
想
的
な
基
盤
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

二

世
法
即
仏
法

と
職
業
哲

学

正
三
は

「世
法
即
仏
法
」
を
打
ち
出
し
て
、
仏
道
修
行
の
意
味
を
転

二

三
九
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鈴

木
正
三
に
お
け

る

「経
済
倫
理
」

に

つ
い
て

(笠

井

二
四
〇

換

す

る
。

彼

が

基

本

と

し

た

の
は
、

「
修

行

の
念

願

」

で

あ

り

、

出

家

し

た
僧

の
形

で
は

な

い
。
例

え

ば

出

家

に

つ
い

て
、

仏

法
修
行

は
三
界
出
離

の
法
也
。
故

に
出
家

と
名
付
。
若

三
界
出
離

の
旨
な

く
ば

出
家
に
あ
ら
ず
。
願
は
三
界
出
離

の
修

行
し
給

へ
か
し
と

の
念
願
な
り
。

と

し

て
三

界

を
離

れ

る

と

い
う

強

い
願

が
な

く

て

は
、

形

の
上

だ

け

出

家

し

て
も

ま

っ
た

く

意

味

が
な

い
と

い

っ
て

い

る
。

続

け

て
、

仏

語

に
、
世
間

に
入
得

す
れ
ば

出
世

あ
ま
り

な
し
と
説
給

へ
り
。

此
文
は
、

世

法

に
て
成
仏

す

る

の
理
な
り
。
然
ば

世
法

則
仏

法
也
。
華

厳

に
、

「仏
法

は
不

異
世
間
法
。
世
間
法
不
異
仏
法
」
如
此

説
給

へ
り
。
若
世
法

に

て
成
仏

す

る
道

理
を
不
用
、

一
切
仏
意
を

し
ら
ざ

る
人
也

。
願

は
世
法

を
則
仏
法
に

な
し
給

へ
か
し
と
の
念
願
な
り
。
(
1
)

と
、
世
法
は
即
仏
法
で
あ
る
と
断
言
し
て
や
ま
な
い
の
で
あ
る
。

世
法
と
は

一
般
社
会
の
道
理
、
理
法
を
い
う
。
仏
法
と
は
、
仏
の
教

え
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
こ
の
両
者
が
同

一
で
あ
る
と
い
う
の
が
、
正

三
の
信
念

で
あ
る
。
出
家
し
た
人
が
三
界
を
離
れ
る
修
行
を
す
る
の
と

同
じ
よ
う

に
、
在
家
の
人
も
修
行
す
る
な
ら
ば
救
わ
れ
る
。
し
た
が
っ

て
、
仏
法

の
修
行
は
、
次
の
よ
う
な
理
由
で
世
法
と
合
致
す
る
と
い
う
。

仏
法
修
行

は
、
煩
悩
を
対
治
す
る
も
の
で
あ
り
、
心
が
弱
く
て
は
か
な

わ
な
い
も

の
で
あ
る
。
勇
気
を
出
し
て
如
何
な
る
困
難
を
も
克
服
し
て
、

修
行
に
努
力
す
る
心
が
大
切
で
あ
る
。
ま
た
職
業
に
関
し
て
、
仏
法
修

行
が
、

い
ろ
い
ろ
な
業

の
障
害
を
滅
尽
し
て
、

一
切
の
苦
を
去
る
と
い

う
。
こ
の
心
は
、
士
農
工
商
の
人
々
の
上
に
用

い
て
身
心
安
楽
と
な
る

宝

で

あ

る
と

す

る
。

さ

て
、

正

三

の
思

想

的

背

景

に
は
、

中

国

仏

教

が

あ

る
。

正

三

が

引

用

し

て

い
る

『
華

厳

経

』

で

は
、
現

実

の
世

界

が
仏

の
顕

現

に
他

な

ら

な

い

こ
と

が

、

次

の
よ
う

に
述

べ
ら

れ

て

い
る

。

菩
薩

は

か
く

の
ご
と
く
解

す
れ
ば
、

一
切

の
法

は
皆

な
悉
く
甚
深

な
り
、

一

切

の
世
間

は
皆
な
悉
く
寂
静

な
り
。

一
切

の
仏
法

は
増
益

す
る
と
こ
ろ
無

く
、

仏

法
は
世
間
法

に
異
な
ら
ず
、
世
間
法

は
仏
法

に
異

な
ら
ず

。
仏
法

と
世
間

法

と
雑
乱
有

る
こ
と
無

く
亦
差
別
無
し
。
(
2
)

ま

た

、

仏

法

と

世

間

法

が
相

即
相

入

し

て

い
る

こ
と

が

示

さ

れ

て

い

る
。仏

法
は
即
ち
世

間
法
な

り
、
世
間
法

は
即

ち
仏
法

な
り
と
知

る
と
雖

も
、
し

か
も
仏
法

の
な
か

に
お

い
て
世
間
法
を
分
別

せ
ず
、

世
間
法

の
中

に
お

い
て

仏

法
を
分
別

せ
ず

、
世
間
法

の
中

に
お
い
て
仏
法

を
分
別
せ
ず
。

一
切

の
諸

法
は
悉
く
法
界

に
入
る
。
(
3
)

正

三

は
、

こ
う

し

た

華

厳

哲

学

を

自

分

な

り

に
消

化

し

て
、

「
職

業

哲
学

」

を
創

造

し

た
。

す

な

わ

ち
、
宇

宙

の

一
切

の
存

在

は
仏

の
顕

現

、

仏

の
分

身

で
あ

る

か

ら
、

一
切

の
職

業

は
仏

の
現

れ

で
あ

る
。

あ

ら

ゆ

る

職

業

が

神

聖

で
、

平

等

で
、

社

会

に
役

立

つ
職

能

で

あ

る
と

す

る
。

正

三

は

い
う

。

本
覚

真
如

の

一
仏
、
百
億
分
身

し
て
世
界

を
利
益

し
た
ま
ふ

な
り
。
鍛

冶
番

匠
を
は

じ
め
て
、
諸
職
人

な
く
し
て
は
、
世
界

の
用
所
、
調

べ
か
ら
ず

。
武

士

な
く

し
て
世

治
ま

る
べ
か
ら
ず
。
農
人

な
く
し
て
、
世
界

の
食
物

あ
る

べ

か
ら
ず
。

商
人

な
く

し

て
、
世
界

の
自
由
成

べ
か

ら
ず
。
此

外
所
有
事

業
、
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出
来

て
、
世

の
た

め
と
な

る
。
天
地

を
さ
し
た
る
人
も
あ
り
、
文
字

を
造

出

た

る
人

も
有
、

五
臓
を
分

て
医
道

を
施

人
も
あ

り
。
其

品

々
限
な
く
出

て
、

世

の
為

と
な
る
と

い
へ
ど

も
、
唯
是

一
仏

の
徳

用
な
り
。
(
4
)

こ

こ
に

あ

る

よ

う

に
、

す

べ

て

の
職

業

は
、

元

来

同

じ

二
仏

の
働

き

の
現

れ

で

あ

る

か

ら
、

形

は
違

っ
て
も

み

な
世

の
た

め

に

な

る
。

し

た

が

っ
て
、

各

自

の
職
業

に
励

む

こ
と

こ
そ

が

、

仏

に
仕

え

る
仏

行

に
他

な

ら

な

い
、

と

い
う

の
が

正

三

の
職
業

哲
学

で
あ

る

。

各

自

の
身

も

ま

た
仏

性

を

そ

な

え

て

い
る
存

在

で

あ

る

こ
と

を
自

覚

し

て
、

横

道

に

そ

れ

る

こ
と

な

く

職

業

に
励

む

よ

う

に

す

る

こ
と

が
、

そ

の
ま

ま
仏

道

の
修

行

の
成

就

、

す
な

わ
ち

成

仏

で
あ

る

と

い
う
。

正

三

は
、

職

業

を

仏

道

の
修

行

、

す

な

わ

ち

人

間

の
完

成

な

い
し
自

己

救

済

の
努

力

へ
と

結

び

付

け

て

い
る
。

三

士

農

工

の

職

業

倫

理

ま

ず

武

士

に

つ

い
て

は

『
万

民

徳

用
』

に
、

次

の
よ

う

に

い

っ
て

い

る
。

仏
法

と
世
法
、
車

の
両
輪

の
よ
う

で
あ

る
と

い
う

が
、
仏

法
が
な
く

て
も
、

世
間

に
お

い
て
不
自
由
は
な

い
。
ど
う
し

て
車

の
両
輪

に
た

と
え
る

の
か
。

こ

の
問

は
、

当

時
支

配

階
級

の
精

神

的

支

柱

と

な

り

つ

つ
あ

っ
た

儒

教

を

意

識

し

た

も

の
で
あ

る
。

正

三

は
答

え

る

。
仏

法

と

世

法

と

二

つ
あ

る

の

で
は

な

い
。

仏

様

の

言

葉

に
、

世

間

の
中

に

入

っ
て

し
ま

え

ば

、

別

に
出

世

間

が

あ

る
わ

け

鈴
木
正

三
に
お
け
る

「経
済
倫
理
」

に

つ
い
て

(笠

井
)

で
は
な
い
と
あ
る
。
仏
法
も
世
法
も
、
道
理

を
正
し
、
正
義
を
守
り
、

五
倫

の
道
す
な
わ
ち
人
の
守
る
べ
き
五

つ
の
道
を
正
し
く
し
て
、
間
違

わ
な
い
。
私
心
の
な
い
の
を
世
問
の
正
直
と
い
う
。
武
士
に
は
、
正
直

を
第

一
と
し
生
死
を
超
え
る
心
を
養

っ
て
、
世
法
と
仏
法
は
二
つ
に
あ

ら
ず
と
心
得
え
、
ひ
た
す
ら
奉
公
に
励
め
と
い
う
。

次
に
正
三
は
、
「農
人
日
用
」
で
、
農
民
が
農
業
に
専
心
す
る
こ
と

で
仏
法
修
行
が
完
成
さ
れ
る
と
主
張
す
る
。
あ
る
農
民
が
聞
い
た
。
後

生
の

一
大
事
、
す
な
わ
ち
死
後
の
極
楽
往
生
を
大
切
に
し
て
生
前

二
心

に
修
行
す
る
こ
と
を
疎
か
に
し
て
は
な
ら
な
い
と
思
い
な
が
ら
、
農
業

に
追
わ
れ
て
暇
が
な
く
、
む
な
し
い
今
生
を
過
ご
し
て
、
未
来

に
苦
を

受
け
る
の
は
、
無
念
の
極
み
で
あ
る
。
如
何
に
す
れ
ば
、
仏
果
に
至
る

こ
と
が
で
き
る
の
か
と
。
答
え
て
い
う
に
は
、
農
業
が
す
な
わ
ち
仏
行

で
あ
る
。
そ
れ
に
心
が
入
ら
な
い
時
は
、
賎
し

い
職
業
で
あ
る
け
れ
ど
、

信
心
堅
固
で
あ
れ
ば
、
農
業
も
や
は
り
菩
薩
の
行
で
あ
る
と
い
う
。

す
な
わ
ち
、
農
業
が
そ
の
ま
ま
仏
法
修
行
と
な
る
か
ど
う
か
は
、
農

民
の
心
の
持
ち
方
如
何
で
決
ま
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
農
業
生
活
と
別
に
信

仰
生
活
が
あ
る
の
で
は
な

い
。
暇
を
得
て
、
後
生
を
願
お
う
と
す
る
の

は
誤
り
で
あ
る
。
必
ず
成
仏
を
遂
げ
ん
と
す
る
者
は
、
極
寒
極
熱

の
辛

苦

の
業
を
な
し
、
鋤
鍬
鎌
を
用
い
て
、
煩
悩
の
叢
茂
き
こ
の
身
心
を
鋤

き
返
し
、
雑
草
を
刈
り
取
り
、
身
心
を
責
め
に
責
め
て
耕
作
す
べ
き
で

あ
る
。
身
に
暇
を
得
た
と
き
は
、
煩
悩
の
叢
が
さ
ら
に
茂
る
も
の
で
あ

る
。
辛
苦

の
業
を
な
し
、
身
心
を
責
め
る
と
き
は
、
こ
の
煩
悩
が
消
え

二
四

一
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鈴
木
正
三
に
お
け
る

「経

済
倫
理
」

に
つ
い
て

(笠

井
)

二
四
二

る
。

つ
ま

り
、
常

に
仏

行

を
な

し

て

い
る

の
と

同

じ

で
あ

る
。

農

民

が

、

農

業

以

外

に
他

に
ど

ん

な

仏

行

を

す

る
必

要

が

あ

る

の
だ

ろ
う

か
。

農

民

と

し

て
生

を
受

け

る

こ
と

は
、

天

よ

り
授

か

り

給

う

世

界

養

育

の
役

人

と

な

る

こ
と

で

あ

る
と

い
う

の
で
あ

る
。

こ

の
よ
う

に
、

農

業

こ

そ
天

職

と

の
自

覚

を
農

民

に
促

し

て
、

そ

の

職
分

に
徹

す

る

こ
と

が
成

仏

に
至

る
と

い
う
強

い
信

念

を

述

べ
て

い
る
。

し
た

が

っ
て
、

中

村
元

氏

が
、

す

な
わ
ち
貧
富

の
別

は
す

で
に
前

世

か
ら
定
ま

っ
て
い
る
も

の
で
あ

る
か

ら
、
そ
れ
を
問
題
と
す

る
こ
と
な
く
、

ひ
た
す
ら

に
農
務

に
精
励

せ
よ
と

い

う

の
で
あ
る
。

人
間

の
運
命

の
予
定

(

)

と
勤
労

の
尊
重

と

い
う
点

で
、

こ
こ
に
わ
れ
わ
れ

は
カ

ル
ヴ

ィ
ン
の
職
業
倫
理
説
を
思

い
起

こ

さ
せ
る
が
、
し
か
し
ま
た
、

こ
こ
に
は
、
中
世
的
な
身
分
的
区
別
肯
定

の
観

念
と
近
代
的
な
能
動
的
活
動
的
精

神
と
が
交
錯
し

て
い
る
と

も
解

し
得

る

で

あ
ろ
う
。
(
5
)

と

い
う

の
は
正
鵠

を
得

て

い
る

。

こ
れ

に

つ
い

て
今
井

淳

氏

が
、

し
か
し
結
果
的
に
は
こ
の
思
想
が
封
建
道
徳
の
強
調
に
終
わ
っ
て
い
る
(
6
)

。

と
い
っ
て
い
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。

『万
民
徳
用
』
で
は
、
次
に

「職
人
」
の
職
業
倫
理
が
展
開
さ
れ
る
。

「職
人
」
と
は
、
そ
の
士
農
工
商

の
う
ち
の

「工
」
に
相
当
す
る
も
の
で

あ
る
。
江
戸
時
代
に
な
る
と
、
城
下
町
を
は
じ
め
各
地
に
職
人
集
団
が

成
立
し
た
。
彼
ら
の
活
躍
は
目
覚
し
い
も
の
が
あ

っ
た
が
、
職
人
は
手

間
賃
稼
ぎ

が
原
則
で
、
社
会
的
地
位
も
低
か

っ
た
。

あ
る
職
人
が
聞
い
た
。
後
生
の
菩
提
が
大
切

で
あ
る
と
知
っ
て
い
な

が
ら
、
も
っ
ぱ
ら
家
業
と
渡
世
に
追
わ
れ
る
の
み
の
毎
日
で
あ
る
。
ど

の
よ
う
に
し
て
仏
果
に
至
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
と
。
答
え
て
い
う
。

い
ず
れ
の
事
業
も
み
な
仏
行
で
あ
る
か
ら
、
自
ら
の
生
業
に
お
い
て
成

仏
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
た

一
切

の
仕
事
は
、
す

べ
て
み
な
世
界
の
た
め

と
な
る
と
い
う
こ
と
を
知
る
べ
き
で
あ
る
と
し

て
、
職
人
も
ま
た
各
自

の
職
業
に
専
念
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

四

商
人

の
経
済
倫
理
―

正
直

の
道

―

正
三
は
、
武
士
、
農
人
、
職
人
の
後

に
、
「商
人
日
用
」、
す
な
わ
ち

商
人
の

「職
業
倫
理
」
を
展
開
し
て
い
る
。
そ
も
そ
も
、
多
く
の
宗
教

は
利
益
を
増
す
よ
う
に
活
動
す
る
こ
と
に
肯
定
的
で
は
な
か
っ
た
。
し

か
し
、
正
三
は
以
下
に
見
る
よ
う
に
、
営
利
を
積
極
的
に
肯
定
し
て
い

る
。
こ
の
商
人
の
職
業
倫
理
に
、
正
三
の
経
済

倫
理
思
想
の
特
徴
が
、

最
も
明
確
に
現
れ
て
い
る
。

あ
る
商
人
が
聞
い
た
。
た
ま
た
ま
人
間
界
に
生
を
う
け
な
が
ら
、

つ

た
な
い
売
買
の
業
を
な
し
、
利
を
得
ん
と
す
る
心
休
む
と
き
な
く
て
、

菩
提
に
進
む
こ
と
か
な
わ
ず
、
無
念

の
至
り
で
あ
る
。
教
え
を
垂
れ
た

ま
え
と
。

こ
れ
に
対
し
て
正
三
は
、
商
人
は
利
益
を
追
求
す
べ
き
で
あ
る
と
し

て
い
」る
。

答
云
、
「売
買
を
せ
ん
人
は
、
先
得
利
の
益
べ
き
心
づ
か
ひ
を
修
行
す
べ
し
。

794



其
心
遣

と
云
は
他

の
事

に
あ

ら
ず

。
身
命

を
天
道

に
抛

て
、

一
筋

に
正
直

の

道
を
学

べ
し
。
正
直

の
人
に

は
諸

天

の
め
ぐ

み
ふ
か
く
、
仏
陀
神

明

の
加
護

有
て
、
災
難
を
除

き
、
自

然

に
福

を
増

し
、
衆

人
愛
敬
、
不
浅

し
て
万
事

心

に
可
叶
。
私
欲
を
専
と
し

て
、
自
他

を
隔
、
人
を
ぬ
き
て
、
得
利
を
思
人
に
は
、

天
道

の
た
た
り
あ
り

て
、
禍

を
増
し
、
万
民

の
に
く

み
を
う

け
、
衆

人
愛

敬

な
く
し
て
、
万
事
、
心

に
不
可

叶
。
(
7
)

す

な

わ

ち
、

人

を

喜

ぼ

し

て
自

分

も

儲

け

る
と

い
う

立

場

で
、

正
直

な

心

で
利

得

を
追

求

す

べ
き

で
あ

る
と

教

え

て

い
る
。

悪

い
心

や

手

段

に
よ

っ
て
儲

け

る

こ
と

を

「有

漏

善

」

と

い

い
、

人

を

楽

し

ま

せ

ず

に

地

に
落

ち

て

し

ま

う

と

い

う
。

道

理

に

か

な

っ
た

も

の
が

「無

漏

善

」

で

あ

る
。

そ

こ

で
、

「無

漏

善

」

が

、

商

人

の
職

業

倫

理

の
中

心

と

な

る
。こ

の
売

買

の
作

業

は
、

国

中

の

「
自

由

」

を

な

さ

し

む

べ
き

役

目

の

人

々

に
、
天

道

よ
り

与

え

ら

れ

た

と

思

い
、

身

を
天

に
ま

か

せ

て
利

を

得

ん
と

す

る
心

た

ゆ

み
な

く

、

常

に

正
直

を
旨

と

し

て
商

い
を

す

れ
ば

、

火

が
乾

い

て

い
る

も

の

に

つ
き

、

水

が

低

い
ほ

う

へ
流

れ

る

よ

う

に

、

万

事

心

に
か

な

う

べ
き

で
あ

る
と

す

る
。

正

三

の

「自

由

」

は
、

あ

る

も

の
を

必

要

と

す

る

欲

求

で

あ

る

が
、

正

三
研

究

の
パ

イ

オ

ニ
ア

で
も

あ

る
中
村

元

氏

は

、

こ
れ

を

西

洋

の

に
相

当

す

る

と
解

釈

し

、

こ
こ
に
お

い
て
か
れ

は
、

あ

る
意

味

に
お
け

る
決
定
論

(

)

を
承
認

し
な

が
ら
、

す
で
に
決
定

せ
ら
れ
た
境
地
に
安

住
し
て
、
人
間

の
自

由

を
実

現
し
よ
う

と
す

る
の

で
あ
る
。
『
商
人

な
く

し
て
世
界

の
自
由

あ

る

鈴
木
正

三
に
お
け
る

「経
済
倫
理
」

に

つ
い
て

(笠

井
)

べ
か
ら
ず
。
』

こ
こ
で
正

三
の
い
う

「天
」

「天
道
」

の
代
わ
り
に

「神
」
を
、

「自

由

」

の
代

わ
り

に

「神

の
救

い
」

を
置
く

な

ら
ば
、
殆

ど
そ

の
ま
ま
、

カ
ル
ヴ
ィ

ニ
ズ

ム

に
由
来

す
る
西
洋
近
代
初
期

の
資

本
主
義
倫
理
を
見
出
し

得

る
(
8
)

と

述

べ
て

い
る
。

同

様

に
芹

川
博

通

氏

も

、

こ
こ
に
展
開
さ
れ

て
い
る
正
三

の
仏
教
的
職
業
倫

理
と
、
そ

こ
に
み
ら
れ

る

彼

の
経

済
倫
理
は
、
近
代

西
欧

の
資
本
主
義

の
精

神
を
生

み
だ
さ
せ
た
禁
欲

的
プ

ロ
テ

ス
タ

ン
テ
ィ
ズ
ム

の
倫
理

に
匹
敵

す
る
規
模

の
大
き
な
も

の
で
あ

る
。
(
9
)

と
い
っ
て
い
る
。

江
戸
中
期
以
降
、
商
品
流
通
経
済
が
進
み
、
次
第
に
商
人
の
東
奔
西

走

の
活
躍
が
目
立
ち
始
め
る
が
、
身
分
的
に
は
最
下
位
に
置
か
れ
て
、

卑
し
め
ら
れ
て
い
た
。
正
三
は
、
そ
の
商
人
を
世
界
の

「自
由
」
を
作

る
人
と
呼
び
、
利
潤
の
追
求
を
積
極
的
に
是

認
し
、

一
般
民
衆
の
利
益

を
増
進
す
る
こ
と
を
心
が
け
る
よ
う
に
も
説

い
て
い
る
。
日
本
人
の
商

売
熱
心
は
、
こ
う
し
た
精
神
的
基
盤
と
決
し
て
無
縁
で
は
な
い
。
商
売

は
熱
心
に
、
し
か
も
不
純
な
動
機
と
不
正
な
手

段
は
用
い
ず
、
正
直
に

勤
勉
に
、
目
的
合
理
的
に
利
益
を
追
求
し
て
働

く
こ
と
は
大
い
な
る
善

で
あ
る
。
人
を
騙
す
こ
と
や
、
い
た
ず
ら
に
私
利
私
欲
を
む
さ
ぼ
る
こ

と
が
悪
な
の
で
あ
る
。

正
三
は
、
商
人
が
ま
ず

「得
利
」
(営
利
)

の
た
め
の
心
遣

い
を
修
行

し
、
も
っ
ぱ
ら

「正
直
の
道
」
を
学
ぶ
べ
き

で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て

二
四
三

795



鈴
木

正
三
に
お
け

る

「経
済
倫
理
」

に

つ
い
て

(笠

井
)

二
四
四

い
る
。
彼

の
こ
の
倫
理
観
は
、
日
本
人
の
経
済
活
動
の
理
想
と
し
て
作

用
し
て
き

た
。
正
直
、
勤
勉
と
い
っ
た
徳
目
は
、
豊
か
で
は
な
か
っ
た

日
本
人

が
共
に
生
き
る
た
め
の
知
恵
と
し
て
、
受
け
入
れ
る
余
地
が

あ
っ
た
と
し
て
も
、
正
三
の
主
体
的
思
索
に
よ
っ
て
、
体
系
的
に
哲
学

化
さ
れ

て
日
本
人
の
精
神
的
基
盤
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

五

お
わ
り

に

鈴
木
正
三
は
、
職
業
そ
の
も
の
を

一
仏

の
分
身
と
見
な
し
て
い
る
。

し
た
が

っ
て
、
す
べ
て
の
職
業
が
平
等
で
あ

っ
て
、
貴
賎
が
な
く
、
僧

侶
で
あ

っ
て
も
決
し
て
上
で
は
な
い
。
正
三
の
考
え
は
、
各
自
が
自
分

の
職
業

に
、
全
身
を
投
入
し
て
私
心
な
く
励
む
な
ら
ぼ
、
そ
れ
は
仏
行

に
等
し

い
の
で
あ
り
、
成
仏

で
き
る
と
い
う
も
の
で
あ

っ
た
。
藤
吉
慈

海
氏
は
、

職
場
で
の
各
自
の
職
業
に
精
進
す
る
こ
と
が
成
仏
の
道
で
あ
る
と
教
え
、
仏

教
的
な
職
業
観
を
確
立
し
た
こ
と
は
正
三
の
卓
見
で
あ
っ
た
。
(
1
0
)

と
述
べ
て
い
る
。
正
三
の
時
代
は
厳
し
い
身
分
社
会
で
あ
り
、
武
士
が

最
上
位

の
階
級
で
あ

っ
て
、
農
民
、
職
人
、
商
人
は
下
級
の
職
業
と
蔑

ま
れ
て
い
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
正
三
は
堂
々
と
職
業
的
な
平

等
を
い
い
、
む
し
ろ
曼
茶
羅

の
よ
う
な
職
業
観
を
打
ち
出
し
て
い
る
。

そ
し
て
勤
労
は
、
我
執
の
念
を
除
き
、
本
来

の
仏
心
を
磨
き
だ
す
修
行

の
意
味

を
持
ち
、
ま
さ
に
自
己
を
救
済
す
る
営
み
と
把
握
し
て
い
る
。

し
た
が

っ
て
、
自
分
の
職
業
に
愚
痴
や
不
平
を
い
う
の
は
愚
か
で
あ

っ

て
、

「
天

職

」

と

い
う

自

覚

を
持

っ
て

い
く

べ
き

で
あ

る
。

こ

の
点

で
、

確

か

に
正

三

の
経

済

倫

理

と

し

て
の
職

業

倫

理

は
、

西

欧

の
そ

れ

と
相

通
ず

る
も

の

で
あ

る

と

い
う

こ
と
が

で
き

る
。

鈴

木

正

三

の
思

想

は
、

基
本

的

に

「世

法

即

仏

法

」

に
基

づ

く

禁

欲

的

な
職

業

倫

理

で

あ

る
。

彼

は
、

す

べ

て

の
職

業

を

、

修

行

と

し

て
自

己

を
磨

い

て
、

自

己

を

救

済

し

て

い
く

べ
き

も

の

で
あ

る
と

見

な

し

て

い
る
。

こ
う

し

た

職

業

倫

理

す

な
わ

ち

経

済

倫

理

は
、

現

在

の

日
本

人

の
心

の
中

に

も
生

き
続

け

て

い
る
と

考

え

ら
れ

る

。

1

『
仮
名
法

語
集

(日
本
古

典
文

学
大
系

83
)』

(岩
波
書

店
、
昭

和
三
九

年

)
、

二
六

二
―

二
六
三
頁
。
以
下
、
『
万
民
徳
用
』
か

ら

の
直
接

・
間
接

の
引

用
は

こ
の
書

か
ら
と
す

る
。

2

『
華
厳
経
』
第

一
九
巻

(大
正
蔵
、

一
〇
巻

一
〇
五
中

)
。

3

『華
厳
経

』
第
五

四
巻

(大
正
蔵
、

一
〇
巻

二
八
五
中

)
。

4

『仮
名

法
語
集
』
、

二
七
六
頁
。

5

中
村
元

『近

世
日
本

の
批
判
的
精
神
』

(春
秋
社
、

昭
和
四
〇
年
)
、
九

三
頁
。

6

今
井
淳

『
近
世

日
本
庶

民
社
会

の
倫
理

思
想

』

(理

想
社
、

昭
和

四

一

年
)
、
五
六
―

五
七
頁
。

7

『仮
名

法
語
集
』
、

二
七
七
―

二
七
八
頁
。

8

中

村
元

『
日
本

宗
教

の
近
代
性
』

(春
秋
社
、
昭
和

三
九
年
)
、

一
五
七

頁
。

9

芹
川
博

通

『
い
ま
な
ぜ
東

洋

の
経
済
倫

理
か
』

(北

樹
出
版
、

平
成

一

五
年

)
、
六

二
頁
。
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10

藤
吉
慈
海

『鈴
木

正
三

の
禅
』

(禅
文
化
研
究

所
、
昭
和
五
九
年
)
、

一

七
五
頁
。

〈
キ
ー

ワ
ー
ド
〉

鈴
木

正
三
、
経
済
倫
理
、
職
業
倫
理
、
世
法
即
仏
法
、
『
万

民
徳
用
』
、

正
直

の
道(福

島

工
業
高
等
専
門
学
校
助
教
授

)

鈴
木
正

三

に
お
け
る

「経
済
倫

理
」
に

つ
い
て

(笠

井
)

退

会

に

関

す

る

内

規

(
1
)

会
員
は
、
学
会
本
部
に
届
け
出
た
上
で
、
い
つ
で

も
退
会
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(
2
)

会
費
を
三
年
間
滞
納
し
た
者
は
、
退
会
し
た
も
の

と
認
め
る
。

個

会

の
名
誉
を
著
し
く
害
な
う
等
、

会
員
と
し
て
不

適
当
と
認
め
ら
れ
る
者
に
つ
い
て
は
、
理
事
会

の
決

定
に
よ
り
退
会
さ
せ
る
こ
と
が
で
き

る
。

(
4
)

本
内
規
の
変
更
は
理
事
会
の
議
決

に
よ
る
。

(
5
)

本
内
規
は
昭
和
五
十
四
年
九
月
十

一
日
よ
り
実
施
、

平
成
五
年
五
月
二
十
二
日
よ
り
改
定
施
行
す
る
。

二
四
五
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144. Dogen's Concept of the Word "Buddha Nature" in the Bussho Fascicle 

of the Shobogenzo 

Kiyozumi ISHII 

In this paper, I would like to confirm how Dogen defines the word Buss-

ho, or Buddha Nature, in the Bussho fascicle of the Shobogenzo. I conclude 

that the word Bussho has a meaning similar to the word Daigo, or the Great 

Attainment, in the Daigo fascicle of the Shobogenzo. It indicates the attri-

bute of the whole world as Buddha, and its individual emergence as any phe-

nomena could be called Shujo, or Sentient Being. Though this definition 

might be unique in Buddhist thought, it is a specific aspect of Dogen 

thought. 

145. On the Economic Ethics of Suzuki Shosan 

Akira KASAI 

The purpose of this paper is to consider the economic ethics of Suzuki 

Shosan. Economic ethics means vocational ethics, and Suzuki explained vo-

cational ethics in his main published work Banmin Tokuyo. His vocational 

ethics was based on the principle that worldly things are Buddhism. He 

looked on one's vocation as the other self of the Buddha. Every vocation as 

training improves one and relieves his mind. There is a Japanese vocational 

ethics. It continues living in the Japanese mind. 

146. The Twenty-five Historical Holy Places of St.Honen's Activities and the 

Osaka-ko 

Hiroko YAMAMOTO 

In research up to now, it was thought that the twenty-five historical holy 

places of St. Honen's activities were established and pilgrimage developed 
only by the effort of the priest Reitaku. However, in Reitaku's own "Guide 

book to twenty-five historical holy places related to the great master Enko"

1316


