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え
、

儒
教
に

お

け
る

性
理

説
を

学
ん
だ

。

そ
の

結
果、
「

性
理
の

薀
奥
」

を

極
め
る

に

到
っ

た

と
い

う
。

道
二

は

「

文
字
に

は

疎
」

か

っ

た
た

め

に、

梅
岩
や

堵
庵
が
語
る

よ

う
な

学
問

的
素
養
が
な
か
っ

た
。

そ
の

た
め

に、

石
門
心

学
に

入
門
す
る
ま
で

は
、

自
ら
の

宗
教
的
な
境
地
を
体
系
立

て
る
こ

と
が
な
か
っ

た

の

か
も
し
れ
な
い

。

し
か
し、

布
施
松
翁
の

勧
め

に
よ

っ

て

堵
庵
心
学
を

学
び
、

人
の

人
た

る
あ

り
方
を
言
語
化
す
る

た

め

の

理
論
的
基
盤
を

獲
得
し
た

。

つ

ま
り、

道
二

は
禅
に
よ

っ

て

到
達
し
た

宗
教
的
境
地
に
つ

い

て
、

堵
庵
が

説
く
儒
教
に

よ
っ

て

論
理

的
な
意
味
づ

け
を

行
っ

た
と

言
え
る

で

あ
ろ
う
。

経
営
倫
理
に

お

け

る

石

門
心

学
の

意

義

現
状
と

展
望

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

中
道
　
豪
一

　
い

わ
ゆ

る

「

経
営
倫
理

学
」

は
、

二

〇

世
紀
後
半
の

三

〇

年
に

起
こ

っ

た

学
問
的
・

社
会
的
動

向
に

起
因
す
る

と

言
わ
れ

て

い

る
。

特
に

ア

メ

リ

カ

で

発
生
し
た
経

営
倫
理
の

運

動
が
有

名
で

あ

り
、

梅
津
光

弘
は
そ
れ
を

「

哲
学
・

倫
理
学
の

背

景
」

「

経
済
学
・

経

営
学
の

背
景
」

「

実
業
界
お
よ

び

ア

メ

リ
カ

社
会
一

般
か
ら
の

二

i
ズ
」

（

『

経

営
倫
理
』

第
二

章
冖

梅

津

光
弘
）

と

い

う
領
域
の

学
際

研
究
と

し
て

成
長

す
る

過
程
を
指
摘
す
る

。

　
学
の

研
究
対
象
で

あ
る

「

経

営
倫
理
」

だ
が

、

日

本
で

は
「

じd
隹
の

ヨ
 
の
。゚

卑
臣
o
の

」

の

訳
語
と
し
て

用
語
が

成
立

し
た

事
情
か

ら
、

時
に
は

「

企

業

倫
理
」

と

表
現
さ
れ

る

も
の

と

内
容
が
重
な
る

場
合
が

あ
る
。

こ

の

併
用

を

否
定
す
る

気
は

な

い

が
、

法
令
遵
守
（
oo

ヨ
O一
置
口

8
）

さ

え

す
れ

ば
、

ど
ん
な
ビ

ジ

ネ
ス

を
し
て

も
良
い

と

い

う
悪
解
釈
を
回
避
す
る

た
め
に
も、

経

営
倫
理
・

企

業
倫
理
は

CSR

（
oo

弓
o
肘

讐
Φ

ω

o
皀

巴
H
 
ω

bo

昌

匹

三
7

詳

覧

企
業
の

社
会
的

責
任
）

概
念
を
含
ん

だ
「

ζ
穹
帥
σq
Φ

ヨ
Φ

葺
国
什

甑
6
ω
」

を
本

質
と
し
て

理

解
す
べ

き
と

考
え
る

。

　
杉
本
泰
治
は
企

業
倫

理
に

つ

い

て

「

生
き
残
り
の

条
件
」

を

満
た

す
必

要
が
あ
る
と

説
く
が

、

そ

う
し
た
状
況
下
で

石
門
心
学
は
い

っ

た
い

ど
の

よ

う
な
意
義
を
見
出
さ
れ
て

い

る

の

だ
ろ
う
か

。

芹
川

博
通
は
経

済
倫
理

の

淵
源
と
し

て

評
価
し
（
『

い

ま
な
ぜ

東
洋
の

倫
理
か
』

北

樹
出
版

、

二

〇

〇
三
）
、

日

野
健
太
は

現
在
の

企
業

倫
理
を

考
え
る
一

例
と

し

て

評

価

す
る

が

（

「

石
田
梅

岩
の

企

業
倫
理
」

『

江
戸
に

学
ぶ

企

業
倫
理
』

生
産
性

出

版、

二

〇
〇

六
）
、

注
目

す
べ

き
は

平
田

雅
彦
の

CSR

と

関

連
さ
せ

て

石
門
心

学
を
評

価
し
た

『

企

業
倫
理
と

は

何
か
』

（
PHP

研
究
所、

二

〇

Q
五
）

で

あ
る

。

　
平
田
は
企

業
の

存
続
に

は

「

持

続
可

能
性
」

「

ス

テ

ー

ク

ホ

ル

ダ
ー

と

の

相
互

関
係
の

深
化
」

が

不
可
欠
で

あ
り、

そ
の

際
に

必
要
な
の

が
ト
ッ

プ

経
営
者
の

倫
理

観
に

基
づ

く
「

自
発
性
」

だ
と
い

う
。

そ
し
て

そ
こ

で

必

要
と
さ
れ
る

「

欲
求
と

倫
理
の

バ

ラ

ン

ス
」

を

培
う
素
材
と
し

て

石
門

心

学
を

評
価
し

て

い

る
。

そ
の

論
考
で

は

商
人
の

存
在

意
義

、

コ

ス

ト

管

理
の

意

味
、

企
業

利
益
の

意
味

、

自

然
の

理
法
と

経
営
思

想
の

関
係、

C

SR

の

意
味、

持

続
可
能

性
の

意
味
と

い

っ

た
現

代
的

関
心
か
ら

、

石
田

梅

岩
の

言
説
が

消

化
さ
れ
て

い

る
。

梅

岩
の

説
い

た
「

人
の

人
た

る
の

道
」

に

立

ち
返

り
現

在
を

見
る
わ

け
で

あ
る

。

こ

う
し

た

平
田
の

見

解

は
、

お
お
む

ね
石
川
謙
・

竹
中

靖
一
・

柴
田
實
と

い

っ

た
先

行
研
究
の

成

果
の

上

に
展
開
さ
れ
て

い

る

こ

と
か
ら
も、

経
営
倫
理
に

お

け
る

石
門
心

学
の

評
価
と

し
て

も
有
効
と
考
え
ら
れ
る

。

　
こ

う
し
た

現
況
を
踏
ま
え
て

の

展
望
だ
が
、

こ

の

平
田
に
よ

っ

て

示
さ

れ

た
切

り
口

を
深
め

、

「

欲

求
と

倫
理
の

バ

ラ

ン

ス
」

を

整
え
る

、

よ
り

良
い

方
法
を

模
索
す
る

方
途
が

考
え
ら

れ
る
。

こ

の

点
に
於
い

て

は

石
門
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心

学
の

教
育
方
法
に

つ

い

て

の

考
察
が
相
当
す
る

わ

け
だ
が、

こ

の

分
野

の

研

究
は

あ
ま

り
盛
ん

で

は

な
い

。

例
え
ば

心

学
の

修
行
法
（

心

学
策

問
・

静
坐
・

会
輔
な
ど
）

を
ど

う
考
え
る
か

。

心
学

者
が
重
ん

じ
て

き
た

『

莫
妄
想
』

の

評

価
。

近

現

代
に

活
躍
し
た
心

学
者
（
山
田

敬
斎、

柴
田

謙
堂
な
ど）

の

評
価
な
ど
が

具
体
例
と
し
て

挙
げ
ら
れ
る

。

そ
し
て

次
に

人
文
系
・

社
会
学

系
の

学
者
に

お
け
る

先
行
研

究
精

査
の

漏
れ
を
指
摘

す

る

こ

と

が
必

要
と

考
え
ら

れ

る
。

例
え
ば
「

道

話
」

が

注
目
さ
れ
る

が、

そ
れ
は

心
学
の
一

側
面
で

し

か

な
い

。

心

学
の

全

体
像
を
踏
ま
え

ず
に

、

正

直
・

倹
約
と
い

っ

た

徳
目
を
列
挙
す
る

論
考
も
散
見
し

て

い

る

実
状
に

は

注
意
を
払

う
必

要
が

あ
る
。

　

以
上

、

経

営
倫
理

を
め

ぐ
る

状
況
を

確

認
し
た
上

で
、

石
門

心
学
が

「

欲

求
と

倫
理
の

バ

ラ

ン

ス
」

を

整
え
る

素

材
と

し
て

意
義
を
認
め
ら
れ

て

い

る

こ

と
を

確
認
し
、

そ
こ

か

ら

考
え
ら

れ

る

展
望
を

例
示
し

た
。

第
八

部
会

形
な
き

「

安
心
」

　
　

福
澤

諭
吉
の

人
生

観
に

表
れ

る

宗
教
性

　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

島
田

雄
一

郎

　

幕
末
か

ら

明
治
期
に

わ
た
り

言
論

活
動
を

展
開
し
た

福
澤
諭
吉
は

、

そ

の

晩
年

、

み

ず
か

ら

「

福
翁
」

と

称
し
た

時
代
に、
「

安
心
」

（

こ

の

語
は

福
澤
に

お
い

て

「

あ
ん

し
ん
」

と

も
「

あ
ん

じ
ん
」

と

も

読
ま
れ

る
）

、

も

し
く
は

「

安
心

決
定
」

と
い

う
語
を

多
く
用
い

て
、

自
身
の

処
世
術
を

披
歴
し

た
。

福
澤
は
、

み

ず
か
ら
「
宗
教
の

外
に

逍
遥
」

す
る
と

述
べ

て

い

る

よ

う
に、

特
定
の

宗
教
的

見
地
に

固
執
し
て

そ
の

教
理
を
語
る

と
い

う
こ

と

は

生
涯
な
か

っ

た
。

先
行
研
究

に

お

い

て

指
摘

さ
れ
て

い

る

通

り、

福
澤
に
お
い

て

「

宗
教
」

と
は
、

あ
く
ま
で

道
徳
的
効
用
の

観
点
か

ら

理
解
さ
れ
て

い

た

と

言
え
る

。

ゆ
え
に、

福

澤
が
「

安
心
」

と

い

う
語

を

用
い

て

そ
の

処
世
術
を

説
明
す
る

と

き、

死
の

恐

怖
の

克
服
や、

浄
土

へ

の

往
生
と
い

っ

た
こ

と
を

媒
介
と
せ

ず
に、

現
在
の

人
生
の

充
実
が
図

ら
れ
る
こ

と

と

な
る

。

以
上

の

よ

う
な
特

質
を

持
つ

福

澤
の

「

安
心
」

言

説
に

つ

い

て
、

先
行
研
究
で

は
、

主

に

『

福

翁
百
話
」

（
明

治
三

〇

コ

八

九
七］

年）

に

お
い

て

展
開
さ
れ
た
「

人
間
の

安
心

法
」

が
検
討
さ
れ

て

き
た

。

　
こ

の

福
澤
の

「

人
間
の

安
心
法
」

に

つ

い

て
、

そ
れ
が
福
澤
の

思
惟

様

式
の

特
徴
と
し

て

説
明
さ
れ、

そ
こ

に

「

人

間
中
心
主

義
」

の

志
向
が
顕

著
で

あ
る

こ

と
が

指
摘
さ
れ
て

い

る
。

あ
る

い

は

逆
に、

そ

の

思

惟
様

式

が
「

天
」

の

観
念
に

よ

っ

て

支
え
ら
れ
て

い

た
こ

と
が

こ

れ

ま
で

に

指

摘

さ

れ
て

い

る
。
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