
〈
特
集
「
2
1
世
紀
の
学
問
論
―
比
較
思
想
の
視
座
か
ら
―
」
２
〉

2
1世
紀
の
倫
理
学
の
課
題

―
H
ｕ
ｍ
ａ
ｎ
　
Ｎ
ａ
ｔ
ｕ
ｒ
ｅ
の
再
検
討
―

は

じ

め

に

本
稿

に
お
い
て

は
現
代
英
米
倫
理
学

に
お
け

る
議

論
の
一
端
を
検
討
す

る

こ
と

に
よ

っ
て

、
2
1世
紀
の
倫
理
学
の
課
題

を
考
え
て
み
た

い
。
2
0世
紀
の

英
米
倫
理

学
は
、
Ｇ

・
Ｅ

・

ム
ア
以

後
、
い
く
つ
か

に
特
徼
づ
け
ら
れ
る
段

階

（
情
緒

主
義
、
指
図
主
義
等
）
を
経
過

し
て
発
展
し
て
き

た
が
、
そ
の
中

心
問

題
は
道
徳
的
判
断
は
い

か
に
し
て
成
立
す
る

か
、
そ
れ

を
可
能

に
す

る

も

の
は
何
で
あ
る

か
と

い
う
こ
と
で
あ

っ
た
。
価
値

と
事
実

、
当
為

と
存
在

と
の
関
係
を

め
ぐ

る
議
論
が
起
こ

っ
た
の

は
そ
の

た
め
で

あ
る
。

ヘ
ア
は
道

徳
的
判
断

は
最
終
的

に
は
一
般

に
承
認
さ
れ
て

い
る
道
徳
的
原
理
へ
の
訴
え

に
よ

っ
て
可
能
で
あ

る
と
主
張
す

る
。
こ
れ

に
対
し
て
Ｍ

・
ウ
ォ
ー
ノ
ッ
ク

Ｐ

・

フ
ッ
ト
、
Ｊ

・
Ｒ

・
サ
ー
ル
等

は
そ
れ

ぞ
れ
の
立
場
か
ら
反

論
し
て

き

た
。
最
近
で

は
Ｒ

・
ノ
ー
マ
ン
等

は
急
進
哲

学
の
立
場
か
ら

メ
タ
倫
理
学
を

行
　

安
　
　
　

茂

批
判

し
て
き
た
。
こ
う
し
た
批
判
者

た
ち
は
道
徳
的
判
断
を
欲
望
に
よ

っ
て

基
礎

づ
け
よ
う
と
し
、
と
く
に
ノ
ー
マ
ン
は
自
然
主
義

に
立
つ
、
新
し

い
倫

理
学
を
構
築
し
よ
う
と
す
る
が
、
そ
れ

は
序
論
的
段
階

に
あ
り
。
本
格
的
研

究
成
果

は
現
わ
れ
て

い
な
い
。
事
実
と
価
値

と
の
関
係

を
め
ぐ
る
問
題

に
つ

い
て

は
Ｉ
ア

に
対
抗
す

る
形

に
お
い
て

、
デ
ュ
ー
イ

は
す
で

に
『
評
価
論
』

（
一
九
三
九
）

に
お
い
て
価
値

に
関

す
る
陳
述

は
、
事
実

に
関
す

る
そ
れ
と

同
じ
よ

う
に
経
験
的
に
検
証
可
能
で
あ
る
と
主
張
し
、
価
値
を
事
実
の

レ
ベ

ル
に
お
い
て
一
元
的
に
検
討
し
た
。
彼
の
評
価
論
は
、
道
徳
的
判
断
が
い
か

に
し
て

な
さ
れ
る
か
を
問
題

状
況
と
の
関
係

に
お
い
て
明
ら
か
に
し

た
点

に

お
い
て

、
「
べ
き
」
と
「
あ
る
」

と
の
対
立
論

争
を
解
決
す

る
視
点
を
示
し

て

い
る
の
み
な
ら
ず
。
現
代

に
お
い
て
再
検
討
が
求

め
ら
れ
て

い
る
自
己
実

現
の
、
新
し

い
視
点
を
示

し
た
も
の
と
し
て
も

注
目
さ
れ
る
。

本
稿
に
お

い
て
は
、
ま
ず
、
道
徳
的
判
断

を
め
ぐ

る
議
論
を
検
討
し
、
次



に
、
こ
れ
を
デ
ュ
ー
イ
の
評
価
論
と
対
比
し
、
そ
の
特
色
を
明
ら

か
に
す
る

こ
と

に
よ

っ
て
2
1世
紀
の
倫
理
学
の
課
題
を
展
望
し
て
み
た
い
。

一
　

何
か

道

徳

的

判

断

を

可

能

に
す

る

か

―
―
そ
の
原
理
を
め
ぐ
っ
て
―
―

道
徳
的
判
断
は
直
覚
に
よ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
あ
る
道
徳
的
原

理
へ
の
訴

え

に
よ
っ
て
可

能
と
さ
れ

る
の
か
。
あ
る
い

は
欲
望
に
も
と
づ
い
て
な
さ
れ

る
の
か
。

ヘ
ア
は
「
直
覚

的
思
考
」

の
レ
ヴ

ェ
ル
と
「
批
判

的
思

考
」
の
そ

れ
と

の
二

つ
の
レ
ヴ
ェ
ル
を
設

定
し
、
道
徳
的
判

断
の
推

論
過
程
を
説
明
す

る
。

そ
し
て

高
い
レ
ヴ

ェ
ル
の
「
批
判

的
思

考
」

に
よ
っ
て
発
見

さ
れ
る
道

徳
的
原
理

は
、
誰
も
が
承
認
す
る
で
あ
ろ

う
原
理
と

さ
れ

、
彼

は
こ

れ
を
功

利
主
義
に
求
め
る
。

ハ
ド
ソ

ン
は
こ
れ
を
次

の
よ

う
に
述
べ
る
。

「

ヘ
ア
が
明
ら

か
に
云
わ
ん
と
す

る
こ
と

は
、
以
下

の
と

お
り
で
あ

る
。

道

徳
の
資
格
で
道
徳
的
判
断
を
定
義
す

る
特

徴
の
論

理
的
分
析

は
、
そ

れ
が

も

し
功
利
の
原
理
と
一
致
し
た
判
断
で
な
け
れ

ば
、
道
徳
的
判
断
で

は
な
い
と

い
う
結
論

に
至
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
普
遍
化
可

能
性

は
、
実
在

的
で

あ

れ
、
想
像
的
で
あ
れ
、
影
響
を
受
け

る
す

べ
て

の
当
事
者
を
考
慮

に
入
れ

る

こ
と
を
わ
れ
わ
れ
に
要
求
す

る
。
」

ヘ
ア

は
直
覚
に
も

と
づ
く
道

徳
的
判
断

（「
心

の
習

慣
、
性
向
、
諸
原

理
、
諸

規
則
」

へ

の
訴

え

に
よ

る
判

断
）
と

「
批
判
的
思
考
」

に
よ
る
道
徳
的
判

断
と

を
区

別
す

る
が
、
後
者
が

い
か

に

し
て

前
者
か
ら
高
め
ら
れ
て

い
く
の
か
、
こ
の
移
行

に
つ
い
て
は
説
明
を
し

て

い
な
い
。
直
覚
に
よ

る
判

断
は
偏
見
に
お
ち
い
る

か
も
し
れ
な
い
と
い
う

反
省

か
ら
、
「
功
利

の
原
理
」
が
普

遍
的
で
あ

る
と
考
え

ら
れ
て

い
る

に
す

ぎ
な
い
。
直
覚
的
原

理
と
功
利
原
理
と
を
対
比
し
、
前
者
が
偏
見
を
含
み
、

後
者
が

「
公
平

な
仁
愛

の
原
理
」
で
あ

る
と
認
識
さ
れ
て
も
、
行
為
者
本
人

に
そ
う
考
え
さ
せ

る
条
件

（
欲
求
と
か
問
題
状
況
）

が
な
け
れ
ば
、
後
者
は

採
用

さ
れ
な

い
で
あ
ろ

う
。

フ
ッ
卜
が
「
べ
き
」
を
欲
望
と
関
係
づ
け

る
の

も
そ

の
た
め
で
あ
る
。

ハ
ド
ソ

ン
は

フ
ッ
卜
の
立
場

を
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

「
も
し
私
か
自
動
車

か
ら
何

か
を
欲
す
る
の
で

な
か
っ
た
な
ら
ば
、

ロ
ー
ル

ズ
・

ロ
イ

ス
を
買
う
べ
き
で
あ
る
と
い
う
の
は
不
合
理
で
あ
ろ
う
し
、
あ
る

い
は
も
し
私
が
芸
術
作
品
を
所
有
す
る
こ
と
に
何
ら

か
の
満
足
を
予
見
し
な

か

っ
た
な
ら
ば
、
私

は
よ
い
作
品
を
集
め
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
は
不

合
理

で
あ
る
だ
ろ
う
と
同

様
に
、
欲
望
に
基

礎
づ
け
ら
れ
な
い
道
徳
的

『
べ
き
』

が
あ
る
と
考
え

る
の
は
不

合
理
で
あ

る
と
フ
ッ
ト
は
主
張
す
る
。
」

こ
こ
で

注
意
す
べ
き

こ
と
は
、
欲
望
は
利
己
的
意
味
に
お
い
て

考
え

ら
れ

て

い
る
の
で

は
な
い
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
そ
れ
は
他
人
の
不

幸
を
見
て

何

か
せ
ず
に
は
お
れ
な
い
と
い
う
、
自
然

の
欲
望
で
あ
る
。
フ
ッ
卜
は
こ
れ

を

人
々
が
「
苦
し
み

の
軽
減
、
弱

者
の
保
護

に
関
心
を
も
つ
」
と
い
う
意
味
に

お
い
て

考
え

る
。
彼
女

が
い
う
「
欲
望
」

は
、

か
く

し
て

仁
愛
で

あ
り

、

「
正

義
へ
の
愛
」
で

あ
る
わ
け
で

あ
る
。
そ
れ
は
「
定
言
的
」
で

は
な

い
と

さ
れ
る
。
「
人
は
こ

う
し

た
欲
望

を
何
ら

か
の
道

徳
的
命
法
な
し

に
も
つ
こ

と
が
で

き
よ

う
。
」
と

い
わ
れ

る
の
で
あ

る
。
こ

こ
に
は

ヘ
ア
と

の
相
違
が

明
ら

か
に
示

さ
れ
て

い
る
。

ハ
ド
ソ

ン
は
こ
の
相
違
を
次

の
よ
う

に
要
約
す

る
。



「
フ
ッ
ト
夫
人
は
道
徳
的
判
断

が
定
言
的
な
理
由
を
与
え
る
力
を
も
つ
こ
と

を
否

定
し
、
こ
れ
ら
の
判
断
が
行
為

の
理
由
を
提
供
す
る
の

は
、
そ
れ
ら
が

欲
望

に
基
礎
づ
け
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
に
す
ぎ
な

い
と
主
張
す
る
。
こ
れ

に

対

し
て
わ
れ
わ
れ
が
今
考
察
し
よ
う
と
し
て

い
る
哲
学
者

た
ち

は
、
道
徳
的

判
断
が
欲
望

に
基
礎
づ
け
ら
れ
る
こ
と
を
否
定
し

、
そ
れ
ら
が
定
言
的
で
あ

る
と
主
張
す

る
。
」

以

上
の
対
比

か
ら
以
下
若
干
論
評
を
加
え
て

お
こ
う
。

ヘ
ア
に
と

っ
て

は

道
徳
的
判
断

は
欲
望

か
ら
独

立
し
て

な
さ
れ

る
と
み

ら
れ
る
。
彼
が
こ

の
よ

う

に
考
え

る
の
は
、
道
徳
的
判
断

の
根
拠

が
欲
望

と
は
別

に
考
え
ら

れ
て

い

る
か
ら
で

あ
る
。

欲
望
や
直
覚

は
道

徳
的
判
断

を
偏
向
さ
せ
、
誤
ら
せ

る
こ

と
も
あ

る
と
考
え

ら
れ
て

い
る
か
ら
で
あ

る
。
こ
れ
ら
を
批
判

的
に
吟
味
す

れ
ば

。
必

ず
や
誰
も
が
承
認
す
る
道

徳
的
原

理
に
到
達
す
る
で

あ
ろ
う
と

、

ヘ
ア
は
考
え
て
い
る
。
問
題

は
こ
う
し
た
推
論
が
わ
れ
わ
れ
の
道
徳
的
判
断

の
成
立
の
す
べ
て
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
諸

状
況

の
中
で
何

か
に
関
心
を
も
ち
、
こ
れ
と
の

か
か
わ
り

に
お

い
て
何
を
な

す
べ
き

か
と

い
う
、
道
徳
的
判
断
を
迫
ら
れ

る
。

そ
こ
で
何
ら

か
の
目
的
が

達
成
さ
れ

、
満
足
あ

る
い
は
安
定
を
得
る
こ
と
が

求
め
ら

れ
る
。
こ

の
よ
う

に
考
え

る
な
ら
ば

、
フ
ッ
卜
の
「
べ
き
」
論

の
方

が
事
実

に
近

い
よ

う
に
み

え

る
。
問
題

は
道

徳
的
判
断
が
欲
望

の
み

に
よ
っ
て

説
明

さ
れ
る
の
か
と

い

う
こ
と
で

あ
る
。
道
徳
的
判
断
が
欲
望

に
基

づ
く
と
い
わ
れ
る
と
き

、
欲
望

の
中

に
す
で

に
道
徳
的
原

理
が
暗
黙

の
う
ち
に
入
り
込
ん
で

い
る
の
で

は
な

い
だ
ろ
う
か
、
あ
る
い
は
、
デ
ュ
ー
イ
の
い
う
よ
う
に
、
過
去
の
経
験
の
蓄

積
へ

の
評
価

な
し

に
、
道
徳
的
判
断
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
の
問

題

は
、
フ
ッ
卜
に
残

さ
れ
て

い
る
課
題
で
あ
る
。

二
　

事

実
と

価
値

こ
こ
で
は
フ
ッ
卜
と
サ
ー
ル
の
見
解

を
と
り
あ
げ
、
事
実
と
価
値

に
関
す

る
問
題
点
を
検
討
し
て
み

た
い
。
フ
ッ
卜
に
よ
れ
ば
、
言
語
は
事
実
的

に
記

述
さ
れ
た
意
味
と
道
徳
的
に
評
価
さ
れ
た
意
味
と
を
共

に
も
つ
が
、
前
者

か

ら
後
者
へ
の
自
然
の
移
行

は
可

能
で

あ
る
か
と

い
う
疑
問
か
ら
、
次
の
よ

う

に
い
わ
れ
る
。

「
そ
れ
は
勇
敢
で
あ
ろ
う
が
、

そ
れ
は
す

る
な
！
」
「
彼

は
彼

女
の
父
で

あ

る
が
、
彼
を
助
け
る
こ
と
は
彼
女
の
義
務
で

は
な
い
。
」

こ
れ
ら
は
事
実
陳
述
と
価
値
陳
述
と
の
不

整
合
を
示
し
て
お
り
、
道
徳
的

判
断
を
妨
害
す

る
と

ハ
ド
ソ

ン
は
い
う
が
、
こ
れ
は
フ
ッ
卜
の
考
え
で

も
あ

ろ
う
。
す
な

わ
ち
、
「
こ
れ
ら

の
言
葉
は

わ
れ

わ
れ
を
困
惑
さ
せ

る
、

な
ぜ

な
ら
そ

れ
ら

は
、
あ

る
も
の
が
勇
敢
で
あ
る
（
あ
る
人
が
父
で
あ
る
）
と
い

う
事
実

か
ら
わ
れ
わ
れ

は
そ
れ

を
な
す

（
あ
る

い
は
助
け

る
）

べ
き
で
あ
る

と
い
う
結
論
へ
の
自
然
的
移
行
で
あ

る
よ
う

に
み
え
る
も
の
を
妨
害
す

る
か

ら
で

あ
る
。
」
（
傍
点
は

ハ
ド
ソ
ン

に
よ

る
）
。

こ
こ
に
示

さ
れ
て

い
る
問
題

は
以
下

の
よ
う
に
い
い
か
え

ら
れ
よ

う
。
あ

る
も
の
が
存
在
す
る
と

い
う
事

実
に
つ
い
て

の
知
識
か
ら
、
い
か
に
し
て

そ
れ
が
な
さ
れ
る
べ
き
で

あ
る
と

い
う
知
識
へ
と
移
行

す
る
か
、
事
実

に
つ
い
て

の
客
観
的
認
識
か
ら

い
か
に

し
て
そ
れ
が
実
践
的
認
識
へ
と
移
行

す
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は



知
と
行

と
の
合
一

に
か

か
お
る
問
題

と
し
て
注
目

さ
れ
る
。

ヘ
ア
は
こ

の

ギ
ャ
ッ
プ
を
克
服
す
る
も
の
は
「
あ
る
一
般
的
道
徳
的
原
理
」
で
あ
る
と
考

え
る
。
と
い
う
の
は
そ
れ
は
一
定
の
社
会
に
お
い
て
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
る

よ
う

に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
し

か
し
、
そ
う
だ
か
ら
と
い

っ
て
事
実
認
識
が

当
為
認
識
へ
と
自
然

に
移
行
す
る
と
考
え
る
の
は
、
あ
ま
り

に
も
楽
観
的
で

あ
り
、
人
間
本
性
の
諸
傾
向
と
の
関
係
を
積
極
的
に
検
討
す
る
余
地
が
あ
る
。

次

に
、

サ
ー
ル

は
約
束
を
例

に
あ
げ
、
「
あ

る
」

か
ら

「
べ
き
」

が
推
論

さ
れ

る
と
主
張
す
る
。
た
と
え
ば
、

ジ
ョ
ン
は
ス
ミ

ス
に
対
し
て
五

ド
ル
を

支
払
う
と
約
束
し
た
と

い
う
事
実

か
ら
、

ジ
ョ
ン
は
そ
う
す
べ
き
で
あ

る
と

い
う
結
論
が
導
き
出
さ
れ
る
。

サ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
こ
の
場
合

「
あ

る
」

か

ら

「
べ
き
」
へ
の
移
行
は
、

ヘ
ア
の

い
わ
ゆ
る
「
評
価
的
前
提
」

か
ら
で

は

な
く
て
、
「
事
実
的
前
提
」

か
ら
な
さ
れ

る
と
い
う
の
で

あ
る
。

こ
の
点
が

ヘ
ア
と

サ
ー
ル
と
の
見
解
の

相
違
で

あ
る
。

ハ
ド

ソ
ン
は
こ
れ
を
以
下

の
よ

う
に
説
明
す

る
。

ヘ
ア
は
人

々
が
社

会
の
成
員
で
あ

る
た
め
に
は
、
約
束
は

守

ら
れ

る
べ
き
で

あ
る
と

い
う
「
同

語
反
復
で
な

い
原
理
」

を
承
認

す
る
こ

と
が
必
要
で
あ

る
。

こ
の
承

認
が
な
さ
れ
て

い
る
と
い
う
こ
と
の
中
に
は
す

で

に
事
実

か
ら
価
値

へ
の
移
行

が
暗

に
含

ま
れ
て

い
る
。

ハ
ド
ソ
ン
は
こ
れ

を
次

の
よ

う
に
説
明
す

る
。

「
そ
れ

（
「
同
語
反
復
で

は
な
い
原
理
」
）

の
承
認

は
、
わ
れ
わ
れ
が
あ
る
約

束
を
し

た
と

い
う
陳

述
か
ら
そ
れ
を
守
る
べ
き
で

あ
る
と

い
う
判

断
へ
極
め

て
自
然

に
な
す
移
行

を
暗

に
前
提
し
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。
道
徳
的
共
同
体

を
結
び
つ
け

る
、
一
般

に
承
認

さ
れ
た
諸
原

理
へ
の
同

意

が
な
け

れ

ば
、

人

々

は

（
論

理

的

に

）

こ

の

共
同

体

に
属

す

る

こ

は

で

き

な

い

。

ヘ

ア

の
批

評

者

は

、

も

し

人

が

何

ら

か

の

道

徳
的

共

同

体

に

属

す

る

の

で

な

け

れ
ば

、

人

は

（
論

理

的

に
）

あ

の

道

徳

的
原

理

に
同

意

を

与

え

る

こ

と

は

で
き

な

い
、

と

い

う

全

く

反

対

の

見

解

を

と

る

。
」

ヘ
ア

は

一

般

的

原

理

が

承

認

さ

れ
て

い
る

と

い
う

前

提

か

ら

「
約

束
」

の

履

行

を
正

当

化

す

る

の

に
対

し

て

、

サ

ー

ル

は

「
約

束

」

を

し

た

と

い

う

事

実

か

ら

そ

の

履

行

義

務

が

発

生

す

る

と

考
え

る
。

ヘ

ア
の

立

場

は

「

初

め

に

道

徳

的

原

理

あ

り

き

」

で

あ

る

の

に
対

し
、

サ

ー

ル
の

そ

れ

は

「
初

め

に

約

束

あ

り

き

」

で

あ

る

。

ヘ
ア

は
一

般

的

道
徳

原

理

を

前

提

に
し

、

こ

の

立
場

か
ら

道

徳

的

判

断

を

定

言

的

に
考

え

る

の

に
対

し

、

サ

ー

ル
は

約

束

を

し

た

と

い

う

事

実

か
ら

道

徳

的

原

理

へ

の

移
行

が

自

然

に

な

さ

れ

る

と

考

え

る

。

ヘ
ア

に

お

い

て

は
道

徳
的

原

理

は

約

束

を

い
つ

、

ど

こ

で

、

誰

と

な

し

た

か

と

い
う

事

実

問

題

か

ら
独

立

し

て

、

す

で

に
社

会

に
お

い
て

承

認

さ

れ

て

い

る
と

い

う
前

提

が

あ

る

。
彼

に
お

い
て

は

こ

れ

が
す

べ
て

に
優

先

す

る

。

ヘ

ア

、

フ

ッ

ト

、

サ

ー

ル

の
議

論

に
は
未

来

的
展

望

が
欠

け

て

い
る

。

何

を

な
す

べ
き

か

と

い

う

道

徳

的
判

断

は
、

未

来

の

目

的

を
達

成

し

よ

う

と

す

る
願

望

に

よ

っ
て

決

定

さ

れ

る
と

い
う

事

実

を

見

逃
す

こ
と

は
で

き

な

い
。

フ

ッ

ト

も

目

的

を

欲

望

と

の
関

係

に
お

い
て

考

え
て

は

い

る

が

、
未

来

の

視

点

か
ら

目

的

を

考

え

て

い

る

よ

う

に

は
み

え

な

い
。

こ

の

点

、

デ

ュ

ー
イ

の

「

考

慮

中

の

目

的

」
（
ｅ
ｎ
ｄ
ｓ
-
ｉｎ
-
ｖ
ｉｅ
w
）

は

注

目

さ

れ

る

べ

き

観

点

で

あ

ろ



三
　

道

徳

的

判

断

の
基

準

－

そ
の
固
定
性
と
流
動
性
－

ヘ
ア
の
場
合
、
道
徳
的
判

断
の
基

準

は
、
「
公
平

な
仁
愛
」
と

い
う
功
利

主
義
的
原
理
で
あ
る
。
彼
は
こ
の
基
準
が
採
用

さ
れ

る
に
至

る
段
階

と
し
て

道
徳
的
思
考
の
二
つ
の
レ
ヴ

ェ
ル
を
設
定
す

る
。
こ
れ

は
す
で

に
見
て
き

た

よ
う

に
、
直
覚
的
思
考
の

レ
ヴ

ェ
ル
と
批
判

的
思
考

の
そ
れ
と
で
あ

る
。
道

徳
的
思
考
は
直
覚
に
よ
る
判
断
が
偏

っ
た
も

の
で

は
な

い
か
と

い
う
疑
問

か

ら
直
覚
的
諸
原
理
の
狭
隘
さ
を
批
判
す
る
こ
と

に
よ

っ
て
、
普
遍
性

の
あ

る

一
般
的
原
理
を
探
究
す
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
到
達
さ
れ
た
結
論
が
「
公
平

な
仁
愛
」

で
あ
っ
て

、
こ
れ
は
誰
に
も
承
認
さ
れ
得
る
一
般
的
原
理
で
あ
る
。

道

徳
的
判
断
は
最
終
的
に
は
こ
れ
へ
の
訴
え

に
よ

っ
て
正

当
化
さ
れ
る
。
さ

て

、

ヘ
ア
の
こ
の
試
み
に
対
し
て
は
三
つ
の
疑
問
が
投
げ
か
け
ら
れ
よ
う
。

そ
の
一
つ
は
、
一
般
的
原
理

は
最
終
的

に
正
し

い
も
の
と
考
え
ら
れ
て

い
る

の
で

は
な

い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ

に
訴
え

る
道
徳
的
判
断

に
は
誤

り
は
な

い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
二

は
そ
れ

は
固
定
さ
れ
た
、
不
変
的

原
理
と
考
え
ら
れ
て

い
る
の
で
は
な

い
か
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
し
そ
う

で

あ

る
と
す
れ
ば
、
変
化
す
る
状
況

の
中
で

、
人

々
の
相
違
す
る
知
性
が
そ

れ
を
正
し
く
応
用
す
る
こ
と

は
困
難
で
あ
ろ

う
。
第
三
に
、
一
般
的
原
理

は
、

欲
求

の
対
象
と

の
関
係
へ

投
入
さ
れ

る
こ
と

に
よ

っ
て

考
え

な

い
限
り
、

人
々

に
と

っ
て
意
味
あ
る
も
の
と
し
て
活

か
さ
れ
な

い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ

う
に
考
え
て
く
る
と
、
デ

ュ
ー
イ
の
評
価
論

の
再
検
討
が
意
味
を
も
つ
。
彼

は

次

の

よ

う

に

い

う

。

「

手

段

と

し

て

現

わ

れ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

、

あ

ら

ゆ

る

条

件

は

、

そ

の

関

連

に

お

い

て

欲

求

の

対

象

で

あ

り

、

考

慮

中

の

目

的

で

あ

る

、

他

方

、

現

実

に

達

成

さ

れ

た

目

的

は

未

来

へ

の

手

段

で

あ

る

と

と

も

に

以

前

に

な

さ

れ

た

評

価

の

試

験

で

あ

る

。
」

（

傍

点

は

デ

ュ

ー

イ

に

よ

る

イ

タ

リ

ッ

ク

。
）

「

考

慮

中

の

諸

目

的

は

、

何

ら

か

の

欠

乏

又

は

葛

藤

が

あ

る

た

め

異

議

が

あ

る

こ

と

が

わ

か

る

事

柄

の

状

態

を

扱

う

行

動

を

方

向

づ

け

る

こ

と

が

で

き

る

と

い

う

理

由

か

ら

、

善

又

は

悪

と

し

て

評

価

さ

れ

、

あ

る

い

は

重

ん

じ

ら

れ

る

。
」

（

傍

点

は

デ

ュ

ー

イ

に

よ

る

イ

タ

リ

ッ

ク

部

分

。
）

こ

れ

ら

は

若

干

の

説

明

を

必

要

と

す

る

で

あ

ろ

う

。

デ

ュ

ー

イ

に

よ

れ

ば

、

現

在

の

状

況

（

何

か

不

足

な

い

し

矛

盾

の

状

況

）

は

目

的

と

し

て

見

ら

れ

、

手

段

と

し

て

見

ら

れ

る

。

そ

れ

は

解

決

さ

れ

る

べ

き

も

の

と

見

ら

れ

る

な

ら

ば

、

目

的

で

あ

る

。

他

方

、

将

来

に

お

い

て

達

成

（

解

決

）

さ

れ

た

で

あ

ろ

う

目

的

は

次

の

未

来

の

目

的

へ

の

手

段

で

あ

る

。

こ

れ

は

現

在

か

ら

過

去

を

見

て

も

同

様

に

考

え

ら

れ

る

。

現

在

の

状

況

の

中

に

は

、

将

来

に

お

い

て

実

現

さ

れ

る

で

あ

ろ

う

、

い

く

つ

か

の

目

的

が

含

ま

れ

て

い

る

と

み

ら

れ

る

。

だ

か

ら

「

考

慮

中

の

諸

目

的

」

と

い

わ

れ

る

わ

け

で

あ

っ

て

、

こ

れ

は

未

来

へ

の

展

望

か

ら

考

え

ら

れ

て

い

る

の

で

あ

る

。

そ

れ

ら

の

目

的

は

、

現

在

、

何

を

な

す

べ

き

で

あ

る

か

と

い

う

価

値

判

断

を

左

右

す

る

。

そ

の

場

合

、

も

う

一

つ

考

え

ら

れ

る

基

準

は

過

去

に

お

け

る

諸

経

験

を

意

味

の

あ

る

束

と

し

て

結

合

し

た

習

慣

で

あ

る

。

そ

の

内

容

は

達

成

さ

れ

た

諸

活

動

と

し

て

の

経

験

の

連

続

で

あ

る

が

、

新

し

い

状

況

に

お

い

て

は

絶

え

ず

部

分

的

に

修

正

さ



れ
、
よ
り

大
き
く
組
織
化
し
直
さ
れ
る
。
デ
ュ
ー
イ
の
評
価
の
基
準
は
二
つ

の
要

素

か
ら
成

る
。
そ
の
一

つ
は
未
来
展

望
に
立

っ
た

「
考
慮
中

の
諸

目

的
」
で

あ
り
、
も
う
一
つ

は
習
慣
で
あ

っ
て
、
こ
れ
ら

は
現
在
の
活
動
の
中

に
不

可
分

に
組
み
込
ま
れ

る
。

以

上
の
よ
う

に
見
て
く

る
と
、

デ
ュ
ー
イ

に
お
け

る
価
値
判
断

の
基
準

は

弾
力
的
で
あ
り
、
状
況
変
化

に
対
応
で
き

る
も
の
で
あ

る
と
い
う
こ
と
が
で

き
る
。
「
考
慮
中

の
諸

目
的
」

は
、
何

か
欠
如
し

た
、
不

足
し

た
状
況
を
充

実
さ
せ
よ

う
と

い
う
欲
求
か
ら

生
ま
れ

た
も

の
で

あ
る
か
ら
、
問
題

へ
の
関

心

は
強

い
と
み

な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
価

値
判
断

は
こ
う
し
た
脈
略
の
中
で

な
さ
れ

る
か
ら

、
極
め
て

主
体
的
で
あ

る
と
い
え

よ
う
。
こ
れ
に
対

し
て

ヘ

ア
の
道
徳
的
原
理

は
、
フ
ッ
卜
等
に
よ

っ
て
批
判

さ
れ
て

き
た
よ
う
に
、
欲

求
と

は
無
関
係

に
、
理
性
に
よ
っ
て
発

見
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
道
徳
的
諸
原

理
（
「
心
の
習

慣
」
、
「
性
向
」

等
）

の
批
判
的
吟

味

の
結

果
で
あ

る
が
、
こ

れ
の
自
然
的
傾
向
性
が
発
展
し
、
生
か
さ
れ
た
結
果
で

は
な
く
て
、
理
性
の

産
物
で

あ
る
。
問
題

は
自
然
的
傾
向

（
欲
求
）
と
理
性
と
が
結

び
つ

い
て

い

な
い
こ
と
で
あ
る
。

ヘ
ア
の
言
葉
で

い
え
ば
、
直
覚
が
内

在
的
に
発
展
し
、

形
成
さ
れ
る
こ
と

に
よ

っ
て
一
般
的
原
理
が
導
き
出

さ
れ
て

い
る
の
で

は
な

い
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
彼

の
推

論
は
知
性

に
は
受
け

入
れ
ら

れ
て
も

、
欲

求
や
感
情

は
そ
れ

に
対
し
て
一
定

の
距
離

を
置
く

と
い
う
、
人
間
本
性
の
欲

求
の
事
実
が
あ

る
こ
と

を
無
視
す

る
こ
と

は
で
き

な
い
。

四
　

価

値

判
断

の
組

織

化

と

現

在

の
行

動

デ

ュ
ー
イ

に
と

っ
て
は
価
値
判
断

と
は
現
在

の
行
動

に
対
す
る
評
価
で
あ

る
が
、
そ
の
評
価

は
、
す
で
に
考
察
し
た
よ
う
に
、
未

来
の
目
的
を
展
望
し

、

過
去
の
経
験

を
反
省

し
た
上
で
、
提
案
さ
れ
る
諸
行
動

の
中

か
ら
選
択
さ
れ

る
行
動

に
対

し
て

な
さ
れ
る
。
そ
の
場
合
、
注
目
さ
れ
る
べ
き

こ
と
が
二
つ

あ

る
。
そ

の
一
つ
は
、
価
値
判
断
に
誤
り
が
伴
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も

う
一
つ
は
、
抽
象
的
価
値
は
状
況
の
中
で
具
体
化
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ

の
意
味

を
も
つ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
前
者
に
つ
い
て
デ
ュ
ー
イ
は
次
の
よ

う
に
い
う
。

「
失

敗

（
m
iｓ
ｔａ
ｋ
ｅ
ｓ
）
は
、
も
は
や
悲
し

む
べ
き

不
可

避
的

な
災
難

で
も

な
け

れ
ば
、
贖
わ
れ
、
許
さ
れ
る
べ
き
道
徳
的
罪
で
も
な
い
。
そ
れ
は
知
性

の
誤

っ
た
使
用
法

に
関
す
る
教
訓
で
あ
り
、
将
来
の
改
善

に
関
す
る
指
示
で

あ
る
。
そ
れ

は
修
正
、
開
発
、
再
調
整

の
必
要
を
示
す
も

の
で
あ
る
。
目
的

が
成
長
し
、
判
断

の
基
準
が
改
良
さ
れ
る
。
」

知
性
が
誤

る
こ
と
を
避
け
る
こ
と
が
で
き

な
い
の
は
、
新
し

い
状
況
に
直

面
し

た
と
き

、
こ
れ
に
ど
う
適
応
し
、
ど
の
方
向
に
進
ん
で

い
く

か
に
つ
い

て
十
分
予
測

を
立
て
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。

彼
が
「
仮
説
」
に

よ
っ
て
問
題

状
況
を
克
服
す

る
の
は
そ
の
た
め
で
あ

っ
て
、
そ
れ

は
絶
対
的

正

し
さ
を
保
障
す
る
も
の
で

は
な
い
。
デ
ュ
ー
イ
が
知
識
を
絶
対

的
確
実
性

と
見
な
い
の
も
そ
の
た
め
で

あ
る
。
知
識
が
正

し
い
か
ど
う
か
は
、
そ
れ
を

問

題
状
況

に
応
用

し
、
こ
れ
を
克
服
す

る
こ
と

に
成

功
す

る
か
ど
う

か
に



よ

っ
て
試

験
さ
れ
る
。
実
験
主
義
が
主
張
さ
れ
る
の

は
そ
の

た
め
で

あ
る
。

次
に
、
抽
象
的
価
値
が
状
況
の
中
で
ど
う
応
用
さ
れ
、
生

か
さ
れ

る
か
に

つ

い
て

デ
ュ
ー
イ

は
「
健
康
」
を
例

に
あ
げ
、
次
の
よ
う
に

い
う
。

「
二
度

と
動

か
ぬ
固
定
し
た
目
的
と
し
て
の
健
康
で
な
く
、
必
要
な
健
康
の

増

進
卜

と
い
う
継
続
的
な
過
程
－

が
目
的
で
あ
り
善
で
あ
る
。
目
的

は

も

は
や
到

達
す

べ
き
終
点
や
限
界
で
は
な
い
。
目
的
と
い
う
の
は
、
現
在
の

状
況
を
変
え
て
行

く
積
極
的
過
程
な
の
で
あ
る
。
究
極
の
ゴ
ー
ル
と
し
て
の

完
成
で

は
な
く
、
完
成

さ
せ
、
仕
上
げ
、
磨
き

上
げ
る
不

断
の
経
験
が
生
き

た
目
的
で
あ
る
。
」

な
ぜ
抽
象
的
価
値

（
勤
勉

、
節
制
、
正

義
等
）

が
批
判

さ
れ

る
か
と
い
え

ば
、
そ
れ

は
状
況
の
外

に
固
定

さ
れ
る
限
り
、
そ
れ

は
現
実

の
問
題

を
解
決

す
る
こ
と
が
で
き
な

い
か
ら
で
あ

る
。

デ
ュ
ー
イ

の
関
心

は
現
実

の
状
況

を

い
か
に
し
て
変
え
る

か
に
あ

る
。

知
識
や
価
値

は
こ
う
し

た
変
革

の
手

段
で

あ
る
。
そ
れ
ら
は
現
在
の
状
況

に
引
き
下
げ
ら
れ
、
こ
れ

と
接
触

し
、
環

境

や
人
間
を
変
え
る
こ
と
が
で
き

た
と
き

、
初

め
て
意
味
を
も
つ

の
で

あ
る
。

そ
れ
ら
は
遠
く
か
ら
単

に
眺

め
ら
れ
る
も

の
で
も

な
け
れ
ば
、

遠
き
彼

方
に

固
定
さ
れ
た
目
的
で
も
な

い
の
で

あ
る
。

デ
ュ
ー
イ

に
と

っ
て
も
目

的
と
は
。

今
、
あ
る
方
向
に
向

か
っ
て
動
き
っ
つ
あ

る
活
動
で
あ

る
。
価
値

は
こ

の
活

動

を
点
火
し
。
方
向
づ
け

る
手
段
と
し
て
、
問
題
状
況
の
中
へ
入
り
込
む
と

き

。
初
め
て
意
味
を
も
つ
と
さ
れ

る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
デ

ュ
ー
イ

は
次

の

「
悪

い
人
間
と
い
う
の
は
、
今
ま
で
善
で
あ

っ
た
に
せ
よ
、
現
に
堕
落
し
始

め
て
い
る
人
間
、
善
が
減
り

始
め
て
い
る
人
間
の
こ
と
で
あ

る
。
善

い
人
間

と

い
う
の

は
、
今
ま
で
道

徳
的

に
無
価
値
で

あ
っ
た
に
せ
よ

、
善
く
な
る
方

向
へ
動
い
て
い

る
人
間

の
こ
と
で
あ
る
。」

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
こ
と

は
、
人
間
が
今
ど
の
方
向

に
向

か
っ
て
動
い
て

い
る
か
と

い
う
こ
と
で
あ

る
。
前
進
の
活
動

か
、
そ
れ
と
も
後
退
の
活
動
か

に
よ
っ
て

人
間
の
善
悪
が
判
断
さ
れ
る
の
で
あ

る
。
そ
の
判
断
は
固
定
的
で

は
な
く
て

、
流
動
的
で
あ
る
。
従

っ
て

、
善

は
悪

に
、
悪

は
善
に
転
じ
う
る

可

能
性
を
常
に
内
に
も
つ
。
デ
ュ
ー
イ
が
こ
の
よ
う

に
考
え
る
の
は
、
す
で

に
見
て
き

た
よ
う
に
、
未
来
へ
の
展
望

か
ら
現
在
が
見
ら
れ
、
現
在
の
状
況

か
ら
将
来

の
諸
目

的
が
想
像
さ
れ
、
投
影
さ
れ
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。
現
在

の
活
動

は
こ

の
よ

う
に
し
て

そ
の
方
向
と
内
容
と
を
与
え

ら
れ
る
。
か
く
し

て
デ

ュ
ー
イ

は
次

の
よ

う
に
い
う
。

「
諸
活
動
を

、
調
整

さ
れ
調

整
す

る
統
一
へ
と
組
織
化
す

る
連
続
的
時
間
的

過
程

に
お

い
て

は
、
一
つ
の
構
成
的
活
動
は
目
的
で

も
あ
り

。
手

段
で
も
あ

る
。
そ
れ
が
時
間
的
に
相
対
的
に
一
つ
の
終
り
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
目
的

で
あ

る
。
そ
れ
が

さ
ら
に
次
の
活
動

に
お
い
て

考
慮
に
入

れ
ら
れ

る
べ
き
一

条
件
を
提
供
す

る
限

り
に
お
い
て
手
段
で
あ
る
。
」

む
　

す
　

び

以

上
、
わ
れ
わ
れ

は
道
徳

的
判
断
を
中
心
と
し
て

ヘ
ア
の
理
論
と
そ
の
批

判
者
た
ち
の
理
論
と
を
比
較
し
て
き
た
。
ヘ
ア
に
お
い
て

は
道
徳
的
判
断
は

思
考
の
視
点
か
ら
見
ら
れ
、
欲
求
や
関
心
は
消
極
的

に
見
ら
れ
る
。
思
考
と



こ
れ
ら
人
間
本
性

の
諸
傾
向
と
の
関
係
が
十
分
検
討

さ
れ
て

い
な
い
。
彼

は

直
覚

の
中

に
「
心

の
習
慣
」
「
性
向
」

等
を
含

め
。

こ
れ
ら
を
批
判

す
る
こ

と

に
よ

っ
て
普
遍

的
原
理
が
発
見
さ
れ

る
と

い
う
が
、
こ
う
し
た
人
間
本
性

は
積
極
的

に
評
価

さ
れ
て

い
な
い
。
と

い
う
の
は
そ
れ
ら
は
道
徳
的
判
断
を

不
公
平

に
す

る
偏
見

を
含
む
も
の
と

考
え
ら

れ
て

い
る
か
ら
で

あ
る
。
し

か

し
。
彼

は
直

覚
の
中

に
普
遍

的
原
理

へ
高
ま

る
可

能
性
が
あ
る
こ

と
を
示
し

て

い
な
い
。
彼

の
主
張
す

る
道
徳
的
判
断

に
は
ギ
ャ
ッ
プ
が
あ
り

、
不
自
然

さ
が
あ
る
。
彼

の
道
徳
論

は
。
人
間

は
い
か
に
生
き

る
べ
き

か
と
い
う
問

い

に
一
面
的

に
し

か
答
え
て

い
な
い
。
こ
の

点
、
ウ
ォ
ー
ノ
ッ
ク
や

フ
ッ
ト
は

欲
望
の
視
点

か
ら
道

徳
論
を
構
築
し
よ

う
と

し
て

お
り
、
右
の
要
求

に
答
え

て
く
れ
る
よ

う
に
み
え
る
。
し
か
し
、
欲
望

の
対
象

が
い
か
に
し
て
達
成
さ

れ
る

か
、
達
成
さ
れ

た
目
的
が
次
の
目
的
を
達
成
す

る
上

に
お
い
て
ど
の
よ

う
な
役
割
を
果

た
す

の
か
、
こ
う
し

た
問
題

と
の
関

連
に
お
い
て
道

徳
的
判

断

は
十
分
検
討

さ
れ
て

い
な

い
よ

う
に
み
え

る
。

以
上
の
問
題

点
を
含
む
現
代
イ

ギ
リ

ス
倫

理
学
は
、
現
代

日
本
の
社
会
問

題
で
あ
る

い
じ

め
、
不
登
校

、
生
命
軽
視

の
問
題
行

動
、
自
殺
。
金
融
諸
機

関
幹
部
の
不
正
事
件

、
脳
死
と
臓
器
移
植

。
飛

び
入
学
等
の
諸
問
題

を
解
決

す
る
理
論
と
し
て

わ
れ

わ
れ
を
満
足

さ
せ

る
も
の
で

あ
る
と
は
い
え

な
い
。

こ
う
し
た
不
満

に
答
え

る
か
の
よ

う
に
、

ヘ
ア
の
理
論
は
コ
ー
ル
パ
ー
ク

に

よ

っ
て
発
展

さ
れ
て

い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き

る
が
。
そ
こ
に
は
依
然
と
し

て
主
知
主
義
が
一
貫
し
て
お
り
、
人
間
本
性

の
要

求
を
満

足
さ
せ

る
も
の
で

は
な

い
。
こ
の
点
、

ノ
ー
マ
ン
が
試
み
る

「
自
然

主
義
的
倫

理
学
」

は
ウ

ォ

ノ

ッ

ク

や

フ

ッ

卜

の

理

論

を

フ

ロ

ム

の

視

点

か

ら

発

展

さ

せ

よ

う

と

す

る

点

に

お

い

て

注

目

さ

れ

、
2
1

世

紀

の

倫

理

学

の

課

題

と

方

向

と

を

示

し

た

も

の

と

い

う

こ

と

が

で

き

る

。

デ

ュ

ー

イ

は

す

で

に

自

然

主

義

的

倫

理

学

を

新

し

い

経

験

主

義

の

立

場

か

ら

構

築

し

た

。

そ

の

内

容

は

、

す

で

に

考

察

し

た

よ

う

に

、

活

動

の

再

組

織

化

と

そ

の

意

味

づ

け

で

あ

る

。

彼

の

こ

う

し

た

方

法

は

欲

求

や

関

心

を

基

礎

に

し

。

し

か

も

こ

れ

ら

を

人

間

の

諸

状

況

と

の

関

係

に

お

い

て

考

え

て

い

る

点

に

お

い

て

、

現

代

日

本

の

社

会

的

諸

問

題

を

解

決

す

る

こ

と

が

で

き

る

と

み

る

こ

と

が

で

き

る

。

し

か

し

、

欲

求

や

関

心

以

前

の

心

を

根

本

的

に

検

討

す

る

の

で

な

け

れ

ば

、

活

動

は

十

分

基

礎

づ

け

ら

れ

な

い

。

こ

の

意

味

に

お

い

て

フ

ロ

ム

が

「

活

動

」

と

「

生

産

性

」

と

を

区

別

し

た

こ

と

は

注

目

さ

れ

る

。

改

め

て

デ

ュ

ー

イ

と

フ

ロ

ム

と

の

関

連

が

問

わ

れ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

以

上

の

よ

う

に

見

て

く

る

と

、

デ

ュ

ー

イ

理

論

を

フ

ロ

ム

や

コ

ー

ル

パ

ー

ク

の

そ

れ

と

比

較

し

つ

つ

、

新

し

い

自

然

主

義

又

は

ヒ

ュ

ー

マ

ニ

ズ

ム

の

倫

理

学

を

構

築

す

る

こ

と

が
2
1

世

紀

の

倫

理

学

の

一

つ

の

重

要

な

課

題

で

あ

ろ

（
1
）
　
こ
の
運
動
は
一
九
七
二
年
よ
り
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
を
中
心
に
、
若
い

研

究

者

た

ち

に

よ

っ

て

起

こ

さ

れ

、

雑

誌

『

急

進

哲

学

』

が

年

三

回

刊

行

さ

れ

て

い

る

。

（

２

）
　

詳

細

は

Ｒ
.
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Ｃ

ｌａ
ｒ
ｅ
ｎ

ｄ
ｏ
ｎ

Ｐ
ｒ
ｅ
ｓ
ｓ
，
　
１
９
８
３
)
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第
三
部
を
参
照
。
本
書
は
、
日
本
に
お
い
て
は
塚
崎
智
監
訳

『

道

徳

の

哲

学

者

た

ち

』

（

昭

和

堂

、

一

九

八

八

）

と

し

て

翻

訳

さ

れ

て

い

る

。
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。

（
１
４
)
 
l
ｂ
ｉ
ｄ
.

，
　
ｐ

ｐ
.

１
８

０

清

水

幾

太

郎

他

訳

『

哲

学

の

改

造

』

、

一

五

三

－

五

四

頁

。

（

1 5

）

Ｊ
.
　
Ｄ

ｅ
w

ｅ
ｙ
,

　

Ｔ

ｈ
ｅ
ｏ
ｒ
ｙ

　
ｏ
ｆ

　
Ｖ

ａ

ｌｕ

ａ

ｔ
ｉｏ

ｎ

，

（

1 6

）
　

行

安

茂

『

自

己

実

現

の

道

徳

と

教

育

』

（

以

文

社

、

一

九

九

二

）

。

第

三

部

参

照

。

（
1
7

）
　

行

安

茂

「

デ

ュ

ー

イ

と

フ

ロ

ム

ー

人

間

疎

外

を

中

心

と

し

て

」

（

杉

浦

宏

編

著

『

デ

ュ

ー

イ

研

究

の

現

在

』

、

日

本

教

育

セ

ン

タ

ー

、

平

成

五

年

）

参

照

。

（

ゆ

き

や

す

・

し

げ

る

、

倫

理

学

、

く

ら

し

き

作

陽

大

学

教

授

）
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