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､
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土

《

研

究
ノ

ー

ト
》

ア

ダ

ム

･

ス

ミ

ス

研
究
の

現
状
と

問
題

-
『

ア

ダ
ム

･

ス

ミ

ス

論
菓
』

を

中
心

に

-

r
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八

幡

清

文

一

ア

ダ
ム

･

ス
､

､

､

ス

の

『

諸
国
民
の

富
』

の

出
版
か

ら
二

百
年
に

あ
た

る

一

九
七

六

年
に

ほ
､

内
外
に

お

い

て

種
々

の

記
念
行
事
が

催
さ

れ
､

こ

の

経
済
学
の

古
典
に

対

し

て

二

世
紀
を

経
た

時
点
か

ら

多
彩
な

検
討
が

な
さ

れ

た
｡

こ

の

ほ

ど

実
現
し

た
ス

ミ

ス

叙
魁
の

刊
行
も

そ

う
し

た

記
念
事
業

の
一

つ

で

あ

り
､

特
に

そ

れ
の

第
五

巻
に

初
め
て

発
表
さ

れ

る

新
し
い

法

学
講
義
ノ

ー

ト

ほ
､

ス

､
､

､

ス

研

究
の

新
た

な

展
開
を

直
接
に

刺
激
す
る

資

料
と

し
て

格
別
の

意
義
を

有
す

る
｡

ま

た
こ

の

ス
､

､

､

ス

全
集
の

付
録
と

し

て
､

各
国
の

研
究
者
の

寄
稿
に

な

る

記

念
論

丸
鮎
が

出
版
さ

れ

た
｡

全
集

の

付
録
と

は
い

え
､

本
論
文
集
は
ス

､
､

､

ス

研
究
に

お

い

て

独
白
の

位
置
を

占
め

る

文
献
と

し
て

注
目
さ

れ

る
｡

『

諸
国
民
の

富
』

の

刊
行
二

百
周
年
を

記
念
す
る

論
文
集
で

は

あ

る

が
､

本
書
は

単
に

ス

ミ

ス

の

経
済
学
の

み

を

対

象
と

す
る

論
文
集
で

は

な
い

｡

本
書
の

編
者
の

一

人
で

あ
る

A
･

S
･

ス

キ

ナ

ー

の

｢

緒
論
+

に

お

け

る

言
明
に

よ

れ

ば
､

｢

た

だ

単
に

経
済
学
に

集
中
す
る

の

と

ほ

異
な
っ

て
､

(

3
)

彼
〔

ス
､

､

､

ス
〕

の

業
績
の

主
要
領
域
を
カ

バ

ー

す
る
+

と
い

う
論
文
集
の

構
成
は

二

部
に

分
か

た

れ
､

第
一

部
に

は

主
と

し

て

ス

ミ

ス

の

道
徳
哲
学

､

政
治

･

社
会
思
想
な

ど
に

関
連
す
る

諸
論
文
が

､

第
二

部
に

は
ス

ミ

ス

経

済
学
の

諸
問
題
を

多
角
的
に

論
じ

た

諸
研
究
が

収
録
さ

れ

た

包
括
的
な

内

容
を

有
し
て

い

る
｡

そ

れ

ゆ

え
に

ま

た

本
論
文
集
の

執
筆
者
の

専
門
領
域

ほ

多
彩
で

あ

り
､

そ
の

顔
ぶ

れ

は

す
ぐ

れ
て

国
際
的
で

あ

る
｡

こ

う
し

て

本
論
文

集
ほ

､

『

諸
国
民
の

富
』

の

刊
行
後
二

世

紀
を

経
た

地

点
に

お

け

る

ス
､
､

､

ス

の

学

問
と

思
想
に

対

す
る
一

つ

の

絵
体
的

展
望
を

与
え

て

い

る

と

考
え

ら

れ

る
｡

本
稿
は

本
書
の

讃
論
文
の

若
干
を

限
定
さ

れ
た

視
角
か

ら
で

は

あ

る

が

紹
介
し

､

検
討
す
る

こ

と

を

通
し

て
､

現
代
の

ス
､

､

､

ス

研

究
に

お

い

て

認
め

ら

れ

う
る

か
か

静
か

特
徴
的
な

動
向
を

把
握
し

､

同
時

に

そ

こ

に

お

け
る

問
題
点
の

一

端
を

確
認
す
る

こ

と

を

目

的
と

し
て

い

る
｡

〓

従
来
の

ス

ミ

ス

研
究
に

お
い

て

は
､

主

要
な

焦
点
は

『

諸
国
民
の

富
』

に

体
系

化
さ
れ

た

ス

ミ

ス

の

経
済
学
に

関
連
す
る

諸
問
題
に

当
て

ら

れ
､

ス

､
､

､

ス

の

業
績
の

他
の

部
分
は

彼
の

経
済

学
の

解
明
に

と
っ

て

補
助

的
意

義
を

も

つ

も
の

と

し
て

論
及
さ

れ

る

の

が

支
配
的
傾
向
を

な

し
て

い

た

が
､

近

年
の

顔
著
な

動
向
と

し
て

日

本
の

み

な

ら

ず
欧

米
に

お

い

て

も
､

『

道

徳
感

情
論
』

の

倫
理

学
､

政
治
思
想

､

歴
史
観

､

科
学
方
法
論
に

関
す
る

ス
､

､

､

ス

の

学
説
に

対

し
て

多
大
な

関
心

が

寄
せ

ら

れ
､

そ

れ

ら
に

副
次
的

な

も

の

を

越
え

た

固
有
の

意
義
を

認
知
す
る

現
象

､

す
な

佃

叫
㍑

‥
､

ス

研

占

究
の

掛
野
か

扮
舟
と

そ

れ

を

背
景
と

し

た

ス

ミ

ス

研
究
の

重

心

移
動
と

も

滋
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言
い

う
る

現
象
を

指
摘
し

う
る

｡

本
論
文
集
が

先
に

触
れ

た
よ

う
な
二

部

構
成
を

採
用
し

て

い

る

の

は

そ

う
し

た

研
究
動
向
の

端
的
な

反
映
に

外
な

ら

ず
､

本

書
の

執
筆
者
の

一

人
で

あ

る

A
･

W
･

コ

ー

ツ

も

｢

近

年
､

ス

､

､

､

ス

の

経
済
学
的
分
析
か

ら

彼
の

社
会
学
的

･

歴
史
的
見
解
へ

と

学
問
的

関
心

の

明

庶
な

転
換
が

存
在
し

p
と

注
目
す
べ

き

璽
ロ

を
し

て

い

る
｡

こ

の

よ

う
な
ス

､

､

､

ス

研
究
の

視
野
の

拡
大
=

重

心

移
動
は

､

高
度
に

専

門
分
化
し
た

学
問
の

讃
分
野
を

統
合
し

､

体
系
化
す
る

視
点
を

必

要
と

し

て

い

る

社
会
科
学
の

現
状
を

背
景
と

し

て

い

る

と

も

言
え

よ

う
｡

さ

て

『

道
徳
感
情
論
』

に

関
し
て

は
､

G
･

R
･

モ

ロ

ウ

以

後
の

研

究
の

展
開

ヽ

ヽ

ヽ

に

お

い

て
､

そ
れ

を

カ

ン

ト
の

倫
理

思
想
に

類
似
し
た

狭
義
の

倫
理

学
と

把
握
す
る

理

解
は

克
服
さ

れ
､

ホ

ッ

プ

ズ

以

来
の

近

代
イ

ギ

リ
ス

に

お
い

て

成
立
し

た

固
有
の

道
徳
哲
学
と

把
え
て

そ
れ

の

特
質
お

よ

び

意
義
を

追

究
す
る

研
究
が

進
展
し

､

そ

れ

と
と

も
に

『

道
徳
感
情
論
』

は

鐘
済
学
を

も
一

席
成

部
分
と

す
る
ス
､

､

､

ス

の

社
会
科
学
の

体
系
の

基

礎
と

し
て

の

性

格
を

有
す
る

も
の

で

あ

る
こ

と
が

具
体
的
に

解
明
さ

れ
つ

つ

あ
る

｡

と

こ

ろ

で

『

道
徳
感
情
論
』

の

研
究
に

あ

た
っ

て

最
大
の

焦
点
と

な
る

の

は
､

｢

同
感
+

､

｢

公
平
な

観
察
者
+

､

｢

良
心
+

な

ど
の

ス
､

､

､

ス

の

学
説
の

特
質

を

具
現
し

た

諸
原
理
で

あ
り

､

ま

た

こ

れ

ら
の

諸
原
理
の

異
な

る

理

解
に

ょ
っ

て

『

道
徳
感
情
論
』

の

全
体
と

し

て

の

解
釈
の

相
違
が

も

た

ら

さ

れ

る
｡

で

ほ

本
論
文
集
の

諸
研
究
は

『

道
徳
感
情
論
』

の

い

か

な

る

解
釈
を

凍
出
し
て

い

る

で

あ

ろ

う
か

｡

こ

こ

で

は

異
な
る

視
角
か

ら

そ

れ

に

接
近

(

古
)

(

8
)

し
て

い

る

と

み

ら

れ

る

D
･

D
･

ラ

フ

ィ

ル

と

L
･

バ

ゴ

リ

ー
ニ

の

論
文

に

即
し
て

検
討
し

ょ

う
｡

ラ

フ

ィ

ル

は

『

道
徳
感
情
論
』

の

特
質
を

､

｢

公
平
な

観

察
者
+

の

原

理
の

集
中
的
な

分
析
に

よ
っ

て

解
明
し

ょ

う
と

す

る
｡

彼
に

よ
れ

ば

倫
理

脚

学
上
の

合
理

主
義
者
が

行
為
者
の

義
務
と

そ

れ

を

規
定
す
る

た

め
の

規
準

ヽ

ヽ

ヽ

の

問
題
に

集
中
し

た
の

に

対

し
､

ハ

チ

ス

ン
､

ヒ

ユ

ー

ム

ほ

徳
と

第
三

者

ヽ

ヽ

ヽ

に

よ

る

そ

れ

の

判
定
に

つ

い

て

よ

り

考
察
し

､

義
務
の

観
念
に

関
し
て

は

ヽ

ヽ

ヽ

不

十
分
な

展
開
に

と

ど

ま
っ

た
｡

ス
､

､

､

ス

の

独

創
性
は

行
為
者
が

彼
自
身

ヽの

行
為
に

対
し

て

実
行
す
る

良
心
の

判
断
を

説
明
す
る

概
念
の

展
開
に

あ

る
｡

ス

､
､

､

ス

の

独
自
な

公
平
尤

観
察
者
の

概
念
こ

そ
が

そ

れ
に

あ

た

り
､

そ

の

こ

と

ほ

『

道
徳
感
情
論
』

の

六

版
に

至
る

ま
で

の

改
訂
を

検
討
す
る

こ

と

に

よ
っ

て

論
証
さ

れ

る
｡

道
徳
的
判
断
の

理

論
が

第
二

者
､

第
三

者

に

よ

る

判
断
に

限
ら
れ

る

な

ら

ば
､

公
平
な

観
察
者
と
い

う
ス

､

､

､

ス

に

特

有
な

概
念
は

必

要
で

は

な

い
｡

実
際
ス

､
､

､

ス

は

観
察
者
の

反
作
用
の

当
事

者
に

対

す
る

効
果
を

理

論
化
す
る

時
に

､

観
察
者
の

公
平
性
を

強
調
し

始

め
る

の

で

あ

り
､

こ

の

効
果
に

よ
っ

て

当
事
者
が

公
平
な

観
察
者
の

立

湯

を

内
面
化
す
る

と

こ

ろ

に

良
心

が

成
立

す

る
｡

『

道
徳
感

情

論
』

の

第
二

版
以

後
の

良
心

の

理
論
の

改
訂

､

発
展
は

､

そ
れ

の

現
実
の

観
察
者
の

判

断
--

世
論
か

ら

の

独
立

性
に

係
わ

る

も
の

で

あ

り
､

ス
､

､

､

ス

は

次

第
に

良

心
の

独

立

性
を

認
め

る

に

至
っ

た

が
､

彼
の

根
本
的
立

場
ほ

不

変
で

あ
っ

た
｡

こ

う
し
た

分
析
か

ら

見
れ

ば
､

ス
､

､

､

ス

に

お

け

る

公
平
な

観
察
者
の

概
念
は

､

人
間
の

良
心
の

判
断
が

形
成
さ

れ

る

現
実
の

因
果
的
な

プ
ロ

セ

ス

の

仮
説
を

提
示

す
る

科
学
的
性
希
の

理

論
で

あ

り
､

あ

る

種
の

道
徳
能

力
の

社

会
学
的

･

心

理

学
的
解
明
を

意
図
し

た

原
理
で

あ
る

. ｡

ラ

フ

ィ

ル

は

ス
､
､

､

ス

が

ハ

チ

ス

ン

､

ヒ

ュ

ー

ム

と

共
に

､

今
日
の

経
験
的
心

理

学
に

あ

た

る

人

間
性
の

観
念
に

よ

る

倫
理

学
の

解
明

を

め

ざ

し
た

経
験
論
着
で

あ

る

こ

と

を

強
調
し

､

ス

ミ

ス

が

ヒ

ユ

ー

ム

と

共
に

経
験
的
な

倫
理

学
の
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運
動
の

頂
点
を

形
成
し

て

い

た

と

評
価
し
て

い

る
｡

ヽ

ヽ

ヽ

パ

ゴ

リ

ー
+
一

は

ラ

フ

ィ

ル

と

は

異
な
っ

て
､

他
者
の

行
為
の

判
断
を

遂

行
す
る

同
感
の

機
能
に

注
目

す
る
こ

と

か

ら
､

ス

ミ

ス

の

同
感
お

よ

び

公

平
な

観
察
者
の

原
理

が

道
徳
的
評
価
の

原
理

と

し
て

有
す
る

現
代
的
有
効

性
を

確
認
し

ょ

う
と

す
る

｡

.
ハ

ゴ

リ

ー

ニ

の

理

解
で

は
､

同
感
は

帰
納
的

推
論
の

作
用
に

よ

る

他
者
の

状

況
の

知
的
な

表
象
過
程
と

､

想

像
の

過
鍵

で

あ
る

自
己

自
身
の

他
者
の

状
況
へ

の

置
換
と
い

う
二

つ

の

過
寒
を

含
む

が
､

彼
は

ス
､

､

､

ス

の

同
感
理

論
に

次
の

よ

う
な

新
た

な

要
素
を

認
め

る
｡

ま

ず
ス
､

､

､

ス

は

つ

ね

に

同
感
が

生

起
す
る

掛
野
を

重

視
し
て

お

り
､

ま

た

ヽ

ヽ

同
感
を

十
分
に

情
報
に

通
じ

た

観
察
者
の

作
用
と

し
て

想
定
し

て

い

る
｡

さ

ら

に

ス
､

､

､

ス

に

お

い

て

は
､

同
感
は

行
為
者
の

状
況
へ

の

置
換
だ

け

で

は

な

く
､

行
為
の

影
響
を

受
け
る

人
物
の

状
況
へ

の

置
換
と

し
て

も
成
立

す
る

か

ら
､

こ

の

同
感
の

主
体
は

公

平
な

観
察

者
と

な

り
､

彼
の

道
徳
的

評
価
は

針
平

世
を

獲
得
す
る

｡

状
況

､

公
平

性
､

情
報
は
ス

､

､

､

ス

に

あ
っ

て

複
合
的
な

道
徳
的
評
価
の

過
程
に

お

い

て

相
互

に

統
合
す
る

要
素
で

あ

る
｡

以
上
の

要
素
を

含
む

公
平
に

し

て

事
情
に

頼
通
し

た

観
察
者
の

判
断

は
､

彼
が

行
為
の

生

起
す
る

状
況
の

情
報
に

通
じ

て

い

る
こ

と

に

お

い

て

そ

の

状
況
に

お

け
る

判
断
対
象
た
る

行
為
の

原
因

･

動

機
･

目
凛
に

つ

い

て

の

帰
納
的
知
識
を

も
つ

か

ら
､

そ
の

時
と

湯
に

お

け

る

社

会

的
･

法

的
･

道
徳
的
規
準
を

表
明

す
る

こ

と

に

な

り
､

彼
の

判
断
ほ

社
会
的
客
観

性
を

獲
得
す
る

よ

う
に

な

る
｡

こ

う
し
て

ス

ミ

ス

の

同

感
理

論
は

､

合
理

的
要
素
=

帰
納
的
推
論
と

感
情
的
要
素
=

藩
侯
力
に

よ

る

感
情
共
有
と

の

独
創
的
な

踪
合
の

原
理
で

あ
る

｡

パ

ゴ

リ

ー

ニ

は

裁
判
官
が

同
感
に

よ

る

価
値
評
価
を

遂
行
す
る

場
合

､

彼
が

対
立
す
る

利
害
の

下
に

あ
る

人
々

の

状
況
に

よ

り

参
入

す
る

こ

と

に

よ
っ

て

そ

れ

ら
の

人
々

の

状
況
の

比

較
を

十
分
に

実
行
す
る

結
果
と

し
て

彼
の

評
価
の

慈
恵
性
は

制
限
さ

れ
､

彼
の

道
徳
的
判
断
は

客
観
的
公
平
を

実
現
す
る
こ

と
に

な

る
と

説
い

て
､

ス

ミ

ス

の

同
感
理

論
が

裁
判
に

お

け

る

判
決
の

原
理

と

し
て

今
日

な

お

有
す
る

意
義
を

結
論
し
て

い

る
｡

ス
､
､

､

ス

の

同
感
理

論
の

核
心

を

公

平
な

観
察
者
の

原
理
に

見
出
す
こ

と

で

は
､

ラ

フ

ィ

ル

と
バ

ゴ

リ

ー

ニ

と

の

立

場
は

共
通
し
て

い

る

が
､

そ

の

原
理

を

解
釈
す
る

視
点
の

相
違
か

ら
､

同

感
理

論
の

把
握
に

お

け
る

両
者

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

の

相

違
す
な

わ

ち

そ

れ

を

経
験
的
な

科
学
理

論
と

し
て

把
握
す
る

前
者
と

､

そ

れ

を

資
財
卸
か

道
徳
的
評
価
の

原
理
と

し

て

把
握
す
る

後
者
と

の

相
違

が

生

起
し

て

い

る
｡

ラ
フ

ィ

ル

の

研
究
は

ス

ミ
ス

の

同
感
理

論
の

轟
鹸
的

性
格
を

強
調
す

る
こ

と
に

お
い

て
､

基
本
的
に

は

T
･

D
･

キ
ャ

ン

ベ

ル

の

最
近
の

臥
紀
を

推
承
し

､

他
方
バ

ゴ

リ

ー

ニ

は

同
感
作
用
の

理

知
的
側

面
を

強
調
す

る

点
で

ほ

A
.

L

÷
タ

フ

指
と

同
様
の

理

解
を

示

し
て

い

る
｡

し

た

が
っ

て

両

者
の

解
釈
の

相
違
ほ

､

ヰ
ヤ

ン

ペ

ル

と
マ

タ

フ

ィ

ー

と

の

ス
､
､

､

ス

理

解
の

差
異
を

か
か

静
か

か
い

で

再
現
し
て

い

る

と

も
み

な

し

う
る

｡

両

者
の

研

究
は

『

道
徳
感
惜
論
』

に

関
し
て

そ

れ

ぞ

れ
に

有

ヽ

ヽ

意
義
な

考
察
を

展
開
し

て

い

る

が
､

同
書
に

お

け

る
ス

､

､

､

ス

の

意
図
お

よ

ヽ

ヽ

ぴ

そ
の

同
感
理

論
の

意
義
に

つ

い

て

は

特
に

ラ

フ

ィ

ル

の

見
解
が

示

唆
に

富
む

｡

ラ

フ

ィ

ル

も

示

唆
す
る

よ

う
に

､

ス
､

､

､

ス

の

同
感
理

論
の

真
髄
ほ

､

人
間
の

自
己

自
身
の

行
為
の

道
徳
的
判
断
と

そ

れ

に

よ

る

道
徳
原
理
の

形

成
を

人
間
の

相
互

的
同
感
=

相
互

的
交
通
か

ら

発
生

的
に

展
開
す
る

と

こ

ろ
に

あ

り
､

『

道
徳
感
情
論
』

の

独
創
的
貢
献
と

画
期
的
意
義

は

ま

さ

し

く
こ

の

点
に

存
す
る

｡

ラ

フ

ィ

ル
､

バ

ゴ

リ

ー

ニ

の

研

究
は
こ

の

よ

う
に

冴



一

橋論叢 第七 十 七 巻 第二 号 ( 9 6 )

有
益
な

論
点
を

提
起
し
て

い

る

も

の

の
､

そ

れ

ら

は

そ
の

主
題
の

限
定
性

の

ゆ

え
に

『

道
徳
感
情
論
』

の

全
体
像
を

提
出
す
る

も
の

で

は

な

く
､

ま

た

両
者
の

み

な

ら

ず
欧
米
の

研
究
に

は

概
し

て
､

明

確
な

歴
史
意
識
を

基

礎
と

し

て

『

道
徳
感
情
論
』

を

近

代
に

お

け

る

人

間
お

よ
び

社
会
の

原
理

を

展
開
し

た
一

個
の

掛
合
哲
学
即

肘
掛
と

し

て

把
握
す
る

視
角
が

希
薄
で

あ

る
｡

一

見
し
て

非
歴
史
的
概
念
と

し

て

構
成
さ

れ
て

い

る

同
感

､

公
平

な

観
察
者
の

概
念
は

､

近

代
社
会
に

お

け

る

人
間
の

存
在
原
理

を

表
現
す

る

範
噂
と

し

て

の

本
質
を

有
す
る

し
､

ス
､

､

､

ス

が

記
く

正

義
の

原
理

､

徳

の

体
系
は

ま

さ
に

近

代
的

･

市
民

的
な

道
徳
原
理

と

し
て

の

実
質
を

備
え

て

い

る
｡

し

た
が

っ

て

『

道
徳
感
情
論
』

ゐ

全
面

的
な

解
明
の

た

め

に

ほ
､

鋭
利
な

歴
史
意
識
を

基
礎
と

し
た

社
会
哲
学
的
接
近

を

必

要
と

す
る

が
､

こ

う
し

た

接
近

方
法
に

よ

る

『

道
徳
感
情
論
』

の

研

究
で

ほ
､

日

本
の

伝

(

9
)

統
あ

る

ス

ミ

ス

研

究
に

お

い

て

特
色
あ

る

成
果
が

蓄

積
さ

れ
つ

つ

あ

る
｡

三

欧
米
に

お

け

る

従
来
の

『

諸
国
民
の

富
』

の

研
究
は

圧
倒
的
に

近

代
経

済
理

論
の

立

場
か

ら
の

ア

プ
ロ

ー

チ

に

よ

る

も

の

で

あ

り
､

そ
こ

に

お
い

て

は

現
代
経
済
学
の

諸
テ
ー

マ

が

ス
､

､

､

ス

に

よ
っ

て

い

か

に

認
識
さ

れ

展

開
さ

れ

て

い

た

か
の

解
明
が

主
た

る

課
題
L

さ

れ

て

き

た
｡

最

近

で

は

(

10
)

S
･

ホ

ラ

ン

ダ

ー

の

著
作
が

そ

う
し
た

ス
､

､

､

ス

研

究
に

お

け
る

代
表
的
成

果
で

あ

ろ

う
｡

『

諸
国
民
の

富
』

に

対

す
る

欧
米
の

こ

う
し

た

研

究

方

法

ほ
､

(

ス
､
､

､

ス

と
マ

ル

ク

ス

)

と

い

う
問
題
設
定
に

象
徴
さ

れ

る

よ

う

な

マ

ル

ク

ス

経
済
学
の

立
場
か

ら
の

研
究
が

多
く
の

成

果
を

生

み

出
し

て

き

た

日

本
の

研
究
動
向
と
は

極
立
っ

た

対
照
を

な

し

て

い

る
｡

し
か

し

す
で

に

触
れ

た

経
済
学
以

外
の

ス

ミ

ス

の

学
問
領
域
に

関
す
る

研
究
の

世
界
的

湖

な

進
展
は

､

次
第
に

欧
米
の
『

諸
国
民
の

富
』

の

研
究
に

も

波
及
効
果
を

及

ぼ

し
､

倫
理

学
､

法
学

､

歴
史
観
な

ど

と

の

関
連
に

お
い

て

ス

ミ

ス

の

経

済
学
を

検
討
す
る

傾
向
が

醸
成
さ
れ

つ

つ

あ

る
｡

こ

れ

ほ
い

わ
ば

ス
､

､

､

ス

経
済
学
を

根
底
に

お
い

て

成
立

さ
せ

て

い

る

諸
契
機
を

析
出
す
る

こ

と

に

ょ
っ

て
､

そ

れ

の

本
質
的
理

解
に

迫
ろ

う
と

す
る

方

法
で

あ
る

｡

本
論
文

集
に

お
い

て
『

諸
国
民
の

富
』

を

対

象
と

す
る

詔
論
文
の

大
多
数
も

近

代
経

済
理

論
の

立

場
か

ら
の

研
究
で

あ
る

が
､

同
時
に

こ

こ

に

述
べ

た

問
題
関

心
に

多
少
と

も

立

脚
す
る

数
編
の

論
文
も

見
出
し

う
る
の

で

あ
っ

て
､

こ

れ

ら
の

研
究
は

そ

れ

ぞ

れ
の

問
題
設
定
か

ら
ス

ミ

ス

経
済
学
の

制
度
的
･

人
間
的
基
礎
を

追
求
す
る

こ

と
に

よ
っ

て
､

近

代
経
済
社
会
の

本
質
と

そ

れ

に

内
在
す
る

問
題
性
と
に

関
す
る

ス
､

､

､

ス

の

洞
察
を

分
析
し
て

い

る
｡

(

1 1
)

一

例
と

し
て

N
･

ロ

■
-

ゼ

ン

バ

ー

グ

の

研
究
を

と

り

上

げ
よ

う
｡

彼
ほ

資
本
主
義
と

自
由
放
任
と
の

代
表
的
な

代
弁
者
で

あ

る

は

ず
の

ス
､

､

､

ス

が
､

高
賃
金
を

是
認
し

な

が

ら

高
利
潤
を

批
判
す
る

逆
説
に

注
目

す
る

｡

ス
､

､

､

ス

の

高
賃
金
論
は

当
時
に

あ
っ

て

は

進
歩
的
な

見
解
で

あ

る

が
､

こ

れ

ほ

彼
が

高
賃
金
ほ

労
働
者
を

よ

り

勤
勉
に

す
る

と

み

な

し

た
こ

と
に

よ
る

｡

他
方
ス

､

､

､

ス

の

高
利
潤
批
判
は

､

高
利
潤
が

市
場
経

済
の

効
果
的
な

機
能

を

表
現
す
る

は

ず
の

資
渡
移
動
に

対

す
る

重

商
主
義

的
障
壁
に

な
る

と

い

う
こ

と

の

外
に

､

経
済
主
体
の

行
動
を

形
成
す
る

領
域
に

お

け
る

そ
れ

の

影
響
す
な

わ

ち

商
業
社
会
に

お

け
る

人
間
の

性
墳
形
成
の

側
面
を

根
拠
と

し
て

い

る
｡

ロ

ー

ゼ

ン

バ

ー

グ

に

よ

れ

ば

商
業
の

発
展
は

節
約

､

規
律

､

廉
直
な

ど

の

行
動
様

式
の

特
性
を

促
進
す
る

か

ら
､

資
本
主
義
の

も
と

で

の

成
功
の

た

め

に

ほ

人
間
ほ

こ

の

種
の

特
性
を

具
備
し

な

け
れ

ば

な

ら

な

.ヽ

′

】

/
-
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い

が
､

こ

う
し

た

特
性
は

人
間
の

生

得
的
な

資
質
で

は

な
い

｡

資
本
家
の

高
利
潤
は

彼
か

ら
こ

う
し
た

特
性
を

喪
失
さ

せ

て
､

地

主
階
初
の

特
性
た

る

怠
惰

､

浮
薄

､

放
蕩
を
ひ

き

起
こ

す
の

で

あ

り
､

利
潤
の

獲
得
が

困
難

で

競
争
の

圧
力
が

利
潤
率
を

低
く

保
つ

限
り

に

お
い

て
､

資
本
主
義
は

資

本
家
階
奴
が

そ
の

徳
性
を

発
揮
す
る

よ

う
に

強
制
し

う
る

｡

つ

ま

り
ス
､

､

､

ス

ほ

高
賃
金
が

労
働
者
に

及
ぼ

す
の

と

は

全
く

逆
の

結
果
を

資
本
家
の

高

ヽ

ヽ

利
潤
に

認
め

る
の

で

あ

り
､

競
争
の

本
質
的
効
果
は

､

そ

れ
が

富
の

適
度

の

獲
得
を

可
能
に

し

な
が

ら

も

舟
財
産
の

容
易
な

蓄
積
を

不

可
能
に

す
る

ヽこ

と

に

あ
る

｡

ロ

ー

ゼ

ン

バ

ー

グ

は

ス
､

､

､

ス

の

逆
説
の

こ

う
し
た

分
析
に

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

よ

り

つ

つ

､

ス
､

､

､

ス

は

個
々

の

資
本
家
の

社
会
的
役
割
を

称
揚
は

し
な

か

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

っ

た

が
､

競
争
に

基
づ

く

資
本
主
義
の

シ

ス

テ
ム

と

し
て

の

役
割
を

称
揚

し

た

の

だ

と

結
論
す
る

の

で

あ
る

｡

ロ

ー

ゼ

ン

バ

ー

グ
は

ス
､

､

､

ス

が

構
想
す
る

自
由
競
争
の

シ

ス

テ
ム

が

彼

の

独
自
な

人

間
把
握
と

不

可
分
に

連
関
し
て

い

る
こ

と

を

指
摘
す
る

こ

と

に

お
い

て
､

い

わ

ば

(

ス
､

､

､

ス

経
済
学
に

お

け

る

制
度
と

人

間
)

の

問
題

(

1 2
)

に

関
し

て

示

唆
に

富
む

見
解
を

提
出
し
て

い

る
｡

経
済
理

論
の

体
系
が

そ

れ

の

前
線
と

す
る

固
有
の

人
間
観
に

一

貫
し

て

卿
一対
吋
㍗

依
拠
し
っ

つ

構

成
さ

れ

て

い

る
こ

と

は
ス

､

､

､

ス

経
済
学
の

一

大
特
徴
で

あ

り
､

こ

の

側
面

を

解
明
す
る

彼
の

研
究
の

意
義
は

大
き

い
｡

と
こ

ろ
で

ス

ミ

ス

が

認
識
し
た

近

代
社
会
像
が

決
し
て

無
矛
盾
な

社
会

像
で

ほ

な

く
､

一

種
の

不

調
和
や

対

立
を

内
包
す
る

社
会
像
で

あ
る

こ

と

ほ
､

本
論
文
集
に

お

い

て

も
ス
､

､

､

ス

の

道
徳
哲
学
を

論
じ
る

水
田

洋
教
授

(

u
)

(

1 4
)

の

論
文

､

彼
の

政
治
哲
学
を

対
象
と

す
る

1
･

タ

ロ

プ

シ

ー

の

論
文
に

お

い

て

摘
出
さ

れ
て

い

る
｡

『

諸
国
民
の

富
』

を

対

象
と

す
る

論

文
に

も
､

近

代
経
済
社
会
の

ネ

ガ

テ
ィ

ブ

な

側
面
に

対

す
る

ス
､

､

､

ス

の

認
識
の

特
質

を

分

析
す
る

も

の

が

見
出
さ

れ
る

｡

R
･

L
･

ハ

イ

ル

ブ
ロ

ー

ナ
ー

は
こ

(

1 5

)

の

｢

ス
､

､

､

ス

の

思
想
の

暗
い

側
面
+

を
､

彼
の

歴
史
観
に

即
し
っ

つ

検
討

す
る

｡

『

諸
国
民
の

富
』

に

は

経
済
的
進
化
の

終
局
に

お

け

る

物
質

的

衰

亡
と

､

そ
の

過
程
に

お
い

て

生

成
す
る

道
徳
的
腐
敗
と
い

う
不

調
和
な

徴

侯
に

つ

い

て

の

認
識
が

存
在
す
る

｡

ス

ミ

ス

は

商
業
社
会
の

経
済
成
長
に

ょ
っ

て

労
働
者
の

賃
金
上

昇
が

実
現
す
る

か

ら
､

商
業
社
会
は

大

多
数
の

人
々

の

幸
福
と

慰
安
と

を

も

た

ら

す
と

み

な

し
て

い

る

が
､

ス
､
､

､

ス

が

描

く

歴
史
的
進
歩
の

終
局
に

お
い

て

は

持
続
的
な

人
口

増

加
の

結

果
､

貸

金
･

利
潤
が

非
常
に

低
く
特
に

労
働
者
階
叔
の

状
態
は
マ

ル

サ
ス

の

言
う

よ

う
な

不

安
定
に

ま

で

低
下
す

る

状
況

､

す
な

わ

ち
不

満
発
な

静
止

状
態

が

到
来
す
る

｡

他
方
ス

ミ

ス

は

商
業
社
会
に

お

け
る

人
々

の

道
徳

的
資
質

を

未
開
時
代
よ

り

も

下
等
な

も
の

と

把
握
し
て

､

そ

こ

に

労
働
者
階
叔
の

愚
鈍

､

無
知

､

勇
気
と

身
体
の

力
と
の

安
失

､

教
育
の

蔑
視
な

ど

を

発
見

し
て

い

る
｡

こ

う
し

て

ス

ミ

ス

の

学
説
に

は
､

隠
さ

れ

て

は
い

る

が

主
要

な

問
題
性
を

は

ら

む

逆
説
す
な

わ

ち

経
済
成
長
=

歴
史
的
進
化
が

結
局
は

経
済
的
衰
亡
と

道
徳
腐
敗
と
の

状
態
に

帰
結
す
る

と

い

う
逆
説
が

存
在
す

る
｡

ハ

イ
ル

ブ
ロ

ー

ナ

ー

は
ス

ミ

ス

の

歴
史
観
に

対

す
る

以

上
の

よ

う
な

分
析
を

前
提
と

し

て
､

ス

､
､

､

ス

が

歴
史
的
進
化
の

究
極
の

状
態
に

お
い

て

発
生

す
る

は

ず
の

社

会
的
緊
張
に

対

し
て

沈
黙
し

て

い

る
こ

と
の

意
味
を

考
察
す
る

こ

と

に

よ

り
､

ス

ミ

ス

の

近

代
社
会
観
を

中
世

的
な

も
の

を

批

判
し
っ

つ

も

ブ
ル

ジ
ョ

ア

社
会
そ

れ

自
体
に

対

し

て

対

決
し

え

な
い

啓
蒙

の

時
代
に

規
定
さ

れ

た

歴
史
的
想
像
力
の

産
物
と

し

て

理

解
し
て

い

る
｡

(

u
)

E
･

G
･

ウ
ェ

ス

ト

は
ハ

イ
ル

ブ
ロ

ー

ナ

ー

が

言
う

ス

､

､

､

ス

体

系
の

㍊
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｢

暗
い

側
面
+

を
､

ス
､

､

､

ス

に

よ
る

近

代
社
会
の

｢

疎
外
+

認
識
の

問
題

(

18
)

と

し
て

マ

ル

ク

ス

と

対

此

的
に

考
察
す
る

｡

ウ
ェ

ス

ト
に

よ
れ

ば
ス

､

､

､

ス

の

学
説
に

は
､

現
代
社
会
学
の

疎
外
論
に

お

け

る

人
間
の

無
力
性

､

孤
立

､

白
己
疎
隔
の

要
素
の

中
で

自
己

疎
隔
の

要
素
の

み

が

見

出
さ

れ
る

｡

ま
た

ス
､

､

､

ス

に

と
っ

て

生
産
手
段
か

ら
の

労
働
者
の

分
離
は

重

大
な

問
題
で

は

な

く
､

彼
が

労
働
者
は

疎
外

･

不

幸
を

感
じ
て

い

る

と

は

み

な

し
て

い

な

い

こ

と
､

分
業
に

よ
っ

て

労
働
者
の

生

来
の

性
質
が

消
失
す
る

と

は

把
握

し
て

い

な
い

こ

と
､

さ

ら
に

疎
外
が

労
働
者
に

の

み

及
び

資
本
家
を

包
含

し
な

い

と

認
識
し

て

い

る
こ

と
に

お

い

て
､

ス
､

､

､

ス

の

疎
外
観
は
マ

ル

ク

ス

の

そ

れ

と

は

根
本
的
に

相
違
す
る

｡

そ
の

う
え

ス
､

､

､

ス

ほ

『

諸
国
民
の

富
』

の

第
一

窮
で

は
､

分
業
が

な

け

れ
ば

労
働
者
ほ

怠
惰
に

な
る

と

し
て

分
業
が

労
働
者
の

発
明
の

才
能
を

鼓
舞
す
る

と

説
い

た

り
､

社
会
の

進
歩

が

す
べ

て

の

階
級
に

と
っ

て

快
適
な

状
態
で

あ

る

と

み

な

す

な

ど
､

『

諸

国
民
の

富
』

の

他
の

部
分
に

ほ

同
書
の

第
五

編
･

第
一

節
の

疎
外
論
と

は

容
易
に

符
合
し

な
い

よ

う
な

分

業
の

効
果
に

関
す
る

言
及
が

存
在
し

､

こ

の

こ

と

ほ
ス

ミ

ス

の

思
忍
に

お

い

て

疎
外
認
識
が

ど

れ

ほ

ど
の

位
置
を

占

め

て

い

る
の

か

と
い

う
疑
問
を

惹
起
す
る

｡

ウ
ェ

ス

ト

は

以

上
の

分
析
に

よ
っ

て

ス

ミ

ス

の

疎
外
認
識
に

マ

ル

ク

ス

に

お

け

る

よ

う

な

含
意
を

認
知

す
る

見
解
を

批
判
し
っ

つ

､

ス

ミ

ス

の

思
想
体
系
に

お
い

て

は

資
本
主
義

の

欠
陥
は

国
家
に

よ
る

庶
民

教
育
の

実
施
を

通
し

て

の

人

間
の

自
己

完
成

の

実
現
と
い

う
解
毒
剤
の

形
態
で

､

資
本
主
義
そ

れ

自
体
に

よ
っ

て

解
答

が

与
え

ら

れ
て

い

る

と

解
釈
し

て

い

る
｡

ハ

イ
ル

ブ

ロ

ー

ナ
ー

と
.ウ
ェ

ス

ト

の

論
文
に

は
､

そ

れ

ぞ
れ

(

経
済
発

展
の

有
限
性
)

､

(

人
間
疎
外
)

と

い

う
現
代
社
会
が

直
面
し
て

い

る

と

さ

れ

る

諸
問
題
が

､

二

世
紀
以

前
の

ス

ミ

ス

の

古
典
的
な

近

代
社
会
観
に

お

∬ウ
〟

い

て

い

か

に

認
識
さ

れ
､

処
理

さ

れ

て

い

た
か

を

検
討
し

ょ

う
と

す

る

問

題
阻
心
が

伏
在
し
て

い

る

と

思
わ

れ

ろ
｡

彼
ら
は

ス
､

､

､

ス

が

近

代
文
明

社

会
を

決
し
て

無
条
件
に

楽
観
視
し

た
の

で

は

な

く
､

資
本
主
義
的
市
場
経

済
制
度
が

は

ら

む

特
有
の

問
題
性
を

極
め
て

特
殊
な

仕
方
で

で

は

あ

る

が

知
覚
し
て

い

た

こ

と

を
､

そ

れ

ぞ

れ
の

視
角
か

ら

指
摘
し

て

い

る
｡

し

か

も

彼
ら

は

そ
れ

を

単
な

る

経
済
学
的
な

問
題
と

し
て

で

は

な

く
､

近

代
社

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

会
の

経
済
制
度
が

惹
起
す
る

人

間
の

道
徳
的
腐
敗

､

疎
外
と
い

う
社
会
哲

学
的
な

問
題
と

し
て

論
じ

て

お

り
､

そ

う
し

た

把
握
は

ス
､

､

､

ス

に

と
っ

て

(

Ⅳ
)

｢

市
民
社
会
ほ

人
間
の

問
題
の

不

完
全
な

解
決
+

で

あ
っ

た

と

す
る

タ

ロ

ブ
シ

ー

の

理

解
と

も

相
似
す
る

側
面
を

有
す
る

｡

も
っ

と

も

彼
ら

は
ス

ミ

ス

の

思
想
に

マ

ル

ク

ス

に

お

け

る

資
本
主
義
批
判
の

先
蹴
を

認
め

る

タ

ロ

ブ
シ

ー

と

ほ

反
対
に

､

ス

､
､

､

ス

が

近

代
社
会
の

欠
陥
を

致
命
的
な

矛

盾
と

し
て

は

把
握
し

な
か

っ

た

こ

と
､

そ
の

意
味
で

ス
､

､

､

ス

の

近

代
社
会

観
は

啓
蒙
思
想
の

世
界
観
を

特
徴
的
に

反
映
す

る

も
の

で

あ
っ

た

こ

と

を

強
調

し
て

や

ま

な
い

｡

ハ

イ

ル

ブ
ロ

ー

ナ
ー

は

そ
こ

に

ス
､

､

､

ス

の

思
想
の

歴
史

的
限
界
を

明

確
に

見
出
し

て

い

る
｡

し
か

し
ス

､

､

､

ス

の

思
想
に

啓

蒙
思
想

ヽ

ヽ

の

必

然
的
限
界
む

指
摘
す
る
こ

と
の

み
に

よ
っ

て

は
､

ス

ミ

ス

の

近

代
社

会
観
の

現
代
的
意
味
は

決
し

て

十
全
に

究
明

さ
れ

な
い

｡

本
論
文
集
の

窮

(

l S
)

看
で

あ
る

T
･

ウ

ィ

ル

ソ

ン

も

示

唆
す
る

よ

う
に

､

こ

こ

に

お
い

て

は
ス

､

､

､

ス

の

経
済
思
想
の

本
質
的
問

題
と

し
て

､

そ
れ

が

内
包
す

る

否
定
的
側

ヽ

ヽ

面
を

一

方
で

知
覚
し

な

が

ら

も
､

な

お
ス

ミ

ス

が

近

代
経
済
社
会
の

理

恵

的
プ

ラ

ン

と

し

て
､

自
由
競
争
を

原
理
と

す
る

資
本
主
義
的
市
場
経
済
の

シ

ス

テ
ム

す
な

わ

ち

｢

自
然
的
自
由
の

シ

ス

テ
ム

+

を

構
想
し

､

提
唱
し

♪



+

サ

ト
か

一

一

▲

-

ヰ

寸

一

.

∵
･

∵
㌢

､

∴
.

屯
･

メ

( 9 9 ) 研 究 ノ
ー

ト

た

こ

と

の

経
済
理

論
的
=

社
会
哲
学
的
意
味
と

い

う
問
題
が

提
起
さ

れ

る

の

で

あ

る
｡

ス

ミ

ス

が

定
式

化
し
た

自
由
主
義
匪
済
思
想
の

現
代
に

お

け

る

意
義
と

限
界
と

ほ
､

か

か

る

問

題
の

究
明
を

前
提
と

し
て

は

じ

め
て

確

定
さ
れ

な

け
れ

ば

な

ら

な
い

｡

す
で

に

触
れ

た
ロ

ー

ゼ

ン

バ

ー

グ

の

研
究

ほ
､

こ

の

間
題
に

接
近

す
る

た

め
の

一

つ

の

指
針
と

な

る

解
釈
を

提
出
し

て

い

る

と

評
価
し

う
る

｡

し

か

し
こ

の

間
題
は

､

『

道
徳

感

情

論
』

を

は

じ

め
と

し
て

既
述
し
た

最
近

の

ス

､
､

､

ス

研

究
の

視
野
の

拡
大
11

重

心

移
動

に

よ
っ

て

促
進
さ

れ

つ

つ

あ

る
ス

ミ

ス

の

学

問
体
系
の

総
体

的
解
明
を

前

提
と

し
て

こ

そ

十
全
に

究
明
さ

れ

う
る

問
題
と

し
て

､

今
後
の

ス

ミ

ス

研

究
に

課
せ

ら

れ
て

い

る
｡

(

l
)

ヨ
恥

9
聖
篭
牢

内
礼

鼓

芸
阜

賢
司
Q

註

…
邑
〔
Q

喜
尽
Q

邑
芸
b

屯

阜
ゝ

計
翌

∽

§
山

畜
-

か

1

d
-

s
･

〇

已
O
r

一

口
･

ワ

(

2
)

内
訟

卓
h

Q

達

ゝ

計
ま

叫

邑
声

乱
-

t
e

一

首
A
･

∽
･

S

打
i

n

n
e
【

紆

T
.

W
-

-

∽

○
ロ

.

〇

已
○

邑

亡
.

吋
.

-

ミ
叶

以

下
､

本

論
文

集
ほ

如
ゝ

り

と

略
記

す

る
｡

(

3
)

A
一

S
.

S

打
i

日

日
e
r

､

一

己
岩
d

宍
t

-

O

n
､

如
ゝ
叫
･

ワ

ー
･

括
弧

内
は

引

用

者
｡

(

4
)

A
･

W
･

C
O

邑
∽

.

:

A
d

p

m

∽

m
小

t

F

賀
ら

t

F
O

呂
e

岩

呂
t

旨

∽

篭
t

e

m
･

:

内
ゝ

り

p
･

N

N

-
･

(

5
)

ロ

ワ

河
p

サ
F
p
e
】

∵
.

T
F
e

I

m
勺

賀
t

訂
】

S

勺
2

え
p

t

｡
【

㌧
､

内
ゝ

り

(

6
)

｢

出

品
○
-

F
｢

:

ゴ
ー

e

T
｡

p
-

昌
】

芹
y

｡

{

A
d
P

ヨ

S

邑
t

F
､

ひ
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