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ア

ダ

ム

･

ス

ミ

ス

に

お

け
る

同
感
理

論
の

完
成

八

幡

清

文

一

ア

ダ
ム

･

ス

ミ

ス

の

『

道
徳
感
情
論
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研
究
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(

含
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の

画
期
的
な

著
作
以

来
､

最
近

で

は

A
･

L
･

マ

ク

フ

ィ

ー
､
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･

D
･

(

3
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キ

ャ

ン

ベ

ル

等
の

研
究
に

よ
っ

て

著
し
い

進
展
を

と

げ
つ

つ

あ

る
｡

こ

れ

ら
の

研
究
は

､

ス

ミ

ス

の

同
感
の

理

論
を

主
た
る

分

析
の

対

象
と

す
る

こ

と

に

よ
っ

て

『

道
徳
感

情
論
』

に

お

け
る

そ

れ
の

基
軸
的
地

位
､

そ

し
て

そ

こ

に

お

け

る

人
間
の

利
己

心
の

意
義
を

解
明
し

､

さ

ら

に

そ

う
し

た

分

析
を

通
し
て

ス

ミ

ス

の

思
想
体

系
に

お
い

て

『

道
徳
感
情
論
』

が

占
め

る

基

礎
的
位
置
を

明

ら
か

に

し

よ

う
と

し

て

い

る
｡

ス

､
､

､

ス

の

同
感
理

論
は

何
よ

り

も

人

間
の

行
為
の

道
徳
的
判
断
の

原
理

で

あ

る

が
､

そ

れ
は

『

道
徳
感
情
論
』

に

先
行
す

る

さ

ま

ざ

ま

な

道
徳
哲

学
の

批
判

的
継

承
の

上
に

成
立

し
た

原
理
で

あ

る
｡

そ

し

て

こ

の

人

間
行

為
の

道
徳
的
判
断
に

お
い

て

ス

､
､

､

ス

に

は

彼
の

先
行
者
と

は

明

白
に

異
な

る

独
自
な

視
角
が

存
在
し
､

こ

の

独
自
な

視
角
を

基
盤
と

し

て

彼
の

同
感

理

論
は

他
の

道
徳
哲
学
に

は

見
ら

れ
ぬ

固
有
の

性

棉
を

保

持
し
､

ま

た

『

道
徳
感
情
論
』

は

そ

の

画
期
的
な

思
想
史
的
意
義
を

獲
得
し

て

い

る

の

で

あ

る
ひ

だ

が

モ

ロ

ウ

等
の

研
究
は

､

ス

ミ

ス

の

同
感
理

論
が

そ

れ

に

先

行
す
る

道
徳
哲
学
と

比

較
し
て

有
す
る

こ

う
し

た

特
徴
的
な

性
格
を

必

ず

し

も

十

全
に

把
握
し

ぇ

て

は
い

な
い

と

思
わ
れ

る
｡

し
た

が

っ

て

本
稿
で

は
､

ま

ず
ス

ミ

ス

に

お

け
る

人

間
行
為
の

道
徳
的

判
断
の

基
本
的
視
角
を

検
出
し

､

つ

い

で

ス

ミ

ス

に

先
行
す
る

主
要
な

道

徳
哲
学
の

性
格
と

限
界
と

を

検
討
す
る

こ

と

を

通
し
て

､

ス

ミ

ス

に

固
有

な

同
感
理

論
の

性
格
と

『

道
徳
感
情
論
』

の

思
想

史
的
意
義
と
の

確
定
に

迫
る

こ

と

に

し

た
い

｡
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､
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思

想
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に
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ぶ

が
､

『

道

徳

感

情

論
』

の

把

握
で

は
マ

タ

フ

ィ

ー

の

理

解
を

継
承
し

た
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近
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研

究
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し
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｡
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ニ

ス

ミ

ス

が
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間
を

､

す

ぐ
れ

て

行
為
す
る

存
在
と

把
握
し
た

こ

と

は
､

つ

ぎ
の

一

節
か

ら

も

明

ら
か

で

あ

ろ

う
｡

｢

人

間
の

本
性
は

行
為
に

あ

る
｡

り

J

つ

ま
り
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の
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を
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両
方
の

物
質
上
の

富
に

お

け
る

変
化
を

促
進
し

て
､

万
人
の

福
祉
に

極
力

(

1
)

役
立
つ

と

こ

ろ

に

あ

る
+

｡

ス

､
｢

､

ス

は
､

こ

の

行
為
を

道
徳
的
判

断
の

対

象
と

し
て

考
察
す
る

た

め

の

条
件
と

し
て

､

三

つ

の

契
機
を

あ

げ

る
｡

そ
の

第
一

は

行
為
を

発
生
さ

せ

る

動
因
と

し
て

の

意
図

･

感
情
で

あ

り
､

第
一

一

は

感
情
に

よ
っ

て

惹
起

さ

れ

る

身
体
の

外
部
活

動
･

運
動
で

あ

り
､

第
三

は

行
為
か

ら

発
す

る

様

様
な

結
果
で

あ

る
｡

だ

が

ス

､
､

､

ス

は
こ

れ

ら
の

契
機
の

う

ち
､

第
二

の

外

部
活
動

･

運
動
は

｢

全
く

罪
の

な
い

人

間
の

場
合
で

も
､

こ

の

上
も

な

く

(

2
)

非

難
に

催
す
る

人
間
の

場
合
で

も

同
じ
で

あ
る

こ

と
が

よ

く

あ
る
+

と

い

う
理

由
か

ら
､

ま
た

第
三

の

行
為
の

結
果
は

｢

行
為

者
に

で

は

な

く
､

偶

(

3
)

然
に

左

右
さ

れ

る
+

と

い

う
理

由
か

ら

行
為
の

道
徳
的
判

断
の

基

礎
と

し

ヽ

ヽ

て

は

度
外
視
す

る

こ

と
に

よ
っ

て
､

行
為
の

道
徳
的
判
断
の

基
礎
を

行
為

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

の

動
因
と

し
て

の

感

情
の

あ

り

方
に

求
め

る
｡

こ

の

よ

う
に

ス

ミ

ス

の

行

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

､

､

為
主
体
と

し

て

の

人

間
把
握
は

､

同
時
に

感
情
の

主
体
と

し
て

の

把
捉
と

表

裏
一

体
を

な

し

て

お

り
､

こ

の

感

情
1
行

為
の

連
関
の

中
に

あ

る

が

ま

ま
の

人
間
性
が

見
出
さ

れ

る

こ

と

に

な

る
｡

そ

し

て

ま

た
､

ス

ミ

ス

の

道

徳
哲
学
が

｢

道
徳
感
情
+

を

主
題
と

し

て

展
開
さ

れ

る

根
拠
も

ま

さ
に

こ

こ

に

存
す
る

｡

と

こ

ろ

で

ス

ミ

ス

に

よ

れ

ば
､

行
為
の

動
因
と

し
て

の

感
情
は

二

つ

の

相
異
な
る

側
面

･

関
係
に

お
い

て

考

察
の

対

象
と

な
る

｡

第
一

は

そ

の

感

情
を

刺
激
し
､

生
み

出
す

原
因

･

情
況
と
の

関
係
で

あ
り

､

こ

の

側
面
で

は

そ
の

原
因
に

対

す
る

感
情
の

適
合
性

､

釣
り

合
い

の

中
に

行
為
の

適
正

さ

(

p

岩

音
e

t

ユ

が

成
立

す
る

｡

第
二

の

側
面
は

感
情
が

め

ざ

す

目
的

､

効
果
と
の

関
係
で

あ

り
､

こ

の

側
面
に

あ
っ

て

は

感
情
の

め

ざ

す

効
果
が

有
益
な

も
の

か
､

有
害
な

も

の

で

あ
る

か

に

よ
っ

て
､

そ

の

行
為
が

報
償

4 5 4

に

催
す

る

も
の

(

m
e

註
)

で

あ

る

か
､

処
罰
に

催
す
る

も
の

(

d
e

m
e

ユ
t

)

で

あ

る

か

が

判
断
さ

れ

る
｡

だ

が

ス

ミ

ス

は
こ

の

側
面
に

つ

い

て

他
の

哲

学
者
を

つ

ぎ

の

よ

う
に

批
判
す
る

｡

｢

近

年
､

哲
学
者
通
が

主
と

し
て

考

察
し
て

き
た

の

は

感
情
の

意
図
で

あ
っ

て
､

そ
れ

ら

の

情
感
と

そ

れ

ら

を

刺
激
す

る

原
因
と
の

関
係
に

は
､

ほ

と

ん

ど

注
意
を

払
っ

て

こ

な

か

っ

た
｡

け

れ

ど

も

日

常
生

活
に

お

い

て
､

わ

れ

わ

れ

が

だ

れ
か

の

行
動
の

仕
方
と

､

そ

れ

に

方

向
を

与

え

た

感
情
と

を

判
断
す
る

時
､

わ

れ

わ

れ

は

必

ず
そ
れ

ら

両
方
の

視
点
か

ら

考
察
す

る

(

4
)

も

の

で

あ

る
+

｡

ス

ミ

ス

は
こ

こ

で

は
､

｢

必

ず
‥

…
･

両
方
の

視
点
か

ら

考
察

す

る

も

の

で

あ
る
+

と

述
べ

な

が

ら

も
､

彼
が

実
際
に

『

道
徳
感

情
論
』

で

基
本
的

に
､

中
心
に

す

え
て

展
開
し

て

い

る

の

は
､

む
し

ろ

第
一

の

側

佃

-
感

情
と

そ

れ

を

生

み

出
す

原
因
と
の

関
係
-
-
で

あ

り
､

こ

れ

は

『

道
徳
感

(

5
)

情
論
』

の

構
成
に

お

い

て

歴

然
と

し
て

い

る
｡

だ

か

ら

ス

ミ

ス

は

｢

哲
学

者
達

+

に

対

す
る
こ

の

娩

曲
な

批
判
を

通
し
て

､

人
間
の

｢

日

常
生

酒
+

に

立

脚
し
た

理

論
的
立
場
か

ら
､

行
為
の

道
徳
的
判
断
を
そ

れ

の

結
果
か

ら

判
断
す

る

視
角
か

ら
､

そ

れ
の

原
因
と
の

関
連
に

お

い

て

判
断
す
る

視

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

角
へ

と
､

斬
新
な

視
点
の

転
回
を

遂
行
し

て

い

る

の

で

あ

り
､

そ
の

意
味

で

ス

ミ

ス

の

右
の

発
言
は
ス

ミ

ス

の

道
徳
哲
学
の

独
自
な

性
格
を

端
的
に

表
現
す
る

も
の

で

あ

る
｡

で

は
一

体
､

先
行
の

｢

哲
学
者
達
+

に

対

す
る

ス

ミ

ス

の

こ

う
し

た

批
判
は
い

か

な

る

意

味
を

も

ち
､

そ

し

て

そ

れ

は

ス

､
､

､

ス

白

身
の

同
感
理

論
の

完
成
に

い

か

な

る

関
連
を

も
っ

て

い

た

の

で

あ

ろ

う
か

｡
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.

S
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F
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尽
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p
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い

P

(
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)

A
.

∽

m
i

{

F
‥

竜
･

へ

こ
こ

ワ

ー

叫
･

(

5
)

『

道

徳
感

情
論
』

で

ほ
､

第
一

の

側
面
が

同

感
の

理

論
に

立

脚

し
た

｢

行

為
の

適
正

さ
+

の

問
題
と

し
て

そ

の

第
一

部
を

構

成
し

､

第
二

の

側
面
は

｢

報

償

に

値
す

る

も
の

と

処
罰
に

値
す
る

も
の

+

と

の

問

題
と

し

て
､

第
一

部

を

前

提
と

し

て

そ

の

第
二

部

で

扱
わ

れ

て

い

る
｡

三

人

間
の

行
為
の

道
徳
的
判
断
の

規
準
を

そ

れ
の

動

因
と

し
て

の

感
情
の

あ

り

方
に

求
め

た

の

ほ
ス

ミ

ス

だ

け
で

は

な

く
､

む

し

ろ

E
･

シ

ャ

ー

フ

ツ

ベ

リ
に

始
ま
る

い

わ

ゆ
る

｢

道
徳
感
学
派
(

岩
｡

邑
S
e

n
s
e

S
c

F
0

0
-

)

+

に

共
通
の

伝
統
で

あ
っ

た
｡

し
た

が

っ

て

ス

ミ

ス

が

批
判
す
る

｢

哲
学
者

達
+

に

し
て

も
､

特
に

こ

の

学
派
に

属
す
る

道
徳
哲
学
者
を

念
頭
に

置
い

て

い

る

と

考
え

ら
れ

る
｡

そ

こ

で

こ

こ

で

は
こ

の

学
派
の

代
表
的
理

論
家

で

あ

り
､

ま
た

ス

ミ

ス

が

『

道
徳
感
惜
論
』

に

お
い

て

｢

感

情
を

〔

道
徳

的
〕

是
認
の

原
理

と

す
る

諸

獣
㌣

の

代
表
者
と

し

て

と

り

上

げ
て

い

る

F
･

ハ

チ

ス

ン

と

D
･

ヒ

ュ

ー

ム

と
の

道
徳
哲
学
を

検
討
し

､

そ

れ

を

通

し
て

ス

ミ

ス

の

同
感
理

論
の

独

自
性
の

把
握
に

迫
り

た
い

｡

ハ

チ

ス

ン

の

道
徳
哲
学
は

､

ス

ミ

ス

が

｢

徳
が

仁
愛
(

b
e

n
｡

邑
昌

且

に

あ

る

と

す
る

諸

戦

野
の

典
型
と

し

て

規
定
し

て

い

る

よ

う

に
､

徹
底

し

た

利
他
主
義
を

特
徴
と

し

て

い

る
｡

彼
は

道
徳
的
判
断
の

原
理
を

､

外

部
感

覚
と

は

異
な
る

特
殊
な

感
覚
と

し

て

の

｢

道
徳
感
党
(

m
｡

邑
冨
｡
･

s

e
)

+

に

求
め

る
｡

行
為
は

人

類
に

と
っ

て

幸
福
の

偉
大
な

源
泉
で

あ

り
､

道
徳
感
覚
は

｢

そ

れ
に

よ
っ

て

彼
ら
が

行
為
と

性
格
と

の

道
徳
的
観
念
を

(

3
)

受
け

取
る
+

知
覚
力
で

あ

る
｡

ハ

チ

ス

ン

に

よ
れ

ば
､

道
徳
感
覚
は

有
徳

な

行
為
を

知
覚
す
る

こ

と

に

ょ
っ

て

外
部
感

覚
に

よ

る

快
楽
と

は

異
質
で

よ

り

高
綾
な

快
楽
を

人

間
に

も

た

ら

す
と
こ

ろ
か

ら
､

人

間
を

徳
に

導
く

作
用
を

有
す
る

｡

一

方
彼
に

お

い

て

｢

す
べ

て

の

徳
は

､

人
々

に

対

す
る

(

4
)

愛
情

､

あ

る
い

ほ

同
様
に

無
私
な

何
ら
か

他
の

情
感
か

ら

流
れ

出
る
+

の

で

あ

る

か

ら
､

結
局
道
徳
感

党
は

｢

他
人
の

幸
福
に

つ

い

て

の

無
私
な

究

(

5
)

極
的
欲
望
+

と

し

て

の

仁
愛
=

利
他
心
に

ょ

る

行
為
に

道
徳
的
価
値
を

知

覚
し
､

人
間
を

そ

れ
へ

と

導
く

原
理
で

あ

る
｡

ハ

チ

ス

ン

の

こ

う
し

た

利
他
主
義
は

､

彼
の

人

間
観
を

基

礎
と

し
て

展

開
さ

れ

て

い

る
｡

も

と
も

と

彼
の

最
初
の

著
作
『

美
と

徳
と

に

つ

い

て

の

わ

れ

わ

れ
の

観
念
の

起
源
に

つ

い

て

の
一

研
究
』

は
､

人
間
を

利
己

的
存

在
と

み

な

し
､

人

間
の

社
会
性
を

そ
の

利
己

的
欲
望
に

見
出
す
B
･

マ

ン

デ

ゲ
ィ

ル

へ

の

批
判
を

意
図
し

た

も
の

で

あ
る

が
､

ハ

チ

ス

ン

は
マ

ン

デ

ゲ
ィ

ル

批
判
の

意
図
を

こ

め

て

つ

ぎ
の

よ

う
に

言
う

｡

｢

…

…

人

間

性
に

は
､

他
人
の

幸
福
に

つ

い

て

の

無
私
な

究
極
的
欲
望
が

存
在
す
る

｡

そ

し

て

わ

れ

わ

れ
の

道
徳
感

党
は

､

そ
の

よ

う
な

欲
望
か

ら

少
な

く

と

も

部
分

的
に

は

発
生

す
る

と

考
え

ら

れ

る

行
為
だ

け
を

有
徳
と

し

て

是
認
す
る

よ

(

6
)

う
､

わ
れ

わ
れ

を

規
制
す
る
+

｡

し

た
が

っ

て

ハ

チ

ス

ン

に

お

い

て
､

仁

愛
ほ

人
間
性
に

本
来
的
に

備
わ
っ

た

普
遍
的
感

情

詰
る

か

ら
､

人

間
の

5

徳
も
マ

ン

デ
ゲ
ィ

ル

の

主
張
す
る

よ

う
な

政

治
的
産
物
で

は

な

く
､

｢

わ

舶
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E
】

c

打

g
0

0

e

を

促
進
す
る
こ

と
で

あ
′

を
+

か

ら
､

｢

公

共
の

福
祉
+

を

道
徳
的
判
断
の

規
準
と
し

て
､

(

8
)

れ

わ
れ

の

本
性
に

本
淑
的
に

植
え
つ

け

ら
れ

て

い

る

に

違
い

な

い
+

原
理

で

あ
る

｡

し

か

も

彼
に

お

い

て

｢

徳
の

真
の

目
的
は

公
共
の

福

祉
(

勺
u
･

(

9
)

人
間
の

行
為
は
こ

の

そ

れ

が

公
共
の

奄
祉

に

及
ぼ

す

結
果
に

よ
っ

て

判
断
さ
れ

､

し
た

が

っ

て

公
共
の

福
祉
を

志
向

す
る

感
情

+
批
て

の

仁
愛
が

社
会
の

主
要
な

徳
と

し

て

の

位
置
を

獲
得
す

る

こ

と

に

な

る
｡

こ

う
し
て

ハ

チ

ス

ン

に

よ

れ

ば
､

人

間
は

仁
愛
に

よ

る

利
他
的
行
為
に

よ
っ

て

公
共
の

福
祉
を

増
進
す
る

こ

と

に

尽
力

す
る

こ

と

を

媒
介
と

し

て

自
分

自
身
の

福
祉
を

達
成
す
る

こ

と

が

可
能
で

あ

り
､

ま

た

そ

れ

に

よ
っ

て

人

間
の

徳
の

完
成
と

其
の

幸
福
と

を

実
現
し

う
る

の

で

あ

る
｡

も
っ

と

も
ハ

チ

ス

ン

も

人

間
性
に

利
己
心

･

自
己

愛
が

存
在
す
る

こ

と

を

認
め

な
い

わ

け
で

ほ
な

い
｡

け
れ

ど

も

彼
が

｢

自
己

愛
は
こ

れ

ら
の

情

深
い

情
感
を

発
生
さ

せ
､

こ

の

快
適
な

状
態
が

持
続
す
る

よ

う
に

努
め

る

(

1 1
)

こ

と

に

お

い

て
､

わ
れ

わ
れ

の

〔

行
為
の
〕

動
機
で

あ

り

え

よ

う
+

と

述ヽ

ぺ

る

こ

と

か

ら

も

看
取
さ

れ

る

よ

う
に

､

自
己

愛
･

利
己

心
は

仁
愛
と

共

ヽ

ヽ

同
し

､

そ

れ
の

効
果
を

高
め

て

公

共
の

福
祉
を

増
進
す
る

限
り

に

お

い

て

社
会
的

意
義
を

付
与
さ

れ

る

に

す
ぎ

な
い

｡

こ

の

利
己

心

把
握
は

､

人

間

の

個
体

性
を

全
体
社
会
に

従

属
す
る

も
の

と

認
識
す
る

社
会
観
に

帰
結
す

る

の

で

あ
っ

て
､

こ

れ
は
ハ

チ

ス

ン

が

道
徳
的
判
断
に

つ

い

て

｢

こ

の

場

合
わ

れ

わ

れ

は
､

行
為
者
の

福
祉
あ

る

い

は
こ

れ

を

追
求
し
て

い

る

人
々

の

そ

れ

を
､

彼
ら
が

大
き

な

体
系
の

一

部
を

な

す

と
い

う

以

外
い

か

な

る

(

1 2
)

仕
方

で

も

考
慮
す
る

こ

と

は

な
い

+

と

揚
言
す
る

と
こ

ろ
に

最
も

集
約
的

に

表
現
さ

れ

て

い

る
｡

ス

ミ

ス

が

ハ

チ

ス

ン

の

道
徳
感
党
の

実
在
性
を

香

足
し
､

そ

の

非
現
実

性
を

批
判
し

､

ハ

チ

ス

ン

の

利
他
主
義
に

お

い

て

は

甜

感
情
の

結
果
の

み

が

注
目
さ
れ

て

｢

そ

れ

ら
を

刺
激
す
る

原
因
に

対

す
る

､

≠

そ

れ

ら
の

適
正

さ

と

不

適
正
さ

､

適
合
性
と

不

適
合
性
と

は

ま
っ

た

く

顧

(

1 3
)

慮
さ

れ

て

い

な
い

+

と

述
べ

て

い

る

の

は
､

人

間
の

｢

日

常
生

活
+

に

基

づ

い

て

道
徳
的
判
断
に

お

け
る

視
点
の

転
回

を

遂
行
す

る

立

場
か

ら
､

ハ

チ

ス

ン

の

道
徳
哲
学
の

一

面
性
を

指
摘
し

て

い

る

の

で

あ

る
｡

ハ

チ

ス

ン

の

利
他
主
義
学
説
の

非
現
実
性

･

一

面

性
を
の

り

越
え
て

､

(

1 4
)

人

間
性
の

観
察
に

基
づ

き

｢

経
験
に

よ
っ

て

確
認
さ

れ

た

原
理
+

か

ら

成

る

道
徳
哲
学
を
め

ざ
し

た

の

が

ヒ

ュ

ー

ム

で

あ

る
｡

ヒ

ュ

ー

ム

は
ハ

チ

ス

ン

と

は

異
な

っ

て
､

人
間
を

極
め

て

利
己

的
な

存
在
と

認
識
す
る

こ

と

か

ら

出

発
す
る

｡

｢

人

間
は

生

ま

れ

な

が

ら

利
己

的
で

あ

る

か
､

あ

る

い

は

限
ら
れ

た

寛
大
さ

を

付
与

さ

れ
て

い

る

に

す

ぎ
な

い
｡

し

た

が

っ

て

人

間

は

見
知
ら
ぬ

他
人
の

利
益

と

な

る

行
為
を

､

そ
の

よ

う
な

行
為
に

よ

る

の

で

な

け
れ

ば

獲
得
し

う

る

希
望
を

も
て

な

い

よ

う
な

見
返
り
の

利
益
を

目

(

1 5
)

的
と

し

て

以

外
､

容
易
に

は

遂
行
す
る

よ

う
に

な

ら

な
い

+
｡

こ

の

ヒ

ュ

ー

ム

の

人

間
認
識
は

､

そ
れ

だ

け
を

検
討
す

れ

ば
マ

ン

デ

ブ

ィ

ル

の

主
張
に

酷
似
し
て

い

る

が
､

彼
に

よ

れ

ば

同
時
に

人

間
は
こ

の

利

己

的
な

自
己
を

超
越
す
る

社
会
性
を

有
す
る

の

で

あ

り
､

そ

れ

を

可
能
に

す
る

の

が

外
な

ら

ぬ

同
感
の

原
理
で

あ

る
｡

す
な

わ

ち
ヒ

ュ

ー

ム

に

お

い

(

16
)

て

は

｢

同
感
が

わ
れ

わ
れ

に

人

類
の

福
祉
に

つ

い

て

関
心

を

抱
か

せ

る
+

の

で

あ

る
｡

ヒ

ュ

ー

ム

の

言
う

同
感
と

は
､

あ

ら

ゆ

る

感
情
が

あ

る

人

聞

か

ら

他
者
へ

伝
達
さ

れ

て

生

み

出
す
｢

す
べ

て

の

人

間
に

お

け
る

〔

感
情

(

17
)

の
〕

対

応
運
動
+

で

あ

り
､

行
為
の

観
察
者
が

そ
れ

を

見
る

際
に

感
ず
る

同
類
感

情
と

し
て

の

性
格
を

有
す
る

｡

で

は
こ

の

同
感
が

ど
の

よ

う
に

し
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て

道
徳
的
判

断
の

原
理

と

な

り

う
る

の

か
｡

ヒ

ュ

ー

ム

に

お

い

て

道
徳
的

判
断
の

基

礎
と

な
る

感

情
は

､

行
為
が

び

き

起
こ

す

快

感
(

p
-

e

a

s

宍
｡
)

と

苦
痛
(

勺
已
ロ
)

で

あ

る
｡

観

察
者
が

あ

る

行
為
の

関
係
者
(

行
為
者
ま

た

は

行
為
が

影
響
を

及
ぼ

す

人

物
)

の

幸
福
感
=

快
感
に

同
感
す
る

こ

と

に

よ

り

快
感
を

感
ず
る

場
合

､

そ
の

行
為
は

徳
と

し
て

是
認
さ

れ
､

逆
に

関
係

者
の

苦
し

み
=

苦
痛
に

同
感
し

て

苦
痛
=

不

快
感
を

感
ず
る

場
合

､

そ
の

行
為
は

悪
徳
と

し
て

否
認
さ

れ

る
｡

と
こ

ろ

で

ヒ

ュ

ー

ム

に

よ

れ

ば

徳
は

あ

る

目

的
へ

の

手
段
と

考
え

ら
れ

る

が
､

｢

目
的
へ

の

手

段
は

､

そ

の

目
的
が

快
適
で

あ

る

場
合
に

お
い

て

の

み

快
適
で

あ

り

う
る

に

す
ぎ

な

(

18
)

､

､

､

､

､

い
+

｡

し

か

も

行
為
の

快
適
な

目

的
と

は

何

よ

り

も

行
為
の

結
果
と
し

て

ヽ

ヽ

ヽ

の

効
用
で

あ

る
か

ら
､

あ

る

行
為
は

と

り

わ

け

そ

れ
が

社
会
あ

る
い

は

行

為
者
自
身
に

と
っ

て

効
用
を

も
た

ら

す
場
合
徳
と

し

て

判
断
さ

れ

る
こ

と

に

な

る
｡

し

た
が

っ

て

結
局

､

人
間
の

行
為
ほ

そ

れ

が

社
会
に

対

し
て

効

用
を
も

た

ら

す
場
合
に

ほ

そ
の

行
為
か

ら

直
接
利
益

･

福
祉
を

享
受
す

る

人

物
へ

の

同
感
に

よ
っ

て
､

ま

た

行
為
が

行
為

着
日
身
に

と
っ

て

効
用
を

石

す
る

場
合
に

は
そ

の

行
為
者
へ

の

同
感
に

ょ
っ

て
､

徳
と

し
て

是
認
さ

れ

る

の

で

あ
る

｡

ヒ

ュ

ー

ム

は

社
会
的
な

効
用
を

有
す

る

徳
と

し
て

は
､

社
会
存
立
の

基
礎
と

し
て

の

正

義
､

あ

る

い

は

仁
愛

､

慈
善
心

な

ど
の

社

会
的
徳
と

呼
ば

れ

る

資
質
を

あ

げ
､

行
為

者
自
身
の

個
人

的
な

効
用
を

有

す
る

徳
と

し
て

は
､

惧
慮

､

節
倹

､

勤
勉
な

ど
の

自
然
的
才
能
を

例
示
し

て

い

る
｡

ヒ

ュ

ー

ム

の

同
感
理

論
の

以

上
の

分
析
か

ら

明
ら

か

な

よ

う

に
､

彼
に

お

い

て

同
感
理

論
は

効

用
理

論
と

密
接
不

可
分
に

結
合
し

て

い

る

が
､

し

ヽ

ヽ

ヽ

か
も

憤
慮

､

節
倹
の

よ

う
に

社
会
的
効
用
を

直
接
は

め

ざ

さ

ず
個
人
的
劾

用
を

目

的
と

す
る

資
質
も

徳
と
さ

れ
る

の

で

あ

る

か

ら
､

ヒ

ュ

ー

ム

に

お

い

て

は

人
間
の

利
己
心

が

道
徳
性
を

一

応
獲
得
し

ぇ
て

い

る

と

言
え

る
｡

だ

が

注
意
す
べ

き
こ

と

は
､

ヒ

ュ

ー

ム

は

利
己

心
の

道
徳

性
を

承
認
し

な

が

ら

も
､

彼
に

お
い

て

は

社
会
的
効
用
の

視
点
が

行
為
の

道
徳
的
判
断
の

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

主
要
な

規
準
と

し
て

の

位
置
を

占
め

､

同
感
理

論
も

最
終
的
に

は

社
会
的

効
用
を

源
泉
と

す

る

社
会
全
体
の

福
祉

へ

と

人

間
を

導
く

原
理
と

さ

れ

て

い

る

こ

と

で

あ

る
｡

ヒ

ュ

ー

ム

同
感
理

論
の

こ

の

顕
著
な

性
格
は

､

原
理

的
に

は

彼
が

｢

…

…

道
徳
的
な

識
別
は

､

〔

人

間
の

〕

性

質
及

び

性

棉
が

有
す
る

社
会
の

利
益
に

対

す
る

傾
向
へ

の

関
心

か

ら

非
常
に

起
こ

り
､

わ

れ

わ

れ
に

そ

れ

ら

を

是
認
ま
た

は

否
認
す
る

よ

う
に

し

向
け

る
の

は

そ
の

(

1 9
)

利
益
に

対

す
る

関
心
で

あ
る

…
:

+

と

述
べ

､

続
い

て

｢

わ

れ

わ

れ

は

社

(

20
)

会
に

対

す
る

そ

の

よ

う
な

関
心

を

同
感
以

外
か

ら
は

も
た

な

い
+

と

断
言

す
る

と

こ

ろ

に

表
現
さ

れ

て

い

る
｡

こ

の

よ

う
に

ヒ

ュ

ー

ム

の

道
徳

哲
学
に

お
い

て

は
､

観
察
者
が

自
分
自

身
の

利
害

､

個
人
的
関
心

を

脱
却
し
て

依
拠
す
べ

き

道
徳
的
判
断
の

一

般

的
･

普
遍
的
視
点
は

｢

人

類
の

福
祉
+

｢

社
会
の

利
益
+

の

立

場

と

な

る

か

ら
､

ヒ

ュ

ー

ム

の

言
う
同
感
は

結
局
｢

社
会
の

一

般
的
利
害
か

ら

生

ず

(

21
)

(

翌

る

感
情
+

に

帰
着
し

､

こ

う
し

た

｢

人
類
へ

の

広
汎
な

同
感
+

が

道
徳
的

判
断
に

お

け
る

最
高
の

規
準
と

し

て

設

定
さ

れ

る
こ

と
に

な

る
｡

こ

こ

に

お
い

て

は
､

利
己
心

は

た

と

え

道
徳
性
を

も

ち

え
て

も
､

そ

れ
は

あ

く
ま

で

も

全
体
社
会
の

利
益
を

前
提
と

し
､

そ

れ

に

依
存
せ

ざ

る

を

え

な
い

｡

し

た

が
っ

て

ヒ

ュ

ー

ム

は
ハ

チ

ス

ン

を

踏
み

越
え

て

利
己
心

に

道
徳
性
を

付
与
し

な

が

ら
､

な

お

社
会
的
効
用
の

視
点
を

道
徳
哲
学
の

基

本
的
立

場

7

と

す
る

こ

と

に

お

い

て
､

同
感
理

論
を

｢

単
純
な

功
利
主
義
理

論
へ

の

踏

4 5
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(
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み

石
+

と

し
て

使
用
す
る

に

と

ど
ま
っ

た
の

で

あ
る

｡

(

1
)

A
･

∽

m
i

t

F
‥

→

訂

宗

旨
ヽ

七

阜

芸

葛
已

絵

已

ぎ
Q

ミ
叫
●

ワ

ミ
N

.

括

弧

内

は

引

用

者
｡

(

2
)

A
一

∽

ヨ
ー

t

F
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尽
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q
叫
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p

.
モ
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(
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首

§
札

e
吋

ミ

莞
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与

e

P

J
O

ロ

d
O

ロ
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-

ご
甲

ワ
一

山

P

(

5
)

(

6
)

句
.

H
u

t
c

F
e
s

O

ロ
‥

竜
.

3 .

ご

ワ

ー

h

N
.

(

7
)

マ

ン

デ

ブ
ィ

ル

は
､

人

間
の

徳

は

政

治

家

が

人

間

の

高
慢

(

勺

ユ
包
2
)

に

追
従

す

る

こ

と
に

ょ
っ

て

人

為
的
に

形

成
さ

れ

た

と

い

う

理

解
に

立
っ

て
､

｢

美
徳
は

追

従

が

高

慢
の

う

え
に

生

ん

だ

政

治

的

所

産
で

あ
る
+

と

主

張
し

て

い

る
｡

佃
r

己
巴
-

〔

訂
く
i

-
】

e
‥

→

訂
､

打

監
b

阜

訂

芦
e

仁

一
ロ

y

句
.

甲

只
p

y
e

.
N

く
○
-

∽
.

〇

已
○
]

己
､

-

¢

N

デ

く
○
-

.

-

.
p

.

h

-
.

(

8
)

ヮ

H
亡
t

C

F
2
S

O

ロ
‥

尽
.

9
訂
.

､

p

.
N

ご
.

(

9
)

ヮ

H

已
c

F
e
s

O

ロ
‥

ゝ

宅
h

告
S

阜

芸
Q

言
～

+

昔
丸

訂
h

長
音
.

く
○
-

.

-
●

ワ

N

ネ

00
･

(

1 0
)

c

汁

L

S

富
p

F
e

ロ
‥

拇
叫

已
Q

ぢ

阜

買
取

叫

h

計

註
Q
や

馬
已
叫

詩

宗
Q

巴
叫

已
罠
已
詠

へ

芸
､

ま

づ
･

山

e

P

N

く
○
-

s
･

｢
O

n

d
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2
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-

苫
N

･

く

○
-

･

N
､

ワ

か

ー
･

(

1 1
)

句
･

H

ま
c

F
e
s

O

ロ
‥

ゝ
逮

丸

ヾ

ぶ

已
ミ

､

ワ

一

芸
･

括
弧

内

は

引

用

者
｡

(

1 2
)

ヮ

試
亡
t

C

F
e

s

O

ロ
‥

Q

や
ト

ミ
こ

勺

ワ

一

芸
l
-

冒
･

傍

点
ほ

引

用

者
｡

(

1 3
)

A
.

S

ヨ
i

t

h
‥

尽
.

b
叫

㌻

p
.

宝
汁

(

1 4
)

P

H
亡

m
e
‥

ゝ
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芸
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莞
等
已

式

誉
廿
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莞
叫

官
設

阜

§
Q

岩
訂
･

-

諾
-

一

り
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已
訂
旨
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芝
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§
註
h

阜

b

§
叫

軋

拇
ま

き
P

辛

く
○

-
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･

S
O

岩
.

n
t
i

P

く
2

ユ

品

A

巴
e

ロ
､

【

芸
千

く
○
-

･

ヰ
･

勺
･

N

O

㌣

(

1 5
)

P

H
∈

m
O
‥

ゝ

､

言
已
訂
Q

阜
ゝ
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芸
屯

詩

讃

已

雫
恥

.

e

n

.

首
A

.

｢
･
S
e
-

b
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望
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笥
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〇

已
O
r

d
-

-
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ま
･

ワ

ご
P
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亡

ヨ
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H

山

6

m
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〕
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}
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亡
-

ゴ
0

尽
.

Q
叫

㌻

p
.

り
00

千

鳥
･

邑
･

､

p
･

h

宗
.

括
弧
内

は

引

用

者
｡

尽
.

へ

㌻
.

p
.

ヒ
､

γ

c
叫

.

P

H
仁

ヨ
e
‥

ゝ
逮

昌
勾

≡
や

､ヾ

p
.

N

O

P

(

1 9
)

(

2 0
)

D
･

H
亡

m
e
‥

尽
･

邑
.

.

甲

山

3
.

括

弧
内

ほ

引

用

者
｡

(

2 1
)

P

H
亡

ヨ
e
‥

ゝ
逮

芸
勾

邑
ぢ

.

p
.

N

-

汁

(

2 2
)

D
･

H
亡

ヨ
2
‥

ゝ

ぎ
已
叫

篭

阜
､

ぎ
芸

§

喜
叫

葛
P

p

.

芝
P

(

2 3
)

〇
･

]

芦

T
P

ユ
○

コ

ゝ

已
ヒ
Q

ギ

阜

罠
Q

彗
S
叫

:
ぎ

薦
ぎ
之
e
一

く

べ
0
1

打
-

-

芸
P

ワ

巴
･

m
H

ス

､
､

､

ス

は

ヒ

ュ

ー

ム

の

同
感
理

論
を

､

｢

そ
れ

は

わ
れ

わ

れ

が

精
巧

な

(

1
)

機
械
を

是
認
す
る

の

と

同
じ

原
理
で

あ
る
+

と

評
す
る

が
､

こ

れ

は
ヒ

ユ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

-

ム

の

同
感
理

論
が

行
為
の

結
果
と

し
て

の

効
用
の

視
点
を

基
礎
と

し
て

成
立

し
て

い

る

こ

と

を

批
判
し
て

い

る

の

で

あ

る
｡

ヒ

ュ

ー

ム

に

お
い

て

は
､

同
感
は

行
為
の

効
用
が

行
為
の

関
係
者
に

も
た

ら

す

幸
福
感
=

快
感

が

観
察
者
に

伝
達
さ

れ

て

生

起
す
る

か

ら
､

あ

る

行
為
が

社
会
的
な
い

し
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個
人

的
効
用
を

有
す
る

限
り

そ
れ

は

無
差
別
に

同
感
及
び

是
認
さ

れ

る

こ

と
に

な
り

､

し

た

が

っ

て

行

為

-
特
に

個
人

的
効
用
を

目
的
と

す
る

行

為

-
が

社
会
的
に

是
認
さ

れ

う
る

程
度

･

限
界
を

観
察
者
の

同
感
に

ょ

(

2
)

っ

て

直
接
規
定
す
る

こ

と

は

で

き

な
い

｡

だ

か

ら
ヒ

ュ

ー

ム

は

利
己

心
を

無
制
限
に

道

徳
的
是
認
の

対

象
と

は
し

な

い

に

も

か

か

わ

ら

ず
､

利
己

心

の

道
徳
性
の

範
囲
を

彼
の

同
感
理

論
に

よ
っ

て

基
礎
づ

け

る

こ

と

は
で

き

な
い

｡

ヒ

ュ

ー

ム

が

道
徳
的
判
断
の

普
遍

的
･

究

極

的

視
点

と

し

て
､

｢

人

類
の

福
祉
+

｢

社
会
の

利
益
+

の

視
点
を

設
定
せ

ざ
る

を

え

な

か

っ

(

3
)

た
の

は

何
よ

り

も
こ

こ

に

基
因
す
る

の

で

あ
っ

て
､

先
の

ス

ミ

ス

の

ヒ

ュ

ー

ム

批
判
は

､

人
間
の

行
為
を

機
械
と

同
一

視
し
て

判
断
す
る

結
果
に

な

る

社
会
的
効

用
の

視
点
に

固
執
し

､

そ

れ

か

ら

脱
却
し

え

な
か

っ

た
ヒ

ュ

ー

ム

の

同
感
理

論
が

､

道
徳
的
判
断
の

原
理
と

し

て

は

欠
陥
を

は

ら

む
こ

と

を

鋭
く

指
摘
す
る

も

の

に

外
な

ら

な
い

｡

ス

ミ

ス

が

行
為
の

道
徳
的
判
断
の

規
準
を

､

そ
れ

の

目
的

･

結
果
に

即

し
て

判
断
す
る

ハ

チ

ス

ン
､

ヒ

ュ

ー

ム

の

視

角
か

ら
､

そ

れ
の

原
因
と

の

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

関
連
に

お

い

て

判
断
す
る

視
角
へ

と
､

視
点
の

全
知
的

転
回

を

遂
行
し

た

こ

と

の

決
定
的

意
味
は

ま
さ

に

こ

こ

に

存
在
す
る

｡

マ

タ

フ

ィ

ー
､

キ

ャ

ン

ベ

ル

は
､

ス

ミ

ス

が

ヒ

ュ

ー

ム

の

効
用
理

論
を

拒
否
し

た
こ

と

を

強
調

し

な

が

ら
､

そ

れ

が

ス

ミ

ス

に

お

け
る

こ

の

視
点
の

転
回
に

よ
っ

て

実
現

し
て

い

る

こ

と

に

着
目
し

て

は
い

な
い

｡

だ

が

こ

の

視
点
の

転
回
に

支
え

ら

れ
て

こ

そ
､

ス
､

､

､

ス

の

同
感
理

論
は
ヒ

ュ

ー

ム

の

そ

れ

と

は

異
質
な

性

格
を

有
し
て

い

る

の

で

あ

る
｡

ス

ミ

ス

に

お

い

て

同

感
は

観
察
者
が

想

像

上
の

立

場
の

交

換
に

よ
っ

て

行
為
者
の

立

場
に

立
っ

た

場
合
の

感
情
が

､

行
為
者
の

感
情
と

一

致
す

る

時
に

成
立
す
る

｡

そ

し

て

こ

の

両
者
の

感

情

の
一

致
=

同
感
が

成
立
す
る

場
合

､

行
為
者
の

感
情
は

そ

れ

を

ひ

き

起
こ

し
た

原
因
に

対
し

て

適
正

さ

を

有
す
る

と

判
断
さ

れ
､

そ

の

行
為
は

道
徳

的
に

是
認
さ

れ

る
｡

こ

の

同
感
理

論
に

よ

れ

ば
､

人
間
の

い

か

な

る

感
情

も

観
察
者
の

同
感
を

得
る

限
り

に

お

い

て

道
徳

性
を

も

ち

う
る

が
､

し

か

も

観
察
者
ほ
ヒ

ネ

ー

ム

の

ご

と

く

｢

人

類
の

福
祉
+

｢

社

会
の

利

益
+

と

い

う

社
会
的
効

用
の

視
点
か

ら

判
断
す
る

わ

け

で

は

な

く
､

人

間
の

利
己

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

心
は
い

か

な

る

効
用
と

も

無
関
係
に

道
徳
性

･

社
会
性
を

獲
得
し

う
る

｡

他
方

観
察
者
の

同
感
は

行
為
が

有
し

う
る

道
徳
性
の

程
度

･

限
界
を

提
示

す
る

か

ら
､

行
為
者
は

観
察
者
の

立

場
=

同
感
の

内
面
化
に

ょ
っ

て

自
己

の

行
為
を

規
制
す
る

規
範
=

良
心

を

形
成
す
る

こ

と
が

可
能
と

な
る

｡

し

た

が
っ

て

ス

ミ

ス

の

同
感

一

望
椚

は
､

行
為
者
と

観
察
者
と
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お

け
る
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感

作
用
と
い

う
様
式
に

よ
っ

て

構
成
さ

れ

た

人
間
諸
個
人
の

相
互

的
交
通
の

(

1
)

原
理
で

あ

り
､

そ

れ

は
こ

の

相
互
的
交
通

を

媒
介
と

し

て

道
徳
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･

社
会

的
秩
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を
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す
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を
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｡

し

た

ヽ

ヽ
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ヽ

ヽ
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範
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=
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す
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に
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範
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は
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す
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て
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近

代
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市
民

的
な

舶
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