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ヘ

ー

ゲ

ル

国
家
論
の

基
本
性
格

高

柳

良

治

一

今
日

､

ヘ

ー

ゲ
ル

が

論
じ

ら

れ

る

と

き
､

弁
証
法
の

側
面
に

か

ん

し

て

は

変
わ

ら
ぬ

敬
意
が

払
わ

れ

る

に

し

て

も
､

そ
の

き

わ
め

て

抽
象
的
か

つ

形
式
的
な

論
理

展
開
の

背
後
に

あ
っ

て
､

そ
の

内

実
を

な

し

て

い

る

政

治
･

社
会
哲
学
に

か

ん

し
て

は
､

不

当
な

軽
視
や

一

面
的
な

批
判
が

な

さ

れ

る

場
A
口

が

少
な

く

な
い

｡

リ
ッ

タ
ー

が

次
の

よ

う
に

述
べ

た
の

も

故
な

し

と

し

な
い

｡

｢

ヘ

ー

ゲ
ル

哲
学
は

国
家
主
義
で

あ

り
､

国
家

権
力
の

絶

対

化
で

あ

る

と
い

う
評
価
は

現
在
で

も

少
し

も

変
わ
っ

て

い

な
い

｡

へ

l

ゲ
ル

の

政
治

哲
学
を

論
じ
よ

う
と

す
れ

ば
､

相

変
わ

ら

ず
､

プ
ロ

イ
セ

ン

国
家
の

反
動
的
思
想
家
ヘ

ー

ゲ
ル

と
い

う
非
難
を

計
算
に

入

れ
て

お

か

な

(

1

)

け

れ

ば

な

ら

な
い

｡

+

｢

プ
ロ

イ
セ

ン

国
家
の

反
動
的
思
想
家
ヘ

ー

ゲ
ル

+

と
い

う
評
価
は

い

う
ま
で

も

な

く
ハ

イ
ム

に

端
を

発
す
る

も
の

で

あ

る

が
､

そ
の

影
響
は

ま
こ

と

に

絶
大
で

あ
っ

た
｡

ハ

イ
ム

の

ヘ

ー

ゲ
ル

評
価
と

主

旨
を

同
じ

く

す
る

見
解
は

､

さ

ま

ざ

ま

な

ヴ
ァ

リ

ュ

イ
シ

ョ

ン

を

伴
な
い

っ

っ

も
､

今
日

も
な

お

再
生

産
さ

れ
て

い

る

の

で

あ

る
｡

そ

の

例
証
と

し

て
､

こ

こ

で

は

ラ

ス

キ

と

阿
閉
育

男
氏
の

見
解
に

ふ

れ

て

お

こ

う
｡

ラ

ス

キ

の

国
家
論
は
ヘ

ー

ゲ
ル

流
の

｢

哲
学
的
国
家

論
+

の

批
判
を

そ

ガ

の

発
条
と

し

て

い

る

が
､

彼
は

『

国
家
』

で

次
の

よ

う
に

述
べ

て

い

る
｡

3

｢

国
家
の

個
性
は

長
子

相
続
に

よ
っ

て

選
定
さ

れ

た

君
主
が

い

な

く
て

は

不

完
全
で

あ

る

と
い

う
ヘ

ー

ゲ
ル

の

主
張
は

､

あ

き

ら

か
に

一

般
的
な

真

理

で

あ

る

よ

り

は
､

む
し

ろ

プ
ロ

イ
セ

ン

国
家
を

お

よ

そ

国
家
の

採
り

う

(

2
)

る

最
高
の

形
式
と

見
た
ヘ

ー

ゲ
ル

白
身
の

好
み
に

立
っ

た
も

の

で

あ

る
｡

+

ま

た

『

政
治
学
入

門
』

で

は

次
の

よ

う
に

述
べ

て

い

る
｡

｢

こ

の

よ

う
な

見
解
(

へ

1

ゲ
ル

の

国
家
論
を

指
す

ー
引
用
者
)

は

〓
一一口
で

い

え

ば
､

狭
い

偏
っ

た

経
験
か

ら

生

ま

れ

た

考
え

方
を

社
会
の

他
の

人
々

の

意
思
に

押
七
つ

け
る

も

の

で

あ

る
｡

し

か

も

そ
の

さ
い

､

こ

う
し

た

見
解
を

と

る

人
々

ほ
､

自
分
た

ち

の

考
え

方
か

ら

出
て

く
る

結
果
が

､

他
の

人
々

の

経

験
と

ど

の

程
度
に

合
致
し

て

い

る

か

を
そ

の

人
々

に

聞
い

て

み

る

よ

う

な

(

3
)

こ
.
と

は

し

な
い

の

で

あ
る

｡

+

ラ
ス

キ

ほ
ヘ

ー

ゲ
ル

の

国
家
論
を

､

｢

狭
い

プ

レ

フ

ァ

ラ

ソ

ス

偏
っ

た

経

験
+

と

｢

独
善
+

に

も

と

づ

く
､

た

ん

な

る

｢

好

み
+

に

す

ぎ

な
い

と

見
て

い

る
の

で

あ
る

｡

と
こ

ろ
で

､

ラ
ス

キ

の

こ

の

よ

う
な

指

弾
は

､

よ

り

根

本

的
に

は
､

｢

理

性
的
な

も
の

は

現
実
的
で

あ

り
､

現
実
的
な

も

の

は

理

性

的
で

あ

る
+

と
い

う
ヘ

ー

ゲ
ル

の

命
題
へ

の

反
撥
に

起

因
し
て

い

る
｡

ハ

イ
ム

に

ょ

る

と
､

ヘ

ー

ゲ
ル

は
こ

の

命
題
に

よ
っ

て
､

｢

一

八
二

一

年
の

プ

ロ

イ

(

4
)

セ

ン

に

現
存
し

て

い

る

通
り

の
+

現
実
を

是
認
し

た

の

で

あ

る

が
､

ラ

ス

キ

の

受
け

取
り

方
も

同
様
で

あ
っ

て
､

彼
は

こ

の

命
題
に

｢

人
類
の

明

白

な

経
験
の

否
定
+

を

見
る

｡

な

ぜ

な

ら
､

こ

の

命
題
は

｢

一

七

八

九

年
以

前
の

フ

ラ

ン

ス

の

国
家
や

帝
別
の

ロ

シ

ア

国
家
+

の

是
認
を

意
味
す
る

か

(

5
)

､

､

ら
で

あ

る
｡

彼
は

､

し

ば

し

ば

論
議
を

呼
ぶ

か

の

命
題
を

ま
っ

た

く

言
葉
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(

6
)

通
り
に

受
け

取
り

､

そ
こ

に

い

さ

さ

か

の

余
薙
を

も

許
さ

な
い

｡

か

く
て

､

｢

人
顆
の

明
白
な

経
験
の

否
定
+

､

｢

狭
い

偏
っ

た

経
験
+

こ

そ

か

の

命
題

の
､

し
た

が
っ

て

へ

1

ゲ
ル

国
家

論
の

本
質
で

あ

る
｡

次
に

阿
開
音
男
氏
の

見
解
を

見
よ

う
｡

阿
閉
氏
は

､

『

市
民

社

会
の

系

譜
』

で

次
の

よ

う
に

述
べ

て

い

る
｡

｢

彼
(

ヘ

ー

ゲ

ル

ー
引

用

者
)

の

法

哲
学
ほ

､

ま

ず

第
一

に
､

一

九
世
紀
初
頭
の

プ
ロ

イ
セ

ン

絶
対

主
義
国
家

の

基
盤
の

上

に

成
立
し

た

も
の

で

あ
っ

て
､

フ

リ

ー

ス

の

革
命
的
立
場
と

ハ

ラ

ー

の

反
動
的
立

場
と

を

克
服
す
る

プ
ロ

イ
セ

ン

官
許
の

も

の

と

し
て

､

保
守
的
立

場
を
と
っ

た
｡

第
二

に
､

彼
の

迭
哲
学
に

は

種
々

の

領
域
が

あ

る

が
､

そ
の

主
た
る

領
域
は

国
家
論
で

あ
っ

て
､

こ

こ

で

彼
は

､

国
家
有

機
体
説
を

と

り
､

歴
史
的
に

最
高
段
階
た

る

国
家
を

､

当
時
の

プ
ロ

イ
セ

ン

国
家
に

求
め

て
､

こ

れ

を

謳
歌
し
た

｡

第
三

に
､

彼
は

､

そ
の

国
家
論

の

中
核
た

る

意
鎮
静
に

お
い

て
､

国
家
権
力
の

ヘ

ゲ
モ

ニ

ー

を

握
る

も
の

が

官
僚
で

あ
る

､

と

説
い

て
､

プ
ロ

イ
セ

ン

の

官

僚

制

国

家
を

擁

護
し

(

7
)

た
｡

+

ラ

ス

キ
が
ヘ

ー

ゲ
ル

の

国
家
論
を
プ

ロ

イ
セ

ン

君
主
制
の

擁

護

論

と

と

ら
え

る

の

に

対

し
､

阿
閉
氏
は

プ
ロ

イ
セ

ン

の

官
僚
制
を

前
面
に

押

し

出
し
て

い

る
｡

一
し

か

し
､

阿

閉
氏
に

お

い

て

も
ヘ

ー

ゲ
ル

の

国
家
論
は

徹
頭
徹
尾
当
時
の

現
実
と

表
裏

一

体
を

な

す
も

の

と

し

て

と

ら

え

ら

れ
､

そ

れ

以

上
で

も

そ
れ

以

下
で

も

な
い

の

で

あ
る

｡

お

ど
ろ

く
ぺ

き

単
純
化

と
い

う
ほ

か

は

な
い

｡

な

る

ほ

ど
､

ヘ

ー

ゲ
ル

は
､

国
家
に

対
し

神
的
な

も
の

､

絶
対

者
､

理

性
と
い

っ

た

述
語
を

与
え

た
の

で

あ
っ

た

か

ら
､

彼
の

国
家
論
の

う
ち
に

右
の

よ

う
な

解
釈
を

許
す

一

面
が

あ
る

こ

と

は

否
定
で

き

な
い

｡

彼
に

､

(

8

)

｢

ロ

マ

ン

テ
イ

ク

ぎ

ら
い

の

ロ

マ

ン

テ
イ

カ
ー
+

と

い

っ

た
一

面
が

な

か

っ

た
の

で

は

な
い

｡

し

か

し

な

が

ら
､

ヘ

ー

ゲ
ル

の

著
作
に

現
わ

れ

る

個

々

の

表
現
に

と

ら

わ
れ

て
､

そ

の

国
家

論
が

内
的
に

意
味
す
る

も

の

を

見

失
っ

て

は

な

ら

な
い

で

あ
ろ

う
｡

現
実
の

単
純
な

反
映
と
い

う
見
方
は

あ

き

ら
か

に

過
度
な
一

面
化
で

あ
る

｡

以

下
､

ヘ

ー

ゲ
ル

の

叙
述
に

即
し
っ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

つ
､

彼
の

国
家
論
の

基
本
的
な

性
棉
を

考
え
て

み

た
い

｡

〓

ヘ

ー

ゲ
ル

は

近

代
国
家
の

本
質
を

次
の

点
に

見
て

い

る
｡

｢

近

代

国

家

の

原
理

の

も
つ

途
方
な
い

強
さ
と

深
さ

は
､

主
体

性
の

原

理

が

お

の

れ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

を

完
成
し

て

人
椿
的
特
殊
性
と
い

う
自
立

的
な

極
点
に

な

る

こ

と

を

許
す

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

､

､

と

同
時
に

､

こ

の

主
体
性
の

原
理

を

実
体
的
統

一

の

う
ち
へ

連
れ

戻
し

､

こ

う
し
て

主
体
性
の

原
理
そ

の

も

の

の

う
ち
に

実
体
的
統

一

を

保
つ

と
い

(

9
)

う
こ

と

に

あ

る
｡

+

(
∽

N

芦
)

こ

こ

に

ほ
ヘ

ー

ゲ
ル

が

構

想

す
る

国

家

像

の

基
本
性
格
が

示

さ

れ
て

い

る
｡

彼
に

よ

れ

ば
､

テ
ジ

ア

の

専
制
国
家
や

古
代
国
家
に

お
い

て

ほ

究
極
の

も
の

ほ

国

家

意

志
で

あ
っ

て
､

個
人

は

｢

な

ん

ら
の

内
面
性
も

権
限
も
+

も

た

な

か
っ

た

(
一

己
チ
N

仁

エ
｡

こ

れ

に

対

し

近

代
国
家
に

お
い

て

ほ
､

｢

特
殊
的
利
益
は

無
視
さ

れ

て

ほ

な

ら

ず
､

ま

し
て

抑
圧
さ

れ
て

ほ
な

ら
な
い

｡

そ

れ

ほ

普
遍
的
な

も
の

と
一

致
さ

せ

ら
れ

な

く

て

は

な

ら

な
い

の

で

あ
っ

て
､

こ

れ

に

よ
っ

て

特
殊
的

利
益
そ

の

も

の

も

普
遍
的
な

も
の

も

と
も

に

維
持
さ

れ

る

の

で

あ

る
｡

+

(

苛
い

こ

特
殊
と

普
遍
の

其
の

統

∵
こ

そ

近

代
国

家
の

課
題
で

あ

る
｡

し

か

も
ヘ

ー

ゲ
ル

が

こ

の

統
一

を

｢

主
体

性
の

原

理

そ

の

も

の

の

う

ち

イ

デ
ア

リ

ス

テ

ィ

ツ

シ

き

に
+

実
現
し

ょ

ぅ
と

す
る

と
き

､

彼
の

国
家
論
の

き

わ

め
て

理

想
主
義
的

7

な

性
格
が

浮
び

上
っ

て

く

る
｡

普
遍
的
な

も

の

ほ

特
殊
者
自
身
に

よ
っ

て

郎
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意
欲
さ

れ
､

特
殊
者
の

う
ち
に

内
面

化
さ

れ
る

の

で

な

け
れ

ば

な

ら
な
い

の

で

あ
る

｡

ヘ

ー

ゲ
ル

が

権
利
と

義
務
の

結
合
に

つ

い

て

語
る

と

き

に

も

同
じ
こ

と

が

い

え
る

で

あ

ろ

う
｡

｢

義
務
と

権
利
と
の

結
び

つ

き

に

は
､

国
家

が

義

務
と
し

て

要
求
す
る

と
こ

ろ
の

も
の

が

そ

の

ま
ま

個
人
の

権
利
で

も

あ
る

と
い

う
両
面
が

あ

る
｡

そ

れ

は

ま

さ
に

国
家
が

自
由
の

概
念
の

組
織
以

外

の

な
に

も

の

で

も

な
い

か

ら
で

あ
る

｡

+

(

H

E
P

､

野
-

∽
.

)

彼
は

､

権
利
と

義
務
の

締
合
と
い

う
命
題
に

よ
っ

て
､

ま
さ

に

全
体
が

個
の

た

め
に

存
在

し
､

個
が

全
体
の

た

め
に

生

き
る

よ

う
な

関
連
を

希
求
し

た
の

で

あ

り
､

こ

の

い

わ

ば

永
遠
の

課
題
を

国
家
に

託
し

た

の

で

あ

る
｡

も

と

も

と
ヘ

ー

ゲ
ル

は

人
間
の

共
同
生

活
の

本
来
的
な

あ

り

方
に

か

ん

し

て
､

生

涯
､

強
い

理

想
に

導
か

れ

て

い

た

も
の

と

思
わ

れ
る

｡

そ

し

て

そ

れ

は
､

し

ば
し

ば

指
摘
さ

れ

る

よ

う
に

､

ギ

リ
シ

ャ

の

都
市
国
家
に

そ

の

想
汝
を
お

く
｡

一

八

〇
二

年
に

書
か

れ
た

『

人
倫
の

体
系
』

に

お
い

て

｢

絶
対

人

倫
+

と

呼
ば

れ

る

も

の

が

そ
の

理

想
の

所
在
を

示
し

て

い

る
｡

絶
対

人
倫
と

は
､

｢

自
己
の

民
族
の

う
ち
に

､

自
己
の

民
族
と

と

も

に
､

自
己
の

民
族
の

た

め

に

生

き

る
こ

と
､

公
共
的
な

も

の

に

捧
げ
つ

く

さ

れ

(

1 0
)

た

普
遍
的
生

活
を

営
む
こ

と
+

の

謂
で

あ

る
｡

そ

し

て

同
じ

理

想
が

約
二

〇
年
の

ち
の

『

法
哲
学
』

を

も

貴
い

て

い

る

こ

と

は

次
の

一

文
に

明

ら
か

ヽ

ヽ

で

あ
る

｡

｢

合
一

そ

の

も
の

が

そ

れ

白
身

､

諸
個
人
の

真
実
の

内

容
で

あ

り
､

目

的
で

あ
っ

て
､

諸
個
人
の

使
命
は

普
遍
的
生

活
を

営
む
こ

と
に

あ

る
｡

+

(

冨
∞

･

)

ヘ

ー

ゲ
ル

の

こ

の

理

想
は

生

涯
変
わ

る

こ

と

が

な

か
っ

た
｡

し

か

し

彼
は
こ

れ

を
た

ん

な

る

理

想
と

し

て

保
持
し
た

の

で

は

な
い

｡

彼
は

こ

れ

を

近

代
と
い

う
歴
史
的
現
実
の

う
ち
に

く

ぐ

ら
せ

､

歴
史
的
現

突
と

の

対

決
の

う
ち
に

保
持
し

た
の

で

あ
る

｡

イ
エ

ナ

時
代
の

経
済
学
研

淵

究
が

こ

の

対

決
の

あ

り

よ

う
を

示

し
て

い

る
｡

彼
は
こ

の

理

想
を

も
っ

て
､

3

イ

ギ

リ
ス

の

思
粕
心

家
た

ち
が

｢

市
民
社
会
+

と

呼
ぶ

現

実
に

立
ち

向
う

｡

彼
は

英
仏
の

先
進
的
現
実
と
そ

の

理

論
に

学
び
つ

つ
､

近

代
そ
の

も

の

の

ぅ
ち
に

理

想
実
現
の

基
盤
を

模
索
し

た

の

で

あ
る

｡

そ

し
て

特
殊
性
=

主

体
的
自

由
の

原
理

と

呼
ば

れ

る

も

の

が

そ
の

成
果
で

あ
っ

た
｡

す
な
わ

ち
､

｢

普
遍
的
な

も
の

は
､

諾
個
人

の

特
殊
的
利
益
や

知
と

意
志
の

は

た

ら

き

を
ぬ

き
に

し
て

ほ

効
力
を

も

ち

も

し

な
い

し
､

貫
徹
も
さ

れ

な
い

の

で

あ

る
｡

+

(

肋

N

筈
.

)

ヽ

ヽ

ヽ

だ

か

ら
､

ヘ

ー

ゲ
ル

は

国
家
の

市
民
社
会
に

対

す
る

掬
係
を

｢

外
面
的

ヽ

ヽ

ヽ

必

然
性
+

と

し

て

だ

け

と

ら

え
る

の

で

は

な

く
､

｢

内
在
的
目

的
+

と

し
て

も
と

ら
え

る

の

で

あ

る

(

く
g
-

･

ふ
N

芦
)

｡

｢

外
面

的
必

然
性
+

と

｢

内
在

的
目

的
+

と
い

う
二

重
の

関
連
は

市
民

社
会
自
体
の

も
つ

二

重

性
に

即
応

し

て

い

る
｡

国
家
が

市
民
社
会
に

対
し

て

｢

外
面
的
必

然
性
+

で

あ

る

と

い

う
こ

と

は
､

市
民
社
会
が

特
殊
と

普
遍
の

統
一

を

実
現
し

え

な
い

こ

と

を

意

味
す
る

｡

し
か

し

前
者
は

同
時
に

後
者
の

｢

内
在
的
目

的
+

で

な

け

れ

ば

な

ら

な
い

｡

す
な

わ

ち
､

古
代
国
家
や
ア

ジ

ア

の

専
制
国
家
と

本
質

を

異
に

す
る

近

代
国
家
は

､

市
民

社
会
の

完

成

者
､

｢

調

停

者
+

(

く

賢

管
00
u

､

N

声
)

と

し

て
､

市
民
社
会
に

お

け
る

肯
定
的
な

も

の

を

真
に

生

か

す
も
の

で

な

け
れ

ば

な

ら

な
い

の

で

あ
る

｡

ヘ

ー

ゲ
ル

に

よ

れ

ば
､

市
民
社
会
の

成
員
は

自
立

的
な

個
人

で

あ

り
､

こ

の

個
人
の

具
体
的
な

内
容
を

な

す

も
の

は

自
然
的
経
済
的
な

欲
望
で

あ

る
｡

彼
の

目

的
は

も
っ

ば

ら

自
己
の

欲
望
の

充
足
で

あ
っ

て
､

市
民
社
会

は

特
殊
性
を

第
一

の

原
理

と

す
る

｡

と

は
い

え

各
個
人
ほ

他
者
と
の

関
連
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に

入

り
こ

む
こ

と

な

し
に

は

月
己
の

欲
望
を

も

充
足
で

き

な
い

か

ら
､

市

民
社
会
に

普
遍
性
の

原
理

が

欠
け
て

い

る

の

で

は

な
い

｡

そ

し

て

そ

れ

ほ
､

ま

ず
各
個
人
の

経
済
活
動
が

織
り

な

す

社
会
的
関
連
と
そ

こ

に

貫
徹
す

る

経

済
法
則
と
し

て
､

次
に

万
人
に

抽
象
的
に

妥
当
す
る

法
律
的
諸
権
利
と

し

て

あ

ら

わ

れ

る
｡

こ

う
し

て

市
民

社
会
は

特

殊
と

普

遍
の

両
原
理
の

統

一

と

し

て

あ

る

こ

と
に

な
る

が
､

こ

こ

で

問
題
な

の

は
､

市
民

社
会
に

お

け
る

こ

の

統
一

は
､

｢

両
原
理
が

そ

れ

ぞ
れ

自
立
し

て

い

る

た

め

に
+

｢

人

倫
的
同

一

性
+

を

形
成
し

え

な
い

こ

と
で

あ
る

(

管
∞

ヱ
｡

各
個
人
は

私

利
私
益
の

追
求
の

み

を

こ

と

と

し
､

｢

あ

ら

ゆ

る

方
面
に

発
展
し

て

思
い

の

ま

ま
に

活
動
す
る
+

(

管
00

エ
だ

け

で

あ

り
､

ま

た
､

経
済
法
則
は

個

人
の

い

か

ん

と

も

な

し

え
ぬ

疎
遠
な

｢

威
力
+

と

し
て

個
人
を

支
配
し

､

法
律
ほ

個
人
の

抽
象
的
権
利
を

表
現
す
る

だ

け

で

あ

る
｡

か

く
て

｢

無
秩

序
+

(

の

N

∽

エ
の

支
配
す

る

市
民
社
会
は

､

｢

放
埼
な

享
楽

と

悲

惨

な

貧

困
+

(

管
00

エ
の

光
景
を

呈

す
る
こ

と

を

免
れ

が

た
い

｡

そ

し

て

ヘ

ー

ゲ

ル

の

見
る

と
こ

ろ

で

は

こ

の

傾
向
ほ

す
で

に

イ
ギ

リ

ス

の

貧
困
問
題
の

う

ち
に

蹟
在
化
し
て

い

る
｡

し

か

し
ヘ

ー

ゲ
ル

に

よ

れ

ば

こ

の

同
じ

市
民

社
会
が

同
時
に

､

人
間
の

欲
望
と

そ

の

充
足
手
段
を

増
大
し

､

教
養
(

望
-

ぎ
ロ
g
)

を

可

能
に

し
､

生

産
力
を

高
め

､

個
人
の

固
有
の

権
利
を

搾
讃
す

る
｡

そ

し
て

な
に

よ

り

も
､

｢

諸
個
人
の

白
立
と

誇
り
の

感

情
と

い

う

原
理
+

(

思
h

声
)

こ

そ

は

市
民

社
会
の

内
部
に

し

か

求
め

え

な
い

も
の

で

あ

る
｡

市
民

社
会
ほ

利
己

心

と
一

般
的
な

競
争
を

伴
な
い

､

富
の

過
剰
と

貧
困
の

発
生

を

防
止

し

え

な
い

が
､

こ

の

現
実
こ

そ

理

性
の

実
現
の

た

め
の

基
盤
で

あ

る
｡

だ

か

ら

国
家
ほ

市
民

社
会
を

否
定
す
る

の

で

は

な

く
､

そ
の

昔
定
的
な

側
面
を

十

全
に

発
展
せ

し
め

て

こ

そ
､

す
な

わ

ち

市
民

社
会
の

内
在
的
目
的
で

あ

る

と

き

に

こ

そ
､

国
家
の

名
に

価
す
る

｡

レ

ダ
イ

ア

ト
は

普
遍
と

特
殊

･

公

と

私
と

の

近

代
に

お

け
る

分
裂
の

克
服
が

｢

ル

ソ

ー

以

来
の

す
ぺ

て

の

近

(

11
)

代
国
家
学
説
お

よ

び

社
会
学
説
の

根
本
問
題
+

で

あ

る

と

述
べ

た

が
､

ヘ

ー

ゲ
ル

の

国
家
論
は

､

そ

の

問
題
把
握
の

鎖
さ

に

お
い

て
､

か

か

る

国
家

学
説
の

う
ち
に

あ
っ

て

代
表
的
な

地

歩
を

占
め

て

い

る

と
い

え
よ

う
｡

三

以

上
で

ヘ

ー

ゲ
ル

の

国
家
論
が

あ

く
ま

で

主
体
性
の

原
理

を

生

か

し
て

い

こ

う
と

す
る

も

の

で

あ

る
こ

と
が

分
る

で

あ

ろ

う
｡

｢

近

代
世

界
の

原

理

は

要
す
る

に

主
体
性
の

白
由
で

あ

り
+

､

近

代
国
家
は

お

の

れ

の

う

ち

に

自
由
な

主
体
性
の

原
理

が

あ

る

こ

と

に

耐

え

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

(

℃

ぶ
N

岳
.

)
｡

そ
こ

で

次
の

問
題
は

彼
が

普
遍
性
の

立

易
を

い

か

に

基
礎
づ

け

る
か

と
い

う
こ

と

で

あ

る
｡

市
民

社
会
の

成
員
が

そ

れ
ぞ

れ

自

己
の

特
殊
的
利
益
に

は

ま

り

込
ん

で

い

る

と

す

れ

ば
､

な
に

が

普
遍
的
利

益
で

あ

る

か

を

最
終
的
に

判
断
す
る

主
権
者
が

存
在
し

な

く

て

は

な

ら
な

い

｡

こ

こ

に

国
家
主
権
論
の

展

開
さ

れ
ね

ば

な

ら

ぬ

所
以

が

あ

る
｡

そ

し

て

ヘ

ー

ゲ
ル

に

お
い

て

は
､

国
家
主
権
論
か

ら

世
襲
君

主
制
へ

の

道
は

一

直
線
に

通
じ
て

い

る
｡

な

る

ほ

ど

彼
の

説
く

政
治
的
国
家
は

国
家
の

有

機

的
組
織
を

意
味
し

､

君
主
権

､

統
治
権
及
び

立
法
権
に

区

別
さ

れ

た

三

権

が

互
い

に

他
の

契
機
を

自
己
の

う
ち

に

含
む

こ

と

に

よ
っ

て
､

各
樺
が

｢

一

掛
か

伸
餅
紛
争
掛
+

を

形
成
し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

(

笥
N

･

)

｡

君

主
権
と
い

ぇ

ど

も

全
体
か

ら

遊
離
し

て

は

な

ら

な
い

の

で

あ
る

｡

し

か

し

9

な

が

ら
､

君
主
権
が

｢

最
終
意
志
決
定
と

し

て

の

主
体
性
の

権
力
+

で

あ

3 5



一 橋論叢 第 六 十
一 巻 第 三 号 ( 8 2 )

り
､

｢

全
体
の

頂
点
及

び

起
点
+

(

℃

ざ
)

で

あ

る

以

上
､

他
の

二

権
に

対

す
る

そ

の

優
越
は

否
定
す
べ

く

も

な
い

｡

要
す
る

に

主
権
=

普

遍
の

立

場
は

君

主
の

手
中
に

あ

る
｡

ヘ

ー

ゲ
ル

は

国
家
主
権
か

ら
､

｢

主
体
性
+

と

｢

自
然
性
+

の

規

定
に

ょ
っ

て

世
襲
君
主
に

到
達
す

る
｡

彼
に

よ

れ

ば
､

主
権
が

現

実
に

顕
現
す

ヽ

ヽ

ヽ

る

の

は
､

｢

も
っ

ぱ

ら

お

の

れ

自
身
を

確
信
し

て

い

る

主
体

性
と

し

て

だ

け
で

あ

り
､

意
志
の

抽
象
的
な

､

そ

の

か

ぎ

り

で

無
根
拠
な

自
己

規
定
と

し
て

だ

け
で

あ

る
｡

+

そ

し
て

こ

の

こ

と

に

よ
っ

て

国
家
は

個
体

性
を

獲

得
す
る

｡

と

こ

ろ

が
､

｢

主
体

性
は

そ
の

其
の

あ

り

方
に

お
い

て

は

た

だ

主
体
と

し

て

の

み

存
在
す
る
+

の

で

あ
っ

て
､

■
こ

こ

に

君
主
が

導
か

れ

る

(

00

N

ヨ
r
)

｡

つ

ま

り
､

彼
に

よ

れ

ば
､

主
権
を

も
つ

の

ほ

君
主
で

は

な

く
､

国
家
の

み

で

あ

る

が
､

国
家
主
権
は

君
主
の

存
在
を

要
求
す
る

の

で

あ

る
｡

こ

れ

が

｢

主
体

性
+

の

規
定
で

あ
る

が
､

｢

国
家
意
志
の

こ

の

究

極
の

自

己
は

､

右
の

よ

う
な

抽
象
的
な

あ

り

方
に

お
い

て

は

単
一

で

あ

り
､

し

た

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

が

っ

て

直
接
的
な

個
別
性
で

あ
る

｡

そ

れ

放
そ
の

概
念
自
体
の

う
ち
に

は

ヽ

ヽ

ヽ

自
然
性
の

規
定
が

含
ま

れ
て

い

る
｡

+

(

∽

N

∞

〇
･

)

意
志
の

純

粋

な

自
己

規

定
は

､

自
己

以

外
の

い

か

な

る

も

の

に

よ
っ

て

も

媒

介
さ

れ

ず
､

理

性
を

も
っ

て

は

律
し

え

な
い

も

の

で

あ

る

か

ら
､

日
然
的
な

も
の

と
い

う
は

か

は

な
い

､

と
い

う
の

で

あ
る

｡

か

く
て

君
主
は

｢

自
然
的
出
生
+

(

H

宮
戸
)

に

よ
っ

て

そ
の

地

位
に

即
く

｡

主
権
と

は
､

｢

一

切
の

特
殊
性
と

規
定

性
と

を
お

の

れ
の

う

ち

で

揚

棄

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

し

て

お
の

れ

を

個
別
性
へ

と

規
定
す

る

普
遍
性
+

(

∽

N

諾
r

)

で

あ

り
､

こ

れ

が

い

ま

や

君
主
に

委
ね

ら
れ

た
｡

公

共
の

福
祉
と
は

､

君
主
が

｢

わ

れ

意
志
す
+

(

抑
N

00

○
､

N

巨
･

)

に

よ
っ

て

決
意
す
る

と
こ

ろ

の

も

の

で

あ

る
｡

し
か

も
こ

の

君
主
の

資
槍
を

定
め

る

も
の

は

特
別
な

能
力

で

は

な

く
､

ま

紺
っ

∂

さ

に

自
然
そ
の

も

の

で

あ

る
｡

ヘ

ー

ゲ
ル

の

国

家

論
は

普

遍
と

特

殊
､

｢

外
面
的
強
制
+

と

｢

内
在
的
目

的
+

､

公
人
と

私
人
と

の

矛

盾
を

解
か

ん

と

す

る

も
の

で

あ
っ

た
｡

し

か

し

普

遍
の

立

場
が

君
主
と
い

う
一

個
人

(

1 2
)

に
､

さ

ら
に

は

た

ん

な

る

物
理

的
自
然
に

引
き

渡
さ

れ

た
こ

と

は
､

こ

の

課
題
の

破
綻
を

意
味
す
る

と
い

っ

て

よ
い

で

あ
ろ

う
｡

し

か

し
､

な

ぜ

国

家
の

頂
点
で

ほ

自
然
が

支
配
す
る

の

で

あ

ろ

う
か

｡

こ

こ

で

『

人

倫
の

体

系
』

に

お

け
る

｢

絶
対

統
治
+

論
を

ふ

り

返
る

必

要
が

あ

る
｡

『

人
倫
の

体
系
』

に

お

け

る

国
家
は

身
分
国
家
で

あ

り
､

身
分
は

絶
対

身
分
(

貴
族
)

と

正

義
(

声
2

C

F
t

∽

○

ど
r

什

訂
n

訂
芹
)

の

身
分

(

市
民
)

と

農

(

1 3
)

民

身
分
の

三

者
か

ら

成
る

｡

そ

し
て

こ

れ

ら
三

身
分
間
の

関
係
を

調
整
し

て

全
体
の

有
機
的
統

一

を

維
持
す
る

職
務
が

絶
対

統
治
と
い

わ

れ
る

｡

こ

の

職
務
は

だ

れ

に

託
さ

れ

る

か
｡

そ

れ
ほ

｢

第
一

の

身
分
+

た

る

絶
対

身

分
の

職
務
で

あ

る

よ

う
に

見
え
る

｡

し

か

し
､

｢

第
一

の

身
分
そ

れ

自

身

は

身
分
に

対
す

る

身
分
+

､

す
な

わ

ち

特
殊
に

対

す

る

特

殊
で

あ

る

に

す

ぎ
な
い

｡

そ
こ

で

こ

の

統
治
は

第
一

の

身
分
に

所

属
し

な
が

ら

も
､

な

お

そ

れ

を

超
え

て

い

る

よ

う
な

人
々

に

託
さ

れ

る

こ

と

に

な

る
｡

｢

現
実
的

存
在
を
い

わ

ば

放
棄
し
て

し

ま
っ

て

端
的
に

理

念

的
な

も
の

に

お

い

て

生

き

て

い

る

人
ん

こ
､

す
な

わ

ち
｢

長
老
+

(

A
-

t

2

n
)

と
｢

祭
司
+

(

七
イ
ー

e
∽

訂
ユ

が

そ

れ

で

あ

り
､

こ

の

両
者
は

実
際
に

は
一

致
す
る

｡

｢

高
齢

者
か

ら

は

個
体
性
が

自
己

を

構
成
す
る

こ

と

が

消
失
し

て

い

る
｡

彼
は

生
の

う
ち

の

形
態
及
び

実
在
の

側
面
を

喪
失
し

て

お

り
､

個
体
を

普
遍
的
な

も

の

の

う

ち
に

と

り

込
む
で

あ
ろ

う
死
の

間
際
に

い

て

す
で

に

半
ば

死
ん

で

い

る
｡

+

個
体

性
と
い

う

実
在
的

､

特
殊
的
な

も
の

を

失
っ

て

い

る

こ

と

に

よ
っ

て
､

卜
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ト

た
だ

彼
ら

だ

け

が

白
己
の

身
分
の

外
部
に

あ
っ

て
､

す
べ

て

の

人
々

の

上

に

無
差
別
に

臨
む
こ

と
が

で

き
､

し

た

が

っ

て

全
体
を

維
持
す
る

こ

と

が

で

き
る

の

で

あ

る
｡

｢

も
っ

と

も

無
差
別
な

も

の
､

す
な

わ

ち

神

及
び

自

然
､

祭
司
及
び

長
老
た

ち
に

だ

け

全
体
の

維
持
ほ

結
び

つ

け

ら

れ

う
る

｡

な

ぜ

な

ら

ば

他
の

す
べ

て

の

実
在
の

形
式
は

差
別
の

う
ち
に

は

ま

り
こ

ん

で

い

る

か

ら
で

あ
る

｡

+

こ

の

よ

う
な

絶
対

統
治
者
こ

そ

｢

絶
対

的
に

特

殊
に

対

す

る

普
遍

性
そ
の

も
の
+

で

あ

る
｡

か

く
て

ヘ

ー

ゲ
ル

ほ

こ

こ

で

も
､

｢

人

倫
は

そ
の

儀
域
か

ら

自
然
と
い

う
無
意
識
的
な

も
の

へ

と

逃
れ

(

1 4
)

な

く
て

は

な

ら

ぬ

よ

う
で

あ
る
+

と

書
い

て

い

る
｡

右
の

絶
対

統
治
者
の

資
格
規
定
は

『

法
哲
学
』

に

お

け

る

｢

自
然
性
+

と
い

う
規
定
の

意
味
を

あ

き

ら

か
に

し
て

く

れ
る

｡

市
民

社
会
に

お

い

て

は
､

各
成
員
は

特
殊
に

対

す
る

特
殊
で

し
か

な
い

｡

と

す

れ

ば
､

絶
対

的

資
格
に

よ
っ

て

特
殊
の

調
整
を

お
こ

な

う

普
遍
者
を

求
め

る

こ

と

は

断
念

し

な

け
れ

ば

な

ら

な
い

で

あ
ろ

う
か

｡

し

か

し

社
会
の

外
に

ほ

白
然
が

あ

(

15
)

る
｡

ヘ

ー

ゲ
ル

は

普
遍
の

最
終
的
な

拠
点
を

そ
こ

に

求
め
た

の

で

あ

る
｡

『

人
倫
の

体
系
』

の

長
老

･

祭
司
が

､

特
殊
を

普
遍
の

う
ち
に

吸
引
す
る

死
=

自
然
の

間
近
に

い

る
こ

と
に

よ
っ

て
､

特
殊
的
利
害
に

と

ら

わ

れ
る

こ

と

な

く

諸
身
分
間
の

利
害
を

絶
対

的
に

調
整
し

う
る

よ

う
に

､

『

法
哲

学
』

の

君
主
ほ

､

社
会
的
存
在
と

し

て

で

は

な

く

自
然
的
存
在
と

し

て
､

社
会
に

お

け
る

一

切
の

特
殊
的
な

も

の

と

制
約
さ

れ

た
も

の

と

に

超
然
た

り

う
る

の

で

あ

る
｡

人
倫
の

白
然
へ

の

逃
避
は
ヘ

ー

ゲ
ル

国
家
論
の

破

綻
を

意
味
す
る

｡

彼

は

特
殊
と

普
遍
と
い

う
ア

ン

チ

ノ
､

､

､

-

を

解
く
こ

と

を

白
己
の

課
題
と
し

た
｡

け
れ

ど

も

こ

の

ア

ン

チ

ノ

ミ

ー

は
､

彼
が

そ

れ

を

国
家
論
の

核
心
に

お
い

て

解
く
こ

と

が

で

き

な
か

っ

た

が

故
に

､

別
の

あ

ら

ゆ
る

場
面
に

形

を

変
え
て

再
び

あ

ら

わ

れ

て

く
る

｡

た

と

え

ば
､

ヘ

ー

ゲ
ル

は

国
家
と

市

民

社
会
を

媒
介
す
る

も
の

と

し
て

職
業
団
体
に

重

要
な

役
割
を

与

え
､

そ

の

さ
い

に
､

政
府
は

職
業
団
体
の

利
益
を

｢

促
進
+

す
る

と

と

も
に

､

こ

れ
に

対

し
て

｢

監
督
+

を

怠
っ

て

は

な

ら

な
い

と
い

う
(

抑

N

苫
-

N

仁

エ
｡

そ

し

て

こ

の

｢

促
進
+

と

｢

監
督
+

は
､

職
業
団
体
の

管
理

者
に

対

し

て
､

｢

利
害
関
係
者
の

公

選
+

と

｢

よ

り

高
次
の

国
家
の

承
認
+

と
が

併
せ

て

お

こ

な

わ

れ

る
こ

と
に

よ
っ

て

可
能
と

な

る

と
い

う
(

℃
∞

∞
･

)

｡

し

か

し
､

こ

の

｢

公
選
+

と

｢

承
認
+

､

｢

促
進
+

と

｢

監
督
+

と

は

再
び

解
け

な
い

ア

ン

チ

ノ
､

､

､

-

で

し

か

な
い

で

あ

ろ

う
｡

ヘ

ー

ゲ
ル

は

近

代
に

お

け

る

特
殊
と

普

遍
の

統
一

と
い

う
理

想
主
義
的

な

課
題
を

立
て

､

そ
し

て

こ

の

課
題
に

挫
折
し
た

｡

し

か

し

こ

の

挫
折
は

問
題
解
決
の

方
向

を

示

唆
し

た

の

で

あ

り
､

そ

れ

故
に

ヘ

ー

ゲ
ル

国
家
論

の

批
判
が
マ

ル

ク

ス

の

学
的
出
発
点
と

な

り
え

た

の

で

あ

る
｡

マ

ル

ク

ス

の

『

ヘ

ー

ゲ
ル

国
法
論
批
判
』

に

い

ま
ふ

れ
る
こ

と

は

で

き

な
い

が
､

彼

は
一

八

四
三

年
九
月

､

ル

ー

ゲ
ル

に

あ
て

て

次
の

よ

う
に

書
い

て

い

る
｡

｢

と
こ

ろ
で

現
実
の

生

活
に

つ

い

て

い

ぇ

ば
､

ま

さ
に

政
治
的
国
家
こ

そ
､

た

と

え

そ

れ

が

ま
だ

社
会
主
義
的
な

要
求
に

よ
っ

て

意
識
的
に

み

た

さ

れ

ヽ

ヽ

ヽ

て

い

な
い

場
合
で

も
､

そ

れ

の

近

代
的
形
態
の

す
べ

て

の

う

ち
に

､

理

性

の

諸
要
求
を

含
ん
で

い

る

の

で

あ
る

｡

し

か

も

政
治
的

国
家
は

そ

れ
だ

け

に

と
ど

ま

ら
な
い

｡

そ

れ

は

到
る

と

こ

ろ
で

､

理

性
が

実
現
さ

れ

て

い

る

も
の

と

想
定
し

て

い

る
｡

だ

が
､

そ

れ

は

ま
た

同
様
に

到
る

と
こ

ろ
で

､

そ

れ
の

観
念
的
な

規
定
と

そ

れ

の

実
在
的
な

諸
前
提
と

の

矛
盾
に

お

ち
い

(

1 6

)

一
⊥

る

の

で

あ

る
｡

+

こ

の
一

文
は
ヘ

ー

ゲ
ル

の

国
家
論
を

念
頭
に

お

い

て

害

お
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か

れ

て

い

る

と

思
わ

れ

る
｡

プ
ロ

イ
セ

ン

国
家
の

擁
護
論
と
い

っ

た

見
方

に

よ
っ

て

ほ

到
底
尽
く

す
こ

と
の

で

き

な
い

ヘ

ー

ゲ

ル

国
家
論
の

基
本
的

性
格
と

思
想
史
に

お

け

る

そ
の

意
義
と
が

､

こ

こ

に
､

簡
潔
に

把
握
さ

れ

て

い

る

と
い

っ

て

よ
い

｡

そ

し

て
､

特
殊
と

普
遍
の

統
一

の

現
実
的
条
件

を

｢

実
在
的
な

諸
前
提
+

の

う
ち
に

､

す
な

わ

ち

市
民
社
会
そ

の

も
の

の

な

か

に

究
め

る
こ

と
､

そ

れ
が

マ

ル

ク

ス

の

仕
事
と

な

る
｡

(

1
)

J
･

河
-
t

t

e

J

出
す
軋

§
丸

無
恥

寸
§
N

賢
叫

冶

訂

知
箋
Q

㌻

誉
3

､､

-

ま
山

､

S
-

00
ー

出
口

純

夫

訳
､

七

頁
｡

(

2
)

串

｢
p

許
】

,

3
払

わ

琵
Q

訂

叫

声

昌
遥

§
丸

字
g
へ

叫

完
､

-

諾
♪

ワ
ー

∞
.

石

上

良

平

訳
､

四

頁
｡

(

3
)

ロ

｢
P
∽

村
仲

)

ゝ
さ

旨
耳

乱
g
託
Q

き

ざ
山

武
芝
Q

h

∵
ロ
e

弓
e

P

唱
e
･

官
記
P

す
]

芦

W
】

町

ぎ
ー

巴
-

-

や

N

山
･

横
越
英

一

訳
､

三

五

頁
｡

(

4
)

戸

旬
P
叫

日
】

h
訂
q

乱

g

邑
記

計
也

h
訂

さ
ー

00

い

N
､

S
.

訣
仇

.

(

5
)

ロ
P
P

賢
-

-

叫

辞
Q

染
已
内

科

さ

づ
計

3

遥

§
軋

勺
1

莞
琵
Q

♪

p
.

℃
.

石
上

良

平

訳
､

三

六

頁
｡

(

6
)

ラ

ス

キ

の

よ

う

な

受
け

取
り

方
が

､

ま

ず
何
よ

り

も
ヘ

ー

ゲ

ル

自
身
の

意
に

添
う

も
の

で

な
い

こ

と

は

『

エ

ン

チ
ュ

タ

ロ

ぺ

デ

ィ

ー
』

に

明

ら

か

で

あ

る
｡

く
g

-
･

-

H
2

的
2
-

-

b
ぎ
遥
計
～

竜

監
叫

内

乱

胃

+

l
首

れ

訂
切

竜
已
旨
3

一

ヨ
句

詮
3

駕

篭
3
､

-

巴
○

-

∽

仇
.

(

7
)

阿

開

音

男
『

市

民

社

会
の

系
譜
』

､

一

九
五

五

年
､

一

八
一

頁
｡

関
っ
J

(

8
)

勺
･

く
○

慧
-

､

出
身
乳
払

q

琵
邑
篭
計

怠
払

還
音
声
【

諾
♪

S
.

H
r

(

9
)

H
e

的
e
-

-

q

言

邑
～

…
叫

3
乱

葛

カ
か

､
賢
h

名
g
内

乱

認

知

琶
已
わ

こ
∞

N
-

∵

∽

N

ひ

P

以

下

引

用
は

本

文

中
に

節

番
号

に

よ
っ

て

示

す
｡

N

宏
.

は

追
加

を

意
味

す
る

｡

強

調
は

原

文
｡

テ

キ

ス

ト

は
G
.

｢
P
∽

琶
n

の

第

二

版

(

一

九
ニ

ー

年
)

｡

訳

文

は

藤
野
渉

･

赤

沢

正

敏

訳

(

中

央
公

論
社
)

に

し

た

が

っ

て

い

る

が
､

若
干
の

変
更
が

あ

る
｡

(

1 0
)

H
e

g
e
-

)

哲
ぎ

忘
3

2
1

b
q

琵
叫

計

§
礼

知
琶
監

竜

g
篭
竜
已
♪

F
→
m

申
d

d
日

G
.

｢
P

宏
○

ロ
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