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ア

ダ

ム

･

ス

ミ

ス

の

道
徳
と

経
済

(

一

)

星

野

彰

男

一

道
徳
と

経
済
の

問
題
は

､

い

っ

ば

ん
に

三

重
の

視
点
か

ら

分
析
さ

れ

る

こ

と

を

要
す
る

｡

第
一

に
､

認
識
主
観
の

側
か

ら

す
れ

ば
､

そ

れ

は

認
識

(

-
こ

の

間
題
で

あ
り

､

方
法
の

問
題
で

あ

る
｡

第
二

に
､

道
徳
や

経
済
活
動
の

担
い

手
と
い

う

観
点
か

ら

は
､

そ

れ

は

実
践
主
体
の

問
題
で

あ

り
､

行
為

一

2
)

主

体
の

問
題
で

あ
る

｡

第
三

に
､

客
観
的
な

行
為
連
関

･

行
為
秩
序
と
い

う

観
点
か

ら
み

れ

ば
､

そ

れ

は

道

徳
秩
序
や

経
済
秩
序
に

か

ん

す
る

理

論

(

昌
)

や

法
則
性
の

問
題
で

あ

る
｡

ア

ダ
ム

･

ス
､

､

､

ス

の

道
徳
と

経
済
と
い

う
問

題
の

な
か

に

も
こ

れ

ら

の

三
つ

の

要
素
が

か

ら

み

あ
っ

て

い

る

と

こ

ろ

に
､

問
題
の

包
括
性

･

多
様
性
が

存
す
る

｡

同
感
の

原
理
に

た
い

す
る
さ

ま

ざ

ま
の

解
釈
や

誤
解
が

生

じ

た
の

も
､

こ

の

包
括
性
と

多
様
性
に

も

と

づ

く

も
の

な
の

で

あ
る

｡

同
感
の

原
理
は

､

行
為
の

主
体
に

と
っ

て

は
､

社
会
的
諸

行
為
の

な
か

で

自
己
の

行
為
を

点
検
し

､

自
己
の

行
為
原
則
を

確
立
し

て

い

く

意
味
を

も
っ

て

い

る
｡

そ

れ

は
､

行
為

秩
序
と
い

う
点
か

ら
み

れ

ば
､

同
感
に

よ

っ

て

鮨
ば
れ

た

法
的
秩
序

･

経
済

的
戟
序
そ
の

他
さ

ま

ざ

ま
の

家
族
か

ら

国
家
に

至
る

人

間
諸
集
団
か

ら

な

る

社
会

秩
序
を

意
味
す
る

｡

さ

ら

に

開

始γ
-

題
が

複
娃
を

極
め

た
の

は
､

か

か

る

同
感
の

原
理

そ
の

も
の

が
､

ス

､
､

､

ス

の

道
徳
哲
学
体
系
を

貫
く

一

つ

の

論
理

を

な

し

て

お

り
､

そ

れ

自
体

一

つ

の

社
会
理

論
で

あ

り
､

ス

､

､

､

ス

の

社
会
把

握
の

認
識
方
法
と

し
て

の

意
味

を

も
っ

て

い

た

と
い

う
こ

と

に

よ

る
｡

こ

の

よ

う
な

複
姫
な

内
容
を

伴
っ

た

同
感
の

原
理
の

体
系
と

し
て

の

ス

､
､

､

ス

の

『

道
徳
情
操
論
』

は
､

か

く

し

て

歴

史
的
社
会
と

人

間
の

す
ぺ

て

の

領
域
を

包
括
す
る

と

同
時
に

､

道

徳
理

論
そ
の

も
の

が

道
徳
的
価
値
判
断
を

可
能
に

す
る

認
識
論
を

も

内
包

し

て

い

る
こ

と
に

よ
っ

て
､

も
っ

と

も

包
括
的
で

内
容
豊
か

な
一

つ

の

社

会
哲
学
原
理

だ
っ

た
と

み

な
さ

れ

う
る
の

で

あ

る
｡

そ
こ

に

は

今
日

み

ら

れ

る

人

間
と

社
会
の

諸
科
学
の

方
法
と

理

論
が

未
分
化
の

ま
ま

混
然

一

体

と

な
っ

て

か

ら

み

あ
っ

て

い

た
｡

ま

ず
何
よ

り

も
､

そ
こ

に

は

今
日

と

も

す
る

と

見
失
わ

れ

が

ち

な

社
会

の

捻
体
把

握
の

た

め
の

統
括
原
理

が

含
蓄
さ

れ
て

お

り
､

経
済
は

も

と

よ

り

法
･

政
治

･

宗
教

･

道
徳
そ

の

他
さ

ま

ざ

ま
の

文
化
領
域
が

一

つ

の

体

系
の

な

か

に

そ

の

場
所
を

与
え

ら

れ

て

い

た
｡

ま

た

そ
れ

は

社
会
に

お

け

る

人

間
主
体
の

あ

り

方
を

論
ず
る
こ

と

に

よ
っ

て
､

今
日

の

主
体
性
問
題

に
一

つ

の

手
が
か

り
を

与
え

て

い

た
｡

形
式
社
会
学
で

論
じ

ら

れ

た

ゲ
マ

イ
ン

シ

ャ

フ

ト

と

ゲ
ゼ

ル

シ

ャ

フ

ト

に

か

か

わ
る

問

題

も

内

包
し

て

い

た
｡

そ

れ

は

今
日
の

問
題
に

換
言
す
る

な

ら

ば
､

民

族
と

階
叔
の

問
題
と

言
っ

て

も

よ
い

｡

ま
た

社
会
的
意
識
の

発
展
の

理

論
や

集
団
論

･

組
織
論

等
等
の

社
会
学
上
の

諸
問
題
も

包
括
さ

れ
て

い

た
｡

そ
こ

で

は
､

い

か

な

る

既
成
の

宗
教

･

国
家

･

法
律

･

道
徳

･

階
級
等

等
の

組

織
や

権
威
か

ら

も

自
由
な

人

間
的
自
然
(

F

占

ヨ

昌
串
P
t

弓
e

)

と

ザ

僻

■i
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人

間
諸
行
為
だ

け

が

論
究
の

対

象
と

さ

れ

て

い

た
｡

だ

が

そ

の

こ

と

は
､

必
ず
し
も

宗
教
や

権
威
や

階
級
を

ま
っ

た

く

否
定
し

て

か
か

っ

た
と
い

う

こ

と

を

意
味
す
る

も
の

で

は

な
い

｡

ま
た

現
実
か

ら

ま
っ

た

く

遊
離
し

た

ユ

ト

ウ
ピ

ア

を

描
こ

う
と

し

た
の

で

も

な
い

｡

そ

れ

は
ル

ネ

サ
ン

ス

か

ら

宗
教
改
革
を
へ

て

市
民

革
命
に

よ
っ

て

達
成
さ

れ

た

近

代
ヨ

ー

ロ

ッ

パ

の

人
間
と

社
会
の

巨
大
な

変
革
期
と
い

う
歴
史
的
背
景
な

し

に

は

存
在
し

え

な

か
っ

た

と
い

う
意
味
で

､

一

つ

の

歴
史
的
創
作
で

あ
っ

た
｡

ス

ミ

ス

の

人

間
性
の

原
理

は
､

ホ

ァ

ブ

ズ

や
ロ

ッ

ク

の

そ

れ

は

も

と
よ

り
､

ル

ソ

ー

の

自
然
人
と

も

共
通
の

基
盤
に

立
つ

も

の

で

あ
っ

た
｡

実
際
に

､

ス

､
､

､

ス

は
ル

ソ

ー

の

『

人
間
不

平
等
起
源
論
』

に

お

け

る

自
然
人
の

考
え
に

称
讃

の

声
を

惜
し

ま

な

か
っ

た
｡

こ

の

自
然
人
が

た

ん

な

る

空
想
の

産
物
で

は

な

く
､

市
民

社
会
の

産
物
で

あ

り
､

市
民

的
人
間
の

一

典
型
で

あ
る

こ

と

は
､

マ

ル

ク

ス

も

『

経
済
学
批
判

･

序
説
』

の

な

か

で

指

摘
し

て

い

る

と

(

4
)

こ

ろ

で

あ
る

｡

ホ

ア

ブ

ズ

に

と
っ

て
､

財
貨
の

稀
少
性
は

自
然
状
態
を

万

人

の

万

人
に

た
い

す
る

闘
争
た

ら

し
め

､

社
会
契
約
に

も

と
づ

く
『

レ

グ
ア

イ

ア

サ
ン

』

が

必

要
と

さ

れ

た
｡

労
働
に

よ
っ

て

財
貨
の

稀
少
性
を

克
服
し

う
る

こ

と

を

み

た
ロ

γ

ク
に

あ
っ

て

は
､

労
働
所
有
権
確
立
の

も
と
で

自
然
状
態
は

平
和
を

意
味
し

た
｡

ア

ダ
ム

･

ス

､
､

､

ス

に

と
っ

て

は
､

も

は
や

ホ

ッ

プ

ズ

の

よ

う
に

市
民

的
国
家
権
力
を

築
く
こ

と

も
､

ロ

ッ

ク
の

よ

う
に

市
民
的

原
理
を

確
立
す
べ

き

革
命
権
を

説
く
こ

と

も
､

あ

る

い

は
ル

ソ

ー

の

よ

う

に

｢

自
然
に

帰
れ
+

と

強
調
す
る

こ

と
も

､

市
民

革
命
後
の

イ
ギ

リ

ス

に

お
い

て

は
､

も

は

や

現

実
的
課
題
で

は

な
か

っ

た
｡

ス

､
､

､

ス

に

と
っ

て

最

大
の

課
題
は

､

宗
教
改
革
か

ら

市
民

革
命
を
へ

て

達
成
さ

れ

た

人

間
と

社

会
の

歴
史
的
変
革
を

総
括
し

､

市
民
社
会
の

現
実
を

総
体
的
に

把
握
す
る

こ

と

に

よ
っ

て
､

市
民

社
会
の

論
理

を

発
見
し
､

産
業
革
命
を

迎
え
つ

つ

あ
っ

た

段
階
で

こ

れ

を
一

層
高
度
な

経
済
社
会
に

組
織
化
し
て

い

く
こ

と

に

ほ
か

な

ら

な
か

っ

た
｡

も

ち

ろ
ん

､

こ

の

過
程
で

ス
､

､

､

ス

は
､

現
実
に

残
存
す
る

反
市
民

的
勢
力
と

そ
の

思
想

･

理

論
に

た
い

し

て

き

び

し
い

批

判
を

投
げ
か

け
は

し

た

が
､

し

か

し
ス

ミ

ス

の

本
質
は

革
命
思
想
家
で

は

な

く
､

市
民

社
会
の

論
理

を

内
在
的
に

把
握
し

､

独
創
的
に

構
想
し

た

体

(

5
)

系
的
理

論
家
と

し
て

の

思
想
家
で

あ
っ

た
｡

か

れ
は

自
ら
の

置
か

れ

た

歴

史
の

場
の

な

か

で
､

国
民

経
済
の

あ

り

方
と

そ
の

道
徳
を

明
ら

か

に

す
る

こ

と

に

よ
っ

て
､

仝
ヨ

ー

ロ

ッ

パ

を

国
際
戦

争
の

禍
中
に

巻
き

込
ん

だ

重

商
主
義
体
系
に

激
し
い

批
判
を

投
げ
か

け

る

と

と

も
に

､

国
民

経
済
と

せ

界
経
済
の

確
立
の

た

め
の

理

論
と

実
践
を

提
供
す
る
こ

と
に

よ
っ

て
､

後

(

6
)

世
に

計
り

知
れ

な
い

世
界
史
的
影
響
を

残
し

た

の

で

あ

る
｡

こ

の

よ

う
な
ス

ミ

ス

の

歴

史
的
背
景
を
み

る

と

き
､

か

れ
の

道
徳
哲
学

の

歴
史
的
意
味
も

理

解
さ

れ

う
る

で

あ

ろ

う
｡

そ

れ

は

何
よ

り

も

歴
史
的

な
一

つ

の

人
間
社
会
と
し

て

の

市
民

社
会
の

総
括
で

あ
る

｡

そ

れ

は

た

ん

な

る

あ

る
べ

き

社
会
と
し

て

の

ユ

ト

ウ
ピ

ア

で

は

な
か

っ

た

が

た

め

に
､

か

え
っ

て

現
実
の

歪
み
を

鋭
く

批
判
し

､

市
民

社
会
の

論
理
を

見
出
す

基

盤
と
な

り

え

た
の

で

あ
る

｡

ス

ミ

ス

研
究
家
モ

ロ

ウ
の

言
っ

た
よ

う
に

､

ス
､

､

､

ス

の

道
徳
哲
学
は

た

ん

な
る

倫
理

学
な

の

で

は

な

く
､

歴
史
的

･

内

在
的

･

実
証
的
社
会
哲
学
原
理

と

み

な
さ

れ

う
る

も
の

で

あ

る
｡

(

1
)

こ

の

面

を

追
求

し

た
ス

､

､

､

ス

研

究

者
と

し

て

以

下
の

人
々

が

あ

げ

ら
れ

る
｡

な

お

研

究

文

献
に

つ

い

て

は
､

星

野
彰

男

｢

ア

ダ
ム

･

一

⊥

ス

､
､

､

ス

の

自

然

法
思

想
+

(
『

一

橋

論

叢
』

五

四

-
六

､

一

九

六
五

年
)

7 4
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を

参
照
さ

れ

た

い
｡

ロ
･

野

呂
○

∃
｡

弓
-

H
･

-
.

空
什

訂
→

日

昌
β

-

A
.

ロ

呂
P
O

ぎ
太

､

田

可
夫

､

大
道

安

次

郎

｢

ア

ダ
ム

･

ス

､

､

､

ス

の

自

然

法
+

(

ア

ダ
ム

･

ス

ミ

ス

の

会
･

大

河

内
一

男
編

『

ア

ダ
ム

･

ス

､
､

､

ス

の

味
』

一

九
六

五

年
､

所

収
)

｡

(

2
)

こ

の

面
か

ら

と

く
に

経

済
倫
理
の

意
義
を

追

求

し
た

も

の

と

し

て

は
､

〇
･

ロ

→
P

ユ
○

♪

W
･

G

旨
日
匂

勺

L
.

C

3
p

芳
y

大
河

内
一

男
､

内
田

義
彦

｡

(

3
)

こ

の

面
か

ら

市

民
社

会
の

稔
体

把

握
と

し
て

の

意
義
を

追

求

し

た

も
の

と

し

て

は
､

A
･

S

巴
O

m
O

ロ
)

清
水

裁

太

郎
｢

ア

ダ
ノ

ム

･

ス
､

､

､

ス

の

社

会

概

念
+

一

九
三

八

年

(

『

市

民

社

会
』

一

九

五

六

年
､

所

収
)
､

高
島

善
哉

､

水

田

洋
｡

(

4
)

ス

､
､

､

ス

を

イ

ギ

リ

ス

の

ル

ソ

ー

と

し

て
､

つ

ま
■
り

市

民

革

命
の

思

想

家

と

し
て

把

え

た
も

の

に
､

G
･

戸

せ

冒
∃
O

W

こ
一
C
→
O

p

諾
y

内

田

義

彦
の

研

究
が

あ
げ

ら

れ

る
｡

と

く

に

内

田

義
彦
｢

日

本

思
想

史
に

お

け
る

グ
エ

ー

パ

ー

的

問
題
+

(

大

塚

久

雄

扁

『

マ

ッ

ク
ス

･

グ
エ

㌧
ハ

一

研

究
』

､

東

京
大

学

出

版
会

､

一

九

六

五

年
､

所

収
)

に

お

け
る

､

ス

ミ

ス

と
ル

ソ

ー

の

類
似
性
と

差

違

性
の

思
想

史
的
把

握

は

鋭
い

｡

(

5
)

平
田

清
明

『

経

済

科

学
の

創
造
』

. 一

九
六

五

年
､

は

再

生

産

構

.
造
の

把
握

に

も

と
づ

く

理

論

史

研

究
の

思

想

的

意

義
を

え

ぐ

り

出

し

た

も

の

と

し

て
､

経

済
学

史
研

究
の

方

法
と

問

題
意

識

を

さ

ら
に

高

め

る

労
作
と

な

ろ

う
｡

(

6
)

大
塚

久

雄

『

国

民

経

済
』

一

九
六

五

年
｡

た

だ

し
こ

の

重

商
主

義
把

握
に

た
い

し

て

は
､

す
で

に

多
く
の

異

論
が

出

さ
れ

て

い

る
｡

始

ま
た

､

大

塚
久

應

編

『

マ

ッ

ク

ス

･

ヴ
ュ

ー
バ

ー

研

究
』

(

岩

波

書

7

店
､

一

九

六

五

年
)

所
収

論

文
は

､

ス

､
､

､

ス

の

経

済

倫
理

把

握
を

ヴ

ュ

ー

バ

ー

研
究
か

ら

照

射
し

た
も

の

と

し

て

興

味

深
い

｡

こ

の

関
連

か

ら

ド

イ

ツ

に

お

け
る

｢

ア

ダ
ム

･

ス

ミ

ス

問
題
+

が

M
･

ヴ
ュ

ー

バ

ー

の

労
働
の

エ

ー

ト

ス

把

握
を

生

み

出

す
契
機
と

な
っ

た
こ

と

々

指
摘
し

た

も
の

と
し

て
､

『

経

済
学
史

講
座
』

2

(

一

九

六

五

年
)

所

収
､

第
三

篇
の

住
谷

一

彦
教

授
の

論

文

は

示

唆
に

富
む

｡

〓

ス

ミ

ス

は

市
民

社
会
の

総
体
把

握
と

し

て

規

定
さ

れ

る

『

道
徳
情
操

論
』

の

な
か

で
､

道
徳
は
い

か

に

し
て

判
断
さ

れ
､

社
会
性
を

確
証
さ
れ

る

か

を

豊
富
な

経
験
と

事
実
に

も

と
づ

い

て

展
開
し

た
｡

ス
､

､

､

ス

に

と
っ

て

の

出
発
点
は

､

神
で

も

国
家
で

も

資
本
で

も

な
い

｡

出
発
点

は

個
々

の

具
体
的
な

喜
怒
哀
楽
を

も
っ

て

日

常
生

活
を

営
む
ご

く

あ

り
ふ

れ

た

人

間

に

ほ

か

な

ら

な
い

｡

か

れ

ら
は

自
ら

の

感
情
を

圧

殺
し

た

理

性
人
で

も
な

く
｢

模
範
的
に

行
動
す
る

道
徳
人
で

あ
っ

た

わ

け
で

も

な
い

｡

自
ら

の

感

情
の

ま

ま

に

振
舞
い

､

自
分
の

欲
望
に

し

た

が
っ

て
､

あ
る

い

は

虚
栄
心

を

も
っ

て

行
動
す
る

世
間

一

般
の

人
々

で

あ

る
｡

ス
､

､

､

ス

は

こ

の

よ

う
な

世
俗
的
で

感
情
的
な

一

般
市
民

大
衆
の

な
か

か

ら
､

い

か

に

し

て

道
徳
が

発
生

し

発
展
す
る

か

を

跡
づ

け

よ

う
と

し

た
｡

そ

れ

は

真
に

歴
史

的
社
会

に

内
在
し

ょ

う
と

す
る

ス

､
､

､

ス

の

経
験
的
方
法
態

度
を

あ

ら

わ

し

て

い

る
｡

ホ

ソ

ブ

ズ

や
ロ

ブ

ク

に

と
っ

て

は
､

自
然
の

な

か

で

の

人

間
の

快
楽

や

苦
痛
が

善
悪
の

根
拠
と

さ

れ

た
の

に

た
い

し
､

ス

､
､

､

ス

に

あ
っ

て

は
､

鵬

鵡
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叫

紬

如

自
然
の

な

か

で

の

人

間
は

直
接
に

は

考
察
の

対

象
と
さ

れ

て

は
い

な
い

｡

ス

ミ

ス

は
､

こ

の

よ

う
な
ホ

ッ

プ

ズ

や
ロ

ッ

ク
の

人

間
的
自
然
の

把
握
を

踏
ま

え

な

が

ら
､

何
よ

り

も

社
会
の

な

か

に

生

活
し
て

い

る

人

間
を

考

察

(

1
)

の

対

象
と

し

た
｡

社
会
の

な
か

で

生
き

る

人

間
は

､

た

ん
に

感
覚
を

も
つ

に

止
ま

ら

ず
､

人

間
相
互
の

問
で

喜
怒
哀
楽
の

情
を

も
っ

て

日

常
生

活
を

営
む
ヨ

リ

具
体
的
な

人

間
存
在
で

あ
る

｡

ス

ミ

ス

は
こ

の

よ

う
な

人

間
の

感
情
に

あ
ふ

れ

た

生

活
の

な
か

か

ら

感
情
の

も
つ

社
会

性
に

注
目
す
る

｡

人
々

を

結
び

つ

け

る

感
情
は

社
会
的
で

あ

り
､

.
人
々

を

反
漬
さ

せ
る

感
情

は

非
社
会
的
で

あ

る
｡

人

は

他
人
の

喜
び

に

は

同
調
し

や

す
い

が
､

他
人

の

悲
し

み
に

は

な
か

な

か

同

情
し
つ

ら
い

｡

ス
､

､

＼

ス

は
こ

の

人
々

の

感
情

を

結
び
つ

け
る

作
用
を

同
感

(

葛
ヨ
]

盲
t

F

y
)

と

呼
ぶ

｡

そ

れ

は

感
情
の

社
会

性
の

概
念
化
で

あ

り
､

喜
び

に

は

喜
び
の

感
情
を

も
っ

て

し
､

悲
し

み

に

は

悲
し

み

の

感
情
を

も
っ

て

応
え

る

と
い

う

感
情
の

豊
か

な

感
受
性

を

意
味
す
る

｡

ス
､

､

､

ス

は
､

こ

の

よ

う
な

感
情
の

社
会
性
は

も
っ

と

も

極

意
非
道
の

悪
漢
に

す
ら

そ

な

わ
っ

て

い

る

資
質
で

あ
る

こ

と
を

指
摘
し

､

こ

れ
こ

そ

道
徳
情
操
の

起
汝
で

あ

る

と

み

な

す
｡

ス

ミ

ス

に

よ

れ

ば
､

か

か

る

同
感
の

原
理

は

感
情
を
つ

う
じ

て

人

と

人

と

を

結
び
つ

け
る

原
理
で

あ

る

に

止

ま

ら

ず
､

行
為
す
る

人

間
に

た
い

し

て

同

感
が

成
立

す
る

と

き
､

人
は

そ
の

行
為
を

是
認
す
る

こ

と

を

意
味
す

る

と
い

う
｡

つ

ま

り
､

行
為
者
の

行
為
に

第
三

者
も
つ

い

て

行
け
る

と

き

に
､

そ

の

行

為
は

第
三

者
に

同
感
さ

れ
､

是
認
さ

れ

る

こ

と

を

意

味

す

る
｡

こ

こ

に

お
い

て

同
感
の

原
理
は

た

ん

な

る

感
情
の

相
互
作
用
に

止

ま

ら

な
い

こ

と

が

明
ら
か

で

あ
る

｡

そ

れ

は
一

種
の

道
徳
的
判
断
の

原
理

で

あ
る

｡

あ

る

人
が

他
人
の

行
為
に

同
感
し

う
る

た

め

に

は
､

そ

の

行
為
者

の

事
情
や

動
機
を

理

解
し
､

さ

ら

に

そ
の

行
為
が

も

た

ら

し
た

精
巣
を

も

考
慮
し

て

そ
の

行
為
に

つ

い

て

行
け
る

か

香
か

を

判
断
し

な
け

れ

ば
な

ら

な
い

｡

か

く

し

て

他
人
の

行
為
に

同
感
し

ょ

う
と

す
る

人

間
は

､

｢

事
情

に

精
通
し

た

公

平
な

る

観
察
者
+

と
な
っ

て
､

行
為

者
の

身

体
に

移
入

し
､

自
ら

そ

の

行
為
を

追
体
験
す
る

こ

と

に

よ
っ

て
､

白
分

も
そ

の

行
為

に

つ

い

て

行
く
こ

と

が

で

き
る

と

き
に

､

同
感
は

､

な

さ

れ

う
る

の

で

あ

る
｡

ス
､

､

､

ス

に

と
っ

て

感
情
(

唱
P

山
邑
○

β
)

は

直
接
の

行
為
の

動
因
で

は

な

い

｡

行
為
の

動
因
は

情
操
(
∽

e

n
t
-

m
e

ロ
t

)

ま

た

は

心

情
(

P

鞘
e

O
t
小

○

ロ
)

と

さ

れ
て

い

る
｡

感
情
は

行
為
の

結
果
も

た

ら
さ

れ

る

受
動
的
な

も
の

で

あ

り
､

か

か
る

受
動
的
な

感
情
の

相
互

作
用
が

行
為
の

動
因
に

影

響
を

及
ぼ

(

2
)

す
と
い

う
か

ぎ
り
で

､

能
動
的
に

作
用
し

う
る

｡

ス
､

､

､

ス

の

同

感
は

､

か

か

る

感

情
の

一

致
を

意
味
す
る

に

止

ま

ら

ず
､

行
為
の

動
因
と

し

て

の

情

操
･

心

情
の

一

致
を

意
味
す
る

｡

他
人
の

行
為
に

自
分
も
つ

い

て

行
け

る

と
い

う
こ

と

は
､

自
他
の

心

情
の

一

致
を

意

味
し

､

か

く
し
て

､

同
感
は

能
動
的
な

意
味
を

内
包
し

て

い

る
｡

同
感
の

原
理

は

自
分

も

行
為
者
と

な

る
こ

と

に

よ
っ

て
､

他
人
の

行
為
の

是
非
を

判

断
す
る

能
力
だ

か

ら
で

あ

る
｡

ス

､
､

､

ス

は
､

か
か

る

同
感
の

原
理

を

駆
使
し

て
､

ま

ず
適
正

な
る

行
為

が
ど
こ

に

成
り

立
つ

か

を

明
ら
か

に

し
､

さ

ら

に

そ

れ

が

社
会
関
係
の

な

か

で
､

あ

る
い

は

正

義
の

徳
と

し
て

､

あ

る

い

は

仁
恵
の

徳
と

し
て

あ

ら

わ
れ

る

過
程
を

論
じ

､

最
後
に

自
分
白
身
の

行
為
を

判
断
す
る

原
理
に

つ

い

て

述
べ

て

い

る
｡

ス

ミ

ス

は

同
感
の

原
理

を

さ

ま

ざ

ま

な

具
体
的
な

状

っ

J

況
に

適
用
す
る

｡

そ
の

な
か

か

ら
ス

､

､

､

ス

は

三
つ

の

行
動
領
域
を

総
括
す

指
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る
ひ

第
一

は

自
分

自
身
の

幸

福
に

か

か

わ
る

行
為
=

慎
慮

､

第
二

は

他
人

を

侵
害
し

な
い

限
度
=

正

義
､

第
三

は

他
人

に

感
謝
の

念
を

び

き
お

こ

す

行
為
=

仁
恵
で

あ

る
｡

こ

の

う
ち

第
一

と

第
二

の

領
域
は

同
じ

行
動
領
域

の

別
の

面
に

他
な

ら

な
い

か

ら
､

大
別
す

れ

ば
二

つ

の

行
動
領
域
に

分

け

ら

れ

る

こ

と

に

な
る

｡

憤
慮
の

徳
は

､

他
人
を

侵
害
し

な
い

か

ぎ

り
､

す
な

わ

ち

正

義
に

し

た

が

う
か

ぎ

り

積
極
的
に

行
為
す
る
こ

と

に

求
め

ら

れ
る

｡

ア

リ

ス

ト

テ
レ

ス

が

徳
は

行
為
す
る

こ

と

の

な

か

か

ら

生

み

出
さ

れ
る

と

し

た
こ

と

に

ス

ミ

ス

は

賛
意
を

あ

ら

わ
し

､

積
極
的
に

行

為
し

な
い

こ

と

も

ま
た

自
己
に

不

正

を

な

す

と
み

な
さ

れ

る
｡

ス

ミ

ス

に

と
っ

て

仁
恵
の

徳
を

基
礎
づ

け

る
こ

と

は
､

さ
ほ

ど

困

難
な
こ

と

で

は

な

か
っ

た
｡

ス

ミ

ス

の

行
為
の

二

類
型
は

､

自
愛
心
(

芳
･

ご
○

く
e

)

に

も

と
づ

く

も
の

と
､

利
他
心
(

b
e

ロ
e

召
･

-

e

n
O

e

)

に

も

と
づ

く

も
の

と

の

二

つ

で

あ

る
｡

こ

の

利
他
心

に

も

と

づ

く

仁
恵
の

行

為
は

被
行
為
者
の

感
謝
の

念
を

び

き

お
こ

す

功
績
(

ヨ
e

ユ
t

)

を

も
つ

行
為
で

あ
る

か

ら

程
度
の

大
小

を

問
わ

ず
､

す
べ

て

の

観
察
者
の

同
感
を

呼
ば

ず
に

は
お

か

な
い

｡

ス

ミ

ス

に

と
っ

て

と

く
に

困
難
だ
っ

た

こ

と

は
､

自
愛
心
に

も
と

づ

く

行
為
が

､

い

か

に

し
て

そ
の

道
徳
性
を

是

認
さ

れ

る
の

か

と
い

う
こ

と
で

あ
っ

た
｡

ま

ず
正

義
の

徳
に

つ

い

て

み

る

な

ら

ば
､

こ

れ

は
い

か

な
る

既
成
の

法

体
系
や

社
会

秩
序
か

ら

も

自
由
に

､

人
々

の

日

常
の

行
為
と

感
情
に

依
拠

し

て

規
定
さ

れ
る

｡

そ
れ

は

人
々

の

自
由
な

行
動
の

な

か

か

ら

他
者
の

生

活
を

侵
害
し

た

り
､

他
者
の

自
由
な

行
為
を

妨
害
す
る

よ

う
な

行
為
を

な

す
こ

と

が
､

被
行
為
者
の

憤
激
を

招
き

､

公
平
な

る

第
三

者
も
か

れ

の

憤

激
を

当
然
の

こ

と

と

し
て

同
感
す
る

こ

と

に

よ
っ

て
､

か

か

る

行
為
を

行

な
っ

た

も
の

の

不

正

を

糾
弾
す
る

こ

と

か

ら

現
定
さ

れ

る
｡

こ

の

よ

う
な

幽7

個
々

の

具
体
例
が

､

事
情
に

精
通
し

た

公
平
な

る

観
察

者
の

目
で

経
験
的

に

集
約
さ

れ

る

と

き

に
､

正

義
の

原
則
が

社
会
的
道

徳
と

し
て

確
立
さ

れ

る
｡

し

た

が
っ

て
､

正

義
の

徳
は

人

間
行
為
の

経
験
に

内
在
し

な

が

ら
､

歴
史
的

･

社
会
的
に

規
定
さ

れ
る

｡

一
ス

､

､

､

ス

の

自
然
的
正

義
=

自
然
法
則

と

は

こ

の

よ

う
な

も
の

で

あ
っ

た
｡

そ

れ

は

生

存
権
以

外
の

い

か

な
る

自

然
権
や

社
会
契
約

旦
糾

提
と

せ

ず
､

ま
た
ヒ

ユ

ー

ム

の

よ

う
に

正

義
の

有

用
性
を

各
人
が

自
覚
す
る
こ

と
に

よ
っ

て

成
り

た
つ

も
の

で

も

な
い

｡

現

実
の

人

間
性
と

人

間
行
為
の

一

つ

一

つ

が

作
用
し

あ
い

な

が

ら

形
成
さ

れ

る

原
則
が

､

発
生

的
･

社
会

的
に

集
約
さ

れ

た

と

き

に

成
立

す
る

と
い

う

意
味
で

､

正

義
の

原
則
は

超
越
的

･

目
的
論
的
に

規

定
さ

れ

る

の

で

な

く
､

内
在
的
･

因
果
論
的
に

規
定
さ

れ
る

の

で

あ

る
｡

正

義
の

原
則
は

､

か

く

し

て
､

自
愛
心
や

利
己
心
(

岩
-

〓
已
e

諾
∽

〇

に

も

と
づ

く

行
為
を

う

ち
に

含
み

な

が

ら
､

そ

れ

ら

の

相
互

関
係
の

均

衡
の

上
に

成
立

す
る

徳
で

あ

る
こ

と

が

分
る

｡

だ

が
､

ス
､

､

､

ス

は
こ

の

自
然
的

正

義
を

､

現
実
の

力
関
係
に

よ
っ

て

成
立

し
て

い

る

実
定
法
と

は

明
確
に

区

別
す
る

｡

実
定
法
に

お
い

て

は
､

ヨ

リ

有
力
な

個
人
や

集
団
が

ヨ

リ

無

力
な

個
人
や

集
団
を

圧
倒
し

て
､

相
互

平
等
の

関
係
を

侵
害
す
る

よ

う
な

特
権
を
ふ

る

う
こ

と

も

往
々

に

し

て

あ

り

う

る
｡

ス

ミ

ス

は
こ

の

具
体
的

な

場
合
を

『

グ

ラ
ス

ゴ

ウ

大
学
講
義
』

や

『

国
富
論
』

に

お

い

て
､

歴
史

的
･

法
的
諸
関
係
の

な
か

で
､

あ

る

い

は

経
済
的
諸
関
係
の

な

か

で

論
究

し
て

い

る
｡

そ
れ

ら
に

一

貫
し

て

い

る

ス

ミ

ス

の

態
度
は

､

現
実
に

規
定

さ

れ
て

い

る

実
定
法
が

ど
の

よ

う
な

力
に

よ
っ

て

是
正

さ

れ

変
革
さ

れ

な

が

ら
､

市
民

的
原
理
が

確
立

さ

れ

た
の

か

と
い

う
こ

と
で

あ

る
｡

ス

ミ

ス

鵬

鵬

叫
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紗

叫

か

は

実
定
法
の

背
後
に

こ

れ

を

規
制
し

､

発
展
せ

し

妙

る

と
こ

ろ
の

日
然
法

の

存
在
を

認
め

､

こ

れ

を

追
求
す
る

こ

と

が

自
然
法
学
の

課
題
だ

と

し

て

い

る
｡

た

し
か

に
､

ス

､

､

､

ス

は

か

か

る

自

然
法
が

神
の

掟
で

あ

り

自
然
の

摂
理

で

あ

る

と

述
べ

て

い

る

が
､

し

か

し

そ

れ

は

決
し
て

超
越
的
な

非
歴
史
的

な

概
念
な
の

で

は

な
い

｡

ス
､

､

､

ス

の

理

神
論
に

あ
っ

て

は

神
の

プ

ラ

ン

が

問
題
な
の

で

は

な

く
､

神
の

世
界
か

ら
区

別
さ

れ

る

世
俗
的
な

人

間
世
界

だ

け
が

問
題
な
の

で

あ
る

｡

か

か

る

人

間
世
界
の

な

か

で
､

人
間
性
に

も

と
づ

く
あ

り

の

ま

ま
の

感
情
や

行
為
か

ら

形
成
さ

れ

る

と
こ

ろ
の

自
然
的

正

義
が

､

神
の

摂
理

で

あ

る

と

み

な
さ

れ

る
｡

現
実
の

経
験
に

即
し
て

神

(

3
ゝ

の

ブ

ラ

ン

が

類
推
さ

れ

る
｡

こ

れ

が

ス
､

､

､

ス

の

｢

経
験
的
自
然
法
+

と

言

わ

れ
る

観
点
で

あ

る
｡

(

1
)

イ

ギ

リ

ス

の

道

徳
哲

学

が

社

会

科

学
を

生

み

出

す
母

体

と

な
っ

た

必

然

性
を

ド

イ

ツ

観
念

論

と

比

較

し

な
が

ら

認

識
論

的
に

追

求

し

た

太

田

可

夫

教

授
の

一

連
の

研

究

は

注

目
さ

る

ぺ

き
で

あ

る
｡

と

く

に

代

表

的

な
も

の

と

し

て
､

｢

経

験

論
の

問
題
+

(

『

一

橋

論

叢
』

十

二

1
一

､

一

九
四

三

年
)

､

｢

道

徳
の

問
題

に

お

け
る

超

越
的

方

法
と

経

験

的

方

法
+

(

『

一

橋
論

叢
』

二

四

1
五

､

一

九
五

〇

年
)

､

『

力
に

つ

い

て
』

一

九
五

三

年
｡

ル

カ

ー

チ

は

弁
証

法

的

認

識

論
の

立

場
か

ら
､

イ

ギ

リ

ス

の

道

徳
哲

学

と

経

済

学
に

ヘ

ー

ゲ
ル

弁

証

法
の

源

泉

を

読
み

取

ろ

う
と

し

た
｡

c
f

･

G
･

｢
戸

村

㌢
仏

】

b
等

音
遷
仏

拙
速
阜

-

窒
∞

.

こ

れ

ら

か

ら

問
題

を

く
み

と
っ

た

新

し
い

研

究
と

し
て

､

平

井
俊
彦
『

ロ

ッ

ク

に

お

け
る

人

間
と

社

会
』

(

一

九

六

四

年
)

な

ら

び

に

大

野
清
三

部

数

授
の

ス

コ

ッ

ト

ラ

ン

ド

歴

史
学

沢
に

か

ん

す
る

.
一

連
の

論
文
が

あ

げ

ら

れ

る
｡

(

2
)

○

汁

ナ

∽
.

買
≡
-

ゝ

遥
監
守
コ
r

阜

訂
思
♪

B
打

･

く
Ⅰ

･

ミ

ル

の

こ

の

著

作

は
､

ス

ミ

ス

の

｢

体

系
な

き

体

系
+

を

体

系
的
に

整

理

し

た

も
の

と

し
て

､

ス
､

､

､

ス

理

解
に

資
す

る

と
こ

ろ

大
で

あ

る
｡

ミ

ル

は

受

動

的

な

感

情

と

能

動

的
な

行

為
の

区

別
か

ら
､

道

徳
哲

学
を

た

ん

な

る

感
情
の

体

系
で

な

く
､

行

為
の

体

系
と

し

て

把

握

し
て

い

る
｡

(

3
)

高
島

善
哉

『

経

済

社

会

学
の

根
本

問
題
』

一

九

四
一

年
｡

こ

の

著

作
を

頂

点

と

す
る

市

民

社

会
の

思

想
と

理

論

が

生

産
力

体

系
を

基

軸
と

し

て

新
た

な

発

展
の

徴

候

を

示
し

て

い

る
｡

前

掲

『

ア

ダ

ム

･

ス

ミ

ス

の

味
』

一

〇

六

～
一

〇

頁
､

な

ら
び

に

内
田

義

彦
｢

日

本

思

想

史
に

お

け
る

ヴ
ュ

ー

バ

ー

的

問

題
+

参
照

｡

三

ス

ミ

ス

の

自
然
的
正

義
の

概
念
が

､

近

代
ヨ

ー

ロ

γ

パ

の

宗
教
改
革
や

市
民
革
命
に

お

け

る

人

間
と

社
会
の

大
き

な

歴
史
的
変
革
の

稔
括
の

な
か

か

ら

把
握
さ

れ

た

も
の

で

あ
る

こ

と

は

想
像
に

難
く

な
い

｡

そ

れ

は

徹
底

し

た
人

間
主
義
(

ど
ヨ
p

ロ
ー

∽

2
)

の

立
場
で

あ

り
､

人
間
的
自
然
を

抑
制

す
る

非
人

間
化
さ

れ

た

封
建
勢
力
や

宗
教
や

絶
対

王

制
の

権
力
に

対

抗
す

る

自
然
的
な
人

間
の

あ

り
の

ま

ま
の

姿
に

帰
る

こ

と

を

主

張
し

た
､

近

代

啓
蒙
思
想
の

流
れ

に

属
す
る

思
想
で

あ
る

｡

ス
､

､

､

ス

の

啓
蒙
思

想
史
の

な

か

で

の

独
自
性
は

､

近

代
に

至
る
ヨ

ー

ロ

ッ

パ

の

歴
史
の

流
れ
の

な

か
か

ら

自
然
法
則
を

総
括
す
る

と

と

も

に
､

そ

の

原
理
む

実
際
の

政
策
の

な
か

で
､

と

く

に

経
済
的
世
界
の

な

か

で

実
現
し
て

い

く
と
い

う
こ

と

に

あ
っ

た

J

た
｡

し

か

も
､

そ

の

よ

う
な

徹
底
し

た

人

間
主
義
の

立

場
が

市
民

社
会
の

四
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原
理
と

し
て

表
明
さ

れ

た

と
こ

ろ

に
､

近

代
思
想
の

歴
史
的
性
格
が

あ
っ

た
の

で

あ

り
､

ス

ミ

ス

は

も

ち

ろ

ん

そ
の

例
外
で

は

あ

り
え

な

か

っ

た
｡

近

代
ヨ

ー

ロ

ッ

パ

の

人

間
解
放
の

思
想
は

､

す
な
わ

ち

市
民
社
会
の

思
想

と

し
て

あ
ら

わ

れ

た
こ

と

に

よ
っ

て
､

歴
史
を

動
か

す
現
実
的
な

推
進
力

(

1
)

た

り

え

た
の

で

あ

る
｡

ス
､

､

､

ス

の

道
徳
哲
学
体
系
の

な
か

で

の

自
然
的
正

義
の

徳
は

､

こ

の

よ

ぅ
に

し
て

仁
恵
と

並
ぶ

植
の

一

巽
と

し
て

そ

の

場
を

与
え

ら

れ

る
こ

と

に

な
る

｡

だ

が

こ

の

自

然
的
正

義
は

､

す
で

に

明
ら

か

な

よ

う
に

､

た

ん

な

る

形
式
的
法
律
で

も

な
い

し
､

権
威
的
命
令
で

も

な
い

｡

そ

れ

は

世
俗
的

な

人

間
世
界
の

あ

り
の

ま

ま
の

感
情
や

行
為
の

な
か

か

ら
､

発
生

的
に

形

成
さ

れ

る

行

為
原
則
で

あ
る

｡

し
た

が

っ

て
､

そ
の

な

か
に

は

自
然
的
正

義
を

支
え

る

経
済
行
為
や
そ

れ

を

歪
め

る

実
定
汝
を

変
革
せ

ん

と

す
る

政

治
的
行
為
が

内
包
さ

れ
ざ

る

を

え

な
い

｡

あ

り
の

ま

ま
の

自
愛
心

や

利
己

心

に

も

と
づ

く

行
為
は

､

マ

ン

デ

ゲ
ィ

ル

の

言
う
よ

う
な

悪
徳
で

あ

る

ど

こ

ろ

か
､

む

し

ろ

現
実
世
界
の

歪
め

ら

れ

た

実
定
法
を

正

す
と
こ

ろ
の

自

然
的
正

義
を

支
え

実
現
す
る

推
進
力
で

あ
る

か

ら
､

立

派
な

道
徳
と

し
て

是
認
さ

れ
ね

ば

な
ら

な
い

｡

ス
､

､

､

ス

が

自
然
的
正

義
の

徳
を

『

道
徳
情
操
論
』

の

も
っ

と

も

主
要
な

柱
に

据
え
た

意
義
の

一

つ

は
､

こ

こ

に

あ
っ

た

と

み

な

さ

れ
る

｡

従
来
の

道
徳
哲
学
に

あ
っ

て

は
､

マ

ン

デ

ブ
ィ

ル

の

よ

う
に

人
間
を

利
己

心
の

持

主
と

し

て
一

義
的
に

規
定
し
た

論
者
も

､

利
己
心

に

も

と
づ

く

行
為
の

社

会
的
利
益
を

是
認
し

な

が

ら
､

利
己

心
そ

の

も
の

は

悪
徳
と
み

な
し

て

き

た
｡

人
間
を

利
己

心

と

利
他
心
の

二

元

論
で

把
え

た

人
た

ち
は

､

自
己

矛

盾
に

陥
ら

ざ

る

を

え

な
か

っ

た
｡

ス

ミ

ス

の

正

義
概
念
は

､

現
実
に

否
定

し

去
る

｡

と
の

で

き

な
い

人

間
の

利
己
的
行

為
を

､

い

か

に

矛
盾
な

く

徳

榔

の

体
系
に

組
み

込
む
か

と
い

う
従
来
の

難
問
に

た
い

す
る

､

か

れ

な

り

の

苦
心
の

解

決
で

あ
っ

た
｡

ヒ

ユ

ー

ム

の

よ

う
に

､

正

義
は

社
会
福
祉
に

た

い

す
る

そ
の

有
用
性
へ

の

配
慮
か

ら

規
定
さ

れ

る
と

な

す
な

ら

ば
､

正

義

は
い

ぜ

ん

と

し
て

た

ん

な

る

利
他
心
の

産
物
と

な
っ

て
､

二

元

論
は

解

決

さ

れ

な
い

で

あ
ろ

う
｡

ス

､
､

､

ス

の

『

道
徳
情
操
論
』

の

主
要
な

論
点
は

､

ホ

ッ

プ

ズ

の
一

元

論
の

克
服
は

も

と
よ

り
､

ヒ

ユ

ー

ム

を

含
む

十
八

世
紀

の

道
徳
哲
学
者
た

ち
の

体
系
が

人
間
性
の

二

元
論
を

克
服
し

え

な
か

っ

た

こ

と
に

た
い

し

て
､

そ
の

克
服
を
正

義
概
念
の

な

か

に

示

し

た

と
い

う
と

こ

ろ
に

あ

る
｡

ま

た

そ

れ
を

可
能
に

し

た
の

が
､

モ

ロ

ウ
や
マ

タ

フ

ィ

ー

の

言
う
よ

う
に

､

ス
､

､

､

ス

独
特
の

同
感
の

原
理

だ
っ

た
の

で

あ

る
｡

ス

､
､

､

ス

に

お

け
る

人

間
は

､

通
常
理

解
さ

れ
て

い

る

よ

う
な

利
己

心
の

権
化
で

も

な
い

し
､

た
ん

に

同
情
心

に

あ
ふ

れ
る

人
間
で

も

な
い

｡

人

間

は

さ

ま

ざ

ま
の

感
情
や

情
緒
を

も
っ

た

多
様
性
に

お

い

て

経
験
に

即
し
て

把
え

ら

れ
て

い

る
｡

自
分
自
身
の

利
益
の

た

め

に

利
他
的
な

行
為
を

す
る

ば

あ
い

も
あ

れ

ば
､

た

ん

な
る

世
間
体
だ
け

の

た

め

に

利
己
的
行
為
に

励

む

ば

あ
い

も

あ

る
｡

自
己

を

無
に

し
て

た

だ

他
人

の

た

め

に

献
身
す
る

人

は

憐
れ

だ

と

旦
一日

っ

て

い

る
｡

こ

の

よ

う
に

さ

ま

ざ

ま

な

人

間
が

登
場
し

て

く
る

の

で

あ
っ

て
､

ス
､

､

､

ス

は

こ

れ

を
一

義
的
に

利
己

心
に

還
元
す
る

ホ

ッ

プ

ズ

や
マ

ン

デ

ブ
ィ

ル

に

絶
し

な
い

し
､

二

元
論
で

把
え

よ

う
と

す

る

の

で

も

な
い

｡

こ

の

よ

う
に

､

ス

､
､

､

ス

は

多
様
な

人
間
存
在
の

事
実
を

あ

り
の

ま

ま
に

認
め

､

そ

の

な

か

か

ら

ど
の

よ

う
に

し

て

道
徳
が

生

じ
､

法
や

経
済
の

諸
制
度
が

確
立
さ

れ

る

か

を
､

発
生

的
･

論
理

的
に

整
序
し

(

2
)

よ

う
と

し

た
の

で

あ

る
｡

㈹

助

鵬
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ス
､

､

､

ス

の

同
感
の

原
理

は
､

個
々

人
の

道
徳
情

操
で

あ

る

に

止

ま

ら

ず
､

個
々

人
の

多
様
な

存
在
を

結
合
し
､

集
約
す
る

と
こ

ろ
の

多
元

論
的

統
合
原
理
を

あ

ら

わ

す
方

法
と

し
て

の

意
味
を

も
っ

て

い

る
｡

個
々

の

人

間
が

生

活
行

為
の

な

か

か

ら
､

相
互
に

是
認
し

同
感
し

あ

う
過
程
で

､

た

ん

な

る

個
人
の

主
観
的
な

行
為
や

感
情
が

､

社
会
性
を

保
証
さ

れ

客
観
化

さ

れ

て

く

る
に

つ

れ

て
､

道
徳
情
操
が

発
生

す
る

｡

た

ん

な
る

個
人

関
係

か

ら

小

集
団

､

大
集
団
へ

と

行
動
半
径
が

広
が

る
に

し

た
が

っ

て
､

個
人

の

行
為
は

ま

す
ま

す
社
会
性
を

帯
び

､

個
人
的
是
認
に

止
ま

ら

ず
社
会

的

是
認
を

獲
得
す
る

｡

こ

の

よ

う

な

過
程
が

無
数
に

全

社
会
的
に

織
り

な
さ

れ
る

こ

と

の

な

か

か

ら

道
徳
体
系
と

秩
序
が

発
生

す
る

と
こ

ろ

に
､

ス

ミ

ス

の

い

う
自
然
法
が

成
立
す
る

の

で

あ

る
｡

そ

し

て

か

か

る

過
程
を

発
生

的
に

赤
い

糸
の

よ

う
に

貫
徹
し
て

い

る

同
感
の

原
理
こ

そ
､

ス
､

､

､

ス

の

社

(

3
)

会
統
括
原
理
で

あ

り
､

市
民
社
会
体
制
の

認

識
方
法
だ

っ

た
の

で

あ

る
｡

従
来
の

自
然
法
思
想
が

､

人

間
の

自
然
権
や

社
会
契
約
を

超
歴
史
的
に

規
定
し

た
の

に

た

い

し

て
､

ス

､
､

､

ス

は

生

命
の

保
存
と

種
の

繁
栄
と
い

う

動
物
的
本
能
を

人

間
に

も

認
め

た

以

外
は

､

い

か

な

る

具
体
的
な

前
提
を

も
も

た

な

い
｡

た

だ

さ

ま

ざ

ま
の

感
情
や

情
緒
や

理

性
を

人

間
は

も
っ

て

い

る

と
い

う
一

般
的
な

前
提
が

あ

る

だ

け

で
､

人

間
の

諸
権
利
や

義
務
は

す
べ

て

人
間
的
経
験
の

世
界
に

即
し
て

規
定
さ

れ

る
｡

そ
の

な
か

か

ら

歴

史
的
･

社
会
的
に

近

代
市
民
的
権
利
や

義
務
が

自

然
法
と

し
て

承
認
さ

れ

る
｡

こ

れ

は

近

代
ヒ

ュ

ー

マ

ニ

ズ

ム

の

当

然
の

帰
結
だ
っ

た
の

で

あ

る
｡

ス

ミ

ス

の

独

自
性
は

､

こ

の

ヒ

ュ

ー

マ

ニ

ズ

ム

思
想
に

道
徳
と

経
済
の

方

法
と

理

論
の

肉
づ

け

を

与
え

た

と
こ

ろ

に

あ

る
｡

方
法
は

同
感
の

原
理
に

示

さ

れ

た

内
在
的

･

経
験
的
方
法
で

あ

り
､

理

論
は

道
徳
と

経
済
の

自
然

法
体
系
で

あ
る

｡

(

1
)

高

島
･

水

田
･

平

田

『

社

会

思

想

史
概

論
』

一

九

六
二

年
､

参

照
｡

(

2
)

星

野

彰

男

｢

ア

ダ
ム

･

ス

､

､

､

ス

に

お

け

る

『

同

感
』

の

構
造
+

(

『

一

橋
論

叢
』

五

四

-
二

､

一

九

六

五

年
)

(

3
)

大

河

内
一

男
教

授
は

｢

ア

ダ
ム

･

ス
､

､

､

ス

問
題
+

か

ら
､

凹
･

ヴ
ュ

ー

バ

ー

の

経

済

倫
理

の

確
立

さ

れ
る

問

題

状

況

を

把

握

し

た

が
､

同
じ

く
ド

イ

ツ

社

会

政

策
学

会
の

方

法
論

論

争
か

ら
､

ス

ミ

ス

の

同

感
の

原

理

が

l
･

S

‥
､

､

ル
､

メ

ン

ガ

ー

を

介
し
て

､

M
･

ヴ

ェ

ー

パ

ー

の

理

解

社

会
学
の

方

法
に

示

唆
を

与

え

た
の

で

は

な
い

だ

ろ

う
か

｡

た

だ

ヴ
ュ

ー

パ

ー

に

あ
っ

て

は
､

個

別

的

把

握
と

体

制

的

把

捉
が

切

断
さ

れ

て

い

る

と

丸

山

兵
男

教

授
に

指

摘
で

れ

た

問
題

点

が

存

す
る

｡

前

掲
､

大

塚

久

雄

編
､

『

マ

ッ

ク

ス

･

ヴ
エ

㌧
ハ

一

研

究
』

(

東

大

出

版
会
)

参

照
｡

ス
､

､

､

ス

の

同

感
の

原
理

は

こ

の

個

別

的

把
握

を

体

制

的

把

捉
へ

と

総

合

す
る

方

法
だ
っ

た
の

で

あ

り
､

こ

こ

に

ス

ミ

ス

の

ヘ

ー

ゲ
ル

的

性

格
と

､

ヴ
ュ

ー

バ

ー

の

カ

ン

ト

的

性

櫓
を

読

み

取

る

こ

と
が

で

き

る
｡

星

野

彰

男

｢

マ

ル

ク

ス

と

ヴ
ュ

ー

バ

ー

+

(

『

一

橋

新

聞
』

一

九
六
五

年
八

月

十
五

日

号
)

参

照
｡

(

関

東
学
院

大

学
講

師
)




