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ア

ダ

ム

･

フ

ァ

ー

ガ

ス

ン

に
お

け
る

道
徳
哲
学
と

『

歴

史
』

と
の

関
連

-
｢

ス

コ

ッ

ト

ラ

ン

ド

歴
史
学
派
+

の

母

胎
と

し

て

の

道
徳
哲
学

-

一

は

し
が

き

ー
主

題
と

そ

の

意
義

本
稿
は

､

直
接
に

は
､

十

八

世

紀
後
半
の

イ

ギ

リ

ス

の

生
ん

だ

歴
史
社

会
学
者
ア

ダ

ム

･

フ

ァ

ー

ガ

ス

ン

(

A
臣
p

ロ

句
e
→

g

宏
○

ロ
ー

(

1
)

-

諾
ぃ

⊥
淫
e

の

『

市
民

社

会

史
論

一

七

六

八

年
』

と

同

じ

著
者
の

(

2
)

『

道
徳
哲
学

諸
原

理
一

七

六

九

年
』

と

の

関

連
を

明

ら
か

に

す
る

こ

と
に

よ
っ

て
､

か

れ

の

思

想
の

統
一

的
理

解
を

深
め
る

こ

と

を

意
図
し

て

い

る
｡

と

同

時
に

､

広
く

｢

ス

コ

ッ

ト

ラ

ン

ド

歴
史
学

派
+

を

生

み

だ

し
た

母

胎
と

し

て

の

道
徳
哲
学
そ

の

も
の

の

体

系

を

明
ら

か

に

す
る

こ

と

に

よ
っ

て
､

そ

の

有
機
的

一

部
分

と

し
て

大

野

精

三

郎

展
開
さ

れ

た

こ

の

学
派
の

歴
史

的
研

究
の

基
本

的
性
格
と

そ

の

特

徴
を

明

ら
か

に

す
る

こ

と

を

究
極
の

課
題

と

し
て

い

る
｡

と
い

う
の

は
､

こ

れ

ま

で

フ

ァ

ー

ガ

ス
■
ン

を

そ

の

重

要
な

一

員

と

す
る

｢

ス

コ

ッ

ト

ラ

ン

ド

歴
史
学

派
+

が

経

済

学

史
上

か

ら

も
､

ま
た

歴
史
家
か

ら

も
､

正

当
に

認

識
さ

れ

て

い

な
か

っ

た

た

め
に

､

フ

ァ

ー

ガ

ス

ン

は
､

比

較
的

多
く
の

ひ

と
び

と
に

よ
っ

て

研

究
さ

れ

た

に

も

か

か

わ

ら

ず
､

こ

の

学
派
の

共

通
の

問

題
･

方

法
か

ら

抽
出
･

孤
立

化
さ

れ

て

と

り

あ

つ

か

わ

れ

て

き

た

か

ら
で

あ

る
｡

す
な

わ

ち
こ

れ

ま

で

の

フ

ァ

ー

ガ

ス

ン

研
究
の

視
角
は

､

十

九

世

紀
後
半
に

確
立

さ

れ

た

社

会
諸

科

学
の

な
か

の

個
別

･

専

肌
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円
秤

学
の

概
念

･

領
域
か

ら
､

か

れ

の

著
作
の

個
々

の

叙
述
の

み

が
､

こ

の

学

派
お

よ

ぴ

か

れ

の

著

作
の

全

体

的
関
連
か

ら

き

り

は

な
さ

れ

て

問
題

と
さ

れ

る

に

止

ま
っ

て

い

た
｡

そ

の

結
果

､

フ

ァ

ー

ガ

ス

ン

研

究
は

､

研

究
者
の

専
門
家

的
問

題
意
識
に

従
っ

て
､

フ

ァ

ー

ガ

ス

ン

の

著
作
の

な

か

に
､

社

会

学
､

倫
理

学
､

経

済

学
､

哲
学
と

い

う

個
別

科

学
の

先

駆
者

･

追

随
者
を

み

い

だ

し

た

り
､

ま

た

そ

の

よ

う
に

し
て

把
握
さ

れ

た

か

ぎ

り
で

の

か

れ

の

思

想
と

同

時
代

者
の

そ

れ

と
の

比

較
が

試
み

ら

れ

た

り

す
る

域

を

で

な
か
っ

た
｡

社

会

学
の

分

野
で

は
､

か

れ

は
､

最
初
の

体

系

的

歴

史
社

会

学

者
と

し
て

､

ま
た

現

代

社
会

学
の

重

要
な

先

駆
者
の

び

(

3
)

と

り

と

し
て

数
え

ら

れ
､

ま
た

経

済
学
史
の

分

野
で

は
､

分

業
に

〔

4
)

つ

い

て

の

思

想
の

卓
越
し

て

い

る

ゆ
え

に

ア

ダ
ム

･

ス

､
､

､

ス

の

師

で

あ

る

と
カ

ー

ル

･

マ

ル

ク

ス

に

よ
っ

て

指
摘
さ

れ

て

以

来
､

そ

の

思
想
の

独

創
性
が

両

者
の

い

ず
れ

に

帰

属

す
べ

き

か

が

研

究
さ

(

6
)

れ

た

り
し

た
｡

こ

れ

に

た

い

し
､

政

治
学

の

分

野
で

は
､

か

れ

は
､

｢

モ

ン

テ
ス

キ
ュ

ー

を

通

俗

化
し

た

思

想
家

､

モ

ン

テ

ス

キ

(

6
)

ユ

ー

と
ヒ

ュ

ー

ム

の

総
合

者
+

と
み

ら

れ

て

い

る

に

す
ぎ

な
い

｡

ま

た
､

倫
理

学
の

分

野
で

は
､

か

れ

は
､

ハ

チ

ス

ン

､

ス

､
､

､

ス

な

ど

と

と

鵬

に

道
徳
感

説
の

二
貝

を

な

し
て

い

る

と

み

ら

れ

て

い

る
｡

さ

ら

に

ま

た

歴
史
学
の

分

野
で

は
､

か

れ

は
､

ま
っ

た

く

無

祝
さ

れ

る

か
､

あ

る

い

は

わ

ず
か

に

｢

モ

ン

テ

ス

キ

ュ

ー

学
派
+

椚

(

7
)

の

ひ

と

り

と

し
て

一

言
ふ

れ

ら

れ

て

い

る

に

す
ぎ

な
い

｡

ド

イ

ツ

(

8
)

の

歴
史
学
者
マ

イ

ネ

ァ

ケ

が

か

れ

を
バ

ー

ク

と

併
置
し
て

｢

前
期

ロ

ー

マ

ン

派
+

の

び

と
り

に

数
え

､

比

較
的

詳
わ

し

く

と

り

あ
つ

か

っ

て

い

る

の

ほ
､

む
し

ろ

例
外
と

み

な
さ

る

ぺ

き

で

あ

ろ

う
｡

最
近

の

問
題
提
起
に

よ

れ

ば
､

フ

ァ

ー

ガ
ス

ン

は

ま
た

新
ら

た

(

9
)

な

視

角
の

も

と

に

お

か

れ

て

い

る
｡

こ

れ

ら
の

論
者
は

､

か

れ

を

ふ

く

む

十
八

世

紀
後
半
の

ス

コ

ッ

ト

ラ

ン

ド

の

一

群
の

歴
史
研

究

者
､

ヒ

ユ

ー

ム

､

ロ

バ

ー

ト

ソ

ン

､

ミ

ラ

ー

お

よ

び

ス
､

､

､

ス

な

ど

に

共
通

す
る

歴
史
研

究
の

ゆ

え
に

､

こ

れ

ら
の

ひ

と

び

と

を

｢

ス

コ

ア

ト

ラ

ン

ド

歴
史
学

派
+

と

よ

び
､

そ

の

理

論
的

核
心

が

歴
史

の

唯
物
論
的
解
釈
に

あ

る

こ

と

を

明

ら
か

に

し

て

い

る
｡

そ

の

な

か

で
､

フ

ァ

ー

ガ

ス

ン

､

と

く
に

か

れ

の

｢

市

民

社

会

史

論
+

は
､

こ

の

学

派
の

代
表
的

著
作
に

あ

げ

ら

れ
､

社

会

科

学
の

根
砥

を

な

す
と

評
価
さ

れ

て

い

る
｡

以

上
の

大

雄
把

な
フ

ァ

ー

ガ

ス

ン

研

究

史
か

ら

も

窺
え

る

多
彩

な
､

と

き

に

は

混
沌
と

し

か

映

ら

な
い

さ

ま

ざ

ま

の

評
価
は

､

そ

れ

白

身
と

し

て

は

個
々

の

問
題
領
域
に

お

け
る

フ

ァ

ー

ガ

ス

ン

の

思

想
の

正

し
い

反
映
で

あ
る

に

違
い

な
い

と

し
て

も

フ

ァ

ー

ガ

ス

ン

の

思
想
の

全
体

像
の

把

握
を

不

可
能

と

し
て

い

る
｡

そ

の

こ

と
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一

事

】
一
-

.

書

針

+
叫
舟

ほ

フ

ァ

ー

ガ

ス

ン

の

思
想

研

究
に

当
っ

て

こ

れ

ら

研

究

者
が

依

拠

し

た

個
別

･

専
門

科

学

的
把

握
の

限

界
を

暴

露

す

る

も

の

で

あ

る
｡

こ

の

原

因
は

さ

ま

ざ

ま
の

評
価
を

許
す

多
面

的

な

性
格
を

も

つ

フ

ァ

ー

ガ

ス

ン

の

『

市

民

社

会
史
論
』

お

よ

び

｢

ス

コ

ッ

ト

ラ

ン

ド

歴

史

学
派
+

に

よ

る
一

群
の

歴
史
的
研

究

と
そ

れ

を

生

み

出

し
た

共
通
の

母

胎
と

し
て

の

道
徳
哲
学

と

の

関

連
を

見
な
い

こ

と

か

ら

生

じ

た

よ

う
に

思
わ

れ

る
｡

言
い

か

え
れ

ば
ス

コ

γ

ト

ラ

ン

ド

歴
史
学

派
に

お

け
る

道

徳
哲
学

は

全

体
を

､

そ

し

て

歴

史

的

研

究
は

､

■
そ

の

中
の

部
分
の

地

位
を

占
め
て

い

る

と
い

う

関

係
を

見

の

が

し

た

結
果
だ

と

言
わ

ざ

る

を

得
な
い

｡

社

会
科

学
の

諸

分

化
が

行
わ

れ

る

ま

で
､

十

八

世

紀
を

通
じ

て

道
徳
哲
学
が

､

人

間
と

社

会
に

つ

い

て

の

最
も

包

括
的
な

議
論
を

提
供
し
て

い

た

こ

と
､

そ

し
て

こ

れ

が

後
の

社

会
科

学
を
一

つ

一

っ

生
み

出
し

て

行
っ

た

母

胎
で

あ
っ

た

こ

と

が

改
め

て

想

起

さ

(

1 0
)

れ
､

問
題
と

さ

れ

な

け
れ

ば

な
ら

な
い

｡

従
っ

て

わ

れ

わ

れ

は
フ

ァ

ー

ガ

ス

ン

の

『

歴
史
』

に

展
開
さ

れ

た

個
々

の

領
域
か

ら

は

じ

め
､

そ

れ

ぞ

れ

に

つ

い

て

の

問
題
と

､

か

れ

の

思

想

を

抽

き

出

し
､

そ

し
て

そ

れ

ぞ

れ

の

関

連
を

積
み

上

げ

て

ゆ

く

努
力
を

重

ね

る

よ

り
､

む

し

ろ

道
徳
哲
学

を
み

る

こ

と

に

よ
っ

て

『

歴

史
』

の

出
発
点

､

『

歴
史
』

の

な
か

で

の

諸

領
域
を

療
合
し
て

い

る

体

系

的
理

論
､

そ

の

理

論
か

ら

な

に

を

び

き

出
し

て

い

る

か
､

如
何

な

る

目

的
に

全

体
の

議
論
が

向

け

ら

れ

て

い

る

か

を

明

ら
か

に

す
る

こ

と

が

重

要
で

あ

ろ

う
｡

そ

し
て

､

そ

の

こ

と

に

よ
っ

て
､

こ

の

時
期
の

一

群
の

歴
史
田

還
御

の

理

解
に

対
し

て

は

る

か

に

信

頗
で

き

る

鍵
を

も
つ

こ

と

に

な

る

で

あ

ろ

う
｡

こ

こ

で

フ

ァ

ー

ガ

ス

ン

の

『

道
徳
哲

学
諸

原

理
』

と

『

市
民

社

会
史

論
』

の

関

連
を

と

り
上

げ
る

の

は

こ

の

意
味
に

お

い

て

で

あ

る
｡

と

こ

ろ

で

『

諸

原

理
』

の

刊

行
は

､

『

歴
史
』

よ

り

三

年

お

く
れ

て

お

り
､

刊
行
の

時

期
か

ら

見

れ

ば
､

フ

ァ

ー

ガ

ス

ン

は
､

『

歴
史
』

か

ら

『

諸

原
理
』

へ

の

道
を

進
ん

だ

よ

う
に

見

え
る

｡

だ

が

か

れ

の

道
徳
哲
学
は

『

歴
史
』

に

先

立
っ

て

形
成
さ

れ

て

い

た

の

で

あ

る
｡

と

言

う
の

は

『

諸

原

理
』

は

『

心

理

学
お

よ

び

道

徳
哲
学
の

分

析
(

A
β

巴

笥
-

∽

○

対

句
n
e

仁

日
P
t
-

○

∽

賀
み

巳
○

岩
-

勺

E
-

?

写
廿
F

¥

-

宗

ヱ
を

そ

の

前
身
と

し
て

も
っ

て

い

る

か

ら
で

あ

る
｡

『

諸

原

理
』

は

『

分
析
』

と

同

じ

く
､

教

師
と

し
て

の

か

れ

が

主

題
と

方

法
と

に

つ

い

て

重

要

と

考
え
た
こ

と

を

包

括

的
に

示

す
た

め
に

執
筆
し

た

ま
っ

た

く
の

要
綱
で

あ

る
｡

そ

し
て

こ

れ

は

後
年

の

『

道
徳

･

政

治
科

学
の

諸

原
理

(

守
-

ロ
○

首
-

e
払

｡
h

写
0

邑

呂
d

冒
-
-

t
-

邑
S
｡
-

e

日
O

e

+
3
N

･)

』

の

基
礎
と

な
っ

た
｡

こ

の

事
情
は

､

か

れ

が

道
徳

哲
学
の

主

題

と

方

法
に

つ

い

て

の

関

心

か

ら

出

発

那
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し
､

そ

れ

か

ら

『

歴
史
』

が

分

離
し

て

独
立

的
に

刊
行
さ

れ

た

こ

と

を

物

語
っ

て

い

る
｡

『

諸

原

理
』

が
､

か

れ

の

道

徳

哲

学
と

『

歴
史
』

と

の

関

連
を

問
題
と

す
る

ば

あ
い

に

は

き

わ

め

て

適
当

な

地

位
を

占
め
て

い

る

こ

と

は

明

ら
か

で

あ

ろ

う
｡

こ

こ

で

フ

ァ

ー

ガ

ス

ン

に

お

け
る

道
徳
哲
学
と

『

歴
史
』

と
の

関
連
を

問
う
こ

と

は
､

フ

ァ

ー

ガ

ス

ン

の

思

想
の

統
一

的
理

解
と

言
う

問
題
を

超

え
て

こ

の

学
派
の

歴
史
研

究
の

基
本
的
視
点

を

明

ら
か

に

す
る

と

言
う

課
題
を

も

果
す
こ

と

に

な
る

で

あ

ろ

う
｡

(

l
)

A
ロ

官
印

P

叫

○

ロ

t

F
e

冒
∽
t

｡
→

y

O
代

C
r
ユ
ー

∽
O

C

訂
t

y
･

-

宗
､

･

大

道

安

次

郎

訳

『

市
民

社

会

史
』

一

九

四

八

年
｡

本

稿
で

は

原

著
の

一

七

八

九

年

版
を

使
用
し

､

以

下

『

歴

史
』

と

略

称

す
る

｡

(

2
)

:

n

邑
t

ま
e
∽

○

巾

呂
O
H

巴

吋

E
-

○
∽

○

匂

F

¥

-

宗
p

本

稿
で

は

初

版
を

み

る

こ

と

が

で

き

な
か

っ

た

の

で
､

一

八
一

五

年
版
を

使
用
し

以

下

『

諸

原
理
』

と

略

称

す
る

｡

(

3
)

→

訂
○

告
→

好
一

臣
e

訂
ぷ
)

こ

句
e

蒜
岳
｡

ロ

巴
s

哲
N

巨
○

叫
｡

㌔

訂

甘
官
営

r

O

F
e

→

f

賢

Z
P

き
β

巴

芹
｡

ロ
O
H

已
e

亡
ロ

む

S
t

邑
賢
村

)

野
川
r

.

-

N

山
.

H

H
.

句
○
-

g
e
.

浣

せ
P

-

諾
い

･

+

ヨ
≡
a

m

C
.

F
e

F

ヨ
甲
ロ

β
‥

A
d

P

日
句
e
り

的

宏
○

ロ

牢
ロ

D

t

訂
せ

?

粥
-

ロ

F
g
∽

O
f

E
O
m

b

2
S
0

2 .

〇
-

○

顎
･

-

盟
〇

･

H
.

H

已

F
S

O
N
-

巴
e

≠
β

P

旨
巴
ユ
P

亡

巴
-

∽
t

-

害
F
e

A
仁
鞄
P
S

S

戸

口
的

i

日
-

∞
.

-

旨
旨
亡

n

計
ユ

､

三
言
e

F

已
-

O

F

訂
-

A

告
白

S

邑
t

F

亡
β
P

A
P
p

m

句
e

ぷ
岳
○

ロ
､

-

苫
㍗

H
･

ロ

富
-

呂
d
‥

与
召
昏
g

e

巨
-

G

⊇
n

巴

品
e

｡

旨
り

朗

S
O

N
叶

○
-

○

的

岩
.

訂
-

A
年
p

ヨ

句
e

蒜
亡

転
O

n
･

-

漂
-

･

(

4
)

内
p

ユ

呂
P
り

M
‥

岩
乱
3

計
-

P

甘
-

-

｡
∽

｡

甘
茶

監
胃
n

琵
p

-

a

甘
F
-

-

○

琶
】

首
岩

.

告
-

P

日
}

私
記

告

芦

勺

3
･

邑
F

O

ロ

∴
r

∞

芦

(

5
)

A

点
星

t

e

O
ロ
0

粁
e

n

こ
こ
r

計
2
∽

2
叶

t

F

弓
ロ

ト

A

針
目

句
e

ワ

聖
-

旨
β
㌔

ど
N

e

旨
旨
星

川

t

f

賢
S

｡

巴
已

鼓
設
e

n
∽

○

訂
f

t

こ
g

･
舛
H
l

･

-

¢

○

や

(

6
)

宅
.

A
一

口
日

日

n
-

n
粥

‥

ロ
ー

賢
ロ
H

叫

｡
{

ワ
リ
-

≡
○

巴

→

訂
○

旨
叩

払
･

-

¢

N

〇
.

(

7
)

E
.

句

焉
t

e

=
G
2

琶
E
｡

E
e

d

e

l
ロ

e

喜
岩
出
F

ぎ
U

ユ
○

雫
a

廿

E
e
･

-

心

-

-
一

(

8
)

冒
e

d

ユ
O

F

芳
ぎ
e

O

打
e

‥

U
訂

日
日
1

賢
F

㌢
g

訂
口
賢
?

-

s

ヨ
宏

.

}

芝
P

菊
盛

英
夫

訳

『

歴

史

主

義
の

成
立
』

一

九

四

四

年
｡

(

9
)

河
O

q

り
p

琶
a
-

こ

㌔
3
せ
e

ユ
Ⅵ

賀
P

S
｡

｡
-

監

で

→

訂
∽
0

0
t
t
-

s

F

H
小

賢
○

ユ
○

巴

S
c

ど
○
-

O
f

t

F
e

E

首

E
e

e

n
t

F

C
2

n
t

ミ
ミ
ニ
ロ

→
F
e

呂
○
〔

訂
→
ロ

の
ロ

弓
t

e

ユ
¥

く
○
-

+
)

Z
〇
･

N
)

-

巴
∞

･

戸

｢

呂
e

e

打

:
)

→
F
e

哲
○
-
t
-

岩
F

C
O

已
ユ
ど
ト
t
}

O

n

t

O

呂
a

l

已
∽
t

S
0
0

訂
-

O
g

¥
こ

旨

ロ
2

日
0

0

岩
○

呵

賀
d

J
P

ど
毛
呂
○

吉
日
e

n
t

･

出
打
･

箪
笥

旨

ど
n
O

弓
｡
f

D
｡

n
a

→
○

∃
)

e

d
-

t

2

d

す
l

O

F
日

S

p

5 .

-
-

e
･

-

¢

い

〇
.

(

1 0
)

こ

れ

ま
で

の

唯
一

の

例
外

は
､

G
-

邑
笥

野
笥

昌
‥

呂

巨

岩
P

∽
0

0
-

2
t

で

→
F
2

S
0

0

琵
班

F

H

n
β

2

召
○
什

t

訂

空
g

E
e

2

n
t

F

C
e

已
亡
H

や
一

芸
汁

で

あ
る

｡

本

稿
も

多
く
の

示

唆
を
こ

の

書
物

か

ら

負
っ

て

い

る
｡

一

叫

L
r

-

書

戦

k
峨



( 5 ) ア ダ ム ･

フ ァ
ー ガ ス ン に お け る 道徳哲学 と 『歴史』 と の 関 連

一

群

､
｡

一
1

.

一

一

計

1

′

+

一
-

沖

帝

〓

道
徳

哲
学
の

性
格
と

方

法

フ

ァ

ー

ガ

ス

ン

は

『

諸

原
理
』

の

序

文
の

な
か

で
､

道
徳
哲
学

の
.
目

的
､

方

法
､

構
造
を

簡

潔
に

要
約
し
て

い

る
｡

か

れ

は

当

時

の

自

然
科

学
の

経
験
的

･

分

析
的

方

法
を

模
範
と

し
､

そ

れ

と

同

じ

経

験
論
的
基

礎
の

上
に

道
徳
哲
学
を

建
設

す
る

こ

と

を

企
図

し

て

い

る
｡

道
徳
哲
学
の

み

な
ら

ず
､

お

よ

そ

科

学
(

∽
｡
-

昌

且
が

そ

れ

と

し
て

な

り
た

つ

た

め

に

は
､

単
に

個
々

の

事
実
の

解
説
ま

た

は

記

述
で

あ
っ

て

は

な

ら

ず
､

そ

の

知
識
は

一

般
原

理
に

関
連

し
て

い

な
け

れ

ば

な

ら

な
い

｡

｢

個
々

の

も
の

を

規

定

し
た

り
､

ま

た

説
明
す
る

た

め
の
一

般
原
理

と

そ

の

通
用

と
が

科
学
を

な

す

の

で

あ

る
｡

事
実
た

る

も
の

､

ま

た

は
正

し
い

も
の

を

表
わ

す
一

(

1
)

般
原
理
は

､

自
然
の

法
(

P

-

等
｡

ご
蔓
-

且

と

呼
ば
れ

る
｡

+

す

な

わ

ち

科

学
と

は
､

言

葉
を
か

え
て

言
え

ば
､

自
然
の

諸

法

則
の

研

究
で

あ

る
｡

そ

し
て

そ

れ

は
一

般
原
理

に

基
づ

い

て

個
々

の

事

実
を

説
明

す
る

と
こ

ろ
に

な
り

た
っ

て

い

る
｡

と
こ

ろ
で

､

自
然
の

諸
法

則
は

物
理

的
か

道
徳
的
か

の

い

ず
れ

か

で

あ

る
｡

｢

物
理

的

諸

法

則
は

多
く

の

個
々

の

ケ

ー

ス

に

示
さ

れ

る

よ

う
に

､

自
然
の

作
用
の

一

般
的

表
現

で

濁

る
｡

+

科

学
は

こ

の

自
然
の

作
用

を

原
因

･

結
果
の

関
係
に

お

い

て

明
ら

か

に

す

る
｡

物
理

的
法

則
は

｢

そ

れ

が

普
遍

的
な

事
実
で

あ

る

限
り

に

お

い

て

の

み

存
在

す
る

｡

+

こ

れ

に

反
し

て
､

道

徳
法

則
は

｢

一

般

的
に

善
な
る

も
の

の

表
現
で

あ

り
､

義
務
的

な
る

と
こ

ろ
に

存
在

す
る

｡

+

言
い

か

え
れ

ば

道
徳
法
則
は

人

間
が

社

会
生

活

に

お

い

て

守
ら

な
け

れ

ば

な

ら

な
い

規
儀
を

意
味
す
る

｡

従
っ

て
､

一

見

道
徳
法

則
は

物
理

的

法

則

と
は

全
く

異
質
の

法

則
を

意
味
し

､

異

な

る

方

法
で

探
求
さ

れ

な

け

れ

ば

な

ら

な
い

よ

う
に

思

わ

れ

る
｡

し
か

し
フ

ァ

ー

ガ

ス

ン

に

よ

れ

ば
､

両

者
は

法

則
か

ら
の

希

離
･

違
背
が

自

然
秩
序
を

破

壊
す
る

と

言

う
意

味
に

お

い

て

同
じ

客

観

的

法

則
性
を

も
っ

て

い

る
｡

そ

れ

は
､

自
然
界
で

は

蹄
形

､

歪

み

お

よ

び

疾
病
を

､

人

間
世

界
で

は

愚

行
､

不

条
理

お

よ

び

犯

罪
を

生

み

出
す
の

で

あ

る
｡

従
っ

て

道
徳
哲
学
は

､

こ

の

意
味
に

お

い

て
､

自
然
科
学
と

同

じ

く
､

人

間
社

会
に

お

け

る

自

然
法

則
の

研

究
で

あ

る

と

言
っ

て

よ

い

で

あ

ろ

う
｡

か

れ

の

定
義
に

よ

れ

ば
､

道
徳
哲
学
と
は

｢

な
に

を

な

す
べ

き

か

に

つ

い

て

の

知
識
お

よ

び

自
由
な

人

間
の

選
択

を

決
定

す
べ

き

諸

規
則
を

適
用

す
る

こ

と
で

ぁ
る

｡

+

そ

し
て

フ

ァ

ー

ガ

ス

ン

は
､

こ

の

道
徳
哲
学

を

当

時

勃

興
し
っ

つ

あ
っ

た

新
し
い

近

代

自
然

科

学
が

と
っ

た

と

同
じ

纏
験

的
方

法
を

と

り

入

れ

て

作
り

上

げ

よ

う

と

し
た

の

で

あ

る
｡

近

代

自
然
科
学
は

｢

自
然
の

歴
史
+

が

提
供
す
る

個
々

の

現

象

耶



一 橋論叢 第五 十 巻 第 三 号 ( 6 )

を

広
く

観
察
し

､

そ

し

て

そ

れ

を

分

析
し

､

『

こ

れ

ま

で

の

既

知

の

原
理

ま
た

は

事
実
に

よ
っ

て

は

充

分
に

説
明
す
る

こ

と
が

で

き

な
い

事
実
』

､

す
な

わ

ち

究

極
の

事

実
(

已
t
-

ロ
邑
｡

訂
｡

t
∽
)

に

到

達
し

､

そ

れ

に

基
づ

い

て

諸

現

象
の

説
明
に

お

も

む

く
こ

と
に

よ

っ

て
､

輝
し
い

業
績
を

上

げ

て

い

る
｡

フ

ァ

ー

ガ

ス

ン

に

ょ

れ

ば
､

ニ

ュ

ー

ト

ン

は

天

体
の

回

転
を

､

運

動
と

引

力
の

法
則
に

よ

っ

て

説
明
し

た

の

は

こ

の

方

法
に

ょ

る

の

で

あ

る
｡

こ

れ

に

反
し

て
､

デ
カ

ル

ト

は

単
に

此

喩
ま

た

は

仮

定

に

す
ぎ

な

い

渦

動

(

召
ユ
e

且

の

仮
定

に

訴
え

る

こ

と

に

よ

っ

て

失

敗
し

た
｡

道
徳

哲
学
も

方

法
に

お

い

て
､

こ

の

ニ

ュ

ー

ト

ン

の

方

法
に

､

す
な

わ

ち

仮
設
や

比

喩
に

す
ぎ

な
い

観
念
や

想

像
に

ょ

ら

ず
､

究
極
の

事

(

2
)

実
に

基
づ

か

な

け
れ

ば

な

ら

な
い

｡

そ

の

た

め
に

は
､

道
徳
哲
学
に

お

い

て

も
､

第
一

に
､

広
く

人

間
に

関

す

る

諸

事
実
が

観
察
さ

れ

な

け
れ

ば

な

ら

な
い

｡

わ

れ

わ

れ

が
､

人

類
の

道

徳
の

諾

規
準
を

明
ら

か

に

す

る

ま

え

に
､

｢

人

間
の

本

性
(

F

ロ

n

呂

邑
宅
e
)

の

歴
史

､

人

間
の

性
向
(

巴
∽

p
｡
S

T

t
-

O

n
)

､

人

間

固
有
の

よ

ろ
こ

び

と

悲
し

み
､

人

間
の

現

状

と

未

来
の

展
望
が

明

ら
か

に

さ

れ

な

け

れ

ば

な

ら
な
い

｡

+

こ

の

歴
史
お

よ

び

諸

事
実
を

､

ロ

ブ

ク

以

来
の

イ

ギ

リ

ス

経

験

論
の

伝

統
に

沿
っ

て
､

人

間
が

自
己
の

精
神
の

な
か

で

経
験
さ

れ

る

も
の

に

照
し
て

整
理

し
､

｡

｡

か

ら
フ

ァ

ー

ガ

ス

ン

は

人

間
の

邪

み

に

固
有
な

し

か

も

人

類
に

共

通
し

て

い

る

い

く
つ

か

の

究
極
の

事
実
に

到
達
す
る

｡

こ

れ

ら
の

事
実
は

精
神
に

つ

い

て

の

自
然
法

則
を

な

す
｡

フ

ァ

ー

ガ

ス

ン

は

こ

れ

を

精
神
の

理

論
(

→

訂
｡
→

y

｡
巾

邑
n

e

と

呼
び

､

こ

れ

に

加
え

て

さ

ら
に

､

人

間
精
神
が

神
と

共

有
す
る

特

性
を

明

ら
か

に

し
､

-
フ

ァ

ー

ガ

ス

ン

は

こ

れ

ら

を

捻
称
し

て

セ
ロ
e

仁

m
a
t
-

○
∽

と

呼
ん

で

い

る

-
そ

う
す
る

こ

と

に

よ
っ

て

最
も

包
括
的
抽
象
的
原
理
を

確
立
し

て

い

る
｡

そ

し

て
､

こ

の

原
理
が

人

間
社

会
の

諸

領
域
に

適
用
さ

れ

る

姿
を

描
く
こ

と

に

よ
っ

て

フ

ァ

ー

ガ

ス

ン

の

い

う

科

学
と
し

て

の

道
徳
哲
学
の

全

体

系
が

完

結
す
る

の

で

あ

る
｡

以

下

『

諸

原
理
』

の

内

容
を

要
約

す
る

こ

と

に

す
る

｡

(

l
)

H

ロ
聖

F
t

已
e

払
)

や

N
･

(

2
)

フ

ァ

ー

ガ

ス

ン

は
､

自

然
界
を

支
配

し

て

い

る

ニ

ュ

ー

ト

ン

の

引

力
の

法

則
と

人

間
を

支

配

し
て

い

る

と

か

れ

が

考

え
た

社

会
性
の

法

則
と

の

あ
い

だ

に

完
全

な

対

応
関
係
が

あ

る

と

考

え

て

い

る
｡

旨
-

(

r

匂

ゃ

か

ー

ー
N

･

三

人

間

の

本

性

人

間
の

歴
史
は

二

つ

の

側
面

､

す
な

わ

ち

人

類
の

歴

史

と

し

て
､

次
い

で

個
人
の

歴
史
と

し
て

考
察
さ

れ

る
｡

第
一

に
､

人

類

一

戦

.

卜

せ

頼

q

や

ー
‥

+
r
.
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書

か

,

一
1

一

書

砂

,

･

一
｢

一
山
呵

の

歴
史

､

こ

れ

は

次
の

諾

項
目
の

考
察
を

含
ん

で

い

る
｡

一

､

人

間
の

形
態

と

様
相

(
t

訂

訂
→

日

野
ロ
P

監
七
e

O

t

O
代

目
P
n
)

｡

二
､

人

間
の

住
居

と

生

活
の

仕
方

｡

三
､

人

種
の

種
類

｡

四
､

人
間

生

命

(

1
)

の

期
間

｡

五
､

人

間
の

社

会
性
の

性
向

(

巴
眉
○

巴
什
-

○

ロ

○

代

目
P

ロ

t

O

t

F
e

∽

O
C

訂
t

ユ
｡

六
､

人

口
｡

七
､

選
択
お

よ

び

仕
事
の

多
様
さ
｡

八
､

諸

技
術

と

商
業

｡

九
､

不

平
等
と

階
級

｡

一

〇
､

政
治

諸

制

度
｡

一

一

､

言

語
と

文

学
｡

こ

れ

ら
の

項
目

は
､

無
選

択
的

に

取

り
上

げ
ら

れ

た

よ

う
に

見
え

る

け
れ

ど

も
､

人

類
に

つ

い

て

秩
序

だ
っ

た

解
説
の

た

め
に

､

フ

ァ

ー

ガ

ス

ン

が

重

要
だ

と

考
え

た

諸

点
で

あ

る
｡

す
な

わ

ち

自

然

的
･

社

会
的

､

時
代
的
環
境
の

な

か

で

の

人

間
が

観

察
の

対

象
と

な
っ

て

い

る
｡

こ

れ

ら
の

項
目

は
､

他
の

様
々

の

動
物
と

比

較
し
て

､

人

間
が

人

間
と

し
て

の

同
一

性

を

確
認
す
る

た

め

に

役
立

っ

て

い

る
｡

フ

ァ

ー

ガ

ス

ン

は

次
に

､

人

類
の

中
の

個
人

と

し
て

の

人

間
の

特
徴
の

考

察
に

移
っ

て

い

る
｡

人

類
の

歴
史

と
の

関

連
か

ら

言

え

ば
､

そ

の

歴
史
を

こ

こ

で

は

わ

れ

わ

れ

白
身
の

内

的
経
験
の

原
理

か

ら

説
明

す
る

こ

と

に

あ

る
｡

か

れ

は

第
一

に

人

間
の

も
つ

知
性

の

力

(

胃
弓
e

り

O
f

∈
-

許
諾
t

巴
-

已
口

叩
)

､

す
な

わ

ち

意
識

､

動

物
的

感
覚
お

よ

び

知

覚
(

官
り

富
p
t
叶

○

且
､

観
察

､

記

憶
､

想

像
､

抽
象

､

推
理

お

よ

び

予

見
な

ど

-
す
な

わ

ち

知
的
諾

カ
の

す
べ

て

ー

を

と

り

あ
つ

か

う
｡

こ

れ

ら
の

諸

特

徴
は

､

フ

ァ

ー

ガ

ス

ン

に

あ

っ

て

は
､

人

間
の

意
思

に

結
び

つ

け

ら
れ

て

い

る
｡

そ

こ

で

か

れ

は
､

人

間
の

性
向
(

p

3

官
日
和

き
ユ

ー
動
物

的
お

よ

び

合
理

的

な

性
向

i
の

問
題
に

移
っ

て

行

く
｡

フ

ァ

ー

ガ

ス

ン

に

よ

れ

ば

人

間
の

本

性
は

活

動
性
に

あ

り
､

そ

れ

は

感
情

､

欲

望
お

よ

び

意
欲

(

言
-

-

t
-

○

ロ
)

の

中
に

あ

る

か

ら
で

あ
る

｡

こ

の

よ

う
に

知
的
な
･

活

動
的

な

存
在
と

し

て

人

間
の

本
性
に

働
く
こ

れ

ら
の

特

徴
は

､

｢

自
分
自

身
の

精
神
内

部
で

起
き
る

こ

と

を

回

顧
す

る
+

こ

と

に

ょ
っ

て

個
人
が

､

自
分
自

身
と

自
己
の

能
力
に

つ

い

て

の

真
実
を

知
る

と

言
う

一

連
の

事
実
を

表
わ

す
の

で

あ

る
｡

こ

れ

ら
の

特
徴

は
､

人

間
の

精
神
的
特

徴
と

し
て

の

基

礎
的
事
実

な
の

で

あ
る

｡

こ

れ

ら

は
､

現

象
を

説

明

す
る

た

め
に

用
い

ら

れ

る

自
然

法

則
の

知
識
と

し
て

､

す
な
わ

ち

精
神
の

理

論
と

し

て

完
成

さ

れ

な

け
れ

(

2
)

ば

な

ら

な
い

｡

フ

ァ

ー

ガ

ス

ン

は

上

に

述
べ

た

人

間
の

も
つ

知
力
の

特

徴
と

言

ぅ

基

礎
的

事
実
か

ら
三

つ

の

法

則
､

す
な
わ

ち
三

つ

の

自
然
法

則

を

引

き

出
し

て

い

る
｡

第
一

に
､

自
己

意
識
の

法

則
｡

第
二

に

自

己
で

な
い

事
物
を

知
覚
す
る

と
い

う

法
則

｡

第
三

に

理

解
の

法
則

で

あ
る

｡

次
い

で
､

人

間
の

意
思
に

関
連
す
る

特
徴
か

ら
､

か

れ

ほ

ま
た

三

つ

の

法
則
を

引
き

出
し
て

い

る
｡

第
一

に
､

自
己

保
存

邪



深

一 橋論叢 第五 十 巻 第三 号 ( 8 )

の

法
則
(
-

P

弓

O
f

邑
古
記
琵
ヨ

邑
○

且
｡

第
二

に
､

社

会

性
の

法

則
(

-

P

弓

○
巾

岩
0

誉
y
)

｡

第
三

に
､

評

価

す

な
わ

ち

進
歩
の

法

則

(
-

p

司

○

≠

e

芝
目
む

巨
○

β

○
→

宅
O

g
→
e

邑
○

ロ
)

が

こ

れ

で

あ

る
｡

第
一

の

自
己

保

存
の

法
則
に

つ

い

て

は

多
く

を

述
べ

る

必

要
は

な

い

が
､

フ

ァ

ー

ガ

ス

ン

は

自
己

保
存
を

動
物

的

性
向
で

は

な

く
､

合

理

的
性
向
の

中
に

数
え
て

い

る

こ

と
､

こ

こ

か

ら

自
己

保

存
の

法

則
の

貫
徹
す
る

経
済
の

世

界
に

お

い

て
､

人

間
の

み

に

他
の

動
物

と

違
っ

て

進

歩
が

見
ら
れ

る

こ

と

が

明

ら
か

と

な
る

こ

と

に

つ

い

(

3
)

て

は
､

す
で

に

別
の

機
会
で

ふ

れ

た

が
､

こ

こ

で

は
､

む

し

ろ

自

己

保
存
の

法

則
が

､

社

会

性
の

法

則
と

矛

盾
し

な
い

こ

と

を

注
意

し

な
け

れ

ば

な

ら

な
い

｡

社

会
性
及
び

進
歩
の

法
則
は

､

フ

ァ

ー

ガ

ス

ン

の

体

系
の

基
軸
と

な
っ

て

い

る
｡

前
者
は

､

人

間
が

社

会

に

集
ま

る

性
向

､

す
な
わ

ち

仲

間
と

と

も
に

よ

ろ

こ

び

悲
し

む
こ

と

を

指
し
て

い

る

が
､

こ

れ

は

自
己

保

存
の

法
則
と

調

和
す
る

と

フ

ァ

ー

ガ

ス

ン

は

主

張
す

る
｡

｢

人

間

は

生

ま
れ

つ

き

社

会
の

一

員
で

あ

り
､

か

れ

の

安

全
と

享
楽
と

は
､

か

れ

が

本

来
持
っ

て

い

る

も
の

を

保

存
す
る

こ

と

を

必

要
と

す
る

｡

か

れ

の

完
成
へ

の

可

能
性
は

か

れ

の

自
然

的

能

力
と

性
向
の

優
秀
さ

ま
た

は

巷

度
に

よ

る
｡

換
言

す
れ

ば
､

そ

の

可

能

性
は

か

れ

が

属
す
る

世

界
の

俊
秀

な

部
分
と

な

る

と
こ

ろ
に

あ

る
｡

そ

こ

で

個
人
が

自
己
の

保

存
を

意
図

す
る

か
､

せ
た

は

社
会
の

保
存
を

意
図

す
る

か

の

人

類
に

及

朋

､

ぼ

す
結
果
は

同
一

で

な

け
れ

ば

な

ら

な
い

｡

二

つ

の

意
図

､

す
な

わ

ち

自
己

保

存
と

社

会
保
存
の

意
図

を

も
っ

て

人

間
は

､

か

れ

の

特
性
の

な

か

の

最
も

価
値
あ

る
一

部
と

し

て

人

類
愛
を

抱
か

な

け

(

4
)

れ

ば

な

ら

な
い

｡

+

そ
し

て
､

進

歩
の

法

則
す
な

わ

ち
､

人

間
が

進
歩
す
る

と

言

う

性
質
に

つ

い

て

は
､

つ

ぎ
の

よ

う
に

述
べ

て

い

る
｡

｢

完
全
さ

と

言
う
こ

と

は
､

無
限
の

精
神
以

外

に

は
い

ず
こ

に

お

い

て

も

み

い

だ

さ

れ

な
い

｡

し

か

し

進
歩
は

､

神
の

知
的
生

物
に

対

す
る

贈
物
で

あ

り
､

人

類
の

最
も

劣
っ

て

い

る

部
分
に

さ

(

5
)

え

許
さ

れ

て

い

る

も
の

な
の

で

あ

る
｡

+

こ

の

三

つ

の

法
則
の

な
か

で

中

心

的
地

位
を

し
め

る

の

は

社

会

性
の

性
別
で

あ

る
｡

フ

ァ

ー

ガ

ス

ン

は
こ

れ

を
､

自
然

科
学
に

お

け

る
ニ

ュ

ー

ト

ン

の

引

力
の

法

則
に

た

と

え

て

い

る

が
､

こ

の

こ

と

は
､

比

喩

を

越
え

て

こ

の

法
則
の

重

要
性
を

示
し

た

も
の

と

み

る
ぺ

き
で

あ
る

｡

｢

引

力
の

法
則
の

一

般
的

傾
向
が

物

体

相

互

の

接
近

を

ひ

き
お

こ

す
と

同
じ

く
､

社

会
性
の

法
則
の

傾
向

は
､

人

間
を

し

て

公

共

善
を

び

き

お

こ

し

た

り
､

ま
た

公

共
の

害
を

慎
し

む

よ

う

に

さ

せ

る
｡

自
己

保
存
の

法

則
が

ほ

と
ん

ど

支

配

的
で

あ

っ

て

も
､

そ

の

こ

と

は
､

社

会
性
の

法

則
が

効
力
を

も

た

な
い

と

い

う
こ

と

に

は

な

ら

な
い

｡

社

会
性
の

法

則

は
､

･

…
･
引

力
の

一

輯

-

1
r

l

キ
.
噸

_

串

ト
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計

ホ

1

1
j

単

軸

一

1

+
一

'
1

紗

軸

(

6
)

法
則
と

同

じ

く
､

つ

ね

に

客
観
的
に

存
在
し
て

い

る

の

で

あ

る
｡

+

し

か

し

以
上

の

叙
述
は

､

人

間
の

本

性
に

つ

い

て

の

す
べ

て

を

尽

す
も
の

で

は

な
い

｡

神
に

つ

な
が

る

伝

統
的

問
題
が

あ
る

｡

か

れ

は

簡
単
に

､

精
神
の

不

可

分

性
と

活

動
性
の

視

角
か

ら
不

滅
の

可

能
性
に

つ

い

て

述
べ

､

従
っ

て
､

自
然
の

中
に

は

絶
滅
は

あ

り

ぇ

な
い

か

ら

生

命
は

永
続
し

な

け

れ

ば

な

ら

な
い

と

判

断
す

る

だ

け
で

､

こ

の

問
題
へ

は

そ

れ

以

上

立

ち

入
ら

ず
に

､

人

間
を

通
じ

て

あ

ら
わ

れ

る

神
の

問
題
を

取

り
上

げ
て

い

る
｡

わ

れ

わ

れ

の

知

識
が

拡

大

す
る

に

つ

れ

て
､

自
然
は

わ

れ

わ

れ

に

最
終
原

因
(

P

邑
｡

呂
∽

e
払
)

を

明

ら
か

に

す
る

｡

そ

れ

ら

は
､

神
の

存
在
を

わ

れ

ゎ

れ

に

示

す
言

葉
で

あ

る
｡

そ

し

て

神
の

性
質
は

善
か

正

義
及
び

統
一

､

カ
お

よ

び

叡

知
で

あ

る
｡

こ

こ

で

重

要
な
こ

と

は
､

か

れ

が

社

会
現

象
の

議
論
の

中
に

､

最
終
原

因
の

概

念
及
び

地

上

に

お

け
る

人

間
の

生

活
に

対

す
る

神
の

意
図

を

導
入

し
て

い

る

こ

と

で

あ

る
｡

(

1
)

｢

群
れ

を

な

す

動

物

は

さ

ら
に

二

つ

の

種

類

に

わ

け

ら

れ

よ

ぅ
｡

一

､

単

に

交

遊

ま

た

は

安

全
の

た

め

に

群

れ

を

な

し
て

い

る

も

の
｡

二
､

あ
■
る

共

同
の

目

的
の

た

め

に
､

自

分

た

ち
の

労

働
を

結

合

し
､

社

会
の

負
担
を

本

能
あ

る

い

は

理

性
の

規

準
に

従
っ

て

分

配

す

る

も
の

J

後

者
は

結

合

的
で

あ

る

と
と

も
に

政

治

的
で

あ

る
｡

人

間

は

肉

食

動

物
で

あ

り
､

必

要

ま

た

は

楽
し

み

の

た

め

に

狩

猟

や

戦
い

に

従

事

す
る

が
､

し

か

し

最
高

度
に

結

合

的
で

あ

る

と

同

時
に

政

治

的
で

あ
る

｡

+

(

萱
d

.

-

p

.
-
h

こ

(

2
)

I

E
d

一､

ワ

心
､

p

.
訟
.

(

3
)

拙

稿

『

ア

ダ
ム

･

フ

ァ

ー

ガ

ス

ン

と

古

典

的

政

治

経

済

学
』

(

経

済

研

究

第

十
二

巻

第
三

号
一

九

六
一

年
)

(

4
)

H

♂

声
､

p
.

宗
.

(

5
)

守
F
O

卓
e

…
叫

声
じ

邑

呂
d

冒
-

≡

邑
野
江
e

n
O

e
-

召
-

.

H
I

-

p
.

合
い

.

(

6
)

H

n
∽
t
-

t

已
e

∽
-

p

p
.

巴
-
N

.

四

道
徳
の

法
と

そ

の

通
用

道
徳
哲
学
は

道
徳
の

法

を
､

す
な
わ

ち
人

間
が

な

に

を

な

す
べ

き
か

と

い

う

規
範

-
物
理

法
則
が

表

現
で

き

る

自

然
の

事
実
ほ

ど

に

は

未
だ

普

遍
的
に

な
っ

て

い

な
い

法

～
を

と

り

あ

つ

か

ぅ
｡

そ

れ

に

も
か

か

わ

ら

ず
､

フ

ァ

ー

ガ

ス

ン

の

強

調
す

る

よ

う

に

道

徳
の

法
は

､

物
理

的

事
実
に

､

人

間
の

も
つ

つ

ぎ
の

特

質
に

基
礎
を

お

か

な
け

れ

ば

な

ら

な
い

｡

そ

れ

は

人

間
の

社

会
感

情

に
､

い

い

か

え

れ

ば

人

間

を
し

て

自
己

を

維
持
さ

せ

る

ば

か

り

で

な

く
､

仁

愛
心

を

も
つ

社

会
の

成
貞
た

ら

し
め

､

つ

ね

に

自
己

お

よ

び

共

同

生

活
を

改
善
す

る

こ

と
に

む

け
さ

せ

る

と

い

う

基
礎
的

事
実

な
の

で

あ

る
｡

そ

の

基
礎
の

う
え

に

道
徳
哲
学
は

明

瞭
に

つ

朋
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ぎ
の

規
準
を
つ

く

り

あ

げ
る
｡

人

間
に

と
っ

て

最
も

望
ま

し
い

こ

と

は
､

か

れ

が

同

胞
へ

の

愛
を

滴
養
し

､

つ

ね

に

か

れ

ら
の

幸
福

と

進
歩
の

た

め
に

行

動
し

な

け
れ

ば

な

ら
な
い

｡

フ

ァ

ー

ガ

ス

ン

白
身
の

表

現

む

借
り

れ

ば
､

｢

人

類
に

関
係
す
る

第
一

の

･

基

本

的

な

自
然

法
は

人

類
が

な

し

う
る

最
大
の

善
の

表

現
で

あ

り
､

人

(

l
)

間
の

本

性
に

与
え

ら

れ

た

最
大

善
は

人

類
愛
で

あ
る

｡

+

｢

道

徳
の

(

2
)

法
の

根
本

法
は
人

類
愛
で

あ

る
｡

+

し

か

し

人

間
は

こ

の

道

徳
の

法
を

完
全
に

実
現

す
る

こ

と

は
で

き

な
い

｡

｢

人

間
は

完
全

性
を

認
識
す
る

が
､

し

か

し

た

だ

改

善

す
る

こ

と

が

で

き

る

だ

け
で

あ

る
｡

し

か

し
か

れ

が

完
全
さ

を

認

識
で

き

る

と

い

う
事

実
は

､

か

れ

に

進
歩
を

導
く

光
を

あ
た

え
て

い

る
｡

そ

し
て

道
徳
哲
学
の

任
務
は

､

人

間
が

達
成

し

な

け
れ

ば

(

3
)

な
ら

な
い

完
成

を

明

ら
か

に

す

る

こ

と

な
の

で

あ

る
｡

+

と

こ

ろ

で

人

間
に

の

み

関
連
す
る

こ

の

法
に

は
､

こ

の

法

を

遵

守
す
る

こ

と

に

導
く

誘
因

､

す
な
わ

ち

法
の

拘
束

力

(
s

a

邑
ぎ

)

と
い

う

問

題
が

あ

る
｡

フ

ァ

ー

ガ

ス

ン

に

お

い

て

は
､

道
徳
の

法

が

も

つ

一

般
的

な

拘
束
力
は

､

ひ

と

び

と
が

､

そ

の

法
を

遵
守
す

る

こ

と

か

ら

幸
福
に

な
り

､

そ

れ

を

無
視

す
る

こ

と

に

よ
っ

て

悲

惨
に

な
る

と
い

う
と

こ

ろ

に

あ

る
｡

し

か

し
こ

の

拘
束

力
は

､

道

徳
の

法
が

社

会

活
動
に

適
用
さ

れ

る

と

き

に

は
い

ろ
い

ろ
と

ち
が

っ

て

い

る
｡

こ

の

法
の

一

般
的

拘
束
力
を

維
持
す
る

た

め

に
､

強

謝

別
法
(

0

0

m

苫
-

琶
H

y

-

a

且

に

よ

る

強
力
な
手

段
が

介
入

す
る

ば

あ
い

も

あ

る

し
､

.
ま

た
､

適
正

(

匂

岩
p

旨
-

ユ

が

考
慮
さ

れ

る

こ

と

も
あ

る
｡

後
者
の

ば

あ
い

に

は
､

法
に

拘
束

す
る

カ
は

､

カ
で

も

幸
福
で

も

な

く

法
に

た

い

す
る

義
務
で

あ

る

と
い

っ

て

よ

い

で

あ

ろ

う
｡

そ

こ

で
､

人

間
の

社

会

的
行

動
は

少
な

く

と
も

一

一

つ

の

分

野
で

と

り

あ

つ

か

わ

れ

る
｡

強
制
法
に

よ

つ

て

支

配
さ

れ

る

と

き

は
､

そ

れ

は

法

学
(

盲
ユ
∽

胃
已
e

ロ
｡

且

の

対

象
と

な

り
､

そ

れ

が

義
務
の

関
心

対

象
と

な
る

ば

あ
い

に

ほ
､

倫
理

学
(

C
｡

邑
賢
y
)

の

主

題
と

な

り
､

社

会
の

状
態
と

形
態

を

変
え

る

行
動
は

政

治
学

(

ヮ
U
-

E
O
S

)

の

対

象
と

な
る

の

で

あ

る
｡

こ

の

よ

う
に

し
て

､

人

間
が

社

会
的

に

活

動
す
る

諸

領
域
は

す

べ

て
､

法
や

政

治
か

ら

与

え

ら

れ

る

力
を

も
つ

ば

あ
い

は

も

ち

ろ

ん
の

こ

と
､

カ
の

拘
束
が

な
い

ば

あ
い

に

も

道
徳
の

法
が

作
用
し

て

い

る

領
域
と

し
て

考
察
さ

れ

な

け
れ

ば

な

ら

な
い

｡

法

学
(

l

巨
竜
已
e

n
｡

e
)

｡

道
徳
法

則
が

第
一

に

適

用

さ

れ

る

領
域
は

､

法
学
の

そ

れ

で

あ
る

｡

こ

の

対

象
は

､

強
制
的

法
の

も

と
で

禁
止
さ

れ

た

り
､

要
求
さ

れ

た

り

す
る

行

為
で

あ

り
､

道
徳

法
則
の

規
制

的

側
面
で

あ

る
｡

法

学
は

二

つ

の

関
連
す

る

主

題
､

す
な

わ

ち

人

間
の

自

然
権
と
こ

れ

ら
の

権
利
を

維
持
す
る

た

め
に

一

端

㌢

卜
し

伸

輔

一

輪

ト

L

J

l
■



( 1 1 ) ア ダ ム ･ フ ァ
ー ガ ス ン に お け る 道徳 哲学 と 『歴史』 と の 関 連

一

命

.

1
.

幹

竹

山

一
-

甘

舟

人

間
に

認
め

ら
れ

た

防
禦
を

と

り

あ

つ

か

っ

て

い

る
､

自
然
権
は

根
汝
的
で

あ

り
､

人

間
は

身
体

を

防
禦
し

､

自
由
に

行

動
す

る

権

利
を

も
っ

て

い

る
｡

こ

れ

ら

権
利
を

､

フ

ァ

ー

ガ

ス

ン

は
､

人

間

の

本

性
の

自

然

的

法
則

､

社
会

性
の

法

則
と

結
び

つ

い

た

自

己

保

存
の

法
則
か

ら

基
礎
づ

け
て

い

る
｡

自
己
の

身
体
を

支

配
し

､

自

由
に

行
動
す
る

人

間
は

､

仲

間
の

人

格
を

尊
重

し
､

傷
つ

け
て

は

な

ら

な
い

と
｡

こ

こ

で

注

目

す
べ

き

こ

と

は
､

フ

ァ

ー

ガ

ス

ン

が
､

自
然
権
が

無
制
限
で

絶
対

的
で

あ
る

と

い

う
ホ

ッ

ブ

ス

の

自

然
状
態
に

つ

い

て

の

学
説

を

暗

黙
の

う

ち
に

批

判
し

､

人

間
の

社

会
性
を

根
本
に

お

き
､

そ

こ

か

ら

各

個
人
に

社

会
性
の

発
動
に

参

与
す
る

か

ぎ

り
で

自
然
権
を

認

容
し
て

い

る

に

止

ま
っ

て

い

る

点

で

あ
る

｡

権
利
に

は
､

さ

ら
に

後
来
的
(

邑
づ
e

n
t
-

○

岳
)

な
も
の

が

あ

る
｡

財
産
の

所
有
権
が

こ

れ

に

属
す
る

｡

こ

れ

の

成
立

の

仕

方

も

自

然
的

･

必

然
的
で

あ

る
｡

人

間
は

､

他
人
の

自
然
権
を

侵
す
こ

と

の

な
い

方

法
や

労
働
に

よ

っ

て

財
貨
に

た

い

す
る

所
有
権
を

獲
得

し
､

こ

れ

は
､

契
約
と

没

収
に

よ
っ

て
､

他
人
に

移
転
さ

れ

る
｡

こ

れ

ら
の

権
利
を

防
禦
す
る

た

め

に

は
､

個
人

自

身
の

､

あ

る

い

は

外

的

な
カ

が

必

要
で

あ
る

｡

.
そ

の

い

ず
れ

の

ば

あ
い

に

も
､

カ
は

悪
用
さ

れ

て

は

な

ら

な
い

｡

刑
罰
は

､

権
利
の

損
害
を

補
う

の

に

と

ど

ま

ら

な

け
れ

ば

な

ら

な
い

｡

刑

罰
の

日

向
は

､

行
わ

れ

た

不

正

を

と

り
の

ぞ

き
､

損
害
を

保

障
す
る

と
こ

ろ
に

あ

る

か

ら

で

あ

る
｡

契
約
に

関

連
し

て

フ

ァ

ー

ガ

ス

ン

は
､

国

家
の

成
立

を

君

主

と

臣
民
の

契
約
に

も

と

め

る

社

会

契
約
説

を

単
な
る

虚
構
に

す
ぎ

な

い

と

し
て

拒
否
し

て

い

る
｡

と

い

う
の

は
､

｢

現

実
に

､

社

会
の

創
設
に

さ

き

だ
っ

た

い

か

な

る

契
約
も

あ
り

え

な
か
っ

た

の

で

あ

る
｡

人

間
の

市
民

的

慣
習
を
か

た

ち
づ

く
っ

た

り
､

表
現

す
る

習

慣
や

憲
章
や

法
規
は

す
べ

て

社

会
が

創
設
さ

れ

た

以

後
の

こ

と
に

属
す
る

｡

法
に

お

い

て

虚
構
を

使
う
こ

と

は
､

市
民

的

行

動
を

整

理

す
る

の

に

は

便
利
で

あ

ろ

う
､

し
か

し

自
然
の

法
を

説
明

す
る

の

に

役
だ

た

な
い

｡

と
い

う
の

は

自

然
の

法
に

お

い

て

は
､

す
べ

て

の

権

利
と

義
務
と

は
､

そ

れ

が

客
観
的
に

存
在
し
て

い

る

ば

あ

い

に

の

み

承
認

さ

れ

る

か

ら
で

あ

り
､

い

か

な
る

虚
構
か

ら
も

確

(

4
)

認
さ

れ

な
い

か

ら

セ

あ

る
｡

+

倫
理

学
(

○

監
已
班
t

召
)

｡

人

間
の

社
会

活
動
の

な
か

で

道
徳
法

則

が

適
用
さ

れ

る

第
二

の

領
域
は

行
動
の

選

択
に

義
務
の

法
が

支

配

し
て

い

る

領
域

､

す
な

わ

ち
ひ

と

が

し

な

け

れ

ば

な

ら

な
い

法
に

ょ

っ

て

支

配
さ

れ

て

い

る

領
域
で

あ

る
｡

い

い

か

え
れ

ば

公

私
の

生

活
に

お

け
る

実
践
的

義
務
の

問
題
で

あ

る
｡

法
学
が

禁
止

的
･

脱



一 橋論叢 第五 十 巻 第 三 号 ( 1 2 )

消
極
的
で

あ
る

の

に

反
し

､

こ

の

法
は

で

き
る

か

ぎ

り
の

善
意
の

行
動
を

要

請
し
て

い

る

意
味
に

お

い

て
､

積
極
的
で

あ

る
｡

こ

の

領
域
で

は
､

宗
教
的

･

社

会
的
評
価
の

拘
束
お

よ

び

良
心
の

拘
束

以

外
い

か

な
る

強

制
も

加
わ

ら

な
い

｡

フ
ノ

ア

ー

ガ

ス

ン

は

社
会

的

評
価
の

拘
束

力

は
､

人

間
の

社

会
性
か

ら

生
ま

れ

る

こ

と

を

指

摘

し
､

そ

し
て

､

善
意
を
あ

ら
わ

す
徳
に

つ

い

て

詳
し

く

論
じ

て

い

る
｡

フ

ァ

ー

ガ

ス

ン

の

あ

げ

る

主

要
な

徳
ほ

､

誠
実

(

胃
｡

訂
t

ユ
､

憤
慮

(

実

已
e

n
O

e
)

､

節
制
(
t

e

2

官
言
β
O

e
)

お

よ

び

剛
毅

(

f

O

註
･

t

已
e
)

で

あ

り
､

そ

れ

ぞ

れ

は
ま

た

細
か

く

わ

け

ら
れ

て

い

る
｡

中
心

的
な

地

位
を

し

め
る

徳
は

誠
実
で

あ

る
｡

こ

れ

は
､

｢

人

間

の

権

利
と

幸
福
に

示
さ

れ

る

顧
慮
を

あ

ら

わ

し
て

い

る

か

ら

で

あ

る
｡

+

か

れ

に

お

い

て

注

目

す
べ

き

点
は

､

人

間
の

社

会

的

性

質

に

基
づ

き
､

社

会
に

た

い

す
る

義
務
と

し
て

公

共

精
神
が

強
調

さ

れ

て

い

る

こ

と
で

あ

る
｡

｢

公

共

精

神
は

､

公

共
の

安

全

と

善
と

を
､

個
々

の

利
益

や

部
分
を

考
慮
す
る

こ

と
に

よ

り
､

優
先
さ

せ

(

5
)

る

こ

と

で

あ
る

｡

+

政

治
学
(

宮
】

琵
○
払
)

｡

政

治
の

領
域
は

､

フ

ァ

ー

ガ

ス

ン

に

よ

れ

ば
､

道
徳
法

則
が

適
用
さ

れ

る

第
三

の

領
域
で

あ
る

｡

か

れ

は

社

会
お

よ

び

国
家
の

歴
史
的
起
源
に

つ

い

て
､

社

会
契
約
説
を

批
判

し
､

続
い

て
､

国
家
の

政

策
的

関
心

､

と

く
に

国
家
経

済
(

勺
仁

F

ー

ー

…
8
｡

｡

ロ
ユ

ー
人
民
の

数
､

性

格
お

よ

び

富

な

ど

の

詔

資

淵

源
お

よ

び

国

家

経

費
を

支

弁
す
る

た

め

の

租
税
の

賦
課

･

徴
集
の

原
理

を

明

ら
か

に

す
る

ー
お

よ

び

政

治

の

自

然

法
(

せ
U
-

-

t

-

｡

a
-

-

a

弓

O
f

ロ

P
t

弓
e

)

を

論
じ
て

い

る
｡

政

治
の

自

然
法

と

は
､

政

治

制
度
が

も

た

ら

す

利
益

､

す
な
わ

ち

国

家
組
織
の

も

と

に

あ

る

人

間
に

と

っ

て

望
も

し

き

法
を

意
味
し

て

い

る
｡

そ

こ

に
､

か

れ

の

最
大
の

関
心

が

お

か

れ

て

い

る
｡

か

れ

は

ま

ず
社

会

契
約
説
を

批
判
し

て

つ

ぎ
の

よ

う
に

述
べ

て

い

る
｡

｢

人

類
の

歴

史
か

ら
つ

ぎ
の

こ

と

が

明

ら

か

で

あ

る
｡

人

間
は

つ

ね

に

群
れ

を

な

し
､

仲

間
を

な
し

て

行

動

し

て

き

た

こ

と
､

か

れ

ら

は

個
人

お

よ

び

社

会
の

善
を

理

解
し

て

き

た

こ

と
､

か

れ

ら

は
､

そ

れ

ぞ

れ

自
分
た

ち

自

身
の

保
存
の

た

め

に

仕
事
を

行
な
い

な

が

ら
､

政

治

体

を
つ

く
り

だ

し
､

そ

し
て

共

同
の

利
益

(

6
)

の

た

め

に

自

分

た

ち
の

カ

を

結
集
し

て

い

る

こ

と

で

あ

る
｡

+

国

家
経

済
､

と

く
に

国

家

資
渡
の

び

と
つ

に

数

え

ら
れ

た

富
に

つ

い

て
､

フ

ァ

ー

ガ

ス

ン

の

見

解
は

､

後
期
の

重

商
主

義
的

詔
見

解
に

た
っ

て

い

る
｡

か

れ

は

価
値
を

交

換
に

よ
っ

て

当

事
者
が

獲

得
す
る

余

剰
が

も
つ

人
口

扶

養
力
に

よ
っ

て

測
定

さ

る

べ

き

だ

と

述
べ

､

富
を

生

活

資
料

､

便
宜
晶

､

装

飾
品

に

区

別
し

､

つ

ぎ
の

よ

う
な

｢

商
業
に

つ

い

て

の

法
(
-

P

弓

O
h

0

0

日
m
e

3
e
)

+

を

掲
げ
･

材

瑞

_
r

ト
l

噂

吋

l や

･鳴



( 1 3 )
●
ア ダ ム ･

フ ァ
ー ガ ス ン に お け る 道徳 哲学と 『歴 史』 との 関連

計

*

¶

一
-
-
.

.

争

紳

一
-

一
一
1

計

紳

て

い

る
｡

一

､

利
益

が

相

互

的
で

あ

る

ば

あ

い

に

は
､

商
業
は

両

当
事
者
に

よ
っ

て

制
限
さ

る

ぺ

き

で

は

な
い

こ

と
､

二
､

単
に

装

飾
品
を

得
る

た

め
に

生

活

資
料
と

便

宜
品

を

与

え
る

貿
易
は

､

損

失

を

す
る

側
か

ら

制
限
さ

る

べ

き
こ

と
､

三
､

独

占
は

商
業
に

と

っ

て

有
害
で

あ

る

こ

と
､

四
､

一

国
民
の

富

は
一

定

時

期
の

穀

倉
､

倉
庫
の

状

況
で

測
る

べ

き

で

は

な

く
､

国

土
の

肥

沃
性

､

人

民
の

数
､

か

れ

ら
の

節
約

､

勤
勉
お

よ

び

熟
練
で

測
る

べ

き

で

あ

る

こ

と
｡

国

家

経

済
の

重

要
項
目
で

あ
る

租

税
に

つ

い

て
､

か

れ

は
､

つ

ぎ
の

椿
率
(

買
-

○

且
を

あ

げ
て

い

る
｡

一

､

国
家
の

緊
急

費
用

は
､

常
時
準

備
さ

れ

て

い

な

け
れ

ば

な
ら

ず
､

ま

た

人
民

が

負
担

し

な

け
れ

ば

な

ら

な
い

こ

と
｡

二
‥

租
税
の

賦
課
の

さ

い
､

い

か

な
る

人
民

に

も

不

必

要
に

賦
課
し

な
い

こ

と
｡

三
､

人
民

お

よ

び

か

れ

の

財
産
が

損
傷
さ

れ

ざ

る

こ

と
｡

四
､

貿

易
の

い

か

に

有
用
で

な
い

部
門
に

も

不

必

要
に

賦
課
し

な
い

こ

と
｡

五
､

不

平

の

原
因
の

少

な
い

租
税
が

選
ば

る
べ

き
こ

と
｡

六
､

租
税
を

徴
集

す
る

の

に

経

費
の

最
も

少
い

方

法
が

選

ら

ば
る

べ

き

こ

と
｡

次
い

で

租
税
の

種
類
と

し

て

人

頭
税
(

c

名
言
P
t
-

｡

ロ
)

､

賦
課
金

(

a
仏

器
?

日
e

ま
)

､

関

税
お

よ

び

消
費
税
を

あ

げ
､

そ

れ

ぞ

れ

の

特

質
を

述

べ

て

い

る
｡

注
目

す
べ

き

点
は

､

人

頭
税
は

貧
民

に

過

酷
で

あ

り
､

財

産
が

不

平

等
に

配

分
さ

れ

て

い

る

と

き
に

は

土

地

財
産
に

た
い

す
る

賦
課
金
が

公

平
で

あ

る

と

指
摘
さ

れ

て

い

る

こ

と
､

ま

た

関

税
は

商
人
が

消

費
者
に

す
る

の

が

普
通

な
の

で
､

浪

費
者
や

富
者
が

負
担

す
る

装

飾
品
と

高
価
な

便

宜

品
に

た

い

す
る

も
の

が

人

間

性
と

正

義
に

ふ

さ

わ

し
い

と

さ

れ
､

消

費
税
は

不

平
の

原
因

に

な

り

や

す
く

､

国

家
に

た

い

す
る

人

民
の

敵
意
を

つ

く

り

だ

す

お

そ

れ

が

あ
る

と

述
べ

ら

れ

て

い

る
｡

最
後
に

､

政

治
の

領
域
で

最
も

重

要
な

政
治
の

法
に

つ

い

て
､

か

れ

は
つ

ぎ
の

四

つ

の

法
を

確
立

す
る

｡

一

､

政

治

諸

制
度
は

､

そ

れ

が

人
民
の

安
全

と

幸
福
に

寄
与

す

る

に

応
じ

て

利
益
が

大

き
い

｡

人
民
の

安

全

と

は

周

知
の

ご

と

く

｢

人
民
の

権
利
の

確

実

な

享
受
+

を

意
味
す
る

｡

二
､

政

治

的

諸

制
度
は

人
民
の

環
境
と

性
格
と
に

適
合
し
て

い

る

の

に

応
じ
て

人

民
の

安
全
を

確
保
す
る

と
い

う
こ

と
｡

三
､

官
職
の

配

分
は

､

そ

れ

が

政

治

形

態
(
t

ど

g
n

賢
t

已
6

.

且

に

適
合
し

て

い

る

こ

と

に

応
じ
て

利
益
が

大
き

い
｡

こ

こ

で

い

う

官
職
と

は

国

家
の

諸
機

能
で

あ
る

立

法
､

司
法

お

よ

び

行
政
を

意

味
し
て

い

る
｡

四
､

政

治

制
度
が

人

間
の

外

的

状
態
の

な

か

で

最
も
重

要
な

項

(

8
)

目
で

あ

る

こ

と
｡

｢

政
治

制
度
の

如
何
に

よ

っ

て

-
と

か

れ

は

っ

∂

言
う

一
人
民
の

権
利
は

維
持
さ

れ

た

¢
､

ま
た

侵
害
さ

れ

た

り

朗
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す
る

｡

ひ

と
は

平
等
の

関
係
に

お

か

れ

た

り
､

主
人

と

奴
隷
の

関

係
に

お

か

れ

た

り

す
る

｡

か

れ

ら
の

犯

罪
が

公

認
さ

れ

た

り
､

抑

止

さ

れ

た

り

す
る

｡

ま

た

か

れ

ら
の

習

俗
が

改
善
さ

れ

た

り
､

腐

(

9
)

放
し

た

り

す
る

の

で

あ

る
｡

+

こ

の

よ

う
に

フ

ァ

ー

ガ

ス

ン

は

社

会
活

動
の

多
く
の

分

野
に

作

用

し
て

い

る

道
徳
の

法
の

探
究

を

試
み

て

い

る
｡

そ

の

試
み

は
､

ま

す
ま

す
社

会
現

象
の

相

互

関

係
の

理

解
に

進
む

方

向

を

も
た

ざ

る

を

え

な
い

｡

な
ぜ

な
ら
フ

ァ

ー

ガ

ス

ン

に

よ

れ

ば

｢

人
々

の

意

見
､

習

慣

お

よ

び

職

業
の

大
部
分

は
､

か

れ

ら
の

社

会
の

状
態
か

●

ら
生

ま

れ

る

こ

と
､

び

と

び

と

は

人

類
を

愛
す
る

に

応
じ
て

幸
福

で

あ

る

こ

と
､

か

れ

ら
の

権
利
と

義
務
と

は

相
互

に

関
係
し
て

い

る

の

で
､

か

れ

ら
の

最
大
の

関
心

は
､

相
互

関

係
の

な

か

に
､

か

れ

ら
の

社
会
の

状

態
に

み

ら
る
べ

き

だ

と

い

う
こ

と

が

明
ら
か

で

(

1 0
)

あ
る
+

か

ら
で

あ

る
｡

(

1
)

Ⅰ

ロ
の

江
叶

ま
e

払
〉

p
.

¢

い
.

(

2
)

I

E
d

.

-

や

岩
い
.

(

3
)

H

ど
d

一-

や

岩
P

(

4
)

H

E
〔

r

ワ

ー

笥
一

(

5
)

(

6
)

I

E
(

r

p

.
こ
P

(

7
)

Ⅰ

ど
P

-

p
.

-

設
.

(

8
)

H

ど
P

-

p

+
∞

-
.

(

9
)

H

E
( .

r

ワ
N

O

汁

(

1 0
)

I

E
d

一

-

句

中

㌫
い

-
P

五

結
び

に

代

え
て

-
『

諸

原
理
』

と

『

歴
史
』

と

の

関

連

-

わ

れ

わ

れ

は

『

諸

原
理
』

に

お

け
る

フ

ァ

ー

ガ

ス

ン

の

道
徳
哲

学
の

体

系
的

構
造
を

明
ら

か

に

し

た
｡

簡
単
に

要
約
す

れ

ば
､

か

れ

の

道
徳
哲

学
は

つ

ぎ
の

よ

う

な

構

造

を

も
っ

て

い

る
｡

第
一

に
､

か

れ

は

当

時
の

自
然
科
学
の

経

験
的

･

分

析
方

法
を

模
範
と

し
て

道
徳
哲
学
を

建

設
し

ょ

う
と

し

た

こ

と
｡

第
二

に
､

道
徳
哲

学
に

お

け

る

｢

究
極
的
な

事
実
+

は
､

人

間
の

本

性
に

あ

る

こ

と
､

そ

し
て

人

間
の

本

性
は

､

他
人
の

観
察
お

よ

び

自
分

自
身
の

精
神
の

な

か

で

起
っ

た
も
の

の

回

顧
に

よ

っ

て

明
ら

か

と

な

り
､

科

学

的
研

究
の

す
ぐ
れ

た

対

象
と

な

る

こ
.
と

｡

第
三

に
､

道
徳
哲

学
は

こ

こ

で

明

ら
か

に

さ

れ

た

人

間
の

本

性
に

､

す

な
わ

ち

知

力

お

よ

び

意
思
の

法

則
に

そ

の

基
礎
を

お

い

て

い

る

こ

と
｡

第
四

に
､

人

間
の

生

活

を

指
導
す
る

最
も

包
括

的
な

道
徳
法

則
は

人

類

愛
で

あ

る

こ

と

を

規
定

し

た

こ

と
｡

第
五

に
､

こ

の
一

般
的

道
徳

法
則
を

､

さ

ま

ざ

ま
の

社

会

関

係
の

な

か

で

明

ら

か

に

す

る

こ

と
､

言
い

か

え

れ

ば
一

般
的
道
徳
法

則
の

法

的
･

倫
理

的
･

政

治

2 β4

ボ

鴇

,
′

l
r

l

噂

噸

ゃ

や

●

.

ト

l
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称

耕

ー

+

一

'
■
一
一

中

外

書1
*

的
解
釈
を

与

え

る

こ

と
｡

総
じ

て

い

え

ば
フ

ァ

ー

ガ

ス

ン

の

道
徳

哲
学

は
､

十

八

世

紀
の

｢

ス

コ

ッ

ト

ラ

ン

ド

歴
史
学
派
+

の

他
の

そ

れ

と

同

じ

く
､

経
験
論
的

基
礎
に

よ

る

人

間
及

び

社

会
の

稔
体

的
把

握
の

試
み

と

し

て

理

解
さ

れ

る

で

あ

ろ

う
｡

『

歴
史
』

は

『

諸

原
理
』

の

方

法
･

観
点

か

ら

必

然

的
に

発
展

し
た

｡

フ

ァ

ー

ガ

ス

ン

が

そ

の

方

法

す
な

わ

ち

経

験
的

方
法

に

忠

実
で

あ

ろ

う
と

す
れ

ば

す
る

ほ

ど
､

人

類
の

歴
史
的

諸

事
実
が

集

め
ら

れ
､

『

諸

原
理
』

で

い

う

精
神
の

自
然

的
事
実

が

明

ら

か

に

さ

れ

な
け

れ

ば

な

ら

な
い

か

ら

で

あ

る
｡

か

く
て

歴

史
は

､

一

方

で

は

観
察
の

材
料
と

し
て

､

ま

た

他

方
で

は

精
神
の

原

理
が

例
証

さ

れ

る

場
と

し
て

現
わ

れ

て

く

る
｡

『

諸

原

理
』

に

お

け

る

人

類

の

歴

史
に

つ

い

て

の

詔

項
目

は

多
く
の

資
料
に

よ
っ

て

豊
富
に

さ

れ
､

『

個
人
の

歴
史
』

の

原
理

に

よ
っ

て

首
尾

一

貫

明

ら

か

に

さ

れ
､

一

個
の

そ

れ

自

身
独

立

し

た

歴

史
的
叙
述
と

し
て

成
立

す
る

こ

と
に

な
っ

た
の

で

あ

る
｡

『

歴
史
』

は

｢

野

蛮
+

(

∽

p

≦
P

的
e

→

ユ

か

ら

｢

蒙

昧
+

(

訂
旨
a
･

ユ
玩

m
)

を

経
て

｢

市
民

社

会
+

に

至

る

人

間
の

社

会

生

活
の

進
歩

の

歴
史
を

そ

の

主

要
内

容
と

し

て

い

る
｡

そ

こ

で

は

政

治
制
度
の

他
に

財
産

･

法
･

技
術

･

慣
習

･

文
学

･

科
学
な
ど

の

あ

ら

ゆ

る

領
域
で

の

人

間
の

社
会
生

酒
の

進

歩
が

､

経
験
論
的
把

握
に

よ

っ

て

あ

と
づ

け

ら
れ

て

い

る
｡

そ

こ

で

の

特

徴
は

第
一

に
､

か

れ

は

｢

わ

れ

わ

れ

自

身
の

観
察
し

う
る

範
囲

内
や

歴

史
の

記

録
の

う

ち

に

つ

ね

に

現
れ

た
+

人

間
の

社

会
性
の

事
実
に

も

と

づ

い

て
､

ホ

ッ

ブ

ス

､

ル

ソ

ー

の

自
然

状
態
の

仮
設
と

そ

れ

に

も

と

づ

く

国

家

の

成
立
の

根
拠
を

批

判

し
た

こ

と

で

あ

る
｡

フ

ァ

ー

ガ

ス

ン

に

よ

れ

ば

｢

社
会

は

個
人

と

同

様
に

古
く

､

言

語
の

使
用
は

手

足
の

使

用
と

同

じ

よ

う
に

普
遍
的
な

の

で

あ

る
｡

+

従
っ

て
､

人

間
の

歴
■

史
に

社

会
の

な
い

自

然

状
態
は

考
え

ら

れ

な
い

｡

こ

の

社

会
の

起

濠
は

｢

な
に

か

曖
昧
な

､

は

る

か

な

起
源
か

ら

出
て

い

る

の

で

あ

る
｡

そ

れ

ら
は

哲
学
の

始
ま

る

は
る

か

以

前
か

ら
､

人

間
の

思

索

か

ら
で

は

な

く
て

本
能
か

ら

発
し
て

い

る
｡

人
間

が

群
を

な

す

と

き
､

そ

の

制
度
や

政

策
は

か

れ

ら
の

お

か

れ

て

い

る

環
境
に

従
っ

(

1
)

て

左

右
さ

れ

る

の

で

あ

る
｡

+

そ

し
て

社

会

契

約

説

を

次
の

よ

う

に

批

判
し
た

｡

｢

い

か

な
る

政
治

組

織
も

単

な

る

提

携
に

よ
っ

て

(

2
)

形

成
さ

れ

る

の

で

は

な
い

｡

+

意
識
的

な

政

治

社

会
の

秩
序
と

権

威
は

､

個
人
の

才
能

･

気
力
の

相

違
と

多
人

数
の

服

従

性
が

合
致

す
る

こ

と
に

よ
っ

て

徐
々

に

形
成

さ

れ

た

も
の

で

あ
っ

て
､

決
し

て

社
会

契
約
に

よ

っ

て

自
然
状
態
か

ら
一

挙
に

形

成
さ

れ

た

も

の

で

は

な
い

と
｡

か

く
て

人

間
の

社
会
性
を

根
拠
に

し
た

フ

ァ

ー

ガ

ス

ン

の

社

会

鰯
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の

歴
史
的
発

展
過

程
は

､

社

会

契
約
論
者
の

主

張
す
る

よ

う
に

､

理

性
や

個
人
の

計

画
の

実
現

過

程
と

し
て

で

は

な

く
､

人

間
の

本

能
的
な

動
き
に

左

右
さ

れ

て
､

何
人
も

統
制
で

き

な
い

盲
目

的
な

発
展
過

程
と

し
て

あ

ら
わ

れ

る
｡

｢

人

類
が

現

実
過

程
に

従
っ

て

不

便
を

除

去
し

､

明

白
な

身
近

か

な

利
益

を

追

求

す

る

場

合

に

は
､

想

像
も

及

ば

な
い

結
果
に

到

達

す
る

の

で

あ

っ

て
､

人

類
は

他
の

動
物
と

同

様
､

そ

の

終
極
点

を

意

識
せ

ず
に

自
然
の

退
を

歩

(

3
)

み

続
け
■
る

の

で

あ

る
｡

+

こ

こ

で

初
め
て

社

会
諸

形
態

の

発

展

法

則
が

問

題
と

さ

れ

た

の

で

あ

る
｡

第
二

に
､

社
会
の

発

展
を

人

間
の

自

己

保

存
の

法
則

､

利
己

心

の

展
開
を

中

心

と

し
て

理

解
し
て

い

る

こ

と

で

あ

る
｡

人

類
の

社

会
の

最

初
の

段
階
は

野
蛮
社

会
で

あ

る
｡

こ

の

社

会
で

は

住
民

は

狩
猟
や

漁

拶
､

あ

る

い

は

土

壌
の

自
然

的
生

産
物
に

よ

っ

て

生

活

し
て

い

る
｡

こ

こ

で

は

成

員
の

数
は

少

な
く

､

同
府

只

的
で

あ

る
｡

私

有
財
産
は

通

常
わ

ず
か

の

武
器

､

器

具
､

毛

皮
に

す

ぎ

な
い

｡

こ

の

よ

う

な

野
蛮
社

会
が

､

社

会
の

次
の

段
階
に

進
む
の

は
､

フ

ァ

ー

ガ

ス

ン

に

よ

れ

ば
､

｢

個
人

的
利
益
へ

の

関

心
､

所

有

観

念
の

発
達
+

に

よ

る

の

で

あ

る
｡

従
っ

て

か

れ

は

文

明

社
会

(

O

T

5 .

-

容
C
-

e
t

ユ

を

次
の

よ

う
に

位
置
づ

け
た

｡

文

明

社

会

に

お

け

る

最
も

特

徴
的

な
こ

と

は
､

個
人

的
利
益
の

目

覚
め

と

分
業
の

究

達
及
び

国

家
の

成
立
で

あ

る
｡

･

分
業
は

社

会
を

急

速
に

発
展
さ

せ

朗り
～

た
｡

｢

技
術
と

政

策
の

発

達
に

と

も

な
い

国
家
の

あ

ら

ゆ

る

成

員

(

4
)

は

階
級
に

分

化
さ

れ

る

の

で

あ

る
｡

+

ま

ず
｢

政

治
の

部

門

と

革

(

6
)

事
部

門
が

分

化

す
る

｡

+

生

産
部
門
に

お

い

て

も

各

種
.
の

区

別

が

生

じ

て

く
る

｡

分

業
は

個
人

間
の

不

平

等
を

著
し

く
し

､

私

有
財

産
の

不

平
等
な

分

配
は

､

経
済
関

係

に

も

と
づ

く
(

フ

ァ

ー

ガ

ス

ン

の

愛
好

す

る

表

現
に

よ

れ

ば

偶

然

的
な
)

従

属
関

係
を

生

む
｡

こ

の

従

属
関

係

は

政

治

関
係
か

ら

で

は

な

く
､

｢

お

そ

ら

く

財
産
の

分

配
や

勢
力
の

不

等
を

生
ぜ

め

し

る

な

七

か

他
の

事
情
か

ら

生

ま

れ

(

6
)

る
｡

+

こ

の

よ

う

な
社

会
に

お

い

て

は

相
互

的

尊
敬
や

愛
情
に

か

わ
っ

て
､

法

律
的

な

抑
制
に

よ

っ

て

平

和

が

維
持
さ

れ

る
｡

こ

こ

に
､

こ

の

よ

う
な

私

有
財
産
の

関

係
を

規
制
し

､

維
持
す
る

た

め

に

正

規
の

法

律
が

制
定
さ

れ
､

国

家
が

成

立

す
る

の

で

あ

る
｡

こ

の

事
情
の

も

と
で

は
､

法
律
は

｢

利
益
に

対

す
る

欲

求
こ

そ

が

不

法

行

為
を

行
な

う

主

た

る

動
機
で

あ

る

と
こ

ろ
か

ら
､

主
と

し

て

(

7
)

財

産
に

園
達
す
る

こ

と

に

な
る

の

で

あ

る
｡

+

だ

か

ら

国

家
の

任

務
は

第
一

に

こ

の

私
有

財
産
の

保

護
に

向
け

ら

れ

る
｡

す
な
わ

ち

｢

政

府
の

第
一

次

的
な

目

的
は

､

そ

の

人
民
の

財
産
を

保

護
し

､

勤
勉

な

人
々

が

そ

の

労
働
の

成
果
を

収
め

､

正

当
に

後
に

払
わ

る

べ

き

負
債
を

回

収

す
る

こ

と

を

保

護
し

､

取

引
の

過

程
に

お

い

て

ボ

稀

ー

1
.
1

坤

鵬

l ぜ

･輯
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(

8
)

起
る

争
い

に

た

い

し
て

､

公

平
な

裁

判

を

す
る

こ

と

で

あ
る

｡

+

商
工

業
の

発
達
も

ま

た

人

間
の

自
己

保

存
の

法

則
に

基
い

て

い

る
｡

こ

の

よ

う

に

経

済
の

発
展
は

､

分

業
を

ま

す
ま

す

促
進
し

､

そ

れ

が

人

間
性
を

香
定

す
る

こ

と

も

フ

ァ

ー

ガ

ス

ン

は

鋭
く

指
摘

し
て

い

る
｡

｢

機
械
的

技
術
の
■
多
く
の

も
の

は
､

感

情
と

理

性
と

が

ま
っ

た

く

抑
圧
さ

れ

た

ば

あ
い

に

最
も

よ

く

功
を

収
め
る

も
の

で

あ

る
｡

+

｢

マ

ニ

ュ

フ

ァ

ク

チ
ュ

ア

ー

が

最
も

繁
栄

を

き

た

す
の

は

作
業
場
が

人

間

を

そ

の

部
分

品
と

す
る

び

と
つ

の

機
械
と
み

な

(

9
)

さ

れ

る

ほ

ど
に

人
々

が

最
も

放
心

状

態
に

あ

る

ば

あ
い

で

あ

る
+

と
｡

し

か

し

全

体

と

し
て

経
済

活

動
は

『

歴

史
』

に

お

い

て

も

『

諸

原
理
』

と

同

じ

く

社

会
性
の

原
理

と

調

和
す
る

も
の

と

考
え

ら
れ

て

い

る
｡

｢

自
分
た

ち
の

特
定
の

商
売

以

外

の

あ

ら

ゆ

る

人

間
事
象
に

無
知
で

あ

り
､

国
家
の

利
益

を

自
己
の

注

意
の

対

象
と

し
て

も

た

な

く
て

も
､

自
己

の

宿
敵
に

従
っ

て

い

る

か

ぎ
り

､

欲

せ

ざ

る

に

か

か

わ

ら

ず
､

全

体
の

維

持
に

寄
与

し
て

い

る

の

で

あ

(

1 0
)

る
｡

+

こ

の

こ

と

は

『

諸

原
理
』

に

お

い

て

明
ら

か

に

さ

れ

た

フ

ァ

ー

ガ

ス

ン

の

人

間
性
把

握
と

完
全
に

一

致
し
て

い

る
｡

『

歴
史
』

の

目

的
も

､

『

諸

原
理
』

の

そ

れ

と

合
致
し
て

い

る
｡

『

歴
史
』

の

目

的
は

｢

人

間
の

行
為
は

す
べ

て

等
し

く

人

間
性
の

結
果
で

あ

る

こ

と
+

を

示

す
ば

か

り
で

な

く
､

｢

人

間
自

身
の

行

動
を

判
断
し

､

人

間
の

最
良
の

自

然

状

態
に

到

達

す
る

規
準
+

を

提
供

す
る

こ

と
に

あ

る
｡

言
い

か

え
れ

ば
､

｢

そ

れ

は

正

し

い

こ

と

と

は

な
に

か
､

ま

た

不

正

と

は

な
に

か
､

人

間
の

生

活

態
度
か

ら

み

て

幸
福
と

は

何
か

､

悲

惨
と

は

何
か

､

さ

ま

ざ

ま
の

状

況
の

中
で

人

間
の

優
し
い

性
質
に

と
っ

て

好
ま
し
い

も
の

は

な
ん

で

あ

(

1 1
)

ろ

う
か

､

.
そ

の

逆
と

は

な

ん

で

あ

ろ

う
か
+

と
い

う
問
題
を

明

ら

か

に

す
る

こ

と

に

あ

る
｡

こ

の

意
味
に

お

い
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