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エ

､
､

､

-

ル

･

デ
ュ

ル

ケ

ー

ム

ー
経
済
融
合
か

ら

道
徳
融

合
へ

の

近

代

社
食
観
の

韓
倒

-

-

デ
ュ

ル

ケ

ー

ム

の

社
食
撃
は

､

マ

ッ

ク

ス

･

ウ
ェ

ー

バ

ー

の

そ

れ

と

と

も
に

､

現

代

社

食
撃
の

主

要
な

原
型
の

一

つ

で

あ

る

と

す

る

見

方
が

あ
る

｡

フ

ラ

ン

ス

に

お

い

て

デ
ュ

ル

ケ

ー

ム

学
派
の

侍

統
が

根
強
い

こ

と
は

云

う
ま

で

も

な
い

が
､

現

在
の

ア

メ

リ

カ

社

食
単
に

お

い

て

も
､

デ
ュ

ル

ケ

ー

ム

を

現
代
社
食

撃
の

生

み

の

親

と

し

て
､

デ
ュ

ル

ケ

ー

ム

に

立

ち

辟
り

､

そ

こ

か

ら

養
分
を

汲
取

(

1
)

ろ

う
と

す
る

傾
向
が

あ

る
｡

現

代
社
食
挙
が

､

そ

の

よ

う
に

デ
ュ

ル

ケ

ー

ム

を

重

税
す
る

理

由
と

し
て

は
､

お

よ

そ

次
の

諸
鮎
が

考

洩

ら
れ

る
｡

第
一

に
､

デ
ュ

ル

ケ

ー

ム

が
､

理

論
的
側
面
と

経
験

的
事
茸
観
察
の

側
面

と
の

密
接
な

関
連
を

う
ち

た

て

よ

う
と

し
た

古

賀

英

三

郎

鮎
､

か

れ

の

方

法
論
が

､

経
験
的
な

問
題
に

接
近

す
る

た

め
の

･

今
日

の

い

わ

ゆ
る

｢

フ

レ

ー

ム

･

オ

ブ
･

レ

フ

ア

ラ

ン

ス
+

の

設

定

に

あ
っ

た

と
い

う

鮎
で

あ
る

｡

第
二

は
､

第
一

の

鮎
と

関
連

す

る

の

だ

が
､

特
に

『

自
殺
論
』

に

お

け
る

方

法
と

し

て

の

比

較
研

究
と

そ

の

操

作
主

義
的

手

法
｡

第
三

は
､

｢

社

食

的
行

為
+

の

理

論
の

萌
芽
形

態
の

存
在

｡

第
四

は
､

社
食
成
層
に

お

け

る

位
階
の

道
徳
的
債
値
づ

け
の

問
題
と
の

関
連
で

み

た

場
合
の

､

デ
ュ

ル

ケ

ー

ム

の

道
徳
理

論
へ

の

注

目
｡

第
五

に
､

社
食
解
慣
現

象
と

し

て

(

2
)

の

ア

ノ
､
､

､

-

の

理

論
へ

の

関
心

な

ど

で

あ

る
｡

こ

の

よ

う
に

､

デ
ュ

ル

ケ

ー

ム

と

現

代
社
食
撃
と
が

密
接
な

関

連
に

あ

る

以

上
､

現

代
の

社
食
単
に

封
し

あ

る
一

定
の

態
度
決
定

0
)

を

し

よ

う
と

す
る

も
の

は
､

デ
ュ

ル

ケ

ー

ム

に

対
す
る

対
決
を

さ

ヰ4
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+

心
=

1
せ

■バ
り

一
旬

+

い
j
.

1
亡
､

溝

.リ
+

ぅ
り
■

Ⅴ
｡

u
q

.1
､

1
t

.■】

+

g

け
て

通
る

こ

と

は

で

き

な
い

の

で

あ

る
｡

も

ち

論
､

す
で

に

多
く

の

著
書
論
文

が
､

デ
ュ

ル

ケ

ー

ム

批
判
の

た

め

に

書
か

れ

て

い

(

3
)

る
｡

集
合
意
識
概
念
に

お

け
る

個
人

意

識
の

無
税

､

従
っ

て

心

理

畢
の

排
除
に

封
す
る

批
判

､

個
別

諸
科

学
(

経
済

寧
や

倫
理

寧
な

ど
)

の

濁
白
の

存
在
を

香
足

す
る

社
食
畢
主

義
に

封
す
る

批

判
､

圭

慣

性
の

論
理

な

き

客

観
主

義
に

封
す
る

批
判

､

敢
合
的
現

賓
を

動
態

的
に

み

る

歴

史
意
識
の

映
如
に

封
す
る

批

判
な

ど

を

あ

げ
る

こ

と

が

で

き
よ

う
｡

こ

れ

ら
の

デ
ュ

ル

ケ

ー

ム

批

判
は

､

デ
ュ

ル

ケ

ー

ム

の

映
陥
を

適
切
に

衝
い

て

い

る

も
の

で

あ

る
｡

し
か

し
､

こ

れ

ら
の

批
判
は

､

な
る

ほ

ど

本
質
的
な

も
の

で

は

あ
る

け
れ

ど

も
､

ま

だ

デ
ュ

ル

ケ

+

ム

の

社
食
観
を

そ

の

根
底
に

お

い

て

問
題
と

す

る

も
の

と

は

思
わ

れ

な
い

｡

い

わ

ば

デ
ュ

ル

ケ

ー

ム

の

社
食
観
の

側
面
を

衝
い

た

側
面

批
判
に

他
な

ら

な
い

｡

で

は
､

デ
ュ

ル

ケ

ー

ム

社
食
畢
の

核
心

を

問
う
に

は
､

い

か

に

問
題
を

提
起
す
べ

き

で

あ

ろ

う
か

｡

そ

れ

は
､

デ
ュ

ル

ケ

ー

ム

の

社

食
畢
慣
系
を

､

社
食

科
挙
史
の

中
に

位
置
づ

け

て

み

た

場
合
に

､

歴

史
的
な

意
味
を

も

っ

て

デ
ュ

ル

ケ

ー

ム

に

狗
白
な

も
の

と

考
え

ら
れ

る

も
の

､

そ

れ

を

と

り
あ

げ
る

こ

と

で

あ

る
｡

で

は
､

社
食
科
畢
史
上

歴
史
的
な

意
味
を

も
っ

て

デ
ュ

ル

ケ

ー

ム

に

濁
自
な

も
の

と

は

何
で

あ

ろ

う

か
｡

筆
者
は

､

そ

れ

を
､

経
済
社
食
か

ら

道
徳
社
食
へ

の

近

代
杜

含
観
の

樽
倒
と

み

る
｡

近
代
政
令
は

す
ぐ
れ

て

経
済
的
な

社
食
と

抑
`

4

▲

し
て

成
立

･

尊

展
し

､

社

食
科

挙
も

ま
た

､

経
済
政

令
の

撃
と

し

て

成
立

･

番

展
し

て

き

た
｡

ホ

γ

ブ

ズ

か

ら
ス

ミ

ス

を

経
て

マ

ル

■
ク

ス

に

至

る

過
程
は

､

こ

の

こ

と
を

雄
群
に

も
の

語
っ

て

い

る
｡

と
こ

ろ
が

､

デ
ュ

ル

ケ

ー

ム

に

よ

れ

ば
､

｢

あ

ら

ゆ

る

社

食

は

道

徳
祀
合
+

で

あ
る

｡

デ
ュ

ル

ケ

ー

ム

の

社

食

挙
が

､

｢

道
徳
の

科

挙
+

を

軸
と

し

核
心

と

し
て

展
開
さ

れ

て

い

る

こ

と

は
､

び

と
の

(

4
)

よ

く

指
摘
す
る

と
こ

ろ
で

あ

る
｡

デ
ュ

ル

ケ

ー

ム

の

道

徳
生

活
に

封
す
る

こ

の

強
い

関
心

は

何
に

由
来
す
る

の

か
｡

ま

た

｢

道
徳
の

科

挙
+

の

構
想
は

､

ど
の

よ

う
な

構
成
を

も
っ

て

い

る

の

か
｡

社

食
が

す
ぐ
れ

て

道
徳
的
で

あ

る

と
い

わ
れ

る

の

は
一

億
何
故
か

｡

総
じ
て

､

経
済
社
食
か

ら

道
徳
社
食
へ

の

こ

の

韓
倒
は

､

デ
ュ

ル

ケ

ー

ム

に

お

い

て

い

か

に

行
わ

れ

た

の

か
｡

何
故
行
わ

な
け

れ

ば

な

ら

な
か
っ

た

の

か
｡

こ

れ

が

筆

者
の

問
題
と

し
よ

う
と

す
る

課

題
で

あ

る
｡

こ

の

課
題
を

解
く
こ

と

は
､

デ
ュ

ル

ケ

ー

ム

社
食
畢

の

仝

鰻
の

基
本

性
格
を

､

解
き

あ
か

す
ば

か

り
で

な

く
､

近

代
社

食
に

封

す
る

デ
ュ

ル

ケ

ー

ム

の

封
決
の

仕
方

を

も

明

ら
か

に

す
る

は

ず
で

あ

る
｡

と
こ

ろ
で

､

デ
ュ

ル

ケ

ー

ム

の

社
食
畢

健
系
に

は
､

そ

の

生

涯

に

わ

た
っ

て

幾
つ

か

の

欒
化

･

螢
展
の

存
在
す
る

こ

と

は
､

す
で
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(

与
)

に

パ

ー

ス

ン

ズ

の

指
摘
し

た

と
こ

ろ
で

あ

る
｡

パ

ー

ス

ン

ズ

は
､

デ
ュ

ル

ケ

ー

ム

社

食
寧
の

欒
化

･

費

展
の

過
程
を

､

次
の

四
つ

の

段
階
に

直
分
し

て

い

る
｡

第
一

の

段
階
は

､

｢

初
期
の

形

成
期
+

と

呼
ば
れ

る

も
の

で
､

基
本

的
諸
問
題
の

定

式
化
へ

の

道
で

あ

り
､

こ

れ

は

『

分
業
論
』

(

一

八

九
三

年
)

に

よ

っ

て

代
表
さ

れ

る
｡

第

二

は
､

｢

初
期
の

綜
合
+

の

時
期
で

あ

り
､

こ

れ

は
『

社
食

畢
的
方

法
の

基
準
』

(

一

八

九
五

年
)

お

よ

び

『

自
殺
論
』

(

一

八

九

七

年
)

に

よ
っ

て

代
表
さ

れ

る
｡

第
三

は
､

｢

初

期
の

綜
合
+

が

崩
壊
し

､

別
の

立

場
に

基
く

髄
系
化
へ

至
る

｢

過

度
期
+

で
､

こ

れ

は

『

個

人

表
象
と

集
合
表
象
』

(

一

八

九
八

年
)

､

『

道
徳
教
育
』

(

刊

行
一

九

二

三

年
)

お

よ

び

『

道
徳

的
事
葺
の

決

定
』

(

一

八

九

七

-
九

八

年
)

に

よ
っ

て

代
表
さ

れ

る
｡

第
四

は
､

新
し
い

一

般
的
立

場
の

基
礎

の

う
え

に
､

新
し
い

経
験
分

野
に

導
く

虞
範
な

問
題
領
域
が

開
か

れ

た

時
代
で

､

『

宗
教
生

活

の

原

初
形
態
』

(

一

九
一

二

年
)

が

こ

の

時
代
を

代

表
す
る

｡

パ

ー

ス

ン

ズ

は
､

こ

の

よ

う
な

直
分
を

､

主
に

社
食
(

特
に

集
合

意

識
)

と

個
人

と
の

関
連
づ

け

如
何
の

見
地

か

ら

行
っ

て

い

る

よ

う
で

あ

る
｡

と
こ

ろ

で
､

前
述

し

た

筆
者
の

課
題
か

ら

す
る

と
､

封
象
は

､

さ

し

あ

た

り
､

パ

ー

ス

ン

ズ

の

云

う
｢

初

期
の

形
成
期
+

に

限

定
さ

れ

る
｡

そ

の

わ

け

は
､

｢

あ

ら

ゆ

ル

ケ

ー

ム

の

見
地
は

､

す

で

に
､

こ

の

時
期
に

提
示
さ

れ

る

か

ら
で

あ

り
､

し
か

も
こ

の

見

地
は

､

そ

の

後
襲
化

す
る

こ

と

な

く
､

最
後
ま
で

貫
徹
す
る

か

ら

に

他
な
ら

な
い

｡

(

1
)

ア

メ

リ

カ

に

お

け

る

こ

の

傾

向
の

代

表

者
は

､

パ

ー

ス

ン

ズ

で

あ

る
｡

C
f

.

→
巴
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0
t

t

勺
P
→
払

○

日
払
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→
F
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∽
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仁
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仁
→
e

O
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S
0
0
-

巴

A
O
t
-

○

ロ
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諾

ご
d
O

∴
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冨
P

笥

訂

S
0
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○
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g
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旨
-

→
F
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O
→

y
.

声
e

ま
芳
d

e

巴
t
-

O

n
.

-

況
阜

.

フ

ラ

ン

ス

に

お

け
る

デ
ュ

ル

ケ
ー

ム

寧

汲

に

つ

い

て

は
､

G
e

O

コ
叫

e

∽

G
仁
【

ユ
t
O

F

P

ロ
a

W
ご

訂
ユ
e

呂
0
0

詔

(

e

P
)

‥

→
弓
e

n
t
i

e
t

F

C
e

n
t

仁
り

叫

S
O
口

岩
】

○
的

¥

-

窒
h

ご

C
.

申
じ

宇

巴
か

‥

B
ご
戸
口

計
-

P

∽

0
0
i

O
】

O

g

訂

f

岩
男
巴

琵

0

0

已
e

ヨ
廿

0

2
β
e
.

-

¢
い

ぃ
.

を
み

よ
｡

(

2
)

そ

の

他
､

政

合
統

制
論

､

宗
教

社

食
畢

､

･
社

食
撃
と

民

族

撃
と

の

関
係

な
ど

の

鮎
か

ら

も

注

目
さ

れ

る

と
こ

ろ

で

あ

る
｡

最
近
の

わ

が

国
に

お

け

る

デ
ュ

ル

ケ
ー

ム

研

究

で
､

筆
者
の

目
に

と

ま
っ

た

も

の

を

あ

げ

る

と

次
の

通
り

｡

清
水

義
弘

｢

デ
ュ

ル

ケ

ー

ム

に

お

け
る

方

法

的

進

化
と

民

族

誌
的

方

法
+

(

『

社

食
畢
評

論
』

第
4

競
､

一

九
五

一

年
)

小

関
藤

一

郎
｢

デ
ュ

ル

ケ
ー

ム

に

お

け
る

｢

社
食

的

な

も

の
+

+

(

『

社

食
畢

評
論
』

第
2 1

競
､

一

九
五

五

年
)

寿
理

茂
｢

社

食

的
ア

ノ

ミ

ー

の

問
題
+

(

『

社

食
畢
評

論
』

第
2 1

競

一

九
五

五

年
)

そ

の

他
の

文

献
に

つ

い

て

は
､

河

閑
古

男
･

内

藤
莞
爾

編
『

社

食

撃
史

概

論
』

､

勒

草

書
房

､

一

九

五

七

年
を

み

よ
｡

(

3
)

最
近
の

デ
ュ

ル

ケ
ー

ム

批
判
の

主

な

著
作

･

論
文

と

し

て
､

さ

4 ∂J

､∵

ノ

賢
一ト
ゲ
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∵
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ブ

ー

グ

レ

は
､

次
の

よ

う
に

述
べ

て

い

る
｡

｢

『

社

食
分

業

論
』

か

ら

『

自
殺
論
』

を

経
て

『

宗

教
生

活
の

原

初
形

態
』

に

至
る

ま
で

､

か

れ

(

デ
ュ

ル

ケ

ー

ム

)

の

支

配

的

関
心

は
､

一

貫
し

て
､

道

徳
の

本

質
､

道

徳
が

社

食
の

中
で

演

ず
る

役

割
､

道

徳

が

社

食
の

慾

求

を

表
現

し

な
が

ら

形

成
さ

れ

餞

達

す
る

様

式
を

理

解

さ

せ

る

こ

と
に

あ

る
｡

か

れ

の

研

究

は
､

す
べ

て
､

程

度
の

差
は

あ

れ

直

接

に
､

道

徳

社

食
畢
に

結

び

つ

い

て

い

る
｡
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O

F
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ワ

ま
〓
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句

p
.

レ

○

阜

-
レ

O

P

二

さ

て
､

上

述
の

課
題
を

解
く
に

あ

た
っ

て

注

目

さ

れ

る
､

デ
ュ

ル

ケ

ー

ム

の

二

つ

の

論
文
が

あ

る
｡

い

ず
れ

も
､

ご

く

初
期
に

殆

ど

同

時
に

善
か

れ

た

も
の

で

あ

る

が
､

そ

の

一

つ

は
､

｢

社

食
科

挙

畑

(

1
)

の

最
近
の

研
究
+

と

題
さ

れ

て

い

る
｡

こ

の

論
文

は
､

ス

ペ

ン

サ

(

2
)

-
､

ル

ニ

ヤ

ー

ル
､

コ

ス

ト

な
ど

を

と

り

あ

げ

批

判
し

っ

1

､

祀

合
筆
が

設

定

す
べ

き

封
象
と

観
鮎
と

を

提
示

し

な

が

ら
､

吐
合

畢

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

を

科
撃
と

し
て

設

定
す
る

プ

ラ

ン

を

示
そ

う
と

し

て

い

る
｡

い

ま

(

3
)

一

つ

は
､

｢

ド

イ

ツ

に

お

け

る

道

徳
の

茸
謹

的
科

畢
+

と

題
さ

れ

る

も
の

で

あ

る
｡

こ

の

論
文
で

は
､

｢

道

徳
の

科
挙
+

の

構
想
が

､

経

済
と

の

関
連
で

道

徳
へ

の

関
心

と

と

も
に

示

さ

れ

て

い

る
｡

こ

の

よ

う
に

殆
ど

同

時
に

示

さ

れ

る

科

学
性
へ

の

要
求
と

道
徳
へ

の

関

心

と
､

そ

し

て

社
食
撃
形

成
の

企

周

と
が

､

ぜ

の

よ

う
に

関
連

し

あ
っ

て

い

る

の

か
｡

こ

れ

が

こ

の

節
で

究

明

す
べ

き

問
題

で

あ

る
｡

さ

し

嘗
り

､

わ

れ

わ

れ

は
､

デ
ュ

ル

ケ

ー

ム

の

所
説
に

｢

つ

い

て

行
か
+

な

け
れ

ば

な

ら

な
い

｡

第
二

の

論
文
を

み

る

と
､

後
の

『

分

業
論
』

に

連

な
る

デ
ュ

ル

ケ

ー

ム

の

ポ

レ

､

､

､

ク

な

立

場
が

判
明

す

る
｡

か

れ

が

批
判
の

封
象

に

す
え
る

の

は
､

一

つ

は
､

｢

功
利
主

義
的
+

立

場
と

絶
科
さ

れ

る

も
の

で

あ

り
､

い

ま
一

つ

は
､

｢

唯
心

論
的
カ

ン

ト

的
+

立

場
と

呼

ば
れ

る

も
の

で

あ

る
｡

こ

の

二

つ

を

批
判
の

封

象
に

設

定

し

っ

つ
､

デ
ュ

ル

ケ

ー

ム

は
､

ド

イ

ツ

講
壇

社

食
主

義
か

ら
ダ
ン

ト

お

(

4
)

よ

び

ポ

ス

ト

に

至
る

線
を

､

自
己
の

継
承

す
べ

き

遺
産
と

み

な

す
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ル ケ ー ム

の

で

あ
る

｡

こ

の

こ

と

は
､

内

容

的
に

ど

の

よ

う
な

意

味
を

も
つ

の

か
｡

デ
ュ

ル

ケ

ー

ム

の

述
べ

る

と
こ

ろ
に

よ

る

と
､

経
済
畢
の

側
か

ら
の

･

経
済
と

道

徳
と

の

関
係
に

つ

い

て

の

理

解
の

仕
方
に

は

三

つ

あ

る
｡

一

つ

は
､

道
徳
の

原

理

を

効
用
に

辟
し

､

道
徳
と

経
済

と
が

二

つ

の

別

個
の

世

界
を

形
づ

く

る

の

で

は

な

く
て

､

経
済
が

道
徳
を

い

わ

ば

吸

収
す
る

関
係
に

あ

る

と

み

る

場
合

､

第
二

は
､

道
徳
と

経
済
と

の

二

つ

の

世

界
が

､

平

行

的
に

濁
立

し
っ

つ

相
互

に

支

え

あ

い

な
が

ら

調

和
的
に

嶺
展
す

る

と

考
え

る

場
合

､

第
三

は
､

両

者
を

切

り

は

な
し

､

道

徳
と

経
済
と

の

関
連
に

つ

い

て
､

問
題
を

み

よ

う

と

し

な
い

立

場
で

あ

る
｡

デ
ュ

ル

ケ

ー

ム

は
､

こ

れ

ら

三

つ

の

立

場
を

国
分
す
る

以
上

に

多

く

を

語
っ

て

い

な

い

が
､

こ

れ

を

次
の

よ

う
に

言
い

な
お

す
こ

と

も
で

き

る

だ

ろ

う
｡

第
一

の

立

場
は

､

経
済
的
償
値
(

効
用
)

が

同

時
に

道

徳

的

償
値

で

あ
る

と

す
る

功
利
主

義
の

立

場
で

あ

り
､

デ
ュ

ル

ケ

ー

ム

は
､

具
債
的
に

は

マ

ン

チ
ェ

ス

タ

ー

学
派

を

指
し
て

い

る

よ

う
に

思
わ

れ

る
｡

第
二

の

立

場
は

､

第
一

の

立

場
の

よ

う
に

道

徳
的
慣
値
を

直
接
経
済
的
債
値
に

辟
着
さ

せ

る

こ

と

は

し

な
い

が
､

経
済
と

道

徳
と
の

二

つ

の

世

界
の

つ

つ

が

な
い

交
互

作
用
と

改
定

調

和
と

を

信
ず
る

自
由
主

義
的
オ

プ

テ

ィ
､
､

､

ス

ト

の

立

場
で

あ
っ

て
､

典
型

的
に

は

ス

､

､

､

ス

の

場
合
を

想

起

す
る

こ

と

も

許
さ

れ

よ

う
｡

第
三

の

立

場
は

､

経
済
の

問
題
を

､

た

だ

経
済
の

問
題
と

し

て
､

他
の

領
域
と

の

断
絶
の

う
ち

に
､

純
技
術
的
に

虚
理

す
る

純
粋
経
済
学

の

立

場
で

あ

る
｡

と

こ

ろ
で

､

ま

ず
､

第
三

の

立

場

か

ら
い

え

ば
､

経
済
領
域
を

他
の

敢
合
諸
領
域
特
に

道
徳
の

問
題
か

ら

切

り

は

な

し
て

孤

立

的

に

考
察
し

､

し
か

も
そ

れ

に

機
械
的
な

諸

科

学
の

方

法

を

適

用

す

る

こ

と

は
､

デ
ュ

ル

ケ

ー

ム

に

よ

れ

ば
､

事
態

を
一

面

化

し
､

人

為
的
に

単
純
化

す

る

こ

と

に

他
な

ら
な
い

｡

か

れ

は
､

経
済
現

象

と

他
の

政

令
諸
領

域
と

の

分
ち
が

た
い

相
互

関
連
を

わ

き

ま

え

ず

に
､

た

ゞ

経
済
領
域
の

な
か

だ

け
に

安

住
す
る

こ

と

は

で

き

な

か

っ

た
｡

こ

れ

は
､

社

食
学
者
と

し
て

の

デ
ュ

ル

ケ

ー

ム

の

全

髄
社

食
へ

の

関
心

の

張
さ

を

示

す
も
の

で

あ

る
｡

で

は
､

こ

の

全

僅
社

食
へ

の

関
心
が

､

デ
ュ

ル

ケ

ー

ム

の

場
合

､

ど
の

よ

う
に

客

観
化

さ

れ
､

い

か

に

理

論
化
さ

れ

る

の

か
｡

こ

れ

が

次
に

問
わ

る
ぺ

き

問
題
で

あ

る

が
､

こ

の

間
に

封
す
る

解
答
は

､

具

髄
的
に

は
､

さ

き
の

第
一

お

よ

び

第
二

の

立

場
に

封
す
る

態
度
を

考

察
す
る

こ

と

に

よ
っ

て

興
え

ら

れ

る

で

あ

ろ

う
｡

と
こ

ろ
で

､

第
一

の

立

場
は

､

厳
密
な

意

味
で

功
利
主

義
と

呼

り

J

び

う
る

も
の

で

あ

る
｡

他

方
､

第
二

の

立

場
に

輿
え

ら

れ

て

い

る

4 5
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規
定
は

､

わ

れ

わ

れ

の

観
鮎
か

ら

す
れ

ば
､

ア

ダ

ム

･

ス
､

､

､

ス

ま

で

を

も

包
括

し

う
る

規
定
で

あ

る
｡

云

う
ま
で

も

な

く
､

ス

､
､

､

ス

は
､

仁

恵
(

道

徳
の

世

界
)

と

正

義
(

法
の

世

界
)

と

利
己
心

(

経

済

の

世

界
)

の

三

つ

の

原
理

を
､

同

感
の

原
理
に

よ

っ

て

統
一

的
に

(

5
)

把
握
す
る

こ

と

が

で

き

た
｡

ス

ミ

ス

は
､

人

間
の

行

為
の

妥

嘗
性

の

規
準
を

､

｢

公

平

な

観
察
者
+

の

同

感
に

求
め

､

こ

の

規
準
に

従

っ

て

各
個
人

が

自
己
の

利
益

を

求
め

て

行
動

す

る

と

き
､

｢

み

え

な
い

手
+

の

導
き
に

よ
っ

て
､

社
食
全

健
の

利
益
の

増
大
が

も

た

ら

さ

れ

る

と

考
え

た
｡

他

方
､

功

利

主

義
(

例
え

ば
ベ

ン

サ

ム

)

は
､

快
楽
と

苦

痛
の

原
理
に

よ

っ

て

行
動
す
る

個
々

の

人

間
の

集

合
が

､

そ

の

ま

ま

社

食
を

形
成
す
る

と
い

う

社

食
原

子

論
の

典
型

を

う
ち

出
し

た

わ

け
で

あ

る
｡

前
者

と

後
者
と

は

大
い

に

異

な
っ

て

い

る
｡

資
本
主

義
の

立

場
と

し

て

は

功

利
主

義
の

方
が

む

し
ろ

徹
底
し
て

お

り
､

ス

ミ

ス

は
､

社

食
と

個
人

と

を

結
び

つ

け
る

の

に

｢

同

感
+

の

原
理

を

想

定
し

た
｡

し
か

し
､

ス

､
､

､

ス

に

せ

よ
､

ベ

ン

サ
ム

に

せ

よ
､

社
食
と

個
人

と
の

調

和
を

信

ず
る

こ

と
が

で

き

た

鮎
で

は

同

じ
で

あ

り
､

い

ず
れ

に

と
っ

て

も
､

個
人
と

は

社

食
的
個
人
で

あ
っ

て
､

社
食
か

ら

孤

立

し

切

り

は

な
さ

れ

た

私

的

個
人
で

は

な
か
っ

た
｡

か

れ

ら

は
､

個
人
を

通
し
て

敢
合
を

み
､

社
食
の

中
の

個
人

を

み

た

の

で

あ
る

｡

し

か

し
､

デ
ュ

ル

ケ

ー

ム

は
､

第
一

と

第
二

の

立

場
と

を

絶
括

し
て

｢

功
利
主

義
的
で

個
人

誕
J

壬

主

義
的
+

な

立

場
と

呼
ぶ

の

で

あ

る
｡

そ

れ

は
､

第
一

に

は
､

功
利

主

義
の

立

場
に

せ

よ
､

自
由
放
任
の

立

場
に

せ

よ
､

経
済
と

道

徳

と
の

漁
定
調

和
を

信
じ
て

い

る

鮎
で

共

通
で

あ

る

か

ら
で

あ

り
､

第
二

に

は
､

功
利
主

義
も

自

由
放
任
の

立

場
も

､

個
人
の

利
益
を

第
一

義
的
な

も
の

と
し

て
､

｢

社

食
+

を

忘

却
し

て

い

る

と

考
え

る

か

ら
で

あ
る

｡

デ
ュ

ル

ケ

ー

ム

の

こ

の

規
定

は
､

第
一

の

鮎
で

は

そ

の

通

り
で

あ

る

と

し

て

も
､

第
二

の

鮎
で

は

特
に

古

典
学
派
に

関
し
て

適
正

で

な
い

こ

と

は
､

先
に

述
べ

た

こ

と

か

ら

明
ら

か

で

あ

ろ

う
｡

デ
ュ

ル

ケ

ー

ム

は
､

｢

功
利
主

義
的
で

個

人

主

義

的
+

な

立

場
は

､

経
済
学
に

お

け
る

｢

イ

ギ

リ

ス

撃
汲
+

の

特

徴
で

あ

る

と
一

般
的
に

い

う
の

だ

が
､

｢

イ

ギ

リ

ス

撃
沈
+

に

封

す

る

こ

の

よ

う

な

見

方

は
､

｢

ド

イ

ツ

学
派
+

(

新

屋

史

学
汲
)

に

特

徴
的
な

の

で

あ

る
｡

事
案

､

経
済
学
に

お

け
る

｢

イ

ギ

リ

ス

畢
渡
+

に

封
す

る

批
判

意

識
こ

そ
､

デ
ュ

ル

ケ

ー

ム

が
､

｢

ド

イ

ツ

畢
汲
+

に

見

出
し

た

魅

力
の

源
泉
で

あ
っ

た
｡

経
済
の

世

界
と

道

徳
の

世

界
と

の

調

和
が

夢
想
の

如
く
つ

い

え
､

産
業
の

進

歩
と

道

徳
の

そ

れ

と
が

必

ず
し

も
一

致
せ

ず
､

経
済
の

世

界
に

封
す
る

上
か

ら
の

道
徳
的
規
制
作

用
に

よ
っ

て
､

両

者
を

分
つ

深

淵
を

埋

め

な

け
れ

ば

な

ら
ぬ

と

す

L
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｢

ド

イ

ツ

畢
汲
+

の

着
眼

､

こ

れ

が

デ
ュ

ル

ケ

ー

ム

の

注

目

し

た

第
一

鮎
で

あ

る
｡

近

代
社
食
に

お

け
る

経
済

的
償

億
と

道
徳
的

債
億
の

分
裂

､

こ

れ

が

デ
ュ

ル

ケ

ー

ム

の

道
徳

問
題
へ

の

関
心

を

誘
馨
し

た

出
費
鮎
で

あ

り
､

ま

た

現

賓
的
基
礎
な
の

で

あ

る
｡

で

は
､

近

代

社
食
に

お

け

る

経
済
と

道

徳
の

分
裂
と

は
､

具
倦
的
に

は

何
を

さ

す
の

か
｡

二

つ

の

初

期

論
文
は

､

こ

の

鮎
､

は

な

は

だ

具

髄
性
に

快
け

､

多
く

を

語

ら

な
い

の

で

あ

る

が
､

し

か

し
､

資

本
と

労
働
の

封
立
に

ふ

れ
､

ま
た

社
食
の

解
髄
に

よ

る

諸
個
人
の

相
互

離
反
と

､

そ

れ

に

基
く

相

互
の

衝
突

･

冷
酷

･

不
一

致

に

つ

い

て

ふ

れ

ら

れ

て

い

る

箇
所
が

あ
る

｡

そ

の

鮎

は

し

ば

ら

く

お

き
､

さ

し

あ

た

り
､

こ

こ

で

注
意

し

た

い

こ

と

は
､

経
済
と

道
徳

と
の

関
連
の

問
題
に

つ

い

て

で

あ

る
｡

｢

イ

ギ

リ

ス

撃
汲
+

に

せ

よ
､

第
三

の

立

場
を

除

け

ば
､

経
済
を

経
済
と

し
て

の

み

孤
立

し

て

取
扱
う
の

で

は

な

く
､

道
徳

と

の

関
連
を

忘
却
す
る

も
の

で

は

な
か

っ

た
｡

た
ゞ
､

両

者
の

改
定

調

和

を

信

じ

た

(

信
じ

ぇ
た
)

だ

け
で

あ
る

｡

こ

の

こ

と

は
､

改
定

調

和
と

い

う

鮎
で

｢

イ

ギ

リ

ス

学
派
+

を

批
判
す
る

デ
ュ

ル

ケ

ー

ム

に

と
っ

て

は
､

経
済
と

道

徳
と
の

問
題
は

､

あ
ら

た

め

て

両

者
を

位

置
づ

け

関
連
づ

け

直

す

べ

き

問

題
と

し
て

提
起

さ

れ

た

こ

と

を

意

味
す
る

の

で

あ

る
｡

こ

の

鮎
で

､

｢

歴

史
隼
汲
+

の

経
済
学
の

倫
理

他
の

主
張
は

､

デ

ユ

ル

ケ

ー

ム

を

満
足
さ

せ

え

な
い

｡

経
済
法
則
を

道

徳
的

格
律
に

合
致

さ

せ

る

た

め

に

こ

の

法
則
を

緩
和
す
る

と
い

う
こ

と
は

､

菖

い

経
済
的

眞
理

を

認
め

た

う

え

で
､

そ

れ

に

道
徳
的
判
断
を

下

す

こ

と

に

す
ぎ

ず
､

科
学
性
を

炊
く

混

乱
し

た

渇

望

に

他

な

ら

な

い
｡

.

デ
ュ

ル

ケ

ー

ム

は
､

経
済
学
の

倫
理

他
の

主

張
に

封
す
る

こヽ

の

よ

う
な

批

判
意

識
か

ら
､

経
済
と

道

徳
と

の

関
連
の

問
題
を

一

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

つ

の

契

機
と

し

て
､

科

学
性

(

特
に

道

徳
の

科

学
化
)

へ

の

要
求
を

強

く

感
じ

た

と

み
ノ

ら

れ

る
｡

こ

の

科
畢
性
へ

の

要
求
が

､

ど

の

よ

う
な

内
容
を

も
っ

て
､

い

か

な

る

方

向
に

進
む
か

は
､

お
っ

て

明

ら
か

に

す
る

と
こ

ろ

で

あ

る

が
､

さ

し

あ

た

り
こ

こ

で

注

意
し

た

い

こ

と
は

､

次
の

鮎
で

あ

る
｡

つ

ま

り
､

デ
ュ

ル

ケ

ー

ム

は
､

経

済
と

道
徳
と

の

関
係
を

､

経
済
学
の

倫
理

化
の

主

張
の

場
合
の

よ

う
に

､

両

者
を
た

ゞ

接
近
と

ふ

れ

合
い

の

関
係
に

､

つ

ま

り

相

互

作
用
の

関
係
に

お

く
だ

け
で

は

不

充

分
だ

と

考
え

て

い

る

鮎
で

あ

る
｡

正

統

汲

経
済
学
に

も
み

ら
れ

た

相
互

作
用
の

考
え

を

の

り

越

え

て
､

両

者
を

よ

り

密
接
な

関
連
に

お

い

て

理

解
し

な

け

れ

ば

な

ら

な
い

｡

こ

う
し

て
､

デ
ュ

ル

ケ

ー

ム

は
､

道
徳
と

経
済
と
の

両

者
を

､

よ

り

密
接
に

､

,

し
か

も

科
学
性
の

要
求
に

應
え

な

が

ら

関

連
づ

け
る

た

め

に
､

雨
着
が

別

個
の

も
の

で

あ

り

な

が

ら
､

し
か

一

人

J

も

｢

同
じ

性
質
を

満
つ
+

こ

と

を

澄
明

す
る

こ

と

に
､

自
己
の

課

舶

臣
叫
L P
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題
を

見

出
す
の

で

あ

る
｡

と
こ

ろ

で
､

科

単
性
の

名

に

お

い

て
､

新
歴

史
学
汲
の

経
済
畢

の

倫
理

化
の

主

張
に

批
判
的

に

封
應
す
る

一

つ

の

方

法
は

､

経
済

と

倫
理

と
の

雨

着
を

断
切

っ

て
､

経
済
理

論
純
化
の

方

向
に

進

む

や

り
方

で

あ
っ

た

(

例

え

ば
､

カ

ー

ル

･

メ

ン

ガ

ー

の

場
合
)

｡

と

こ

ろ

で
､

こ

の

よ

う

な

方

法
こ

そ
､

デ
ュ

ル

ケ

ー

ム

が

既
に

第
三

の

立

場
と

し
て

批
判
し
た

と

こ

ろ

で

あ

る
｡

そ

こ

で
､

デ
ュ

ル

ケ

ー

ム

は
､

科
学
性
を

確
保
し

な

が

ら
､

な
お

経
済
と

道
徳
と

の

問
題

を
､

両

者
を

相
互

作
用
の

立

場
を

こ

え

た

高
次
の

よ

り

密

接
な

連

関
に

お

い

て

理

解
し

ょ

う
と
い

う
き

わ

め
て

困

難
な

仕
事
に

直

面

す
る

こ

と
に

な
っ

た

わ

け

で

あ

る
｡

そ

の

場
合

､

科
学
性
へ

の

要

求
と

､

経
済
と

道
徳
と

の

密

接
な

関
係
を

理

解
可

能
に

し
た

い

と

い

う

要
求
と

が
､

同

時
に

相

関
達

し
て

､

特
に

｢

道

徳
の

科

学
+

の

構
想
へ

と

導
く
の

で

あ

り
､

ま
た

､

経
済
と

道
徳
と

が
､

別

個

の

も
の

で

あ

り
な

が

ら
､

.
｢

同
じ

性
質
を

も
つ
+

こ

と

を

澄
明

し

ょ

う

と
い

う
方

向
に

向

う

鮎
､

こ

の

鮎
を

注

意

す
べ

き

で

あ

る
｡

さ

て
､

こ

の

課
題
に

直
面

し

た

デ
ュ

ル

ケ

ー

ム

は
､

講
壇

社

食

主
義
者
(

特
に

ワ

グ

ナ

ー

と
シ

ュ

モ

ラ

⊥
か

ら

出
番
し

て

社

食
畢
者

シ

ェ

フ

レ

､

法
学
者
イ
エ

ー

リ

ン

ク
､

そ

し
て

倫
理

尊
者
と

し
て

の

ダ
ン

ト

お

よ

び

ポ

ス

ト

に

至

る
･

｢

道

徳
の

料

率
+

の

運

動
に

俵
接
し

封
決
し
っ

つ
､

自
己

の

立

場
を

築
く

と
い

う
方

法
を

と
っ

ガJ
T

た
｡

こ

の

俵
接
と

封
決
の

仕
方
を

み

る

と
､

大

儀
次
の

三

つ

の

鮎

が
､

特
徴
的
な

も
の

と

し

て

注
目

さ

れ

る

と

思

う
｡

第
一

は
､

社

食
構
成
髄
論
の

拒
香
と

社
台
有
機
髄
論
の

自
然
主

義
的
徹
底
化

､

第
二

は
､

人

間
行

為
の

機
構
の

再

検
討

､

特
に

､

理

想

主

義
的
お

よ

び

合
理

主

義
的
な

理

解
へ

の

批
判

､

第
三

は
､

演
繹
理

論
の

拒

否
と

辟
納
法
則
の

確
立
で

あ

る
｡

こ

の

三

つ

の

鮎
は

相
互

に

関

学
■

し
て

い

る

の

で

あ

る

が
､

中
心

は

や

は

り

第
一

の

鮎
で

あ
る

か

ら
､

ま

ず
そ

れ

の

検

討
か

ら

は

じ

め
よ

う
｡

功
利
主

義
的

個
人

主

義
の

立

場
に

批

判
的
で

あ

り
､

ま
た

経
済
と

道

徳
と
の

緊
密
な

関
連

を

明
ら

か

に

し

よ

う

と

す

る

デ
ュ

ル

ケ

ー

ム

に

と
っ

て
､

新

歴

史

撃

沈
に

出
費

す

る

｢

道

徳
の

科

学
+

の

連

動
に

み

ら

れ

る

有

機
慣
の

立

場
が

注

目

さ

れ

た

の

は

雷
然
と

云

え

ば

雷
然
で

あ

る
｡

こ

の

立

場
は

､

い

う
ま

で

も

な

く
､

正

統
液

経
済
学
の

え
が

い

た

経
済
社

食
像
が

､

社

台
の

紐
帯
と

し
て

､

個
別

的

利
害
の

外

面

的
な

接
解

し
か

示
さ

な
い

と
い

う

批
判
意

識
か

ら
､

自
己
の

個
有
の

■
本

性
と

人

椅
性
と

を

も
っ

た

眞
の

有
機
的
存
在
と

し
て

の

国
民

経
済
の

概

念
を

う
ち

だ

し

た

も
の

で

あ

る
｡

デ
ュ

ル

ケ

ー

ム

も
､

｢

功
利
主

義

的
個
人

主

義
的
+

立

場
に

封
す
る

批
判
意
識
か

ら
､

歴

史
学
汲
の

こ

の

有
機
億
思

想

を

と

り
い

れ

る

の

だ

が
､

し

か

し

他

方
で

は
､
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そ
こ

に

｢

映
随
+

を

も

見
出
し

て

い

る
｡

道
徳
的

諸

現

象
を

立

法

家
の

意
志
に

よ

っ

て

欒
更
し

ょ

う
と

い

う

講
壇

社

食
主

義
者
の

賓

践
的

主

張
は

､

｢

非
科

学
的
+

で

あ

り
､

こ

の

よ

う
な

主

張
は

､

道

徳

的
諸
現

象
を

､

人

間
の

意
志
に

起
汝
を

も

ち
･

従
っ

て

人

間
の

意
志
に

よ

る

解

僅
あ

る

い

は

快

復
の

可

能
な

人

為
的
構
成
物
と

み

な

す
こ

と

に

な

り
､

こ

れ

は
､

有
機
髄
の

立

場
か

ら
の

非
科

畢
的

な

逸
脱
に

他

な

ら

な
い

と
デ

ュ

ル

ケ

ー

ム

は

み

る

の

で

あ

る
｡

こ

ぅ

し
て

､

道
徳

現

象
を

も
､

経
済
現

象
と

同

様
一

個
の

自
然

的
現

象
と

し
て

､

こ

れ

を

有
機
膿
の

中
に

つ

つ

み

こ

む

こ

と

に

よ

っ

て
､

有
機
髄
論
を

徹
底
化

し
ょ

う
と

す
る

の

で

あ

る
｡

こ

れ

が
､

先

に

述
べ

た

｢

経
済
と

道
徳
と

が

同

じ

性

質
を

も
つ
+

こ

と

を

澄

明

す
る

課
題
の

､

デ
ュ

ル

ケ

ー

ム

に

よ

る

解
決
の

方

向
で

あ
る

｡

こ

の

鮎
で

､

シ

ェ

フ

レ

や

イ
エ

ー

リ

ン

ク

や

ブ
ン

ト

や

ポ

ス

ト

ヽ

ヽ

ヽ

な

ど
が

､

一

面
で

､

人

為
的
に

凄

案
し

構
成

し

え

な
い

･

歴

史
の

具

饅
的
所
産
と

し
て

の

道
徳
と

い

う
考
え

を
､

ま
た

人

間
と

政

令

と
の

本
性
に

由
来
す
る
･

自
然
法
則
と

し

て

の

道
徳
法

則
と

い

う

考
え

を

提
示

し
た

鮎
が

､

高
く

評
慣
さ

れ

る
｡

と

こ

ろ
が

､

こ

の

よ

う

な

自
然
主

義
的
な

考
え

は
､

シ

ェ

フ

レ

等
上

述
の

思

想

家
た

ち
の

思
想
の

一

面
で

あ
っ

て
､

他
の

側
面
で

は
､

シ

ェ

フ

レ

の

場

合
の

よ

う
に

､

行
為
の

道
徳
性
を

､

反

省
さ

れ

た

意
志
の

内

的
自

己

規
定
性
に

求
め

た

り
､

ま

た

イ
エ

ー

リ

ン

ク

の

よ

う
に

､

人

間

の

行
為
に

目

的
意

志
の

存
在
を

み

た

り
､

ま

た

ブ

ン

ト

の

よ

う

に
､

道
徳
的
理

想
の

見

地
に

立
っ

て
､

社
食
を

こ

の

理

想
案
現
の

場
と

み
､

歴

史
を

こ

の

理

想

案
現
の

過

程
と
み

た

り

す
る
･

ド

イ

ツ

理

想
主

義
の

要
素
が

宿
さ

れ

て

い

た
｡

有
機
髄
思

想
の

自
然

主

義
的
徹
底
化
に

科

学
性
の

保
護
を

求
め
よ

う
と

す
る

デ
ュ

ル

ケ

ー

ム

に

と

っ

て

は
､

上

記

諸
思

想

家
に

み

ら
れ

る

こ

の

ド

イ

ツ

理

想

主

義
的
要
素
に

封

決
す

る

こ

と
が

､

次
の

大
き

な

課
題
と

な
っ

て

く
る

｡

本
節
の

初

め
に

､

デ
ュ

ル

ケ

ー

ム

の

ボ

レ

ミ

ク

の

相
手

に
､

功

利
主
義
と

並

ん

で

｢

唯
心

論
的
カ

ン

ト

的
+

立

場
と

呼
ば

れ

る

も

の

が

あ

る

こ

と

を

指
摘
し
た

の

を

想

起
し
て

い

た

だ

き

た

い
｡

そ

の

意
味
す

る

と
こ

ろ

は
､

主
に

､

こ

の

ド

イ

ツ

理

想
主

義
批

判
で

あ

り
､

そ

れ

が
､

功
利
主

義
的
か

つ

合
理

主

義
的
人

間
観
批
判
と

と

も

に
､

さ

き
の

｢

人

間
行
為
の

機
構
の

再

検
討
+

の

問
題
と

関

連
し

て

く

る

の

で

あ
る

｡

行
為
の

道
徳

性
を

､

自
由
な

意
志
の

自
己

内

規

定

性
(

あ
る

い

は

反

省
)

に

解
し
た

シ

ェ

フ

レ

に

対
し

て

は
､

反

省
は

､

人

為

的

機
構

(

例

え
ば

垂
術

作

品
の

如
き
)

の

魂
で

あ
っ

て
､

生

き

た

有

機

】7

健
の

魂
で

は

な

く
､

従
っ

て

自
然
の

作
品
(
｢

社

食
+
)

を

う
み

だ

す

舶

.1

■-

■+

ト
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連
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ヒ
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チ
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チ.〉

こ

と

は

で

き

な
い

と

批

判
す

る
｡

道
徳
観
念
の

形
成
を

反
省
と

意

志
の

役
割
に

辟
す
る

こ

と

は
､

結
局

､

道

徳
的
諸
制

度
を

知
的

構

成
物

､

反

省
的

創
造
物
と

み

る

こ

と

に

な

る

と

考
え

ら

れ

る

か

ら

で

あ

る
｡

行
為
の

理

論
を

目

的
意
識
の

概
念
を

中
心

に

構
成
し

た

イ

エ

ー

リ

ン

ク

に

封
し
て

は
､

人

間
の

行
為
に

は
､

目

的
意

志
の

軟
け
た

多
く
の

行

為
(

無

意

識
的

邁

應
)

が

存
在
す
る

ば
か

り

か
､

主

観
的
な

動
機
と

そ

れ

が

も
た

ら

す
結
果
と
の

間
に

相

即

的
な

関

連
の

存
在
し

な
い

こ

と

を
､

ま
た

､

社
食
に

も
､

意
識
的
目

的
の

軟
け
た

多
く
の

襲
化
の

存
在
す
る

こ

と

を

強
調

す
る

｡

更
に

､

祀

合
を

道
徳
的
理

想

賓
現
の

場
と

し
､

歴
史
を
こ

の

理

想

案
現
の

無

限
の

過
程
上

す
る

ブ
ン

ト

に

封
し
て

は
､

社
食
を

道

徳
の

手

段
と

化
す
ば

か

り

か
､

わ

れ

わ

れ

の

目

標
を

た

だ
一

つ

無
限
の

か

な
た

に

お

く
こ

と

に

よ
っ

て
､

か

え
っ

て

人

間
を

不

安
と

嘗
惑
に

隔
し

い

れ

る

も
の

で

あ

る

と

批
判

す
る

の

で

あ

る
｡

さ

て
､

デ
ュ

ル

ケ

ー

ム

は
､

以
上
の

諸
批

判
を

通
じ
て

､

結
局

､

ど

の

よ

う
な

人

間
行
為
の

理

解

を

示

し
､

ま
た

そ

れ

に

基
い

て
､

い

か

な

る

社
食
観
を

提
示

し
ょ

う
と

す
る

の

で

あ

ろ

う
か

｡

意

志
･

反

省
･

合
理

的
判
断

･

目

的
意

識
･

主

観
的
動
機
と
い

っ

た

圭

慣
的
側
面
が

､

社
食
に

と
っ

て

殆
ど

無
に

ひ

と

し

い

も
の

に

蹄

せ

ら
れ

る

と

き
､

人

間
と

敢

合
は

ど

の

よ

う
な

像
を

示

す
の

で

あ

ろ

う
か

｡

デ

㌣
ル

ケ

ー

ム

に

よ

れ

ば
､

人

間
は

二

つ

の

側
面
を

も
､

朗ノ
T

っ

た
二

元

論
的
存
在
で

あ

る
｡

一

つ

は

利
己

主

義
の

側

面

で

あ

り
､

い

ま
一

つ

ほ

無
私

無
慾
の

社

食
的
本
能
あ

る

い

は

敢
脅
的
傾

向
の

側
面
で

あ
っ

て
､

両

者
は

い

ず
れ

も

自
然
的
な

も
の

で

は

あ

る

が
､

人
々

を

社
食
に

結
合
す
る

も
の

は
､

専
ら

社
食
性
の

本

能

で

あ

り
､

こ

の

本

能
を

充
足
す
る

た

め

に
､

人
々

は
､

自
己
の

利

益

を

犠
牲
に

し
て

､

杜
合
を

形
成
す
る

の

だ

と
い

う
｡

各
個
人
の

利
益
の

追

求
と
い

う

目

的
合
理

的
な

面
は

､

社

食
に

と
っ

て

全

く

負
の

債
催
し
か

輿
え

ら
れ

な

い

し
､

諸
個
人
の

利
害
の

交
錯
が

綴

り

な

す
経
済
の

世

界
は

､

社
食
性
の

本

能
に

よ
っ

て

形
成
さ

れ

る

｢

社

食
+

に

つ

き

ま
と

う

影
の

よ

う
な

も
の

で

し
か

な
い

｡

し
か

も
､

人
々

を

社
食
に

結
び

つ

け
る

社

食
的
本
能
は

､

き
わ

め
て

投

合
理

的

な

要
素
と

考
え

ら
れ

て

い

る
｡

こ

の

こ

と

と
､

社
食
を

人

間
の

意

志
の

媒
介
に

よ

っ

て

形
成
さ

れ

る

構
成
慣
と

見
る

見
方
に

封
す
る

批
判
的
見
解
と

は
､

相

通
じ
て

い

る

の
■

で

あ
っ

て
､

デ
ュ

ル

ケ

ー

ム

に

よ

れ

ば
､

｢

偏
見
な

き

社
食
+

は
｢

反
射
連

動
な
き

有

機
鰹
+

と

等
し

く
､

｢

生

き
る

こ

と

の

で

き

な

い

怪

物
+

に

他
な

ら

な
い

｡

こ

こ

に

云

う
｢

偏
見
+

と

は

な

に

か
｡

そ

れ

ほ
､

習
俗

･

慣
習

･

侍
統
的

観
念

･

宗
教
な

ど

で

あ

る
｡

と
こ

ろ
で

､

こ

れ

ら

の

｢

偏
見
+

は
､

デ
ュ

ル

ケ

ー

ム

に

ょ

れ

ば
､

ス

ペ

ン

サ

ー

の

考

E

+
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ー ム

え

た

よ

う
に

､

自
由
検
討
の

批
判

的
精
神
が

歴
史
の

過
程
で

漸
次

排
除
し
て

い

く

｢

間
違

っ

た

観
念
+

で

は

な

く
て

､

｢

間
違

っ

た

観

念
と

み

な

さ

れ

た

既
得
の

判
断
+

に

他

な

ら

ず
､

｢

偏
見
は

､

そ

れ

が

非
合
理

で

あ

る

こ

と
が

蔑
見
さ

れ

た

か

ら

な

く
な

る

の

で

は

な

く
､

そ

れ

が

滑
滅
し
っ

つ

あ

る

か

ら
､

非
合

理
で

あ

る

こ

と

が

蔑

見
さ

れ

る

の

で

あ

る
｡

+

こ

の

よ

う
に

､

デ
ュ

ル

ケ

ー

ム

の

場
合

､

社

食
的
現

茸
を

､

人

間
の

意

志
の

媒
介
に

よ
っ

て

形

成
さ

れ

る

人

為
的
構

成
髄
で

な

く
､

人

間
の

意

志
を

超
越
し

た

自
然

的
な

有
機

髄
で

あ

る

と
い

う
考
え
が

､

あ

る
一

定
の

合
理

的
立

場
か

ら

す
る

批
判
的
な

現

貫
把
握

を

排
除
す
る

こ

と

と

結
び

つ

き
､

更
に

､

あ

ら

ゆ
る

牡

合
現

象
を

機
能
化

す

る

こ

と
に

よ

っ

て
､

｢

科
学
性
+

の

要
求
を

貫
徹
す
る

方

向
に

向

う
の

で

あ

る
｡

と
こ

ろ
で

､

共
に

生

活
す
る

人
々

が

存

在
す

る

限

り
､

あ

る

共

通
の

信
仰
が

存
在
し

､

慣
習
や

習
俗
と

い

う
｢

偏

見

的
+

要
素
の

支
配
す

る

こ

と

は
､

免
れ

が

た

い

必

然
で

あ

る

と

い

う
デ

ュ

ル

ケ

ー

ム

の

見
解
は

､

社

食
的
本

能
に

ょ

っ

て

お

り

な

さ

れ

る

人

間
社

食
の

道
徳
的
祀
合
的
諸
制
度
が

､

理

知

的

産

物
で

は

な

く

て
､

｢

漠
然
と

し
た

原
因
+

や

｢

意

識
下

的
感
情
+

に

由
来
す
る

と
い

う

見
方

や
､

行
為
は

意

識
外
の

飛

躍
で

あ

る

と

す
る

見
解
と

結
び

つ

い

て

い

る

の

だ

が
､

し
か

し
､

デ
ュ

ル

ケ

ー

ム

に

ょ

れ

ば
､

そ

れ

ら
の

習
俗

･

慣
習

･

宗
教
等
々

と

い

っ

た

集
合

意

識
(

個
人
と

し

て

の

人

間
の

意

識
を
こ

え

た

社

食
集

圃
の

意

識
)

と
､

そ

れ

に

ょ
っ

て

規
定
さ

れ

る

個
人

お

よ

び

社
食
の

行
為
と

は
､

有
機
膿
の

深

部

に

生

ず
る

も

の

を

反

映

し
､

か

つ

有
機
倍
の

必

要
に

應
じ

る

機
能

を

も

ち

な
が

ら

存
在
す
る

｡

と
こ

ろ
で

､

こ

の

機
能
と

は

何
か

｡

そ

れ

は
､

有
機
値
と

し

て

の

｢

祀
禽
+

の

存
在
諸
保
件
を

確
保
す

る

と
い

う

茸
際

的

機

能
で

あ
っ

て
､

習

俗
･

慣

習
･

宗
教

･

道

徳
･

法
･

経
済

･

国
家

な

ど

は
､

す
べ

て
､

こ

の

機
能
を

果
す

社

合
諸
制
度
と

し
て

位
置
づ

け

ら
れ

る
｡

こ

う
し

て
､

一

方

に
､

あ

る

社
食
制
度
が

､

他

方
に

集
合
的
存
在
と

し
て

の

社
食
そ
の

も
の

が

封
置
さ

れ
､

雨
着
は

､

前
者
が

後
者
に

及
ぼ

す
機
能
に

ょ

っ

て

結
び

つ

け

ら
れ

る
｡

デ
ュ

ル

ケ

ー

ム

に

よ

れ

ば
､

あ

る

社
食
的
事

賓
の

社
食
学
的
側
面
と

は
､

そ

の

事
茸
が

､

社

食
そ

の

も
の

に

封

し

て

演
ず
る

社

食
的
機
能
の

面
に

他
な

ら

な

い
｡

と
こ

ろ
で

､

こ

こ

で

注
意

し

た

い

こ

と

は
､

ま

ず
第

一

に
､

道
徳
も

経
済
も

､

等

し

く
､

有
機
僅
と

し
て

の

｢

社

食
そ

の

も
の
+

の

存
在
諸
侯
件
を

確
保
す
る

と

い

う

同
じ

機
能
を

果
す

も
の

と

し
て

､

つ

ま

り

｢

同

じ

性
質
を

も
つ
+

も
の

と

し

て
､

さ

し

あ

た

り

同
一

の

平
面
に

お

か

れ

る

こ

と

に

な
っ

た

と
い

う

鮎
で

あ

り
､

第
二

に

は
､

機
能
と

い

う

概
念
は

､

人

間
の

目

的
意
識
牲
あ

る

い

は

圭

慣
性
の

面
を

排

畑

†
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T
t
て

一丁耳

′こ
′
で一t仁王

t
!

l

､
L

除
し

た

効
果

概
念
で

あ

る

か

ら
､

社
食
事
象
の

生

起
･

奨
動
は

､

す
べ

て

機
械

的
に

把

握
さ

れ

る

と

い

う

鮎
で

あ

る
｡

デ
ュ

ル

ケ

ー

ム

は

こ

う
云
っ

て

い

る
｡

｢

す
べ

て

は

機
械
的
に

生

起

す
る

｡

習

俗
は

､

望
ま
れ

も

漁
期
も
さ

れ

ず
に

､

道

徳
的
諸
結
果
を

う

み

だ

(

6
)

す
+

と
｡

と
こ

ろ
で

､

国
家

･

道
徳

･

経
済
な

ど
の

政

令
諸

制
度
は

､

す

べ

て
､

社

食
そ

の

も
の

の

存
在
諸
候

件
の

確
保

と
い

う

同

じ

機
能

を

果
す
も
の

と

し
て

､

一

應

同
一

平

面

に

お

か

れ

る

の

だ

が
､

し

か

し
､

そ
れ

ら

社

食
諸
制
度
が

､

そ

れ

ぞ

れ

社

食
そ

の

も
の

に

封

し
て

も
つ

意
義
は

､

デ
ュ

ル

ケ

ー

ム

の

場
合
で

も

臭
っ

て

い

ふ
｡

さ

き
に

､

散
骨
の

存
在
諸
條
件
と

い

う
言

葉
を

用
い

た

が
､

そ

れ

は

具

健
的
に

何
を

意
味
し

て

い

る

の

で

あ

ろ

う
か

｡

生

き

た

有
機

膿
と

し
て

の

社
食
そ

の

も
の

は
､

祀

合
的
本

能
に

基
く

､

成
員
間

ソ

ワ

〆
川
7

テ

の

連

帯
を

必

要
不

可

映
な

基
本

僚
件
と

し
て

お

り
､

連
帯
は

社
食

の

存
在
諸
保
件
の

う

ち

最
も

基
本

的
な

も
の

と

み

な

さ

れ

る

の

で

あ

る
｡

こ

う
し

て
､

社
食
諸

制
度
に

封
す
る

評

債
と

意

義
づ

け

は
､

基
本
的
に

は
､

す
べ

て

の

見

地
か

ら

行
わ

れ

る

こ

と

に

な

る

の

で

あ

り
､

国
家

は
､

連
帯
の

可

成

的
形

態
で

の

外

的
表
現

と

し

て
､

社
食
生

活

全

燈
の

集
中

化

を

表
明

す
る

機
関
で

あ

り
､

国
家

ぁ
っ

て

初

め
て

､

敢
曾
は

､

閉
ざ

さ

れ
ー

限

定
さ

れ
･

構
成
さ

れ

た

眞
の

有
機
膿
と

し
て

存
在
し

う
る

と

考
え

ら

れ

る

の

で

あ
る

｡

即ノ
T

国

家
と

社
食
と

は
､

分
ち
が

た

い

二

つ

の

存
在
と
な

り
､

国

家
が

敢
合
化

さ

れ

る

と

同

時
に

､

社
食
が

国
家

化
さ

れ

る
｡

こ

の

鮎
で

デ
ュ

ル

ケ

ー

ム

が
､

新
歴

史
汲
の

一

三
打

芸
1

-

ユ

賢
覧
t

を

か

｡

｡
臼

?

邑
e

岩
C
i

巴
e

と

繹
出
し
て

い

る

の

は

暗

示
に

富
む

も
の

で

あ

る
｡

と

こ

ろ
で

､

経
済

･

道

徳
･

法
と

い

っ

た

諸
制
度
は

､

国
家
の

存
在
に

よ

っ

て

保
護
さ

れ

る

閉
ざ

さ

れ
･

限

定
さ

れ

た

社
合
の

内

部
に

の

み
､

有
機
髄
の

機
能
と

し
て

生

起
し

う
る

も
の

で

あ

る

か

ら
､

国
家

な

し
に

は
､

経
済
も

道

徳
も

法
も

あ

り

え

な

い
｡

他

方
､

国
家
の

存
在
に

よ
っ

て

枠
組
を

輿
え

ら
れ

る

政

令
有
機
健
の

機
能
を

拾
う

社
台
制
度
と

し
て

の

経
済
と

道
徳
と

の

関
係
は

､

い

わ

ば
､

包
ま

れ

る

も
の

と

包

む

も
の

と

の

関
係
に

お

か

れ

る
｡

デ

ュ

ル

ケ

ー

ム

に

と
っ

て
､

連

帯
が

､

社
食
の

不

可

映
な

基
本

的
な

存
在
條
件
で

あ

る

こ

と

は

さ

き
に

述
べ

た

通
り
で

あ
▼
る

が
､

道

徳

は
､

法
お

よ

び

宗
教
と

と

も
に

､

連
帯
の

確
保
と

い

う

規
制
的
機

能
を

果
す
政

合
制
度
と

み

な
さ

れ

る

の

で

あ
っ

て
､

人
々

を

相
互

に

封
立

･

桔
抗
な

く

共

存
せ

し

め

る

こ

の

道
徳
な

し
.
に

は

社

食
は

あ

り

え

な
い

｡

｢

道
徳
は

最
小

限

度
に

不

可

欲
な

も

の
､

ど

う

あ

っ

て

も

必

要
な

も

の
､

社

食
が

そ

れ

な

く

し
て

は

生

き
て

い

け

な

(

7
)

い

日

常
の

塩
で

あ

る
｡

+

他

方
､

経
済
は

､

道
徳
の

規
制
作
用
に

よ

･J
.
一
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っ

て

確
保
さ

れ

る

社
食
の

連

帯
が

あ
っ

て

初

め
て

､

私
的
利
益

の

交
錯
と

接
俄
と
い

う

水

準
か

ら

ぬ

け
で

て
､

｢

社
食
+

を

｢

養
う
+

と
い

う
共

同
の

利
益
に

役
立
つ

機

能
を

果
し

う

る

と

考
え

ら
れ

る

の

で

あ
っ

て
､

こ

う

し
て

､

道
徳
は

経
済
な

し
に

す
ま

す
こ

と

が

で

き

る

に

し

て

も
､

経
済
は

道
徳
な

し

に

す
ま

す
こ

と

は

で

き

な

い

こ

と

に

な

る
｡

経
済
は

道
徳
に

つ

つ

ま

れ

る

こ

と

に

ょ
っ

て
､

社
食
的
な

存
在
意

義
を

も

ち

う
る

の

で

あ

る
｡

と

こ

ろ
で

､

デ
ュ

ル

ケ

ー

ム

の

特
徴
は

､

社
食
に

規
制
作
用

を

及
ぼ

す
こ

の

道
徳
を

､

講
壇

社

食
主

義
者
の

よ

う
に

､

立

法
家
の

尊
意
に

よ
っ

て

上

か

ら

作
り

出
さ

れ

る

も
の

と

考
え

ず
に

､

有

機

煙
が

､

自
ら

機
械
的
に

､

自
己
の

機
能
と

し

て

作
り

出
し

て

い

く
､

つ

ま

り

｢

政
令
+

そ

の

も
の

に

由
来
す

る

と

考
え
る

鮎
に

あ
る

｡

さ

て
､

以

上
の

よ

う
に

､

祀
合
や

政

令
諸

制
度
は

､

人

為
的
構

成
物
で

は

な

く
､

ま
た

人

間
の

行

為
は

無
意

識
的
適
應
を

主

と

す

る

も
の

と

考
え

ら

れ

る

こ

と

か

ら
､

現

賓
を

概

念
の

結
合
に

辟

し
､

個
人

や

社
食
を

抽
象
的
諸
観
念
の

一

腰
系
に

踪
す

る

哲
撃
的

演
繹
的
方

法
を

､

デ
ュ

ル

ケ

ー

ム

は
､

徹
底
的
に

排
除
す

る

こ

と

に

な

る
｡

し

か

し

他

方
で

は
､

新
屋

史

学
汲
に

お

け

る

理

論
的
ニ

ヒ

リ

ズ

ム

､

つ

ま

り
､

法
則
認
識
の

放
棄
は

､

科

学
性
の

放
棄
を

意
味
す
る

と

考
え

る

の

で

あ
っ

て
､

こ

う

し
て

､

観
察
に

封
立

せ

ず
観
察
を

補
完
す
る
･

経
験
か

ら

引

出
さ

れ

た

法
則
概
念
の

考
え

が

採
用
さ

れ

る

こ

と

に

な

る

わ

け
で

あ

る
｡

デ
ュ

ル

ケ

ー

ム

の

云

う
｢

唯
心

論
で

も

唯
物
論
で

も

な

い

料

率
+

と
い

う
の

は
､

賓
慣

概
念
を

排
除
し
た

機
能
理

論
の

意

味
で

あ

る
｡

し
か

し
､

デ
ュ

ル

ケ

ー

ム

の

機
能
理

論
は

､

一

つ

の

特
徴
を

も
つ

｡

そ

れ

は
､

こ

の

機
能
理

論
が

､

｢

社
食
そ

の

も
の
+

と

あ

ら

ゆ

る

社
食
諸
制
度
と

の

問
の

機
能
関
係
を

封
象
と

す

る

も

の

で

あ
っ

て
､

｢

社
食
そ

の

も
の
+

は
一

つ

の

謎
に

つ

つ

ま
れ

た

賓
髄
的
な
も

の

で

あ

る

と

い

う

鮎
で

あ

る
｡

｢

社

台
そ

の

も

の
+

と

社

食

諸

制

度
と

が

外

面

的

な

機
能
関
係
に

よ
っ

て

連

結
さ

れ

る

よ

う
に

､

｢

社
食
+

と

｢

個

人
+

と

は
､

外

面

的
に

封
置
さ

れ

る

の

で

あ

る

が
､

こ

の

場
合

､

｢

個
人
+

が

｢

祀
合
そ

の

も
の
+

と

い

う

安
倍
的
な

も
の

の

統
合

に

機
能
す
る

限

り

に

お

い

て
､

個
人
の

杜
合
性
が

認
め

ら
れ

る

こ

と

に

な

る
｡

そ

し
て

こ

の

祀
合
性
が

同

時
に

個
人
の

道

徳
性
に

他

な

ら

な

い
｡

｢

社

食
そ

の

も
の
+

は
､

も

は

や

経
済
社
食
で

は

あ

り

え

な

い
｡

そ

れ

は
､

連

帯
を

基

盤

と

し
､

道

徳
に

ょ
っ

て

支
え

ら

れ

る

道

徳
祀

合
で

あ

る
｡

そ

し
て

､

あ

る

社
食
的
事
寛
が

｢

道

徳
的
+

と

規
定
さ

れ

る

の

は
､

そ
.

の

事
賓
が

｢

社
食
そ

の

も
の
+

の

連
帯
の

保
持
と

強
化
と

に

機

能
す

る

と
い

う
意
味
で

あ
る

｡

し

一

.⊥

か

し
､

経
済
は

､

本

束
的
に

は

道
徳

的
で

は

な
い

｡

経
済
そ

の

も

胡

堺
∵

1r
､

下

し

一』
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･ ユ

＼′

の

は
､

人
々

を

連
帯
に

お

も

む
か

せ

る

拘
束
力
と

権
威
を

も

た

な

い

か

ら

で

あ

る
｡

以

上
､

筆

者
は

､

で

き

る

だ

け
､

デ
ュ

ル

ケ

ー

ム

の

所

説
に

｢

つ

い

て

行
く
+

こ

と
に

努
め

､

道
徳
社

食
の

考
え
が

い

か

に

し

て

う
ち

出
さ

れ

る

の

か

を

考
察
し
て

き
た

｡

と

こ

ろ

で
､

以
上
の

デ
ュ

ル

ケ

ー

ム

の

所

説
を

押
し
っ

め
て

い

け

ば
､

結
局

､

次
の

よ

ぅ
な

課
題
に

直
面
す
る

こ

と
に

な
る

｡

そ

れ

は
､

近
代

社
食
が

､

ど

の

よ

う
な

意

味
で

､

ま
た

い

か

に

し
て

､

連

帯
に

基
い

た

道
徳

社
食
で

あ

る

と
い

い

う
る

の

か
､

と

い

う

問
題
で

あ

る
｡

こ

の

問

題
に

答
え

よ

う
と

し
た

の

が
､

デ
ュ

ル

ケ

ー

ム

の

『

分
業
論
』

で

あ
っ

て
､

こ

れ

を

考
察
す
る

こ

と

が
､

次
の

課
題
で

あ

る
｡

(

1
)

E
.

U
声
→

打

F
e
-

日
‖

F
e

巧

か
t

仁
d
①

の

a
C

e

n
t

e
仇

n

訂

払

O
i

e

ロ
O

e

琶
已
巴
e

人
声
e

ゴ
ー

2

p

E
-

○

若
竹
F

首

房
d
e

句

旨
ロ
の

e

e

二
変
言
口

内
e

→

ロ
｡

A
n

ロ
か

e
}

Z
｡

リ

ー

00

∞
〈

ご

(

2
)

デ
ュ

ル

ケ
ー

ム

の

考

察
の

封

象
に

な
っ

て

い

る

の

は
､

次
の

も

の

で

あ

る
｡

ロ
m

す
e

喜
e

コ
】

ど
c
-

莞
巴

監
t

i

｡

巴

首
班

こ
t

き
ー

○

ロ
∽

‥

b
e

訂
g

匂

寛
t

く
H

O
f

t

訂

勺
ユ
n
O

首
-

e

∽

○
巾

容
○
-

○
-

○

彗
1

.

｢
O

n

㌢
ロ
.

-

監
汁

A
･

声
2

粥

n
a

▲

邑
‥

J

由
t

a
t

)

00
2

∽

○

コ
的

呂
e

∽
)

冒

ロ

P

言
岩
e
t

筈
ロ

ー

岩
t

.

勺
a

ユ
∽
.

(

∽
.

戸
)

A
･

C
O

賢
2

､

A
･

ぎ
r

d
e

賀
e
t

J
･

A

∃
か

p
t

‥

｢
e

∽

宅
e

邑
昌
仏

琶
已

巴
e

也

.…
ロ

訂

ヨ
七

〇
1

巴
ロ
e

甲

せ
P

ユ
甲

-

認
小
･

一

シ
～

A
.
S

旨
琵
琵
e
‥

望
e

の

E
n
t

e
の

筈
n
N

d
e

∽

S

O
N
-

巳
訂
ヨ
仁

野

∞

紹

a

亡

P

G
O
t

F

P

-

∞

∞

h
.

(

3
)

四

日

喜
打

F
2

訂
ロ
‖

｢
P

仏

O
i

e

n
O

e

p
O
∽
i

t
-

く
e

d
e

】

P

日
○

岩
】

e

e

ロ

A
〓
e

ヨ
む

両
日
e
･

(

-

E
d

･

】

-

N
｡

A
ロ

n
か

♪

写
取

り
〉

ダ

や
.

-

∞

∞

○

(

4
)

デ
ュ

ル

ケ

ー

ム

が

注
目

し

て

い

る

の

は
､

次
の

も
の

で

あ
る

｡

弓
こ
F
e
-

m

W
ぢ
ロ

d
t

‥

E
t

F
i

打
】

2
-

n
2

亡

已
e

1

2
C

F
仁

n

g
e

n
･
計
→

→
F

巴
仏

P
O

F
e

ロ

亡

n
d

G
e

冨
t

N

e

d
e
∽

巴
t

こ

訂
F
e

ロ

F
e

げ
e

n
功
一

-

串
00

P

P

ロ

G
･
W
p
叫

ロ
e

コ

J
e

F
】

諒
∈
U

F

d
e

H

廿
○
-

巨
岩
F
e

n

O
e

打

?

ロ
O

H
ロ

ー

d

.
-

00

¶

P

G
･

く
･

S
O

F

m
O

ご
2

1

‥

q
e

b
2

1

2

F
ユ

g
e

G

2
ロ
d

打
出

南
2

n

d
e

∽

声
e

O

F
t

∽

亡

ロ
d

d
e

→

く
○
-

打
払

弓
-

ユ
s

c

F

p

才
一

-

加

勺
h

.

A
･
S
c

F
p
2

琵
e

‖
出
P

亡

仁

邑
r
2

b
2

n

d
e

払

仏

O

N

呂
-

2

n

田

賢
p
e

芦

阜

出
d
e
.

-

00

N

い

-
¶

∞
.

I

F
e

ユ
口

内
‥

ロ
e
→

N

w
2

0

打

-

2

声
e

O

F
t

.

-

出
d

.

N

A
仁

P

-

監
や

N

B
d
.

-

∞

∞

か
.

A
.･

ロ

勺
○

賢
‥

ロ
訂

G
r

仁
n

巴
P

的
e

n

n

訂
∽

河
e

O

F
t

∽

仁

n

P

巴
e

G
コ
一

日

中
N

亡

g
e

∽

e

旨
e

→

望
口

弓
ど
村
-

亡

ロ

g

品
e

苦
E
O

ぎ
e
.

-

監
P

(

5
)

高

島
善

哉
『

ア

ダ
ム

･

ス

ミ

ス

の

市

民

社

食

髄

系
』

(

昭

和
2 2

年
)
､

第
二

章
お

よ

び

第
三

章
｡

(

6
)

E
･

ロ

喜
打

F
2
-

ヨ
‥

P
p

哲
訂
n
O

e

p
O
仙

き
i

く
e

d
e

-

p

2
0

岩
-

e

e

n

A
〓
e

ヨ

品
n
e
･

(

河
e

く

F

e

勺

E
-

○

岩
】

首
i

q

仁
e

J
N
①

A
n
ロ
か

e

+

怒
N

一

p
･

-

N

O
)

(

7
)

野

口

喜
打

F
e
-

日
‥

U
①

-

P

d
-

5.
巴
P
ロ

n

仁

t

冒
く

巴
-

岩
O
i

巴
.

N

凸

監
.

〉

-

苫
N

.

ワ
一

斗
.

L
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三

『

分
業
論
』

は
､

分
業
が

近

代

社
食
に

お

い

て

道

徳
的
効
果
を

も
つ

こ

と

を
､

つ

ま

り
､

社
食
の

基
本
的
存
在

候

件
で

あ

る

連
帯

の

確
保

･

強
化
に

貢
献
す
る

こ

と

を
､

立

讃
し

ょ

う
と

し

た

も
の

で

あ

る
｡

と
こ

ろ
で

､

デ
ュ

ル

ケ

ー

ム

の

分
業
は

､

経
済
社

食
の

分
業
だ

け
で

な

く
､

科
挙
や

政

治
の

世

界
な

ど
､

あ

ら

ゆ

る

領
域

の

分
業
を

含
ん

で

い

る

の

だ

が
､

社
食
成
員
の

類
似
に

基
く

機

械

的
連
帯
に

封
し

て
､

分
業
に

基
く

連

帯
は

､

有
機
的
連

帯
と

呼
ば

れ

る
｡

機

械
的
連
帯
は

典
型

的
に

は

原

始
社
食
の

類
型
で

あ

り
､

有
機
的
連

帯
は

近

代
社
食
の

そ

れ

で

あ

る
｡

と

こ

ろ

で
､

原

始
と

近

代
と
の

こ

の

対
比
の

仕
方
に

つ

い

て
､

ひ

と

は

奇
異
の

感
を
い

だ

く
に

違
い

な

い
｡

テ

ン

ニ

ュ

ス

の

『

ゲ

マ

イ

ン

シ

ャ

フ

ト

と

ゲ
ゼ

ル

シ

ャ

フ

ト
』

は
､

む

し

ろ

逆
の

構

成
せ

示

し

て

い

る
｡

｢

ゲ
マ

イ

ン

シ

ャ

フ

ト
+

と

は
､

人

間
の

賓
在
的
自
然
的
な

意
志

と

し
て

の

｢

本

質
意

志
+

に

封
應
す
る

賓
在
的

･

有
機
的
な

社

食

(

共

同

赦

禽
)

で

あ

り
､

｢

ゲ

ゼ

ル

シ

ャ

フ

ト
+

と

は
､

観
念
的

･

作
魚
的
な

意

志
と

し

て

の

｢

形
成
意

志
+

に

封
應
す
る

観
念
的

･

機
械
的
構
成
髄
と

し

て

の

祀

合
(

利

益

社

食
)

の

こ

と

で

あ
っ

て
､

前
者
か

ら

後
者
へ

至

る

道
が

社
食
優
展
の

方

向
と

考
え

ら

れ

て

い

る
｡

そ

し

て

こ

の

よ

う
に

理

解
す
る

こ

と

が
､

社
食
科

学
上

一

種

の

常
識
と

さ

え

な
っ

て

い

る
｡

と
こ

ろ

が
､

デ
ュ

ル

ケ

ー

ム

の

場

合
は

そ

う
で

は

な
い

｡

機
械
的
な

原
始
社
台
か

ら

有
機
的
な

近

代

敢
合
へ

至

る

の

が

社

食
費

展
の

方

向
だ

と
い

う
の

で

あ

る
｡

し
か

も
こ

の

近
代

社
食
の

有
機
性
が

分
業
に

由

来

す

る

と

考

え

ら

れ

る
｡

デ
ュ

ル

ケ

ー

ム

の

主

張
に

み

ら
れ

る
･

こ

の
一

見
し
て

奇
異

な

鮎
は

､

茸
は

奇
異
で

は

な
い

｡

デ
ュ

ル

ケ

ー

ム

は

む

し

ろ

そ

の

鮎
を

こ

そ

意

識
し

て

い

る

の

で

あ
る

｡

つ

ま

り
､

近

代

社
食
を

利

益

社
食
的
な

も

の

-
デ

ュ

ル

ケ

ー

ム

は

こ

れ

を

契

約
的

連

帯
と

呼
ぶ

暮
と

す
る

考
え

を

批
判
し

､

近

代
社

食
が

契

約
的
連

帯
で

な
い

有
機
的
連
帯
に

塞
く
こ

と

を
､

つ

ま

り

近

代
社

食
も

ま
た

す

ぐ

れ

て

道

徳
的
な

社

食
で

あ

る

こ

と

を
､

澄
明

し

ょ

う
と

し
て

い

る

の

で

あ

る
｡

こ

れ

が

『

分
業
論
』

の

基
本

的
意

陶
で

あ

る
｡

こ

の

主

張
が

果
し
て

充

分
に

立

讃
し

え

て

い

る

か

ど

う
か

､

こ

の

鮎

を

検
討
し
て

み

よ

う
｡

近

代

社
食
を

契
約
的
連
帯
に

基
く

利
益

社
食
と

み

る

見

解
の

典

型

を
､

ス

ペ

ン

サ

ー

の

｢

産
業
社
食
+

観
に

み

る

こ

と

が

で

き

る
｡

デ
ュ

ル

ケ

ー

ム

は
､

第
一

篇

第
七

草
で

､

ス

ペ

ン

サ

ー

の

こ

の

｢

産
業
敢
合
+

観
を

批
判
し
っ

つ
､

契

約
的
連

帯
と

の

封
此

巾

J

に

お

い

て
､

有
機
的
連
帯
の

性
薇
を

朗
ら

か

に

し
､

ま

た
､

ス

ペ

胡

岳･

卜
い

臣
F
｢

㌢
軒

吼

㌣
ト

F
∴
:

｢

Y.

ト

ヒ

.

･J
･

ケ
7

1

〆

r

,妄､l
.
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ン

サ

ー

が
､

産
業
政
令
に

お

け

る

分

業
が

契
約
的
連
帯
を

う

む
と

結
論
し
た

の

に

封
し

て
､

そ

れ

が

有
機
的
連
帯
を

生
み

出
す
こ

と

を

主

張
し
ょ

う
と

す
る

.
の

で

あ

る
｡

ス

ペ

ン

サ

ー

の

産

業
社
食
観
の

う

ち
､

デ
ュ

ル

ケ

ー

ム

が

注
目

す
る

の

は
､

次
の

二

鮎
で

あ

る
｡

第
一

鮎

-
ス

ぺ

サ

ン

ー

の

｢

産

業
社

食
+

は
､

諸
個
人
の

努
働
生

産

物
の

交
換
に

よ
っ

て

な

り

た

つ

経
済
社
食
で

あ
り

､

紹
封
的
に

自
由
な

交
換
の

髄
系
で

あ

る
｡

こ

の

場
合

､

社
合
的
連

帯
は

､

個
人

的
利
害
の

自
尊
的

一

致

で

あ
っ

て
､

契
約
は

､

こ

の

一

致
の

自
然

的
表
現
で

あ

り
､

交
換

の

正

常
形

態
で

あ

る

か

ら
､

そ

こ

■
に

は

契

約

的

連

帯
が

支

配

す

る
｡

第
二

鮎

-
こ

の

よ

う
に

産

業
社

食
の

連
帯
は

､

自

費
的

･

自
律
的
な

連
帯
で

ぁ

る

か

ら
､

強
制
的

機

関

は

不

要
と

み

な

さ

れ
､

｢

政
令
的
活

動
+

(

デ
ュ

ル

ケ
ー

ム

の

社

食
は

国

家

化
さ

れ

て

い

る

こ

と

は

す
で

に

の

べ

た
｡

｢

社

食
的

活

動
+

と

は

主
と

し

て

法

に

よ

る

規

則
作

用
の

こ

と

で

あ

る
)

の

範
囲
は

縮
少

す
る

｡

そ

れ

は

せ

い

ぜ

い

諸
個
人

相

互
の

権
利
の

侵
害
を

阻
止

す
る

と
い

う

滑

極
的

調

節
作

用
を

行
う
に

す
ぎ

な
い

｡

こ

の

よ

う
な

特
徴
を

も
つ

ス

ペ

ン

サ

ー

の

｢

産
業
社
食
+

観
に

封
す
る

批

判
と

し

て
､

デ
ュ

ル

ケ

ー

ム

が

も

ち

だ

す
論
接
は

､

第
一

の

鮎
に

関
し

て

は
､

近

代

社
食
に

お

け

る

契
約
関
係
の

増
加
に

も
か

か

わ

ら

ず
､

非
契

約
的

関
係
も

同

時

に

増
加

す

る

と
い

う

鮎
で

あ
り

､

第
二

の

撃
つ

ま

り

｢

社
食
的

鵬

活
動
+

の

範
囲

縮
少
と

い

う
命
題
に

封
し
て

は
､

原

状
同

復
的
法

律
が

増
加
し

て

お

り
､

こ

れ

は

｢

社
合
的
活

動
+

の

増
大
を

意
味

す
る

と

い

う

鮎
で

あ

る
｡

第
一

の

鮎
に

お

け
る

､

非
契

約
的

関
係

と

は

な

に

か
｡

デ
ュ

ル

ケ

ー

ム

が

ま

ず
あ

げ
る

の

は
､

家
族
生

活

に

お

け

る

成

員
相

互
の

責
務
で

あ
る

｡

こ

の

責
務
は

､

｢

出
生

､

血

族
関
係

､

従
っ

て

人

間
の

意
志
に

関
興
す
る

こ

と

の

な
い

事

茸
に

依

存
+

す

る

｢

権
利
と

義
務
と

の

相
互

関
係
+

で

あ

る
｡

こ

の

よ

ぅ

な

権
利
と

義
務
と

の

相
互

関
係
を

規
制
す
る

親
族
法
の

増
加
と

複
雑
化

､

こ

こ

に

非
契
約
的
関
係
増
加
の

根
接
を

み

ょ

う
と

す
る

の

で

あ

る
｡

家
族
関
係
の

責
務
は

､

契

約
的
関
係
外
の

非
契

約
的

関
係
で

あ

る

が
､

他

方
､

契
約

関
係

内
に

も

非
契
約
的
要
素
が

あ

り
､

か

つ

そ

れ

が

ま

す
ま

す
増
加

･

複
雑
化

し
て

お

り
､

こ

れ

が

有
機
的
連

帯
の

存
在
を

澄
明

す

る
､

と
デ
ュ

ル

ケ

ー

ム

は

云

う
｡

家

族
関
係
に

お

け

る

非
契
約
的
責
務
の

複
雑
化
と

増
大
を

以
て

社

食
に

お

け

る

有
機
的
連

帯
の

蔑

展
の

指
標
と

す
る

デ
ュ

ル

ケ

ー

ム

の

主

張
に

封
し
て

は
､

次
の

こ

と

を

容
易
に

疑

問
と

し
て

提
出

す

る

こ

と
が

で

き
る

｡

そ

れ

は

家

族
の

問
題
と

､

全

健
社

食
の

問

題
と

を
､

ど
の

よ

う
に

関
連
づ

け
る

こ

と

が

で

き

る

の

か
､

と

い

ぅ
こ

と

で

あ

る
｡

デ
ュ

ル

ケ

ー

ム

は
､

別
の

と

こ

ろ

で
､

｢

こ

の
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(

有

機
的

連

帯
の
)

社
食
類
型

に

あ
っ

て

は
､

諸

個
人
は

も

は

や

直

系
出

自
の

関
係
に

よ
っ

て

で

は

な

く
､

彼
ら
が

従
事
し

て

い

る

敢

(

1
)

禽
的
活

動
の

特
有

性
に

よ
っ

て

集
圃

生

活
を

形

成
す
る
+

と

の

べ

て
､

全

髄
社
食
に

お

け

る

血

線
的

家

族

蘭
係
の

比

重
の

減
退

に

つ

い

て

の

べ

て

い

る
｡

従
っ

て

家

族
関
係
内
h
部
に

お

け
る

非
契

約
的

な

権
利

･

義
務

闘
係
の

増
加

･

複
雑

化
か

ら
､

直

ち
に

全

髄
社
食

に

お

け
る

有
機
的
連

帯
関
係
に

つ

い

て

推
論
す
る

こ

と

は

困

難
で

あ
る

｡

と

こ

ろ

が
､

デ
ュ

ル

ケ

ー

ム

の

場
合

､

全

鰻
祀
禽
の

有
機

的
連
帯
せ

家

族
関
係

内
の

非
契

約
的

要
素
と

を

関
連
づ

け
る

観
鮎

に

は
､

も

う
一

つ

あ

る

よ

う
に

思

わ

れ

る
｡

そ

れ

は
､

親
族
法
の

増
加

･

複
雑
化
と

い

う

事
貰
を

､

｢

社
食
+

の

非
契

約
的
な

規
制
作

用
の

増
加

と
み

な

す
こ

と

で

あ

る
｡

こ

の

場
合
に

も
二

つ

の

解
繹

が

可

能
で

あ

る
｡

一

つ

は
. ､

こ

の

杜
曾
的

規
制

作
用
の

増
大
が

､

家

族
の

非
契

約
的

関
連
の

増
加
を

あ

ら

わ

し
て

い

る

と

み

る

解

繹

だ

が
､

こ

の

解
渾
は

､

さ

き

の

問

題
に

辟

着

す
る

｡

も

う
一

つ

は
､

非
契
約
的
な

家

族
関
係
に

封
す

る

社

食
の

規

制

作

用
の

増

加
･

複
雑
化

を
､

全

膿
社

食
に

お

け

る

有
機
的

連

帯
の

存
在
の

指

標
と

す
る

解
揮
で

あ

る
｡

金

牌
社

食
の

な
か

の

一

領
域
で

あ

る

家

族

関
係
に

､

社
食
が

､

親

族

法
と

い

う
形
で

非
契

約
的
な

規
制
を

加
え

る

こ

と
が

､

ど

う
し
て

全

億
鹿

骨
に

ぁ

け
る

有
機
的
塵
苛
の

存
在
の

讃
擾
と

な

り

う
る

の

で

あ

ろ

う
か

｡

デ
ュ

ル

ケ

ー

ム

は

言

う
｡

｢

家

族
は

大

赦
合
の

内

部
に

お

い

て

自

律
的
小

社

合

と

し

て

と

ど

ま

る

代

り

に
､

常
に

社
合
的

諸

器
官
の

髄
系
の

内
へ

ま

す

ま

す
深
く

引
込

ま

れ

て

い

く
｡

こ

う
し

て
､

家

族
は

こ

れ

ら

諸
器
官

の

一

つ

と

な
っ

て

専
門
の

機
能
を

婚
著
し

､

従
っ

て

家

族
の

内

部

に

起
る

こ

と

は

社
食
全

般
に

反

響
を

及
ぼ

す
よ

う
に

な
っ

て

い

く

の

で

あ

る
｡

こ

の

事
葺
こ

そ
､

家

族
が

機
能
を

果
す

様
式
に

封
し

て
､

社

食
の

統
制
器
官
が

､

調

節
作
用
を

､

或
は

場
合
に

よ
っ

て

は
､

積
極
的
な

刺
戟
作
用

を
さ

え

行
う
た

め

に
､

干

渉
せ

ざ

る

を

〔

2
)

え

な

い

よ

う
に

す
る

も
の

で

あ

る
｡

+

こ

の

場
合
に

は
､

家

族

関

係

内
に

お

け

る

非
契

約
的

要
素
の

存
在
は

､

意
味
を

も

た

な

く
な

る
｡

全

髄
祀
舎
の

中
で

､

家

族
が

一

つ

の

専
門

機
能
を

捨
嘗
す
る

一

器
官
と

な

る

と
い

う
こ

と
が

強
調
さ

れ

る

の

で

あ
っ

て
､

非
契

約

関
係
の

増
加
を

結
論
さ

せ

る

も
の

で

は

な

い
｡

右
に

引

用
し

た

言

葉
は

､

全

餞
的
杜
合
内
の

諸

器

官
の

相
互

連

関
性
の

強
化
と
い

う
こ

と

で

あ

り
､

家

族
が

､

全

燈
敢

含
の

分
業
牒
系
の

一

器
官
に

組
込

ま
れ

る

と

い

う
こ

と
で

あ

る
｡

分
業
の

生

み

だ

す
連

帯
が

､

有
機
的

連

帯
で

あ

る

こ

と

を

諸
明

す
る

た

め
に

､

親

族
法
の

考
察

を

始
め

た

デ
ュ

ル

ケ

ー

ム

は
､

こ

う

し
て

､

問
題
の

出
費
鮎
に

戻

-

∂

っ

た

だ

け
で

為

る
｡

つ

ま

り
､

家

凝
が

全

億
鹿
骨
の

ヰ
で
一

つ

の

必
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専

門
の

機
能
を

塘
首
す
る

一

器
官
に

な
っ

た

場
合
に

､

家

族
と
そ

れ

以

外
の

諸
器
官
と

の

間
に

､

契
約
的
連

帯
で

な

く

有
機
的
連
帯

が

成
立

す
る

こ

と

を

澄
明

し

な

け
れ

ば

な

ら

な
い

の

で

あ
る

｡

こ

の

場
合
に

は
､

も

は

や

家

族
内
の

非
契

約
的
要
素
の

存
在
は

､

特

別
の

意
味
を

も

た

な

く

な
る

｡

こ

の

悪
循
環
を

解
決
す
る

に

は
､

部
分
社
食
に

お

け
る

非
契

約
的
関
係
を

封
象
と

す
る

社

食
的
規
制

作
用
の

増
大
が

､

す
な

わ

ち

全

健
社

食
に

お

け
る

有
機
的
連

帯
の

強
化
に

等
し
い

と
い

う
謎
を

解
か

な

け
れ

ば

な

ら

な
い

｡

次
に

契
約
に

お

け

る

非
契

約
的
要
素
の

問
題
を

考
察
し

ょ

う
｡

こ

の

契
約
の

非
契
約
的
要
素
と
い

う
の

は
､

合

意
に

由
来
せ

ず
･

法
が

契
約
に

課
す
る
･

責
務
の

こ

と
で

あ
っ

て
､

契
約
法
が

そ

の

表
現
で

あ
る

｡

デ
ュ

ル

ケ

ー

ム

は
､

こ

の

契
約
法
の

増
加
と

複
雑

化
と
が

､

社
食
の

有
機
的
連

帯
の

増
大

を

示

す
と

言
う

｡

そ

の

意

味
は

次
の

如
く
で

あ

る
｡

｢

わ
れ

わ

れ

の

自
嶺
的
な

協
同
(

契

約
)

は
､

わ

れ

わ
れ

の

望
ま
な

か
っ

た

義
務
を

わ

れ

わ

れ

に

封
し
て

生

(

3
)

じ

さ

せ

る

の

で

あ
る
+

の

で

あ

る

が
､

こ

の

義
務
を

規
定
す
る

契

約
法
は

､

わ

れ

わ

れ

の

な

す
べ

き

事
柄
お

よ

び

要
求
し

う
.
る

事
柄

を

疎
め

決
定

し
､

契
約
関
係
の

根
底
を

構
成
す
る
･

重

要
な

統
制

作
用
を

わ

れ

わ

れ

に

及
ぼ

す
｡

従
っ

て
､

契

約
は

､

そ

れ

白
身
で

自
足
的
な
も

の

で

は

な

く
､

社
食
か

ら
生

じ
て

く
る

規
制
が

加

え

ら

れ

て

は

じ

め
て

可

能
と

な

る
｡

こ

の

規
制
作
用

は
､

契
約
が

敦

甜J
才

力

を

哉
生

す
る

保
件
を

決
定
し

､

か

つ

必

要
と

あ
れ

ば

契

約
を

正

常
な

形
態
に

回
復
す
る

こ

と

に

よ
っ

て
､

わ

れ

わ

れ

が

協
同

す
べ

き

様
式
を

決
定

し
て

い

る
｡

こ

の

協
同

様
式
が

有
機
的
連
帯
の

そ

れ

だ

と

デ
ュ

ル

ケ

ー

ム

は

主

張
す
る

の

で

あ

る
｡

と
こ

ろ
で

､

右
の

デ
ュ

ル

ケ

ー

ム

の

主

張
に

封
し
て

は
､

次
の

よ

う
な

疑
問
が

生

じ
る

｡

契

約

法
の

規
制
作
用

は
､

な
る

程
､

わ

れ

わ

れ

の

合

意

を

こ

え
た

義
務

を

わ

れ

わ

れ

に

課
す
る

も
の

で

は

あ

る

が
､

し

か

し

そ

れ

は
､

契
約
の

不

履
行
を

禁
じ

､

契
約
官
尊

者
相
互

の

権
利
の

尊
重

を

目

的
と

し
､

い

わ

ば
､

フ

ェ

ア
･

プ

レ

ー

の

義
務
を

課
す

る

滑

極
的
な

規
制
作
用
で

は

な

い

の

か
､

と
い

う

疑
問
で

あ

を
｡

事
賓

､

デ
ュ

ル

ケ

ー

ム

は
､

別
の

と
こ

ろ
で

､

契
約
法
は

､

契
約
的
な

樺
利
義
務
の

関
係
に

伴
う
利
害
の

競
争
と

(

4
)

連

帯
と
の

正

常
的
な

均
衡
候
件
を

示

す
､

と
い

っ

て

い

る

の

で

あ

っ

て
､

な
る

程
そ

れ

は
､

同

意
に

由
来
せ

ず
､

デ
ュ

ル

ケ

ー

ム

に

ょ

れ

ば
､

幾
多
の

種
々

の

雑
多
な

経
験
の

要
約
と

し
て

､

社

食
と

俸
統
に

由
来
す
る

と

し
て

も
､

内

容
的
に

は
､

契
約
的
連

帯
を

越

え

た

有
機
的
連
帯
で

は

な

く
､

契
約
的
連
帯
を

貫
徹
す
る

た

め
の

滑

極
的

規
制

作
用
に

す
ぎ

な
い

の

で

は

な

い

か

と

思
わ

れ

る
｡

こ

の

疑
問
を

デ
ュ

ル

ケ

ー

ム

に

即
し
て

解
決
す
る

た

め

に
､

更
に

立
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入
っ

て

考
察
し

ょ

う
｡

こ

こ

で
､

わ
れ

わ

れ

は
､

デ
ュ

ル

ケ

ー

ム

が
､

第
一

篇
第
三

章

で
､

滑
極
的
連
帯
と

積
極

的
連
帯
と
の

直
別
に

つ

い

て

論
じ

､

そ

ジ
ュ

ス

テ

イ
ス

シ

ャ

ワ

テ

れ

と
の

関
連
で

､

正

義
と

慈
善
と

に

つ

い

て

述
べ

て

い

る

こ

と

を

想

起
し

な

け
れ

ば

な

ら

な
い

｡

｢

一

個
の

全

燈
が

凝

集
的
で

あ

る

た

め
の

第
一

僕
件
は

､

こ

の

一

全

髄

を

構
成
し

て

い

る

諸
部
分

が
､

支

離
滅
裂
な

運
動
に

お

い

て
､

互
に

衝
突
し
な

い

と

い

う
こ

と
で

あ
る

｡

だ

が
､

こ

の

外

部
的

一

致
と

い

う
こ

と

が
､

全

鰻
の

凝
集
を

作
る

も

の

で

は

な
い

｡

こ

れ

に

反

し
て

､

前
者
は

後
者
を

前
提
と

し
て

い

る
｡

滑
極

的
連

帯
は

､

積
極
的
な

性
質
を

も
っ

た

他
の

連
帯
が

存
在
す
る

場
合
に

の

み

可

能
で

あ

り
､

エ
肌

着
は

後
者

(

5
)

の

結
果
で

あ

る

と

同

時
に

儀
件
で

あ
る

｡

+

つ

ま
り

､

滑

極
的
連

帯

は
､

自
利
の

制
限
あ

る

い

は

他
人
の

権
利
の

尊
重

と

い

う
こ

と

で

あ
っ

て
､

こ

れ

を

デ
ュ

ル

ケ

ー

ム

は

正

義
と

呼
び

､

こ

の

滑
極
的

な

徳
性
を

超
越
し
･

社
食
の

凝

集
(

積
極

的

連

帯
)

を

結
果
す
る
一

致
和
合
の

無
私

的
愛
他

的
精
神
を

慈
善
と

呼
ん

で
､

こ

の

両

者
の

関
係
に

つ

い

て
､

従

爽
の

見
解
を

批
判
す
る

立

場
に

立
つ

｡

従
来

の

見

解
で

は
､

正

義
を

社
食
の

基

底
に

据
え

､

慈
善
を

最
上

部
に

お

い

て

こ

れ

を

装
飾
物
に

し

た
｡

社
食
生

活
の

固

滑
な

運

用
に

必

一

丁
′

要
な

も
の

は

正

義
で

あ
っ

て
､

慈
善
は

､

敢
合
が

そ

れ

を

な

し
で

す
ま

す
こ

と

の

で

き

る
一

個
の

私
的
な

徳
性
に

す
ぎ

な

い
｡

と
こ

ろ

が
､

デ
ュ

ル

ケ

ー

ム

に

と
っ

て

は
､

慈
善
と

正

義
と

の

関
係
は

逆
で

あ

る
｡

｢

人
々

が

権
利
を

互

に

認
め

あ
い

保
障
し

あ

う
に

は
､

ま

ず
第

一

に
､

人
々

が

互

に

愛
し

あ

う
こ

と

が
､

人
々

が

何
ら
か

の

理

由
で

互
い

に

そ

し
て

彼
ら

が

部
分
を

構
成
し

て

い

る

同
一

社

食
に

結
合
す

る

こ

と
が

､

必

要
で

あ

る
｡

正

義
は

慈

善
に

み

ち
て

い

る
｡

滑
極
的
連

帯
は

積
極
的
連

帯
の

一

つ

の

あ

ら

わ

れ

に

す
ぎ

(

6
)

な
い

｡

+

こ

こ

で
､

問
題
は

次
の

よ

う
に

提
起
さ

れ

て

然
る

べ

き

で

あ

る
｡

契

約
法
の

規

制
作
用
が

､

ど
の

よ

う
な

意
味
で

､

正

義
の

滑

極
的
な

規
制
作
用
で

は

な

く
､

慈
善
の

積
極
的
な

規
制
作
用
で

あ

る

と

言
う
こ

と

が

で

き
る

の

か
｡

そ

れ

は
†

ど

の

よ

う

な

理

由

.

で
､

慈

善
あ

る

い

は

愛
他

主

義
の

名
に

債
す
る

有
機

的
連

帯
を

示

す
の

か
｡

第
一

に
､

デ
ュ

ル

ケ

ー

ム

は
､

契

約
法
の

規
制
作
用
の

積
極
性
を

､

相

互

義
務
的
な

協
同

関
係
を

規
制
す
る

鮎
に

､

つ

ま

り
■
｢

わ

れ

わ

れ

の

な

す
べ

き

事
柄
お

よ

び

わ

れ

わ

れ

の

要
求
し

う

る

事
柄
を

務
め

決
定
し
て

い

る
+

鮎
に

求
め

て

い

る
｡

第
二

に
､

契
約
法
の

こ

の

積
極
的
な

規
制
作
用
は

､

｢

社
食
+

に

由
来
す

る

と

考
え

ら

れ

る
｡

つ

ま

り
､

契

約
の

背
後
に

｢

社
食
+

が

あ
っ

て
､

▲7

契
約
に

力

を

停
え
る

か

ら
､

契
約
が

人
々

を

結
び

つ

け

る

力

を

も

胡
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/

つ

と

云

わ

れ

る
り

っ

ま

り
､

あ

ら

ゆ
る

契
約
は

､

契
約
す
る

嘗
事

着
た

ち
の

背
後
に

､

結
ば

れ

た

契

約
を

尊
重
さ

せ

る

た

め

に

干

渉

し
ょ

う
と

し
て

待
ち

か

ま

え

て

い

る

｢

社
食
+

が

存
在
し
て

い

る

こ

と

を

前
提
と

す
る

｡

こ

う
し
て

､

契

約
法
は

､

一

つ

の

｢

祀
合

的
活
動
+

と

呼
ば

れ

る

の

で

あ

る
｡

そ

こ

で

次
の

こ

と

が

問
題
に

な

る
｡

第
一

鮎
､

つ

ま

り

契
約
法

が

契

約
嘗
事
者
の

合

意
を

こ

え

た

相

互

義
務
を

契

約
嘗
事
者
に

課

す
る

と
い

う

鮎
に

､

社
台

､

こ

の

場
合

は

契

約
者
嘗
事
者
間
に

､

有

機
的
連
帯
が

存
在
す
る

謹
嬢
を

み

る

と

す
れ

ば
､

こ

れ

は

自
己

撞
着
に

陥
る

｡

な
ぜ

な

ら
､

契
約
法
が

こ

の

よ

う

に

契

約
に

封
し

て

規
制

作
用

を

行

う
の

は
､

デ
ュ

ル

ケ

ー

ム

自
身
述
べ

る

と
こ

ろ

に

よ

れ

ば
､

｢

分
業
が

諸

利
害
を

連
帯
的
と

す
る

と

し

て

も
､

分
業

は

そ

れ

ら

を

混

合
に

導
く

も
の

で

は

な

く
､

利
害
を

差

別

化

し

競

(

7
)

争
の

事
態
に

お

く
+

か

ら
で

あ
っ

て
､

従
っ

て

契
約
官
尊
著
聞
に

利
害
の

差
別

化

と

競
争
の

存
在
す
る

と

こ

ろ

に
､

有
機
的
連

帯
が

存
在
す
る

と

主

張
し

な

け
れ

ば

な

ら

な

い

こ

と

に

な

り
､

こ

れ

は
､

自
己

撞
着
に

陥
る

こ

と
で

あ

る
｡

そ

こ

で
､

デ
ュ

ル

ケ

ー

ム

は
､

第
二

の

鮎
､

つ

ま

り
､

契

約

法
の

拘
束
力
が

､

契
約
嘗
事
者

を
こ

え

た

｢

社
食
+

に

由
爽

す
る

こ

と

を

強

調

す
る

の

で

あ

る
｡

そ

し
て

､

こ

の

鮎
が

､

社
食
的

規
制

作
用
の

漸
次

的
縮
少
と

い

う
ス

ペ

ン

サ

ー

の

主

張
に

封
す
る

デ
ュ

ル

ケ

ー

ム

の

反

論
に

連
る

朗
一

子

の

で

あ

る
｡

こ

の

場
合

に

は
､

契
約
嘗
事
者
間
の

契

約
を

規
制
す

る

力
を

も
っ

た

｢

社

食
+

を

想

定

し
て

､

こ

れ

が

有
機
的
連
帯
の

｢

社

食
+

で

あ

る

と

主

張
す
る

｡

つ

ま

り

同

意
に

基
く

契

約
的
連

帯
の

背
後
に

､

よ

り

高
い

地

位
に

た

つ

有
機
的
な

｢

社

食
+

が

存

在
し
て

い

て
､

そ

れ

が

契
約
の

世

界
に

拘
束

力

を

及
ぼ

す
と

考
え

ら

れ

る

の

で

あ

る
｡

で

は
､

こ

の

上

位
に

た

つ

｢

社

食
+

が
､

ど

う
し
て

有
機
的
な

社
食
と

い

え

る

の

か
｡

デ
ュ

ル

ケ

ー

ム

の

澄
明

方

法
は

､

契

約
政
令
に

対
し
て

､

こ

の

｢

社
食
+

が

非
契
約
的
な

規
制
作
用
を

及
ぼ

す
と

い

う

鮎
に

表

き

て

い

る
｡

そ

こ

で

問

題

は
､

結
局

､

非
契
約
的
な

規
制

作
用
の

存
在
が

､

す
な

わ

ち

全

慣

社

台
に

お

け
る

有
機
的
連

帯
の

存
在
に

等
し
い

と
い

う
･

家

族
法

の

場
合

と

類
似
し
た

謎
を

解
決
す
る

課
題

に

到
達
す
る

こ

と

に

な

(

8
)

る

わ

け
で

あ

る
｡

と
こ

ろ
が

､

デ
ュ

ル

ケ

ー

ム

に

と
っ

て

は
､

こ

の

謎
は

謎
で

は

な

い
｡

法

的

規
制
作
用

は
､

社
食
の

連
帯
関
係
を

表
明

す
る

と
い

う

命
題
は

､

デ
ュ

ル

ケ

ー

ム

に

と
っ

て

は
､

一

つ

の

前

提
で

あ

る
｡

こ

の

前

提
は

､

前
節
で

考
察
し
た

と

こ

ろ

か

ら

輿
え

ら

れ

る
｡

つ

ま

り
､

こ

の

前
提
命
題
は

､

国

家
の

祀
合
化

と
､

社
食
の

国
家

化
の

考
え

を
一

つ

の

桂
と

し
､

更
に

､

道
徳

･

宗
教

･

法
が

/ゝ

+
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シ
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ニ
･ デ

ュ
ル ケ ー ム

社
食
有
機
髄
の

存
在
條
件

､

特
に

連
帯
の

確
保
に

機
能
す
る

と
い

ぅ

考
え
を

､

も

う
一

つ

の

桂
と

し

て

成
立

し
て

い

る
｡

そ

こ

か

ら

非
契
約
的
な

法
が

存
在
す
れ

ば
､

即
ち

､

そ

の

社
食
の

連
帯
関
係

は

非
契
約
的
で

あ

る

と
い

う

結
論
が

び

き

出
さ

れ

る

の

で

あ

る
｡

こ

の

論
理

を
一

應
認
め

る

こ

と

に

し

よ

う
｡

し

か

し
､

そ

の

場
合

で

も
､

次
の

問
題
が

生

じ

る
｡

い

か

に

し

て
､

法
の

こ

の

非

契

約

性
が

､

分
業
に

由
爽
し

､

し
か

も

同

時
に

､

慈
善
に

基
い

た

有
機

性
を

意
味
し

う
る

の

か

と
い

う

疑
問
で

あ

る
｡

む

し
ろ

､

さ

き

に

考
察
し
た

と
こ

ろ

か

ら

明

ら
か

な

よ

う
に

､

非
契
約
的
規
制
を

行

ぅ
｢

敢

合
+

は
､

｢

利
害
を

差

別

化

し

競
争
の

事
態
に

お

く
+

分
業

の

世

界
を

こ

え

て
､

そ

の

上
に

位
置
す
る

も
の

で

あ

る
｡

従
っ

て

ヽ

ヽ

こ

の

規
制
作
用

は
､

分
業
を

対
象
と

す
る

に

し

て

も
､

分
業
に

由

来
す

る

も
の

と

は

い

え

な
い

｡

も

し
も
こ

の

規
制
作
用
が

分
業
に

由
来
す
る

と

す
れ

ば
､

そ

れ

は

も

は

や

愛
他

的
慈
善
に

基
く

も
の

と

は

い

え

な
い

｡

な
ぜ

な

ら
､

分
業
は
｢

利
害
の

差
別

化
+

と
｢

競

争
+

を

ひ

き
お

こ

す
の

だ

か

ら
｡

も

し

も
､

･
そ

れ

が

愛
他

的
慈
善

に

基
く
と

す
れ

ば
､

そ

れ

は

分
業
に

由
来
す
る

の

で

は

な

く
て

､

分
業
を

封
象
と

す
る

の

で

あ

る
｡

な

ぜ

な

ら
､

そ

れ

は
､

分
業
が

ひ

き
お

こ

す

｢

利
害
の

差
別
化
+

と

｢

競
争
+

を

制

御
す
る

の

だ

か

ら
■｡

分
業
と

愛
他

的
慈
善
と

の

こ

の

よ

う
な

ア

ン

チ

ノ
､

､

､

-

か

ら

ぬ

け
だ

す

方

法
は

､

た

だ
一

つ

し

か

な
い

｡

そ

れ

は
､

分
業
を

抽

象
化
し

て
､

｢

異
種
は

引
き

合

う
+

(

分

業

に

基

く

有

磯

的

連

帯
の

場
合
)

と

い

う
卑

俗
な

佳
言
に

よ

っ

て
､

両

者
を

統
一

す
る

こ

と

で

あ

る
｡

こ

れ

は
､

｢

類
は

友

を

呼

ぶ
+

(

類
似

に

基

く

機
械

的

連

帯

の

場

合
)

と
い

う

樫
言
と

同

様
.

現

賓
の

リ

ア

ル

な

把

握

で

は

な

く
て

､

形

式
的
な

抽

象
化

で

あ

る
｡

『

分
業

論
』

第
一

篇
第

一

葺

か

ら

第
六

章
に

至

る
､

機
械
的
連

帯
と

有
機
的
連

帯
と

に

関
す
る

長
い

説

明

は
､

上
の

二

つ

の

但
言

の
､

｢

経

験

科

学
的
+

な

粉

飾

に

す

ぎ
な

い
｡

デ
ュ

ル

ケ

ー

ム

は
､

資
本

と

労
働
の

封
立

関
係
を

ア

ノ
､
､

､

-

と

し
て

把

え

た

が
､

こ

の

ア

ノ
､

､

､

-

は
､

｢

異
種
を

び

き
つ

け
る
+

分
業
が

も

た

ら

す
べ

き

連

帯
か

ら
の

･

単
な

る

異
常

な

逸

脱
に

す
ぎ

な
い

｡

そ

の

葦
際
的
締
結
は

､

労
資
協
調
の

主

張

で

あ

る

が
､

こ

れ

は
､

経
済
社
食
か

ら

切

離
さ

れ

た
･

分
業
の

抽

象
的
把
握
と

､

現

賓
の

形
式
的
抽
象
化
の

辟
結
に

他
な

ら

な
い

｡

し
か

し
､

そ

れ

が

現

葺
か

ら
の

離
反
に

と

ど

ま

れ

ば

ま

だ

し

も
､

デ
ュ

ル

ケ

ー

ム

の

｢

社
食
+

は
､

既
述

し
た

よ

う
に

社
食
化

さ

れ

た

国
家
で

あ

り
､

国
家

化
さ

れ

た

社
食
で

あ

る

か

ら
､

第
一

次
世

界
大

戦
に

際
し
て

の

国
家

主

義
の

高
ま

り
の

中
で

､

デ
ュ

ル

ケ

ー

(

9
)

ム

は

全

く

抽
象
的
な

ジ

ン

ゴ

イ

ズ

ム

に

埋

没
す
る

こ

と

に

な
る

｡

こ

れ

が
､

具

髄
的
な

経
済
問
題
か

ら

切

離
さ

れ

た

道
徳
社
食
観

鰯

㌫
ト
ト

仙

E
ト

レ
汀

F
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賢
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訂
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臣
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の
､

帝
国
主

義
成
立

期
の

宿
命
で

あ

り
､

封
立

と

括

抗
を

含
む

現

茸
の

具

健
的
な

経
済
的
利
害
問
題
を

道
徳
的
に

嫌
悪
し

て
､

こ

れ

を

リ

ア

ル

な

批
判
的
分
析
の

埼
外
に

お

い

た

デ
ュ

ル

ケ

ー

ム

は
､

も
っ

と

も

非
道
徳
的
な

帝
国
主

義
的
利
害
に

盲
目

的
に

追
従
す
る

こ

と
に

な

る
｡

こ

れ

は

歴

史
の

皮
肉
で

あ

り
､

棒
倒
し
た

の

は
､

デ
ュ

ル

ケ

ー

ム

で

あ
っ

て
､

現

茸
で

は

な
か

っ

た

の

で

あ

る
｡
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2
.

デ
ュ

ル

ケ

ー

ム

は
､

そ
の

他
に

､

商
法

､

訴
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法
､

行

政

法
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4
)

旨

声
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匂
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や

?
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2
一

憲
法
の

存
在
を

も
っ

て
､

有
機

的
連

帯
が

存
在
す
る

指
標

と
み

な

し

て

い

る

が
､

こ

れ

も

結
局

､

同

じ

問
題
に

麻

着
す

る
｡

(

9
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第
一

時
世

界
大

戦
中
の

デ
ュ

ル

ケ

ー

ム

の

態

度
に

つ
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