
〈
研

究

論

文

１

〉

Ｆ
・
ハ
チ
ス
ン
と
Ａ
・
ス
ミ
ス
の
説
く

ス
ペ
ク
テ
イ
タ
ー
の
概
念
の
比
較
考
察

一
　

問

題

へ

の

導

入

近

代

国

家

論

は

通

常

ホ

ッ
ブ

ズ

（
Ｔ

．　
Ｈ
ｏ
ｂ
ｂ
ｅ
ｓ
）

の

『
リ

ヴ

ァ

イ

ア

サ

ン

』

に

は

じ

ま

る

と

さ

れ

て

お

り

、

彼

は

、

人

間

は

本

来

利

己

的

で

あ

り

そ

れ

ら

を

統

治

す

る

た

め

に
は

強

大

な

外

的

強

制

力

が

必

要

で

あ

る

と

説

く

。

し

か
し

、

そ

こ

に

は

ひ

と

つ

の
素

朴

な

疑

問

が

置

か

れ

る

。

す

な

わ

ち

、

ホ

ッ
ブ

ズ

の

自

然

法

に
よ

る

契

約

事
項

は

、

そ

れ

に

先

立

っ
て

、

人

間

は

何

を

善

と

み

な

し

何

を

悪

と

み

な

す

か

と

い

う

判

断

が

な

さ

れ

て

い

る

、

と

い

う
点

に

関

し

て

の

そ

れ

で

あ

る

。
人

間

が

社

会

と

は

無

関

係

に
存

在

し

機

械

的

に
生

命

運

動

を

行

な

う

だ
け

の
存

在

で
あ

る

と
す

れ

ば

、

人

間

は

善
悪

の

価

値

観

あ

る

い

は
正

・
不

正

の
判

断

は
も

ち

に

く

い

。

シ

ャ

フ

ツ

ベ

リ

（
Ｓ
ｈ
ａ
ｆｔ
ｅ
ｓ
ｂ
ｕ
ｒ
ｙ

，
　
Ａ

．　
Ａ

．　
Ｃ
」

は

ホ

ッ
ブ

ズ

に

対

抗

す

る

か

た
ち

で

人

間

本

性

を
利

他

的

で

あ

る
と

説

き

、

人

間

に

は

道
徳

感

覚
と

吉
　
田
　
杉
　
子

い

う

善

悪

を

判

断

す

る

機

能
が

あ

る
と

言

っ
た

。

近

代

市

民
社

会

に
お

い

て

は

各

個

人

の

自

由

と

独

立

は
ど

の

よ

う

に

確

保

さ

れ

る

べ
き

か
と

い
う

点

は

大

き

な

課

題

で

あ

る

。

シ
ャ

フ

ツ

ベ
リ

の

道

徳

感

覚

説

を

継
承

し

、

そ

れ

を

体

系

化

し

た

ハ

チ

ス

ン

（
Ｆ
.　
Ｈ
ｕ
ｔｃ
ｈ
ｅ
ｓ
ｏ
ｎ
）

の

道

徳

論

は
多

く

の
問

題

点

を

残

し

て

は

い

る
が

、

筆

者

は

ハ
チ

ス

ン
は

他

律

的

で

な

く
、

各

個

人

の
内

面

に

道

徳

原

理

を

確

立

し

よ
う

と

し

た

と

い
う

点

に

注

目

し
、

そ

れ

に

つ

い

て
論
じ
る
。
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
（
Ａ
.
　
Ｓ
ｍ
ｉ
ｔ
ｈ
）
は
必
ず
し
も
道
徳
感
覚
学

派
に
は
加
え
ら
れ
て
い
な
い
が
、
私
は
現
在
の
と
こ
ろ
シ
ャ
フ
ツ
ペ
リ
―
ハ

チ

ス

ン
の

流

れ

を

汲

む
も

の
と

考

え

て

い

る
。

こ

の

論
文

で

は

、

主

と
し

て

ス

ミ

ス

の

ハ
チ

ス

ン

か
ら

の

影

響

関

係

を

ス

ミ

ス

の

ス

ペ

ク
テ

イ

タ
ー

の
概

念

に

着

眼

し

な

が

ら

み

て

い

く

が

、

以

下

の

理

由

か

ら

「
ス

ペ

ク

テ

イ

タ

ー
」

と

い

う
概

念

に

注
目

す

る

。

第

一

に

、
個

人

の
行

為

の

当
否

を
決

め

る

に
あ

た
り

「

ス
ペ

ク

テ

イ

タ

ー

の説く スペクテイ ターの概念の比較考察スンとＡ・ スミスハ チＦ53



(ｓ
ｐ
ｅ
ｃ
ｔａ
ｔｏ
ｒ
）
　」

す

な

わ

ち

観

察

者

の

視

点

を
取

り

入

れ

る
と

い

う

方

法

論

の

背

景

に
は

近

代

市

民

社

会

の

成

立
と

い
う

状

況

が

想

定

さ
れ

て

お

り

、

そ

こ

に

お

い
て

人

間

の

判

断

の

重

要
性

に

目
が

む

け

ら

れ

て

い

る

こ

と

に

気

づ

く
。第

二

に
、

ス

ペ

ク

テ

イ

タ
ー

と

い

う

、
当

事

者

か
ら

一

定

の

距

離

を

も

っ

た
観

察

眼

の

介

入

に

よ

り

、

個

人

的
判

断

が

個

人

を

超

え

た

総

合

的

判

断

と

な

る
可

能
性

を

も

つ

も

の

と

な

る

。

シ
ャ

フ

ツ

ベ
リ

に

お

い

て

は

人

間

は

道

徳
感

覚

に

よ

っ
て

道

徳

的

価

値

判
断

を

行

な

う

も

の
で

あ

る

と

い

う

主

観

的

判

断

が

論
じ

ら

れ
て

い

た

が

、
「

ス

ペ

ク

テ

イ

タ

ー
」

の

介

入

に

よ

り

道

徳

的
価
値
判
断
に
客
観
的
側
面
が
備
わ
る
こ
と
に
な
る
。

第

三

に
、
「

ス

ペ

ク

テ

イ

タ

ー
」

の

機

能

を

考

察

す

る

こ

と

は

人

間

が

ど

の
よ

う

な
過

程

を

経

て

結

論

に

到

達

す

る

か
と

い

う

ひ

と

つ

の

様

式

に

つ

い

て

の

考

察

で

あ

り

、

そ

の

プ

ロ

セ
ス

の

妥

当

性

を
検

討

す

る

こ

と

も

で

き

る

。

と
こ
ろ
で
、
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
道
徳
論
に
お
い
て
「
公
平
な
（
i
m
p
a
r
-

t
i
a
l
)
ス
ペ
ク
テ
イ
タ
ー
」
の
概
念
は
重
要
な
も
の
で
あ
り
、
ハ
チ
ス
ン
の

直

接

の

教

え

子

で

あ

る

ス

ミ

ス

ヘ
の

ハ
チ

ス

ン
か

ら

の

影

響

は
明

ら

か
で

あ

る

。

し

か
し

、

先

回
り

し

て

言
え

ば

、

ス

ミ

ス
は

ハ

チ

ス

ン

の
説

を

批
判

的

に
吸

収

し

た
と

言

え

る
。

本

稿

に

お

い
て

筆

者

は

、

グ

ラ

ス

ゴ

ー
大

学

に

お

い
て

ハ
チ

ス

ン

の
直

接

の
教
え
子
で
あ
っ
た
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
ハ
チ
ス
ン
か
ら
の
影
響
関
係
と
い

う

点

を

中

心

に
、

ハ
チ

ス

ン

お

よ

び

ス

ミ

ス

の
倫

理

学

的

著

作

を

テ

キ

ス

ト

と

し

、

主

と

し

て

ハ
チ

ス

ン

と

ス

ミ

ス

の

ス

ペ

ク
テ

イ

タ

ー

の
概

念

の

感

覚

あ

る

い

は

感

情

の

位

置

に

注

目

し

て

考

察

す

る

。

二
　

ハ

チ

ス

ン

の

道

徳

論

ハ

チ

ス

ン

の

著

作

『

美

と

徳

の

観

念

の

起

源

に

関

す

る

研

究

』

（

Ａ

ｎ

　

Ｉ
ｎ
-

ｑ

ｕ

ｉｒ
ｙ

　

ｉ
ｎ

ｔ
ｏ

　

ｔ
ｈ

ｅ

　

Ｏ

ｒ

ｉｇ

ｉｎ

ａ

ｌ
　
ｏ

ｆ

　
ｏ

ｕ

ｒ

　

Ｉ

ｄ
ｅ

ａ

ｓ

 

ｏ
ｆ

　

Ｂ

ｅ
ａ

ｕ

ｔｙ

　

ａ

ｎ

ｄ

　

Ｖ

ｉｒ

ｔｕ

ｅ

，

１
７

２

５

」

は

二

つ

の

論

文

か

ら

な

る

。

第

一

論

文

は

美

学

論

文

で

あ

り

第

二

論

文

の

内

容

は

道

徳

哲

学

で

あ

る

。

第

一

論

文

に

お

い

て

ハ

チ

ス

ン

は

人

間

の

美

に

対

す

る

固

有

な

器

官

の

存

在

を

主

張

し

、

こ

れ

を

通

常

普

通

感

覚

の

名

で

通

っ

て

い

る

能

力

か

ら

は

区

別

し

て

「

内

部

の

感

覚

」

（

ｉ
ｎ

ｎ

ｅ

ｒ

　
ｓ

ｅ

ｎ

ｓ
ｅ

）

と

呼

ん

で

い

る

。

彼

は

、

「

私

た

ち

は

最

初

に

美

に

打

た

れ

る

」

と

し

て

美

の

自

立

性

を

説

き

、

そ

の

根

拠

と

し

て

、

美

の

享

受

は

直

接

的

で

あ

り

そ

こ

に

い

か

な

る

媒

介

も

存

在

し

得

な

い

こ

と

を

あ

げ

て

い

る

。

彼

は

、

そ

の

根

拠

と

し

て

わ

た

し

た

ち

自

身

の

ど

ん

な

決

心

も

有

利

不

利

の

ど

ん

な

予

想

も

対

象

の

美

醜

を

変

え

る

こ

と

は

で

き

な

い

と

い

う

こ

と

を

指

摘

す

る

。

ハ

チ

ス

ン

に

よ

れ

ば

人

間

は

対

象

と

な

る

も

の

の

性

質

に

つ

い

て

何

ら

の

知

識

を

も

た

な

く

て

も

、

対

象

か

ら

直

接

的

に

美

的

快

感

を

え

る

こ

と

が

で

き

る

よ

う

に

規

定

さ

れ

て

い

る

の

で

あ

る

。

ハ
チ
ス
ン
に
お
け
る
道
徳
的
価
値
判
断
は
、
行
為
に
対
し
て
是
認
（
a
p
-

ｐ

ｒ

ｏ

ｖ

ａ

ｌ
）

し

得

る

か

否

か

（

ｄ

ｉｓ
ａ

ｐ

ｐ

ｒ

ｏ

ｖ

ａ

ｌ
）

と

い

う

点

に

求

め

ら

れ

、

こ

れ

は

美

的

快

感

を

得

ら

れ

る

か

否

か

と

い

う

判

断

に

平

行

す

る

も

の

と

し

て

説

か

れ

て

い

る

。

ハ

チ

ス

ン

は

、

道

徳

的

価

値

判

断

は

「

素

早

い

監

視

者

と

執

拗

な

請

願

者

」

に

よ

っ

て

行

な

わ

れ

る

と

し

て

い

る

。

こ

の

「

ス

ペ

ク

テ
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イ

タ
ー
」

の
是
認
あ

る
い
は
否
認

に
よ

っ
て

道
徳
的
価
値
判
断
が
な

さ
れ

る

の
で

あ
る
が
、
ハ
チ
ス
ン
に
お
い
て

そ
れ

は
美
的
快
感
が
得
ら
れ

る
か
否

か

と
い
う
感

覚
的
な
い
し
心
理

的
反
応

と
同
質

的
な
直
接
的
作
用

に
よ

る
も

の

と
し
「
仁
愛
が
是
認

の
唯
一

の
根
拠
で

あ
る
」
と

い
う
曖
昧
な
論
述
を
し
て

い
る
。

ハ
チ
ス
ン
の
道
徳

論
に
お
い
て

ス
ペ
ク
テ
イ
タ
ー
に
つ

い
て
の
ま
と
ま

っ

た
記

述
は
み

ら
れ

な
い
が
、

ハ
チ

ス
ン
の
説

く
是
認

お
よ
び
否
認

の
概
念

は

一

定
の
ス
ペ
ク
テ
イ

タ
ー
を
前
提
と
す

る
も

の
で
あ

る
。
こ
れ

は

シ
ャ
フ
ツ

ベ
リ
に
お

い
て

は
取
り
上

げ
ら
れ

な
か

っ
た
点
で
あ
り
、

ラ

フ
ァ

エ

ロ
は

シ
ャ
フ
ツ

ペ
リ
か
ら

ハ
チ

ス
ン
ヘ
と
継
承
さ
れ
る
過

程
に
お

い
て

ス
ペ
ク
テ

イ

タ
ー
と

い
う
概
念
が
見
出
さ
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
て

い
る
。

以
上

か
ら

ハ
チ

ス
ン
の

ス
ベ

ク
テ
イ

タ
ー
の
概
念
を
総
括
す
る
と
、
最
終

的

に
ハ
チ

ス
ン
の

ス
ペ
ク
テ
イ

タ
ー
は
、
個
人

の
内
的
感
覚

に
根
ざ
す
も

の

に
と

ど
ま
り

、
主
観
的
判
断

の
域
を
で

な
い
も
の
と

な
る
。
ち
な
み

に
こ

の

よ

う
な

ハ
チ
ス
ン
説

は
カ
ン
ト

の
著

書

『
実

践
理
性

批
判
』

の

な
か
で
、

誤

っ
た
実
質

的
道
徳
原
理
の
六
種
類

の
な
か
に
入
れ
ら
れ
て

お
り
、

カ
ン
ト

は
ハ
チ
ス
ン
の
道
徳
感
情
の
説
を
そ

の
う
ち
の
主
観

的
内
的
原
理

に
属
す

る

も

の
と
み
な
し
て

い
る
。
ま
た
、
後
述
す

る
が
、

ス
ミ
ス
は
ハ
チ

ス
ン
の
説

を
著
書

『
道
徳
感
情
論
』
の
な

か
で
正
面

か
ら
批
判
し
て

い
る
。

ハ
チ

ス
ン
自
身
が
意
識
的

に
ス
ペ

ク
テ
イ

タ
ー
の
概
念
を
論
じ
た

の
で

は

な

い
の
で

ハ
チ
ス

ン
の
ス
ペ

ク
テ
イ

タ
ー
論
を
体
系
的

に
述
べ
る
こ
と
は
大

き
な
制
限
の
も
と
に
置
か
れ
る
が
、

シ
ャ
フ
ツ
ペ
リ
の
道
徳
感
覚
説
を
継
承

し
、
人
間
の
感
情

の
な

か
に
社
会
性
を
見
出
し

、
さ
ら

に
そ
こ
に
ス
ペ
ク
テ

イ

タ
ー
の
眼
の
導
入
を
予
想
さ
せ
た
と
い
う
点
で

ハ
チ

ス
ン
説
は
重
要
で

あ

る
。
す

な
わ
ち
、

ホ
ッ
ブ
ズ
に
お
い
て
は
他
律
的
道
徳
原
理
の
設
定
に
と
ど

ま
っ
て

い
た
も

の
が

ハ
チ
ス
ン
は
人
間
の
内
部

に
そ
れ
を
見
出
し
た
と
い
う

点
で
自
律
的
道
徳
原
理
の
設
定
を
方
向
づ
け

た
。

次

に
ス
ミ
ス
に
つ

い
て
述
べ
る
。

三
　

ス
ミ
ス
の
「
公
平
な

ス
ペ

ク
テ
イ

タ
ー
」
に
つ
い
て

ス

ミ

ス

は

、

一

七

三

七

年

に

一

四

歳

で

グ

ラ

ス

ゴ

ー

大

学

に

入

学

し

ハ

チ

ス

ン

の

「
道

徳

哲

学

」

の

講

義

を

聴

講

す

る

が

、

ラ

テ

ン

語

で

な

く

自

国

語

で

講

義

を

し

、

経

済

的

自

由

の

思

想

を

説

き

、

自

然

神

学

の

立

場

で

新

し

い

時

代

の

神

の

概

念

に

つ

い

て

説

い

た

敬

愛

す

る

ハ
チ

ス

ン

か

ら

大

き

な

影

響

を

う

け

た

が

、

ス

ミ

ス

は

彼

の

著

書

『
道

徳

感

情

論

』

の

な

か

で

美

徳

が

仁

愛

に

の

み

存

す

る

と

主

張

す

る

ハ

チ

ス

ン

の

論

を

批

判

し

て

い

る

。

こ

こ

で

は

ス

ミ

ス

の

「
公

平

な

ス

ペ

ク

テ

イ

タ

ー

（
ｔ
ｈ
ｅ
　
ｉｍ

ｐ
ａ
ｒ
ｔ
ｉａ
ｌ
　ｓ
ｐ
ｅ
ｃ
ｔａ
ｔｏ
ｒ
）
」

に

つ

い

て

の

考

察

を

行

な

い

な

が

ら

ス

ミ

ス

の

道

徳

論

に

つ

い

て

考

え

る

。

『

道

徳

感

情

論

』

が

大

き

な

反

響

を

呼

ん

だ

の

は

「
公

平

な

ス

ペ

ク

テ

イ

タ

ー

」

と

い

う

概

念

に

よ

っ

て

、

人

間

の

利

己

的

な

行

動

や

利

他

的

な

感

情

の

発

動

の

「
適

正

さ

」

を

も

と

め

よ

う

と

し

た

こ

と

に

あ

る

。

ひ

と

つ

の

行

為

が

、

利

己

的

感

情

に

依

拠

す

る

も

の

で

あ

る

と

思

わ

れ

て

も

、

そ

れ

が

「
公

平

な

ス

ペ

ク

テ

イ

タ

ー

」

に

よ

る

是

認

を

得

ら

れ

る

も

の

で

あ

れ

ば

そ

れ

は
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道

徳
的
に
是
認
さ
れ
る
行
為
と
な
る
。
こ
こ

に
お

い
て
当
初
利
己
的
感
情
と

さ

れ
て

い
た
も
の

は
自
己
以

外
の
人
間
に
利
益
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
と

考

え
ら
れ
、
そ
れ

は
広
義
の
意
味
に
お
け
る
利
他
心
す
な
わ
ち
自
己
以

外
の

人

間
へ
の
利
益
を
も
た
ら
す
も
の
と
な
り
得
る
と

い
え
る
。

ス
ミ

ス
が
人
間

の
利

己
心
す
な
わ
ち
自
愛
心
に
由
来
す
る
行
動
も
ま

た
「
公
平
な

ス
ペ

ク
テ

イ

タ
ー
」
の
是
認
を
得
る
べ
き
は
ず
の
も
の
で
あ
り
、
む
し
ろ
そ
れ

に
よ

っ

て

こ
そ
社
会

は
そ

の
活
発
な
運
動
を
維
持
し
得
る
と
言

っ
て

い
る
の

は
こ
の

意

味

に
お

い
て
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
点
は
、
資
本
主
義
を
背
景
と
し
た
近

代

市
民
社
会

の
特
質
を
う
つ
し
だ
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
著
作

の
初
版

は
一
七
五

九
年
で
あ
り
、
以

後
一
七
九
〇

年
の
第
六
版

ま
で

版
を
重
ね
て
お
り
、
「
公

平

な
ス
ペ

ク
テ
イ

タ
ー
」

の
捉
え
方

に
は
変

遷

が
み
ら
れ

る
。

当
初

ス
ミ
ス
は
良
心
は
社
会
的
是
認
お
よ
び
否

認

に
よ

っ
て
築
か
れ
る
も

の
で
あ

る
と
し
、
人
間

は
こ
の
世
に
お
け

る
神
の
代
理
人
で
あ
り
、
人
類
相

互

の
行
為
を
監
視
す

る
も
の
で
あ
る
と
み
な
し
た
。
初
版

に
お
い
て
、
ス
ミ

ス
は
道
徳

的
価
値
判
断

に
は
正

確
な
基
準
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か

に
し
て

い

た
。

そ
の
際
、

ス
ミ
ス
は
裁
く

も
の
を

「
ス
ペ

ク
テ

イ

タ
ー
」
の

「
共

感

（
s
y
m
p
a
t
h
y
)
」
に
よ
る
判
断
で
あ
る
と
は
記
述
せ
ず
「
人
類
」
あ
る
い
は

「
仲
間
」

の
そ
れ
で
あ

る
と
し
て

い
た
。
し

か
し
、
初

版
出

版
直
後

に
ギ
ル

バ
ー
ト
・
エ
リ
オ
ッ
ト
卿
に
、
一
般
の
意
見
が
か
な
ら
ず
し
も
良
心
と
一
致

し
な

い
場

合
は
ど

う
な
る
の
か
と
指
摘
さ
れ

た
。
第

二
版

に
お
け
る
公
平
な

ス
ペ

ク
テ
イ

タ
ー
の
概
念

は
、
根
本
的

に
は
エ
リ

オ
ッ
ト
の
異
論

に
よ
る
も

の

で

あ

る

。

ま

た

、

一

七

六

二

年

の

カ

ラ

ー

事

件

は

、

ス

ミ

ス

に

世

論

へ

の

不

信

を

つ

の

ら

せ

た

。

ス

ミ

ス

は

こ

の

経

験

も

ふ

ま

え

て

社

会

一

般

の

判

断

の

捉

え

方

を

変

え

、

道

徳

的

判

断

の

基

準

を

「

胸

の

内

な

る

同

居

人

、

理

論

的

人

間

、

人

類

の

代

表

者

、

神

の

代

理

人

」

と

呼

び

、

そ

こ

に

お

い

て

ス

ミ

ス

は

、

道

徳

的

価

値

判

断

に

お

い

て

公

平

無

私

な

観

察

者

と

な

る

こ

と

、

そ

し

て

事

態

の

解

明

に

あ

た

っ

て

は

想

像

力

（
ｉｍ

ａ
ｇ
ｉｎ
ａ
ｔ
ｉｏ
ｎ

）

が

世

論

よ

り

重

要

性

を

も

つ

も

の

と

な

る

こ

と

を

主

張

し

た

。

こ

の

よ

う

な

経

過

を

経

て

道

徳

的

価

値

判

断

は

「
想

像

上

の

立

場

の

交

換

」

に

よ

っ

て

当

事

者

の

お

か

れ

た

状

況

に

身

を

置

き

、

そ

の

う

え

で

公

平

な

ス

ペ

ク

テ

イ

タ

ー

が

共

感

し

得

る

か

否

か

に

求

め

ら

れ

る

と

い

う

も

の

に

仕

立

て

上

げ

ら

れ

る

こ

と

に

な

る

。

以

上

、

ス

ミ

ス

の

「

公

平

な

ス

ペ

ク

テ

イ

タ

ー

」

の

概

念

成

立

の

過

程

を

記

述

し

て

き

た

が

、

以

下

に

お

い

て

第

六

版

に

記

述

さ

れ

て

い

る

ス

ミ

ス

の

「

公

平

な

ス

ペ

ク

テ

イ

タ

ー

」

の

概

念

を

述

べ

た

う

え

で

ス

ミ

ス

が

ス

ペ

ク

テ

イ

タ

ー

と

い

う

概

念

を

持

ち

出

し

た

意

図

に

つ

い

て

考

え

る

。

第

六

版

に

お

い

て

ス

ミ

ス

は

道

徳

的

価

値

判

断

を

行

な

う

際

の

判

断

過

程

を
法
廷
に
な
ぞ
ら
え
「
現
実
の
ス
ペ
ク
テ
イ
タ
ー
（
ｒ
ｅ
ａ
ｌ
　
ｓ
ｐ
ｅ
ｃ
ｔ
ａ
ｔ
ｏ
ｒ
）
」
、

「
理
念
的
ス
ペ
ク
テ
イ
タ
ー
（
ｉ
ｄ
ｅ
ａ
ｌ
　
ｓ
ｐ
ｅ
ｃ
ｔ
ａ
ｔ
ｏ
ｒ
）
」
「
公
平
な
ス
ペ
ク
テ
イ

タ

ー

」

の

三

つ

の

段

階

に

分

け

て

い

る

。

第

一

段

階

は

現

実

に

お

け

る

他

人

の

観

察

的

な

眼

で

あ

る

が

、

人

間

は

多

く

貪

欲

で

あ

り

利

己

的

な

受

動

的

感

情

を

有

し

、

そ

の

判

断

は

時

と

し

て

公

平

さ

に

欠

け

る

と

い

う

制

限

を

も

つ

。

第

二

段

階

の

判

断

は

「

事

情

に

精

通
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し

た
胸
中

に
潜
む
彼
ら

の
偉
大

な
る
裁
判
官
で
あ
り
調
停
者
」
で

あ
り
、
こ

の
段
階
で
裁
く
も

の
が

裁
か
れ
る
も
の
と

な
る
と
き
現
実

の
ス
ペ
ク
テ
イ

タ

ー
の
も
つ
制
限

を
克
服

す
る
。

し
か
し

、
ス
ミ
ス
は
さ
ら

に
上

級
の
法
廷

に

「
公
平

な
ス
ペ
ク
テ
イ

タ
ー
」
の
判
断

を
据
え
る
。

こ
れ
は
第

二
段
階

の
理

念
的
ス
ペ
ク
テ
イ

タ
ー
に
等
し
い
視
点
す
な
わ
ち
そ
れ
は
利
害
関
係
の
な
い

中
立
性

と
判

定
の
公
明
正

大
さ
を
も
つ
が
、
こ
こ
に
お
け

る
判
断
の
絶
対

性

を
主
張

せ
ず
、
こ
こ
か
ら
再
び
第
一
段
階
の
判
断

を
顧

慮
さ
せ
る
こ
と
が
特

長
的
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
「
公
平
な
ス
ペ

ク
テ
イ

タ
ー
」
は
「
無
知
な
弱
い

人
間
の
判

断
に
驚

か
さ
れ
惑
わ
さ
れ
て
苦
し
む
場
合
に
は
そ
れ
は
生
身
の
人

間
と
の
繋
が
り
を
回
復
し
彼
の
素
性
に
お
け
る
神
聖
な
面
よ
り
も
人
間
的
な

面
に
ふ
さ
わ
し
く
行
動
す

る
」
こ
と
が
あ
る
と
記
述
す
る
。
ス
ミ

ス
は
、
自

ら
の
良
心
の
拠
り
所
を
頑

な
に
固
守
し
な

い
で
、
現
実
の
社
会

の
中
で
地
道

に
自
己
の
正
当
性

を
主
張
す

る
事
を
道
徳
的
な
姿
勢
で
あ

る
と

述
べ
る
の
で

あ

る
。

以
上

ス
ミ
ス
の
「
ス
ペ
ク
テ
イ
タ
ー
」

概
念

に
つ
い
て

述
べ
て

き
た
が
、

ス
ミ
ス
に
お
い
て

「
ス
ペ
ク
テ
イ
タ
ー
」

と
は
何
を
意
味
す
る
の
か
に
つ
い

て

は
お
お
む
ね
以
下

の
よ
う
に
総
括
で

き
る
。

第
一

に
、
平
凡

な
他
者
は
完
全
に
公
平

無
私

な
立
場
に
立

っ
た
道
徳
的
判

断

を
な
し

え
な
い
存
在
で
あ
る
の
に
対

し
、
ス
ペ
ク
テ
イ

タ
ー
は
行
為
者
と

は
隔
た
っ
た
客
観
者
の
位
置
に
置
か
れ
る
も
の
で

あ
り
、
ひ
と
つ
の
行
為
を

冷
静
か
つ
多
角
的
に
分
析
し
得
る
可
能
性
が
強
い
。
ス
ミ
ス
が

ス
ペ

ク
テ
イ

タ
ー
の
概
念
を
呈
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
示
そ
う
と
し
た
こ
と
の
ひ
と
つ

は
行

為
を
あ
る
一
定
の
隔

た
り
を
も
っ
て

観
察
す

る
こ
と
の
重
要

性
で
あ
る
。
そ

し
て
、
こ

の
よ

う
な
ス
ペ

ク
テ
イ

タ
ー
に
公
平

さ
を
要
求
し
た
の
は
、
ス
ペ

ク
テ
イ

タ
ー
が
行
為

者
に
可
能
な
限
り
接
近
し
て

の
価
値
判
断
を
期
待
し
た

こ
と

に
よ

る
。
し
か
し
、
同
時
に
ス
ペ
ク
テ
イ

タ
ー
と

は
生
身

の
人
間
の
諸

性
質

を
有

し
て

お
り
、
そ
の
判
断
に
完
全
性
を
期
待
す

る
こ
と

は
で
き
な
い
。

ス
ペ
ク
テ
イ

タ
ー
は
機
械

的
な
判
断
機
能
で

は
な
く
、
そ
の
根
源
的
な
機
能

は
生
身
の
人
間
の
価
値
判
断

に
基
礎
を
置
く
も
の
で

あ
り
、
判
断

は
絶
対
的

指
針
と
な
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
よ
う
な
視
点
を
含
ま
せ
る
こ
と
が

ス
ペ

ク
テ
イ

タ
ー
の
概
念
確
立
の
狙
い
と
し
て
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

四
　

公

平

な

ス

ペ

ク
テ

イ

タ
ー

に
お

け

る

感

情

の

は

た
ら

き

ス
ミ
ス
は
『
道

徳
感
情
論
』
の
な
か
で

ハ
チ

ス
ン
の
説
を
正

面
か
ら
批
判

し
て

い
る
が
、
ス
ミ
ス
の
ス
ペ

ク
テ
イ
タ
ー
概
念

に
お
い
て
感
情
つ
ま
り
主

観

的
判
断

を
完
全
に
を
切
り
捨
て
て
い
な
い
と
い
う
点
を
窺

う
こ
と
が
で
き

る
と
い
う
点
が
重
要
で
あ
る
。
以
下
、
ス
ミ
ス
の
ハ
チ
ス
ン
批
判
を
述
べ
、

そ
の
後
に

ハ
チ
ス

ン
か
ら
の
批
判
的
吸
収
点
を
述
べ
る
。

ス
ミ
ス
は

『
道
徳
感
情
論
』
の
な

か
で

、
複
雑
に
絡
み

合
っ
た
事
情
の
も

と
に
お
け
る
道
徳
的
価
値
判
断

は
感
覚
に
よ

っ
て

な
し
得
な
い
と
し
、
道
徳

感
覚
は
対
象
の
性
質
を
受
動

的
に
伝
達
す
る
機
能
に
す
ぎ
ず
、
そ
こ

に
評
価

作
用
は
見
出
さ
れ

な
い
と
述
べ
、

ハ
チ
ス

ン
の
説
を
批
判
し
て

い
る
。

し
か
し
、
一
方
で

ス
ミ
ス
は
、
正
邪
の
最
初
の
感
覚
が
理
性
に
よ

っ
て
引
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き

出

さ

れ

る

も

の

で

は

な

い

と

記

述

し

、

そ

れ

を

直

ち

に

受

け

取

る

の

は

直

接

的

感

覚

あ

る

い

は

感

情

で

あ

る

と

し

て

い

る

。

美

徳

で

あ

る

か

否

か

の

最

終

判

断

は

直

接

的

感

覚

に

よ

っ

て

な

さ

れ

る

も

の

で

あ

り

、

彼

は

、

わ

れ

わ

れ

を

美

徳

に

引

き

つ

け

さ

せ

悪

徳

を

と

お

ざ

け

よ

う

と

さ

せ

る

も

の

は

理

性

で

は

な

く

直

接

的

な

感

覚

あ

る

い

は

感

情

で

あ

る

と

述

べ

る

。

ス

ミ

ス

は

、

感

情

あ

る

い

は

感

覚

に

よ

る

判

断

を

否

定

す

る

が

以

下

の

よ

う

に

述

べ

、

そ

の

関

与

を

み

と

め

て

い

る

。

「

人

間

は

、

自

分

自

身

を

自

然

の

あ

ら

ゆ

る

他

の

部

分

か

ら

分

離

さ

れ

、

孤

立

し

て

い

る

と

は

み

な

さ

な

い

。

彼

が

自

分

を

観

察

す

る

と

き

に

は

人

間

の

性

質

と

世

界

の

、

偉

大

な

る

精

神

（
ｔ
ｈ
ｅ
　ｇ
ｒ
ｅ
ａ
ｔ
　ｇ
ｅ
ｎ
ｉｕ
ｓ
　ｏ
ｆ

ｈ
ｕ
ｍ

ａ
ｎ
　ｎ
ａ
ｔｕ
ｒ
ｅ

，　
ａ
ｎ
ｄ
　
ｏ
ｆ
　
ｔ
ｈ
ｅ

　
w
ｏ
ｒ
ｌｄ
」

が

彼

を

眺

め

る

と

想

像

さ

れ

る

見

方

を

採

用

す

る

。

彼

は

い

わ

ば

そ

の

よ

う

な

神

聖

な

る

存

在

の

感
情
（
ｔ
ｈ
ｅ
　
ｓ
ｅ
ｎ
ｔ
ｉ
ｍ
ｅ
ｎ
ｔ
ｓ
　
o
f
　
ｔ
ｈ
ａ
ｔ
　
ｄ
ｉ
ｖ
ｉ
ｎ
ｅ
　
Ｂ
ｅ
ｉ
ｎ
ｇ
）
に
移
入
し
、

自

分

自

身

を

巨

大

に

し

て

無

限

の

体

系

の

一

原

子

な

い

し

一

分

子

と

み

な

し

、

そ

れ

は

全

体

の

便

宜

に

し

た

が

っ

て

処

理

さ

れ

ね

ば

な

ら

ず

、

ま

た

当

然

そ

の

よ

う

に

し

て

こ

れ

を

処

理

す

べ

き

も

の

で

あ

る

と

考

え

る

」

こ

こ

に

お

け

る

「

全

体

の

便

宜

に

し

た

が

う

処

理

」

と

は

後

述

す

る

ス

ミ

ス

の

「

共

感

」

概

念

に

よ

っ

て

方

向

づ

け

ら

れ

る

と

考

え

ら

れ

、

そ

の

基

盤

に

は

善

悪

と

は

全

体

と

の

対

応

関

係

に

よ

っ

て

決

定

す

る

と

い

う

基

本

的

考

え

方

が

置

か

れ

て

い

る

。

こ

の

よ

う

な

論

述

は

、

人

間

が

理

性

的

判

断

を

行

な

う

と

い

う

こ

と

の

な

か

に
は

感

覚

的

要

素

が

含

ま
れ

て

い
る

こ

と

を
示

唆

し

て

い

る
。

ス

ミ
ス

は

ハ
チ

ス

ン

の
道

徳

感

覚

に

よ
る

判

断

を

否

定
し

て

い

る
が

、

別

の

側

面

か

ら

ハ
チ

ス

ン
の

論

を

汲

み

取

っ
た

と

い

う

点
で

単

な

る
理

性

主

義

と

は

一
線

を

画

し

て

い

る

。

と

こ

ろ

で

、

ス

ミ

ス
の

共

感

概
念

は
重

要

で

あ

る
が

、

彼

の

「
公

平

な

ス

ペ

ク

テ

イ

タ
ー
」

は

共

感

倫

理

の
社

会
的

客

観

化

と

理
念

化

を

め

ざ
し

た
も

の
で

あ

る
。

濱

田

論

文

で

は

「
共

感

と

は

市

民

社

会

に

お
け

る
諸

個

人

間

に

は

た

ら
く

生
き

た

感

情
」

で

あ

る
と

記

述

さ

れ

て

お
り

、

カ

ッ

シ

ー

ラ

ー
は

、

ホ

ッ

ブ

ズ

の

残
し

た

問
題

を

逃

れ

る

た

め

に

は

、
「
人

間

は

、

自

然

の

共

感

（
ｎ
ａ
ｔｕ
ｒ
ａ
ｌ　ｓ
ｙ
ｍ
ｐ
ａ
ｔ
ｈ
ｙ
）

の
何

ら

か

の

か

た
ち

へ
と

立

ち

戻

り

そ

れ

を

根

本

的

な

最

初

の

前

提

と

し

、

そ

の
上

に

慣
習

的
社

会

的

、

法

的

な

あ

ら

ゆ

る

秩

序

を

基

礎

づ

け

る

必

要

が

あ

る
」

と

言

っ
て

い

る
。

ハ
チ

ス

ン
は

シ

ャ

フ
ツ

ベ
リ

の

道

徳
感

覚

説

を

継

承

し

体

系

化

し

た

と

考

え

ら

れ

る

が

、

シ

ャ

フ
ツ

ベ

リ

が

道

徳
感

覚

説

を

打

ち

出

し

た

こ

と

に

つ

い

て

カ

ッ

シ
ー

ラ

ー

は

「

シ

ャ

フ
ツ

ベ

リ
が

問

題

と

し

て

い

る

の

は

、

単

な

る

契

約

に
基

づ

く

も

の

で

は

な

い
人

間

を
そ

の
根

源

に

お

い

て

ひ

と

つ

に

結

び

合

わ

せ
て

い

る

繋

が

り

を

直

観

的

に

認
識

す

る
こ

と

で

あ

る
」

と

述

べ

て

い

る

。

ハ
チ

ス

ン
、

お

よ

び

ス
ミ

ス

の

ス

ペ

ク
テ

イ

タ
ー

の

概

念

は

カ

ッ

シ
ー

ラ

ー

の

言

う

「
人

間

を
根

源

に

お

い
て

結

び

つ
け

て

い

る

ひ

と

つ

に

結

び
合

わ

せ
て

い

る
繋

が

り

」

を

認

識
す

る

た
め

の

ひ

と

つ

の
方

法

論
で

あ

る
と

い

え
る
の
で
は
な
い
か
。
シ
ャ
フ
ツ
ベ
リ
は
そ
の
認
識
方
法
を
人
間
の
感
覚
を

通

し

て

直

接

的

に
受

け

取

る
も

の
で

あ

る

と
し

た
が

、

ハ
チ

ス

ン
を

介

し

さ



ら

に
ス
ミ
ス
に
至

っ
て
人
間
が
よ
り
接
近
し

た
位
置
で

そ
れ
を
認
識
す
る
こ

と
が
で
き

る
位
置

に
到
達
し

た
と
筆
者

は
考
え
て

い
る
。

す
な
わ
ち
、

ス
ミ

ス
に
お
い
て

感
覚
的
判
断

は
否
定

さ
れ
た
が
理
性

的
判
断

を
基
盤
と
す
る
公

平

な
ス
ペ
ク
テ
イ

タ
ー
の
注
視
の
も

と
で

そ
れ
が
「
共
感
」
を
抱
き

え
る
か

否

か
と
い
う
過
程
を
設
定
す
る
こ
と
で

ス
ミ
ス
は

シ
ャ

フ
ツ
ベ
リ
の
道
徳
感

覚
を
よ
り
公
共
性
も
つ
も
の
に
引
き

上
げ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

（

１

）
　

Ｈ

ｕ

ｔ
ｃ

ｈ
ｅ
ｓ
ｏ

ｎ

，
　

Ｆ

ｒ
ａ
ｎ

ｃ

ｉｓ
:
　

Ａ

ｎ

　

Ｉ
ｎ

ｑ
ｕ

ｉｒ
ｙ

　

ｉ
ｎ

ｔ
ｏ

　

ｔ
ｈ
ｅ

　

Ｏ

ｒ

ｉｇ

ｉｎ

ａ

ｌ
　

ｏ

ｆ

　
ｏ

ｕ

ｒ

Ｉ
ｄ
ｅ
ａ

ｓ

　
ｏ
ｆ

　
Ｂ

ｅ
ａ

ｕ

ｔｙ

　
ａ

ｎ

ｄ

　

Ｖ

ｉｒ

ｔ
ｕ

ｅ

，
　

４
ｔ
ｈ

　
ｅ

ｄ

．
, 　

Ｃ

ｏ
ｒ

ｒ
ｅ

ｃ

ｔ
ｅ

ｄ

，

Ｌ

ｏ

乱

ｏ

ｎ

，
　

１
７

３
８

Ｒ

ｅ

ｐ

ｕ

ｂ
ｌ
ｉｓ

ｈ
ｅ

ｄ

　
ｉ
ｎ

　

１
９

６
９

　

ｂ
ｙ

　
Ｇ

ｒ
ｅ
ｇ

ｇ

　
Ｉ
ｎ

ｔ
ｅ
ｒ
ｎ

ａ

ｔ
ｉ
ｏ

ｎ

ａ

ｌ
　

Ｐ
ｕ

ｂ

ｌ
ｉｓ

ｈ
ｅ

ｒ
ｓ

Ｌ

ｉ
ｍ

ｉｔ
-

ｅ

ｄ

　
Ｗ

ｅ
ｓ

ｔ
ｍ

ｅ

ａ

ｄ

　

Ｅ

ｎ
ｇ

ｌ
ａ
ｎ

ｄ

，
　
ｐ

ｐ
,

 １
５
-

１
６
.

（

２

）

Ｒ

ａ

ｐ

ｈ
ａ
ｅ

ｌ
，

　

Ｄ
,

　

Ｄ

．
, 　

Ｔ

ｈ
ｅ

　

Ｉ
ｍ

ｐ

ａ
ｒ

ｔ
ｉａ

ｌ
　

Ｓ

ｐ

ｅ
ｃ

ｔ
ａ

ｔ
ｏ

ｒ

， 　

Ｅ

ｓ
ｓ
ａ
ｙ

ｓ

　

ｏ
ｎ

　

Ａ

ｄ
ａ
ｍ

Ｓ
ｍ

ｉ
ｔ
ｈ

，　
ｅ

ｄ
,

　
ｂ

ｙ

　
Ａ
.

　

Ｓ
.
　

Ｓ
ｋ

ｉｎ

ｎ

ｅ

ｒ

　
ａ
ｎ

ｄ

　

Ｔ
.

　

Ｗ

ｉ
ｌｓ

ｏ

ｎ
,

　
Ｃ

ｌ
ａ

ｒ
ｅ

ｎ

ｄ

ｏ
ｎ

　

Ｐ
ｒ

ｅ
ｓ
ｓ
,

ｏ

ｘ

ｆ
ｏ

ｒ

ｄ

　

１
９
７

５

　
ｐ
,

８

６
,

（

３

）
　

Ｋ

ａ

ｎ

ｔ
,
　

Ｉ
ｍ

ｍ

ａ

ｎ
ｕ

ｅ

ｌ
:　

Ｋ

ｒ

ｉ
ｔ
ｉ
ｋ

　

ｄ
ｅ
ｒ

　

ｐ

ｒ
ａ

ｋ
ｔ
ｉｓ
ｃ

ｋ
ｅ
ｎ

　

Ｖ
ｅ
ｒ

ｎ
ｕ

ｎ

ｆ
ｔ

　

Ｈ

ｅ
ｒ

ａ
ｕ

ｓ
ｅ
-

ｇ

ｅ

ｂ
ｅ
ｎ

　
ｖ
ｏ

ｎ

　
Ｋ

ａ
ｒ

ｌ
　
Ｖ

ｏ
ｒ

ｌａ

ｎ

ｄ
ｅ
ｒ
.
　

８
.
　

Ａ

ｕ

ｆ
ｌａ
ｇ

ｅ

，
　

１
９

２
１

，
　
ｐ
,

４
６

．

（

４

）

Ｓ
ｍ

ｉ
ｔ
ｈ
,
　

Ａ

ｄ
ａ

ｍ
:

　

Ｔ

ｈ
ｅ

　

Ｔ

ｈ
ｅ
ｏ
ｒ
ｙ

　

ｏ
ｆ

　

Ｍ

ｏ
ｒ
ａ

ｌ
　

Ｓ

ｅ
ｎ

ｔ
ｉｍ

ｅ
ｎ

ｔｓ
,
　

１
７
９

０

　
（

６
ｔ
ｈ

ｅ

ｄ
,

）
，
　
ｐ

ｐ
.

３
２

１
-

３
２

２
,

（

５

）
　

Ｓ
ｍ

ｉ
ｔ
ｈ
.

，
　
ｉ
ｂ

ｉ
ｄ
.
,
　
ｐ
,

３
２
６
,

（
６
）
　
ｓ
ヨ
ｉ
ｔ
ｈ
.
,
　
ｉ
ｂ
ｉ
ｄ
.
,
　
ｐ
.
１
５
３
．

（
７
）
　
ｓ
ヨ
ｉ
ｔ
ｈ
.
,
　
ｉ
ｂ
ｉ
ｄ

．
,
　
ｐ
,
２
３
６
,

（

８

）
　

Ｓ
ｍ

ｉ
ｔ
ｈ

．
，

　
ｉ
ｂ

ｉ
ｄ
.

，
　
ｐ

．
 １
６

３
,

（

９

）
　

こ

の

点

は

シ

ャ

フ

ッ

ペ

リ

か

ら

の

継

承

点

で

あ

る

。

（

1 0

）
　

濱

田

義

文

「

イ

ギ

リ

ス

市

民

社

会

の

倫

理

」

日

本

倫

理

学

会

編

、

慶

應

通

信

。

一

九

九

一

年

、

二

〇

六

頁

。

（

1
1
）
　
C
ａ
ｓ
ｓ
ｉ
ｒ
ｅ
ｒ
,
　
Ｅ
,
　
Ｔ
ｈ
ｅ
　
Ｐ
ｌ
ａ
ｔ
ｏ
ｎ
ｉ
ｃ
　
Ｒ
ｅ
ｎ
ａ
ｉ
ｓ
ｓ
ａ
ｎ
ｃ
ｅ
　
ｉ
ｎ
　
Ｅ
ｎ
ｇ
ｌ
ａ
ｎ
ｄ
，
　
ｔ
ｒ
ａ
ｎ
ｓ
ｌ
ａ
ｔ
ｅ
ｄ

ｂ

ｙ

　
Ｊ
ａ

ｍ

ｅ

ｓ

　
Ｐ
.

　

Ｐ
.
,
　

Ｕ

ｎ

ｉｖ

ｅ

ｒ
ｓ
ｉ
ｔ

ｙ

　
ｏ

ｆ
　
Ｔ

ｅ

ｘ

ａ
ｓ

　

Ａ

ｕ

ｓ

ｔ
ｉｎ
,

　

１
９
５

３

，　
ｐ
,

　１
６

６
.

（
1
2
）
　
C
ａ
ｓ
ｓ
ｉ
ｒ
ｅ
ｒ
，
　
ｉ
ｂ
ｉ
ｄ
.
,
　
ｐ
.
　
１
６
６
,

（
よ
し
だ
・
す
ぎ
こ
、
倫
理
学
、
お
茶
の
水
女
子
大
学
大
学
院
）
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