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§ム
面冊

説

 

ベ
ン
サ

ム

『行
為
動
機

一
覧
表
』
を
読

む

西

尾

孝

司

目

次

一ヒ ノくf亡 【几』

は
じ
め

に

『行
為
動
機

、
覧
表
』

の
執
筆
目
的

快
苦

"
善
悪
説

の
前
提
と
し

て
の
快
苦

ロ
実
体
的
実
在
説

普
遍
的
利
益
と
特
殊
的
利
益

の
媒
介
原
理
と
し

て
の

「功
利

の
原
理
」

「
功
利

の
原
理
」

に
反
す
る
諸

原
理

『
行
為

動
機

.
覧
表
』

に
お
け

る
快
苦

の
動
機
論

む
す

び

に
か
え

て

は
じ
め
に

33

ベ

ン
サ

ム

『行

為

動
機

噌
覧

表

』

の
初

版

本

の
表

紙

に
は

一
八

一
五
年

「印

刷
」

と

あ

り

、

そ

の
次

頁

に
あ

る
表

紙

に
は

一
八

一
七
年

「
販

売

」

と

あ

る

。

こ

の
種

の
書

物

に

「
販

売
」

(
ω
O
一創
)

と

表

記

さ

れ

る

こ
と

は

珍

し

い

こ
と

で
は

あ

る
が

、

こ
れ

は
事

実

上

「
公

刊
」
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と

い
う

意

味

で
あ

る

。

ベ

ン
サ

ム

に
は

、

そ

れ

ま

で

に
も

、

"
印

刷

は

し

た

が

公

刊

は

せ
ず

"
と

い
う

ケ

ー

ス
は

か

な

り

あ

っ
た

。

そ

の

典

型

が
、

そ

の
最

も

初

期

の
書

物

で
あ

る

『道

徳

お

よ
び

立
法

の
諸

原

理

序

説

』

で
あ

る
。

同

書

は

一
七

八

〇
年

に
印

刷

さ

れ

た

が

、

そ

の
公

刊
は

一
七

八
九

年

と

な

っ
た

。

か

れ

の

こ

の
よ
う

な

"
印

刷

は

し
た

が
公

刊

は
せ

ず

"
と

い
う

ケ

ー

ス
は

、

か

れ

の
あ

る
種

の
躊
躇

に
よ

る
も

の
で
あ

り
、

筆

者

の
解

釈

に
よ

れ

ば

、

そ

れ

は

か

れ

の

"
自

信

の
な

さ

"
を

示

す
も

の

で
あ

る
。

ベ

ン
サ

ム

『行

為

動

機

一
覧

表

』

は
、

『
道

徳

お

よ

び

立

法

の
諸

原

理

序

説

』

と

『
義

務

論

』

と

共

に
、

か

れ

の
倫

理

学

に
関

す

る

三

大
著
作

の

;

で
あ

る
.

『序

説
』
は
そ

の
印
刷
と
公
刊
と

の
間

に
九
年

の
歳
月
が
あ

り
、

『霧

論
』

の
論

は
か
れ

の
没
後

の

丞

二

四
年

で
あ

っ
た
。

そ

れ

は
、

J

・
バ

ウ
リ

ン
グ

に

よ

っ
て
編

集

さ

れ

て
、

は

じ

め

て
公

刊

さ

れ

た
も

の
で
あ

る
。

す

な

わ

ち

、

か

れ

の
倫

理

学

に
関

す

る

三

つ
の
主
要

著

作

の
う

ち

、

そ

の

一
つ
は

そ

の
生

前

に
公

刊

さ

れ
な

か

っ
た

こ
と

を
含

め

て
、

別

の
二
著

は

そ

の
印

刷
年

と

公

刊

年

と

の
間

に

い
く

ら

か

の
間

隔

が
あ

っ
た

こ
と

は

、

か

れ

が

そ

の
倫

理

学

上

の
著

作

に

つ
い
て
確

か

な

る
自

信
を

も

ち

え

な

か

っ

た

こ
と

を

示

し

て

い
る

と

い
わ
ざ

る
を

え

な

い
よ

う

に
思

わ

れ

る

の

で
あ

る
。

ベ

ン
サ

ム

『
行

為

動

機

一
覧

表

』

(以

ド
、
『動
機
論

』
と
省

略
す

る
場
合

が
あ

る
)
は

、
結

論

的

に

い
え

ば

、
決

し

て
体
系

的

な
倫

理

学

の
著

作

で
あ

る
と

は

い
え

な

い
の

み
な

ら

ず

、

『
序

説

』

と

比

較

す

る

な

ら

ば

そ

の
倫

理

学

的

枠

組

は

『
序

説

』

と

基

本

的

に

同

一
で
あ

る
と

い
え

る
。

ま

た

、

そ

の
後

に
書

き

継

が

れ

た

『義

務

論

』

と

比

較

し

て
も

、

そ

の
倫

理

学

的

枠

組

は

基

本

的

に
変

化

し

て

い
な

い
、

つ
ま

り

、
同

一
で
あ

る
と

い
え

る

の
で
あ

る
。

こ

の
限

り

で

い
え

ば

、

ベ
ン
サ

ム
は

、

終

生

、
自

信
を

も

っ
た
倫

理

学

的

体

系

を

示

し
う

る

著
作

を

つ

い
に
完

成

す

る

こ
と

が

で
き

な

か

っ
た

と

い
わ
ざ

る
を

え

な

い
で
あ

ろ
う

。

そ

の
意

味

に
お

い
て
は

、

『動

機

論

』

は

、

な

お

も

、

か

れ

の
未

成

熟

な

著

作

に
と

ど

ま

つ

て

い
る
と

い
わ
ざ

る

を
え

な

い
も

の
で
あ

る
。
そ

れ

で
は

、
か

れ

は

同
著

を

な

ぜ
公

刊

し

た

の

で
あ

ろ
う

か

。
こ

の
よ

う

な

問
題

提

起

は

、

別

言
す

れ
ば

、

同
著

の

『
序

説

』

と

比
較

し

て

の
倫

理

学

的

意

義

は

ど

こ

に
あ

る

の
か
を

問
う

こ
と

に

ほ
か

な

ら
な

い
と

い
え

る

。

本

稿
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は

、

そ

の
よ
う

な

視

点

か

ら

、

同
著

と

『
序

説
』

と

比

較

し

た

上

で

の
新

し

い
倫

理

学

的

意

義

を
論

究

し

よ
う

と

す

る
も

の
で
あ

る
。

な

お

、

こ
こ

で
、

『
動

機

論

』
を

書

誌

学

的

視

点

か

ら

簡

単

に

瞥

見

し

て
お

き

た

い
。

同
書

は

、

一
八

一
七
年

に

公

刊

さ

れ

た

が

、

そ

の
後

、

.
八

三

九

年

に

、

バ

ウ

リ

ン
グ
版

『
ベ

ン
サ

ム
全

集

』

(第

一
巻

)

に
収

録

さ

れ

て
出

版

さ

れ

起̂

。

そ

れ
以

降

・
〃
コ
レ

ク

テ

ッ

ヘ
ヨ

　

ド

,
ワ
ー

ク

ス
版

〃
と

し

て
出
版

さ

れ

る
ま

で

の

一
四

四
年

間

、

バ

ウ
リ

ン
グ
版

全

集

に
収

録

さ

れ

た

ベ

ン
サ

ム

『
動

機

論
』

が
定

本

と

し

て
扱

わ

れ

て
き

た

の

で
あ

る
。

し

か

し

な

が

ら

、

"
コ
レ

ク

テ

ッ
ド

・
ワ
ー

ク

ス
版

"
と

バ

ウ

リ

ン
グ
版

を

比
較

し

て
み

る

と

、

そ

の

あ

ま

り

に
大
き

す

ぎ

る

相
違

に
驚

か

さ

れ

る
。

こ

の
両

版

に
お

け

る

『行

為

動

機

一
覧

表

』

は

、
と

う

て

い
、
同

一
の
著

作

と

は

い

い
が

た

い
と

い
わ
ざ

る
を

え

な

い

の
で
あ

る
。

そ

の

コ

覧
表

」

(
↓
彊。
ぼ
Φ
)

に
お

い
て
は

快

楽

と
苦

痛

の
動
機

が

一
四

に
類

型

化

さ

れ

て

い
る

が

、

そ

の
内

容

は

両

版

と

も

に
全

く

同

一
で
は

あ

る
。

し

か

し

、

こ

の

「
一
覧

表
」

が

バ

ウ
リ

ン
グ
版

で

は

そ

の
冒

頭

に
配
置

さ

れ

て

い

る

の

に
対

し

て

"
コ
レ

ク

テ

ッ
ド

.
ワ
ー

ク

ス
版

"
で
は

そ

の
後

半

に
配

置

さ

れ

て

い
る

。

こ
れ

に
伴

っ
て
、
両

版

の
構

成

そ

れ
自

体

が

全

く

違

っ
て

い
る
。

そ

れ

は

、

そ

の
構

成

の

み
な

ら

ず

、

そ

の
内

容

も
相

当

に
異

な

っ
て
お
り

、

バ

ウ

リ

ン
グ
版

で
は

ベ

ン
サ

ム

の
原

稿

が

か

な
り

削

除

さ
れ

て

い
る
。

バ

ウ
リ

ン
グ
版

『
行
為

動

機

一
覧

表

』

は

、
き

わ

め

て
粗

雑

に
し

て
恣

意

的

な
編

集

に
堕

し

て
お

り

・

そ

れ

は

ベ

ン
サ

ム

の
原

稿

の
改

窟

版

と

い
わ
ざ

る
を

え

な

い
も

の

で
あ

る

。

そ

の
意

味

で

は

、
〃
コ
レ

ク

テ

ッ
ド

・
ワ
ー

ク

ス
版

"

の
新

た

な

る

出

版

は

、

ベ

ン
サ

ム
研

究

に
新

し

い
地

平

を

拓

く

可
能

性

を

提
供

し

て
お

り

、

こ
れ

を

慶
賀

す

べ
き

で
あ

ろ
う

。

二

『行
為
動
機

]
覧
表
』

の
執
筆
目
的

35

ベ

ン

サ

ム
は

、

こ

の
著

作
を

ど

の
よ
う

な

意

図
を

も

っ
て
執

筆
し

た

の

で
あ

ろ
う

か

。

そ

れ

は

、
同

著

の
副

題

に
示

さ

れ

て

い
る

。

な

お

、

そ

の
副

題

は

、

」
八

一
五
年

「
印

刷

版

」

と

一
八

一
七
年

「
販

売

版
」

と
も

に

、

全

く

同

一
で
あ

る
。

そ
れ

は

、
次

の
よ
う

な
も

の

で
あ

っ
た

。
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「人

間

の
本

性

が

つ
き

う

こ

か

さ

れ

る

さ

ま
ざ

ま

な

種

類

の
快

楽

と

苦

痛

を

明

示

し

よ

う

と
す

る

も

の
で
あ

る
。

同

時

に

、

さ
ま

ざ
ま

な

種

類

の
利

益

と

欲

望

、

な

ら

び

に
、

そ

れ

ら

に
そ

れ

ぞ

れ

関
連

す

る
動

機

を

明
示

し

よ

う

と

す

る
も

の
で
あ

る
。

か

つ
、

中

立

的

.

推

奨

的

.
非

難

的

な

名

称

か

ら

な

る

さ
ま

ざ

ま

な
快

苦

を

示

す

語
群

を

明

示

し

つ

つ
、

そ

れ

に
よ

っ
て
特

定

さ

れ

る
各

々

の
種

類

の
動

機
を
明
示
し
よ
う
と
す
る
も

の
で
あ

る
。

こ
れ

に
、

こ

の

『
一
覧
丞

の
内
容
が
次

の
学
問

の
基
礎

な

い
し
土
台

に
か
か
わ
ゑ

軋
囲

に

お
け

る
応
用
を
支
持
し
う
る

〈
注
釈

〉
と

〈
省
察

〉
を
加
え

た

い
。
そ

の
学
問
と
は
、
道
徳
学

の
技
法
と
科
学
、

つ
ま
り
、
倫

理
学
で

あ

る
。

こ
れ
に
は
、
私
的
倫
理
学
お
よ
び
実

践
的
倫

理
学
、
別
名

、
義
務
論

が
含
ま

れ
、
解
釈

的

つ
ま
り
説
明
的
倫
理
学

(
こ
れ
は
ほ

と
ん
ど
理
論

的
倫

理
学
と

一
致
す

る
)
の
み
な
ら
ず
、
義
務
論
と
ほ
と
ん
ど

一
致
す

る
批
判
的
倫
理
学
が
含
ま

れ
る
。
ま

た
、
倫
理
学

と
関
連
す
る
か
ぎ
り

に
お

い
て
心

理
学
、
お
よ
び
、
倫
理
学
的
視
点
か
ら
考

察
さ
れ
る
か
ぎ
り

に
お

い
て
伝
記
を
含

む
歴
史
学

が
含
ま

れ
る
」
。

誠

に
長

い
副

題

で
あ

る
。

こ

の
長

い
副
題

の
中

に
、

ベ
ン
サ

ム
が
同
著

に
お

い
て
意

図
し
た
執
筆
目
的
が
明
確

に
示

さ
れ
て

い
る
。

か

れ

に
よ
れ
ば
・
人
間
本
性
が

つ
き
う

こ
か
さ
れ
て

い
る
も

の
は
快
楽
と
苦
痛

で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
派
生

的
に
発
生
す

る
さ
ま
ざ
ま
な
種

類

の
利
益
と
欲
望

が
そ
れ
を
求
め
た
り
避
け
よ
う

と
す
る
人

間
行
為

の
動
機
を
形
成

し
て

い
る
。
そ

の
よ
う
な
快
楽
と
苦
痛

は
相

互
に
関
連

す
る
言
葉
と

し

て
は
、
後

に
み
る
よ
う
な

.
四

の
類
型

的
な
語
群

に
分
類
す

る

こ
と

が
で
き
、
か

つ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
語
群
は
中
立
的

.
推

奨
的

・
非
難
的
な
価
値

を
も

つ
三
種
類

の
言
葉

に
分
類
す

る
こ
と
が

で
き

る
。

こ
こ
で

"
推
奨
的

"
と
は
倫
理
的
に
大

い
に
推
奨
さ
れ
る

べ
き
も

の
で
あ
り
、
人

々
が
積
極
的

に
こ
れ
を
求

め
る

べ
き

で
あ

る
と

こ
ろ

の
も

の
で
あ

る
。

こ
こ
で

"
非
難
的

"
と

は
倫

理
的

に
非
難

さ
れ
る

べ
き
も

の
で
あ
り
、
人

々
が
積
極
的

に
こ
れ
を
避
け

る
べ
き

で
あ

る
と

こ
ろ
の
も

の
で
あ
る
。

い
ず

れ
に
せ
よ
、
あ
ら
ゆ
る
人
間

行
為

に
は
そ
れ

に
関
連
す

る
特
定

の
動
機

が
あ
り
、

ベ
ン
サ
ム
は
そ
れ
ら

の
す

べ
て
の
動
機
を

《
一
覧
表

》
に
明
示

で
き

る
と
考
え

、
同

著
を
執
筆
し
よ
う
と
し
た

の
で
あ

る
。
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そ
れ

で
は
、
か
れ
は
、
な
ぜ
そ

の
よ
う
な

《
↓
覧
表
》

が
必
要

で
あ
る
と
考
え

た

の
で
あ
ろ
う

か
。

そ
れ
は
、
同
著

の
副
題

の
後
半

に

示
さ
れ

て
い
る
。

そ
れ

は
、

一
言

に
し

て

い
え

ば
、
倫
理
学

の
基
礎

な

い
し
は
土
台
を
構
築
す
る
た
め

に
必
要
だ

っ
た

の
で
あ
る
。
そ

の

限
り

で
い
え
ば
、
同
著
は
倫
理
学
そ
れ
自
体

が
展
開
さ
れ

て
い
る

の
で
は
な

い
と

い
う

べ
き

で
あ

ろ
う

。

《
動
機

一
覧
表
》
は
、

こ
れ
を

基
礎
と
し
た
倫

理
学

の
壮
大
な
構
想

と
そ

の
展
開

の
た
め
に
不
可
欠

の
前
提
作
業
と
し

て
要
請
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
。
但

し
、
こ
こ
で
の

倫

理
学
は
、
ム
.
日

の
わ

れ
わ
れ

の
常
識
的
な
意
味

で
の
倫
理
学

で
は
な

い
。
そ
れ
は
、
非
常

に
広
義

の
倫
理
学

の
展
開
が
構
想

さ
れ

て

い

る
。

か
れ
が
構
想

し
て

い
た
倫
理
学

に
は
、
立
法
論
を
含

む
政
治
学

が
含
ま

れ
、
実

践
的
倫
理
学
と
し

て
の
義
務
論

は
も
と
よ
り
、
倫
理

学
上

関
連
す

る
限
り

に
お
け

る
心
理
学
お
よ
び
伝

記
を
含
む
歴
史
学

が
含
ま
れ

る
。
か
れ
は
、
政
治
学
を
広
義

の
倫
理
学

で
あ
る
と
し

て

ハ
　

ヒ

お
り

、
義
務
論

に

つ
い
て
は

一
八

一
四
年

か
ら
執
筆
を

開
始

し
た
。

ベ
ン
サ
ム
は

、
『
行
為
動
機

一
覧
表
』
を

、
そ

の
固
有

の
意
味

で
の
倫
理
学

の
み
な
ら

ず
、
政
治

学

・
心
理
学

・
歴
史
学

の
基
礎
を
構

築
す

る
た

め
の
不
可
欠

の
前
提
作
業

で
あ
る
と
位
置
づ
け

つ
つ
、

こ
れ
を
執
筆

し
た

の
で
あ
る
。

三

快
苦
11
善
悪
説
の
前
提
と
し
て
の
快
苦
1ー
実
体
的
実
在
説

ベ

ン
サ

ム
は

、

す

で

に
、

『
道

徳

お

よ

び

立

法

の
諸

原

理

序

説

』

に

お

い

て

「
功

利

の
原

理

」

を

明

確

に
主

張

し

て

い
た

・

そ

れ

は

・

次

の
よ
う

な

原

理

で
あ

る
。

「
功

利

の
原

理

と

は

、

ど

の
よ

う

な

行

為

に

せ

よ

、

あ

ら

ゆ

る
行

為

を

、

そ

の
行
為

が

関

係

し

て

い
る
利

益

を
も

つ
当

事

者

の
幸

福

を

増
大

せ

し

む

る

か
減

少

せ

し
む

る

か

、

つ
ま

り

、
同

じ

こ
と

だ

が

別

の
言

葉

で

い
え

ば

、

そ

の
幸

福

を
促

進

す

る
か

阻
む

か

、

そ

の
ど

ち

ら
か
に
み
え

る
傾
向

に
よ

っ
て
、
そ

の
行
為
を
承
認
す
る
か
、
ま
た

は
承
認

し
な

い
と

こ
ろ
の
原
理

で
農

」・

こ

の
よ
う

な

「
功
利

の
原
理
」

に
よ

っ
て
快
楽
と
苦
痛

は
倫

理
的
規
準
と

し

て
の

《
善
悪
》
と
さ
れ

た
。
「
功
利

の
原
理
」
は
、
快
苦
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を

善

悪

に
置
き

換

え

る
決

定

的

な
倫

理

的

規

準

で
あ

っ
た

。

こ

の
よ

う

な

視

点

は

、

『
行

為

動

機

一
覧

表

』

お

よ

び

そ

の
後

に
執

筆

さ

れ

た

『義

務

論

』

に

お

い
て
も

一
貫

し

て
再

確

認

さ

れ

て

い
る

。

し

か

し
な

が

ら

、

『
動
機

論

』

に
お

い
て
は

、

快

苦

11
豊
口悪

説

と

い
う

形

の
展

開

は

と

ら

れ

て
お

ら

ず

、
快

苦

の
み

が

「実

体

的
実

在

」

(
「
Φ
餌
一
Φ
口
け
一甘一Φ
ω
)

で

あ

る
と

す

る
快

苦

11
実

体

的

実
在

説

の
強

調

が
前

面

に
押

し

出

さ

れ

て

い
る
。

ベ

ン
サ

ム
に

と

っ
て
は

、

人
間

行

為

の
動

機

に

お
け

る
唯

一
の
実

体

的

実

在

は

快
楽

と

苦

痛

の
み

で
あ

る

と
す

る
認

識

こ
そ

、

人

間

行

為

に
関

す

る
あ

ま

り

に
も

当

然
す

ぎ

る

経
験

的

認

識

に
ほ

か

な

ら
な

い
も

の

で
あ

っ
た

。

こ

の
よ
う

に
快

楽

と

苦

痛

を

人

間
行

為

に

お

け

る
唯

一
の
実

体

的

実

在

で
あ

る
と

す

る

こ
と

そ

れ

自

体

が

、

じ

つ
に
、
快

苦

H
善

悪

説

の
倫

理

的
前

提
を

構

成

す

　
　　

り

る
。
か

つ
、
そ
れ
は
、
『
序
説
』
以
来

の
自
然

主
義
的
倫
理
学

の
基
本
的
前
提
と
も
な

っ
て

い
る
も

の
で
あ

る
。

し
か

し
な
が
ら

、

ベ

ン
サ

ム
は
、

『
動
機

論
』

の
冒
頭

に
お

い
て
は

、
快
苦

11
善
悪
説

を
主
張

す

る
こ
と
を
ま
ず

は
控
え

つ
つ
、
快

苦

11
実
体
的
実
在
説
を
展
開
し

つ
つ
、

そ
の
自
然
主
義

的
倫

理
学

の
論
理

的
前
提

と
な

る
存
在
論
的
作
業

に
取
り
組
も
う
と

し
て

い
る

の

で
あ
る
。

こ
れ

は
、
『
序
説
』

に
お
け
る

「
功
利

の
原
理
」

の
存
在
論

的
説
明
と

し

て
補
足

さ
れ
た
も

の
で
あ

っ
た
と
も

い
え
る

で
あ

ろ

う
。「

快
楽
と
苦
痛

こ
そ
が
、
疑

い
の
な

い
実
体
的
実
在

で
あ

る
。
そ
れ

ら

の
存
在

の
証
明
は
、
身
体
な

い
し
は
精
神

の
存
在

の
証
明

よ
り

も

一
層
直
接
的

で
あ

る
。

快
楽

な

い
し
は
苦
痛
を
伴
う
か
否

か
に
か
か
わ
ら
ず
感
覚
は
、
唯

.
の
直

接
的
な
知
覚
的
実
在

で
あ

る
。
そ

の
他

の
す

べ
て
の
も

の

　
ア

リ

は
、

推

論

的
実

在

で
し

か

な

い
」
。

「
快

楽

と

苦

痛

は

、
行

為

の
あ

ら

ゆ

る
動

機

の
基

礎

で

あ

る
。

た

だ

し

、
快

楽

と

苦

痛

は

、

動

機

な

く

し

て
も

存

在

す

る
。

そ

の
逆

は

同

じ

で
は
な

い
」

(
凄
㌧飢
・も

」

ご

。

「あ

ら

ゆ
る

言

葉

は

、

二

つ
の
部
分

に
分

類

で
き

る
。

す

な

わ
ち

、
①

実

体

的

な

言

葉

と

②

擬

制

的

な

言
葉

と

に
分

類

で
き

る

。
実

体
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的

な

言
葉

の
う

ち

に
、

擬

制

的

な

言
葉

は

あ
ま

ね

く

そ

の
根

源

を

も

つ
も

の
と
考

え

ら

れ

る
。

問

題

の
擬

制

的

実
在

と

は

、
①

欲

望

と

嫌

悪

、

②

必

要

、
③

希

望

と

恐

怖

、
④

利
益

、

で
あ

る
。

こ
れ

ら

の
擬

制

的
実

在

が

そ

の
根

源

を

も

つ
実

体

的

実

在

こ
そ
快

楽

と

苦
痛

で
あ

る
」

(
き
§

も

・
①
・
9

さ
§

も

,

刈
甲
9

。

「
そ

れ

ぞ

れ

の
快

楽

な

い
し

は

苦

痛

は

目

的

な

い

し

は
手

段

で
あ

り

、

道

徳

的

善

悪

の
唯

一
真

実

の
本

質

で
あ

り

起

源

で
も

あ

る
」

(
き
蛍

も

.
①
卜。
し
。

さ

ら

に

、

ベ

ン
サ

ム
は

、

「
利
益

に
は

同

義

語

は

な

い
」

と

い

つ

つ
も

、

欲

望

・
嫌

悪

・
必

要

・
希

望

・
恐

怖

の
同

義

語

と

し

て
、

次

の
よ
う

な

言

葉
を

列

挙

し

て

い
る

(
♂
ミ

、
P

ゆ
ト。
し
。

「
欲

望
l

l

①

願
望

、
②

食

欲

、

③

熱

望

、
④

あ

こ
が

れ

、

⑤

大

欲

、

⑥

好

み

、
⑦

志

好

、
⑧

好

意

、
⑨

愛

情

、

⑩

愛

着

、
⑪

愛

好

、

⑫

渇

望

、
⑬

性

癖

、
⑭

熱
意

、
⑮

熱

心

、
⑯

念

願

。

嫌

悪
i

l

①

き

ら

い
、
②

い
や
気

、
③

う

ん
ざ

り

、
④

反
感

、
⑤

大

き

ら

い
、
⑥

憎
悪

、
⑦

い
や

で
た

ま

ら

な

い
も

の
、
⑧

の
ろ

い
、

⑨

う

ら

み
。

必

要
!

ー
①

入

用

、
②

要
求

、
③

急

迫

、
④

必

須

。

希

望
1

①

期
待

、
②
見
込

み
が
あ

る
こ
と
。

恐
怖
l
I
①
憂
慮

、
②

恐

ろ
し

い
も

の
、
③

非
常
な
恐
怖
、
④
身

ぶ
る

い
、
⑤
気
を
も
む

こ
と
、
⑥

心
配
、
⑦
嫌
疑
」
。

こ
こ
で
ベ
ン
サ

ム
は
、
人
間
行
為

の
動
機
を
規
定

し

て
い
る
実
体
的
実
在

は
、
快
楽
と
苦
痛

で
あ
り
、
か

つ
、
快
楽
と
苦
痛

の
み
で
あ

る

こ
と
を

強
調
し

て
い
る
、
す
な
わ
ち

、
快
楽
と
苦
痛

の
み
が
人
間
行
為

の
あ
ら

ゆ
る
動
機

の
基
礎
で
あ
り

、
人
間
行
為

に
関
す
る
あ

ら

ゆ
る
言
葉

の
根
源

に
あ

る
。

こ

の
二

つ
の
言
葉
以
外
は
す

べ
て
擬
制
的
な
言
葉

で
あ
り
、
究
極

的

に
は
快
楽
と
苦
痛

に
還
元
さ
れ
う

る
も

の
で
し
か
な

い
。
人
間
行
為

の
動
機

に
関
し

て
し
ば
し
ば
使
用
さ
れ
る
欲
望
と
嫌
悪

、
必
要
、
希
望
と
恐
怖

、
利
益
と

い
う
言
葉

は
擬
制
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的
実

在

で
あ

り

、
実

体

的

実

在

と

し

て

の
快

楽

と
苦

痛

に
そ

の
根

源

を
も

つ
も

の
で

し

か
な

い
。
そ

の
意

味

で

は
、
幸

福

、
正
義

、
義

務

、

責

務

、

美

徳

と

い
う

言

葉

も

全

く

同

様

で
あ

る

。

す

な

わ

ち

、

快

楽

と
苦

痛

か

ら

切

り

離

さ

れ

た
と

こ
ろ

に

は

、
欲

望

と
嫌

悪

、

必

要

、

希

望

と

恐

怖

、

利
益

は
存

立

し
え

な

い
。
ま

た

、

同
様

に
、

ど

の
よ
う

に
精

緻

に
理

論

化

さ

れ

て

い
よ
う

と

も

、
快

楽

と

苦

痛

か

ら

切

り

離

さ

れ

た

と

こ

ろ

に
は

、
幸

福

、

正
義

、
義

務

、
責

務

、

美

徳

は

存

立

し
え

な

い
の

で
あ

る
。

か

れ

は

、

「
そ

の
対
象

と

し

て
擬

制

的

実

在

し

か
も

ち
え

て

い
な

い
命

題

は

、

真

理

で
は

な

い
し
、

何

ら

の
意

味

も

も

ち

え

な

い
。

そ

れ

は

、

た

ん

な

る

ナ

ン

セ

ン

ス

の
塊

り

に
す

ぎ

な

い
」

(
導
ミ

も

・
置

し

と

述

べ

て

い
る

。
あ

る

人

間
行

為

が

快
楽

か
苦

痛

に
も

と

つ

い

て
な

さ

れ

る
場

合

に

の

み

、
そ

の
人

間

行
為

に
関

す

る
真

理

が
成

立

し
う

る

の
で
あ

り

、

そ

の
人

間

行
為

に
な

ん

ら

か

の
意

味

が

生

ず

る

の

で
あ

る
。

こ

の
よ
う

に

人
間

行

為

に
関

す

る
真

理

は

、

快
楽

と

苦

痛

か

ら

切

り

離

さ

れ

た
と

こ

ろ

に
は

成

立

す

る

こ
と

は
あ

り

え

な

い

の

で
あ

る
。

ベ

ン
サ

ム

の

こ

の
よ

う

な

主

張

は

、

人

間
行

為

に

関

す

る
快

苦

目
決

定

論

と

も

い
う

べ
き

も

の

で
あ

ろ
う

。

か

れ
は

、

「
快
楽

は

す

べ

て
善

で
あ

り

、
苦

痛

は

す

べ

て
悪

で
あ

る
」

(
さ
§

も

●
爵

.)

こ
と

を

強

調
す

る

。

こ
れ

は

、

『序

説
』

の
次

の
よ
う

な

冒

頭

の
パ

ラ
グ

ラ

フ
を

再

確

認

す

る
も

の

で
あ

っ
た
。

「
自

然

は

こ

れ
ま

で
人

類

を

二
人

の
君

主

、

す

な

わ

ち

、
快

楽

と

苦

痛

の
支

配

の
も

と

に
お

い
て
き

た

。

た

だ

こ

の

二
人

の
君

主

の
み

が

、
わ

れ
わ

れ

が

な

そ

う

と

し

て

い
る

こ
と

を
決

定

し

て
お

り

、

同
時

に
、

わ

れ

わ

れ

の
な

す

べ
き

と

こ

ろ

の
こ
と

を

指

示

し

て

い
る

の

で
あ

る
。

一
方

で
は

、
正

邪

の
規

準

が

、

他

方

で

は

、
因

果

関
係

の
連

鎖

が
、

こ

の

二
人

の
君
主

の
王

座

に
か

た

く

結

び

つ
け

ら
れ

て

い
る
。

こ

の
君

主

た
ち

は

、

わ

れ

わ

れ

の
な

す

一
切

に

つ

い
て
、

わ

れ
わ

れ

の
話

す

一
切

に

つ

い
て
、

わ

れ
わ

れ

の
考
え

る

一
切

に

つ

い
て
、

わ

れ
わ

れ
を

支

配

し

て

い
る

の
で
あ

る
。

こ
れ

ら

の
君

主

へ
の
わ

れ
わ

れ

の
隷

属

を

た

ち

切

ろ
う

と

し

て
わ

れ

わ

れ

が

な

し

ハ
お

り

う

る
あ

ら

ゆ

る
努

力

は

、
逆

に

こ

の
隷

属

を

立

証

し
、

確

定

す

る

の
に
役

立

つ
だ

け

で
あ

ろ
う

」
。
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こ

こ

で

ベ

ン

サ

ム
が

展

開

し

て

る
基

本

的

な

主

題

は
観

念

連

合

の
心

理

学

説

と

そ

れ

に
も

と

つ

く

量

的

ヘ
ド

ニ
ズ

ム

の
展

開

で

あ

る

が
、

冒

頭

の

「
自

然
」

と

い
う

観

念

に
は

二

つ
の
意

味

が

こ
め

ら

れ

て

い
る

。

そ

の

一
つ
は

、

人

間

は

そ
れ

か
ら

の
が

れ

る

こ
と

の
で
き

な

い
、

つ
ま

り

、

人

間

に
と

っ
て
絶

対

的
支

配

者

と

し

て

の

「
自

然

」

で
あ

り

、

も

う

一
つ
は

、

そ

の
よ
う

な
絶

対

的

支

配
者

と

し

て

の

「
自

然

」

は

二

つ
の
自

然

主
義

的

11
感

覚

主

義

的

な

君

主

と

し

て

の
快

楽

と

苦

痛

と

い
う

具
体

的

「
自

然

」

を

と

お

し

て
人

間

を

支

配

し

て

い
る

こ
と

で
あ

る
。

人

間

は

す

べ

て
、

こ

の
よ
う

な

二
重

の

「自

然

」

に
支

配

さ

れ

て

い
る

の

で
あ

っ
て
、

そ
れ

に
よ

っ
て
倫

理

規

範

は

「
自

然

【
へ
と

還

元

さ

れ

る

の

で
あ

る

。

こ

の
よ

う

な

快

苦

11
自

然

主
義

説

は

、
論

理
必

然

的

に
、

《
量

的

ヘ
ド

ニ
ズ

ム

》

へ
と

展

開

さ

れ

る
。

こ
こ

で
量

的

ヘ
ド

ニ
ズ

ム
と

は

、

さ
ま

ざ

ま

な

快

楽

と

苦

痛

の
間

に
質

的

な

価
値

序

列
を

認

め

な

い

ヘ
ド

ニ
ズ

ム

で
あ

る
。

そ

れ

は

、

あ

ら

ゆ

る
快

楽

と

苦

痛

は

、
も

し

そ

れ
ら

が
同

一
量

で
あ

る
な

ら

ば

、

そ

の
価

値

は
全

く

同

一
で
あ

る

と
す

る
倫

理
観

で
あ

る
。

そ

れ

は

、

ベ

ン
サ

ム
が

『義

務

論

』

に
お

い

　
　

り

て
徹

底

的

に
批

判

し
た

プ

ラ
ト

ン

ーー

ア
リ

ス
ト

テ
レ

ス

の

"
最

高

善

"
を
否

定

す

る
倫

理

観

で
あ

っ
た

。

か

れ

は
、

『
動

機

論

』

に
お

い

て
も

、

「
結

果

を

別

に
し

て
、

そ

の
大

き

さ

が
同

一
で
あ

れ

ば

、

一
つ
の
快

楽

は

別

の
快

楽
と

同

様

に
善

で
あ

る
」

(
臼
§

も

・
①
9

と

述

べ

て

い
る
。

こ

の
よ
う

な
量

的

ヘ
ド

ニ
ズ

ム

に
も

と

つ

い
て
、

ベ

ン

サ

ム
は

、
①

動

機

11
中

立

説

、
②

結

果

説

、
③

幸

福

計
算

説

を

展

開
す

る
。

こ

れ

ら

の
三
点

の
主

張

は

、

い
ず

れ
も

、

『
序

説
』

に
お

い
て
既

に
明
確

に
主

張

さ

れ

て

い
る
も

の

で
あ

る
。

『動

機

論

』

に
お

い
て
も

、

こ

れ

ら

の
三
点

が
再

確

認

さ

れ

て

い
る
。

ベ

ン
サ

ム

は

、
動

機

11
中

立

説

を

次

の
よ
う

に
展

開

し

て

い
る

。

「
そ
れ

自

体

と

し

て
悪

い
動

機

は

な

い
。

な

ぜ

な

ら
ば

、

1
.
悪

い
快
楽

は

な

く

、
苦

痛

か

ら

の
悪

い
免

除

も

な

い
か

ら

で
あ

り

、

2

.

あ

る
動

機

そ

れ
自

体

が
悪

い
諸

結

果

を
も

た

ら
す

と

い
う

こ
と

も

な

い
か

ら

で
あ

る
。

例
え

と

し

て
あ

げ

る
な

ら
ば

、

1

.
名

望

を
求
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め
た

子

殺

し

や
証

人

殺

し

が

あ

り

う

る

し

、

2

.
敬

度

な

態

度

か

ら

の
宗

教

的
迫

害

が
起

こ
り

う

る

し
、

3
.

他

人

へ
の
同
感

か

ら

殺

人

が

起

こ
り

う

る
か

ら

で
あ

る
。

そ

れ

ゆ
え

に
、

『悪

い
動

機

と

善

い
動

機

』

と

い
う

言

葉

は

誤

解

に

満

ち

満

ち

て

い
る
。

そ

れ

は

、
次

の
よ
う

な
有

害

な
実

際

的

諸

結

果

を

も

た

ら

す

だ

け

で
あ

る
。

1
.
善

い
動

機

か

ら
あ

る
行

為

を

行

な

い
な

さ

い
。

2

.
悪

い
動

機

か

ら

は

、
ど

の
よ

う

な

行
為

も

し

て
は

な

ら

な

い
」

(
き
駄9
も

℃
」
①
尚
し
。

こ
れ

を

あ

え

て
敷

術

す

る

な

ら
ば

、

ベ

ン
サ

ム

に
よ

れ
ば

、

人
間

行

為

に
は
必

ず

そ

の
動

機

が

存
在

し

、
動

機

な

き

人

間

行
為

は
あ

り

え

な

い

の

で
あ

り

、

そ

の
動

機

に
は

そ

れ
自

体

と

し

て
悪

い
動
機

は

な

く

、

そ

れ
自

体

と

し

て
善

い
動

機
も

な

い
。

し

た
が

っ
て
、

"
悪

い
動

機

か

ら

な

さ

れ

る

人

間

行

為

は

必
ず

悪

い
結

果

を

も

た

ら
す

"
と

い
う

表

現

自

体

が
あ

り

え

な

い
し

、

逆

に
、

"
善

い
動

機

か

ら

な

さ

れ

る

人

間

行
為

は

必
ず

善

い
結

果

を

も

た

ら

す

"
と

い
う

表

現
自

体

も

あ
り

え

な

い

の
で
あ

る

。
動

機

一
般

は

、
そ

れ
自

体

と

し

て
は

、

善
悪

か

ら

中

立

で
あ

り

、

源
初

的

に
そ

れ
自

体

と

し

て
善

い
動

機

と

い
う

も

の
は

な

く

、

同
様

に

、

そ

れ
自

体

と

し

て
悪

い
動

機

と

い
う

も

の
も

な

い
。

「
悪

い
動

機

と

い
う

よ
う

な
も

の
は

な

い
し

、

そ

の
他

の
動

機

を

除

外

し

て
、

そ

れ
自

体

が

"
善

い
動
機

"
と
名

づ

け

ら

れ

る

よ
う

な

動
機

も

な

い
」

(
き
ミ

、
薯

」

O
甲
9

。

そ

の
意

味

に
お

い
て
は

、

「
"
悪

い

"
と

い
う

修

飾

語

が

予

め

つ
け

ら

れ

る
よ

う

な

動

機

は

、
人

間
行

為

の
数

だ

け

あ

る

の
で
あ

り

、
そ

れ

が

"
刑

事

犯

"
で
あ

る
場

合

に

の
み
人

は
罰

せ

ら

れ

る

の

で
あ

る
」

(
穿
蚕

も

」
0
9

。

こ

の
よ

う

な

動

機

11
中

立

説

は

、

『序

説
』

第

十

章

第

二
節

「ど

ん

な

動

機

も

、

い

つ
で
も

善

で
あ

っ
た
り

、

い

つ
で
も

悪

で
あ

っ
た

り

す

る

こ
と

は

な

い
」

を

再

確

認

す

る

も

の

で
あ

っ
た
。

ベ

ン
サ

ム

に
よ

れ

ば

、

人

間

行

為

の
善

悪

は

、

そ

の
動

機

に
よ

る

も

の

で
は

な

く

、

そ

の

《
結

果

》

に
よ

っ
て
決

ま

る

。

か

れ

は

、

『
動

機

論

』

に
お

い
て
も

、

善

悪

11
結

果

説

を

強

調

し

て

い
る
。

「結

果

の
善

悪

は
、

そ

の
結

果

の
本

質

に

よ

っ
て
決

ま

る
も

の
で
あ

り

、

そ

の
結

果

が
快

楽

を

も

た

ら

す

か

苦

痛

を
も

た

ら

す

か

に

よ

っ
て
決

ま

る
」

(
さ
§

も

]

○
鉾
)
。

こ
れ

は

、

『序

説

』

に
お

け

る
次

の
よ
う
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な

善

悪

11
結

果

説

を

再

確

認
す

る
も

の

で
あ

っ
た

。

「
厳

密

に

い
え

ば

、

予

め
善

な

い
し

は

悪

と

い
え

る
も

の
は

な

に
も

な

い
。

そ

れ
自

体

と

し

て
は

、

善

な

い
し

は

悪

の
ど

ち

ら

に
も

な

り

う

る
。

そ

れ

は

、

苦

痛

な

い
し

は
快

楽

に
か

か
わ

る
場

合

に

の
み
そ

の
結

果

に
よ

っ
て
決

ま

る
も

の
で
あ

り

、

ま

た

は

、
苦

痛

と

快

楽

の
原

因

と

な

り

う

る
も

の
、

な

い
し

は

、
苦

痛

と

快

楽

を

阻
止

し
う

る
も

の

に
か

か

わ

る
ば

あ

い
に

の
み
そ

の
結

果

に
よ

っ
て
決

ま

パ
リ

い

る
も

の

で
あ

る

」
。

こ

の
よ
う

な

快

苦

11
結

果

説

に
も

と

つ

い
て
、

ベ

ン

サ

ム

は

、

《
幸

福

計

算

》

を

強

調

す

る
。

「
計

算

す

る
と

い
う

こ
と

は

、

問

題

の

行

為

の
結

果

と

し

て
お

こ
り
う

る
と

思

わ

れ

る
快

楽

と

苦

痛

の
量

を

功

利

の
原

理

に
も

と

つ

い
て
斜

酌

す

る

こ
と

で
あ

る
」

(
さ

§

も

・

ら
ω
し
。

か

れ

は

、

《
計

算

》

こ

そ

《
理

性

》

で
あ

る
と

し

つ

つ

(
穿
§

も

P

ω
9

心
ω
し
、

こ
れ

を

《
幸

福

計

算

》

へ
と

更

に

具
体

的

に
展

開

し

て

い
る

。

も

と

よ

り

、

こ

れ

は

、
す

で

に

『
序

説

』

に

お

い
て
展

開

さ

れ

た

も

の

の
再

確

認

で

は

あ

る

。

か

つ
、

『
動

機

論

』

に

お

け

る

《
幸

福

計

算

》

論

は

、

『
序

説

』

と

比

較

し

て
体

系

性

を

欠

い
て

い
る
。

そ

れ

は

、

断

片

的

と

さ

え

い
わ
ざ

る
を

え

な

い
も

の
で
あ

る

。

し

か

し

、

『
序

説

』

で

は

主

張

さ

れ

て

い
な

い
こ
と

で

、

『
動

…機
論

』

で

は

じ

め

て
主

張

さ

れ

た

重

要

な

こ

と

が

あ

る

。

そ

れ

は

、

《
理
性

》
と

は

《
計

算

》

で
あ

る
、

と

い
う

主

張

で
あ

る

。

そ

し

て
、

ベ

ン
サ

ム

は

、

そ

の
計

算

基

準

と

し

て

『序

説
』

と

ほ

ぼ
同

様

の

基

準

を

提

示

し

て
、

次

の
よ

う

に
述

べ

て

い
る
。

「
そ

の
行

為

が
成

功

す

る
た

め

に
は

、

功

利

主

義

者

は

、

正

確

さ
を

期

す

る

、

す

な

わ

ち

、

あ

ら

ゆ

る

行
為

の
結

果

と

し

て

の
苦

痛

と

快

楽

を

計

算

し

よ

う

と

す

る
も

の
で

あ

る
」

(
♂
ミ

も

』

ご

。

「
計

算

は

、

功

利

の
手

段

で

あ

る
」

(
♂
ミ

も

.
q
。。
し
。

「
計

算

な

く

し

て
は

、

功

利

の
原

理

は

、
妄

想

と

い
う

さ
ま

ざ

ま
な

錯

覚

を

と

も

な

う

言

葉

の
海

を

む

な

し
く

漂

流

す

る
だ

け

で
あ

る
」

(
き
蛍

も

.
㎝
Q。
し
。
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「計

算

と

は

、
そ

れ

が
幸

福

量

を

問

題

と

す

る

限

り

に
お

い
て
は

、

理
性

を

応

用

す

る

こ
と

で
あ

る
」

(
♂
§

も

.
㎝
。。
し
。

「快

楽

な

い
し

は
苦

痛

の
価

値

の
諸

要

素

は

、

次

の
通

り

で
あ

る

。

1

.
特

定

個

人

に

関

し

て
は

、

1
.

そ

の
強

さ

、

2

.

そ

の
持

続

性

、

3

.

そ

の
確
実

性

、

4

.

そ

の
遠

近

性

。

H

.

そ

の
関
係

者

が

い
る
場

合

に
は

、

5
.

そ

の
範

囲

。

皿

.
同
様

の
種

類

の
そ

の
他

の
感

覚

を

産

み

出
す

傾
向

が
あ

る

場
合

に

は

、
多

産

性

、
ま

た

は

、

不

毛

性

。

W
.

そ

の
反

対

の
種

類

の
感

覚

を

産

み

出
す

傾

向

が
あ

る
場
合

に
は

、

不
純

性

、
ま

た

は

、

純

粋

性
」

(
き
藁

も

.
①
①
∴

9

導
蛍

も

P

。。
。。
-O
し
。

ベ

ン
サ

ム

に

よ

れ
ば

、

「
功

利

の
原

理
」

は

個

人

に
と

っ
て
は

《
最

大
幸

福

原

理

》

で
あ

っ
て
、

こ
れ
を

実

現
す

る

た

め

に
は

、

諸

個

人

は

《
理

性

》

に
ほ

か
な

ら
な

い

《
幸

福

計

算

》

を

確

実

に
行

な

わ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い
。

こ

れ
を

逆

に

い
え
ば

、
幸

福

計

算

な

く

し

て

は

、

諸

個

人

は

そ

の
最

大
幸

福

を

実

現

す

る

こ

と

が

で
き

な

い
の

で
あ

る

。

そ

し

て

、

か

れ

は

、

そ

の
計

算

基

準

と

し

て
、

『動

機

論

』

に
お

い
て

は

、
以

上

の

よ
う

な

七

つ
の
基

準
を

提

示

し

た

の

で
あ

る
。

ベ

ン
サ

ム

は

、

「
利

益
」

を

次

の
よ
う

に
定

義

し

て

い
る
。

「
人

は

、

そ

の
問

題

が
自

分

に
と

っ
て
快
楽

の
源
泉

ま

た

は
苦

痛

か

ら

の
免

除

の
源

泉

が
多

少

な

り

と

も

考
え

ら

れ

る

限
り

に
お

い
て
、
そ

の
問

題

に

つ

い
て
利
益

を
も

つ
と

い
え

る
」

(
專
§

も

.
⑩
ご

。
す

な
わ

ち

、

人

は

、
自

分

の
最
大

幸

福

を

実

現

す

る
た

め

に
は

、

そ

の
快
楽

を

最
大

限
化

す

る
た

め

に
計

算

し

な

け

れ
ば

な
ら

な

い
し

、

そ

の
苦

痛

か

ら

の
免

除

を

最
大

限

化

し
な

け

れ

ば

な

ら

な

い
の
で

あ

る

。

こ
れ
を

別
言

す

れ
ば

、

人

は

、

そ

の
最
大

幸

福

を

獲

得

す

る
た

め

に
は

、

そ

れ

に
要

す

る
費

用

(
コ
ス
ト

)

を

最

少

限

化
す

る

べ
く

計
算

し
な

け

れ
ば

な

ら
な

い
、

と

い
え

る

。

人

は
、

最

少

限

の
費

用
を

も

っ
て
最

大

限

の
幸

福

を

獲

得

す

る

べ
く
計

算

し

な

け

れ
ば

な

ら
な

い
の

で
あ

る

。

そ

れ

で
は

、

諸

個

人

は

、

そ

の
最
大

幸

福

を

獲

得

す

る

た
め

に
ど

の
よ
う

な
手

段

に
訴

え

て
も

よ

い

の
で
あ

ろ
う

か

。

断

じ

て
、
否

、

で
あ

る
。

人

は

、
そ

の
最

大
幸

福

を

獲

得

す

る

た

め

の
手

段

に

つ
い
て
は

き

わ

め

て
厳

し

い
制

約

を
課

せ

ら

れ

て

い
る

の
で
あ

る
。

そ

の

へ
け

　

よ
う

な

厳

し

い
制

約

に

つ

い
て
、

ベ

ン
サ

ム
は

《
サ

ン

ク

シ

ョ
ン
》

論
を

展

開

す

る

。

『動

機

論

』

の
そ

れ

は
、

『序

説
』

に
比

較

し

て
体
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系
性
を
欠

い
て
お
り
、
断
片
的
な
も

の
で
あ

る
と

い
わ
ざ

る
を
え
な

い
。

し
か

し
、
か

れ
が
諸
個
人
が
そ

の
最
大
幸
福
を
獲
得

し
よ
う
と

ハ
む

　

す

る

《
場

》
を

規

制

し

な

け

れ
ば

な

ら

な

い
と

考

え

て

い
た

点

に
お

い
て
は

、

『序

説
』

と

『動

機

論

』

は

全

く

一
致

す

る

の

で
あ

る
。

M

・
P

・
マ

ッ
ク
は

、
次

の
よ
う

に
指

摘

し

て

い
る
。

「
ベ

ン

サ

ム

の
体

系

に
お

い
て

サ

ン
ク

シ

ョ
ン
は

、

論

理

的

な

究

極

原
理

で
あ

る
。

サ

ン
ク

シ

ョ

ン
は

、

社

会

学

的

に
は

、

過

去

、

現

在

、

お

よ

び

、
未

来

の
あ

ら

ゆ

る
行

為

に
お

い
て
す

べ

て

の
人

々
を

支

配

し

て

い

る
も

の
と
考

え

ら

れ

る
快

楽

と

苦

痛

に

つ

い
て

の
最

も

一
般

的

な

カ

テ
ゴ

リ

ー

で
あ

る
。

こ
れ

に
比

べ
れ
ば

、
道

徳

や
政

治

は

二

の
次

に

へ
お

　

す

ぎ

な

い
」
。

サ

ン
ク

シ

ョ
ン

こ
そ

、

ベ

ン
サ

ム
に

お

い
て
は

、

諸

個

人

が

そ

の
最

大

幸

福

を

追

求

す

る
際

に
そ

の
獲

得

方

法

を

規

制

し

よ
う

と

す

る
も

の
で
あ

る
。

し
た

が

っ
て
、

あ

る
個

人

が

サ

ン
ク

シ

ョ
ン

に
反

し

て
あ

る
快

楽

を

獲

得

し

た

と

し

て
も

、

そ

の
よ

う

な

快

楽

は

い
ず

れ

そ

れ

を

上

回

る

苦

痛

に
よ

っ
て
消

却

さ

れ

て

し
ま

う

の
で
あ

る

。

『
動

機

論

』

に
お

い
て

は

、

サ

ン
ク

シ

ョ

ン
に

つ

い
て
、

か

れ

は
、

次

の
よ

う

に

述

べ

て

い
る

。

「苦

痛

と

快

楽

の
源

泉

で
あ

り

、

し

た

が

っ
て

、
動

機

の
源

泉

で
も

あ

る

。

1
.

政
治

的

(法

的

を

含

む

)
、

2

.
大

衆

的

な

い
し

は

道

徳

的

、

3

.
宗

教

的

、

4

.

同

感

的

、

5

.
肉

体

的

」

(
穿
ミ

も

℃
・
刈
-。。
し
。

サ

ン
ク

シ

ョ

ン
は

、

ま
ず

な

に
よ

り
も

、
快

楽

と
苦

痛

の
源

泉

で
あ

る
。

次

い
で
、

サ

ン
ク

シ

ョ
ン
は

、

動

機

の
源

泉

で
も

あ

る
。

さ

ら

に
は

、

サ

ン
ク

シ

ョ

ン
は

、

あ

る

人
間

行

為

に
快

楽

な

い
し

は

苦

痛

と

い
う

結

果
を

も

た

ら
す

の
で
あ

る
。

こ

の
よ

う

に
サ

ン
ク

シ

ョ
ン
は

、
あ

る
人

間

が
あ

る
行

為

を

行

な

お

う

と

思

い

つ
く

動

機
を

支

配

し

て
お

り

、

そ

の
行
為

を

中

断

さ
せ

る

規

制

力

を

兼
ね

て
お

り

、
そ

の
行

為

の
結

果

と

し

て
快
楽

な

い
し

は

苦
痛

を

産

み
出

す

源
泉

で
あ

る

。
す

な

わ

ち

、
サ

ン
ク

シ

ョ

ン
は

、

あ

る
人

間

行

為

の
最
初

か

ら

最
後

ま

で

の
全

プ

ロ
セ

ス
を

規

制

し

つ

つ
、

そ

の
行

為

に
快

楽

な

い
し

は
苦

痛

の

い
ず

れ

か

の
結

果

を
も

た

ら

す

規

制

力

な

の

で
あ

る

。

一
例

を

あ

げ

よ
う

。
人

が

一
般

に
犯

罪

を

お

か

さ

な

い
の
は

法

的

サ

ン
ク

シ

ョ

ン
に
規

制

さ

れ

て

い
る

か
ら

で
あ

る
が

、

あ

る

人

が

犯

罪

に
よ

っ
て
あ

る

快

楽

つ
ま

り

犯
罪

的

快

楽

を

得

よ

う

と

し

た

と

し

て
も

、

そ

の
後

に
そ

の
快

楽

を

ヒ

回

る
刑

罰

的

苦

痛

を
受

け

る

こ
と

を

計

算

し
た

上

で

、
そ

の
犯

罪

を

中

断

す

る

に
至

っ
た
と

考

え

ら

れ

る
。
そ

の
意

味

で
は

、
サ

ン
ク

シ

ョ

ン
は

、
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ベ
ン
サ
ム
の
社
会

11
調
和
論

の
決
定

的
な
媒
介

装
置
で
あ

り
、
な
か

ん
ず
く
法
的

サ

ン
ク
シ

ョ
ン
は
そ

の
究
極
的
な
媒
介
装
置

で
あ

っ
た

と

い
え

る
。
か
れ

の

《
立
法

論
》
は

こ
こ
に
成
立

し
た
も

の
で
あ
り
、
か
れ

が
終
生
そ

の

《
立
法

論
》

つ
ま
り

《
法
典
編
纂
》

に
そ

の
熱

情
を
傾
注
し
た
所
以
も

こ
こ
に
あ

っ
た
と

い
え

る
の
で
あ

る
。

四

普
遍
的
利
益
と
特
殊
的
利
益
の
媒
介
原
理
と
し
て
の

「
功
利
の
原
理
」

快

楽

と

苦

痛

の

み
が
あ

ら

ゆ

る

人

間

に
と

っ
て

の
実

体

的

実

在

で
あ

る
と

す

る
快

苦

11
実

体

的

実

在

説

は
、

そ

れ
自

体

と

し

て
、

す

で

に
、

白
然

主
義

的
倫

理
学

説

の
展

開

に
ほ

か
な

ら
な

い
で
あ

ろ
う

。

人

は

、

そ

の
人

生

に
お

い

て
、
快

楽

を

求

め

苦
痛

を

避

け

よ
う

と

し

て

い
る

。

さ

ら

に

い
え

ば

、

人

は

、

そ

の
人
生

に

お

い
て

、

そ

の
快

楽

を

最

大

限

化

し

よ
う

と

し

て
お
り

、

そ

の
苦
痛

を

最
少

限
化

し

よ

う

と

し

て

い
る

。

し

か
も

、

そ

の
快

楽

と
苦

痛

の
質

的

内

容

を

問

う

こ
と

は

で
き

な

い
と
す

る

い
わ

ゆ

る
量

的

ヘ
ド

ニ
ズ

ム
を

主

張

し

た

ベ

ン
サ

ム

に
と

っ
て
は

、
人

は
す

べ

て
そ

の
快

楽

を

求

め

苦

痛

を

避

け

つ

つ
そ

の
人

生
を

生

き

て

ゆ
く

こ
と

が

当
然

に
是

認

さ
れ

る

べ
き

も

の

で
あ

っ
た

こ
と

は

い
う

ま

で
も

な

い
で
あ

ろ
う

。

ベ

ン
サ

ム
に

と

っ
て
こ

の
点

で
必

要

で
あ

っ
た

こ
と

は

、

快

楽

11
実

体

的
実

在

説
を

快

楽

11
善

悪

説

へ
と
導

入
す

る
媒

介

原

理

で
あ

っ

た

。

そ

し

て
、

そ

の
原
理

こ

そ

「
功

利

の
原

理

」

で
あ

り

、

「
最
大

多

数

の
最

大

幸

福

の
原

理
」

に
ほ

か
な

ら

な

い
の

で
あ

る
。

「
功

利

の

原

理
」

に
よ

っ
て
、
快

苦

H
実

体

的

実

在

説

は

そ

れ

が

倫

理

的

規
準

と

し

て
是

認

さ

れ

る

べ
き

快

苦

11
善
悪

説
と

な

る
。

「
功
利

の
原

理
」

に
よ

っ
て
、

人

は

、

そ

の
快

楽

を

求

め
苦

痛

を

避

け

る

人

生

の
生
き

方

が
倫

理

的

に
も

正

し

い
も

の
と

し

て
是

認

さ
れ

る

の

で
あ

る

。

か

れ

は

、

こ

の
よ

う

な

快

苦

11

実

体

的

実

在

説

↓

快

苦

11

善

悪

説

↓

量

的

ヘ
ド

ニ
ズ

ム
↓

自

然

主

義

的

倫

理

学

説

を

、

《
功

利

主

義

》

(
仁
h
二
一け自ρ
『
一餌
「二
ω
5P)

と

い
う

言
葉

に

凝

縮

し
た

。

そ

れ

で
は

、

《
功

利

主

義

》
と

は

、

ど

の
よ

う

な
倫

理

的

主
張

な

の
で
あ

ろ
う

か
。

こ

の
点

に

つ

い
て
、

ベ

ン
サ

ム
は

、
次

の
よ
う

に
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述

べ
て

い
る
。

「
功

利

主

義

ー

ー

功

利

主

義

哲

学
l

l

功

利

の
功

利

主

義

原

理
と

は

、

最

大

多

数

の
最

大

幸

福

を

目

ざ

す

行

為

で
あ

る

」

(
穿
ミ

も

.

ω
ご

。

「
功

利

に

よ

れ

ば

、

そ

の
固

有

の
目

的

は

、

最

大

多

数

の
最

大

幸

福

で
あ

る

。

そ

の
実

際

的

な

目
的

は

、
各

人

自

身

の
幸

福

で
あ

る
」

(箏
蛍

も

.
ω
N
)
。

「功

利

は

、

独

断

主

義

か

ら

す

れ

ば

、

利

己

主

義

で

あ

る

。

し

か

し

、

最

大

多

数

に
対

す

る

最
大

幸

福

の
原

理

は

、

利

己

主

義

と

は

反

対

の
も

の

で
あ

る

。
"
功

利

の
原

理
は

、

利

己

主

義

で
あ

っ
て
、

そ

の
唱
道

者

た

ち

は

利

己

主

義

者

で
あ

る

"
と

い
う

こ
と

は

、

空

想

家

の
言

い
分

で
あ

る
」

(
さ
㌧亀
こ
℃
・
q
①
ウ)
。

「功

利

主

義

者

に
よ

っ
て
提

唱

さ

れ

て

い
る
目

的

は

、

最

大

多

数

の
最

大

幸

福

で
あ

っ
て
、

あ

る

人

々

の

一
時

的

な
満

足

で
は

な

い
。

こ

の
金

言

に
は

、

利

己

主

義

は

な

い
。

利

己

主

義

と

い
う

批

判

は

、

こ

の
原

理

の

語

感

か

ら

生

ず

る

に
す

ぎ

な

い
も

の

で
あ

る

」

(
さ
、9

,

切
N
)
。

「
功

利

の
原

理

と

は

。

1

.

そ

の
批
判

的
意

味

に

お

い

て
は

、

そ

れ

は

、

そ

の
唯

一
の
普

遍

的

な
望

ま

し

い
目

的

と

し

て
、

最

大
多

数

の
最

大

幸

福

を

掲

げ

る

。

2

.

そ

の

語

感

的

意

味

に

お

い

て

は

、

各

人

自

身

の
幸

福

が

か

れ

の

唯

一
の
現

実

的

な

目

的

で
あ

る

」

(
き
、飢
こ
℃
℃
・
α
ゆ
ー①
O
・)
。

こ

こ

で
は

、

功
利

主

義

・
功

利

主

義

哲

学

・
功

利

主

義

原

理

・
功

利

の
原

理

と

い
う

四

つ
の
用

語

が
使

用

さ

れ

て

い
る

が

、

そ

の
意

味

す

る

と

こ

ろ
は

全

く

同

一
で
あ

る

と

考

え

て

よ

い
で

あ

ろ
う

。

そ

れ

は
、

第

一
に

は

、

最
大

多

数

の
最

大

幸

福

を

意

味

し

、
第

二

に

は

、

個

人

に
関

し

て
は

、
そ

の
個

人

の
最

大

幸

福

を

意

昧

し

て

い
る
。

こ

こ

で

ベ

ン
サ

ム
は

、
功

利

主

義

は
利

己

主

義

で
は

な

い
こ
と

を

強

調

し

て

い
る

。

そ

の
理

由

に

つ

い
て

は
、

必

ず

し

も

明

快

な

も

の
と

は

い
え

な

い
も

の
が
あ

る
。

功

利

主

義

が
利

己

主
義

で
は

な

い
決

定

的
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な

理

由

は

、

ベ

ン
サ

ム

に
よ

れ

ば

、

そ

れ

が

「
最

大
多

数

の
最

大

幸

福

」

を

目
ざ

し

て

い
る
と

こ

ろ

に
あ

る
。

す

な

わ
ち

、

「
最

大

多

数

の
最

大
幸

福

」

を

目
ざ

し

て

い
る
功

利

主

義

が
利

己
主

義

で
あ

り

え

よ

う

は

ず

が

な

い
の

で
あ

る
。

但

し

、

か
れ

は

、

個

人

の
レ

ベ

ル
で

は

、

そ

の
個

人
自

身

の
幸

福

の
追

求

を

是

認

す

る

原

理
と

し

て
功

利

主

義

を

定
義

づ

け

て

い
る

。

そ

れ

で

は

、
諸

個

人

は

、

そ

の
行

為

に

ハ
　

り

際
し

て
、

つ
ね

に
、
「
最
大
多
数

の
最
大
幸
福
」

を
規
範
と

し

て
行
為

し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
あ

ろ
う

か
。
そ
う

で
は
な

い
。
「
か
れ

の
行
為
を
左
右
す

る
た
め

の
唯

一
の
手
段

こ
そ
、
か
れ

の
幸
福
を
左
右
す
る
も

の
で
あ

る
」

(
き
蛍

も

.
①
○
し
。
諸
個
人
は
、
さ
ま
ざ
ま
な

サ

ン
ク
シ

ョ
ン
に
規
制
さ
れ

て
は

い
る
も

の
の
、
そ

の
規
制

の
範

囲
内

で
自
己
自

身

の
幸
福
を
追
求

し
、
こ
れ
を
最
大
限
化
す

る
た
め
に

計
算
的
理
性
を
駆
使
す

る
こ
と
が
倫

理
的

に
も

正
し

い
道

で
あ

る
と
考
え
ら
れ

て

い
る
。
ま
さ

に
快
苦

陪
善
悪
説
が
、
個
人

の
レ

ベ
ル
で

は
、

そ
の
ま
ま
適

用
さ
れ
る

の
で
あ

る
。

そ

れ
で
は
、
な
ぜ
、
ベ

ン
サ

ム
は
功
利
主
義

が

「
最
大
多
数

の
最
大
幸
福
」
を
目
ざ

す
原
理
で
あ

る
こ
と
を
強
調
し
た

の
で
あ

ろ
う
か
。

そ
れ
は
、
か
れ

の
哲
学
全
体
が
立
法
者

の
哲

学

に
ほ
か
な
ら
な

か

っ
た
か
ら

で
あ
る
。
か
れ
が
書

い
た
著
作

の
全
体
は
、
立
法
者

が
そ

の

立
法

に
際

し
て
準
拠
す

べ
き

原
理
的
基
礎
を
提
示

し
よ
う
と
す

る
と

こ
ろ
に
成
立

し
た
も

の
で
あ
る
と

い
え

る
。
か
れ

の
著
作
は
す

べ
て
、

広
義

の

《
立
法
論

》
と

し
て
執
筆

さ
れ
た
も

の
で
あ

っ
た
。

『
動
機
論
』

は
、
立
法
者

が
立
法

に
際
し

て
準
拠
す

べ
き
人
間
行
為

の
基
礎

的
な
事

実
を
提
示
し
よ
う
と

す
る
と

こ
ろ
に
成
立

し
た
も

の
で
あ
る
。
そ

の
意
味

で
は
、
"
個

人

の
幸
福

"
よ
り
も

"
最
大
多

数

の
最
大

幸
福

"
が
強
調

さ
れ

て

い
る
こ
と
は
、
同
著

の
執
筆
意

図
か
ら
し

て
も
当
然

の
こ
と

で
あ

っ
た
と

い
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
自
然
主
義

倫

理
学
説
か
ら
す
れ
ば

、
す

で
に
み
た
よ
う

に
、
諸
個
人
が
自

己

の
最
大
幸
福
を
追
求
す

る
こ
と
は
倫

理
的

に
善

で
あ
る
。
諸
個

人
が
自

己

の
最
大
幸
福
を
追
求
す

る
こ
と
そ
れ
自
体
を
否
定
す
る

こ
と

は
で
き
な

い
か
ら

で
あ

る
。
肝
心

の
問
題
は
、
そ

の
よ
う
な
諸
個

人

の
幸

福
追
求

の

《
場
》
を
ど

の
よ
う

に
設
定
す

る
か
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。
ベ
ン
サ

ム
は
、
こ
れ
を

《
立
法
》

に
よ

っ
て
な
し
う

る
と
考
え
た
。

そ

の
立
法

が
準
拠
す

べ
き
も

っ
と
も
重
要
な
原
理

こ
そ

「
最
大
多

数

の
最
大
幸
福
」
な

の
で
あ

る
。
そ

の
よ
う
な
立
法

に
よ

っ
て

つ
く

ら



X767)ベ ンサ ム 『行 為動機 ・覧 表』 を読 む49

れ
た
法
的
規
制
を
中
核
と
す

る
さ
ま
ざ
ま
な

サ

ン
ク
シ

ョ
ン
が
許
す
範

囲
内

に
お

い
て
諸
個
人
は
自
己

の
最
大
幸
福
を
追
求
す
る

の
で
あ

る
。
諸
個

人
は
、
そ

の
幸
福

の
追
求

に
お

い
て
、
ま
ず
法
律

に
違

反
し

て
は
な
ら
な

い
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
サ

ン
ク
シ

ョ
ン
を
考
慮

し

つ
つ

相
当

程
度

の
自

己
規
制
を

し
な
け

れ
ば
な
ら
な

い
で
あ

ろ
う
。

こ
こ
に
、

ベ
ン
サ
ム
が
功
利
主
義

は
利
己
主
義
で
は
な

い
こ
と
を
強

調
し

た
所
以
も
あ

っ
た
と

い
え

る
の
で
あ

る
。

「
功
利
主
義

は
、
倫
理
学
者

と
立
法
者

の
視
野

に
あ

る
唯

一
の
固
有

の
目
的
と

し
て
、
最
大
多

数

の
最
大
幸
福
を
掲
げ
る
。

か

つ
、
諸
個
人

が
そ

れ
を
実
現
す

る
た
め

に
と
り
う

る
唯

一
の
手
段
と

し

て
、
そ

の
同

一
個
人

の
幸
福

で
あ

る
こ
と
を
認
め
る
。
す

な
わ
ち

、
そ

の
個
人

の
幸
福
は
、
動
機
と
し

て
の
か
れ

の
た
め
に
な
る
利
益
を
指
示
な

い
し
創

造
す

る
こ
と

に
よ

っ
て
か
、
も

し
く
は
、

そ

の
よ
う
な

目
的
を
実
現
す

べ
く
か
れ
を
仕
向

け
る
こ
と

に
よ

っ
て
実
現
さ
れ
る

で
あ

ろ
う
。

政
治

権
力
を
も
た
な

い

一
介

の
倫
理
学
者
が
そ

の
よ
う
な
も

の
と
し

て
の

一
般
的
幸
福
を
促

進
す
る

こ
と

の
で
き

る
方
法
は
、

1
.

既

に
存
在
す

る
動
機
を
指
示
す
る

こ
と
、
2
.
新

し

い
動
機
を
創
造
す
る

こ
と
、

で
あ

る
。

そ

の
よ
う
な
も

の
と
し

て
の
個
人

の
倫
理
を
考
え

る
倫

理
学
者

が
こ

の
目
的
を
実
現
す
る
た

め
に
働
く
さ
ま
ざ
ま
な
動
機
を
創

造
し

う

る
資
格
を
も
ち
う

る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は

こ
の
目
的

に
大
衆
的
な

い
し
は
道
徳
的
サ

ン
ク
シ

ョ
ン
の
強
制
力
を
適
用
し
う

る
世

論
法
廷

の
指
導
的

メ
ン
バ
ー
と
し

て
の
そ
れ
で
あ

る
」

(
♂
蛍
も

・
①
ρ
)
。

こ

こ
で
は
、
功
利
主
義
は
立
法
者
が
そ

の
唯

一
の
固
有

の
目
的
と

し
て

「
最
大
多
数

の
最
大
幸
福
」

を
目
ざ

し
て

い
る
哲
学
原
理

で
あ

る
、
と
定
義

さ
れ

て

い
る
。
し
か
し
、

こ
の
目
的
を
実
現
す
る
手
段

は
、
諸
個
人

が
自
己

の
幸
福
を
実
現
す
る
と

こ
ろ
に
あ

る
。
す
な
わ

ち
、
諸
個
人

は
自
己

の
幸
福
を
最
大
限
化
す
る

こ
と
に
よ

っ
て
、
同
時

に
、
最
大
多
数

の
最
大
幸
福
を
実

現
す
る
こ
と

に
貢
献
す
る

の
で

β
15

)

あ

る

。

こ
れ

は

、

ま

さ

に
、
個

入

は

全
体

で
も

あ

る
と

す

る
社

会

1ー

ノ

ミ
ナ

リ
ズ

ム

の
主

張

で
あ

る

。

立

法

者

の
課

題

は

、
そ

の
よ

う

な

諸

個

人

の
幸

福

追

求

の
方

法
を

響

導

す

る

こ
と

で
あ

る

。

そ

の
た

め

に

、
立

法

者

は

立

法

と

い
う

強

制
手

段

を
も

っ
て

い
る
。

そ

の
よ

う
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な
政
治
的
強
制
力

を
も

た
な

い
倫

理
学
者

は
、
諸
個

人
に
そ

の
幸
福
獲
得

の
た
め

に
役
立
ち
う
る
既
存

の
動
機
を
指
示
し
、
ま
た
、
そ

の

た
め

の
新
し

い
動
機
を

創
造
し

て
こ
れ
を
提
示
す
る
こ
と

が
望
ま
れ

て

い
る

の
で
あ

る
。
そ
し

て
、
か
れ
は
、
究
極
的

に
は
、
大
衆
的
な

い
し
は
道
徳
的
サ

ン
ク

シ

ョ
ン
と

い
う

強
制
力
が
適

用
さ
れ
る
世
論
法
廷

に
お

い
て
主
導
的
な
役
割
を
果
た
す

こ
と

に
よ

っ
て
諸
個
人
に

対
し

て
そ

の
幸
福

追
求

の
方
向
性
を
指
示
す

る

の
で
あ

る
。

「
功
利

の
原
理
と

は
何

か
。

1
.
な
す

べ
き

と

こ
ろ
の
こ
と
を
指
示
す

る
原
理

で
あ

る
。
そ
れ
は
、
唯

一
の
普
遍
的

に
し
て
望
ま

し

い

目
的
と
結
果
と
し

て
、
最
大
多

数

の
最
大
幸
福
を
指
示
す

る
。
2
.
そ

の
欲
求

の
お
も
む
く
と

こ
ろ

の
も

の
を
承
認
す

る
原
理

で
あ

る
。

す
な
わ
ち
、

そ
れ
は
、
自
分

に
関
連
す
る
利
益

に
か
か
わ
る
同
感

と
嫌
悪
を

そ
の
ま
ま
承
認
す
る
と

こ
ろ

の
原
理

で
あ
り
、
諸
個
人

の

そ
れ
ぞ

れ
の
行
為

の
唯

一
の
現
実

的
な
目
的
と
結

果
と

し
て
、
か

れ
自
身

の
利
益
を
増
進
す

る
こ
と
を
承
認
す

る
原
理

で
あ
る
。

し
た
が

っ
て
、
そ
れ
は
、
倫
理
学
者
と
支

配
者

に
対

し
て
、
か

れ
ら
が
採

用
し
う

る
唯

、
の
諸
手

段
を
提
示
す

る
も

の
で
あ
る
。

右
記

の
目
的
を
実
現
す

る
た
め

に
こ
の
よ
う
な
諸
手

段
を
採

用
す
る
こ
と

は
、
特
殊
的
利
益
と
普
遍
的
利
益

つ
ま
り
義

務
と
を

一
致

さ
せ
る
た
め
で
あ

る
」

(
♂
蛍

も
P

禽
山
し
。

こ
こ
で
は
、
当
為
と
存
在

が

「
功
利

の
原
理
」

に
よ

つ
て

一
致
す

る
も

の
と

さ
れ
て

い
る
。

こ
こ
で
は
、
当
為

11
存
在
と

い
う

ま
さ
し

く
自

然
主
義
倫

理
学
説

が
強

調
さ
れ

て

い
る
の
で
あ

る
。

こ
こ
で

「
当
為
」
と

は
普
遍
的
利
益
と
し

て
の

「最
大
多
数

の
最
大
幸
福
」

で

あ
り
、

「存
在
」

と
は
諸
個

人

の
特
殊
的
利

益
と

し
て
の

「
最
大
幸
福
」

で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
諸
個
人

は
そ

の
特
殊
的
利
益
と

し

て
の

「最
大
幸
福
」

を
追
求
す

る

こ
と

に
よ

っ
て
普
遍
的
利
益
と

し
て

の

「
最
大
多

数

の
最
大
幸
福
」
を
実
現
す

る

こ
と

が
で
き

る
こ
と

が
強

調
さ
れ

て

い
る
。

こ
の
よ
う

に
特
殊
的
利
益

の
追
求
を
普
遍
的
利
益

の
追
求
と

一
致

さ
せ
る
原
理
が

《
功
利

の
原
理
》

で
あ
る
。
し
か
し

な
が
ら
、
特
殊

的
利
益
と
普

遍
的
利
益

の
そ

の
よ
う
な

一
致
は
、
無
為
無
作

の
自
然
放
任

に
よ

っ
て
実

現
す

る
も

の
で
は
な

い
。
こ
こ
に
、

立
法
者
と
倫
理
学
者

の
役
割

が
強

調
さ
れ
る
。

ベ
ン
サ
ム
の
究
極
的
目
的
は
、
立
法
者

が
そ

の

《
立
法
》

に
よ

っ
て

「
最
大
多

数

の
最
大
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幸

福

」

を

実

現

し

う

る
よ

う

な

《
環

境

》

を

創

造
す

る
と

こ

ろ

に
あ

り

、

諸

個

人

の
幸
福

追
求

の

《
場

》
を

設
定

す

る
と

こ

ろ

に
あ

っ
た

の
で
あ

る
。

「
諸

個

人

の
行

為

の
唯

一
の
現

実

的

に
し

て
究

極

的

な

目
的

は

、
か

れ

自

身

の
幸

福

を

最
大

限

化

す

る
と

こ
ろ

に
あ

る
。

あ

ら

ゆ
る
社

会

の
立
法

者

の
行

為

の
唯

↓
の
固

有

の
目

的

は

、

そ

の
社

会

の
幸

福

を

最

大

限
化

す

る
と

こ

ろ

に
あ

る
。

幸

福

の
唯

一
の
構
成

要
素

は

、
快

楽

と

苦

痛

か

ら

の
免

除

で
あ

る
。

立
法

者

が

人

々

に
働
き

か
け

る
唯

一
の
手

段

は

、
快

楽

と

苦

痛

お

よ

び
損

失

か

ら

の
免

除

を

創

造

し

こ
れ
を

応

用

す

る
も

の

で
あ

る
。

す

な

わ

ち

、

そ

れ

は

、
快

楽

と

苦

痛

お

よ
び

損

失

か

ら

の
免

除

の
原
因

を

勘

案

す

る

こ
と

に

よ

っ
て
可
能

と

な

る
。

こ

こ

で
快
楽

と
苦

痛

に
相

当

す

る
も

の
は

、

利

益

で
あ

り

、
欲

望

で
あ

り

、

動

機

で
あ

る

。

立
法

者

は

、

人

が

そ

れ
を

行

な

う

こ
と

が
利

益

と

な

る

よ
う

に
仕
向

け

る

こ
と

以

上

の
こ
と

を

、

そ

の
人

に
対

し

て
行

な

う

こ
と

は

で
き

な

い
。

倫

理

学
者

は

、

人

が

そ

れ
を

行

な
う

こ
と

が
利

益

で
あ

る
と

確

信

さ

せ

る

こ
と

以

上

の
こ
と

を

、

そ

の
人

に
対

し

て
行

な

う

こ
と

は

で
き

な

い
,

立
法

者

の
役

割

は

、
ま

さ

し

く

、

新

し

い
さ
ま

ざ

ま

な

利

益

を

創

造

す

る
と

こ
ろ

に
あ

る

。

デ

ィ

ー

オ

ン
ト

ロ
ジ

ス
ト

の
役

割

は
、

ま

さ

し

く

、

既

に
存

在

す

る

さ

ま

ざ

ま

な

利

益

に

対

し

て
人

々
の
眼

を

開

か

せ

る
と

こ
ろ

に
あ

り

、

そ

の
権

威

の
影

響

に
比

例

し

て

、

新

し

い
さ
ま

ざ

ま

な
利

益

を

創

造

す

る

こ
と

に
よ

っ
て
道

徳

的

な

い
し

は
大

衆

的

サ

ン
ク

シ

ョ
ン

の
強

制

力

を
活

用
す

る

と

こ

ろ

に
あ

る
」

(
さ
ミ

も

P

刈
甲
卜○
し
。

こ

こ
で
も

「
功

利

の
原

理
」

が
再

び

強

調

さ
れ

て

い
る

。

「功

利

の
原
理

」

は

、

個

人

レ

ベ

ル

で
は

諸

個

人

の

《
最

大
幸

福

》

で
あ
り

、

こ
れ

を

追

求

す

る

こ
と

が
倫

理

的

な

善

と

し

て
是

認

さ

れ

る

。

「功

利

の
原

理

」

は

、
立

法

者

レ

ベ

ル

で
は

そ

の
当

該

社

会

の

「
最

大
多
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数

の
最

大

幸

福

」

で
あ

り

、

立

法

者

は

《
立
法

》

と

い
う

手

段

に
よ

っ
て
諸

個

人

が

そ

の
最

大

幸

福

を
実

現

し
う

る

よ
う

な

社
会

環
境

を

創

建

し
な

け

れ
ば

な

ら

な

い
の

で
あ

る
。

そ

し

て
、

こ

こ

で

の

《
幸

福

》

の
内

容

は

、

《
快

楽

》

と

《
苦

痛

お

よ
び

損

失

か

ら

の
免

除

》

で
あ

る
と

定

義

さ

れ

て

い
る
。

立

法

者

は

、

そ

の
た

め

に
、
快

楽

と

苦

痛

お

よ
び

損

失

か

ら

の
免

除

の
原

囚
を

充

分

に
究

明

し

て
、

こ

れ

を

立

法

の
際

に
活

用

し

な

け

れ
ば

な

ら

な

い

の
で
あ

る

。

立

法

者

は

、
諸

個

人

に
、

諸

個

人

が

あ

る
方
向

に
む

か
う

こ
と

が
利

益

と
な

り

、
他

の
方

向

に
む

か
う

こ
と

が

苦

痛

と

な

る
よ
う

な
動

機

の
体

系

を

開

示

し

つ

つ
、

か

れ

ら

が
幸

福

と

な

り

う

る
方

向

に
か

れ

ら

を

響

導

し
な

け

れ

ば

な

ら

な

い
の
で
あ

る

。

こ
れ

に
対

し

て
、

倫

理
学

者

は

、
諸

個

人

を

物

理

的

強

制

力

に
よ

る

こ
と

な

く

、

か

れ

ら

の
幸

福

と

苦

痛

の
方

向

を

認

識

さ

せ

る
役

割

を

果
た

さ

な

け

れ
ば

な

ら

な

い
。

そ

の
場

合

、
倫

理

学

者

は

、

[道

徳

的

な

い
し

は
大

衆

的

サ

ン

ク

シ

ョ
ン

の
強

制

力

」

を

活

用

す

る

こ
と

が

で
き

る
。

そ

れ

は

、

世

論

法

廷

に

お

い

て
、

諸

個

人

に
善

の
道

を

奨

励

し
悪

の
道

を

懲

戒

す

る
プ

ロ
セ

ス
と

な

る

で
あ

ろ
う

。

倫

理

学
者

は

、

い
わ

ば

《
勧

善

懲

悪

》
を

倫

理
的

レ

ベ
ル

に
お

い
て
諸

個

人

に
訴

え

つ

つ
、

世
論

法

廷

に
よ

っ
て

こ
れ

を

担

保

し

よ
う

と

す

る

の
で
あ

る

。

こ

れ

は

、

ベ

ン
サ

ム
が

立
法

に

よ

っ
て
す

べ
て
を

解

決

す

る

こ
と

が

で
き

る

と

は
考

え

て

い
な

か

っ
た

こ
と

を
意

味

す

る
。

立

法

者

の
立

法

を

補
完

す

る
も

の
と

し

て

、
か

れ

は

、

倫

理

学
者

の
役

割

と
世

論

法

廷

の
重

要

性

を

強
調

し

て

い
る

の
で
あ

る
。

こ

こ
で

、

「
功
利

主

義

」

(⊆
亀
一β
『這
巳
ω
旨
)
と

「功

利

主
義

者

」

(
葺
田
8
「
す
コ
)
と

い
う

言

葉

の
起

源

に

つ

い
て
付

言

し

て
お
き

た

い
。

J

・
S

ニ
ミ
ル
は

、

『
ミ

ル
自

伝

』

に
お

い
て
、

自

ら

が

一
八

二

二
年

に
設

立

し

た

「功

利

主

義

者

協

会

」

(↓
7
Φ
d
叶琴

聾
器

口
ω
o
G
Φ
9

に

つ

い
て
、

次

の
よ
う

に
述

べ
て

い
る
。

「
私

が

そ

の
計

画

さ

れ

た
会

に

つ
け

た

名
前

が

功

利

主

義

者

協

会

と

い
う

の
だ

っ
た

。

だ

れ

に
も

せ

よ

功

利

主

義

者

と

い
う

名

称

を

と

り

あ

げ

た

の
は

こ
れ

が

は

じ

め

て
で
、
こ

の
さ
さ

や

か
な

源

か

ら

こ

の
言

葉

は
わ

れ

わ

れ

の
国

語

の
中

に
浸

透

し

て

い

っ
た

の
で
あ

る

。

こ

の
言

葉

は

私

が

発

明

し

た

の

で
は

な
く

、
実

は

ゴ

ー

ル
ト

の
小

説

の

一
つ
、

そ

れ

は

『
村

の
年

代

記
』

と

い
う

の
で
、

こ

の
小

説

は
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あ

る

ス

コ

ッ
ト

ラ

ン
ド

の
牧

師

の
自

叙

伝

と

い
う

こ
と

に
な

っ
て

い
る

の
だ

が
、

そ

の
中

で
そ

の
牧

師

が

教
区

民

た

ち

に
、
福

音

書
を

へ
　

　

捨

て

て
功

利
主

義

の
徒

に
な

っ
て
は

な

ら

ぬ

と
戒

め

る
と

こ

ろ

が
あ

る
」
。

ジ

ョ
ン

・
ゴ

ー

ル
ト

の
小

説

『村

の
年

代

記

』

は

、

一
八

二

一
年

に
公

刊

さ

れ
た

。

こ

れ

に
対

し

て
、

ベ

ン
サ

ム

『
動

機

論

』

は

、

一

八

↓
五
年

に
印

刷

さ

れ

、

一
七

年

に
公

刊

さ

れ
た

。

ミ

ル
が

同

書

を

読

ん
だ

か
ど

う

か

は
不

明

で
あ

る

が

、

『動

機
論

』

で

は
、

何

回

も

、

繰

り

返

し

て

、

「
功

利

主

義

」

と

「
功

利
主

義

者

」

と

い
う

言

葉

が
使

用

さ

れ

て

い
る

。

こ
れ

は

、

↓
八

一
五
年

に

お

い
て

、

ベ

ン
サ

ム

が

自

ら

を

「
功

利

主

義

者
」

と

呼

ん

で

い
た

こ
と

を

物

語

る
も

の

で
も

あ

る
。

そ

の
意

味

に

お

い
て
は

、

『
ミ

ル
自

伝

』

の
記

述

に
は
重

大

な

誤

解

が
含

ま

れ

て

い
る

と

い
わ
ざ

る
を

え

な

い
。

レ
ズ

リ

i

・
ス

テ

ィ
ー
ヴ

ン
は

、

『
ミ

ル
自

伝

』

の
こ

の
部

分

に
疑

念

を

呈

し

つ

つ
、

次

の
よ
う

に
述

べ

て

い
る
。

「功

利
主

義

者

と

い
う

言

葉

は

、

一
七

八

一
年

に

ベ

ン
サ

ム
自

身

に

よ

っ
て
使

用

さ

れ

た
も

の

で
あ

る
。

か

れ

は
、

一
八

〇

二
年

に
、
"
ベ

ン
サ

マ
イ

ト

"

に
か

え

て
そ

の
集

団

の
固
有

の
名

称

と

し

て

こ

の
言

葉

を

使
用

し

た

こ
と

を

デ

ュ
モ

ン

に
示
唆

し

て

い
る
。

の
ち

に
、
か

れ

は

、
そ

れ

は

"
漠

然

と

し

た

観

念

"
な

の

で
、

こ

れ
を

悪

い
名
称

で

あ

る
と

考

え

る
よ

う

に
な

っ
た

。

バ
レ

ね

か

つ
、

か

れ

は

、

"
功

利

の
原

理

"

に
か

え

て

"
最
大

幸

福

原

理

"
を

使

用

し

た

」
。

な

お

、

『
ベ

ン
サ

ム
全

集
』

の
編

者

J

・
バ

ウ
リ

ン

グ

は

、

そ

の
第

一
〇
巻

に
お

い
て

、

ベ

ン
サ

ム
が

造

語

し

て
そ

の
後

に
普

及

し

た
言

葉

を

列

挙

し

て

い
る
が

、

そ

の
中

に

は
功

利

主

義

と

く
18

}

功

利
主
義
者

は
含
ま
れ

て
い
な

い
。

五

「
功
利
の
原
理
」
に
反
す
る
諸
原
理

『
道

徳

お

よ

び

立

法

の
諸

原

理

序

説

』

第

二
章

に
お

い
て
、

す

で

に
、

「
功

利

の
原

理

」

に

反
す

る
諸

原

理

と

し

て
、

の
原

理

、

お

よ
び

、

2

,
同

感

と

反

感

の
原

理

が
指

摘

さ

れ

て

い
る

こ
と

は

周

知

の

こ
と

で
あ

る

。

『
動

機

論

』

に
お

い
て
は

、

「
功

利

の
原

理
」

に
反

す

る
諸

原

理

と

し

て
次

の
よ

う

な

諸

原

理

が
指

摘

さ

れ

て

い
る

。

1

禁
欲
主
義

そ

れ

は

、

必

ず
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し

も
体

系

的

な
も

の

で
あ

る
と

は

い

い
が
た

い
も

の
で
は

あ

る
が

、

ベ

ン
サ

ム
が
強

調

し

た

い
と

考

え

ら
れ

る

論
点

を

以

下

に
要

約

し

て

紹

介

し

て
お
き

た

い
。

ベ

ン
サ

ム
は

、

『動

機

論

』

に
お

い
て
は

、

「
功

利

の
原

理

」

に
反

す

る

諸

原

理
を

、

1

.
禁

欲

主

義

、

お

よ

び

、

2

.

独
断

主

義

と

に

大

別

し

て

い
る

(
さ

§

も

・
卜。
心
し
。

さ

ら

に
、

前

者

の
禁

欲

t

義

を

、
ω

哲

学

的

禁
欲

主

義

、

お

よ

び

、

②

宗

教

的

禁

欲

主

義

に
分

類
す

る

(
さ
蛍

も

.
蒔
ω
し
。
後

者

の
独

断

主

義

を

、

③

情

緒

主

義

、

お

よ
び

、

④

気

ま

ぐ

れ

の
原

理

、

ま

た

は

、
事

実
無

根

の
空

想

の
原

理

に

分

類

し

て

い
る

(
箏
§

も

P

卜。
9
ω
○
山
ご

。

禁

欲

主
義

は

、

功

利

の
原

理

に
直

接

的

に
反

す

る

原

理

で
あ

り

(さ
蛍

も

P

N
倉

ω
ご

、

ス
ト

ァ
学

派

の
名

で
知

ら

れ

て

い
る
哲

学
的

禁

欲

主

義

と

宗

教

的

教
義

に
も

と

つ

く

宗

教

的
禁

欲

主

義

と

に
分

類

す

る

こ
と

が

で
き

る

。

「
宗

教

者

は
す

べ

て
快

楽

を

故
意

に
軽

蔑
す

る

限

り

、
禁

欲

主
義

は
自

分

自

身

を

神

に
捧

げ

る
手

段

の

一
つ
と

な

っ
て

い
る
」

(
♂
㌧9

P

幽
ω
し
。

独

断

主
義

は

、

功

利

の
原

理

に
間

接

的

に
反

す

る
原

理

で
あ

り

(
さ
§

も

P

N
企

ω
ご

、

「計

算

を

放

棄

し

、

快
楽

と
苦

痛

に
関

す

る
諸

結

果

の
考

慮

を

放

棄

す

る

原

理
」

(
さ

壁

も

・
逡

・)

で
あ

る
。

ベ

ン
サ

ム

は

、

独

断
主

義

を

冷
静

な

独

断

主
義

と
激

越

な

独

断
主

義

に
分

類

し

、

前

者

の
代

表

例

と

し

て
シ

ャ

フ

ツ

ベ
リ
卿

が
主

張

し
た

「
道

徳
感

学
派

」

を

、
後

者

の
そ

れ

と

し

て
ト

ー

マ
ス

・
ペ
イ

ン
の
主
張

し

た

「
コ
モ

ン

・
セ

ン

ス
学
派

」

を

挙
げ

て

い
る

(
さ
」.儀
4
0
0
層
轟
切
-刈
・)
。

「
"
モ
ラ

ル

"
と

"
コ
モ

ン

"
と

い
う

言
葉

の
う

ち

に
、

独

断
主

義

の

二

つ
の
形

式

を

み

る

こ
と

が

で
き

る
。

モ
ラ

ル

・
セ

ン
ス
を

も

た

な

い
こ
と

は
卑

し

い
と

さ

れ

、

コ
モ

ン

・
セ

ン

ス
を

も

た

な

い
こ

と

は

野
蛮

で
あ

る
と

さ

れ

て

い
る
」

(
き
」.飢
こ
O
・
心
刈
.)
。
独

断

主

義

に
は

、

そ

の
他

に
も

「自

然

法

」

や

「
物
事

の
合

理

性

」

を

主

張
す

る

形

式

が

あ

る

(
さ

蛍

も

.
お

し
。

独

断

主

義

は

、

い
ず

れ

も

、

功

利

の
原

理

を

承

認

し

な

い
点

が

そ

の
特

徴

を

な

し

て

い
る

の

で
あ

る

。

そ

し

て

、

ベ

ン
サ

ム
は

、
独

断

主

義

の
ド

グ

マ
と

し

て
、
次

の
七

つ
を

指

摘

し

て

い
る

(
淳
蛍

も

.
ω
b。
し
。

①

幸

福

は

、

快

楽

と
苦

痛

の
免

除
か

ら

構

成

さ

れ

て

い
る
も

の
で

は
な

い
。
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②

幸

福

を

考
慮

す

る

こ
と

か

ら
独

立

し

た
義

務

が
存

在

す

る

。

③

功

利

、

つ
ま

り

、
幸

福

、

つ
ま

り

、
快

楽

と

苦

痛

か

ら

独

立

し

た

正
義

が
存

在

す

る
。

④

人
は

、

自

分

自

身

の
利
益

、

つ
ま

り

、
自

分
自

身

の
幸

福

や
快

楽

を
考

慮

す

る

こ
と

に
よ

っ
て
支

配

さ

れ

て
は
な

ら

な

い
。

⑤

一
般

的

に
は

、

人

は

そ

の
よ
う

な

考

慮

に

よ

っ
て
支

配

さ

れ

て

い
な

い
し
、

少

な

く

と

も

高

貴

な

人

は

そ

の
よ
う

な

こ
と

は

あ
り

え

な

v
、

⑥

立

法

者

な

い
し
は

倫

理
学

者

の
固

有

の
目
的

は

、

最

大
多

数

の
最

大

幸

福

で

は

な

く

、

(感

覚

的

な
幸

福

を
媒

介

し

て

い
る

と

は

い
え

)
抽

象

的

な

幸

福

を

産

み
出

す

こ
と

で
あ

り

、
義

務

な

い
し

は
人

間

の
尊

厳

を

守

る

こ
と

で
あ

る
。

⑦

も

し
功

利

の
原

理

に
も

と

つ

く

社

会

が

で
き

る
と

す

る
な

ら

ば

、

人

は

そ

の
他

の
生

物

の
そ

れ

以

上

に
自

分
自

身

の
幸

福

や
快

楽

を

配
慮

す

べ
き

で
あ

る
と

い
う

こ
と

に
な

っ
て
し

ま

い
、

そ

れ

は
悪

い
社

会

と

な

っ
て

し
ま

う

で
あ

ろ
う

。

ベ

ン

サ

ム
は

、

そ

の
よ
う

な
独

断

主

義

を

奉

ず

る
人

々
と

し

て
、

①

専

制

君

主

主

義

者

、
②

寡

頭
制

支

持

者

と

貴

族

主

義

者

、
③

宗

教

者

、
④

旧

体

制

が

正

し

い
と

説

く
教

師

た

ち

、
を

挙

げ

て

い
る

(
智
、魁
こ
b
.
N
鼻
①
。)
。

ま

た

、

か

れ

は

、

功
利

の
原

理

に
反

対

す

る

代

表

的

な

人

々
と

し

て
、
①

修

辞

学

者

、
②

詩

人

、
③

聖

職

者

、
④

法
律

家

、
⑤

女

性

、
⑥

世

の
男

た
ち

、
⑦

倫

理

学

を
講

ず

る
教

授

た

ち

、

を

列

挙

し

て

い
る

(
さ
藁

も

P

α
雫
罐

し
。

ベ

ン
サ

ム
は

、

独

断

主

義

を

情

緒

主
義

と

気

ま

ぐ

れ

の
原

理

ま

た

は
事

実

無

根

の
空

想

の
原

理

に
分

類

し

て

い
る
。

前

者

に

つ

い
て
、

か

れ

は

、
次

の
よ

う

に
述

べ

て

い
る
。

「情

緒

主

義

者

は

、
"
あ

な

た

の
利

益

に
反

し

て
行

動

せ

よ

"
と

言

い

つ

つ
、

そ

の
よ
う

に
行

為

す

る

こ
と

が
あ

な

た

の
利
益

と

な

り

、
か

つ
、
そ

れ

に
従

っ
て
あ

な

た

が
行

為

す

る
よ
う

に
仕
向

け

よ
う

と

し

て

い
る
」
(
さ
、9
も

P

卜。
甲
ρ
)
。

後

者

に

つ
い

て
は

、

か

れ

は

、

「気

ま

ぐ

れ

の
原

理

は

、

『
序

説

』

で
は

同

感

と

反
感

の
原

理
と

い
う

名

称

が

与

え

ら

れ

て

い
る
も

の
で
あ

る
」

(
さ
舜

も

・
ω
ご

と

述

べ

て

い
る
。

『
序

説

』

で

の
同
感

と

反
感

の
原

理

は

、

『
動

機

論

』

で
は

「
気

ま

ぐ

れ

の
原

理

」

と

言

い
換

え
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ら

れ

て

い
る

の

で
あ

る
。

な

お
、

反

感

は

、

「
①

見

解

の
相

違

、
②

嗜

好

の
相

違

、
③

間

違

っ
た

同
感

」

(
穿
蛍

も

.
ω
ω
し

か

ら
生

ず

る
。

人
は

、

自

分

と

は

違

っ
た

見

解

や
嗜

好

を

も

つ
人

に
対

し

て
反

感

を

い
だ

く

の

で
あ

る

。

ベ

ン
サ

ム
は

、

功

利

の
原

理

を

認

め

な

い
禁

欲

主
義

と

独

断

主
義

を

根

抵

的

に

批
判

し
た

。

以

下
は

、

そ

の
重

要

な

論

点

の
紹
介

で
あ

る
。「

功

利

主

義

は

幸

福

を

増

進

さ

せ

る

原

理

で

あ

り

、

こ

れ

に

反

す

る

い
か

な

る

原

理

も

功

利

の

原

理

を

妨

害

す

る

原

理

で
あ

る

」

(き
§

も

』
ε

。

「
禁

欲

主
義

と

気

ま

ぐ

れ

の
原

理

は

、

幸

福

に
対

し

て
破

壊

的

で
あ

り

妨

害

的

で
あ

る
。

そ

の
支

持

者

た

ち

は

、
幸

福

に
対

す

る
敵

対

者

た
ち

で
あ

る
」

(
昏
蛍

も

.
ω
O
し
。

「
功

利

主

義

は

、

計
算

に
よ

っ
て
働

く

も

の

で
あ

り

、

首

尾

一
貫

し

た
気

配

り

の
あ

る

慈

善

心

で
あ

る

。

情
緒

主

義

は

、

功

利

主
義

か

ら

独
立

し

て

い
る

限
り

で

は
、

結

果

的

に
は

、

利

己

主

義

な

い
し

は
悪

意

と

い
う

仮

面

を

か

ぶ

っ
て
お

り

、
あ

る

い
は

、
専

制

主
義

と

狭
量

と

暴

政

と

い
う

仮

面

を

か

ぶ

っ
て

い
る
」

(
奪
壁

℃
P

ω
9
)
。

「
禁

欲

主

義

は

反
合

理

主

義

と

呼

び

、
気

ま

ぐ

れ

の
原

理

は

非

合

理
主

義

と

呼

ぶ
。

人

は

、

推

論

の
過

程

に
よ

っ
て

は
禁

欲

主

義

を

認

め

る

こ
と

は

な

い
が

、

妄

想

に
よ

っ
て

の

み

こ
れ
を

認

め

る

の

で
あ

り

、

そ

の
よ
う

な

過

程

は

理

性

の
過

程

と

は

直

接

的

に
対
立

す

る

も

の
で
あ

る
」

(
き
ミ

も

.
蕊

し
。

「
人

が

功

利

の
原

理

に
反

対

な

い
し

は
軽

蔑

す

る

か
敵

対

す

る
諸

原

理

を

認

め

る

こ
と

は

、

人
類

の
敵

対

者

と

し

て
行

動

す

る

こ
と

で

あ

る
」

(尋
」.魁
こ
℃
。
ら
刈
●)
。

「
功

利

の
原

理

が

人

生

い
か

に

い
き

る

べ
き

で

あ

る
か

の
唯

一
の
規

準

で

あ

る

と

す

る

な

ら

ば

、

そ

の
活

用

を

阻

も

う

と

す

る
人

は

、

人

間

の
幸

福

に
対

す

る
敵

対
者

で
あ

る

。

か

れ

が
そ

れ

を

認

識

し

て

い
る

場

合

に
は

か

れ
は

人

類

に
対

し

て
悪

意

を

い
だ

い
て

い
る

人
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で
あ

る
が
、
そ
れ
を
認
識
し

て

い
な

い
場
合

で
も

同
様

に
か
れ
は
人
類

に
と

っ
て
有
害
な
人

で
あ

る
。
前
者

の
場
合
は
、
か
れ
は
意
識

的
な
敵
対
者

で
あ
る
。

い
ず

れ

の
場
合

に
せ
よ
、
か
れ

は
結
果
的

に
は
人
類

の
敵
対
者
な

の
で
あ

る
」

(
臼
蚕

も
.
お

し
。

以
上

の
よ
う
な
禁
欲
主
義
と
独

断
主
義

に
対
す

る
根
抵

的
な
批
判

に
よ

っ
て
、

ベ
ン
サ

ム
は
、

《
功
利
主
義

》
の
み
が
唯

一
の
正
し

い

人
生

の
倫
理
的
指

針

で
あ
る

こ
と
を

強
調
し
よ
う
と
し
た

の
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
功
利
主
義

に
反
す

る
原
理
は
す

べ
て

「人
類

の
敵
対

者
」

で
あ
る
と

断
じ
ら
れ
て

い
る
。

こ
こ
で
は
、
功
利
主
義

の
み
が
人
間

に
幸

福
を
も

た
ち
す

こ
と

の
で
き
る
唯

]
の
正
し

い
倫
理
規
準

と

さ
れ

て

い
る

の
で
あ

る
。
こ
れ
は
、

ベ
ン
サ
ム
か

ら
批
判
さ
れ
た
倫
理
学
派

の
人

々
か
ら
す

る
な

ら
ば

、
"
新
手

の
独
断
主
義

"
と

い

わ
さ

る
を
え

な

い
も

の
で
は
あ

ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
か
れ
は
、

《
功
利
主
義

》

の
み
が
唯

一
の
正
し

い
倫
理
規
範

で
あ

る
こ
と
を
強

調
す

る
こ
と

に
よ

っ
て
、
そ
れ
以
前

の
あ

ら
ゆ
る
倫
理
規
範

に
対
し

て
戦
闘
的
な
挑
戦
状
を
発
し
た
と

い
え

る

の
で
あ

る
。

ベ
ン
サ

ム
に
よ
れ
ば
、
古
典
古
代

の
ギ
リ
シ

ャ
以
降
を
含
む

そ
れ
ま

で
の

一
切

の
倫
理
学
は
人
間

の
真

の
幸
福
を
否
定
す
る
も

の
で
あ

っ
て
、

こ
れ
ら

の
す

べ
て
の
倫
理
学

は
唾
棄
す

べ
き
も

の
で
し
か
な

い
。

こ
れ
ま

で
の
既
存

の
す

べ
て
の
倫

理
学
は
、
人
間
を
不
幸
と
苦

痛

の
う
ち

に
閉

じ
込
め

て
き
た

「
人
類

の
敵
対
者
」

で
し
か
な

い
の
で
あ

る
。
か
れ

に
よ
れ
ば

、

《
功
利
主
義
》

に
よ

っ
て
の
み
、
人
類

史

上
は
じ
め

て
、
人
間
が
そ

の
幸
福
を
追
求
す

る
こ
と

が
倫
理
的
な
善
と

し

て
承
認
さ
れ
た
の
で
あ

る
。
か
れ
は
、
こ

の
よ
う
な
言
葉

で

語

っ
て
は

い
な

い
け
れ
ど
も

、
"
功
利

主
義

こ
そ
人
間
解
放

の
倫
理
学

で
あ
る

"
と
主
張
し
た
と

い
え

る
で
あ

ろ
う
。

か

れ
は
、

『
動
機

論
』

に
お

い
て
、

「支
配
的
少
数
者
」

(
≡
ぎ

ゆq
hΦ
芝
)
と

そ

の

「
邪
悪
な
利
益

」

(
ω
一三
ω
8
二

葺
興
Φ
の
什)
を
徹
底
的
に

批
判
し

て

い
る
。
か
れ
は
、
な

ぜ
、
倫

理
学

に
関
す

る
著
作

に
お

い
て
そ

の
よ
う
な
批
判
を
展
開
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た

の
で
あ
ろ

う

か
。
そ
れ
は
、
か
れ
が
、
人
間

の
幸
福
を
実

現
す
る
た

め

の
最
適

の
政
治
制
度
が
あ

る
と
考
え

て

い
た
か
ら
で
あ
り
、
そ
れ
ま

で
の
既

存

の
政
治
制
度

の
下
で
は
人

々
は

そ

の
幸
福
を
獲
得
す
る

こ
と
は

で
き

な

い
と
考
え

て

い
た
か

ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
新
し

い
倫

理
学

は
、
既
存

の
政
治
制
度

の
変
革
を

目
ざ
す
も

の
で
あ
り

、
新

し

い
政
治
制
度
を
創
建
し
な
け
れ
ば

な
ら
な

い
の
で
あ

る
。
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ベ

ン
サ

ム

に
よ

れ
ば

、

「
功

利

の
原

理

が
危

険

な

原

理

で
あ

る

と

い
わ

れ

て
き

た
」

(
き
蛍

、
P

ρ
)

の
は

、

「支

配

的

な

勢

力

を
も

つ
少

数
者

」

が

そ

の
よ

う

に
喧

伝

し

て
き

た

か

ら

で
あ

り

、
功

利

の
原

理

が

か

れ

ら

の
利

益

に
反

し

て

い
た

か

ら

で
あ

る
。

「
功
利

の
原

理

は

、

多

数

者

の
利
益

に
敵

対

し

て

い
る

限

り

に
お

い
て
、

支

配

的

な
勢

力

を

も

つ
少

数

者

の
利

益

に
と

っ
て
は
危

険

な

も

の

で
あ

り

、

ま

た

、

名

望

と

い
う

市

場

を

独

占

し

て
は

い
る

も

の

の
、

も

し
功

利

の
原

理

に

よ

っ
て
か

れ

ら

の
腐

敗

し

た

稼

ぎ

ぶ
り

が

暴

露

さ
れ

る
な

ら

ば

、

そ

の
商

売

が
破

壊

さ

れ

る

で
あ

ろ
う

少

数

者

(か

れ
ら

は

支

配

的

な

勢

力

を

も

つ
階
級

で

は

な

い
が
)

の
利
益

に
と

っ
て
危

険

な

も

の
な

の
で

あ

る
」

(
箏
蛍

も

.
P
)
。
功

利

の
原

理

は

、
多

数

者

の
利

益

を

目
ざ

し

て

い
る

原

理

で
あ

っ
て
、

そ

の
限

り

で

は
支

配

的

少

数

者

の

利

益

に

は
破

壊

的

な

原

理

に

ほ

か
な

ら

な

い
。

「
功

利

主
義

が

普

及

す

る

こ
と

の
う

ち

に

、

支

配

的

少

数

者

は

か

れ

ら

の
邪

悪

な

陰

謀

を

実

現

す

る
た

め

の
妨

害

を

見

て

い
る

。

か

れ

ら

は

、

つ
ね

に

、
被

支

配

的

多

数

者

の
犠

牲

の
上

に
そ

の
よ
う

な

邪

悪

な

陰

謀

を
追

求

し

て

い
る

の

で
あ

る
」

(
き
」.魁
こ
℃
.
れ
O
.)
。

支

配

的

少

数

者

は
、

功

利

の
原

理

を

認

め

よ
う

と

は

し

な

い
。

そ

れ

は

、
功

利

の
原

理

が

か

れ

ら

の

邪

悪

な
支

配

的

利

益

を

破

壊

す

る
か

ら

で
あ

る

。

し
た

が

っ
て
、
功

利

の
原

理
を

承

認

し

、

こ

の
原

理

の
う

ち

に
利

益

を

見

い
出
す

こ
と

の
で
き

る

人

々
は

《
被

支

配

的

多

数

者

》
だ

け

で

あ

る
。

《
功

利

の
原

理

》
を

承

認

し

こ
れ
を

推

進

し

よ

う

と

す

る
人

々

の
み

が

、

新

し

い
社

会

を

つ
く

ろ
う

と

す

る
変

革

の
主

体

と

な

り

う

る

人

々
で
あ

る

。

ベ

ン
サ

ム
は

、

『
動

機

論

』

の
中

で

、
支

配

的
少

数

者

と

そ

の
邪

悪

な

利

益

を

繰

り

返

し

て
批

判

し

つ

つ
、

功

利

の
原

理

に
も

と

つ

く

新

し

い
社

会

へ
の
変

革

を

強

調

し

よ

う

と

し

た

の
で
あ

る

。

か

れ

に
よ

れ

ば

、

「
人

民

は

、

正

し

い
完

全

な

共

同

利

益

観

を

共
有

し

て

い
る
」

(
さ
§

も

.
①
。。
し

の

で
あ
り

、

「
デ

モ
ク

ラ

シ
ー

は

純

粋

に
な

れ
ば

な

る

ほ
ど

、
各

人

は
ま

す

ま

す

多

く

の
共

同
参

加

者

数

を

も

つ
こ
と

に
な

る

で
あ

ろ
う

」

(
さ
壁

も

.
お

し
。

そ

し

て
、

デ

モ

ク

ラ

シ
ー

の
下

に

お

い

て
は
、

人

民

は

「大

衆

的

な

い
し
は

道

徳

的

サ

ン
ク

シ

ョ

ン

の
強

制

力

を

も

つ
世

論

法
廷

」

(
さ
ミ

も

℃
]

N

ω
P

①
P

①
メ

①
Φ
し

を
構

成

し

、
支

配

的

少

数

者

の
邪
悪

な

利
益

を

封

じ

込

め

つ

つ
、
多

数

者

の
利
益

を

実

現

し
う

る
社

会

を

創

造

す

る

で
あ

ろ
う

。

そ

し

て
、

そ

こ

に
、

「高

度

の
精

神

文

化

の
稀

な

る
産

物

と
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し

て
の
公
共
心
」

(
♂
ミ

も

」
①
し

が
開
花

す
る

の
で
あ

る
。

そ
れ
に
し

て
も
、

ベ
ン
サ
ム
は
、
な
ぜ
倫
理
学

に
関
す
る
著
作

で
あ

る

『
動
機
論
』

に
お

い
て
か
く
も

痛
烈
に
既
存

の

"
支

配
的
少
数

者

〃
を
批

判
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
か

っ
た

の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
は
、
多
分

、
か
れ

の

い
わ

ゆ
る
政
治

的

《
急
進
主
義
化
》

に
関
係

し
て

い
る
で
あ

ろ
う
。

一
八

一
五
年

は
、
か
れ
が
ま

さ
し
く

《
急
進
主
義
》

に
転
換
し

つ
つ
あ

っ
た
年
代

で
あ

っ
た
。
急
進
主
義
化

し

つ
つ
あ

っ
た
か
れ
は
、
既
存

の
倫

理
学

の
み
な

ら
ず
、
あ

ら
ゆ
る
既
存

の
政
治
的

・
経
済
的

・
社
会
的
諸
制
度
を
徹
底
的

に
批
判

し
な
け
れ
ば
な

ら
な
か

っ
た

の
で
あ

る
。
そ

の
延

長
線

ヒ

に
お

い
て
、
か

れ
は
、
倫
理

学
と
し

て

の

『
義
務
論
』
を

執
筆

し
、
政
治

制
度
論
と

し

て
の

『憲

法
典
』
を
執
筆

し
た

の
で
あ

る
。

六

『行

為

動

機

一
覧

表

』

に

お

け

る
快

苦

の
動

機

論

ベ
ン
サ
ム
は
、

『
動
機
論
』

に
お

い
て
、
人
間
行
為

の
快
楽
と
苦

痛

の
動
機

に

つ
い
て
、
こ
れ
を

《
一
覧
表
》
と
し

て
示
し

つ
つ
、
そ

れ
ら
を

一
四
種
類

に
類
型
化
し

て

い
る
。
そ

の
う
ち

の
二
種

類
は
苦
痛

に

つ
い
て

の

一
覧
表

で
あ

っ
て
、
快
苦

の

一
覧
表
と
し

て
は

一
二

種

類

の
類
型
が
表
示
さ
れ

て

い
る
。
以

下
は
、

一
四
種
類

の
快
苦

の

一
覧
表

の
表

題

の
紹
介

で
あ

る

(
穿
ミ

も
P

刈
甲
。。
9
)
。

南
1
.
味
覚

昧
感

消
化
管

酔

い
が
も
た

ら
す
快
楽

と
苦
痛

こ
れ

に
符
号
す

る
関
心
事
、
す
な
わ
ち
、
昧
感

へ
の
関
心
事

、

酒

へ
の
関
心
事

こ
れ

に
符
号
す

る
動
機
と
そ

の
名

称
。

ぬ
H
.
性
的
欲
求

、
す

な
わ
ち
、
第
六
感

に
と
も
な
う
快
楽

と
苦
痛

こ
れ
に
符

口・8
す
る
関
心
事

と
し

て
の
性
的
関
心
事

こ
れ

に

符
号
す

る
動
機

と
そ

の
名

称
。

晦
m
.
感
覚

の
、
す
な
わ
ち

、
諸
感
覚

の
、
総
称
的

な

い
し
は
集
合
的

に
考

え
ら
れ
た
感
覚

の
、
す

な
わ
ち

、
鮭
感

が
も
た
ら
す
快
楽

と
苦

痛
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こ
れ

に
符
口、5
す
る
関
心
事
、
す
な
わ
ち
、
感
覚

丘
感

の
関

心
事

感
覚
的
関
心
事

こ
れ
に
符
号
す

る
動
機
と
そ

の

名

称

。

ぬ
W
.
快
楽

と
苦
痛

富
と

い
う
物
体

か
ら
生
ず

る

所
有
--
i
享
有
1
ー

取
得

豊
富

富
裕
が
も
た
ら
す
快
楽

。
剥
奪
l
t

損
失

貧
困

窮
乏

が
も
た
ら
す
苦

痛

こ
れ
に
符
号
す

る
関
心
事
、
す
な
わ
ち
、
金
銭
的
関
心
事
。
金
銭

へ
の
関
心

こ
れ

に
符
号
す

る
動
機
と
そ

の
名
称

。

晦
V
.
権
力

、
影
響
力

、
権
威

、
支

配
力
、
管
理
、
統
治

、
命
令

、
支

配
、
勢

力
等
が
も
た
ら
す
快
楽

と
苦
痛

統
治
す

る
こ
と
、
命
令
す

る

こ
と
、
支
配
す

る

こ
と
等

が
も

た
ら
す
快
楽
と
苦
痛

こ
れ

に
符

号
す
る
関
心
事

と
し
て

の
症
権

へ
の
関
心
事

こ
れ

に
符

号
す

る
動
機
と
そ

の
名
称
。

晦
W
.
好
奇

心
に
よ
る
快
楽

と
苦
痛

こ
れ
に
符
号
す

る
関
心
事

と
し
て

の
な
に
か
に

つ
け
て
こ

っ
そ
り

と
調

べ
た

い
と
す

る
関

心
事
1

こ
れ

に
符
号
す

る
動
機
と
そ

の
名
称
。

鴇

.

親
睦

が

も

た

ら

す

快
楽

と

苦

痛

、

す

な

わ

ち

、

善

意

か

ら
生

ず

る

、

つ
ま

り

、

あ

れ

こ
れ

の
個

人

の
自

戦

日心.
心
に
も

と
つ

く

サ

ー
ビ

ス

か
ら
生
ず

る
快
楽

同
様

の
も

の
の
損
失

な

い
し
は
そ
れ
を
得

る
こ
と
が

で
き
な

い
こ
と
に
よ

っ
て
生
ず

る
苦
痛

こ
れ

に
符
号

す

る
関
心
事
と

し
て
の
私

的
な
関
心
に
も
と
つ
く
関

心
事

こ
れ
に
符

号
す

る
動
機
と
そ

の
名
称
。

輪

.
道
徳
的

夫

衆

的
サ

ン
ク

シ

ョ
ン
に
よ

る
快
楽
と
蒲

、
す

な
わ
ち
、
世

評
、

つ
ま
り
、
名
虹戸
に
よ
る
快
肇

悪

い
世

評
、
す
な
わ
ち
、

悪
評

に
よ

る
苫
痛

こ
れ

に
符
号
す

る
関
心
事

と

し
て

の
世
評

へ
の
関

心
事

こ
れ
に
符

号
す

る
動
機

と
そ

の
名
称
。

晦
眠
.
宗
教
的

サ
ン
ク
シ

ョ
ン
に
よ

る
快
楽

と
苫
痛

こ
れ

に
符
号
す

る
関
心
事
と

し
て
の
キ

リ
ス
ト
教
的

祭
壇

へ
の
関

心
事

こ

れ

に
符
口・5
す

る
動
機
と
そ

の
名

称
。

晦
X
.

同
感

に
よ
る
快
楽

と
苦
痛

こ
れ

に
符
号
す

る
関
心
事

と
し
て
の
思

い
や
り
と

い
う
関

心
事

、
す
な
わ
ち
、
そ

の
人

々
の
福
利
を
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目
ざ
す

こ
と
が
そ

の
欲
求

の
目
的

で
も
あ

る
人
々
の
人
数

に
比
例
し

て
、
多
少

な
り
と
も
、
こ
れ
を
増
進

し
た
り
、
増
進

し
よ
う
と
考
え

た
り
、
大

い
に
促
進

し
た

い
と
す

る
思

い
や
り
と
し
て

の
関
心
要

こ
れ
に
符

号
す

る
動
機
と

そ
の
名
称
。

南
刈
.

反
感

悪
意

短
気

が
も
た

ら
す
快
楽

と
苦
痛

(こ
れ

に
は
復
讐
と
満
た

さ
れ

な

い
復
讐
心

と

い
う
苦
痛
を
含

む
)

こ
れ

に
符
ロ'-
す
る
関
心
事

と
し
て

の
度
量

の
有
無

こ
れ

に
符
口・5
す

る
度
量

と
そ

の
名
称
。

南
湿
.
労
働

労
役

労
苦

に
よ
る
苦
痛

こ
れ

に
符
口'5
す
る
関
心
事
と

し
て
の
高
枕

へ
の
願
望

こ
れ
に
符
号
す

る
動
機
と

そ

の
名
称

。

㎞
畑
.

死
、
お
よ
び

、
肉
体
的
苦
痛

.
般

に
よ
る
苦
痛

こ
れ

に
符

号
す

る
関

心
事

、
す

な
わ
ち
、
生
存

へ
の
関
心
事

身

体
的

・
肉

体
的

.
個
人
的
な
自

己
保
存

と

い
う
生
存

無
難

安

全
と

い
う
生
存

へ
の
関

心
嘱

こ
れ

に
符

号
す

る
動
機
と
そ

の
名
称

。

晦
皿
.
白
利
優

先
的
な
る
も

の
、
総
称
的
な

い
し
は
集
合
的
に
考

え
ら
れ
た
自
利
優
先
的

な
も

の
に
よ
る
快
楽

と
苦
痛

L
記

の
酷
X
.お
よ

び

H
.を
除

く
そ

の
他
す

べ
て

の
種
類

の
自
利
優

先
的

な
快
楽
と
苦
痛

こ
れ

に
符

号
す

る
関
心
事

と
し
て

の
自
利
優

先
的
関
心
事

こ
れ

に
符
号
す

る
動
機
と
そ

の
名
称

。

以

上

に
紹

介

し

た

ベ

ン
サ

ム

の

「
快

苦

11
動

機

論
」

は

、

『
序

説
』

第

十

章

の

そ

れ

に
比
較

し

て
、

同

書

を

は

る
か

に
超

え

る

ほ
ど

詳

細

に

展

開

さ

れ

て

い
る
。

ベ

ン
サ

ム

は

、
快

楽

と

苦

痛

の
動

機

を

↓
二
種

類

に
類

型
化

し

、

さ

ら

に
、
苦

痛

の
動

機

と

し

て
二
種

類

を

類

型

化

し

て

い
る
。

す

な

わ

ち

、

苫

痛

の
動
機

は

一
四
種

類

に
類

型

化

さ

れ

て

い
る
。

ベ

ン
サ

ム
は

、

快

苦

に

つ

い

て

の
以

上

の

↓
四

の
類

型

を

、

そ

の
類

型

毎

に
、

そ

れ

ぞ

れ

、

1
.

中

立

的

動

…機
、

n
.

推

奨

的

動

機

、

m

.

非

難

さ

れ

る

べ
き

動

機

の
三

つ
に
分
類

し

、

そ

れ

に
該

当

す

る
動

機

の
名

称

を

一
覧

表

に
列

挙

し

て

い
る
。

本

稿

で
は

、

そ

の

一
例

と

し

て
、
第

W
類

型

を

紹

介

す

る

に
と

ど

め

た

い
。
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NQIV.快 楽 と苦 痛

富 とい う物体か ら生ず る 所有 享 有 取 得 豊富 富 裕

が もた らす快 楽。剥奪一 一損失一 貧困 窮 乏が もた らす苫痛。

これ に符 号す る関心 事、

金銭 的関心 事。金銭へ の関心事。

これ に符 号す る動機 とその名称。

1.ll】 、t_/_的動 機 H.推 奨 的動機 m.非 難 され るべ き動機

¥1
1一 語 と して は 該 当

な し。

複 合 的 表現 と して は、

L欲 望 、 欲 求 、 必 要 、

希 望 、 見 込 み 、 期 待

生 存 の た め の 諸 千

段 へ の 、能 力 ・多 量 ・

豊富 ・富裕 の た め の 諸

手段へ の、一 一不騰 ・

獲得等の ための諸 手段

へ の 。

2.恐 怖 、 懸 念 損

失 ・金 銭 的 損 害 ・欠

乏 ・貧 乏 ・貧 困 ・衰

退 ・欠 損 に な るか も し

れ ない とい うこ とへ の 。

3.欲 望 等 維 持 す る

た め の ・保 護 あ る ため

の ・進 歩 さ せ る た め

の ・改 善 す るた め の ・

向 ヒさせ る ため の ・改

良 す る ため の ・前 進 さ

せ る た めの 人澗 の

条件 ・状 況 ・状 態 ・境

遇 を 人 生 に お い

て ・社 会 にお い て ・世

界 等 にお い て。

1.節 約 、,

2.倹 約 。

3.h-h-1'.11f灸0

4.つ ま し さ。

5.繁 栄 へ の 欲

望 ・希 望 ・見

込 み ・期 待 。

6.他 人 へ の 金

銭 的 関 係 ・財'

産 ・所 得 ・所

有 地 ・生 計 ・

生 存 へ の 慎 重

な 配 慮 。

1.極 端 な 倹 約 。1.強

2.け ち 。

3.貧 窮 。

4.吝 高 。

5.い ら だ ち,,

6.も の 惜 し み 。

7.'、子金隻な又。

8.し み っ た れ 。7.腐

9.卜 劣,,

欲 。

2.貧 欲 。

3,大 欲 。

4.略 奪 。

5.f泡 く こ と 知

らず 。

6.!$

敗 。

8.無 節 操 。

9.執 着 ・欲 求

等

(Nalのmに

み ら れ る よ う

な)渇 望 ・貧

欲 お 金 ・

不1」者歪 ・不[j邪}・

金 銭 を 求 め て

の 、す な わ ち 、

そ れ ら を 、 秘

蔵 した り、 ま

きLげ た り 、

くず と して 捨

て た りす る こ

と。
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み

ら
れ

る

よ
う

に
、

ベ

ン
サ

ム
は

、

快
苦

の

一
二

の
類

型

に
加

え

て
、

苦

痛

の

二
類

型
を

、

そ

れ

ぞ

れ
、

1
.
中

立

的
動

機

、

U

.
推

奨

的

動

機

、

皿

,
非

難

さ

れ

る

べ
き

動

機

に
分

類

し

て
、

そ

れ

ら

の
動

機

の
名

称

を

列

挙

し

て

い
る
。

そ

れ

ら

の
中

に

は
同
義

異

語

が
多

く

、

翻

訳

し

が

た

い
も

の
が
多

い
。

か

れ

が

こ

こ

で
強

調

し

た

い

こ
と

は

、

「
中

立

的

動

機
」

は

諸

個

人

に
と

っ
て
は

い
わ

ば

自

然

主

義

的

な

動

機

で
あ

り

、
そ

れ
自

体

と

し

て
は
全

く

問
題

な

く

倫

理
的

に
も

承

認

さ

れ

る

け

れ
ど

も

、

で
き

う

る
な

ら

ば

、

そ

の
行

為

が

「推

奨

的

動

機

」

に
高

め

ら

れ

、
逆

に
、

「非

難

さ

れ

る

べ
き

動

機

」

に

人

々
が

お

も

む

く

こ
と

が

な

い
よ
う

に

予
防

す

る

こ
と

の
で
き

る
あ

る
種

の
機

制

を

設
定

す

る

こ
と

で
あ

っ
た

。

そ

の
よ
う

な

機
制

は

、
主

と

し

て
、
法

的

サ

ン
ク

シ

ョ
ン
、
な

い
し
は

、

道

徳

的

夫

衆

的

サ

ン
ク
シ

ョ
ン
に
よ

っ
て
可
能
と

な
る

で
あ

ろ
う
。
か

れ
は
、
立
法
者
が
そ

の
立
法

に
際
し

て
の
指
針
と
な

る
べ
き

人
間
行
為

の

《
動
機

一
覧
表

》
を
開
示

し
よ
う
と
し
た

の
で
あ

る
。

ベ
ン
サ

ム
が

《
行
為
動
機

↓
覧
表

》

で
開
示
し

て

い
る
快
苦

の

=

一類

型
と
苦
痛

の
二
類
型
を
総
合

す
る
と
、
「
中
立
的
動
機
」
と
し

て
六
七

の
動
機

が
、
「
推
奨
的

動
機
」
と
し

て
六
七

の
動
機

が
、
「非
難

さ
れ
る

べ
き
動
機
」
と
し

て

一
八
三
の
動
機

が
列
挙

さ
れ

て

い
る
。

合
計
し

て
、
三

一
七

の
動
機
と
な

る
。
か
れ

の
最
大

の
関
心
事
は
、

一
八
三

の

「非
難

さ
れ
る
べ
き
動
機
」

を
人
間
行
為

の
中
か
ら

い
か

に
封

じ
込
め

る
こ
と
が

で
き

る
か
と

い
う
と

こ
ろ
に
あ

っ
た
と

い
え

る
。
但

し
、
既
に
み
た
よ
う

に
、
か
れ
は
動
機
そ
れ
自
体
は
そ
れ
が

と

の
よ
う

な
名
称

の
も

の
で
あ

れ
予
め
快
楽
な

い
し
は
苦
痛
と
決
め
ら
れ

て

い
る
も

の
で
は
な

い
こ
と
を
強
調
し

て
お

り
、
仮

に

「
非
難

さ
れ
る

べ
き

動
機
」

に
も
と
つ

い
て

い
る
行
為

で
あ

っ
て
も

そ
れ
が
結
果
的

に
快
楽
を
も

た
ら
し

う

る
場
合
が
あ
り
う

る
。

し
か
し
な
が

ら
、
か
れ
は
、

「非

難
さ
れ

る
べ
き
動
機
」

に
も
と

つ

い
て
得
ら
れ
た
快
楽

が
あ
る
と
し

て
も

そ
れ

は
究
極
的

に
は
法
的

サ

ン
ク
シ

ョ
ン

な

い
し
は
道
徳
的

.
大

衆
的
サ

ン
ク
シ

ョ
ン
に
よ

っ
て
相
殺
さ
れ

る
で
あ

ろ
う

こ
と
を
強
調
し

て

い
る

の
で
あ

る
。

そ
れ
ゆ
え

に
、
「
非

難

さ
れ
る

べ
き
動
機
」

に
も
と
つ
く
行
為
は
結
果
的

に
は
苦
痛

に
終

る
で
あ

ろ
う
。

ベ
ン
サ
ム
に
お

い
て
は
、
繰
り
返
し

て
確

認
す
れ
ば

、
動
機

そ
れ
自
体

は
快
楽

で
も
苦
痛

で
も

な

い
。
動
機

は
快
苦
と

は
全

く
別

の
も
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の
で

あ

る

・

そ

こ

で

・

か

れ

は

、
次

に
み

る

よ
う

な

五

四

の
快
楽

と

六

七

の
苦

痛

を
列

挙

し

て

い
る

。

こ
れ

ら

の
快

楽

と

苦

痛

は

、

『
行

為

動

機

一
覧

表

』

に
あ

る

一
覧

表

の
動

機

に
も

と

つ

い
て
起

こ

さ
れ

た

行

為

の

《
結

果

》

に
対

し

て

つ
け

ら

れ

る
名

称

と

な

る
も

の
で
あ

る
。

こ
れ

ら

の
中

に
は

同

義

異

語

が
多

く

て
そ

の
翻

訳

は

か

な

り
困

難

で
は
あ

る

が
、

こ

こ

で
あ

え

て
試

訳
と

し

て
紹

介

す

る

こ
と

に
し

た

い

(
さ
§

も

P

Q。
零
Q。
し
。

快

楽

-

・
満

足
・

2

・
享

受

・

3
.

結

実
。

4
.

免

除

。

5
.
喜

び

。

6

.

歓

喜

。

7
.
愉

快

。

8

.
浮

か

れ
騒

ぎ

。

9

.
上

機

嫌

。

m
.

陽

気

・

U

・

快

活

壱

.

慰

安

。

β

.

慰

籍

。

U

.

満

足

感

。

焉

.

本

望

。

蛉

.

大

喜

び

。

η

.

夢

中

。

B

.

有

頂

点

。

P

.

無

上

の

喜

び

・

2・

・

う

れ

し

い

こ

と

・

刎

.

喜

ば

し

い

こ
と

。

認

.

嬉

々

と

し

た

状

態

。

盤

.

喜

び

を

与

、尺
て

く

れ

る

も

の

。

勿

.

元

気

が

よ

く

な

る

さ

ま

盛

・
安

ら

ぎ

を

量

て

く

れ

る

も

の
。

26

.

満

足

し

て

い
る

状

態

。

肝

.

幸

福

。

銘

.

至

福

の

さ

ま

。

四

.

至

福

。

30

.

健

康

で
幸

福

で

繁

栄

し

て

い
る

状

態

(
莚

窪

愚

。

組

.

繁

栄

。

詔

.

成

功

。

お

.

狂

喜

。

鈎

.

勝

利

。

訪

.

娯

楽

。

36

.

も

て

な

し

・

聞

気

晴

ら

し

・

認

.

祭

礼

。

39

.

遊

戯

。

⑳

.

ス
ポ

↓

。

阻

.

遊

び

。

姐

.

ふ
ざ

け

。

昭

.

リ

ク

リ

エ
ー

ン

ヨ

ン
。

岨

.

元

気

の

回

復

・

妬

・

く

っ

ろ

ぎ

。

菊

.

休

息

。

σ

.

静

養

。

娼

.

安

息

。

囎

.

静

穏

。

50

.

平

和

。

駐

.

苦

痛

の

除

去

。

麗

.

息

抜

き

。

53

.

苦

痛

の
軽

減

。

54

.

緩

和

。

苦

痛

-

・

く

や

し

さ

・

2

・

苦

し

み

・

3

.

屈

辱

。

4

.

恥

辱

。

5

.

哀

し

み

。

6

.

悲

嘆

。

7

.

哀

悼

。

8

.

心

配

。

9

.

苦

悩

。

m

.

不

快

・

U

・

不

幸

・

皿

.

不

満

足

.

B

.

後

悔

。

h

.

烈

し

い
苦

痛

。

螂

.

苦

悶

。

過

.

拷

問

。

F

.

激

痛

。

B

.

さ

し

こ

み

。

P

.

劇

痛

・

20

・

極

度

の

苦

痛

・

a

.

心

の

混

乱

。

羽

.

悩

み

。

お

.

困

惑

。

忽

.

懸

念

。

25

.

憂

慮

。

%

.

当

惑

。

"

.

動

揺

。

圏

.

不

安

状

態

・

29

・

不

安

定

・

3・

.

心

の

乱

れ

。

組

.

狼

狽

。

詔

.

心

が

騒

ぐ

こ

と

。

詔

.

精

神

的

撹

乱

。

訓

.

扇

動

に

よ

る

動

揺

。

あ

.
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不
安

の
原

因

が

あ

る

こ
と

。

36
.

心

身

の
不

調

。

37
.
受

難

(
ハ
ラ

ス

メ

ン
ト

)
。

38
.

不

眠

。

39
.

不

愉

快

。

40

.

不

機

嫌

。

41
.

気

が

か

り

。

42
.

悲

惨

。

43
.
哀

れ

さ
。

44
.
疲

労

。

45
.

悲

し

み
を

さ

そ
う

も

の
。

46
.

に
が

い
思

い
。

47
.

不
幸

。

48

.
み

じ

め

さ

。

49

.
肉

体

的

苦

痛

。

50
.

不

運

。

51

.
憂

諺

。

52
.
陰

気

。

53

.
意

気

消

沈

。

駈
.
失

意

。

55

.
落

胆

。

56
・

し

ょ
げ

る

こ
と

。

訂
.
絶

望

。

駆

.
自

暴
自

棄

。

駒

.
失

望

。

60
.
難
儀

。

a

.
惨
禍

。

㏄

.
天

災

。

63
.
不

平

の
原
因

が
あ

る

こ
と
・

餌

.
逆
境

・

65
・

不

幸

な

出

来
事

。

66
.
災

難

。

67

.
奇

禍

。

ベ

ン
サ

ム

に

よ

れ
ば

、

コ

覧

表

」

に

示

さ

れ

た

三

一
七

の
動

機

に
も

と

つ

い
て
起

こ
さ

れ

た

人
間

行

為

は

、
以

上

の
よ
う

な

五

四

の

快

楽

な

い
し

は

六

七

の
苦

痛

の

い
ず

れ

か

一
つ
の

《
結

果

》

と

し

て
完

了

す

る
。

も

ち

ろ

ん
、

そ

の
行

為

の
中
途

に
お

い
て
・
各

人

は

そ

の
行

為

の
結

果

が

苦

痛

に
終

る

で
あ

ろ
う

と
す

る
計

算

的

予

測

に
も

と

つ

い
て

こ
れ

を

自

制

し

て
中

断

す

る

こ
と

が

あ

り
う

る

。

そ

の
よ

う

な

行
為

の
中
断

に
は
快

楽

な

い
し

は

苦

痛

と

い
う

結

果

は

起

こ
り
え

な

い
。

じ

つ
に
、

ベ

ン
サ

ム

の

サ

ン
ク

シ

ョ
ン
体

系

は

、
人

が

悪

い
行

為

に

よ

っ
て
自

己

の
利

益

を

計

ろ
う

と

す

る

場

合

に

こ
れ

を
事

前

に

阻
止

し

よ
う

と

す

る
機

制

を

目
ざ

し

て

い
る

の

で
あ

る
。

そ

の

た

め

に
、

か

れ

は

、

包
括

的

な
動

機

一
覧

表

と

そ

の
結

果

と

し

て

の
快

楽

と
苦

痛

の
カ

タ

ロ
グ
を

つ
く

ろ
う

と

し
た

の
で
あ

る
。

『
序

説
』

第

五
・章

に
お

い

て
は

、

一
四

の

「
単

純

な

快

楽
」

と

一
二

の

「
単

純

な

苦
痛

」

が

《
快

苦

の
完

全

な

カ

タ

ロ
グ

》

と

し

て
列

挙

さ

れ

て

い
る
。

同

書

に
お

い
て
は

、

《
快

苦

の
完
全

な

カ

タ

ロ
グ

》

と

し

て
合

計

二
六

の
快

苦

が

リ

ス
ト

さ
れ

た
だ

け

で
あ

っ
た

。

こ

れ

に
対

し

て
、

『
動

機

論

』

で

は
合

計

一
二

一
の
快

苦

が

リ

ス
ト

さ
れ

て

い
る
。

そ

れ

は

、

四

・
六
倍

に

お

よ

ぶ
。

か

つ
、

『
序

説

』

の

こ

六

の
快

苦

が

『動

機

論

』

の

=

二

の
快

苦

に
す

べ

て
含

ま

れ

て

い
る

わ

け

で

は

な

い
。

例

え

ば

、

『
序

説

』

で

リ

ス
ト

さ

れ

て

い
る
熟

練

の
快

楽

.
敬

慶

の
快

楽

.
悪

意

の
快

楽

・
記

憶

の
快

楽

・
不

器

用

の
苦

痛

・
敬

慶

の
苦

痛

等

は

、

『
動

機

論

』

の

リ

ス
ト

に

は
明

記

さ

れ

て

い
な

い
。

『序

説
』

に
お
け

る
快

苦

の
カ

タ

ロ
グ

は
か

な

り

抽

象

的

で
あ

る

の

に
対

し

て
、

『
動

機

論

』

の
そ

れ

は
か

な

り

具
体

的

で

あ

る
。

『
序

説
』

の
快

苦

の
カ

タ

ロ
グ

が

『
動

機

論

』

の
そ

れ

で
は

更

に
発

展

さ

せ

ら

れ

て

い
る

と

評

価

す

る

こ
と

が

で
き

る

か
も

し

れ
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な

い
が

、

ベ

ン
サ

ム
は

こ

の
点

に

つ
い
て
は

何

も

述

べ

て

い
な

い
の
で
あ

る

。

し

た

が

っ
て
、

快

苦

の

カ

タ

ロ
グ
論

に

つ

い
て
は

、

『
序

説

』

と

『
動

機

論

』

と

の
整

合

性

の
問

題

が
生

ず

る
。

但

し

、

こ

こ

で
あ

え

て
付

言

す

る
な

ら

ば

、
熟

練

・
敬

慶

・
悪

意

・
記

憶

に
よ

る

快
楽

は

『
動

機

論

』

の
カ

タ

ロ
グ

に

あ

る

「幸

福

」

や

「
満
足

」

や

「喜

び

」

に
集

約

で
き

る

で
あ

ろ
う

し
、

同

様

に

、
不

器

用

・
敬

度

に
よ

る

苦

痛

は

「
不

幸

」

や

「
不
満

足
」

や

「
苦

し

み
」

に
集
約

で
き

る

で
あ

ろ
う

。

門
快

楽

」

と

「
幸

福

」

は

、
ま

た

、

「苦

痛

」

と

「
不
幸

」

は

、

さ
ま

ざ

ま

な

要

素

に
分

解

可

能

で
あ

る
。

ベ

ン
サ

ム
は

、

そ

れ

ら

に

つ
い
て

可
能

な
限

り

具

体

的

に
明

記

し

よ

う

と

し

た

と

い
え

る
。

し

か

し

な

が

ら
、

そ
れ

は

、

か

れ

が

]
般

の
人

々
に
対

す

る

倫

理

的

指

針

と

し

て
開

示

し

よ
う

と

し
た

と

い
う

よ
り

も

、

む

し

ろ
、

立
法

者

が

そ

の
立
法

の
際

に
斜

酌

す

べ
き

倫

理

的
指

針

と

し

て
か

れ

が

用

意

し

た
も

の

で
あ

っ
た

よ
う

に
思

わ

れ

る

の

で
あ

る

。

七

む
す
び
に
か
え
て

ベ

ン
サ

ム

『行

為

動
機

一
覧

表

』

は

、
本

稿

の
冒

頭

で
も

ふ
れ

た

よ
う

に
、

か

れ

の
倫

理

学

上

の
三
大

著
作

の

一
つ
で
あ

る
。

そ

れ

に

し

て
も

・

同

著

は

、

他

の

二
著

と

比
較

し

て
、
難

解

な

上

に
、

そ

の
質

量

と

も

に
見

劣

り

が
す

る
も

の
と

い
わ
ざ

る

を

え

な

い
も

の

で
あ

る
。

な

ぜ

な

ら
ば

、

一
般

の
市

民

に
と

っ
て
は

同
著

を

通

読

し

た

と

し

て
も

「
人

生

い
か

に
正

し

く

生
き

る

べ
き

で
あ

る

か
」

に

つ
い
て

の
倫

理

的

指

針

が
容

易

に

理
解

で
き

な

い
で
あ

ろ
う

と

思

わ

れ

る

か

ら

で
あ

る
。

し

た

が

っ
て
、

同

著

は

、

い
わ

ゆ

る
倫

理

学

上

の
著

作

で
は

な

い
と

い
う

べ
き

か
も

し

れ

な

い
。

し

か

し
な

が

ら
、

ベ

ン
サ

ム
か

ら

す

る

な

ら
ば

、

同
著

は
万

国

の

《
立
法

者

》

に
対

し

て
開

示

し

た
倫

理

的

規
準

に

ほ
か

な

ら

な

か

っ
た

。

す

な

わ
ち

、

万

国

の
立

法

者

が
そ

の
国

に
お

け

る

《
立
法

》

に
際

し

て
最
大

限

に
考

慮

し

な

け

れ
ば

な

ら

な

い
倫

理
規

準

の
雛

型

を

か

れ

は

開

示

し

よ

う

と

し

た
と

い
え

る

の
で
あ

る
。

同

著

は

、
ま

さ
し

く

、

万

国

の
立
法

者

に
と

っ
て

の

"
虎

の
巻

"
と

し

て
開

示

さ

れ

た
も

の
で
あ

っ
た
と

も

い
え

る

で
あ

ろ
う

。

そ

れ
は

、

広

義

の

《
立
法

論

》

の
基

礎

作
業

と

し

て
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構

想

さ

れ
執

筆

さ
れ

た

も

の
で
あ

っ
た

。

ベ

ン
サ

ム
は

、
既

に

み
た

よ
う

に
、

同
著

に
お

い

て
、

《
快

苦

け
実

体

的

実

在

説

》

を

確

認

し

つ

つ
、

こ
れ

を

「
功
利

の
原

理
」

に
よ

っ
て

《
快

苦

蓋

図悪

説

》

へ
と

展

開

す

る
。

こ

れ
は

、

ま

さ

に
、

自

然

主
義

的
倫

理

学

説

の
展

開

に

ほ
か

な

ら

な

い
・

そ
れ

は

・

か

れ

の

『
序

説
』

以

来

の
主

張

を

再

確

認

す

る
も

の

で
あ

っ
た

。

し

か

し

な

が

ら

、

か

れ

の
そ

の
よ

う

な

主

張

は

・

諸

個

人

の
自

然

主

義

的

放

縦

を

倫

理
的

に
正

当

化

し

よ

・つ
と
す

る
も

の
で

は

な

い
。

そ

れ

は

、
単

純

な

自

然

主
義

で
は

断

じ

て
な

い
。

諸

個

人

は

・
自

己

の
最

大

幸
福

を

獲

得
す

る

た

め

に

は

《
理
性

》

と

し

て

の

《
幸

福
計

算

》

を

不

断

に
行

な

わ

な

け

れ
ば

な
ら

な

い
か

ら

で
あ

る
・

ベ

ン
サ

ム

の
理

性
的

人

間

像

は
、

つ
ね

に
、
理
性

と

し

て

の
幸
福

計
算

を
行

な

い

つ

つ
、
そ

の
行

為

に

つ

い
て

の
着

手

・
実

行

.
中

断

・
断

行

を

考

え

て

い
る

。

そ

し

て
、

そ

れ

は

、
"
あ

ら

ゆ

る
人

間

行

為

に
は

動
機

が
あ

る

"
と
す

る

か

れ

の
主

張

と

な
る

。

し

か

し

な

が

ら

、
も

し
人

間

行

為

に
動

機

な

き

行

為

が
あ

る

と

す

る

な

ら
ば

、

そ

こ

に
は
理

性

と

し

て

の
幸
福

計

算

は
成

立

し
え

な

い

し
、

そ

の
よ

う

な
幸

福

計

算

に
対

す

る

規

制
力

と

し

て

の
サ

ン
ク

シ

ョ

ン
も

成

立

し

え

な

い
で
あ

ろ
う

・

じ

つ
に
・

ベ

ン
サ

ム
が
考

え

つ

く

こ
と

の

で
き

な

か

っ
た

こ
と

は

こ

の

一
点

に
尽

き

る
。

し

か

し

、

こ

の

一
点

こ
そ

人

間
行

為

に

関
す

る
き

わ

め

て
重

要

な

キ

イ
ポ

イ

ン

ト

な

の
で
あ

る

。

そ
れ

は

、

人

間

性

に
お

け

る
も

う

一
つ
別

の
自

然

主

義

の
形

で
あ

る
と

も

い
え

る

。

そ

れ

は

、

人

間

行

為

に

お

け

る

「
本

能

」

や

「
衝

動

」

で
あ

る
。

か

れ

は

、

人

間

行

為

に
お

け

る

本

能

や

衝
動

と

い
う

側

面
を

考

え

る

こ
と

が

で
き

な

か

っ
た

の

で
あ

る

・

G

.
ウ

ォ
⊥

フ
ス
は

、
人

間
行

為

の

「
第

茨

的
事

実

」

と

し

て

の
衝

動
を

指

摘

し

つ

つ
、

ベ

ン
サ

ム
を

批

判

し

て

い
鯉̂

か

れ

の
倫

理

学

の
決

定

的

な

欠

陥

は

、

人

間

行
為

に
お

け

る
動
機

な
き

行

為

、

つ
ま

り

、
計

算

な

き

行

為

を

想

定

す

る

こ
と

が

で
き

な

か

っ
た

と

こ

ろ

に
あ

る
と

い
う

べ
き

で
あ

ろ
う

。
か

れ

は

、

人

間

}
般

を

あ

ま

り

に
も

理

性

万

能

論

で
と

ら
え

す

ぎ

た

の
で
あ

る
。

そ

れ

は

・

人

間

↓
般

を

、

徹

頭

徹

尾

、

理

性

的

-
ム
。
理

的

な

計

算

的

存

在

と

し

て
と

ら

え

た

の
で
あ

っ
た

。

そ

れ

ゆ
え

に

こ
そ

、

ベ

ン
サ

ム

は
・

『
行

為

動

機

藍

表

』

を

書

く

こ
と

が

で
き

た

と

い
え

る

の

で
あ

る
。

し
か

し
な

が

ら

、
同

著

は

、

最
大

限

に
評

価

し

た

と

し

て
も

・
人

間

行

為

に
関
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す

る
諸

事

実

全

体

の
う

ち

の
せ

い
ぜ

い
半

分

程

度

を

解

明

し

た

に
す

ぎ

な

い
も

の
と

い
わ
ざ

る
を

え

な

い
で
あ

ろ
う
。

に
強

調

す

る

な

ら
ば

、

そ

れ

ゆ
え

に

こ

そ
、

か

れ

は

、

『行

為

動

機

一
覧

表

』

を

書

く

こ
と

が

で
き

た

の
で
あ

る

。

も

う

一
度

、

最

後
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