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経済論叢 【:京都大学〕第170巻 第4号,2002年10月

法 と統治 の科学 の進歩

ジ ョン ・ミラー の経 済思 想(5)一

田 中.秀 夫

は じ め に

ミラー の画 期 的 な大 著 『英 国 統 治 史 論 』 第4巻 の第7章 は 「法 と統 治 に関 す

る科 学 の進 歩 」 と題 す る50ペ ー ジ足 らず の論 考 で あ る が,そ の 内容 は 自然 法 学

の歴 史 や,統 治 の原 理 の考 察 を含 む,き わ め て興 味 深 い もの とな って い る。

権 威 の原 担 と功 利 の原 理 を論 じた後 半 部 分 の エ ッセ ン スに つ い て は,す で に

論 じた こ とが あ る1:,ので,こ こ で は前 半 を中 心 に,ミ ラー の 議 論 を追 跡 し,そ

の特 徴 と意義 につ い て考 察 して み た い 。 副題 に経 済思 想 を掲 げ る の は,奇 妙 に

み える か も しれ ない が,ミ ラー は経 済発 展 との 関連 で 法 の発 展 を分 析 す る とい

う視 角 を一 貫 して維 持 して お り,こ こで も ミラー の経 済思 想 を検 出 で きる か ら

で あ る 。 ミラー は まず 次 の よ うに,商 業 の.発展 が 正 義 の徳 を助 成 し,そ れ が 法

学 の 発展 を導 く とい う分 析 を提 出 す る。 しか し,こ の 分析 を唯 物 史観 の先 駆 と

決 め つ けな い こ とが,肝 要 で あ る。

「商 業 と文 明 の発 展 が厳 密 な正 義 の 徳 を促 進 す る の に寄 与 す る につ れ て,そ

の 発展 は,当 然 の こ とな が ら,人 類 に法 の 科 学 を青 くみ改 善 した い とい う思 い

を抱 か せ る 、、注 意 と経 験 に よ っ て,ま た感 情 の漸 次 的洗 練 に よ っ て,人 々 は善

悪 の 問題 に お い て よ り優 れ た判 別 をす る よ うに な り,個 人 間 の要 求 や争 い を解

決 す る う えで,ま た社 会 の平 和 を侵 犯 す る様 々 な犯 罪 に対 して そ れ相 応 の処 罰

を行 う う えで,よ り熟達 した技 量 を獲 得 す る よ うに な る 。」(p.266)2,

1)田 中[199対 。

2)以 下での引用はMI】lar[1803]Vol.4か らであり,ペ ージ数だけを括弧で示す、.
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正 義 と他 の徳 は ど う違 うの か。 ミラー は,ス ミス の主 張 を踏 襲 して,正 義 は

あ る程 度 正 確 な一 般 的 規 則 に還 元 で きる。 そ れ に対 して,他 の徳 はよ り不.確実

で 変 わ り.易く.そ れ ぞ れ の事 情 の複 雑 な概 観 か ら決 まる ほ か にな く,し た が っ

て,そ れ ぞ れ の場 合 に,趣 味 と感 情 に従 属 す る に 違 い な い,と 説 明 す る。 ミ

ラー に よれ ば,正 義 の要 求 は次 の よ うな明 快 な もの で あ る。 隣 人 を,身 柄,財

産,評 判 に お い て,傷 つ け て は い け な い。 借 金 を支 払 わ な け れ ば な ら ない,:,契

約 によ って労 務 を期 待 す る理 由 を他 人 に与 え た場 合 の労 務 を遂 行 しな け れ ば な

ら ない。 こ う した こ とで侵 害 を行 った ら,適 切 な賠 償 を しな け れ ば な らな い 。

この よ うな行 為 の遂 行 は 「消 極 的 な徳 」 で あ る。 この消 極 的 な徳 によ って示 唆

され る義 務 の範 囲 は,明 確 に線 引 きが で き,境 界 を明確 に す る こ とが で きる 。

した が って,.正 義 は計 算 問 題 に似 て い る,と ミラー は言 う。 法 の世 界 は 一般 的

規 則 に よ って 定 め られ た世 界 で あ り,あ る程 度 は 計算.合理 性 の世 界 で あ る とい

う分 析 が ミラ ー の見 解 で あ る が,こ の よ うな 法 理 解 は,ホ ッ プ.ズ以 来 の 近 代

法 学 ≡合 理 主 義 法 学 が 追 求 して きた 理 解 の.延長 線.ヒ にあ る と 言 い うる で あ ろ

う。

正義 と は異 なる他 の徳,と りわ け 「隣 人 の.積極 的 な幸.福 を促 進 す る」 よ うに

させ る徳 は,多 様 な姿 を と り うる し,繊 細 な性 質 の もの で あ る。 した が って,

「最 も完 全 な友情,慈 愛 心,感 謝,あ る い は そ の他 の仁 愛 の感 情 と一致 す る正

確 な行動 が何 で あ る か は,し ば しば難 問 で あ る。」(p.268)

ミラー に よ れ ば,人 類 は いつ の時 代 に も道 徳 に常 に注 意 を払 い,尊 敬,愛 情,

信 頼 を もて る徳 を,実 践 を通 して推 奨 して きた け れ ど も,徳 の知 識 を要 約 し,

整 った体 系 に す る こ とで は わず か な進 歩 しか して い な い。 哲 学 者 が で きた こ と

は,主 要 な徳 と悪 徳 を描 写 し,そ れ らの多 様 な結 合 を個 人 の性 格 に示 す こ とに

過 ぎず,同 時 に人 間本 性 の状 態 か ら徳 を賛 美 し愛 し,悪 徳 を憎 み嫌 うよ うに な

る見解 を出す こ とに過 ぎ な い。

この よ うに述 べ て い る ミラ ーが 出 会 って い る問 題 は,こ の よ うな倫 理 学 の遅

れ は なぜ もた ら され た ので あ ろ うか。 そ れ は倫 理 学 とい う学 問 の本 質的 な特 性
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で あ ろ うか とい う疑 問 で あ る㌔ こ の よ う な疑 問 を お そ ら く抱 きな が ら,ミ

ラ ー は,倫 理 学 の歴 史 に入 って 行 く。

1徳 の学問,す なわち倫理学の歴史

ミラー は倫 理 学 の歴 史11を,細 か く区分 す れ ば,六 段 階 に分 け,そ の漸 次 的

発 展 を析 出 して い る よ う に思 わ れ る 、,六段 階 に整 理 した の は,筆 者 で あ るが,

ミラー の 論 旨 を改 変 した わ け で は ない 。 以.ド,ま ず ミラー の議 論 の 忠 実 な再 現

を行 お う。

第.一に,無 知 で単 純 な 国民 の な か に 生 まれ た最 初 の モ ラ リ ス トは,経 験 を欠

く者 の利 益 の ため に,悪 徳 へ の.誘惑,情 念 の不 規則 な影 響 か ら身 を守 る よ う に

「.一般 的 な忠 告 」 を与 える こ とで満 足 して い た 。

第二 に,子 供 の 幸 福 を望 む 親,長 い 人 生 の経 過 の なか で 人 事 の 盛 衰 を眺 め た

賢 慮 の人 は,経 験 の 所 産 を伝 え,人 間 が特 に陥 りや す い 誤 謬 と軽 率 さ を矯 正 す

る考 察 と戒 め を教 え込 も う と した 。 こ う して 多 数 の 「格 言 」 が 生 れ,す べ ての

国 民.に伝 え られ た。 ミラー に よ れ ば,ソ ロモ ンの諺,ア グ ー ル(Agur)の 言

葉,シ ラ ー(Sirah)の 息 子 の知 恵,ヘ シ オ ドス の 著 作 の 一 部,ギ リシ ャの 賢

人 の 言葉 な ど はそ う した 類似 の もの で ある 。

第 三 に,そ の 後 の 著 者 は考 察 と戒 め を事 実 ま た は仮 構 の 歴 史的 鼠 来 事 に よ っ

て 説 明 し,強 め よ う と し,ま たそ の真 実 を寓 意 表現 に よ って描 写 しよ う と した 。

ミラー は,例 と して 聖 書 の 寓 話,ピ ルペ イの 名 で 知 られ て い る寓 話 や イ ソ ップ

物 語 をあ げ る 。 知 識 が普 及 して,こ う した 初期 の考 察 が 教訓 と な ら な くな って

か ら も,「 寓話 や 教 訓 話 」 は 人 間 の 愚 行 や弱 点 を表 現 で きる繊 細 な語 り と して

天 才 的 な作.家の 好 み の表 現 法 で あ り続 け た 。

第 四 に,人 間 が そ の行 動 の い くつ か の部 門 を詳細 に考 察 す る よ う に な っ た と

鋤 倫理学の停滞 という認識は.ミ ラーのみならず,多 くの思想家の認識であった。
4)ミ ラーは法学講義でも,法 学を論じるに先立って倫理学を論 じており 〔田中 〔1999]4⊥D-419

ページを参照〕,これは多かれ少なかれハチスン,ス ミスの道徳哲学講義についても妥当するこ

とであるが,自 然法思想の伝統を継承する学問展開の手法であった.
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き,よ り関連 性 の あ る見解 と広 範 囲 の推 論 をす る よ うに次 第 にな って行 った 。

主 要 な徳 と悪 徳 を数 え.ヒげ 整序 し,そ れ らの動 機 と な った様 々 な感 情 や情 念 に

従 って,あ る い はそ れ らが 向 か った 目的 にLた が って,分 類 す る よ う に な った 。

「主 要 四 徳f(fourcardinalvirtues)と 呼 ば れ る 有 名 な 区 分 は,ギ リ シ ャ,

ロ ーマ の 著.者か ら伝 え ら れた が,元 は ピ タ ゴ ラ スが.東洋 か ら もた ら した と言 わ

れ てお り,き わ めて古 い とと も に成功 した試 み だ と思 わ れ る。

第 五 に,こ の よ う な徳 の 整序 と分 類 はそ れ ぞ れ の徳 の特 殊 性 に 関 す る研 究 と

論議 を必 然 的 に引 き起 こ し,と りわ け徳 を悪 徳 か ら区別 す る事 情 の検 討 を促 し

た。 こ う して 「徳 は ど こ にあ るの か 」 とい う問 い が 生 れ た の で あ る 。

「徳 と悪 徳 の.大き な区 別 は,.傍 観 者 にそ れ らが か きた て る異 な る感 情 に あ り,

また.幸福 あ る い は不 幸 を人 類 に も た らす そ れ ら の 正 反 対 の傾 向 にあ る。」(p.

272)徳 に は生 来 の美 と卓 越 が あ り,そ れ は,誰 もが 感 じ認 め る も ので あ り,

そ れ に つ い て の直接 の思 索 か ら,そ の帰 結 を考慮 せ ず に,快 と満 足 が得 られ る

.真 の源 泉 で あ り,そ れ が見 つ か る 人 に仁 愛 の様 々な 変形 を と もな う普 遍 的 な愛

と尊 敬 を確 保 す る もの で あ る。 悪 徳 の 自然 の醜 さ,悪 徳 に抱 か れ る嫌 悪,悪 徳

が か きた て る軽 蔑 と憎 悪 と憤 慨 は,同 じ く著 しい 。 こ う した感 情 が 人 間精 神 に

存 在 す る こ とは明 らか で あ る が,そ れ が そ の よ うな 目的 の た め だ け を 自然 が 意

図 した単 純 で 本 源 的 な感 情 な の か,そ れ と も異 なる見 解 や推 論 か らか きた て ら

れ る の か,し た が って 説 明 と.分析 が 可 能 な の か ど うか は,多 くの哲 学 的 論 究

一 形 而 上 的 知 識 の愛 好.者に は きわ め て興 味 深 い が
,し か し実 践 道 徳 に はほ と

ん ど,あ る い は ま っ た く重 要 で な い論 究 の主 題 で あ っ鵡,

行 為 者 か他 者 に幸 福 を もた らす有 徳 な行 為 の傾 向,お よ び悪 徳 の 反対 の傾 向

は,後 者 よ り前 者 の選 好 を生 み 出 す上 で,い っそ う重 要 と思 わ れ る 。 この観 点

で は,あ る 人 自 身 の 善 を増 す 有 徳 な行 為 は,そ の行 為 者 の 幸 福 を み て 「観 察

者 」 に喜 び を抱 かせ る仁 愛 の感 情 か ら して,「 観 察 者」 に も快 適 で あ る。 一 方,

5)Iustl肥,pr叱Ldヒncゼ,temperanceき[Drlitudeuキ リ ス ト教 で は さ ら にhope,With,charityを 加 え て

七 徳 と し た 。
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他 人 の 善 を促 進 す る行 為 は,観 察 者 の利 己 的 な感 情 を満 足 させ,そ の行 為 の有

益 な影 響 圏 に 自分 も い る と思 うす べ て の 人 か ら あ る種 の感 謝 を 引 き出 す。 した

が っ て,「 人 が 普 遍 的 に,利 己 的 な 徳(selfishvirtues)以 上 に 利 他 的 な 徳

(benevolentvirtues)を 遥 か に賞 賛 す る 」(p,274)の は 驚 くに 値 しな い し,

「幾 人 か の 著 名 な哲 学 者 が,利 己 的 な徳 を,道 徳 的是 認 の適 切 な対 象 で は な い,

有 益 な性 質 に照 ら して の み考 察 して きた」 励 磁)の も驚 く必 要 が な い。

ミラー が 利 己 的 な.徳と い う概 念 を出 して い る の は,重 要 に 思 わ れ るが,ミ

ラー は,こ こで利 己 的 な徳 とい う概.念 を掘 り下 げ る の で は な く,当 然 か も.しれ

ない が,利 他 的 な徳 に つ い て 詳論 して い る 。 ミラー が不 問 に して い る利 己 的 な

徳 とは何 で あ ろ うか 。 自 分 の幸 福 を増 大 させ る 自 分 の徳 とい う意味 で あ ろ うか

ら,確 か に,利 己 的 な徳 とい うも の は あ り うる で あ ろ う。貧 しい 労働 者 が 自 ら

を豊 か にす る た め に勤 労 に励 む の は,利 己 的 な 徳 で あ ろ う。 しか し,そ の結 果,

彼 が豊 か に な っ て,税 金 を納 め れ ば,公 共 に 貢 献 す る わ け で あ る か ら,間 接 的,

あ るい は潜在 的 に は,勤 労 は利 他 的 な 徳 で あ りうる で あ ろ う、、 しか し,ミ ラー

は この よ うな考 察 を行 っ て い る わ け で は な い6〕。 ミ ラー が詳 論 し て い る の は 利

他 的 行 為 で あ る 。

ミラー は論 じる。 利 他 的 な行 為 をす る 人 は恩 人(benefactor)と 見 え る 。 私

た ち は 自 分 が 彼 の 恩 恵 の 対.象 と な っ て い る と思 う と,そ れ 相 応 の お返 し(a

suitablereturnofgoodoffices)を した い と感 じ る。 私 た ち は,彼 は私 た.ちの

善 意 に値 す る とみ な す し,彼 は報 奨 に値 す る とい う考 え を もつ よ うに なる の で

あ る。

第 六 に,「 す べ て の徳 の 有益 な傾 向 の考 察 か ら,哲 学 者 は 人 類 の最 高 善 あ る

い は.至福 と,そ れ が 生 み 出 され る 事 情,す なわ ちそ れ は 徳 に よ って の み もた ら

され るの か,そ れ と も快 楽 と呼 ば れ.てい る も.のによ って か,あ る い は両 者 の 結

① よ く知 られ て い る よ うに,ス ミス体 『道 徳 感 情 論』 で,自 らの境 遇 を よ く した い とい う動機 か

ら勤 労 に励 む 中 下 層 階 級 で は富 へ の 道 と徳 へ の 道 が 一 致 して い る と主 張 した(SmithMIS]1,

iii.3.5,Glasgowed.p.63邦 訳96-97ぺ ・一ジ)が,こ れ は 利 己 的 徳 の推 奨 と言 える で あ ろ う。
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合 と共 同 か ら生 み 出 され る の か,に つ い て の よ り一般 的 な究 明 に導 か れ た。」

(Pp.274-275)

「道 徳 の一 般 的 な科 学 」 の 開拓 は主 に こ の よ うな歩 み で発 展 した よ うに思 わ

れ る。 この よ うな道 徳 の 一 般 的 な科 学 は,心 の 最 高 に高 貴 で 最.上の感 情 を 目覚

め させ る の に適 切 な見 解 と考慮 を示 す にあ た っ て大 い に有 益 で あ っ.た。 しか し,

そ れ は また しば しば行 為 の 規 制 に とって,何 ら特 殊 な知識 も,正 確 な 目標 も示

さ な い曖 昧 な考 察,な い し思 弁 的 な探 究 で 終 わ って い る。

H厳 密 な 正 義

そ れ に対 して,厳 密 な正 義 は,は る か に詳細 で 正確 な個 々 の分 析 を もた ら し

て きた 。頻 繁 な交 際 をす る個 人 は,多 くの場 合,利 害 の対 立 を経 験 す る傾 向 が

あ る し,も し相 互 に独 立 して い る な ら,権 利 問題 で 多数 の争 い が起 る に違 い な

い が,社.会 の幼 年 期 に は決 闘 に よ る か裁 定 者 に委 ね る以 外 に友 好 的 に対 立 を調

停 す る方 法 が な い。 後 者 に よ る調 停 は両 当 事 者 に期 待 を抱 かせ る し,抗 争 を防

止 す る こ とに よ って,当 事 者 の 味 方 に も,社 会 の 良 き秩 序 と平 穏 の 支持 者 に も

歓 迎 され る に ちが い な い し,人 々が 性 質 上 よ り好 戦 的 で な くな り,慎 慮 と分 別

に従 う.ように な る につ れ て,次 第 にい っそ う採 用 され る よ う に な る。

裁 定 者 に選 ばれ や す い の は,知 恵 と廉 潔 で 名 声 を も ち,両 派 か ら信 頼 され る

人 や,高 い 地 位 と優 越 した 影響 力 に よ って 決 定 に 重 み を与 える こ とが で きる 人

物 で あ る 。 まず まず の 適宜 性 で 行為 す る とす れ ば,彼 らが 同 じ職 務 を長 く遂 行

す れ ば す る ほ ど,彼 らの 意 見 に は らわ れ る尊 敬 は 大 き くな り,彼 ら を尊 敬 して

彼 らに服 従 す る 気持 ちは い つ そ う慣 習 的 に な る 。 自 らの 宣告 を実効 あ ら しめ よ

う とす る 彼 ら白 身 の努 力 は,便 宜 の 考 慮 か ら,「 社 会 の.般 の 声 」 に支 持 さ れ

る 。 終 に は,服 従 を強 制 す る際 に彼 ら を支 援 す る軍 事 力 の譲 渡 に よ っ て ,彼 ら

は 当事 者 との 関連 か ら独 立 した司 法 権 を与 え ら れ,こ う して,か れ らは 「事 物

の 自然 の成 り行 き」 で 正 規 の恒 久 的 な裁 定 者 に転 化 す る。

「道 徳 が未 開拓 な状 態 に お い て,経 験 と観 察 に長 け た人 々が 流 布 す る忠 告 と
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慎 慮 の戒 め に対応 す る の は,法 の科 学 の 基礎 を構 成 す る裁 定 者 と裁 判 官 の 決 定

で あ る。」(p.277)個 人 の 様 々 な争 い か ら,ま た首 尾 よ き裁 定 され 執 行 され た

様 々 な訴 訟 か ら,一 連 の正 義 の規 則 が形 成 され る が,そ れ は漸 次 増 加 し,社 会

の なか の 人 間 の 異 な る境 遇 と関係 に した が って漸 次 拡 大 し,多 様 に なる 。

人 類 の 間 の抗 争 は無 数 に あ る が,似 た 争 い も多 く,そ れ らは 同 じ よ う に解 決

され る傾 向 が あ る 。 多 数 の事 件 が 同 じ根 拠 で 裁 定 され た と き;一 般 的 規.則が 生

れ,そ れ は習 慣 と類 推 の 影 響 力 か ら拡 大 さ れ る 。 「こ の手 続 き はす べ て の 人 類

に生 来 の 性 質 に起 因 す る の だ け れ ど も,そ の 効用 に よ って 疑 い も無 く推 奨 され

強 固 に さ れ る。」(p.278)法 の規 則 の 優 れ た効 能 は,誰 に も 自 ら の行 為 を単 純

化 す る こ と を可 能 にす る と と も に,自 分 が保 つ べ き行 為 の 方 向 を確 認 す る こ と

を ロ」'能にす る こ と,ま た.裁判 官 の偏 向 をチ ェ ックす る こ と に よ って,裁 判 官 は

普 遍 的 に知 られ,判 別 容 易 な踏 み均 され た 道 か ら外 れ る こ と を恥 じ,恐 れ る よ

うにす る こ とで あ る 。 しか し,正 義 の利 益 は無 限 と い う わ けで は な い2多 数 の

事 件 が 一 致 す る大 枠 で 括 られ て 裁 定 され る と き,異 な る細 か な事 情 は無 視 さ れ

る。 したが って,判 決 が 不 正 を生 み 出 す 場 合 が あ る。 法 の 行 き過 ぎが こ れで わ

る。 したが って,般 法 の 規則 性 と確 実 さの 利益 を優 先 した う えで,個 々の 場

合 に個 人 に降 りか か る 苦 難 を避 ける ため の,特 定 の事 情 に おい て 衡 平 で ある こ

とを考慮 した 例外 を設 ける こ とが必 要 で あ る 。

衡 平 法 の 介 入 は,最 初 は法原 則 か らの 異常 な乖 離 と思 わ れ る 、,しか し,そ の

介 入 が類 似 の 状 況 で繰 り返 され た と き,周 知 の慣 習 的 な も の と な る。 そ の う ち

共 通 の原 理 に依 存 す る もの は,同 じ部 類 に分 類 さ れ る。 こ の よ う に して,次 々

と起 る訴 訟 と裁 判 官 の 継 続 的経 験,観 察 か ら法 の 科 学 が 社 会 に生 れ,正 規 の 体

系 に発.展す る。 個 々の 判 決 が 一般 的 規 則 の 基 礎 と な り,そ れ は後 に特 定 の例 外

に よ っ て制 限 され る。 こ う した 例外 は ま た一 般.化され,異 な る分 類 に分 け ら れ,

将 来 さ ら に限 定 され る 。 少 数 の 幹 か ら多 様 な枝 が 生 れ,枝 か ら さ ら に分 枝 が 生

れ る 。漸 次,小 さ くな り,多 数 と な る。 無 限 の 分 割 と再.分割 に よ っ て分 か れ,

規則 的 に調 整 され た多 数 の 多様 な部 分 と なる 。 したが っ て そ のす べ て の関 係 が
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一 望 の も と に把 握 で きる
。

しか し,正 義 の 規 則 は 世 界 の 実 業 か ら生 れ,裁 判 官 の 実 際 の 判 決 に よ って 導

入 され る け れ ど も,「 そ の 大 きな 効 用 は思 索 的 な理 論 家 の 注 意 を ひ き,そ れ ら

を批 評 と哲 学 的論 議 の 主 題 似 す る傾 向 が あ る。」(p.281)一 国 の実 際 の 法 体 系

は,様 々 な原 因 か ら,多 くの 点 で,思 索 的 精 神 が 自ず か ら思 い 描 く完 全 とい う

規 準 か ら乖 離 して い る 。 した が って,そ の誤 謬 と不 完 全 さ を発 見L,そ の特 有

の 利益 を示 す こ とが,才 能 と考 察 に優 れ た 人 間 に は快 い仕 事 とな る 。 この よ う

な研 究 か ら人 類 の 知 識 は広 が り,偏 見 は 矯 正 され,有 益 な 改 善 が 示 唆 され る の

で あ る 。

一 国 の 法体 系 に つ い て考 察 す る場 合 は
,他 の体 系 と比較 して,そ れ ぞ れ の利

点 と欠 点 を調 べ,対 照 し,異 な る規 制 の 本性 と傾 向 を解 明 す る の が,自 然 で あ

る 。 こ う した 比 較 か ら哲 学.者は 終 に は,欠 陥 の な い,絶 対 的 な 完 成 とい う観 念

に対 応 す る 法体 系 を展 開 す る とい う こ と を思 い付 い た 。 そ れ は ギ リ シ ャ,ロ ー

マ の 著 者 た ち が想 像 で きな か っ た よ うに 思 わ れ る 「高 貴 な 思想 」 で あ り,近 代

ヨー ロ ッパ の 哲 学 の主 要 な改 善 の 一 つ とみ な され て よい だ ろ う。 「こ う して 法

学 の 体 系 が 生 じた の で あ る が,そ れ は 文 芸復 興 の 後 に 多 数 が 生 れ,グ ロテ ィウ

ス と他 の 思索 的法 律 家 に よ っ て 異 な っ た形 の,様 々 な 正確 さの 装 い を与 え られ

た 。」(pp.282-283)

しか し,ミ ラー は,法 体 系 を構 築 す る 実 際 の遂 行,実 践 は そ の試 み の 価値 に

達 しなか った と言 う。個 々 の 制度 の不 完 全 さか ら抽 象 した 正義 の規 則 を述 べ る

と法 学者 は 公 言 す る の で あ る が,実 際 に は,大 多数 は,各 論 に お い て古 代 ロ ー

マ の 体 系 に 暗黙 の うち に従 っ て い る 。 ミラー に よ れ ば,ロ ー マ 法 は 正 当 に評 価

され 名声 を得 て きた に もか か わ らず,実 際 に は 多 くの 学 説 が 間 違 って お り,そ

の 原 理 原則 の い くつ か は狭 隘 で偏 狭 で あ るη。

7〕 こ の よ うに述 べ て い る ミラ ーで あ る が,こ こ.での ミラ ー の 意 図 は ロ ー マ法 を批 判 的 に扱 うべ き

で あ る とい うこ とで あ る。 ミラー は ロ ー マ法 の研 究 が法 の改 善 に大 きな意 義 を も っ た こ とを 『英

国 統 治 史1で 力 説 して い る 〔田 中X1999ユ26(〕 一264ペ ー ジ を参 照)し,ま た 講 義 で も ロ ーーマ 法

を頻繁 に 取 り上 げ た(田 中[1999}393-398ペ ー ジ を参 照)こ と を付 言 して お も
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法 の著 者 の大 多数 に は さ ら に重 大 な欠 点 が あ る 。 そ れ は彼 らが 「厳 密 な法 と

た ん な る道 徳」 との 境 界 を明 確 に して い な い こ とで あ る。 「彼 ら は,善 良 な人

間 が感1青の 最 高 の適 宜 性 と良心 の た め らい か ら なそ う と思 う こ と を,廉 直 な判

事 が彼 に遂 行 させ よ う とす る こ と以 上 に,考 慮 し,そ の た め に適切 に 正義 と呼

ば れ る こ とが ら(そ れ は わ た した ち が 隣 人 を侵 害 す る こ と を回避 す る よ う に要

求 す る)と 慈愛 あ る い は仁 愛,そ れ は 隣 人 の実 際 の幸 福 を増 加 す る よ うに わ た

した ち に促 す,と を頻 繁 に混 同 す る よ うに な った の で あ る。」(pp,283-284)

法 学 体系 を展 開す る試 み は,従.来 あ る程 度 は 正確 に繰 り返 され て きた の で あ

るが,異 な る 国 の法 に多 様 な対 立 す る不 完 全 さ を生 み 出 した事 情,そ して実 際

の 体 系 に容.易に想 像 で きる よ うな改 善・を阻 ん で きた事 情 の研 究 を示 唆 す る こ と

に よ って,終 に,新 しい思 索 を生 み 出 した 。 「と りわ け,高 等 法 院 長 モ ンテ ス

キ ュー,ケ イ ム ズ卿,ス ミス博 士 に よ る,こ の研 究 の遂 行 に お い て,思 索 的法

律 家 の 注意 は市 民 社.会の最 初 の形 成 とそ の後 の発 展,技 芸 と学 問 の興 隆,漸 次

的 発展,お よ び 開拓,す べ て の異 な る変 化 ・修 正 を含 む財 産 の獲 得 と拡 大,こ

う した財 産 と他 の政 治的 原 因 が結 合 して.国 民 の生 活 習 慣,制 度,法 に与 え る

影 響 の研 究 に 向 け られ て きた。」(p.284)

ミラー が モ ンテ ス キ ュー,ケ イ ム ズ,ス ミス を新 しい社 会 の学 問 新 しい

パ ラ ダ イム の形 成 者 と して捉 えて いる こ と は重 要 で あ る。 現代 の 思 想 史研

究 で は モ ンテ ス キ ュ ー とケ イ ム ズ,ス ミスの 問 に,共 時 的 理 論 か ら通 時 的 理 論

へ の転換,文 明 論 か ら文 明 史 論 へ の 転換 一 生 活様 式 の 四段 階 論 はそ の基礎 的

な一 環 で あ る一 を見 る の が,一 般 的 で あ り.ミ ラー に はそ の よ う な区 別 はみ

られ な いが,し か し,現 代 の思 想 史家 と同 じ く,ミ ラー も ま たモ ン テ ス キ ュー

とそ れ以 前 の社 会理 論 の差 異 を経 験 的社 会理 論 と 自然 法 的(社 会契 約)理 論 の

差 異 と して 明確 に把 握 して い る側 面 も あ るB♪。 次 の文 章 は,こ う した ミラー の

8/統 治論講義で ミラーはより広範に文明史としての法と統治の学問の発展を視野に入れた説明を

している。統治=公 法の研究にあたって直接参照すべき二系列の著者があるが,第...・は歴史の著

者で,第 二は統治の科学の著者である。

前者は統治の科学の適用対象 となる事実をもたらすが,物 語より 「習慣,生 活様式,お よび/
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自覚 を典 型 的 に示 して い る。

「法 制 度 の 自然 史 を こ の よ うに跡 付 け る こ とに お い て,わ た した ち は そ れ ら

が 異 な る時 代,異 な る国 に お い て帯 び る,.異 な った様 相 を説 明 し,そ れ らの改

善 を遅 らせ た り,促 進 した り して きた状 況 の特 殊 性 を発 見.し,同 時 に,そ の よ

うな多様な,外 見的には矛盾する作用を生み出す内的原理の規則性に関する満

足 な証 拠 を獲 得 す る こ とが で きよ う。」(p.285)

ミラー に よ れ ば,法 体 系 は どの 国 で も団体,政 治 体 と考 え られ た 国家 の権 力

を規制する部分 と,そ の成員の行為を規制する部分に分かれる。前者は統治の

法,後 者 は構 成 員 の法 で あ る 。前 者 は公 法,後 者 は私 法 と呼 ば れ て よ い%

統治の権限には裁判官の任命,対 外的防衛 と国内平和 を確保するための軍隊

の 設.立,非 常 事 態 が必 要 とす る よ うな規 制 が属 す る。 した が っ て私 法 は そ の政

府 の性 質 に 完 全 に従 属 す る こ とは 明 らか で あ って,私 法 の卓 越 と欠 陥 は,政 府

の長所 と欠点に対応する。

「異なる公共制度の起源 と進歩,お よび人類の諸事情や社会の改善の差異に

由 来 す る そ う した公 共 制 度 の発 生 と多 様 な変 化 の仕 方 は,こ の た め,ひ じ ょ う

に 大 き な 興 味 を抱 く対 象 で あ り,そ れ は 法 の 自 然 史 の 重 要 で 指 導 的 な 思 索 を も

＼法 の観察」 を重視 した類型が重要であ る。 ミラー によ才しば古代人で はポリビオス とタキツ 政であ

るが,近 代 人によって より盛 んに追求 されて おり,ヴ ォルテ・一ル,ロ バ ー トスン,ヒ ュー ムたち

の歴史は物語;粗 筋か ら多数の細 目を切 り離 し,細 目を異 なる事柄 に分割す ることによって,例

えば 「出来事」,「市民政府」,「宗教的統治」,「商業 と手工業」,「学問 と技芸」,7生 活様式,習 慣

および私法.1と いう具合 に分割する ことに よって,「 歴 兜叙述 のよ り科学 的な方法を生み出 した二.

ミラーは.さ らにプ リー ス トリとヘ ン リをあげ,「 この方法 は歴史 を単 なる論 文の シリーーズにす

る」 と述 べでいる 〔Mill.,[MS.Gen.289-291.IP.3,5〕 。

後者は 「われわれの国に もっとも多い」 として,ミ ラー はこ う述べている.「 も っとも早期の

政 治的著者 は統治 の一般的原理 の検討 に携 わった。 テンプル、,シドニ ー、.ロック。最近で はこの

主 題は ヒューム氏 によって検討 された。あ る著者 は同 じく異 なる統治形態 の影響 を とくに考察 し

た一 ハIJン トン。統治の 自然史 を跡づけ ること,そ して異 なる政治体制 を生み出Lた 事情 に注

目する事 が,最 近研究 主題 となっ た一 『法 の精神』,『国富論』」 〔爵 ま,p.9)。 このよ うに ミ

ラーが多彩 な政治 ・法思想家や歴史家 を視野 に入れ て,近 代の社会の学問の ダイナ ミックな変化

に注 目1、ていたことは,に もかかわ らず経済学 とい う学問 の独立の認識 はもたない ままで あ.つた

ことは,特 徴的 であり,印 象的である。

9)講 義 ノー トで ミラーは 「公 法 は私法 よ り単純で ある と同時 に理解 しやすい」 と述 べてい る。

1一 国の統治の概要 は,自 由教育 を受 けた誰 によって も容易 に理解 されるで あろう。 しか し,私

的権利 の体系 は労 の多 い職業 の注意が必要 なので ある暗(Mi11肛[MS.Gee.289-291]p.3)
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た らす の で あ る 。」(p.286)

以 上 の よ うな議 論 を行 った ミラー は,統 治 の原 理 の説 明 に移 り,ス ミス 譲 り

の 「権 威 の原 理 」 と 「功 利 の原 理 」 を論 じ,社 会 が発 展 す る に つ れ て,前 者 か

ら後者 へ と比 重 の移 動 が見 られ る が,し か し前 者 が不 要 に な る とい う こ とは な

く,ど ち ら も統 治 の原 理 と して は有 用 な役 割 を も って い る とい う興 味 深 い分.析

を農 関 す る 。

この 部 分 に つ い て は,冒 頭 で述 べ た よ うに,す で に論 じた こ とが あ る の で,

こ こで は ご く簡 単 に み る こ とにす る。

III権 威の原理 と功利の原理

権 威 の原 理 と功 利 の原 理 とい う問 題 は,戦 後 の社 会思 想 史研 究 に お い て は,

内 田義 彦 が 名 著 「経 済 学 の 生 誕 』(1953年)に お い て,ス ミス に よ る ウ イ ッグ

と トー リの両 面 批 判 とい う設 定 か ら光 をあ て,有 名 に な っ た問 題 で あ る。 ス ミ

スは ウ イ ッグの 原 始 契 約 説 と トー リの 受 動 的 服 従 論 のを と もに批 判 した こ とは

確 か で あ るが,内 田 義 彦 が 言 う よ う に,ト ー リの権 威 の 原 理 とウ イ ッグの 功 利

の原 理 を とも に批 判 した と理 解 す る の は,い さ さか 短 絡 的 な理 解 で あ っ た。 こ

の理 解 につ とに疑 問 を提 出 したの は水 田 洋 で あ っ たが,水 田 も疑 問 だ と言 うだ

け で,ス ミスの 議 論 ・を内 在 的 に吟 味 して,疑 問 の 内 実 を明 らか に しなか っ た。

したが って,こ の 論 点 は,長 く不 透 明 な ままで,わ か っ た よ う なわ か ら な い よ

うな問 題 と して 推 移 して きた の で あ る が,.し か し,ス ミスの 法 学 講 義 の 議 論 を

よ く検 討 す れ ば,ス ミス の 主 張 に 権 威 の 原 理 とそ の 極 端 な帰 結 と して の 受 動 的

服 従 論 を区 別 す る と と も に,功 利 の 原 理 と これ また 極 端 な.考えで あ る 原 始 契 約

説 を区 別 す るmも の で あ って,受 動 的 服従 論 と原 始 契 約 説 を退 け,そ うす る こ

10)周 知のよ うに,ト ー リの受動的服従論 は,既 成 の政 治的権威 への撫条件 の服従 を要求する もの

であるから,事 実上 は絶対 的服従 に等 しいものであ った。

11>原 始契約説 が功利 の原理 とその精神 においても,発 想 において も,深 い関連 があるこ とは否 定

で きないであろ う。 しか し両 者は同 じで はない し,社 会思想 の歴史 的展 開は前者 を否定 して後 者

へ と進んでい ワた。
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とに よ っ て権 威 の 原 理 と功 利 の 原 理 を統 治 に とって 不 可.欠な原 理 と して 積 極 的

に基 礎 づ け る もの で あ っ た こ とが,判 明 す る13〕。

ス ミス に お い て明 確 な形 を とった この 両 原 理 につ い て の 議 論 は,よ り未成 熟

な形 で,ヒ ュー ム に存 在 す る もので あ っ た。 そ して ヒ ュー ムが.権威 と功 利 を問

題 に した こ とに は,ホ ッブ ズ,ロ ック以 来 の 社 会 契 約 説 と国 家 の もつ 権 威 を め

ぐる激 しい論 争 が 背 景,あ る い は思 想 的 前 提 と して存 在 して い た こ とは改 め て

述 べ る まで も な い で あ ろ う。 しか も,ヒ ュー ム の 場 合 は,『 人 間 本 性 論 』

(1739-40年)に 早 く も展 開 をみ た そ の政 治 論 に お い て忠 誠 の原 理 を公 共 の利 益

を促 進 す る政 府 とい う効 用 原 理 に根 拠 づ け た13:1。そ うす る こ と に現 実 性 を見 い

だ して い た ヒ ュー ム は,血 統 な い し伝 統 を正 統 性 原 理 と して掲 げ る古 い タ イプ

の忠 誠 論 に立 脚 した ジ ャコバ イ トは もは や公.論 と民 心 を左 右 で きる よ うな力 を

失 っ た と い う判 断 を して い た の で あ っ た 。 しか し な が ら,ジ ャ コ バ イ トは

ヒ ュー ムの診 断 の裏 を かい て,強 固 な勢 力 を結 集 して1745年 の 反 乱 を.再び引 き

起 こ し,ハ ノー ヴ ァ統 治 体 制 を揺 るが した の で あ っ た。 こ う してユ740年 代 後 半

の ヒ ュー ム の思 想 的 格 闘 は,改 めて ジ ャコパ イ ト.主義 の克 服 を焦 点 とす る もの

と な っ た1㌔

ス コ ッ トラ ン ド国 民 の 心 情 的 愛 着 が ハ ノー ヴ ァ家 な ど に で は な く,.ス チ ュ

アー ト家 に,と りわ け若 僭 王 プ リ ンス ・チ ャー リー に あ った の は ご く自然 な こ

とで あ る し,な が く独 立 国 と して ス コ ッ トラ ン ドが 存 在 して きた とい う誇 りの

意識 は,合 邦 もハ ノー ヴ ァ王 位 継 承 も退 け る分 離 主 義 に親 近 的 で あ ろ う。 そ の

よ うな独 立 の意 識 に はせ いぜ い イ ング ラ ン ドとの連 邦 的 合 邦 が 許 容 限度 で あ っ

た 。 そ の よ うな 国民 的 伝 統 に まつ わ る多 様 な 国民 感 情 が ジ ャ コバ イ ト主 義 に合

12〕 その詳.細な説明はわたしの田中[1997]を 参照されたい、

13〕 ヒュームは名誉革命を.半世紀の既成事実の立場から正当化 したと言えようが,ヒ よ一ムには名

誉革命は,王 位継承の正統性ないし伝統の観点からは言うまでもなく,多数者の合意の観点から

も正当化できないことは,朋 らかであった。いかなる政治権力も究極的には被治者の合意として

の世論に基礎をもたざるをえないというのが,ヒ ュームの認識であったが,政 権が時々刻々変化

する変革期にあっては,そ のような合意に基づ く政府という基本概念が直ちに適用で きないこと

は.ヒ ュームには十分に明らかであったり

141こ の点.についてはわたしの田中[1991]第3章,と りわけ120-131ページを参照きれたい。
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流 したの で あ る 。

したが って ジ ャ コバ イ ト主 義 とい う もの は,単 な る 古 来 の 正 統性 の 問 題 に尽

きる わ けで は なか った 。 ヒ ュー ムは こ う して 過 去 の独 立 と と も にあ った 伝 統 的

権 威 へ の 愛 着 と い う 問題 に改 め て 出 会 っ た と言 うべ きで あ る が,こ の よ う な

ヒ ュー ムの経 験 を総括 して,ス ミス は ひ とつ の 定 式 に まで 議 論 を徹 底 した と言

え るで あ ろ う。

したが って,ミ ラー は,ヒ ュー ム か らで は な く,ス ミス の 遺 産 か ら出 発 す る

こ とが で きた 。 ス ミ スの 道 徳 哲 学 の 講 筵 に加 わ っ て 育 っ た弟 子 の ミ ラー は,

1761年 か ら は ス ミ.スの 同 僚 で あ った 、,した が って,今 口知 られ て い る ス ミスの

グ ラ ス ゴウ法 学 講 義 の ノー.一トは1762一 一ユ763年,1763-1764年 の 学 期 の もの で あ

る か ら,そ れ をそ の ま ま聞 けた とい うわ け で は な か った か も しれ な い が,し か

し ミラー は,ス ミ.スの 説 を詳細 に 知 り うる 立 場 に あ った こ とは 疑 問 の 余 地 が な

い。 ミラー は こ う して ス ミスの議 論 をつ とに 知 り得 た と思 わ れ る の で あ る が,

そ れ を改 め て 持 ち出 した の が,「 英 国 統 治 史論』 の遺 稿 にお い て で あ っ た とい

う こ とに は,と りわ け1780年 代 末 か ら90年 代 の 大 ブ リテ ンの 不 穏 な 情 勢 が 関 係

して い るで あ ろ う。 フ ラ ン ス革 命 が ブ リテ ンの 急 進 派 を刺 激 し,従 来 以..ヒに激

しい改 革 運 動 を生 み 出 す 一 方,政 治 変動 さ ら には 変 革,革 命 の 波 及 を恐 れ た ブ

リテ ン政 府 は,急 進 派 の 弾 圧 に 乗 り出 して い く。 ミラー が 改 革 派 に 属 した こ と

は言 う まで も ない が,し か し改 革 運 動 が 過 激 化 し無 政 府 的 にな る こ と に は,ミ

ラー は反 対 で あ った 。 そ の 意 味 で,秩 序 あ る 変 革 を ミラー は望 ん で い た よ う に

思 わ れ る。 こ う して ミラー は政 治 原 理,統 治 原 理 と して の 権 威 の 原 理 と功 利 の

原理.につ いて,改 め て ス ミス 譲 りの 議 論 を展 開 して,そ の 両 者 の 意 義 を再 確 認

したの で あ る。 ミラー は権 威 の 原 理 か ら功 利 の 原 理 へ と政 治 原 理 が 軸 足 と力 点

を移 す こ とは,社 会 の 民 主 化 の 結 果,く い 止 め る こ と はで きな い し,そ の 必 要

も ない と考 え た。 しか し,権 威 の 原 理 は 無用 にな る の で は ない と ミラー は言 う、,

秩 序 が尊 重 され る ため に は,権 威 の 原 理 が な くて はな らな い 。 そ れ はい わ ば 重

し とな って社 会 の 安 定 の た め に有 効 性 を発揮 す る とい うの で あ る 。
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も ちろ ん,こ の点 は ミラー に お け る保 守 的要 素 と言 う こ と も可 能 で あ る。 ミ

ラー が グ ラ ス ゴ ウ大学 で対 決 した リー ドは保 守 派 と され る が,そ の リー ドも フ

ラ ンス革命 に対 して は 当初 は賛 同 した の で あ って,要 素 を取 り上 げ れ ば,保 守

に も急 進 的 要 素 が あ り,急 進 派 に も保 守 的 要 素 が あ る とい う こ と は,矛 盾 とす

る必 要 も ない で あ ろ う。 ミラー はペ イ ンで は なか っ たの で ある 。

次 に,稿 を改 め て,芸 術 と政 治 の 関 係 をあ つ か っ た最 終 章 を取 り上 げ よ う。
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