
『 正 義 論 』 に お ける 嫉 妬 の 位 置 づ け に つ い て

福 家 佑亮

1. は じ め に
1 ロ ー ル ズ 『 正 義 論 』 の 出 版 が 政 治 哲 学 に 「 望 ま し さ （desirability） 」 を巡

る 議論 を 復活 さ せ た と 言 わ れ て い る 。 「 復 活 」 と い う 言葉 が 当 時 の 政治哲学 を

巡 る 状況 を 正 し く 捉 え た も の で あ る か は さ て お き 、 と も か く 『 正 義 論』 が 以

降 の 政治哲学 の 発 展 に 大 き く 寄 与 し た こ と を 否 定す る も の は い な い だ ろ う 。

し か し 見逃 し て は な ら な い の が 、 ロ ー ル ズ が 正 義構想、 の 妥 当性 を 判 定す る 上

で 「 望 ま し さ J に 並 ん で 「 実行 可 能性 （ feasibility） 」 の 問 題 に も 取 り 組 ん で

い た 点 で あ る 。 ク カ サ ス と ペ テ ィ ッ ト が 指摘 し て い る よ う に 、 正 義 の 二原理

が 表 明 し て い る の は 、 「 ユ ー ト ピ ア 的 な 価値 で は な く 、 達成 可 能 な 価値 な の で

あ る 」 （Kukathas and Pettit[ 1 990]p .9 邦訳 1 2 頁 ） 。

と こ ろ で 実行 可 能性 を 考慮す る 時 に は 現 実 と の 距離 の 取 り 方 が 問 題 と な ら

ざ る を 得 な い 。 余 り に 現実 を 無視 し た 理論 に は 、 適 用 可能性 を 度 外視 し た 空

理空論 に 陥 る 可 能性 が つ き ま と う 。 他方 余 り に 現 実 に 譲歩 し た 理論 で は 、 現

状維持 的 に な り 規範理論 と し て の 意義 を 失 っ て し ま う 恐れ が あ る 。 こ こ か ら

浮 か び 上 が っ て く る の は 、 理論構 築 に お け る 事 実 の 取 捨選択 の 問題 、 す な わ

ち ど の よ う な 基 準 か ら 理論 に 組み入れ る 事実 を 選別 す る か と い う 問 題 で あ る 。

本稿 の 目 的 は 、 ロ ー ル ズ の 原 初 状態 に お け る 嫉妬 と い う 事 実 の 取 捨選択 に つ

い て 、 現在英米 圏 の 政治哲学 で盛ん に 論 じ ら れ て い る 理想理論 と 非理想理論

1 Rawls, John( l 97 1 )  A Theory of Justice. The Belknap Press of Harvard University Press,  1 97 1 ;  
revised edition, 1 999 .  ( J i l 本 隆史 ・ 福 間 聡 ・ 神 島裕 子 訳 『 正義論 ［ 改訂 版 ］ 』 紀伊 園屋書店 、
20 1 0 年 ） 。 ロ ー ル ズ 『 正 義 論 』 か ら の 引 用 ・ 参 照 に は あ た っ て は 、 TJ と 略記 し 、 最初 に 原
書 の ペ ー ジ を つ け た 後 、 ス ラ ッ シ ュ の 後 に 改 訂版 の ペ ー ジ を つ け 、 最 後 に 邦 訳 書 の ペ ー ジ
を 表記 す る 。 な お 引 用 に あ た っ て は 、 部 分 的 に 訳 し 直 し た 箇 所 も あ る 。
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を め ぐ る 議論 か ら 得 ら れ た 知 見 を 用 い つ つ 、 不整合 が 生 じ て い る と 考 え ら れ

て い る 部 分 に 整合 的 な 解釈 を 与 え る こ と で あ る 。

し か し こ の 目 的 を 達成 す る 為 に は 、 そ も そ も 政治 哲 学 に と っ て 実行 可能性

と い う 問 題 は 重 要 で は な い と い う 批判 に 対 し て 、 何 か し ら の 答 え を 与 え る 必

要 が あ る 。 本稿 は 特 に コ ー エ ン の ロ ー ル ズ批判 を 取 り 上 げ 、 コ ー エ ン の 議論

を 完全 に 斥 け る の で は な く 、 実行 可能性 の 問題 を 考慮、 に 入 れ る こ と が 適切 な

場合 が 存在す る こ と を 示す こ と で 、 実行 可能性 の 問題 に 携 わ る ロ ー ル ズ の 立

場 の 擁護 を 試 み る 。

本稿 の 構成 は 以 下 の 通 り で あ る 。 二節 で は 、 ロ ー ル ズ の 理想理論 に つ い て

三 つ の 観点 か ら 整理 を 行 う 。 三節 で は 、 原 理 を 事実 に 定位 さ せ る こ と に 対す

る コ ー エ ン の 批判 を 取 り 上 げ 、 政 治 哲 学 の 役割 に つ い て の 見解 の 相 違 に 着 目

す る こ と で コ ー エ ン の 批判 か ら ロ ー ル ズ を 擁護 す る 。 四 節 で は 、 『 正義論 』 に

お け る 嫉妬 の 位 置 づ け を 検討 し 、 原理 を 事実 に 定位 さ せ る ロ ー ル ズ の 基 本 方

針 と 嫉妬 の 取 り 扱 い の 聞 に は 一 見 し た と こ ろ 不整合 が 存在す る こ と を 確認す

る 。 五節 で は 、 こ の 不 整合 を 解 消 す る よ う な 解釈 の 提示 を 試 み る 。

2. ロ ール ズ の 理想 理 論 の 特徴

理想理論 と 非理想理論 が 問題 に さ れ る 時 、 ま ず何 よ り も 規範理論 の ど の 条

件 に 理想化 が 行 わ れ て い る か を 明 確 に す る の が 重 要 で あ る 。 ハ ム リ ン と ス テ

ン プ ロ フ ス カ が 指摘す る よ う に 、 同 じ 規範理論 が あ る 条件 に は理想 的 な 想 定

を 、 別 の 条 件 に 関 し て は 非 理想 的 な 想 定 を 設 定 す る こ と が あ り 得 る か ら だ

(Hamlin and Stemplowska[20 1 2]p .49 ） 。 本稿 で は 、 ロ ー ル ズ の 理想理論 の 特徴

を （a） 厳格 な 遵守 （b） 完全 な 正義 の 構想 （c） 原理 を 正 当 化す る 理 由 の う ち

に 事 実 が 含 ま れ る （ 以 下 で は こ れ を 事 実感応性 と 呼ぶ ） 、 と い う 三 つ の 観 点 か

ら 整理 し た し 、 20

2 理想理論 と 非理想、 理論 に 関 す る 文献 の サ ー ベ イ 並 び に 両者 を 分 け る 対 立 軸 の 種類 に 関 し
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ロ ー ル ズ は 理想理論 と 非理想理論 の 違 い に つ い て 次 の よ う に 述 べ て い る 。

第 一 の 理想 的 な 部 分 は 、 厳格 な 遵守 （ strict compliance） を 想 定 し て お り 、

好 ま し い 状 況 下 に お かれ た 秩序 だ っ た 社会 を 特徴づ け る 諸原 理 の 案 出 を

行 う 。 こ の 部 分 は 完全 に 正義 に か な っ た 基礎構 造 と そ れ に 対応 す る 一一

人 間 の 生活 の 不 変 の 制 約 下 に お け る 一一人 々 の 義 務 と 責務 の 構想 を 展 開

す る 。 ［ － － － － － － ］ 。 第 二 の 理想 的 で な い 部 分 は 、 正 義 の 理想 的 構想、 が 選 択 さ

れ た 後 に 捻 出 さ れ る 。 そ う し て 初 め て 、 当 事者 達 は あ ま り 幸福 で、 な い 状

況 下 で ど の 原 理 を 採 用 すべ き か を 問 う こ と に な る 。 （TJ 245-246/2 1 6 邦 訳

3 3 1 頁 ）

理想、理論 が 想 定す る 厳格 な 遵守 と は 、 正 義感 覚 （ sense o f  justice） を 備 え た 秩

序 だ、 っ た 社会 （well-ordered society） の 市 民 達 が 、 「 全員 が 正義 に か な っ た 行

為 を し 、 正 義 に か な っ た 制 度 を 維持す る 自 ら の 役割 を 果 た す J よ う に 振 る 舞

う こ と を 意 味 し て い る （TJ 8/8 邦訳 1 3 頁 ） 。 し か し こ の 厳格 な 遵守 は 、 シ モ

ン ズ が 指摘す る よ う に 基礎構造 に 適 用 さ れ る あ ら ゆ る 正義 の 原理 に 市 民 達 が

愚 直 に 従 い 続 け る こ と を 想 定 し て い る の で は な い （ Simmons [20 1 O]pp .9- 1 0 ） 。

厳格 な 遵守 の 条 件 下 で も 、 「 道徳心理学 に 関 す る 一般 的 事 実 を 含 む J 重 要 な 事

実 を 考慮 し た 結果 、 遵守 に 多 大 な 負 担 を 要す る 原 理 に 関 し て は 、 合意 に 至 ら

な い 可能性 が 残 さ れ て い る （TJ 1 45/ 1 25 - 1 26 邦 訳 1 96- 1 97 頁 ） 。 実 際 、 功利 主

義 は 、 原 初 状 態 が 取 り 消 し 不 可能 で、全生涯 に わ た っ て 甚大 な 影響 を 及 ぼす契

約 を 結 ば な け れ ば な ら な い 環 境 で あ る が 故 に 生 じ る 「 コ ミ ッ ト メ ン ト の 緊 張

(the constraints of commitment） 」 に 耐 え ら れ な い こ と を 理 由 に 斥 け ら れ て い

る 。 厳格 な 遵守 は 正 義構想 に 従 っ て 行為 す る こ と が 可 能 か ど う か を 検討す る

余 地 を 残 し た も の な の で あ る 。

て は Valentini [20 1 2］や Hamlin and Stemplowska[20 1 2］ を 参 照 。
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そ れ で は厳格 な 遵守 が 想 定 さ れ た 社会 と は ど の よ う な 社会 で あ る の か。 厳

格 な 遵守 が 想 定 さ れ た 社会 と は 、 意 図 的 に 正義 の 原 理 を 破 る 、 あ る い は 正 義

に か な っ た 原 理 に 従 お う と す る が 歴史 的 ま た は 自 然 的 な 偶発 的 条 件 か ら 、 正

義 の 原 理 を 破 ら ざ る を 得 な い よ う な 危機 的 状況 に 陥 っ て い な い 社会 の こ と で

あ る （ Simmons [20 1 0]pp . 1 2- 1 8 ) o 具 体 的 に は刑 罰 の 理論 や 正 戦 論 、 市 民 的 不

服従 と い っ た 問 題 は 非理想 的 理論 の 管 轄 下 に 置 かれ 、 厳格 な 遵守 の 条件 下 で

は 直接 の 議論 の 対象 に は な ら な い。

も ち ろ ん 、 理想理論 が 構築 さ れ た 後 に 展 開 さ れ る か ら と い っ て 、 非理想理

論 が 軽 ん じ ら れ て い る わ け で は な い 。 ロ ー ル ズ、 は 非理想理論 が 扱 う 問 題 も 喫

緊 の 問題 で あ る こ と を 認 め て い る 。 そ れ で も 理想理論 の 構築 が 、 非理想理論

に 先行す る の は 「 こ れ ら の 差 し 迫 っ た 諸 問題 の 体 系 的 理解 の 唯一 の 基礎 を 理

想理論 が 提供す る J 役割 を 持 ち 、 「 完全 に 正 義 に か な っ た 社 会 の 本性 と 目 標 が

正義 の 理論 の 根 本 的 な 部 分 を な す 」 か ら で あ る （TJ 9/8 邦 訳 1 3 頁 ） 。

こ こ に ロ ー ル ズ の 理想理論 の 二 つ 目 の 特徴 が 存在す る 。 理想理論 の 役割 は 、

そ れ に 照 ら し て 現今 の 社会 の 不 正義 を 測 定 し 、 改革 の た め の 指 導 的 目 標 を 与

え て く れ る よ う な 完 全 に 正 義 に か な っ た 社 会 を 描 き 出 す こ と に あ る

( Stemplowska and Swift[20 1 4]p . 1 1 7 ) o ロ ー ル ズ は 、 我 々 に は 「 完全 な 正 義 か

ら の 逸脱 の 程度 に よ っ て 特定 さ れ る 最 も 深刻 な 不 正義 か ら 始 め て 」 深刻 さ の

程度 に 沿 っ て 、 不 正 義 に 対応 す る （ 自 然 的 ） 義務 が あ る と 考 え て い る の で あ

る （TJ 246/2 1 6 邦 訳 3 3 1 頁 ） 。 理想理論 で 得 ら れ た 辞書 的 配列 を 満 た す正 義 の

原理 を 非理想 的 状 況 に 適 用 す る こ と で 、 ど の 不 正 義 が 重 要 な 問 題 で あ る か を

見極 め 、 我 々 の 最 も 重 要 な 価 値 を 犯 す不 正 義 か ら 順 に 対処す る こ と が 可能 に

な る の だ。

こ こ ま で ロ ー ル ズ の 理想理論 は 、 厳格 な 遵守 を 想 定 し た 下 で 長 期 に 渡 っ て

指 導 的 な 役割 を 果 た す正義 の 理念、 の 追 求 を 目 標 と す る 点 で、 ユ ー ト ピ ア 的性 質

を 備 え た も の と な っ て い る （ 松元 ［20 1 2] 1 3 1 頁 ） 。 そ れ で は原理 の 事 実感応性
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に つ い て ロ ー ル ズ の 立 場 は ど う だ ろ う か。

ロ ー ル ズ は原理選択 の 局 面 で原 理 に あ る 種 の 事 実 を 反 映 さ せ な い よ う 細 心

の 注意 を 払 っ て い る 。 手続 き 的 正 義 の 理念 に の っ と り 、 契約 環 境 を 公正 な も

の に 整 え る た め に 、 無 知 の ヴ ェ ー ル （ veil of ignorance ） の 背 後 で 原 初 状 態

(original position） の 当 事者 達 （parties） が 契約 に 臨 む こ と は よ く 知 ら れ て い

る 。 無 知 の ヴ ェ ー ル の 眼 目 は 、 特 定 の 事 実 を 当 事者 達 の 考慮、 事 項 か ら 除去す

る 点 に あ る 。 す な わ ち 無 知 の ヴ ェ ー ル は 「 互 い を 反 目 さ せ 自 ら の 利 益 に な る

よ う に 自 然 的 ・ 社会 的 状況 を 食 い 物 に し よ う と す る 気 を 起 こ さ せ る 特定 の 偶

然性 の 影 響」 を 原 初 状態 か ら 除去 す る た め に 導入 さ れ た の で あ っ た 。 社会 的

地位や 階級 に 関 す る 社会 的 偶然性や生 ま れ持 っ た 才 能 や 資 質 に 関 す る 自 然 的

偶 然性 は 勿 論 の こ と 、 自 身 の 善 の 構想、や 属 す る 社会 が ど の 程度 の 発 展 レベ ル

に 達 し て い る か 、 な ど の 情 報 も 当 事者 達 に は 遮 断 さ れ て い る の で あ る （ TJ

1 3 6- 1 3 7/ 1 1 8 - 1 1 9 邦 訳 1 84- 1 86 頁 ） 。 無 知 の ヴ ェ ー ル の 結果 、 当 事者 達 に 残 さ れ

る の は 全員 に 共 有 さ れ 同 じ よ う に 使 用 可 能 な 一 般 的 事 実 だ け で あ る 。

無 知 の ヴ ェ ー ル が な け れ ば 正 義 原 理 の 導 出 が 覚 束 な く な る と い う 叙 述 は

(TJ 1 40/ 1 2 1 邦 訳 1 90 頁 ） 、 原 初 状 態 で は 事 実 が 全 く 重 要 で は な い と い う 印 象

を 与 え か ね な い 。 だ が 無知 の ヴ ェ ー ル に 遮 断 さ れ る こ と の な い 一般 的 事 実 が 、

原 初 状 態 の 公 平性 を 担保す る た め の 情報 制 約 に 劣 ら ず 、 正義原理 の 選択 に お

い て 極 め て 大 き な 役 割 を 果 た し て い る こ と を ロ ー ル ズ は 強調 す る 。

従 っ て 、 〈 正義 の 根 本 を な す原理 が 、 社 会 に お け る 人 々 の あ り 方 に 関 す る

自 然本性 的 な 事 実 に 当 然 な が ら 依拠 し て い る 〉 と い う 点 に お い て は 、 契

約 説 は 功利 主義 に 同 意 す る 。 こ の 依 存 関係 は 、 原 初 状 態 の 記述 に よ っ て

明 確 に さ れ て い る 。 つ ま り 当 事者達 の 意 思決 定 は 一 般 的 な 知 識 に 照 ら し

て な さ れ て い る 。 （TJ 1 59/ 1 37 邦 訳 2 1 5 頁 ）
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こ こ で 一 般 的 知 識 と し て 考 え ら れ て い る の は 、 人 間 の 心理 と 社会 に 関 す る 「 真

で あ り 、 十 分 に 一般 的 で あ る J 知 識 で あ る （TJ 1 43/ 1 24 邦 訳 2 1 4 頁 ） 。 と り わ

け 当 事者 達 の 合理性 と 正 義感 覚 の 設 定 に 大 き な 役 割 を 果 た す経 済 学 と 道徳 心

理学 に 関 す る 知 識 が 重 要 で、 あ る が 、 そ の 他 の 社会 科 学や 白 然科 学 か ら 得 ら れ

る 知 見 も 一般 的 事 実 の 中 に 含 ま れ て い る （Freeman[2007]p . 1 5 5 ) o 

で は ど の よ う な 形 で 一 般 的 事 実 は 原 初 状 態 に 組 み 込 ま れ て い る の だ ろ う か。

一般 的 事 実 は 、 ①契 約 が 生 じ る 正義 の 状 況 、 ② 当 事者 達 の 知 識 、 ③ 当 事者達

の 合理性や 正 義感 覚 を 記述 す る 際 の 参 照 点 、 と い う 形 で原初状態 に 組 み 込 ま

れ て い る 。 ① ロ ー ル ズ は 、 正 義 と い う 主題 そ の も の が 、 穏や か な 財 の 希 少 性

（ 正 義 の 客観 的 状 況 ） と 限 定 さ れ た 利他 心 （ 正 義 の 主観 的 状 況 ） と い う 、 人

間 の 心 理 と 社会 に 関 す る 事 実 の 存在 を も っ て は じ め て 成 立す る と 考 え る 点 で

ヒ ュ ー ム を 踏襲 し て い る 。 つ ま り 正義 の 状 況 が 存在 し な け れ ば正義 と い う 徳

は そ も そ も 必 要 と さ れ な い の で あ る （TJ 1 26- 1 28/ 1 09- 1 1 1 邦 訳 1 70- 1 72 頁 ） 。

② 当 事者 達 は 、 右 で 述 べ た 一般 的 知 識 に 加 え て 自 ら の 社会 が 正義 の 状 況 を 満

た す と い う 事実 を 知 っ て い る 。 ③ 当 事者 達 の 合理性 に 関 し て は 、 経 済 学 な ど

で標 準 の 合理 的 選択理論 が 、 正 義感 覚 に 関 し て は コ ー ルバ ー グ を は じ め と す

る 『 正義論』 刊 行 時 に 経験 的 心理学 に お い て 受 容 さ れ て い た 諸理論 が 記述 の

裏 付 け と し て 用 い ら れ て い る （ 井 上 ［20 1 3 ]23 -24 頁 ） 。 ロ ー ル ズ が 一般 的 事 実

を 用 い る と い う 指針 に 忠 実 で あ る か と い う 問題 は別 途検討 を 必 要 と す る が ヘ

3 ロ ー ル ズ が 自 ら 立 て た 指 針 か ら 逸脱 し て い る の で は な い か と い う 疑 念 は 、 合理性 の 最 終段
階 で 導入 さ れ る 「 ア リ ス ト テ レ ス 原 理 」 に 至 っ て 最 も 強 く な る 。 ア リ ス ト テ レ ス 原 理 を 簡
潔 に 説 明 すれ ば 、 他 の 条件 が 等 し け れ ば 、 よ り 複雑 な 能 力 の 行使 を 楽 し む と い う 人 間 の 動
機 に 関 す る 想 定 で あ る （ TJ 426/374 邦 訳 560 頁 ） 。 卓越 主 義 が 透 け て 見 え る こ の 原 理 が 自 ら
の 方法論 と 逸脱す る こ と に 気 づ い て い た の か 、 ロ ー ル ズ 自 身 も 進 化 論 的 な 説 明 の 可能性 を
匂 わせ た 後 で 、 善 の 定義 は ア リ ス ト テ レ ス 原 理抜 き で も 成 立 す る と 述 べ て い る （ TJ 433/3 80  
邦 訳 568 頁 ） 。 し か し そ れ に も 関 わ ら ず 、 本 来 一般 的 知 識 に 基 づ かせ る べ き 正 義感 覚 の 習 得
の 第 二 段 階 （ 連 合 性 の 道徳） を ア リ ス ト テ レ ス 原 理 に 依 存 さ せ て 説 明 し て い る 点 は 、 逸脱
の 存在 を は っ き り と 証立 て て い る よ う に 思 わ れ る （TJ 47 1 -472/4 1 2-4 1 3 邦 訳 6 1 8 頁 ） 。 こ の
問 題 に つ い て の 詳 し い 検 証 は 、 井 上 ［20 1 3 ]20-2 1 ,24 頁 を 参 照 。 ア リ ス ト テ レ ス 原 理 を 擁護す
る 議論 と し て は Weithman[20 1 l ]pp .99- 1 02 を 参 照 。 ヴ ア イ ス マ ン は 、 進 化 論 的説 明 に 着 目 す
る が 、 何 ら 進化 学研 究 上 の 証拠 を 挙 げ て お ら ず そ の 議論 は 根 拠 の な い 推論 に と ど ま っ て お
り 説得力 に 欠 け て い る と 言 わ ざ る を 得 な い 。

66 



と も か く こ れ ら の 事 実 が 原初 状 態 に 編入 さ れ る こ と で 、 実現 可 能 な 正義構想

の 数 が 縮減 さ れ 、 更 に 当 事者 達 の 動機構 造 が 肉 付 け さ れ る こ と で 、 乏 し い 情

報 の 下 で も 正義 の 原 理 を 選択す る こ と が 可能 に な る の だ （TJ 1 59- 1 60/ 1 3 8 邦

訳 2 1 5-2 1 6 頁 ） 。

以 上 の 検討で 明 ら か と な っ た の は 、 ロ ー ル ズ、 の 理想理論 に は ユ ー ト ピ ア 的

側 面 と 現 実 主 義 的側 面 が 混在 し て い る と い う こ と で あ る 。 前者 に は 、 厳格 な

遵守 と 完全 な 正義 の 観念 、 後 者 に は原理 の 事 実感応性 が 対応 す る 。 重 要 な の

は 、 原 理 が 事 実感応 的 と い っ て も 、 そ の 事 実 は 一 般 的 事 実 に 限 定 さ れ て お り 、

契約 環 境 の 公平性 を 損 な う よ う な 具 体 的 事 実 は排 除 さ れ て い る こ と だ。 こ の

点 は 五節 に お け る 事 実 の 取 捨選択 の 問題 に も 関 わ っ て く る 。 だ が そ の 前 に 、

そ も そ も 原理 は 事実感応 的 で あ る べ き で は な い と い う 議論 か ら ロ ー ル ズ を 擁

護す る 課題 が 我 々 に は残 っ て い る 。 三節 で は 原 理 の 事 実 不感応 性 を 擁護す る

立 場 か ら 、 ロ ー ル ズ の こ の 現 実 主 義 的側 面 に 手厳 し い 批判 を 加 え た コ ー エ ン

の 批判 を 検討 し て い く 。

3 . コ ー エ ン の ロ ー ル ズ批判 の 検 討

ロ ー ル ズ の 正義 の 原 理 の 事実感応 性 に つ い て 、 と り わ け 格差原 理 の 正 当 化

に あ た っ て 、 市場社会 に お け る 利 益最 大 化行動 を 所 与 と し て 扱 っ て い る 点 を

厳 し く 批判 し た の が G.A. コ ー エ ン で あ る 。

コ ー エ ン は 、 ロ ー ル ズ が 「 根本原 理 （ fundamental principle） 」 と 「 統御 ルー

ル （rules of  regulation） 」 を 混 同 し て い る と 批判 す る 。 コ ー エ ン に よ れ ば 、 根

本原 理 が 、 事 実 に 依 存 し な い 我 々 の 確信 （ convictions ） や コ ミ ッ ト メ ン ト な

ど の 価 値 を 表 明 す る も の で あ る の に 対 し て 、 統御 ル ー ル は そ の 根本原理 を 具

体 的 な 状 況 で 実 現 し 様 々 な 価 値 の 達 成 に 奉 仕 す る 役 割 を 持 つ

( Cohen[2008]p .277） 。 価値 を 個 別 具 体 的 な 状 況 下 で効 率 よ く 実 現す る た め に

は 、 当 該 の 環境 を 取 り 巻 く 事実 的 な 状況 を 勘案す る 必 要 が あ り 、 統御 ル ー ル
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の 考案 に は 事 実 的 な 考慮、 が 関 わ っ て こ ざ る を 得 な い 。 し か も 統御 ル ー ル は 、

正 義 以 外 の 様 々 な 価 値 、 例 え ば平等や効 率性 な ど の 価値 を 総合 的 に 勘案 し た

上 で 下 さ れ る 判 断 だ か ら 「 正義 J と い う 根本 的 な 価値 の み に 関 わ る も の で も

な い 。

も ち ろ ん 、 コ ー エ ン は 統御 ル ー ル 自 体 が 不 要 の 産物 で あ る と 主 張 し て い る

の で は な い 。 加 え て 、 統御 ル ー ル を 導 出 す る 装 置 と し て の 原 初 状 態 に 異 を 唱

え て い る わ け で も な い 4。 我 々 の 普段 の 生活 を 律す る 規則 と し て 統御 ル ー ル

は 欠 かせ な い も の で あ る 。 し か し 、 問題 に な っ て い る の は 統 御 ル ー ル が 仕 え

る べ き 価値や コ ミ ッ ト メ ン ト の 次 元 で あ る 。 ロ ー ル ズ 、 そ し て よ り 一般 に 構

成 主 義者 た ち は 「 正 義 と は 何 か 」 と い う 根本原理 に か か わ る 問題 を 、 「 我 々 の

共 通 の 生活 」 を 統御 すべ き ル ー ル は何 か と い う 問題 に か え る こ と で 、 我 々 の

価値や コ ミ ッ ト メ ン ト に か か わ る 聞 い の 中 に 事 実 を 流入 さ せ 、 更 に は 正 義 以

外 の パ レ ー ト 原理や 安 定性 、 公 開 性 と い っ た 価値 を 混ぜ込 む こ と で 、 「 正 義 」

と は 何 か と い う 問 い に 対 し て 混 乱 し た 答 え を 与 え て い る の で あ る

( Cohen[2008]pp .283 -284） 。

正 義 と 正 義 以 外 の 価 値 が 混 同 さ れ て い る と い う コ ー エ ン の 指摘 も 興 味深 い

が 、 以 下 で は根本原理 と 事実 の 関係 に 焦 点 を 絞 る 。 問題 は根本原 理 が 事実 を

反 映 し な い と い う 主 張 を し 1 か に 説 得 的 に 展 開 で き る か に か か っ て い る 。 こ こ

で は コ ー エ ン 自 身 が 用 い る 、 約 束 の 例 を 用 い て コ ー エ ン の 議論 を 確認 し て い

こ う 。 コ ー エ ン の 議論 は シ ン プル で あ る 。 例 え ば 、 「 約 束 を し た 人 が 成 功 裏 に

彼 ら の プ ロ ジ ェ ク ト を 追 求 で き る の は約 束 が 守 ら れ た 場合 に 限 ら れ る （Fact :

以 下 F は Fact を 指す ） 」 と い う 事実 を 理 由 と し て 「 約 束 を 守 る べ き だ （Principle :

以 下 P は Principle を 指す ） J と い う 原 理 を 採用 し て い る 人 が 存在 し て い る 。

そ の 人 に 更 に F が P を 支 持す る 理 由 を 与 え る の は 何故 か と 聞 い て 「 我 々 は

4 統御ル ー ル と し て の ロ ー ル ズ の 正義 の 二原 理 に 対 し て も コ ー エ ン は批判 的 で あ る
( Cohen[2008]p .278） 。
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人 々 が プ ロ ジ ェ ク ト を 追 求 す る の を 手助 け す る べ き だ （P l ） 」 と い う 新 し い

原理 を 持 ち 出 し た と し よ う 。 F が P を 支 持す る 理 由 を P l が 与 え る と は 、 「 我 々

は 人 々 が プ ロ ジ ェ ク ト を 追 求 す る の を 手助 け す る べ き だ （p l ) J と 「 約 束 を

し た 人 が 成 功 裏 に 彼 ら の プ ロ ジ ェ ク ト を 追 求 で き る の は約 束 が 守 ら れ た 場合

に 限 ら れ る （F） 」 が 組み 合 わ さ れ て 、 「 約 束 を 守 る べ き だ （P） 」 が 導 出 さ れ

る と い う 関係 を 意 味 し て い る 。 そ し て こ の 原理 P l は F の 真 偽 に 関係 な く 妥

当 す る と い う 意 味 で F に 関 す る 事 実 不感応 な 原 理 で あ る 。 何 故 な ら 、 F が 間

違 っ て お り 、 約 束 を 破 る こ と が 人 々 の プ ロ ジ ェ ク ト 追 求 に 貢 献す る と し て も 、

人 々 の プ ロ ジ ェ ク ト の 追 求 を 援助 す る べ き だ と い う 原理 P l は 何 の 影響 も 被

ら な い か ら で あ る （ Cohen[2008]pp .232-234） 。

も う 少 し 抽象 的 に 表 現すれ ば 、 コ ー エ ン の 事 実 不感応 な 根本原 理 の 擁護 は

三つ の 前提 に 支 え ら れ て い る 。 ① も し F が 原 理 P を 支 持す る 理 由 で あ る な ら

ば 、 F が P を 支 持す る 理 由 の 説 明 が 必 要 で、 あ る 。 ② そ し て こ の 説 明 は 、 F の

真偽 に 関 わ ら ず保持 さ れ る と い う 意 味 で よ り 究極 的 な 原理 （P l ） に よ っ て 与

え ら れ る 。 も っ と も 、 ① と ② の 前提 だ け だ と 、 原 理 の 無 限後 退 が 生 じ る 可能

性 が 存在す る 。 し か し 、 ③ あ る 原 理 を 支 持す る 人 は原理 と 原 理 を 支 え る 諸根

拠 を 明 確 に 把握 し て い る 、 と い う 自 己 理解 に 関 す る 規 定 （the self-understanding 

stipulation） か ら ①② を 無 限 に 繰 り 返す こ と は で き ず 、 い ずれ し 1 か な る 事実 の

支 持 も 必 要 と し な い 事 実 不 感 応 な 原 理 に 到 達 す る と コ ー エ ン は 主 張 す る

( Cohen[2008]pp .23 6-23 7 ） 。

コ ー エ ン の 主 張 が 正 し け れ ば 、 一般 的 事実 を 原 初状態 に 含 ま せ た 形 で 導 出

さ れ る 正義 の 二原理 は 、 正 義 に 関 す る 根 本原理 た り え ず 、 統御 ル ー ル で、 し か

な い こ と に な る 。 も ち ろ ん 、 そ も そ も コ ー エ ン が 定義 す る 意 味 で の 根本原理

を ロ ー ル ズ が 導 出 し よ う と し て い る の か 人 ま た 両者 の 違 い は 正義 と い う 言

5 こ の 点 で コ ー エ ン を 批判 し 、 コ ー エ ン が 使 う 意 味 で の 根本原 理 の 導 出 を ロ ー ル ズ が 目 指 し
て い る 訳 で は な い と い う 指摘 は Williams [2008]pp .488-490 を 参 照 。
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葉 の 使 い 方 の 問 題 で あ っ て 本質 的 な 違 い で は な い と い う 指摘 が ロ ー ル ズ を 擁

護す る 側 か ら 行 わ れ る か も し れ な い が 、 差 し 当 た っ て こ れ ら の 論 点 は 取 り 上

げず 、 論述 を 進 め て い く こ と に し た い 。 そ れ で は コ ー エ ン の 主 張 に ロ ー ル ズ

は ど う 応 答 すべ き か。 以 下 で は ミ ラ ー の コ ー エ ン批判 を 手掛 か り と し て 議論

を 進 め て い く 。

ミ ラ ー は 、 事 実 が 原 理 を 根拠づ け る と い う 時 に 前提 と さ れ て い る 論理 的 関

係 に 着 目 す る 。 コ ー エ ン の 根 拠づ け と は 、 事 実 （F） が 高位 の 原 理 （ P l ) と

組 み 合 わ さ れ る こ と で 、 原理 （P） が 導 かれ る と い う 論理 的合 意 （entailment)

を 想 定 し て い る 。 し か し ミ ラ ー は 事 実 が 原 理 を 根拠づ け る 関係 は こ の よ う な

論理 的合 意 以 外 に も 存在す る と 主 張す る （ Miller[2008]pp . 3 3 -34 ; [20 1 3  ]p .22 邦

訳 48-49 頁 ） 。

A は B を 論理 的 に 含 意 す る 訳 で は な い が 、 A は B が 真 で あ る た め に 必 要 と

さ れ る 場合 な ど は 、 A は B に 対 し て 前提 的 根拠づ け （presuppositional grounding) 

関係 に あ る と 考 え る こ と が 出 来 る （Miller[2008]p .34 ; [20 1 3 ]p .22 邦 訳 48 頁 ） 。

そ し て も し 根拠づ け が 論理 的合意 関係 に 限 ら れ な い の な ら ば 、 事 実不 感応 な

原 理 を 必 要 と し な い 形 で 、 事 実 が 原 理 を 根拠づ け る 関係 が あ り 得 る こ と に な

る 。 ま さ に 正義 と そ の よ う な 関係 に あ る 事実 と し て ミ ラ ー が 考 え て い る も の

の 一 つ が 正義 の 状 況 で、 あ る 。 正 義 の 状 況 が な け れ ば そ も そ も 正義 の 徳 は 必 要

と さ れ な い が 、 正 義 の 状 況 そ れ 自 体 は ど の よ う な 正義 の 原 理 が 採用 さ れ る か

を 決 定す る こ と が な い 。 穏 や か な 財 の 希少 性 と 限 定 さ れ た 利 他 心 だ け で は 、

正義 の 二原 理や功利 主義 、 リ バ タ リ ア ン 的原 理 の 内 か ら ど れ が 選択 さ れ る こ

と に な る の か を 予 測 す る こ と は 出 来 な い 。 従 っ て 、 前提 的 根拠づ け の 意 味 で 、

正 義 の 状 況 は 正 義 を 根 拠 づ け て い る と 考 え る こ と が 出 来 る の だ

(Miller[2008]pp .3 6-3 8 ;  [20 1 3 ]pp .25-27 邦 訳 5 1 -54 頁 ） 。

こ の ミ ラ ー の 批判 に 対 し て コ ー エ ン は 再批判 を 加 え て い る 。 コ ー エ ン の 再

批判 の ポ イ ン ト は 、 正 義 と は何 か と い う 問題 と 、 正義 が し 1 か な る 状況 下 で適
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用 可能 で、 あ る か と い う 問 題 は別 だ と い う 点 に あ る 。 確 か に ミ ラ ー の 指摘す る

通 り 、 正義 の 状 況 が な け れ ば 、 正 義 は 必 要 と さ れ な し 1 か も し れ な い 。 し か し 、

こ れ も ミ ラ ー が 認 め る 通 り 、 正 義 の 状 況 自 体 は 正義 の 内 容 自 体 を 規 定す る も

の で は な い 。 で は 正 義 の 状況 が 正義 と し 、 か な る 関係 に あ る か と い う と 、 い か

な る 状況 に お い て 正 義 が 可能 か と い う 正 義 の 適 用 （ application） の 問題 に 過 ぎ

な い と コ ー エ ン は 主 張す る 。 従 っ て 正義 の 状況 は 正 義 の 適 用 に 関 わ る 問題 で

あ っ て 、 正 義 と い う 原 理 の 内 容 の 根 拠 づ け に 関 わ る 事 実 で は な い の だ

( Cohen[2008]pp . 3 3 1 -3 36） 。

右 の 正 義 の 状 況 と 正 義 の 関係 に つ い て の 議論 が 示 唆 し て い る の は 、 正 義 と

い う 原 理 は 、 い か な る 事 実 に も 関 わ ら ず成 立す る も の 、 す な わ ち 正義 の 状 況

の よ う な 事実 が 成 立 し な い 状 況 に お い て も 成 立 す る よ う な 、 あ ら ゆ る 可能 世

界 を 射 程 に 含 ん だ 原 理 で あ る と コ ー エ ン が 考 え て い る と い う こ と で あ る

(Pogge [2008]p .463 ） 。 実 際 、 コ ー エ ン は 、 事 実 が 原理 を 根 拠づ け る と い う 時 、

そ の 根拠づ け を 必 要 十 分 条件 で理解 し て い る よ う に 見 え る 。 す な わ ち 、 あ ら

ゆ る 可能 世 界 で 通 用 す る 根本原理 が 存在 し 、 あ る 事 実 が 存在 し かっ そ の 場合

に 限 り 、 そ の 事 実 は 正義 の 原理 を 根拠づ け る と い う 立場 に 事 実感応 性 を 支持

す る も の た ち は コ ミ ッ ト し て い る と い う 想 定 で あ る （Pogge [2008]pp .465-466） 。

し か し な が ら 事実 が 原理 を 根拠づ け る と い う 時 、 必 要 十 分 条件 の 意 味 で根

拠づ け を 理解す る 必 要 は あ る の だ ろ う か。 む し ろ ポ ッ ゲ が 指摘す る よ う に 、

ロ ー ル ズ を は じ め と す る 構 成 主 義者 は 、 原 理 の 成 立 に あ た っ て 事 実 は 十 分 条

件 に 過 ぎ ず 、 特 定 の 事 実 が 存在す る 以 外 の 世界 で 正 義 の 原 理 が 成 立す る か ど

う か 関 し て は判 断 を 保 留 し て お り 、 あ ら ゆ る 可 能世 界 で 通 用 す る よ う な 原理

に 必 ず し も コ ミ ッ ト し な い 形 で 議 論 を 展 開 し て い る よ う に 思 わ れ る

(Pogge [2008]p .468 ） 。

以 下 の 『 正義論』 か ら の 引 用 は そ の よ う な 解釈 を 示 唆す る も の と な っ て い

る 。
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さ て こ う し た 見解 は 、 道徳哲学 を 世界創 造 の 倫 理 の 研 究 へ と 変 え て し ま

う 。 つ ま り 全 て の 可 能 世 界 の 中 で 最 善 の 世 界 は ど れ で あ る の か を 決 定す

る 際 に 、 全知 全能 の 神 が 心 に 抱 く か も し れ な い 反省 に つ い て の 考 察 に 帰

し て し ま う 。 ［ － － － － － － ］ だ が こ の 倫 理 は 人 間 の 理解 力 を 超 え て い る よ う に 思

わ れ て し ま う 。 （TJ 1 59/ 1 3 7- 1 3 8 邦 訳 2 1 5 頁 ）

以 上 の 議論 を う け て 両者 の 立場 を ど の よ う に 評価す べ き な の か。 こ こ で 本

稿 は 、 理論 の 事 実感応 性 は そ の 理論 が 何 を 目 的 と す る か に よ っ て 変 化 す る と

い う ヴ ァ レ ン テ ィ ー ニ の 指 摘 に 着 目 し た い （Valentini [20 1 2]p .660） 。 つ ま り 、

そ も そ も 政治哲学 と い う 営 み が 何 を 目 的 と す る か と い う 聞 い に 関 し て 両者 は

異 な る 見解 を 抱 い て お り 、 両者 の 目 的 に 照 ら し て 考 え れ ば 、 各 々 に と っ て の

事 実感応性 の 適 切 さ の 基 準 は 変 化 す る と い う 主 張 で あ る 。

コ ー エ ン に と っ て 、 政治哲学 と は 第 一 に 実践 で は な く 真理探 究 に 関 わ る 「 哲

学 の 一 分 野 で あ っ て 、 規 範 的 な 社 会 テ ク ノ ロ ジ ー の 一 分 野 で は な い 」

( Cohen[2008]pp . 3 06-307） 。 政治哲学 に 実践 上 の 効 用 が あ る こ と を コ ー エ ン は

否 定 し な い が そ れ が 政治 哲 学 の 存在理 由 で あ っ て は な ら な い 。 政治哲学者 が

取 り 組む べ き 課題 は 、 「 た と え 何 を 考 え る べ き か が 実践 的 に 重 要 で な く と も 、

何 を すべ き か で は な く 、 何 を 考 え る べ き か 」 な の で あ る （ Cohen[2008]p .268） 。

対 し て ロ ー ル ズ に と っ て 政治 哲 学 の 役 割 は 実践 的 で あ る 6。 正 義 の 構想 は

「 社 会 生活 の 実践 的 要 求 を 充 た し 、 そ れ に 照 ら し て 市 民 達 が お 互 い に 共 通 の

制 度 を 正 当 化 す る と こ ろ の 公 共 的 な 基礎 を 生 み 出 す た め に 作 ら れ て い る 」 の

で あ る （Rawls [ 1 999]p .34 7 ） 。 政治哲 学 の 役 割 が 、 こ の 社会 に 住 ま う 我 々 に 行

為 と 正 当 化 の 指針 を 与 え る こ と に 存す る な ら 、 人 間 の 心 理 と 社会 に 関 し て 成

6 社 会 の 公共 的 な 政治 文 化 の 一 部 分 と し て の 政治 哲 学 が 持 つ役 割 に つ い て は
Rawls[200 1 ]pp . 1 -5 邦 訳 3 -9 頁 を 参 照 。
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立 し て い る 一般 的 事 実 を 無碍 に 扱 う こ と は 出 来 な い だ ろ う 。 ロ ー ル ズ の 目 的

の 下 で は 、 原 理 に 一 般 的 事 実 を 反 映 さ せ る こ と は 一 定 の 妥 当 性 を 備 え た 方法

で あ る と 考 え る こ と が で き る の で あ る 。

両者 の 政治哲学観 の 差異 に 訴 え か け る 本稿 の 議論 に 対 し て は 、 問題 を 先 送

り に し た だ け だ と い う 非難 が 加 え ら れ る か も し れ な い 。 も ち ろ ん 、 決 定 的 な

結論 を 下 す た め に は 、 政治哲 学 の 役割 と は何 か と い う 更 な る 難 問 に 踏 み 込 む

必 要 が あ る 。 だ が 本稿 の 目 的 が コ ー エ ン の 主 張 を 決 定 的 に 反 駁 す る こ と で は

な い こ と を 考 え れ ば 、 ロ ー ル ズ が 考 え る 政治哲 学 の 目 的 の 観 点 か ら 見 た 時 、

事 実感応性 自 体 は 非難 さ れ る べ き 想 定 で は な い と い う 消 極 的 な 結 論 で 十分 で、

あ る と 考 え ら れ る 。

4 .  『 正 義 論』 に お け る 嫉妬 の 位 置 づ け

4.1 嫉妬 を め ぐる議論の概略

原 理 が 事実感応 的 で あ る こ と 自 体 は 、 少 な く と も コ ー エ ン が 批判 す る ほ ど

に は 、 理論 の 致命 的 な 欠 陥 で は な い こ と が 明 ら か と な っ た 。 し か し 事 実感応

的 と い っ て も 、 あ ら ゆ る 事実 が 与件 と し て 理論 に 組み 込 ま れ る わ け で は な い 。

余 り に 多 く の 所 与 の 事 実 は 、 規範理論 の 構造 を 歪 め 、 不 必 要 に 保 守 的 で 現状

肯 定 的 な 結論 を 導 き だ し か ね な い 。 実 際 、 ロ ー ル ズ も あ ら ゆ る 事実 が 理論 の

導 出 に 重 要 で あ る と は 考 え て お ら ず 、 人 間 の 心理 と 社会組織 の 動 態 に 関 す る

知 識 、 と り わ け 心理 学 と 経 済 学 か ら 得 ら れ た 知 見 を 重 く 見 て い た こ と は既 に

指摘 し た と お り で あ る 。

だ が ロ ー ル ズ が 一 般 的 事 実 の 重視 と い う 自 ら の 方 法論 に 忠 実 に 議論 を 進 め

て い る の か と い う 点 は別 途検討 を 要す る 問題 で あ る 。 こ こ で 着 目 すべ き 点 は 、

当 事者 た ち の 合理性 に 関 し て 、 標 準 的 な 社会 理論 で用 い ら れ る 合理性 と は 異

な る 「 ひ と つ の 本質 的 な 特徴 に 関 す る 例 外 」 を 設 け る と ロ ー ル ズ 自 身 が 明 言

し て い る こ と で あ る （TJ 143/ 1 23 - 1 24 邦 訳 1 93 頁 ） す な わ ち 原 初 状 態 の 当 事

73 



者 達 は嫉妬 （ envy） の 感 情 に 苦 し め ら れ る こ と が な い と い う 想 定 で あ る 。 ロ

ー ル ズ は 、 当 事者 た ち の 合理性 に 関 し て 、 「 合理 的 な 個 人 は嫉妬 に 悩 ま さ れ な

し 1 」 と い う 「 特別 な 想 定 J を 行 っ て い た の で あ っ た （TJ 1 43/ 1 24 邦 訳 1 94 頁 ） 。

ロ ー ル ズ は嫉妬 の 問題 を 恥 （ shame） や 屈 辱 （humiliation） な ど の 特殊 な 心

理 の 問題 の 代表例 と し て 扱 い （TJ 53 1 /465 -466 邦 訳 696 頁 ） 、 こ れ ら 特殊 な 心

理 に 関 わ る 情 報 を 纏 め て 原 初状態 か ら 排 除 し て い る （TJ 1 5 8/ 1 3 7 邦 訳 1 94 頁 ） 。

だ が 嫉妬 を 特殊 な 心 理 の 問題 と し て 原初 状態 か ら 排 除 し で も よ い の で あ ろ う

か。 こ の よ う な 疑 問 が 呈 さ れ る の は 、 嫉妬 に 苦 し め ら れ る と い う 事態 は 、 「 真

で あ り 、 十分 に 一般 的 で あ る べ き 」 と い う 一般 的 知 識 の 条件 を 充 た し て い る

よ う に 思 わ れ る か ら だ。 ロ ー ル ズ が し 1 か な る 意 味 で 「 特殊 な 心理 」 と い う 言

葉 を 扱 っ て い る か と い う 問 題 を 考慮 か ら 外 し て も 、 ロ ー ル ズ の 想 定 と は反 対

に 、 人 聞 は嫉妬 に 悩 ま さ れやす い 存在 で あ る と い う 人 間 心理 に 関 す る 一般 的

知 識 は 、 原 初状態 に お い て も 考慮 さ れ る べ き 事 実 で あ る よ う に 思 わ れ る 。

無論 ロ ー ル ズ も 、 自 身 の 嫉妬 の 取 り 扱 い に つ い て 批判 が 加 え ら れ る こ と を

承 知 し て い る 。 恥や恥辱 な ど も 含 む感 情 の 問題 を 考慮 し な い の は 「 非 現 実 的 」

で あ る と い う 批判 に 対 し て 、 二 段 階 の 議論 （two-stage argument） を 提示 し て

応 答 し て い る （TJ 143/ 1 24 邦 訳 1 94 頁 ） 。 第 一段 階 で あ る 原 初 状 態 で は 特殊 な

心 理 の 問 題 は 存在 し な い か の よ う に 扱 わ れ る が 、 第 二段 階 の 秩 序 だ っ た 社会

に お い て 、 嫉 妬 を は じ め と す る 有 害 な 感 情 が 強 ま る こ と な く 内 的 な 安 定性 7

が 達成 さ れ た こ と を も っ て 、 嫉妬 の 問題 の 解決 に 代 え よ う と す る の が 二段 階

の 議論 で あ る 。

以 上 が 嫉妬 に 代表 さ れ る 特殊 な 心 理 の 問 題 を ロ ー ル ズ が 扱 う 方 法 で あ る が 、

や は り こ の 方 法 に は 疑 問 を 持 た ざ る を 得 な い 。 勿 論 こ の 疑 問 は 、 嫉妬 に 関 す

る 議論 が 安 定性 に 関係 し な い と い っ た 主 張や 、 安 定性 が ロ ー ル ズ の 議論 の 中

で 果 た す重 要性 を 過 小評価す る も の で は 全 く な い 。 安 定性 が 重 要 で あ る こ と

7 内 的 な 安 定性 に つ い て の 詳 し い 説 明 は Weithman[20 1 1 ]pp.43 -5 1 を 参 照 。
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は っ と に 指摘 さ れ て お り 、 理論 的 に は 無 限 の 格 差 を 許 容 し 得 る 格 差原 理 の 下

で 、 貧 富 の 差 が 余 り に 大 き い た め に 不 合理 だ と は看倣 さ れ な い よ う な 「 申 し

訳 の 立 つ 嫉 妬 （ excusable envy) J が 生 じ な し 1 か と い う 懸念 は 、 ロ ー ル ズ が 自

尊心 な ど と も 関 連 さ せつ つ 論 じ て い る 重 要 な 論 点 で あ り 、 正義原 理 の 安 定性

を 確 証す る 上 で も か かせ な い 議論 で あ る （ TJ 534-53 7/468 -47 1 邦 訳 70 1 -705 頁 ） 。

だ が や は り 、 原初状 態 に お け る 原 理 の 選択 に お い て 考慮 さ れ る べ き 一 般 的 知

識 に 嫉妬 が 分類 さ れ る か ど う か と い う 問 題 と 、 秩 序 だ、 っ た 社会 に お い て 過 度

の 嫉 妬 が 醸成 さ れず安 定性 が 獲 得 さ れ る か ど う か と い う 問題 は 、 問題 の 次 元

が 異 な っ て い る と 考 え ざ る を 得 な い で あ ろ う 。 従 っ て 、 第 一 段 階 に お い て 嫉

妬 を 排 除す る 説得 的 な 根拠 が 存在 す る か ど う か が 問題 と な る 。 実 際 ロ ー ル ズ

も 第 一 段 階 に お い て 嫉妬 を 排 除す る 理 由 を 提示 し て い る の で あ る 。

以 下 で は 、 嫉妬 の 定義 か ら 始 め て 、 ロ ー ル ズ が 考 え る と こ ろ の 第一 段 階 の

議論 に お い て 、 い か な る 理 由 か ら 嫉妬 に 関 す る 情 報 が 当 事者 か ら 排 除 で き る

の か に つ い て 詳 し く 検討 し て し 1 く 。 そ し て 嫉妬 の 問題 を 原 初 状態 か ら 排 除す

る こ と が ロ ー ル ズ の 方 法論 的 立 場 と 一 貫 し て い る か ど う か に 関 す る 暫 定 的 な

結論 を 与 え る 。

4.2 事実感応性 と 嫉妬の取 り 扱いの聞の不整合

ま ず は 一 般 的 な 嫉 妬 （general envy） と 特 定 の 嫉妬 （particular envy） の 区別

か ら は じ め よ う え 特 定 の 嫉妬 と は 、 愛 情 や名 誉 の 追 求 に 敗 れ た も の が 、 競

合相 手 が 所有す る 、 ま さ に 白 分 が 獲 得 で き な か っ た 財 を 妬 む 時 に 生 じ る も の

と さ れ る 。 従 っ て 特 定 の 嫉妬 は 、 競争や勝負 に 典型 的 な 嫉妬 と 考 え る こ と が

出 来 る （TJ 53 1 /466 邦 訳 697 頁 ） 。

し か し 嫉 妬 の 問題 を 考 え る と き に ロ ー ル ズ の 念 頭 に あ る の は 、 特 定 の 嫉 妬

で は な く 一 般 的 な 嫉 妬 で あ る 。 一 般 的 な 嫉妬 と は 、 自 身 が 獲 得 で き な か っ た

8 以 下 で は 、 議論 の 簡 略化 の た め ロ ー ル ズ に 従 い財 と い う 言葉 は 基 本財 を 指す も の と す る 。
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特 定 の 事 物 に 対 し て で は な く 、 財一 般 に 対 し て 向 け ら れ る 嫉妬 の こ と を 指 す。

例 え ば 、 財 に 関 す る 獲 得競争 が な か っ た に も 関 わ ら ず 、 富裕 層 が 所持す る 所

得や機 会 へ 向 け ら れ る 嫉妬 が 、 一般 的 な 嫉妬 で あ る （TJ 53 1 /466 邦 訳 697 頁 ） 。

こ の よ う な 一 般 的 な 嫉妬 の 特徴 と し て 、 他 人 が 白 分 よ り 多 く の 財 を 所持 し

て い る 場合 に 、 他 人 の 所有 が 自 分 の 財 を 減少 さ せず と も 、 敵意 を 持 っ て 他 人

の 財 の 所有 を 眺 め る 傾 向 が 存在す る 。 つ ま り 、 彼 此 の 所 有 の 格差 が 、 正 当 ま

た は 不 当 な 財 の 取得 に 由 来す る に 関 わ ら ず 、 単 に 自 分 よ り 多 く 財 を 所有す る

他 人 に 嫉妬 は 向 け ら れ る の で あ る 。 こ の 点 で嫉妬 は 、 特 定 の 道徳原 理 の 視 点

か ら 、 財 の 格 差 を 不 正 な 制 度 や 行 為 に 起 因 す る と し て 非 難 す る 憤 慨

(resentment） と 区別 さ れ る 、 非道徳 的 な 感 情 と 考 え ら れ て い る （TJ 533/467 

邦 訳 698-699 頁 ） 9。 そ し て 嫉妬 に 悩 ま せ ら れ る 人 聞 は 、 我 々 の 所有す る 財 を

犠牲 に し て で も 、 他 人 の 所有す る 財 を 減 少 さ せ よ う と す る 。 嫉妬 に 取 り つ か

れ た 人 聞 は 、 彼 此 の 財 の 格差 を 十 分 に 縮 め る た め に は 、 彼 此 の 状況 を 共 に 悪

化 さ せ る こ と を 辞 さ な い 。 従 っ て 、 嫉妬 と は 、 単 に 自 身 よ り 多 く の 財 を 保 有

す る 者 に 対 し て 、 彼 此 の 財 の 所有 量 の 差 を 縮減 さ せ る た め に 、 自 身 の 財 を 犠

牲 に し て で も 、 他者 の 財 の 所有 量 を 減少 さ せ よ う と す る 感 情 な の で あ る （TJ

532/466 邦 訳 697-8 頁 ） 。

こ の よ う な 特徴 を 持つ 嫉妬 は 「 単純性 と 道徳理論 」 上 の 理 由 か ら 原初 状 態

か ら 排 除 で き る と ロ ー ル ズ は 考 え て い る （ TJ 530/465 邦 訳 696 頁 ） 。 単純性 を

理 由 と す る 議論 は 次 の よ う な 形 を と る 。 選択過 程 の 複雑化 を 防 ぐ た め に 原 理

の 選択 が 偶発 的 な 要 因 に 左右 さ れ て は な ら な い 、 と い う 理 由 か ら 嫉妬 を 含 む

特殊 な 心 理 に ま つ わ る 情 報 は 原 初 状態 か ら 排 除 さ れ る 。 と こ ろ で あ る 個 人 が

ど の よ う な 状況 で ど の 程度嫉妬 の 感 情 を 抱 く か は個 人 に よ っ て 異 な っ て い る 。

こ の よ う な 個 人 の 性 向 に 由 来す る 知 識 は 、 個 人 の 選好や 善 の 構想、 と 同 様 に 偶

9 必 ず し も 道 徳 的 な 意 味 を 前提 と し な い 功 績概念 が 嫉 妬 と 関 連 す る 点 に つ い て は
Ben-ze'ev[ l 992]pp . 560-565 を 参 照 。
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発 的 な 要 因 に 属 す る 。 従 っ て 嫉妬 は原初状態 か ら 排 除 さ れ る と い う わ け だ （TJ

53 0/464-5 邦 訳 695 頁 ） 。 ま た こ の 単純性 に 関 す る 議論 か ら ロ ー ル ズ が 「 特殊

な 心理 」 と い う 言葉 で 具 体 的 な 個 人 が 様 々 な 感 情 を し 1 か な る 状況 下 で ど の 程

度 の 強 さ で 抱 く か と い っ た 、 我 々 具 体 的 な 人 間 に 備 わ っ た 個 人 的 な 性 向 を 問

題 と し て い る こ と が 分 か る だ ろ う 。

道 徳、理論 上 の 理 由 に 移 ろ う 。 既 に ロ ー ル ズ が 『 正義論』 第 二十 四 節 で触 れ

て い る よ う に （TJ 1 441 1 24-5 邦 訳 1 94 頁 ） 、 嫉妬 は彼 此 の 基本財 の 減少 を 招 き

か ね な い 点 で 、 出 来 る 限 り 多 く の 基本財 を 得 よ う と す る 当 事者 の 合理性 の 観

点 か ら す る と 、 集合 的 に 不利 益 を も た ら す 可 能性 の あ る 感 情 で あ る 。 し か も 、

嫉妬 は憤慨 と は 異 な り 、 道徳 的原 理 に 関 わ ら ず 自 分 よ り 裕福 な 他人 に 向 け ら

れ る 感 情 で あ る 点 で 、 非道徳 的 な 感 情 で あ っ た 。 そ し て 、 実 際 こ の よ う な 性

質 を 持 つ 嫉 妬 は 、 悪徳 （vice） と し て 今 ま で の 道徳理論 で は避 け る べ き も の

と し て 考 え ら れ て 来 た の で あ る 。 従 っ て こ の よ う な 悪徳 に 、 原 理 の 選択 が 左

右 さ れ な い こ と が 道徳理論 と し て 望 ま し い の で あ る （TJ 530/465 邦 訳 695-6

頁 ） 。

こ の 二 つ の 理 由 を 挙 げ て 、 ロ ー ル ズ は 原初状態 か ら の 嫉 妬 の 排 除 を 正 当 化

で き る と 考 え て い る 。 し か し こ の ロ ー ル ズ の 議論 が 成 功 し て い る と は 言 い が

た い 。

こ こ に 根本原 理 の 選択 に 一般 的 知 識 を 反 映 さ せ よ う と す る ロ ー ル ズ の 方 法

論 的 立 場 と 、 嫉 妬 の 取 り 扱 い の 聞 の 不 整 合 を 指 摘 す る の が ト ム リ ン で あ る

(Tomlin[2008J ） 。 確 か に 、 個 人 の 気 質や社会 的 環 境 に よ っ て 変化 を 蒙 る 、 ど

の 程度嫉妬深 い 人 間 で あ る の か 、 ま た ど の よ う な 状況 に お い て 嫉妬 を 感 じ 易

い の か と い っ た 特殊 な 心理 に 関 す る 情報 は 、 無 知 の ヴ ェ ー ル に よ り 当 事者達

か ら 遮 断 さ れ る で あ ろ う 。 し か し 、 あ る 個 人 が ど れ ほ ど嫉妬 し やす し 、 か と い

う 特殊 な 心理 に 関 わ る 事 実 と 、 一 般 に 人 聞 が 嫉妬 し やす い と い う 事 実 は 区別

す る こ と が 出 来 る 。 ト ム リ ン が 指摘す る よ う に 、 も し 一般 に 人 聞 が 嫉妬 に 抗
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い が た く 、 嫉妬 に 陥 り やす い 存在 で あ る な ら ば 、 そ の 事 実 を 人 間 の 心理や人

聞 社会 に 関 す る 一 般 的 な 知 識 と し て 数 え る こ と は 、 十 分 に 妥 当 な 主 張 で あ る

と 思 わ れ る （Tomlin[2008]p . 1 1 6 ） 。 事 実 ロ ー ル ズ 自 身 も 、 あ る 特 定 の 環境 に お

い て 人 間 は嫉妬 か ら 逃れ ら れ な い 存在 で あ る こ と を 認 め て い る の で あ る 。

け れ ど も 時 と し て 、 嫉妬 を 引 き 起 こ す状 況 が 極 め て 切 迫 し て い る が た め

に 、 あ る が ま ま の 人 間 と し て （ given human beings as they are） 、 恨 み の 感

情 （rancorous feelings） を 克服す る こ と を 理 に か な っ た 仕方 で （reasonably)

求 め る こ と が で き な い の で あ る 。 （TJ 534/468 邦 訳 700 頁 ）

だ が 仮 に 嫉妬 に 関 す る 情 報 が 人 間 の 心理や社会 に 関 す る 一 般 的 知 識 で あ る と

し た ら 、 こ れ ら の 知 識 は 無 知 の ヴ ェ ー ル に よ っ て は遮 断 さ れず 、 当 事者 た ち

が 使用 可 能 な 一 般 的 知 識 の プ ー ル の 中 に 含 め ら れ る は ず だ。 確 か に 、 自 他 の

基本財 の 減少 を 伴 い う る 点 で 、 当 事者 の 合理性 か ら 考 え る と 、 嫉妬 は 悪徳 か

も し れ な い 。 だ が た と え 悪徳 で、 は あ っ て も 、 こ の 悪徳、 が 真 で あ り 、 十分 に 一

般 的 で あ る な ら ば 、 当 事者達 が 使 用 可 能 な 知 識 か ら 、 嫉妬 を 排 除す る 理 由 は

存在 し な い は ず で あ る 。 従 っ て 「 単純性 と 道徳理論 J は 、 一 般 的 知 識 で あ る

嫉妬 を 原 初 状態 か ら 排 除す る に 足 る 説得 的 な 論拠 で は な い 。 ロ ー ル ズ が 嫉妬

を 除外す る 説得 的 な 理 由 を 提示 で き な い 限 り 、 事 実 が 道徳 的 原 理 の 正 当 化 に

あ た っ て 重 要 な 役 割 を 果 た す と 考 え る 事 実感応 的 な 立場 と 、 特殊 な 心理 の 代

表例 と ロ ー ル ズ が 考 え る 嫉妬 の 取 り 扱 い は 、 整合 的 な 像 を 結 ん で い な い と い

う 批判 が ロ ー ル ズ に 向 け ら れ る の は避 け が た い よ う に 思 わ れ る 。

あ ら ゆ る 事 実 を 原 初 状 態 に 流入 さ せ る こ と は 無 知 の ヴ ェ ー ル の 想 定 に 反 し 、

あ ら ゆ る 事実 を 原初 状態 か ら 除去す る こ と も 原 理 の 選択 を 不 可能 に す る な ら

ば 、 ロ ー ル ズ に 残 さ れ た 道 は 、 無 知 の ヴ ェ ー ル と い う 装 置 自 体 は維持 し つ つ

も 、 ヴ ェ ー ル の 厚 さ に 手 を 加 え 、 嫉妬 に 関 す る 情 報 は 当 事者 た ち が 使用 可能
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な 一 般 的 知識 と し て ヴ ェ ー ル に 遮 断 さ れ る こ と が な い と い う 立場 を 採用 す る

こ と で あ ろ う 。 だ が こ れ は新 た な 問題 を 引 き 起 こ す。 ロ ー ル ズ は 、 従 来保守

主義 か ら 平等 主 義 的 な 思潮 に 加 え ら れ て き た 、 平等 主 義 は嫉 妬 の 表 出 に 他 な

ら な い と い う 批判 を 取 り 上 げ 、 「 仮説 上誰 も 恨 みや悪意 に 動 か さ れ な い 状 況 下

で 正 義 の 構想 が 選択 さ れ る 」 が 故 に 、 正 義 の 二原理 は 「 こ れ ら の 感 情 に 由 来

す る も の で は な し リ と し て 、 保守 主義者 の 批判 は公 正 と し て の 正 義 に は 当 て

は ま ら な い と 考 え て い る （TJ 53 8/472 邦 訳 706 頁 ） 。 だ が 原 理選択 に 関 わ る 一

般 的 知 識 の 中 に 嫉妬 が 含 ま れ る と 考 え る な ら ば 、 こ の ロ ー ル ズ の 主 張 を 額面

通 り 受 け 取 る の は難 し く な る だ ろ う 。 嫉 妬 に 関 す る 情 報 を 原 初状態 に 含 め た

場合 、 主 張 の 整合性 を 保 つ た め に は 、 正 義 の 二原 理 は嫉妬 に 基 づ い て い る と

い う 批判 （Walsh[ 1 992]p .20） に 応 じ る 必 要 が 別 途 生 じ る こ と と な る の で あ る

10 。

事 実感応性 を 維持 し つ つ 一般 的 知 識 の 中 に 嫉妬 を 含 め る こ と が 山 来 な い ロ

ー ル ズ が 陥 っ て い る 状 況 を ト ム リ ン の 言葉 を 借 り て 表 現すれ ば次 の よ う に な

る だ ろ う 。 す な わ ち ロ ー ル ズ は 、 事 実感 応 的 か っ嫉妬不感応 的 で、 あ る こ と を

望 む が 、 実 際 に は 、 嫉妬 を 排 除す る 理 由 を 提示 で き な い 限 り 、 ロ ー ル ズ が 採

用 可能 な 立場 は 、 「 事 実 不感応 かっ嫉妬 不 感応 か あ る い は 事 実感応 的 かっ嫉妬

感応 的 な J 立場 し か 存在 し な い の で あ る （Tomlin[2008]p . 1 1 5 ） 。

5. 一 般 的 事 実 と 理 想 理論 の 関 係

五節 で は 、 四 節 で 明 ら か と な っ た 事 実感応性 と 嫉妬 の 取 り 扱 い の 不整 合 を

解 消 す る よ う な 解釈 の 提示 を 試 み た い。 具 体 的 に は 、 事 実感 応性 を 保持 し つ

つ 、 一般 的 事 実 か ら 嫉妬 を 除去す る こ と を 可能 に す る 理 由 を ロ ー ル ズ の 理論

か ら 探す こ と が 五節 の 課題 と な る 。

1 0 嫉妬 を 水 準 低 下 (leveling-down） を 引 き 起 こ す感 情 と 捉 え た 上 で 、 平 等論 と の 関係 を 考 察
し た も の と し て は Young[ 1 987]pp .264-270 を 参 照 。
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候 補 と な る 理 由 の 一 つ 目 は 単 純化 （ simplification） で あ る 。 単純化 と は 、

こ こ で は複雑す ぎ る 問題 に 対処す る た め に 、 一 時 的 に 対象 が 持 つ 特 定 の 属性

を 除 去す る 操作 の こ と を 意 味 し て い る 1 1 0 例 え ば 、 『 正義論 』 で は 、 「 他 の 社

会 か ら 孤 立 し た 閉 鎖 シ ス テ ム （a closed system） と し て 」 国 民 国 家 を 捉 え 、 そ

の 基礎構造 に 議論 が 限 定 さ れ て い る （TJ 8/7 邦 訳 1 2 頁 ） 。 勿 論 、 他 の 社会 か

ら の 影響 を 受 け な い 孤 立 し た 国 民 国 家 の 想 定 は 、 現実 の グ ロ ー バ ル化 し た 社

会 の 実像 と は 余 り に か け 離れ た も の だ。 し か し 、 「 一 旦 こ の ケ ー ス に 妥 当 す る

堅 固 な 理論 を 手 に 入れ さ え すれ ば 、 正義 に 関 わ る 残 り の 問題 も そ の 理論 に 照

ら す こ と で よ り 扱 い やす く な る こ と が 判 明 し て い る 」 の な ら ば 、 閉 鎖 シ ス テ

ム と し て の 社会 と い う 想 定 を 非 現 実 的 と し て 一 蹴す る こ と は で き な い だ ろ う

(TJ 8/7 邦 訳 1 2 頁 ） 。 将来 の 拡 張 可 能性 を 残 し つ つ 複雑性 の 縮減 を 施 す 単純

化 は 、 グ ロ ー バ ル ジ ャ ス テ ィ ス の よ う な 極 め て 多 く の 要 因 が 絡み 合 い 複雑化

し た 問題 を 扱 う 際 に は 、 規範理論 に と っ て 有用 な 理論 的武器 に な り 得 る の で

あ る 1 20

一 般 的 知 識 の 原 初 状 態 か ら の 排 除 も 、 右 で 素 描 し た よ う な 閉 鎖 シ ス テ ム と

し て の 社会 と 同 様 の 単純化 の 操作 と 考 え ら れ な い だ ろ う か。 つ ま り 原初 状 態

か ら の 嫉 妬 の 削 除 を 、 そ の 結 果得 ら れ た 理論 を 足 掛 か り に 、 原初 状 態 に お い

て 嫉妬 が 含 ま れ た 場 合 ど の よ う な 原理 が 選択 さ れ る の か を 見 極 め る た め の 単

純化 の 産物 と 考 え る の で あ る 。

し か し な が ら 一 見 し て 明 ら か な よ う に 、 結 局 こ の 単純化 で は 、 最終 的 に 嫉

妬 が 原 初 状態 の 内 に 含 ま れ る こ と に な り 、 ロ ー ル ズ が 懸 念 し て い た 保 守 主 義

か ら の 批判 を 回避す る こ と が 出 来 な く な る 。 単純化 を 一般 的 知 識 か ら 嫉妬 を

排 除す る た め の 説 得 的 な 理 由 と 考 え る の は 困 難 で あ る 。

1 1 こ の 単純 化 の 概念 は 、 オ ニ ー ル の 抽 象 化 と 理想 化 に 関 す る 議論 （ O'neill [ 1 989]pp .208-209) 
と 上原 ・ 河野 の 議論 （ 上原 ・ 河 野 ［20 1 3 ］ ） に 示 唆 を 受 け た も の で あ る 。
12 だ が ほ か な ら ぬ 国 内 ／国 外 と い う 区 分 、 よ り 根 本 的 に は オ ニ ー ル が 無 害 と 考 え た 抽 象 化 が
規 範 の 射程 に 与 え る 影響 に 関 し て は 上原 ・ 河 野 ［20 1 3 ] 9 1 -94 頁 を 参 照。
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二 つ め は 一般 的 事 実 の 中 に も 原 初状態 に 含 め ら れ る も の と 含 め ら れ な い も

の が 存在 し 、 嫉妬 は 後 者 の カ テ ゴ リ ー に 該 当 す る と 考 え る こ と で あ る 。 そ も

そ も 一般 的 事 実 で さ え あ れ ば 、 無 条件 で原初状態 に 含 ま れ る と 考 え る の は 奇

妙 で は な い だ ろ う か。 実 際 ロ ー ル ズ は 、 一 般 的 事 実 に 課せ ら れ る 制 約 と し て 、

知 識 の 単純性 を 挙 げ て い る 。 正 義 の 構想 は 、 市 民 生活 の 基礎 を 形成 す る こ と

が 可能 な 公 共 的原 理 で な け れ ば な ら な し 、 か ら 、 そ の 正 当 化 に 使用 可能 な 知 識

の 複雑性 に は 制 限 が 課せ ら れ る の で あ る （TJ 1 42/ 1 22- 1 23 邦 訳 1 92 頁 ） 。

で は ロ ー ル ズ は嫉 妬 を 排 除す る よ う な 条件 を 提示 し て い る の だ ろ う か。 し

か し 残念 な が ら そ う し た 条件 を ロ ー ル ズ は我 々 に 対 し て 明 示 し て く れ て は い

な い 。 こ こ で 一 旦 ロ ー ル ズト か ら 離れ 、 解釈 の 足 が か り と し て 明 ら か に 規範理

論 が 反 映す べ き で は な い 一 般 的 事実 と は 何 か に つ い て 考 え て み た い 。

こ の 点 に 関 し て は エ ス ト ラ ン ド の ロ ー ル ズ批判 が 我 々 に 有益 な 示 唆 を 与 え

て く れ る 。 原 理 の 事 実感応性 自 体 を エ ス ト ラ ン ド は 否 定 し な い が 1 3 、 一般 的

事 実 の 中 に は 、 正義原 理 に 反 映 さ れ る べ き で は な い 事 実 が 存在 す る と 指摘す

る 。 「 能力 に 恵 ま れ た 者 が 、 能力 に 恵 ま れ て い な い に も 関 わ ら ず （ 自 分 と 同 じ

ぐ ら し 、 ） 裕 福 な 者 に 嫉妬 す る こ と は 、 人 間 本性 の 一 部 で あ る J と し た ら 、 ロ

ー ル ズ は こ の 正義 汚 染 的 事 実 （justice-tainting facts） を 原 理 に 反 映 さ せ ね ば な

ら な く な る と し て 、 エ ス ト ラ ン ド は 動機 づ け や意志 的 な も の に 関 す る し 1 か な

る 事 実 も 正 義 原 理 の 制 約 と 看 倣 さ れ る べ き で は な い と 主 張 す る の で あ る

(Estlund[20 1 1  ]pp .225-229） 。

何 を も っ て 正義 汚 染 的 1 4 と 看倣す か な ど の 点 に つ い て 本稿 で扱 う こ と は 出

来 な い が 、 確 か に エ ス ト ラ ン ド の 批判 は 的 を 射 て い る よ う に 見 え る 。 一般 的

事 実 の 中 に も 支 配 的 イ デ オ ロ ギ ー や特 定 の 社会 環境 の 産物 が 混在 し て い る 可

能性 が あ り 、 そ う し た 事 実 を 所与 の 事 実 と し て 組み 込 む こ と は規範理論 に 致

1 3 エ ス ト ラ ン ド と コ ー エ ン の 立場 の 違 い に つ い て は Estlund[20 1 4]pp . 1 29- 1 30 を 参 照。
14 事 実 の 内 ど れ が 事 実 汚 染 的 な も の で あ る か を 特 定す る 作業 は エ ス ト ラ ン ド 自 身 が 先 送 り
し て い る （ Estlund[2 0 1 l ]p .227） 。

8 1  



命 的 な 歪 み を も た ら す恐 れ が あ る 。 エ ス ト ラ ン ド の 批判 が 正 し く 見 え る の は 、

た と え 一 般 的 事 実 で あ ろ う と も 、 あ り の ま ま の 心 理 的 な 事 実 を 原 理 に 反 映 さ

せ る こ と が 規範理論 を 歪 め る 可能性 が あ る こ と を 明 ら か に し て い る か ら だ。

1 5議論 を ロ ー ル ズ に 戻 そ う 。 そ れ で、 は 原 初 状 態 に お い て あ り の ま ま の 心 理

的 事 実 を 反 映 さ せ る こ と に 制 約 を か け る 条件 は 存在す る の だ ろ う か。 こ こ で

ロ ー ル ズ の 理想理論 を 特徴づ け る 厳格 な 遵守条件 を 思 い 山 そ う 。 厳格 な 遵守

と は 、 秩 序 だ っ た 社会 の 市 民 達 は 「 全員 が 正義 に か な っ た 行 為 を し 、 正 義 に

か な っ た 制 度 を 維持す る 自 ら の 役割 を 果 た す 」 正義感 覚 を 備 え て い る と い う

こ と を 意 味 し て い た 。 重 要 な の は こ の よ う な 遵守 を 可 能 に す る 正義感 覚 は 、

明 ら か に 我 々 が 現実 に 有す る 心理 的 動機 と は か け 離れ て い る と い う 点 で あ る

（ 井 上 ［20 1 4] 1 66- 1 67 頁 ） 。 そ し て も し 正 義感 覚 が 我 々 の あ り の ま ま の 心理 的

事 実 と 異 な る も の で あ る の な ら ば 、 そ れ は 一般 的 事 実 の 内 容 に も 影響 を 及 ぼ

す は ず で あ る 。 何故 な ら 、 正義感 覚 は 原 初 状態 で も 使用 す る こ と が 許 さ れ た

一般 的 事 実 に 定位 し て 記述 さ れ る も の で あ っ た か ら だ。 正 義感 覚 と 我 々 が 現

実 に 持 つ 動機構造 の ズ レ は 、 一 般 的 事 実 が 現在 の 人 間 に 観察 可能 な 心理 的 事

実 を 反 映す る 必 要 が な い こ と を 意 味 し て い る 。

こ の 正義感 覚 の 理想、性 が 嫉妬 の 問題 を 一 般 的 事 実 か ら 排 除す る 理 由 と な り

得 る 。 我 々 が 特 定 の 状 況 下 に お い て 嫉妬 か ら 逃れ る こ と が 出 来 な い と い う 事

実 は 、 心理 的 な 事実 の 中 に 含 め ら れ る だ ろ う 。 そ し て 心 理 的 な 事 実 で あ る 以

上 は 、 原 初 状 態 で使 用 可能 な 一 般 的 知識 の 中 に そ の ま ま 反 映 さ れ る と は 限 ら

な い の で あ る 。 も ち ろ ん こ れ は 無 条件 に 心 理 的 事 実 が 排 除 さ れ る こ と を 意 味

す る わ け で は な い 。 あ ら ゆ る 心理 的 事 実 が 排 除 さ れ て し ま え ば 、 正 義感 覚 の

記述 は 不 可能 と な る だ ろ う 。 し か し 心理 的 事実 で あ れ ば無 条件 で原初状態 に

含 め ら れ る と い う こ と も ま た 意 味 し て い な い 。 嫉妬 に は 、 正 義感 覚 の 理想性

か ら 、 当 事者 達 が 使 用 す る 一般 的 知 識 に は カ テ ゴ ラ イ ズ さ れ な い 心理 的 事 実

1 5 こ の 段 落 の 記 述 は 井 上 ［20 1 4] 1 66- 1 68 頁 の 考察 に 全面 的 に 負 っ て い る 。
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と し て 排 除 さ れ る 可 能性 が 存在 し て い る と 考 え る こ と が で き る の で あ る 。

6. 結 論

本稿 で は は じ め に ロ ー ル ズ の 理想理論 の 特徴 に つ い て 概観 し た 後 、 コ ー エ

ン に よ る ロ ー ル ズ批判 を 検討 し 、 行為 や 正 当 化 の 為 の 公 共 的 な 原 理 と し て の

正義 の 構想、 に と っ て 、 事実感応性 は 必 ず し も 欠 点 を 意 味 し な い こ と を 示 し た 。

後 半 部 分 で は 、 ま ず事 実感応 性 を 受 け 入 れ た 時 に 生 じ る 事 実 の 取捨選択 に 関

す る 問題 を 具体 的 に ロ ー ル ズ の 嫉妬 の 取 り 扱 い に 即 し て 検討 し 、 嫉妬 を 原初

状態 の 一 般 的 知 識 か ら 除外す る ロ ー ル ズ の 態度 は 表 面 的 に は矛 盾 し て い る こ

と が 指摘 さ れ た 。 五節 で は こ の 矛 盾 を 解 消 す る 糸 口 を ロ ー ル ズ の 理想、理論 の

中 に 見 い だ し 、 厳格 な 遵守 に 関 わ る 条件 か ら 心理 的 事 実 を そ の ま ま 反 映 さ せ

る 必 要 が な い 点 を も っ て 嫉妬 を 一 般 的 知 識 か ら 除外す る 理 由 に な り 得 る と 結

論 づ け た の で あ っ た 。

も っ と も こ れ は嫉 妬 な ど の 心 理 的 な 事 実 を 除 去 さ え すれ ば 、 他 の あ ら ゆ る

一般 的 事 実 は原 初 状 態 に 含 ま れ て よ い と い う こ と を 意 味 し な い 。 こ れ は 正 義

汚染 的 な 事実 と は何 か と い う 問 題 系 に 関 わ っ て く る も の で あ り 、 規範理論 と

事 実 の 関係 に つ い て 更 に 進 ん だ考 察 を 必 要 と す る 問題 で も あ る 。 ロ ー ル ズ の

場合 は 、 更 に 反省 的 均衡 を ど う 位 置 づ け る べ き か と い う 問 題 が 関 わ っ て く る 。

こ れ ら の 問題 は別稿 を あ て て 検討す る こ と に し た い 。
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