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本 稿 で は 、 近 年 の 功 利 主 義 理 論 の 展 開 と し て 、 功 利 主 義 が 道 徳 的 直

観 と 矛 盾 す る と い う 定 番 の 批 判 に 対 し 、 功 利 主 義 系 の 立 場 か ら ど の

よ う な 応 答 が な さ れ て き た か を 見 て 行 く 。 特 に 、 R . M . ヘ ア 、 サ ミ

ュ エ ル ・ シ ェ フ ラ ー 、 ブ ラ ッ ド ・ フ ッ カ ー の 三 人 の 立 場 を 紹 介 し な

が ら 検 討 し て い き た い 。（功 利 主 義 理 論 の そ の 他 の 面 で の 展 開 に つ い

て は 伊 勢 田 ほ か 2 0 0 6 第 一 章 お よ び 第 二 章 を 参 照 さ れ た い ）。  

ま ず 、 功 利 主 義 の 基 本 形 を 確 認 し て お こ う 。 功 利 主 義 の 中 心 と な る

の は「 功 利 の 原 理 」、す な わ ち「 関 係 者 の 幸 福 を 最 大 化 す る よ う 行 為

せ よ 」 と い う 原 理 に も と づ い て 選 択 を 行 う と い う 考 え 方 で あ る 。 一

回 一 回 の 行 為 が そ う し た 原 理 の 判 断 の 対 象 に な る 、 と い う の が 「 行

為 功 利 主 義 」 で あ り 、 行 為 を す る た め の 規 則 を 選 ぶ 際 に の み 功 利 の

原 理 を 使 う と い う の が 「 規 則 功 利 主 義 」 で あ る 。  

行 為 功 利 主 義 は 、 で き る だ け 幸 福 を 最 大 化 す る と い う 功 利 主 義 的 な

価 値 論 に 忠 実 で 、 い わ ば 純 正 の 功 利 主 義 で あ る 。 し か し 、 幸 福 を 最

大 化 す る た め な ら 何 を し て も よ い と い う 含 み を 持 つ （ し た が っ て 場

合 に よ っ て は 無 実 の 人 を 殺 し て も い い こ と に な る ） 点 で 、 道 徳 的 判

断 と い う も の に つ い て の 直 観 に 反 す る と さ れ る 。 他 方 、 規 則 功 利 主

義 の 立 場 か ら は 、 そ の 種 の 批 判 に は 「 場 合 に よ っ て は 無 実 の 人 を 殺

し て も い い 」 な ど と い う 規 則 が 人 々 を 幸 せ に す る こ と は な い か ら 認

め ら れ な い 、 と い っ た 応 答 が 可 能 で あ る 。 し か し 一 方 、 規 則 を 複 雑

に し て い け ば 結 局 行 為 功 利 主 義 と 同 じ に な る 、と い う 批 判 や 、逆 に 、

規 則 に こ だ わ っ て 人 々 が 不 幸 に な る の を 見 過 ご す の は 功 利 主 義 の 基

本 精 神 に 反 す る の で は な い か 、 と い う 行 為 功 利 主 義 側 か ら の 批 判 が

あ る 。  

こ う し た 批 判 や 内 部 対 立 が あ り つ つ も 、 誰 も が 幸 せ に な る の は 倫 理

的 に よ い こ と だ と い う 強 い 直 観 に 支 え ら れ 、 功 利 主 義 は 根 強 く 生 き

延 び て き た 。 そ の 際 、 功 利 主 義 と 矛 盾 す る よ う な さ ま ざ ま な 直 観 に

対 し て 、功 利 主 義 系 の 理 論 の 側 か ら い ろ い ろ な 答 え が な さ れ て き た 。 

ま ず 、 功 利 主 義 の 伝 統 に 忠 実 な 路 線 と し て は 、 ヘ ア が 『 道 徳 的 に 考

え る こ と 』 ( 1 9 8 1 ） で 展 開 し た 二 層 理 論 が あ る 。 こ れ は 行 為 功 利 主

義 を ベ ー ス に 規 則 功 利 主 義 的 な 要 素 を か な り 多 く 取 り 入 れ た も の で

あ る 。 ヘ ア に よ れ ば 道 徳 的 判 断 に は 批 判 的 レ ベ ル と 直 観 的 レ ベ ル の

二 つ の レ ベ ル が あ る 。 批 判 的 レ ベ ル で は 十 分 な 時 間 と 情 報 の 下 に 功

利 主 義 的 な 判 断 を 行 っ て 直 観 的 規 則 を 選 ぶ 。 直 観 的 レ ベ ル は 不 十 分

な 情 報 で 即 座 に 判 断 を し な く て は な ら な い 日 常 的 な 道 徳 判 断 の レ ベ

ル で あ る 。 そ う い う 状 況 で 無 理 に 功 利 主 義 的 判 断 を し よ う と す れ ば

過 ち は 避 け ら れ な い の で 、 事 前 に 選 ん で お い た 直 観 的 規 則 に 従 っ て

判 断 す る 。 た だ し 、 直 観 的 規 則 同 士 が 対 立 し た り 、 明 ら か に 直 観 的



規 則 が あ て は ま ら な い 場 合 な ど に は 批 判 的 レ ベ ル に 戻 っ て 思 考 す る

こ と も な い わ け で は な い 。以 上 の よ う な 二 層 理 論 の 観 点 か ら す る と 、

道 徳 的 直 観 を た て に と っ て 功 利 主 義 を 批 判 す る 者 た ち は 、ま さ に（ 批

判 的 レ ベ ル で の ） 功 利 主 義 的 観 点 か ら み て 望 ま し い 人 格 を 身 に つ け

て い る こ と に な る 。 た だ 、 彼 ら の 過 ち は 、 無 実 の 人 を 殺 す こ と で 幸

福 が 最 大 化 す る よ う な 極 端 な 例 外 的 ケ ー ス に 直 観 的 規 則 を あ て は め

て し ま っ て い る こ と で あ る と ヘ ア は 言 う 。 直 観 的 規 則 は そ う し た ケ

ー ス を 処 理 す る よ う に は で き て い な い の で 、 正 し い 答 え を 出 そ う と

思 え ば 批 判 的 レ ベ ル に 立 ち 戻 っ て 考 え な く て は な ら な い 、 と い う わ

け で あ る 。  

ヘ ア の 議 論 は 功 利 主 義 の 枠 内 で 批 判 者 た ち の 存 在 を メ タ 的 な 観 点 か

ら 説 明 し て し ま お う と い う も の で あ っ た が 、 こ れ は 功 利 主 義 の 批 判

者 た ち に と っ て は 満 足 の 行 く も の で は な か っ た 。 そ こ で 、 功 利 主 義

の 利 点 を 生 か し つ つ 批 判 す る 側 の 要 素 も 取 り 込 も う と い う 折 衷 的 な

提 案 が い く つ も な さ れ て き た 。  

ま ず 、 シ ェ フ ラ ー が 『 帰 結 主 義 の 拒 絶 』 ( 1 9 9 4 ) で 提 案 す る の は 、

非 帰 結 主 義 の 要 素 を 取 り 込 む「 ハ イ ブ リ ッ ド 型 」の 功 利 主 義 で あ る 。

彼 が 功 利 主 義 へ の 批 判 と し て 特 に 重 視 す る の は バ ー ナ ー ド ・ ウ ィ リ

ア ム ズ が「 統 合 性 」( i n t e g r i t y ) の 概 念 を 使 っ て 行 う 批 判 な の で 、

ま ず そ ち ら を 簡 単 に 確 認 し よ う 。  

ウ ィ リ ア ム ズ の 批 判 は 、 功 利 主 義 の 思 考 法 の 根 本 に あ る 帰 結 主 義 と

呼 ば れ る 考 え 方 に 向 け ら れ て い る 。 帰 結 主 義 と は 行 為 の 結 果 だ け で

行 為 の 善 悪 を 判 断 す る と い う 立 場 の 総 称 で 、 こ の 立 場 に よ れ ば 二 つ

の 行 為 の 結 果 が 同 じ な ら 、 そ の 二 つ の 行 為 の 善 し 悪 し に つ い て の 判

断 も 同 じ に な る は ず で あ る 。 し か し 、 倫 理 的 判 断 に お い て は 、 自 分

が 人 を 殺 す か 自 分 の 行 為 の 結 果 他 人 が 人 を 殺 す か は 大 き な 違 い を 生

む 。 あ る い は 、 知 ら な い 誰 か と 自 分 の 妻 が 溺 れ て い て ど ち ら か 一 人

し か 助 け ら れ な い 、 と い う よ う な と き 自 分 の 妻 の 方 を 優 先 す る べ き

だ と わ れ わ れ は 感 じ る だ ろ う 。 ウ ィ リ ア ム ズ は 、 人 間 の 行 動 と い う

も の が ラ イ フ プ ラ ン や 自 己 イ メ ー ジ な ど と い っ た も の で 統 合 さ れ て

い る と い う 観 点 か ら こ う し た 選 択 を 説 明 す る 。 殺 人 者 と な る こ と は

そ の 人 の 自 己 イ メ ー ジ に 反 す る し 、 妻 を 大 事 に す る こ と は そ の 人 の

ラ イ フ プ ラ ン の 重 要 な 一 部 で あ る か ら こ そ 、 差 が 生 じ る の で あ る 。  

こ う し た 行 為 者 に 相 対 的 な 要 素 を シ ェ フ ラ ー は 「 行 為 者 中 心 的 」

( a g e n t - c e n t e r e d ) と 呼 び 、 功 利 主 義 の 理 論 そ の も の に （ ヘ ア で

言 え ば 批 判 的 レ ベ ル に ） こ の 要 素 を 導 入 す る 。 導 入 に は 二 つ の タ イ

プ が あ り う る と 彼 は 言 う 。 ひ と つ は 行 為 者 中 心 的 理 由 か ら 幸 福 を 最

大 化 し な い よ う な 選 択 肢 を 選 ぶ こ と を 許 容 す る「 行 為 者 中 心 的 特 権 」

と い う 考 え 方 で あ り 、 も う ひ と つ は そ う し た 選 択 を （ 単 に 許 容 す る

だ け で な く ） 要 求 す る と い う 「 行 為 者 中 心 的 制 約 」 と い う 考 え 方 で



あ る 。 シ ェ フ ラ ー は 行 為 者 中 心 的 制 約 は 功 利 主 義 の よ い と こ ろ を 奪

う 上 に 根 拠 も は っ き り し な い と い う こ と で 、 行 為 者 中 心 的 特 権 だ け

を 取 り 入 れ る ハ イ ブ リ ッ ド 型 の 功 利 主 義 を 採 用 す る 。 こ れ で 、 ウ ィ

リ ア ム ズ が 呈 示 す る よ う な 例 に お い て 反 功 利 主 義 的 な 選 択 を 行 う こ

と が 許 容 さ れ る （ も ち ろ ん あ く ま で 功 利 主 義 的 に 判 断 す る こ と も 許

容 さ れ る ）。  

も う 一 人 、 功 利 主 義 を 出 発 点 と し て 他 の 立 場 の 要 素 を 取 り 入 れ る 論

者 と し て フ ッ カ ー が い る 。 フ ッ カ ー の 『 理 想 的 規 則 体 系 、 現 実 の 世

界 』 ( 2 0 0 0 ) で 擁 護 さ れ て い る 立 場 は 規 則 帰 結 主 義 で あ る 。 規 則 功

利 主 義 は 現 代 の 功 利 主 義 で は 人 気 の な い 立 場 だ っ た が 、 フ ッ カ ー は

規 則 功 利 主 義 に 手 を 加 え る こ と で 現 代 に よ み が え ら せ る 。 フ ッ カ ー

の 改 良 の ひ と つ の ポ イ ン ト は 、 個 々 の 規 則 で は な く 、 規 則 体 系

( c o d e  o f  r u l e s ) を 内 面 化 ( i n t e r n a l i z e ) す る こ と の 効 用 を

考 え る 点 で あ る 。 そ う し た 規 則 体 系 は 学 習 し 利 用 で き る よ う な も の

で な く て は な ら ず 、 そ れ が 行 為 功 利 主 義 と 一 致 す る と は 考 え に く い

の で 、 規 則 功 利 主 義 は 行 為 功 利 主 義 に 還 元 さ れ る と い う 批 判 は 逃 れ

る こ と が で き る （ そ れ は ち ょ う ど ヘ ア が 直 観 的 レ ベ ル で 選 択 す る よ

う な 規 則 体 系 に な る ）。 フ ッ カ ー は ま た 、「 大 惨 事 を 避 け よ 」 と い う

規 則 を 規 則 体 系 に 含 め る こ と で 、 規 則 功 利 主 義 は 人 々 を 不 幸 に し て

も 規 則 に 従 う こ と を 要 求 す る 、 と い う 行 為 功 利 主 義 か ら の 批 判 も か

わ す 。  

フ ッ カ ー が 「 功 利 主 義 」 で は な く 「 帰 結 主 義 」 と い う 言 葉 を 使 う の

は 、 功 利 主 義 が 平 等 に 十 分 な 注 意 を は ら わ な い （ 福 利 の 総 量 だ け を

気 に か け 、 ど の よ う に 分 配 さ れ る か を 気 に か け な い ） と い う 批 判 を

真 剣 に う け と め 、 修 正 を 提 案 す る か ら で あ る 。 こ の 種 の 批 判 で 特 に

有 名 な の が ロ ー ル ズ の 『 正 義 論 』 で 、 ロ ー ル ズ は 基 本 的 財 の 不 平 等

な 分 配 は そ れ が 最 悪 の 立 場 に い る も の に と っ て 有 利 に な る 場 合 に の

み 許 容 さ れ る と い う 、 い わ ゆ る 「 格 差 原 理 」 を 導 入 し た 。 フ ッ カ ー

は 「 最 悪 の 立 場 に い る も の の 優 先 」 ( p r i o r i t y  t o  t h e  w o r s t  

o f f ) と い う 要 素 を 規 則 功 利 主 義 に 付 け 加 え る 形 で 効 用 計 算 に 格 差

原 理 的 な 要 素 を 持 ち 込 む こ と を 提 案 す る 。 具 体 的 に は 、 効 用 の 総 和

を と る と き に 、 社 会 の 中 で も っ と も 不 幸 な グ ル ー プ の 人 々 に つ い て

は 彼 ら の 利 害 を 重 く 計 算 す る 、 加 重 総 和 と い う や り 方 を と る 。 こ う

し た 改 変 を 通 じ て 、 規 則 功 利 主 義 を ベ ー ス と し な が ら 、 功 利 主 義 と

平 等 主 義 の 直 観 を 両 立 さ せ よ う と い う の が フ ッ カ ー の ア イ デ ア で あ

る 。  

以 上 、 ヘ ア 、 シ ェ フ ラ ー 、 フ ッ カ ー の 三 人 三 様 の 戦 略 を 見 て き た 。

ヘ ア は 行 為 功 利 主 義 の 枠 内 で 直 観 的 レ ベ ル を 強 化 す る こ と で 、 シ ェ

フ ラ ー は 行 為 者 中 心 的 な 要 素 を 持 ち 込 む こ と で 、 フ ッ カ ー は 規 則 功

利 主 義 に 平 等 主 義 的 要 素 を 持 ち 込 む こ と で 、 そ れ ぞ れ 批 判 に 対 処 し



よ う と し た 。 し か し 、 シ ェ フ ラ ー に せ よ フ ッ カ ー に せ よ 、 道 徳 的 直

観 に 基 づ く 批 判 の 一 面 に し か 答 え て い な い 。 も し 彼 ら の 路 線 で そ う

し た 批 判 を す べ て か わ そ う と す る な ら 、 も っ と 本 格 的 に ハ イ ブ リ ッ

ド 的 な 功 利 主 義 を 取 る 必 要 が あ る だ ろ う 。  

わ た し 自 身 は 、 は っ き り し た 直 観 が 存 在 す る 領 域 に お い て は 功 利 主

義 は 直 観 に 道 を 譲 り 、 直 観 的 規 則 ど う し が 対 立 す る 領 域 に お い て の

み 功 利 主 義 的 判 断 を 下 そ う と す る 、 と い う 「 未 確 定 領 域 功 利 主 義 」

と い う 立 場 を 提 案 し て い る（ 伊 勢 田 2 0 0 2 ) 。こ れ は 、ヘ ア の 二 層 理

論 で い え ば 、 批 判 的 レ ベ ル か ら 直 観 的 規 則 を 選 択 す る と い う 役 割 だ

け を 除 い た も の で あ り 、 さ ら に い え ば 功 利 主 義 の 何 を 残 し 何 を 削 る

か に つ い て フ ッ カ ー と ち ょ う ど 逆 の 選 択 を し て い る こ と に な る （ フ

ッ カ ー は ヘ ア の 批 判 的 思 考 か ら 例 外 的 状 況 で の 判 断 と い う 役 割 を 奪

う が 規 則 体 系 の 選 択 と い う 役 割 は 残 し て い る ）。こ れ な ら ば 行 為 者 中

心 性 に つ い て も 平 等 主 義 に つ い て も わ れ わ れ の 道 徳 的 直 観 が 確 立 し

て い る か ぎ り に お い て 優 先 的 に 扱 う た め 、 そ う し た 立 場 か ら の 批 判

を か わ す こ と が で き る 上 に 、 功 利 主 義 が そ の 力 を 最 大 限 に 発 揮 す る

領 域 、 す な わ ち 直 観 だ け で は 何 を す れ ば い い か 分 か ら な い 領 域 に お

い て 功 利 主 義 を 使 え る と い う こ と は 保 証 さ れ る 。  

も ち ろ ん 、 ハ イ ブ リ ッ ド 化 を 進 め る こ と で 功 利 主 義 の 理 論 と し て の

単 純 さ ・ 純 粋 さ は 失 わ れ る か も し れ な い 。 し か し 、 功 利 主 義 の 理 論

的 純 粋 さ を 守 っ て 社 会 的 意 思 決 定 に お け る 少 数 派 で あ り 続 け る よ り

も 、 広 範 囲 な 社 会 的 合 意 の 基 礎 と な り う る よ う な 形 に 姿 を 変 え る こ

と で 社 会 的 意 思 決 定 に お い て 功 利 主 義 的 思 考 の 占 め る 場 所 を 確 保 す

る 方 が 重 要 か も し れ な い 。 誰 も が 幸 福 に な る 方 が 倫 理 的 に 望 ま し い

と い う 功 利 主 義 の 基 本 的 直 観 が 生 き 続 け る か ぎ り 、 ヘ ア 流 の 正 統 派

功 利 主 義 に 加 え て 、 今 後 も こ う し た ハ イ ブ リ ッ ド の 提 案 は な さ れ て

い く こ と だ ろ う 。  
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