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阜

加

斗

唯

物

史

観

の

反

省

-

は

し
が

き

小

ま
さ

ら
､

こ

と

あ

た

ら

し

く

述
べ

る

ま
で

も

な
い

こ

と

で

あ

る

が
､

群
讃
法
的
唯
物
論
が

マ

ル

ク

ス

主

義
の

哲
学
で

あ

り
､

唯

物
史

観
(

史
的

唯
物
論
)

が
､

こ

れ

に

立

脚
す
る

歴

史
観

､

社

食

観
で

あ

り
､

マ

ル

ク

ス

の

大

著
『

資
本
』

が

こ

の

歴

史
､

社
食
観

を

基

礎
と

す
る

資
本
主

義
祀

合
の

分
析
で

あ

る
｡

昭

和
二

年
の

春

に
一

橋
で

､

社
食
政

策
の

講
義
を

は

じ

め
た

と

き

以

爽
､

唯
物

史

観
の

内
容
の

紹

介
､

吟
味
を

つ

づ

け
て

今
日

に

及
ん

で

い

る

が
､

三

十

数
年
後
の

今
日

で

も
､

正

直
に

告

白

す
る

と
､

こ

れ

に

た

い

す
る

考
え

が
､

ま

と

ま
っ

て

い

な
い

の

で

あ

る
｡

私
の

立

場
か

ら

み

て

も
､

唯
物
史
観

､

そ

の

根
抵
に

あ

る

洋
語

法
的

唯

物

論
に

は
､

学
ぶ
ぺ

き

多
く
の

も
の

が
､

ひ

そ

ん

で

い

る

に

も
か

か

わ

ら

ず
､

社
食
理

想
主

義
を

固
守
す
る

た

め

か
､

全

面

的
に

は
､

こ

れ

井

藤

牛

弼

に

賛
同

し

え

な
い

で

今

日

に

及
ん

で

い

る
｡

赤
松
教
授
の

退

官
記
念
競
に

執
筆
す
る

横
合
が

興
え

ら
れ

る

こ

と

と

な
っ

た

と

き
､

ど

う
い

う
題
目
に

す
べ

き

か
､

だ

い

ぶ

ん

迷

っ

た

の

で

あ

る
｡

な
る
べ

く
同

君
の

専

門

分
野
に

近
い

も
の

に

し

た

い
｡

そ

れ

に

は
､

財
政

学
の

も
の

は

避
け

､

社
食

､

経
済
政

策

の

原
理

に

関
す
る

も
の

に

し
た

い

と

考
え

､

結
局

､

こ

の

題
目
に

お

ち
つ

い

た
｡

唯
物

史

観
は

同

君
が

す
で

に

畢
生

時
代
か

ら

研
究

さ

れ

て

い

た

題

目
で

あ

り
､

同

君
の

草
間
生

活
の

一

半
は

こ

の

検

討
に

向

け

ら
れ

て

き

た

と

い

っ

て

も

大

過
は

な
い

｡

こ

と

に

同

君

の

魔
女

作
に

し
て

､

ま
た

代
表

作
で

も
あ

る

『

ヘ

ー

ゲ

ル

哲
学
と

経
済
科

学
』

(

昭

和

六

年
､

同

文

舘
)

が

出
版
さ

れ

た

と

き
､

そ

れ

を
､

む

さ

ぼ

り

讃
ん

だ

と

き
の

興

奮
は

､

い

ま
で

鳩

忘

れ

る

こ

と

は

で

き

な
い

｡

こ

の

満
の

題
名

は

『

唯
物

史
親
の

反

省
』

と
い

う
こ

と
に

な
っ
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て

い

る

が
､

そ

の

取

扱
う

と
こ

ろ

は

歴

史
的
事
賓
に

て

ら

し

て

こ

れ

を

吟
味
す
る

の

で

は

な

く
､

そ

の

方

法

に

つ

い

て

の

み

で

あ

る
｡

そ

れ

も
こ

の

全

分
野
に

わ

た

る

も
の

で

は

な

く
て

､

た

ん

に

唯
物

史

観
に

お

け

る

人

間

思

惟
の

地

位
､

い

わ

ゆ

る

上

部
構

造
と

経
済
的
基
礎
と
の

関
係

､

歴

史
に

お

け

る

個
人
の

役
軒
の

問

題
､

因
果
必

然

性
と

慣
値
と

の

関
係

等
で

あ

る
｡

も
っ

と

も
､

こ

れ

ら

の

諸
問
題
に

は
､

相
互
の

問
に

不

離
の

関
係
が

あ

り
､

結
局
の

と

こ

ろ
､

唯
物
史
観
に

お

け
る

個
人
の

思

惟
の

意

義
と

も
い

え
る

の

で

あ

る
｡

こ

こ

で
､

研
究
の

手
引
き

と

し

て

使
用
し

た

文

戯
は

､

マ

ル

ク

ス
､

エ

ン

ゲ

ル

ス

の

も

の

の

ほ

か

に
､

ゲ

オ

ル

キ

ー
･

プ
ア

レ

ン

チ

ノ

ゲ
ィ

チ
･

プ

レ

ハ

ー

ノ

フ

(

一

八
五

六

年
卜

一

九
+

八

年
)

の

二

書
､

『

歴

史
に

お

け

る

個
人
の

役
割
』

(

一

八

九

八

年
)

『

マ

ル

ク

ス

主

義
の

根
本

問

題
』

(

一

九
〇

八

年
)

で

あ

る
｡

前
者
に

つ

い

七

は
､

木
原

正

雄

氏
の

邦

語
(

岩
波

文

庫
五

一

二

〇
､

昭

和
三

三

年
)

､

後
者
に

つ

い

て

は
､

恒
藤
恭

氏
の

邦
語
(

大

正
一

〇

年
､

岩

波

書

店
)

等
が

あ

る
｡

こ

の

拙

文
で

邦
語
と

し
て

あ

げ
た

頁
数
は

､

こ

れ

を

基
礎
と

す
る

も
の

で

あ

る

が
､

象
少
の

壁
更
を

加

え
た

と

こ

ろ

も

あ
る

｡

こ

れ

以

外
に

使
用

し
た

も
の

は
､

つ

ぎ
の

濁
英

辞
書
で

あ

る
｡

G
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H
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O

W
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♂
O

H

巴
e

河
○
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e

d
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勺
e

誘
か

已
ど
F

打
e
-

什

-

ロ

n

訂
→

G
e

岩

E
已
F

t

e
､

B
e

ユ

訂
-

巴
-

.

プ

レ

ハ

ー

ノ

フ

の

書
物
を

も

手

引

き

と

す
る

こ

と

に

つ

い

て

は
､

必

ず
や

現

在
､

一

部
の

人
々

の

間
に

は

異

論
が

あ

る

で

あ

ろ

う
｡

こ

れ

は

彼
が

一

九

〇
三

年
の

ロ

シ

ア

社
食
民

主

労
働
黒
第
二

同
大

食
後
に

､

レ

ー

ニ

ン

の

ひ

き
い

る

ポ

ル

シ

ェ

ダ
イ

キ

を

は

な

れ

て
､

メ

ン

シ

ュ

ダ
イ

キ

に

う
つ

り
､

レ

ー

ニ

ン

等
と

封
立

し

た

事
資
と

も

関
連

が

あ

る

と

い

わ

れ

て

い

る
｡

こ

の

た

め

に
マ

ル

ク

ス

主

義
者
と

し

て

の

学
問
活

動
ま
で

が

過

小

評
償
さ

れ

て

き

た
､

き

ら
い

が

な
い

と

は

い

え

な
い

｡

し

か

し
､

彼
の

著

作
､

こ

と

に

こ

こ

に

用

う
る

二

書
等
は

､

マ

ル

ク

ス

主

義
の

文

戯
と

し
て

､

す

ぐ

れ

た

も
の

で

あ

り
､

今

日

で

も

慣
値
を

う
し

な
っ

て

い

な
い

｡

例
え
ば

､

リ

ヤ

ザ

ノ

フ

は
､

⊥

九
二

九

年
に

自
ら

編
纂
し
た

前
掲

の

『

マ

ル

ク

ス

主

義
の

根
本

問

題
』

濁

讃
の

序

文

で
､

同

書
を

｢

今

日

で

も

な
お

十

分
な

意

義
を

も
っ

て

い

る

か

が

や

か

し
い

研

究
+

(

序

文
一

頁
)

と

述
べ

て

い

る
｡

こ

と
に

､

そ

の

叙

述
の

平

明

な
こ

と

も
､

難
波
な

文

餞
を

き

ら

う
､

い

な
こ

れ

に

敬

意

を

は

ら
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ぺ

い

得
な
い

私

を
､

つ

よ

く
､

ひ

き
っ

け
た

一

事
由
で

あ

る
｡

寄
掛

は
一

つ

の

客
観
的
事
物
で

あ

る
｡

著
者
の

政

治

的
権
力
に

つ

よ

く

関
連
を

も

た

し
て

､

不

嘗
に

低
く

､

或
は

不

嘗
に

高
く

評
償

し
ょ

う
と

す
る

誘
惑
に

は

警
戒
を

要
す
る

｡

こ

こ

で

は

本

誌
の

『

研
究
ノ

ー

ト
』

の

方

法
に

な
ら
い

､

マ

ル

ク

ス

主

義
者

､

時
に

批

判
者
の

見
解
を

紹

介
し
っ

つ
､

こ

れ

に

つ

い

て

の

卑

見
な
い

し

感
想

を

述
べ

て

み

た

い
｡

〓

唯
物
史
観
の

要
旨

唯
物
史
観
と

は

ど

う
い

う

も
の

か
｡

こ

れ

に

つ

い

て

の

く
わ

し

い

解
説
は

省

略
す
る

｡

マ

ル

ク

ス

及
び
エ

ン

ゲ

ル

ス

は
､

そ

の

著

書
､

論
文

､

書
簡
等
の

な
か

で
､

こ

れ

に

つ

い

て

の

見

解
を

述
べ

て

い

る
｡

そ

の

う
ち
の

重

要
な

部
分
を

邦
詳
し

て
､

あ

つ

め

た

も

の

に
､

つ

ぎ
の

便
利
な

書
物
が

あ

る
｡

マ

ル

ク

ス

‖

エ

ン

ゲ

ル

ス

原

著
､

向

坂

逸

郎
･

岡
崎
次
郎
編
詳
『

唯
物

史

観
』

(

昭

和
二

三

年
､

大

月

書

店
)

｡

■

マ

ル

ク

ス

､

エ

ン

ゲ

ル

ス

が

書
い

た

も

の

の

う
ち

､

唯
物
史
観

と

は

何
か

と

い

う
こ

と

に

つ

い

て
､

も
っ

と

も

簡
潔
に

､

そ

の

全

貌
を

え

が

く

も

の

は
､

マ

ル

ク

ス

の

内

胃
-

呂
P
→

H
､

N

喜

田

呈
〓
ハ

＼

計
→

p
O
-

琵
琶

訂
月

○
打

O
n
O

m
-

0

こ
∞

声

の

序
文

(

う
U

⊇
1

0
1

エ

ー

カ

ウ

ツ

キ

ー

が
マ

ル

ク

ス

の

死

後
に

蔑

見

し

て

同

書
に

つ

け

加

え

た

序

論
(

E

旨
-

e
-

t

亡

ロ

g
)

で

は

な
い

ー

ー
･

の

つ

ぎ
の

部
分
で

あ

る
｡

一

部
の

讃
者
■山

便

宜
の

た

め

に
､

そ

の

全

詳
を

､

こ

こ

に

か

か

げ

て

お

く
｡

｢

人

間
は

､

そ

の

生

活
の

政

令
的
生

産
に

お

い

て
､

一

定
の

､

必

然

的

な
､

ま

た

そ

の

意

思
か

ら

猫
立

･レ

た

諸
関

係
■.
す

な

わ

ち
､

そ

の

物
質
的
生

産

諸
力
の

一

定
の

蜃

展
階
段
に

應

ず
る

生

産

諸

国

係
を

認
容
す
る

(

e

訂
g
e

F
e

且
｡

こ

の

生

産
諸

関
係
の

全

鰹
が

､

社

台
の

経
済

的
機
構

.

現

賓
の

基
礎
を

構
成

す
る

｡

こ

の

上
に

法

律

的
政

治

的
上

部
構
造
が

た

て

ら
れ

､

ま
た

､

こ

れ

に
一

定
の

祀

合

的

革
識

諸

形

態
が

封
應

す
る

｡

物

質
的

生

活
の

生
産

方

法
が

､

社

台
的

､

政

治

的

及
び

精
神
的
生

活

行
程
を

傑
件
づ

け

る
｡

人

間
の

存
在
を

決
定

す
る

も
の

は
､

そ

の

意

識
で

は

な

く
て

､

逆
に

､

そ

の

意

識
を

決
定
す

る

も
の

は
､

そ

の

敢
曾
的

存
在
で

あ

る
｡

+

右
の

文
の

な

か

の

e
-

点
叫

e

F
e

ロ

と
い

う
語
に

つ

い

て

｢

は

い

り

こ

む
+

と

邦
語
さ

れ

る

こ

と

が

多
い

が
､

藤

田

徳
三

､

河
上

肇
両

博
士
の

考
讃
に

も

と
づ

い

て
､

こ

こ

で

は
､

と

く
に

｢

認
容

す

る
+

と

い

う

評
語
を

え

ら

ん

だ
｡

こ

れ

以

外
の

部
分
の

邦
語
に

つ

い

て

も

両

博
士
の

研

究
を

参
考
と

し
た

｡

顧

田

徳
三

『

唯

物

史
観
経
済

史
出
番
鮎
の

再
吟
味
』

(

昭

和
三

年
､

改

造

敢
)

中
の

｢

『

唯
物

史
観
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公
式
』

な
る

も
の

に

於
け

る

『

ア

イ

ン

ゲ
ー

エ

ン

』

滋

る

語
に

関

す
る

河

上

南
本
両

氏
の

解
澤
に

つ

い

て
+

(

二

二

1
三

五

頁
)

参
照

｡

さ

て
､

こ

の

部
分
は

唯
物
史
観
の

根
本
を

し

め

す
も
の

で

あ
っ

て
､

社
食
の

構
成

､

社
食
存
在
と

祀

合
意

識
の

関
係
を

明

か

に

す

る

も
の

で

あ

る
｡

マ

ル

ク

ス

は
､

か

か

る

立

場
か

ら

出
馨

し

て
､

■つ

ぎ

に

社
食
の

欒
化
の

行
程
に

つ

い

て

解
説

し
て

い

る
｡

｢

社
食
の

物
質
的
生

産

諸
力
は

､

そ

の

畿

展
の

あ
る

階
段
に

お

い

て
､

従

来
そ

れ

が

そ

の

内

部
に

お

い

て

活
動
し

て

お

っ

た

と
こ

ろ
の

現

存
の

生

産
諸
関
係

1
こ

れ

に

た

い

す
る

法
律
的
い

い

あ

ら

わ

し

方
で

い

え

ば
､

所
有
諸

関

係
1

1
と

柏

衝
突
す
る

に

い

た

る
｡

こ

れ

ら
の

諸
関
係
は

､

生

産
諸

力
の

凄

展
諸
形

態
か

ら
､

そ

′

の

樫
桔
へ

と

特
化

す
る

｡

そ

こ

で

杜

合
革

命
の

時

期

が

は

じ

ま

る
｡

経
済
的
根
抵
の

欒
化
と

と

も

に

巨

大

な

全

上

部
構
造
は

､

或

は

緩
か

に
､

或
は

急
速
に

欒
革
さ

れ

る
｡

か

か

る

攣
革
を

観
察
す

る

場
合
に

､

つ

ね

に

直

別

す
べ

き
は

､

経
済
上
の

生

産

諸
條
件
に

お

け

る
､

自

然

科

学
的
に

忠
賓
に

確
認
さ

る
べ

き

物

質
上
の

欒
革

と
､

法

律
的

､

政

治

的
､

宗
教
的

､

要
衝

的

ま
た

は

哲
学
的

､

簡

単
に

い

う
と

､

観
念
諸

形

態
･

-
そ

れ

に

お

い

て

人

間
が

こ

の

闘

争
を

み

と

め
､

ま

た

そ

の

抗
争
を

す
る

観
念
的
諸
形
態

】
･

-
と
で

あ
る

｡

一

個
人

が

何
で

あ
る

か

と

い

う
こ

と

そ
､

自
分
が

ど

ん

な

も
の

か

と

自
ら
に

思

わ

れ

る

こ

と
に

よ
っ

て

判

断
し

な

い

よ

う

に
､

人
は

か

か

る

欒
革
時
期
を

､

そ

の

意

識
に

よ
っ

て

判
断
し

え

な
い

で
､

か

え
っ

て
､

こ

の

意

識
を

物
質
的
生

活
の

衝
突
に

も

と

づ

い

て
､

す
な
わ

ち

社
食
的

生

産

諸
力
と

生

産
諸

関
係

と

の

間
の

現

存
の

闘
争
に

も

と
づ

い

て

説

明

し

な

け
れ

ば
な

ら

な
い

㌔

つ

ぎ

に

社

食
の

欒
化
の

保
件

､

こ

れ

に

お

け
る

個
人
の

役
割

に

つ

い

て

述
べ

て

い

う
､

｢

一

つ

の

社
食
組

織
は

､

そ

れ

を

も
っ

て

十

分
な

廣
さ

で

あ

る

と

し
て

い

る

総
て

の

生

産

話
力
が

馨
達
し

て

か

ら
で

な

け
れ

ば
､

け
っ

し
て

段

落
し
な
い

｡

ま

た

新
し
い

､

よ

り

高
い

生

産
諸

関
係
は

､

そ

れ

の

物
質
的

存
在
諸
侯

件
が

､

古
い

敢

合
自

倍
の

胎

内
に

膵

化

さ

れ

る

以

前
に

は
､

け
っ

し
て

､

こ

れ

に

か

わ
っ

て

お

こ

ら
な
い

｡

故
に

人

類
は

つ

ね

に

そ

れ

が

解
決
し

う

る

課
題
の

み

を

自

ら
に

課
す
る

｡

何
と

な

れ

ば
､

さ

ら

に

綿

密
に

観
察
す
る

と
､

そ

の

課
題
自
髄
は

､

そ

の

解
決
の

物

質
的
諸

條
件

が

す
で

に

現

存
す
る

か
､

少

く
と

も

愚
生
の

過

程
に

お

い

て

あ

る

場
合
に

の

み
､

は

じ

め
て

哉
生

す
る

こ

と

を
､

つ

ね

に

認
め

る

で

あ

ろ

う
｡

大

債
の

こ

と

を
い

え

ば
､

ア

ジ

ア

的
の

､

古

代
的
の

､

封
建

的
の

､

及
び

近

世

市

民

的
の

生

産

方

法
を

も
っ

て
､

経
済
的

社
食
組
織
の

進

化

的

諸
時
期
と

解

す
る

こ

と

が

で

き

る
｡

市
民

的

生

産
諸
朋
係
が

敢

合
駒
生

産

布

聴
の

長
藤
の

厳

封

駒

形

慮

で

あ

/

r
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■
ラ

ヰ

斗

る
ひ

こ

こ

に

敵
数
的
と
い

う
の

は
､

傭
人

的
敵
瞥
の

意
味
で

は

な

く
て

､

諸
個
人
の

社

食
的
生

産

諸

條

件
か

ら

蟄
生

す
る

敵
封
の

意

で

あ

る
｡

し

か

し

な
が

ら

市
民

社
食
の

胎

内
に

お

い

て

自
ら

蟄

展

す
る

生

産

諸
力

は

同

時
に

､

こ

の

敵
封
の

解
決
の

た

め
の

物
質
的

諸
侯
件
を

つ

く

り

だ

す
｡

さ

れ

ば
こ

の

社

食
構
成
と

と

も

に

人

間

社
食
の

前
史
は

お

わ

る
｡

+

こ

れ

が
一

部
の

学
者
の

い

う
と

こ

ろ
の

唯
物

史
観
の

公

式
の

全

文

で

あ

る
｡

プ

レ

ハ

ー

ノ

フ

は

『

マ

ル

ク

ス

主

義
の

故
本

問
題
』

の

な

か

で
､

社
曾
生

活
の

基

礎
と

上

部
構
造
に

関
す
る

マ

ル

ク

ス
､

エ

ン

ゲ
ル

ス

の

考
え

を
､

つ

ぎ

の

よ

う
に

分
解
し
て

い

る
｡

H

生

産

力
の

状
態

肖

こ

れ

に

よ
っ

て

制
約
さ

れ

る

経
済
諸

関
係

印

綬
臍
的
｢

基
礎
+

の

上

に

螢
生

し

た

牡

合
的

､

政

治
的

秩

序
帥

一

部
は

直

接
に

経
済
に

よ

っ

て
､

一

部
は

経
済
の

上

に

費

生

し

た

社

食
的

政

治
的

秩
序
に

よ

っ

て

規
定
さ

れ

た

社

食
的

人

間

の

心

理
何

こ

の

心

理
の

諸

特

性
を

反

映

す
る

諸
種
の

イ

デ
オ

ロ

ギ

ー

(

精
神
的
諸
文

化
)

(

邦
語
二

二

〓

1
一

三

二

頁
､

猫
評
八

一

頁
)

■｡

こ

れ

は
､

虻
合
生

活
の

階

層
樟

造
に

つ

い

て

基
本

的
な

も
の

か

ら

出
番

し
て

､

そ

う
で

な
い

も

の

へ

の

順
位
を

し
め

す
も
の

で

あ

る
｡

基
本

的
な
も
の

の

欒
化
が

原
因
と

な
っ

て
､

漸
次

､

上

部

構

造
に

つ

い

て

欒
化
が

及

ん

で

ゆ

く
の

で

あ

る
｡

こ

こ

で

問
題
と

し

た

い

の

は
､

人

間
の

思

惟
､

政

治
的

活

動
等

､

い

わ

ゆ

る

上

部
構

造
が

社
食
嶺
展
に

お

い

て

も
っ

て

い

る

重

要
性

で

あ

る
｡

マ

ル

ク

ス

は
､

そ

の

起
草
に

か

か

る

｢

国
際
労
働
者
協

合
+

組
務

委
員
合
の

､

フ

ラ

ン

ス

に

お

け
る

内

乱
に

関
す
る

一

八

七
一

年
の

宣

言

第
三

部
の

な

か

で
､

つ

ぎ

の

よ

う
に

述
べ

て

い

る
｡

｢

努
働
者

階

級
は

茸
現

す
ぺ

き

何

ら

の

理

想
も

も
っ

て

い

な

い
｡

崩
壊
し
っ

つ

あ

る

市
民

社

食
の

胎
内
に

､

す
で

に

馨

展
し
て

き
た

新

社

食
の

要
素
を

解

放
す
る

だ

け

で

よ

い

の

で

あ

る
+

と
｡

要
す
る

に
､

政

治
は

､

因
果
必

然
的
な

現

象
の

生

成
に

つ

い

て
､

単
に

助

産
者
の

役
割
を

演
ず
る

に

過
ぎ

な
い

と
い

う
の

で

あ

る
｡

三

ス

タ

ム

ラ

ー

の

批
判

こ

れ

に

つ

い

て

は
､

理

想

主

義
者
の

側
か

ら
十

九

世

紀
以

爽

今

日

ま

で
､

絶
え

ず
批
評
が

加
え

ら

れ

て

い

る
｡

そ

の

代
表
的
な

も

の

は

新
カ

ン

ト

主

義
者
の

そ

れ

で

あ

る
｡

こ

こ

で

は
､

そ

の

一

例

と

し
て

ス

タ

ム

ラ

ー

の

畢
説
の

一

斑
を

紹

介
し
ょ

う
｡
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ス

タ

ム

ラ

ー

は
､

そ

の

代

表

作

河

已
○
-

巾

∽
t

p

m

邑
e

J

弓

き
･

望
U

ビ
P
f

t

亡

n

d

河
e

c

F
七

日
p
C

F

P
e
→

-

ロ
p
t

e

ユ
p
-

訂
t

訂
O

F
e

臼

G
e

空
U

F
-

の

F
訂
.

p

仁

托
P
班

竺
-

ロ
g
-

-
.

A
仁

P
-

-

∞

9
い

､

P

A
仁

P

.-

B
e

ユ
ぎ
仁

n
d

J
e

首
N
】

的

-

㌶
-

.

の

随
虞
で

唯
物
史
観
に

批
判
を

加
え

て

い

る

が
､

こ

の

な

か

で
｢

マ

ル

ク

ス

の

上

記
の

見

解
に

反

封
し
て

い

う
､

｢

も

し

か

り

に

社

食
的
費

展
が

､

も
っ

ぱ

ら

因
果
必

然

性
に

よ

る

統
一

的
自

然
過

程

に

お

い

て

行
わ

れ

る

も

の

と

せ

ば
､

そ

れ

に

従
わ
ん

と

意

識
的
に

決
意

す
る

こ

と

は
､

す
べ

て

全

く
無

意
味
と

な
る

で

あ

ろ

う
｡

そ

れ

は

丁

度
､

か

た

い

決
意
の

下
に

､

地

球

を

太

陽
の

周
囲

に

廻

婚

せ

し

め
よ

う
と

す
る

努
力

を

意
義
あ

る

も
の

と

し
て

是
認
し

ょ

う

と

す

る

の

に

等
し
い
+

(

第

四

版

四
一

五

-
四

一

六

頁
)

｡

ス

タ
ム

ラ

ー

は
､

別
の

小

者

戸
S
t

P

m

邑
e

→
)

H

ご
e

ヨ
邑
e

ユ
已
-

苧

t
-

岩
}

岩

G
e

岩

E
O

E
s

P

亡

持
p

芸
{
-

ぷ
叫

〉

ド

A

邑
.

】

G

き
2

1

巴
O

F

-

諾
叫

.

で

も
､

唯
物
史
観
に

関
す
る

見

解
の

大

要
を

述
べ

て

い

る
｡

そ

の

な

か

で

も
､

彼
は

人

間
の

精
神
生

活
に

は
､

蜃
生

史
的
観
察
と

髄

系

的
観
察
の

二

者
が

あ

り
､

両

者
を

直

別

す
べ

き

で

あ

る

と

解
し

､

前
者
は

､

印

象
と

欲

求
が

生

成
す
る

方

法

及

び

根

嬢

を

問

題

と

し
1

後
者
は

､

そ

の

客

観
的
五

首
性
を

追

及

す
る

も
の

で

あ

る

と

主
張
し
(

同

書
､

五

〇

頁
)

､

つ

い

で

い

う
､

｢

唯
物

史
観
は

社
台
的

運

動
の

哩

成
の

観
察
と

､

そ

の

儀

展
の

掛
か
の

確
定
に

成
ら

れ

て

ヽ

ヽ

ヽ

い

る
｡

こ

れ

は
､

し
か

し

な

が

ら
､

そ

の

内

面
的

正

常
性
の

た

め

の

い

か

な

る

根
接
も

提
供
し

え

な
い

も
の

で

あ

る

こ

と

を
､

さ

ト

ら
な
い

｡

そ

し
て

ま
た

､

科

学
的
に

認
識
し

う
る

と

す
る

社
食
的

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

運

動
に

関
す
る

自

然

法
則

的
生

成
を

､

景
況

努
力
に

よ
っ

て

助

長

し
ょ

う
と

欲
す
る

と
つ

け

加
え

る

こ

と

に

よ

っ

て
､

一

つ

の

解
く

べ

か

ら
ざ

る

矛

盾
に

お

ち
い

る
｡

事
賓

､

現

象
の

自
然

法
則
的

観

察
に

つ

い

て

の

み

関
す

る

も
の

と

せ

ば
､

『

助

長
す
る

と

い

う

こ

と
』

は

室
し

い

業
で

あ

ろ

う
｡

天

文

学
的
に

漁
期
さ

れ

る

月

蝕
の

生

成
に

つ

い

て
､

そ

れ

を

さ

ら
に

助

長
し

ょ

う
と

す
る

国

債
を

つ

く
っ

た

り

す
る

こ

と

は

無

意

味
で

あ
る

｡

助

長
す
る

と
い

う
こ

と

が

意

味
の

あ

る

場
合
は

､

自

然

力
の

百
目

的
支
配
を

単
に

観
察
す

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

る

に

と

ど

ま

ら

な
い

で
､

人

間
の

意

欲
に

活
動
飴
地
が

見

出
さ

れ

る

も

の

で

な

け
れ

ば

な

ら

な
い
+

(

前

掲

書
､

五
一

頁
)

｡

さ

ら

に
､

必

然

性
に

は

因
果
的
必

然
性
と

目

的
論
的

必

然
性
が

あ
る

こ

と

を

主

張
し
て

い

う
､

｢

運
動
の

必

然

な
こ

と

を

強

調

す
る

に

つ

い

て

の

可
能
性
に

二

つ

あ

る
｡

因
果

的

必

然

性
と

目

的
論
的
必

然

性
､

原
因

及
び

作
用

に

た

い

す
る

も
の

と
､

目

的
及
び

手

段
に

た

い

す
る

も

の

で

あ

る
｡

し
か

し

な

が

ら
､

『

梓
記

法
的
』

と

も
い

う
べ

き
､

必

然

性
の

第
三

の
､

濁
自
の

種
類
は

､

意

味
も

克

く
､

ま

た

重

要
性
も

な
い
+

■
Y
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(

前

掲

書
､

五

三

頁
)

｡

要
す
る

に
､

ス

タ

ム

ラ

ー

に

よ

る

と
､

一
政

治

活
動
等
を

認
め

る

こ

と

は
､

人

間
の

理

想
､

目

的
論

的

思

惟
の

要
素
を

と
り
い

れ

る

も
の

で

あ

り
､

こ

の

意

味
で
マ

ル

ク

ス

主

義
は

因

果

的
必

然

論
の

み

で
一

貫
し

て

い

な
い

と
い

う
の

で

あ

る
｡

こ

の

主

張
は

､

議
論
の

内

容
に

精

粗
の

別
こ

そ

あ

れ
､

唯
物

史

観
に

た

い

す
る

多
く
の

人
々

の

批

判
の

基

本

的

な
よ

り

ど

こ

ろ

と

な
っ

て

い

る

も

の

で

あ

る
｡

わ

が

国
に

お

け

る

代

表

的

批

判

書

は
､

小

泉
信
三

『

マ

ル

ク

ス

死

後
五

十

年
』

(

初

版

昭

和
八

年
､

改

訂

版
昭

和
一

二

年
､

改

造

敢
)

で

あ

る
｡

四

経
済
と

上

部
構

造
の

交
互

作
用

こ

の

批

判
に

た

い

し
て

は
､

十

九
世

紀
末
に
エ

ン

ゲ

ル

ス

が
､

ロ

ン

ド
ン

で

書
い

た

つ

ぎ
の

三

の

手

紙
の

な

か

で

回

答

を

述
べ

て

い

る
｡

こ

れ

は
一

部
の

批
判
者
に

ょ

り
､

エ

ン

ゲ

ル

ス

が

蕾
説
に

く

ら
ぺ

て
､

非
経
済
的
要
因
の

作
用

を
､

よ

り

つ

よ

く

認
め
て

き

た
一

例
謹
と

し

て

あ

げ

ら
れ

る

も

の

で

あ

る
｡

H
一

八

九

〇

年

九

月

ニ
ー

日

附
の

ヨ

ゼ

フ

･

ブ

ロ

ッ

ホ

(

-
･

望
O
C

F
)

宛
の

手

紙
｡

肖
同

年
一

〇

月

二

七

日

附
コ

ン

ラ

ー

ド
･

シ

ュ

､

､

､

ッ

ト

(

C
･

∽
c

F

m
i

き
)

宛
の

手

紙
｡

鞘
一

八

九
四

年
一

月
二

五

日

附
ハ

イ

ン

ツ
･

ス

タ

ル

ケ

ン

ブ

ル

グ

(

ロ
∽
t

P
l

打
2

コ

ぎ
蒜
)

宛
の

手

紙
｡

原
文

は

声

呂

琶
旦
句
･

申
n

的
e
-

∽
)

A
ロ

品
e

鼓
E
t

e

冒
瓦
e

】

F

詔
甲

d

d

ヨ

呂
P
l

甲
E
ロ

鷲
】

苧

r
印

n

F
T
H

ロ
∽
t
叶

t

已

呂
○

賢
a

仁
)

呂
C

旨
2
ト

←
2

日

ど
･

g

言
か

ー

だ
石
.
及

び

英
諸

声

呂
P
→

M

P

n

P

句
･
H
n
叫

巴
∽

〉

S
e
-

e

｡
t

｡

-

C
O

∃
e

苫
○

邑
e

呂
¢

-

空
か

-
-

∞

岸
t

言
n

P

す
ロ
O

n
P

ゴ
U

∃
)

｢
○

ロ

計
ロ

ー

}

蔓
T

･

に

収
録
さ

れ

て

い

卑
｡

向

坂
･

岡
崎

両

氏

編

詳
『

唯

物

史

観
』

に

も

邦

辞
さ

れ

て

い

る
｡

こ

こ

に

か

か

げ
る

邦
語
は

､

こ

れ

を

基
礎
と

し

た

が
､

多
少
の

欒
更
を

加
え

た

個
虞
も

濁

る
｡

つ

ぎ

に
､

こ

の

間
題
に

つ

い

て
､

も
っ

と

も

重

要
と

思
わ

れ

る

部
分
を

引

用

し
ょ

ぅ
｡

ま

ず
一

八

九

〇

年
の

ブ

ロ

ッ

ホ

宛
の

手

紙
で

主

張
し
て

い

う
､

｢

唯

物

史
観
に

よ

る

と
､

歴
史
に

お

け

る

窮
極
の

決
定

的

契

機

は
､

現

賓
の

生

活
の

生

産
及
び

再
生

産
で

あ

る

と
｡

そ

れ

以

上
の

こ

と

は
､

マ

ル

ク

ス

も

私

も

主

張
し

た

こ

と

は

な
い

｡

も

し
こ

れ

を

曲

解
し
て

､

経
済
的

契

機
が

唯
一

の

決
定

的
な

も
の

で

あ
る

と

す
る

人

が

あ

る

な

ら

ば
､

彼
は

､

か

の

命
題
を

化
し

て

無

意

味
な

抽
象
的
な

無

稽
の

■
室

語
と

す
る

も
の

で

あ

る
｡

経
済
的

状
態
が

基

礎
で

は

あ

る

が
､

し
か

し
上

部
構
造
の
■
種
々

の

契
機
…

…

も

ま

た
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歴

史
的

闘
争
の

推
移
に

そ

の

影
響
を

及
ぼ

し
､

多
く
の

場
合
に

お

い

て

有
力
に

闘
争
形

態

を

規

定

す
る
+

(

前

掲

濁
文
三

七
四

頁
､

邦

詳
二

四

四

-
二

四
五

頁
)

｡

ま

た
一

八

九
四

年
の

ス

タ

ル

ケ

ン

ブ

ル

グ

宛
の

手

紙
の

な
か

で

も
､

同

じ

趣
旨
の

こ

と

を
､

つ

ぎ
の

よ

う
に

述
べ

る
､

｢

政

治

的
.

法

律
的

､

哲
学
的

.

宗
教
的

.

文

学
的
■.

垂
術
的

等
の

尊

展

は

経
済
的

馨

展
に

依
接
し

て

い

る
｡

し

か

し
､

そ

れ

ら

は

す
べ

て

相
互

の

間
に

も
､

経
済
的

基

礎
に

も

反

作

用
を

及

ぼ

す
｡

経
済
的

状
態
が

原
因
で

あ

り
､

た

だ

そ

れ

の

み

が

能
動
的
で

あ
っ

て
､

他
の

す
べ

て

は

単
に

受
動
的

な

結
果
で

あ

る

に

過
ぎ

な

い

と
い

う
の

で

は

な
い

｡

そ

う
で

は

な

く
､

窮
極
に

お

い

て

は
､

つ

ね

に

自

己

を
つ

ら

ぬ

く

経
済
的

必

然
性
の

基
礎
の

上
で

､

交
互

作
用
が

行
わ
れ

る

の

で

あ

る
｡

…
二

∵

従
っ

て

往
々

に

し
て

人
々

が

安
易

に

も

考
え
た

が

る

よ

う
に

､

経
済
的

状
態
の

自

動

的

作
用
が

歴

史
を

つ

く
る

の

で

は

な

く
､

人

間
が

自
ら

そ

の

歴

史
を

つ

く
る

の

で

あ

る

が
､

そ

れ

は

人

間
を

制
約
す
る

所
輿
の

環

境
の

中
で

既

存
の

事
茸
的

諸

関
係
の

基

礎
の

上
で

行
わ

れ

る

の

で

あ

り
､

な
か

ん

づ

く

経
済
的

関
係
は

､

い

か

に

そ

れ

が

他
の

政

治

的

及
び

観
念

形
態
的
諸

関
係
に

よ
っ

て

影

響
さ

れ

る

と

し

て

も
､

窮
極
に

お

い

て

は

決
定

的
な

も
の

で

あ

り
､

た

だ

そ

れ

の

み

が

理

解
に

み

ち
び

く
と

こ

ろ
の

一

貫
せ

る

赤
き

細
な
の

で

あ

る
+

(

濁

文
四

二

-
四

一

二

頁
､

邦
詳
二

五
一

頁
)

｡

一

八

九

〇

年
の

シ

ュ

､

､

､

プ

ト

宛
の

手

紙
の

な
か

で

も
､

同

じ

意

味
の

こ

と

を

述
べ

て

い

る

が
ヾ

そ

の

中
で

､

国
家
と
い

う

上

部
構

造
が

経
済
的
蜃

展
に

及
ぼ

す
作
用
を

認
め

る

と

と

も

に
､

こ

れ

に

限

界
が

あ

る

こ

と
､

こ

れ

に

つ

ぎ
の

三

つ

の

様
式
が

あ

る

こ

と

を

明
か

に

し

て

い

る
｡

｢

経
済
的

費
展
に

た

い

す
る

国
家
権
力
の

反

作
用
に

は

三

つ

の

様
式
が

あ

り

う
る

｡

そ

れ

は

ま

ず
同

じ

方

向
に

む
か
っ

て
､

お

こ

り

得
る

｡

そ

の

場

合
に

は
､

よ

り

急

速

に

進

行

す
る

｡

つ

ぎ

に

は
､

反

封
の

方

面
に

動
き

う
る

｡

こ

の

場
合
に

は
､

今
日

で

は
､

い

ず
れ

の

大

民

族
に

あ
っ

て

も

長
い

間
に

は
､

か

か

る

反

作
用

は

滑

滅
し

て

し

ま

う
｡

或
は

ま

た
､

経
済
的
蜃

展
に

た
い

し

て
一

定

の

方

向

を

速
断
し

て
､

他
の

方

向

を

指
示

す

る

こ

と

が

あ

り

う

る
｡

こ

の

場
合

は
､

結
局
は

､

前
述
の

二

つ

の

場
合
の

一

つ

に

辟

着
す
る

｡

し

か

し

第
二

及
び

第
三

の

場
合
に

は
､

政

治
的
権
力
が

経
済
的

螢
展
に

大
損
害
を

輿
え

て

力

と

物
質
と

の

大

量
浪

費
を

ひ

き

お

こ

す
こ

と

が

あ

り

う

る

の

は

明

か

で

あ

る
+

(

濁

文
三

七

九

頁
､

邦
詩
二

三

六

頁
)

｡

エ

ン

ゲ

ル

ス

の

い

う
と
こ

ろ

は
･

-
ま

た

こ

れ

は

プ

レ

ハ

ー

ノ
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フ

(
『

マ

ル

ク

ス

主

義
の

枚

本

間
諷
』

猥

文
五

八

-
六

九

頁
､

弗

文

九

四

-
一

一

一

頁
)

そ

の

他
の

マ

ル

ク

ス

主

義
者
も

､

こ

れ

を

引

用

し

裏
書
き

す
る

の

で

あ
る

が
､

-

-
要
す
る

に
､

上

部
構
造

､

観
念

諸
形

態
か

ら

経
済
的
基

盤
へ

の

反

作
用

を
､

経
済
的

必
然

と

い

う

ヽ

ヽ

大

き
な

わ

く
の

内

部
に

お

い

て

と
い

う
僕
件
つ

き
で

は

あ

る

が
､

と
に

か

く

反

作
用
を

認
め
る

と
い

う
こ

と

で

あ

る
｡

五

生

産

力
と

思

惟

こ

の

問

題
に

つ

い

て
､

私
が

も
つ

疑
問
に

つ

い

て
､

そ

の

輪
郭

を
つ

ぎ
に

掲
げ
よ

う
｡

経
済
と

観
念
諸
形
態
と

の

問
に

交
互

作
用

を

認
め
る

と

い

う
こ

と

は
､

わ

れ

わ

れ

の

経
験
事
賓
に

も

合

致

す
る

こ

と
で

あ

り
､

正

し
い

と

思

う
｡

し
か

し

社

食
の

螢

展
の

原
因
と

し

て

観
念
形
態
か

ら

経
済
的

基

礎
へ

の

反
作
用
を

認
め
る

と
い

う
こ

と

は
､

そ

の

程

度
だ

け

唯

物
論
が

観
念
論
に

歩
を

ゆ

ず
る

も

の

と

解
さ

な

け
れ

ば

な

ら

な
い

の

で

は

な
い

か
｡

観
念
論
の

立

場
か

ら

み

る

と
､

外

界

の

環

境
､

外

界
の

物
的
存
在
が

､

生

産
力
と

し

て

の

意

義
を

も
つ

よ

う

に

な
る

の

は
､

わ

れ

わ

れ

の

思

惟
が

､

そ

の

作
用
な
い

し

債

値
を

認
識
し

た

と
き

､

そ

の

場
合
に

は

じ
め

て

そ

う
な

る

の

で

あ

る
｡

猫
に

と
っ

て

は

小

判
が

無
意

味
な

ま

う
に

､

無
知
な

野
蟹
人

に

と
っ

て

は
､

水

力

電
気
の

動
力

汲
と

な
る

瀧
の

存
在
は

生

産
力

と

し

て

の

意

義
が

な
い

｡

ウ

ラ

ン

銭
直
の

存
在
は

原
子

力

利
用

以

前
に

は
､

壕

境

と

し
て

の

意

義
が

な

か
っ

た

の

で

あ

る
｡

人

間
の

思

惟
が

､

そ

の

作
用
を

分
析
し

､

そ

の

慣
値
を

認
め
る

に

い

た
っ

て
､

は

じ

め
て

､

こ

れ

が

人

間
に

た

い

し

て

生

産

力
､

環

境
と

し

て

の

意

義
が

馨

生

す
る

｡

人

間
が

こ

の

世
に

螢
生

す
る

以

前
の

物

的
世

界
に

つ

い

て

も
､

同
じ
こ

と

が

い

え
る

の

で

あ

る
｡

こ

う
い

う
風
に

理

解
し

て

く
る

と
､

こ

う
い

う

意

味

に

お

い

て
､

思

惟
が

第
一

次
的
で

あ

る

と

い

う

解
繹

が

成
立

す
る

の

で

あ

る
｡

物
的
存
在
は

､

人

間

存
在
の

前
提
條
件
で

は

あ

る

が
､

受
動

的
と

な
る

｡

こ

の

物

的
保

件
の

下

に

思
惟
が

活

動

す

る

の

で

あ

る
｡

こ

の

場
合
に

､

か

く
し

て

認
識
さ

れ
､

開

蔑

利

用
さ

れ

る

生

産
力
が

､

逆
に

思

惟
に

反
作
用
す
る

こ

と

は

否
定

す
る

わ

け

で

は

な
い

｡

こ

れ

に

た

い

し
て

､

つ

ぎ
の

よ

う
な

反

対

論
が

で

る

で

あ

ろ

う
｡

例
え

ば

瀧
に

動
力

源
と

し

て

の

償
値
を

人

間
の

思

惟
が

認
め

る

よ

う
に

な
っ

た

の

は
､

生

産
力
の

蓉
展
が

あ

る

段
階
に

達
し

､

そ

れ

に

封
應
し

て

学
術
が

進
歩
し
た

結
果
で

あ

り
､

こ

の

意

味
で

生

産
力
が

第
一

次
的
で

あ

る

と
｡

と
こ

ろ
が

､

わ

れ

わ

れ

の

立

場
か

ら
い

う
と

､

そ

の

ま

た

生

産
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カ
の

意

義
を

認
め

､

進

展
せ

し
め

た

も
の

は
､

人

間
の

思

惟
で

は

な
い

か

と

主

張
し

た
い

の

で

あ
る

｡

結
局

､

鶏
が

さ

き

か
､

卵
が

さ

き

か

と
い

う

争
と

な
る

｡

こ

の

間
題

を

終
局

的
に

決
定

す
る

も

の

は
､

唯
物
論
か

唯
心

論
か

､

と

い

う

古
く

し

て

新
し
い

哲
学
上

の

問
題
で

あ

ろ

う
｡

し

か

し

｢

精
神
は

脳
と

い

う

物
質
の

作
用
で

あ
る
+

と

か
､

｢

物
質
は

精

神
と

は

異

な
り

､

時
間
的
に

も

室

間

的

に

も

普
遍
的
に

存
在

す
る

か

ら

物

質
が

姶
原

的
で

あ
る
+

等
と

い

う
が

如
き

粗
模

な

主

張
で

は
､

唯
物
論
の

澄
明

と

は

な

ら

な
い

こ

と

だ

け
を

述
べ

て

お

き

た

い
｡

な
お

こ

れ

に

関
連
し
て

､

一

部
の

讃
者
の

た

め
に

､

つ

ぎ
の

二

つ

の

こ

と

に

注

意
を

喚
起

し
て

お

く
｡

H

十

九

世
紀
の

中
頃
以

束
､

歴

史

家
の

な

か

に
､

マ

ル

ク
■ス

の

社
食
学
説

､

群
遭
法
的
唯
物
論
に

は

賛
成
し

な
い

が
､

し
か

し

歴

史
に

お

け
る

動
因
と

し
て

の

経
済
の

重

要
性
を

認
め

､

歴

史
の

経

済
的

説

明
に

つ

と

め
る

も
の

が

多
く
あ

ら

わ

れ

つ

つ

あ
る

こ

と

で

あ
る

｡

や

や

古
い

時
代
に

例

を

も

と

め

る

と
､

そ

の

立

場
は

必

ず

し

も

同
じ

で

は

な
い

が
､

ロ

ジ

ャ

ー

ス

､

ア

シ

ュ

レ

ー
､

ブ

ラ

イ

ジ

ッ

ヒ

､

ゴ

ー

タ

イ

ン

､

ラ

ム

ブ

レ

ヒ

ト

等
が

あ

げ
ら

れ

て

い

る
｡

彼
等
は

､

唯

物

史
観
の

よ

う
に

､

社

食
生

活

費

展
の

窮
極
の

動
因

を

必

ず
し

も
生

産
力
に

も

と

め
る

わ

け

で

は

な

く
､

時
と

場
合
に

よ
っ

て

は
､

経
済
以

外
の

動
因
の

意

義
を

否
定

す
る

わ

け
で

は

な

畑

い
｡

経
済
に

重

要
性
を
も

と

め

る

鮎

は
､

こ

れ

と

同

じ

で

あ

る

が
､

そ

の

基
本

的
立

場
に

相
違

が

あ

る

鮎
に

つ

い

て

孝
志

す
べ

き

で

あ
る

｡

H
ま

た

マ

ッ

ク

ス

･

ア

ゲ

ラ

ー

を

中

心

と

す
る

オ

ー

ス

ト

リ

ア

マ

ル

ク

ス

主

義
者
が

､

マ

テ

リ

ア

リ

ス

テ

イ

ク

と

い

う

語
を

本

鰹

論
に

お

け

る

｢

唯
物
+

的
と

解
繹
す

る

こ

と

に

反

封
し

て
､

カ

ン

ト

主

義
の

立

場
か

ら
マ

ル

ク

ス

主

義
の

基

礎
づ

け

を

試

み

て

い

る
｡

私
は

ア

ド

ラ

ー

の

マ

ル

ク

ス

解
揮
に

賛
成
す
る

わ

け

で

は

な

い

が
､

唯
物
史

観
の

反

省
に

つ

い

て

注

目

す
べ

き
一

撃
説
で

あ
る

こ

と

を

指
摘
し

て

お

き
た

い
｡

っ

ぎ

は
､

い

ま

問
題
と

し

た

も
の

と

は
､

す
こ

し

違
っ

た

側
面

の

こ

と

で

あ
る

が
､

意
識
と

存
在
と

の

関
係
に

つ

い

て

の

河

上

肇

博
士
の

見
解
を

紹

介
し
て

お

こ

う
｡

河

上

博
士
は

『

マ

ル

ク

ス

主

義
経
済
学
の

基
礎
理

論
』

(

『

経

済
学
全

集
』

第

八

巻
､

昭

和
四

年
､

改

造

敵
)

の

な

か

で
､

｢

意

識
は

存
在
に

よ

つ

て

決
定
さ

れ

る
+

と

い

う

立

場
か

ら

み

れ

ば
､

何
人
も

一

定
の

存
在
に

た

い

し

て
､

み

な

同
一

の

意

識
を

も
つ

べ

き

筈
で

あ

る

に

も

拘
わ

ら

ず
､

事

茸
は

そ

う
で

■な
い

の

は

何
故
で

あ

る

か

を

問
題
と

し
､

答
え

て

い

う
､

意

識
が

存
.
在
の

反

映

と

い

う
こ

と

は
､

意
識
が

い

つ

で

も

存

在
を

､

ヽ
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残
る

隈
な

く
､

か

つ

正

確
に

反
映
し
っ

く

す
と
い

う
意
味
で

は

太

い

と
｡

そ

し
て

ア

ド

ラ

ッ

キ

ー

の

つ

ぎ
の

文
を

援
用
し

て

い

る
｡

ゝ

｢

一

定
の

祀

曾
関
係
が

成
熟
し

且

つ

賓
在

し

て

ゐ

て

も
､

こ

れ

に

封
す
る

意

識
が

な

ほ

軟
け

て

を

り
､

人
々

は

未
だ

彼
れ

自
身
の

な

す
と
こ

ろ
の

絶
て

を

明

細
に

理

解

し

な
い

と
い

ふ

こ

と

も

明

白
で

あ

る
｡

…

…

思

惟
は

存
在
に

ょ

つ

て

決
定
さ

れ

る
｡

だ

が

思

惟
が

か

か

る

決
定
へ

従
ふ

の

は
､

時
と

し

て

極

め

て

緩

慢
に

行
は

れ

る
+

(

前

掲

書
八
三

-
八
四

頁
)

｡

こ

れ

ま

た

存
在
が

意

識
を

決
定

す
る

と
い

う
一

般
命
題
に

つ

い

て
､

た

と

え

第
二

義
的
と

は

い

え
､

文

字
通
り

安

嘗
し

な
い

場
合

が

あ

る

こ

と

を

認
め
て

い

る

の

で

あ
る

｡

大

歴

史
に

お

け
る

個
人
の

役
割

つ

ぎ
に

､

問
題
と

し

た

い

の

は

歴

史
に

お

け

る

個
人

な
い

し

は

英
雄

､

偉
人
の

役
割
で

あ

る
｡

こ

れ

も
､

い

ま

ま
で

取

扱
っ

て

き

た

問
題
と

も

関
連

が

あ

る

が
､

こ

れ

を

や

や

違
っ

た

角
度
か

ら

な

が

め

よ

う

と

思

う
｡

こ

れ

に

つ

い

て

の

マ

ル

ク

ス

主

義
■
の

見

解

は
､

プ

レ

ハ

ー

ノ

フ

の

『

歴

史
に

お

け
る

個
人
の

役
割
』

に
､

き

わ

め

て

平

明
に

展
開
さ

れ

て

い

る
｡

し

か

し

す
で

に
エ

ン

ゲ
ル

ス

も
ー

八

九
四

年
の

ス

タ

ル

ケ

ン

ブ

ル

グ

魔
の

手
紙
の

な
か

で
､

■
つ

ぎ
の

よ

う
に

述
べ

て

い

る
｡

｢

人

間
が

自
ら
そ

の

歴

史
を

つ

く
る

の

で

あ
る

が
､

そ

れ

は
､

■

人

間
を

制
約
す
る

所
輿
の

環

境
の

中
で

､

既
存
の

事
賓
的

諸
関
係

の

基
礎
の

上
で

行
わ

れ

る

の

で

あ
り

､

な

か

ん

づ

く

経
済
的

関
係

は
､

い

か

に

そ

れ

が

他
の

政

治
的
及
び

観
念
形
態
的

諸
関
係
に

よ

っ

て

影
響
さ

れ

る

に

し
て

も
､

窮
極

に

お

い

て

は

決
定

的
な

も

の

で

あ
る

｡

･

･

い

わ

ゆ
る

偉
人
が

問
題
に

な

る
｡

か

よ

う
な

一

人

が
､

そ

し
て

ま
さ

に
､

こ

の

人
が

､

こ

の

特
定
の

時
に

､

こ

の

時

定
の

国
に

出
現

す
る

と

い

う
こ

と

は
､

も

ち
ろ

ん

純

粋
の

偶
然
で

あ

る
｡

し

か

し
､

わ

れ

わ

れ

が

彼
を

抹
殺
し

去
っ

て

も
､

そ

の

代

り
の

者
に

封
す
る

要
求
は

な

く

な

ら

ず
､

そ

し
て

､

こ

の

代
り
の

者
は

見
出
さ

れ

る
｡

善
か

れ

悪
し
か

れ
､

結
局

は

見

出
さ

れ

る

の

で

あ
る

｡

…

…

ナ

ポ

レ

オ

ン

が

出
な
か

っ

た

な

ら

ば
､

誰
か

他
の

人
が

そ

の

代
り
に

そ

の

地

位
に

あ

ら

わ

れ

た

で

あ

ろ

う

と
い

う
こ

と
､

そ

れ

は
､

必

要
と

な
れ

ば

そ

の

人

物
が

必

ら

ず
見
出
さ

れ

た

と

い

う
こ

と

に

ょ

っ

て

明
か

で

あ

る
｡

ケ

ー

ザ
ル

､

ア

ウ

グ

ス

ッ

ス
､

ク

ロ

ム

ウ
ェ

ル

等
は

､

そ

れ

で

あ
っ

た
｡

唯
物

史
観
を

愚

見

し

た

の

は
マ

ル

ク

ス

で

あ
る

が
､

テ

ィ

エ

リ

も
､

ミ

ニ

エ

も
､

ギ

ゾ
ー

も
､

一

八
五

〇

年
ま
で

の

イ

ギ

リ

ス

の

全

歴

史

家
も

､

こ

の

蔑
見
へ

の

努
力
が

な
さ

れ

モ
)

と

を

示

し
て

い

る
｡

そ

し

て

モ

ル

J J
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ガ

ン

に

よ

る

同

じ

史
観
の

薔
見
は

､

そ

の

た

め

に

跨
が

熟
し
て

い

た

こ

と
､

そ

し
て

ま
さ

に

尊

兄
さ

れ

ざ

る

を

待
な

か
っ

た

こ

と

を

示

し
て

い

る
｡

歴

史
上

の

他
の

す
べ

て

の

偶
然

事
､

ま

た

偶
然
と

見
え
る

こ

と

に

つ

い

て

も

同

様
で

あ

る
｡

わ
れ

わ

れ

が

研
究
し
ょ

う
と

す
る

領

域
が

経
済
的
な

も
の

か

ら

遠
ざ

か
っ

て
､

純
粋
に

抽

象
的
な

観

念

形

態

的
な

も

の

に

近
づ

く
に

と

も

な
い

､

こ

の

領
域
が

そ

の

蜃
展

の

中
に

偶
然

性
を

示

す
こ

と

が
､

ま

す

ま

す

多
く

な
っ

て

く
る

｡

ま

た

そ

の

曲

線
は

､

ま

す
ま

す
ジ

グ

ザ

グ

に

進

行

す
る

｡

し

か

し
､

あ

な
た

が

こ

の

曲
線
の

平

均
軸
線
を

描
い

て

み

る

な

ら
ば

､

観
察
さ

れ

る

期
間
が

長
け

れ

ば

長
い

ほ

ど
､

ま

た

取

扱
わ

れ

る

領

域
が

大

き

け
れ

ば

大

き

い

ほ

ど
､

あ

な

た

は
､

こ

の

軸
線
が

経
済

的
螢

展
の

軸
線
に

よ

り

近

似
的
に

並

行
す

る

こ

と

を

見

出
す
で

あ

ろ

う
+

(

猥
文

四
一

一

-

由
一

二

頁
､

邦

語
二

五
一

1
二

五

三

頁
)

｡

プ

レ

ハ

ー

ノ

フ

も
､

こ

の

立

場
を

鼠

述
し

､

『

歴

史
に

お

け

る

個

人
の

役
割
』

で
､

さ

ら

に

綿
密
に

分

析
し

て

い

る
｡

す
こ

し

冗

長
､

重

複
の

き

ら
い

も

あ
る

が
､

同

書
か

ら

重

要
と

思

わ

れ

る

部

分

を
､

つ

ぎ
に

引

用

し
て

み

よ

う
｡

歴

史
上
の

出
束
事
の

解
繹
に

つ

い

て
､

一

般
的
原

因
に

節
す
る

立

場
と

､

歴

史
上
の

人

物
の

個
人

的
特
質
に

原
因
を

も

と
め

る

立

易
と
い

う
二

者
が
･
撃
止

し

で

い

る
ひ

そ

の

楓

嘩
な

も
の

は
､

他
の
･

立

場
の

意

義
を

認
め

な
か

っ

た
の

で

あ
る

｡

｢

こ

の

二

つ

の

意

見

の

衝
突
は

二

律
背
反
の

か

た

ち
を

と
っ

た
｡

そ

の

第
一

の

項
は

一

般
的
法
則
で

あ

り
､

第
二

の

項
は

個
人
の

活
動
で

あ
っ

た
｡

第
二

の

項
の

立

場
に

た

て

ば
､

歴

史
と

は

い

ろ
い

ろ
の

偶
然
の

連

鎖
に

す
ぎ

な
い

し
､

第
一

の

項
の

立

場
に

た

つ

と
､

歴

史
上
の

事
件
の

個
性
的
な

面

ま
で

が
一

般
的
原

因
の

作
用
に

よ
っ

て

規
定
さ

れ

る

よ

う

に

お

も
わ

れ

た
｡

だ

が
､

も

し

も

事
件
の

個
性
的

な

面

ま
で

が
一

般
的

原
因
の

影

響
に

よ
っ

て

規
定
さ

れ
､

歴

史
上
の

人

物
の

個
人

的

特
質
に

よ
っ

て

左

右
さ

れ

な
い

も
の

と
せ

ば
､

こ

う
し

た

特
徴
は

一

般
的

原

因
に

よ

っ

て

規
定
さ

れ

て
､

こ

れ

ら
の

人

物
が

ど

れ

ほ

ど

襲
っ

て

も

襲
え

ら

れ

な
い

と
い

う
こ

と

に

な

る
｡

こ

う

し

て
､

こ

の

理

論
は

宿
命
論
的
性

蒋
を
お

び

て

く
る
+

(

英
詳
四

八

東
､

邦
詳

八

〓
月
)

｡

し
か

し
プ

レ

ハ

ー

ノ

フ

は
､

個
人

的

特
質
の

相

違
に

よ

っ

て
､

歴

史
の

進

行
に

､

あ

る

限

ら

れ

た

範
囲
で

は

あ
る

が
､

欒
化
が

お

こ

り

う
る

徐
地

を

認
め

て

い

る
｡

｢

生

産

力
の

嶺
展
が

､

人

類
の

歴

史

的
連

動
の

終
局

的
で

､

も

っ

と

も
一

般
的
な

原

因
で

あ

る

と

考
え

な

け

れ

ば

な
ら

な
い

｡

そ

し
て

､

人

間
の

社

食
関
係
の

あ
い

つ

ぐ

愛
化

を

規

定

す
る

も

の

上之

｢
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は
､

こ

れ

ら
の

生

産
力
で

あ
る

｡

こ

の
一

般

的

原

因
と

な

ら

ん

で
､

特
殊
な

原

因
が

あ

る
｡

…

…

特
殊
な

原

因
の

影
響
は

､

個
々

の

原

因
､

す

な
わ

ち
､

社
台
活

動

家
の

個
人

的

特
質
や

そ

の

他
の

『

偶
然
』

の

作
用
に

ょ
っ

て

お

ぎ

な
わ

れ

る
｡

そ

の

お

か

げ
で

事

件
は

､

さ

い

ご

に

は
､

個
人

的
な

様
相

を

呈

す
る

｡

個
々

の

原

因

は
､

一

般
的
原

因
や

特
殊
な

原
因
の

作
用
に

根
本

的
な

欒
化
を

も

ら

す
こ

と

は

で

き

な
い

｡

そ

れ

だ

け
で

な

く
､

こ

れ

ら
の

原
因
に

よ
っ

て

個
々

の

原

因
の

方

向

と

限

界
が

さ

だ

め

ら
れ

る
｡

に

も

か

か

わ

ら

ず
､

歴

史
に

影
響
を

あ

た

え

た

個
々

の

原

因
に

､

お

な

じ

種
類
の

べ

つ

の

原

因
が

と
っ

て

か

わ
っ

て

い

た

ら
､

歴

史

は

ち
が

っ

た

様
相

を

呈

し
て

い

た

だ

ろ

う

と
い

う
こ

と

は
､

う
た

が

い

な

い
+

(

英

詳
五

〇

頁
､

邦
詳
八
四

頁
)

｡

プ

レ

ハ

ー

ノ

フ

は
､

さ

ら
に

歴

史
に

お

け
る

偉
人
の

役
割
を

規

定
し

､

ま
た

世

間
の

人
々

が

歴

史
の

動
因
と

し
て

の

そ

の

カ
を

過

大

現
す
る

事
由
に

つ

い

て

説

明

し
て

い

う
､

｢

ナ

ポ

レ

オ

ン

は
､

牡

含
の

秩

序
を

救
う

『

名

刀
』

の

役
割
と

な
っ

て

あ

ら
わ

れ
､

そ

れ

に

よ
っ

て

彼
以

外
の

す
べ

も

の

牌

軍
た

ち

を

こ

の

役
割
か

ら
と

お

ざ

け

た

が
､

そ
の

将
軍
た

ち
の

あ

る

も

の

は
､

ナ

ポ

レ

オ

ン

と

お

な

じ

か
､

あ
る

い

は
､

ほ

と

ん

ど

お

な

じ

ぅ
っ

忙

そ

の

役
割
を

果
し

て
■い

た

か

も

し

れ

な
■■い

の

で

凍

そ

…

…
ナ

ポ

レ

オ

ン

の

個
人

的
な

力
は

､

き

わ

め
て

大

げ
さ

な

か

た

ち
で

わ

れ

わ

れ

の

ま

え
に

あ

ら
わ

れ

る
｡

と
い

う
の

は
､

彼
の

個

人

的
な

力
を

ま

え

に

お

し
だ

し
､

そ

れ

を

支

え

て

い

た

あ
ら

ゆ

る

政
令
勢
力
を

､

わ

れ

わ

れ

は

彼
の

個
人

的
な

力
の

せ

い

に

し

て

し

ま

う
か

ら
で

あ

る
｡

ナ

ポ

レ

オ

ン

の

個
人

的
な

力

は
､

わ

れ

わ

れ

に

は
､

な

に

か

全

く

異
常
な

も
の

の

よ

う
に

お

も

わ

れ

る
｡

と
い

う
の

は
､

そ

れ

に

似
た

他
の

さ

ま

ざ

ま
の

力
は

可

能
性
か

ら

現

賓

性
に

攣
ら
な

か
っ

た

か

ら
で

あ

る
｡

そ

こ

で
､

も
し

も

ナ

ポ

レ

オ

ン

が

い

な

か
っ

た

ら

ど

う
だ

っ

た

だ

ろ

う
か

､

と
き

か

れ

る

と
､

わ

れ

わ

れ

の

想

像
は

､

こ

ん

が

ら
が

っ

て
､

彼
の

力
や

影

響
の

も

と

と

な
っ

て

い

た

社
食
運

動

は

す
べ

て
､

彼
が

い

な
か

っ

た

ら
､

ま
っ

た

く
お

こ

ら
な

か
っ

た

だ

ろ

う
､

と

お

も

わ

れ

る

の

で

あ

る
+

(

英
語

四
二

百
､

邦

璽
ハ

九

-
七

〇

頁
)

｡

｢

偶
然
の

現

象
や

有

名

な

人
び

と

の

個
人

的
な

特

質
は

､

深
い

と

こ

ろ
に

び

そ

ん

で

い

る

一

般
的
な

原
因
よ

り
も

､

は

る

か

に

目
に

つ

き

や

す
い
+

(

英
詳
四

七

頁
､

邦
詳
八

〇

頁
)

か

ら
で

あ
る

｡

｢

偉
大
な

人

間
が

偉
大
な
の

は
､

彼
の

個

人

的
特

質
が

偉
大
な

歴

史
上
の

事
件
に

た

い

し
て

個
性
的
な

様
相
を

あ

た

え
る

か

ら
で

は

な

く
て

､

彼
が

そ

の

時
代
の

大
き

な

社

食
的

要

率

1
一

般
的

原
因
や

特
殊
な

原

因
の

影

響
を

う

竹
て

冶

こ

っ

七

電
球

-
に

､

β
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彼
を

も
っ

と

も

よ

く

役
立
た

し

妙

る

こ

と
が

で

き

る

特
質
を

も
っ

て

い

る

か

ら
で

あ

る
｡

カ

ー

ラ

イ

ル

は
､

彼
の

有
名
な

英
雄
に

つ

い

て

の

書
物
の

な
か

で
､

偉
大
な

人

間
を

創

始

者

と

よ

ん

で

い

る
｡

こ

れ

は

じ
つ

に
､

う
ま
い

よ

び

方
で

あ

る
｡

偉
大

な

人

間
が

創
始
者
で

あ

る

の

は
､

他
の

人
び

と

よ

り

も
､

よ

り

遠

く

先
を

み

と

お

し
､

ま
た

他
の

人

び

と

よ

り

も
よ

り

強
く

そ

れ

を

の

ぞ

む

か

ら
に

ほ

か

な

ら
な
い

｡

彼
は

社

食
の

知
的
蜃

展
の

そ

れ

以

前
の

あ

ゆ

み

が

も

ち
だ

し

た

学
問

上
の

課
題
を

解
決
す

る
｡

彼
は

､

祀

合

関
係
の

そ

れ

以

前
の

蜃

展
が

つ

く
り

だ

し

た

新
し
い

敢

合
的
要
求

を

さ

し
し

め

す
｡

彼
は

こ

れ

ら
の

要
求
を

み

た

す
た

め

に

率
先

す

る
｡

彼
は

英

雄
で

あ
る

｡

だ

が

彼
が

物
事
の

自
然
の

あ
ゆ

み

を

止

め
た

り
､

襲
え

た

り

で

き
る

と
い

う

意

味
で

英
雄
な

の

で

は

な

く

て
､

彼
の

活

動
が

こ

の

必

然

的
な

無

意

識
の

な

り

ゆ

き

を

自

覚

し
､

こ

れ

を

自

由
に

表

現
す

る

も

の

だ

と

い

う

意

味
で

､

彼
は

英

雄
な
の

で

あ

る
｡

こ

の

鮎
に

彼
の

あ

ら
ゆ

る

意

義
が

あ

り
､

こ

の

鮎
に

彼
の

す
べ

て

の

力

が

あ

る
｡

だ

が

こ

の

意

義
は

五

大

で

あ

り
､

を
の

カ
は

お

そ

る
ぺ

き

も

の

で

あ

る
+

(

英

語
五

一

頁
､

邦
詔

八

五

頁
)

｡

以

上
が

歴

史
に

お

け
る

個
人
の

役
割
に

関
す
る

マ

ル

ク

ス

主

義

の

見

解
で

あ

る
｡

こ

の

問
題
も

辟
す
る

と

こ

ろ
､

唯
物
論
か

観
念

論
か

と
い

う

争
に

根
ざ

し
て

い

る

も
の

で

あ

る
｡

し
か

し
､

こ

れ

を
､

す
こ

し

違
っ

た

戒

角
か

ら

検
討
し

て

み

ょ

う
｡

七

潜

在

原

因
と

横
合
原

因

一

般
に

､

人

間
歴

史
の

生

成
の

原

因
に

は

潜

在

原

因
と

横
合
原

因
と
い

う
二

つ

の

も

の

が

あ

り
､

こ

の

結
合
に

よ
っ

て
､

個
々

の

事
件
は

現

賓
化

す
る

も
の

で

あ

る
｡

瓜
の

蔓
に

は
､

茄

子

は

貰
ら

な
い

｡

人

間
の

歴

史
､

社

台
生

活
に

つ

い

て

も
､

ま

た

然
り

で

あ

る
｡

こ

れ

は

唯
物

史

観
の

支

持
者
も

反

封
論
者
も

､

み

な

認
め

ざ

る

を

得
な
い

自

明
の

理
で

あ
る

｡

プ

レ

ハ

ー

ノ

フ

も
い

う
､

｢

あ

る

種
の

才
能
を

も
つ

人

間
が

､

そ

の

才

能
に

よ
っ

て

事
件

の

な
り

ゆ

き

に

大

き

な

影

馨
を

あ

た

え

る

た

め

に

は
､

二

つ

の

保

件
が

ま
も

ら

れ

な

け
れ

ば

な

ら

な

い
｡

第
一

に
､

か

れ

の

才

能

は
､

他
の

だ

れ

よ

り

も

か

れ

を

そ

の

時
代
の

祀

曾
的
必

要
に

應
じ

た

も
の

に

し

な

け
れ

ば

な

ら

な
い

｡

も

し
ナ

ポ

レ

オ

ン

が
､

そ

の

軍

事
的

天

才
の

か

わ

り

に
べ

ー

ト

ー

ヴ
ェ

ン

の

書

架

的

才

能
を

も

っ

て

い

た

と
し

た

ら
､

彼
は

､

も

ち
ろ

ん

皇

帝
に

は

な

ら
な

か
っ

た

だ

ろ

う
｡

第
二

に
､

現

存
す
る

祀

合
制
度
は

､

ち
ょ

う
ど

そ

の

時
代
に

必

要
で

､

役
に

立
つ

一

定
の

特
質
を

も
っ

た

個
人

に

た

い

J4

/

ノ
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し
て

､

み

ち

を

と

ざ

し
て

は

な

ら

な

い
｡

背

鰭

制
が

フ

ラ

ン

ス

で
､

そ

の

後
さ

ら
に

七

十
五

年
問
も

存

壊
し
た

と

せ

ば
､

こ

の

ナ

ポ

レ

オ

ン

そ

の

人

も
､

あ

ま

り

有
名
で

な
い

ボ

ナ
パ

ル

ト

将
軍
か

が

ナ

パ

ル

ト

大
佐

と

な
っ

て

死
ん

で

い

た

だ

ろ

う
+

(

英

詳

四
三

頁
､

邦
語
七

〇

1
七

一

頁
)

｡

祀
曾
的

存

在
､

環

境
を

第
一

次

的
の

も
の

と

す
る

史

的
唯
物
論

は
､

二

原

因
の

う

ち
､

明
か

に

横
合
原
因
に

重

鮎
を

お

く
も
の

で

あ
る

｡

し
か

し

潜

在
原
因

-
-
も
の

の

本

束
の

特
質

､

個
々

人
の

生

爽
の

素
質

､

才
幹
等

-
も

ま
た

軽
頑
で

き

な
い

｡

史

的

唯
物

論
で

は
､

潜
在

原

因
を

決
し
て

無
税
す
る

も
の

で

な
い

こ

と
､

す

で

に

再
三

述
べ

た

通
り

で

あ

る
｡

し
か

し
､

そ

の

重

要
性
を

輿
え

る

程
度
に

問
題
が

あ
る

の

で

あ
る

｡

八

因
果
必

然
性
と

慣
値
判

断

つ

ぎ
に

疑
問
と

し
て

提
出
し

た

い

の

は
､

因

果

必

然

性
と

債

値
､

理

想
の

問

題
で

あ

る
｡

史
的

唯
物

論
で

は
､

祀
合
登

展
の

因

果
必

然
性
を

認
識
し

､

こ

れ

に

従

う

活

動
､

政

策
に

意

義
を

認
め

る

の

で

あ

る
｡

そ

の

い

う
と

こ

ろ
の

自

由
は

､

た

ん

に

束
縛
の

封

立

物
と

し

て

の

み

考
え

ら
れ

る

の

で

は

な

く
､

必

然
の

自
覚
で

あ

る
｡

｢

自

由
と

は

意

識
さ

れ

た

必

然
で

あ

る
+

と

解
さ

れ

て

い

る
｡

晩
述
の

よ

う
に

､

マ

ル

ク

ス

は
一

八

七
一

年
｢

国
際
労
働
者

協
曾
+

の

宣
一
言
の

な
か

で

主

張
す
る

｡

｢

労
働
者

階
級

は

賓
現

す
べ

き

何

ら
の

理

想
も

も
っ

て

い

な

い
｡

崩
壊
し
っ

つ

あ

る

市
民

社

食
の

胎

内
に

､

す
で

に

嶺

展
し

て

き
た

新

社

食
の

要
素
を

解
放
す
る

だ

け

で

よ

い

の

で

あ
る
+

と
｡

は

た

し
て

､

そ

う
な
の

で

あ

ろ

う
か

｡

こ

れ

に

つ

い

て

の

卑
見

は

い

ま

ま
で

拙

著
で

く

り

か

え

し

述
べ

た

よ

う

に
､

社

食
現

象
の

場
合
に

か

ぎ

ら

ず
､

一

般
に

あ

る

状
態

の

優

展
が

因
果

必

然
的
の

も
の

で

あ

る
､

と

い

う

事
葺
の

み

を

論

接
と

し

て
､

こ

の

傾

向
に

し

た

が

う

人

間
の

意

識
的

努
力
を

是
認

す
べ

し

と
い

う

結
論
は

必

ず
し

も

放

生

し

な
い

の

で

あ

る
｡

こ

の

哉
展
過

程
が

人

間
の

生

活
の

番
展
に

と
っ

て

望

ま

し
い

も
の

で

あ

る

と
い

う

債
値
判

断
を

加

え
て

､

は

じ

め

て
､

こ

の

必

然

的

過

程

を

意

識
的
に

す
す
め
よ

う

と

す
る

努
力
に

意

義
が

費

生

す
る

の

で

な
か

ろ

う
か

｡

例
え

ば
､

死

亡

と
い

う
こ

と

は
､

す
べ

て

の

人

間

に

必

ず
お

こ

る

現

象
で

あ

る

が
､

死

亡
と

い

う
こ

と

は
､

自
殺

者

等
の

少

数
の

例

外
を

除
い

て
､

つ

ね

に

望
ま

し

く
な
い

こ

と

と

解

さ

れ

て

い

る
｡

故
に

人
々

は

最
後
の

瞬
間
ま
で

､

こ

の

望

ま

し

く

な
い

状
態

が

お

こ

ら
な
い

よ

う
に

努
力
を

す
る

｡

歴

史
､

社

台
生

活
の

場
合

も

同

様
で

あ
る

｡

史
的
唯
物

論
者
は

､

社
台
嶺

展
の

法

乃
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則

弓
e

a
e

白

ま

た

は

∽
e

ど

の

う
ち
に

､

生

成
ま

た

は

現

賓
の

う

ち
に

､

汐
-
-

昌

努
力

目

標
を

も
と

め
､

こ

の

方

法
に

よ

っ

て

現

賓

と

理

想
と

を
一

元

的
に

綜
合

す
る

と

主

張
す
る

が
､

い

か

に

綿
密

に
､

現

茸
の

認
識
分
析
を

こ

こ

ろ

み
､

ま

た

歴

史
的
饅

展
傾
向

を

把

捉
し

て

み

て

も
｢

こ

れ

の

み

に

も

と
づ

い

て
､

存
在
ま

た

は

蟄

展
傾
向

そ

の

も
の

が

望
ま
し
い

と

か
､

望
ま

し

く
な

い

と

か

等
の

債
値
判
断
は

生
れ

な
い

｡

こ

う
い

う
こ

と
を

主

張
す
る

に

は
､

そ

の

議
論
の

前

提
と

し
て

｢

存
在
+

ま
た

は

｢

生

成
+

於
､

つ

ね

に

｢

雷
鳥
+

で

あ

る

と
い

う

論
謹
を

､

ま

ず
あ

げ
な

け

れ

ば

な

ら

な

い
｡

文

明
の

倭

展
を

堕
落
の

行
程
と

解
す
る

主

張
す
ら

あ
る

の

で

あ

る
｡

客
観
的
な

現

賓
世

界
を

い

か

に

綿
密
に

分
析
し

て

も
､

こ

れ

だ

け
で

は
､

い

か

に

す
べ

き
か

､

と
い

う

努
力

､

そ

の

理

想
は

う
ま

れ

得
な
い

｡

賓
際

生

活

上
､

場
合
に

よ
っ

て

は

理

想
の

設
定

が

自
明
の

よ

う

に

思
わ

れ

る

こ

と

も

あ

る

が
､

こ

れ

を

反
省

分
析
す
る

と

き

明
か

と

な
る

よ

う
に

､

わ

れ

わ

れ

は
､

こ

の

場
合
で

も

理

想
を

設

定
し

慣
値
判
断
を

下
し

て

い

る

の

で

あ

る
｡

例
え

ば

失

業
に

よ

っ

て

生

活
に

困
っ

て

い

る

人
々

が

社
食
に

あ

ふ

れ

て

い

る

場
合
に

､

失

業

者
の

困

窮
と

い

う

現

貴
を

把

握
し

て
､

そ

れ

か

ら

直

ち
に

､

そ

の

封
策
の

必

要
が

問
題
と

な

り
､

一

見
､

理

想
の

設

定

が

行

わ

れ

な

い

で
､

現

箕
の

分
析
の

み

か

ら

直
ち

に

理

想

な

い

し

封
策
が

生

ま

畑

れ

る

よ

う
に

思

わ

れ

る

が
､

事
賓
は

そ

う
で

は

な

い
｡

｢

失

業
者

の

窮
乏
+

と

い

う

現

賓
の

把

握
の

つ

ぎ

に
､

｢

こ

れ

は

望
ま

し
い

状

態
で

は

な
い
+

と

い

う

債
値
判

断
を

下

し
､

よ

り

望
ま

し
い

状
態

を

想

定

し

て
､

は

じ
め

て

封
策
の

攻

究
に

問
題
は

す
す

む
｡

し
か

し
､

こ

の

場
合
で

は
､

何
か

の

封
策
が

必

要
で

あ

る

と
い

う
こ

と

は
､

ほ

と

ん

ど

異
論
の

傑
地
の

な
い

こ

と

で

あ

る

か

ら

し
て

､

理

想
の

問
題
が

つ

よ

く

意

識
さ

れ

な
い

の

に

過

ぎ

な

い
｡

要

す
る

に
､

現

茸
の

研
究
の

み

か

ら

し
て

､

理

想
､

従
っ

て

封
策
の

構
成

は

行

わ

れ

な
い

の

で

あ

る
｡

ネ

プ

ラ

ン

ガ

ー

は
､

巧

妙
な

比

喩
を

用
い
■
て

説

明

す
る

｡

｢

三

角
形
と

固

形
の

観
察
に

も

と

づ

い

て
､

固

形
で

あ

る

べ

き

で

あ

り
､

三

角
形
で

あ
っ

て

は

な

ら

な
い

､

と

推
論
し

え

な
い

よ

う
に

､

事
賓
上
の

経
済

状
態

自

鰻
に

た

い

す
る

洞
察
か

ら
､

い

ま

何
が

な

さ

る

べ

き

で

あ

り
､

何

が

償

値

が

あ

り
､

ま

た

慣
値
が

な
い

か
､

と
い

う

規
準

は

生

ま

れ

な
い
+

(

E
･

∽

p
l

p

n

g
e

J

ロ
ー

e

S
t

e
】

-

仁

n
的

几

訂
→

≦
1

e

ユ

己
･

t

e

〓
e

-

n

d
e

→

Z
a
t
-

O

n

巴
･

色
町

O

n
O

∋
首
S
O

F

2
0
-

-

e

詔

甘
け

岩
♂

喜
F

〉

-

¢

-

♪

I

l
一

声
〉

S
.

∞

小

し
｡

社

食
主

義
に

お

け
る

.
室

想

的

祀

合
主

義
と

科

畢
的

社

食
主

義
の

･

封
立
も

､

こ

の

鮎
に

つ

い

て

い

え

ば
､

程
度
の

差
で

あ

る
｡

.
茎

想

的
社

食
主

義
と

い

っ

て

も
､

現

賓
を

ま
っ

た

く

無

税

す
る

も
の

で

′

.
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は

な
い

｡

科
学
的
敢
合
主
義
に

く

ら
べ

て

現

賓
の

認
識
が

不

十

分

と
い

う
に

過
ぎ

な
い
｡

認
識
不

足
は

認
識
無

税
と

は

異
な
る

｡

ま

た

科

挙

的

社

食
主

義
の

場
合
も

､

社

食
主

義
社
食
が

､

資
本

主

義

社

合
に

此

し
て

､

よ

り

た

か

い

債
値
を

髄
現

す
る

と
い

う

債
値
判

断
を

加
え

た

結
果

､

成
立

す
る

主

張
で

あ

る
｡

こ

の

場
合
で

も

理

想
の

要
素
は

混

在
し
て

い

る
｡

眞
の

意

味
に

お

け
る

茎

想

と

は
､

現

賓
と

､

目

指
し
て

す
す
む

理

想

と

の

間
に

､

債
値
の

等

質
蓮

横

関
係
を

認
め

え

な
い

場
合
で

あ
る

｡

九

宿
命
論
と

人

間

努
力

こ

の

易
合

､

三
日

つ

け

加
え

て

お

き

た

い

の

は
､

史
的

唯
物
論

と

宿
命
論
の

関
係
で

あ
る

｡

史
的
唯

物
論
で

は
､

赦

曾
尊

展
の

因

果
必

然
性
を

認
め

る
｡

-
も

ち

ろ

ん

人

間
の

意

識
的
活

動
に

よ

っ

て
､

そ

の

末
梢
的
部
分

に

つ

い

て

は

方

向
を

か

え
る

飴
地

を

認

め
る

と

し
て

も
､

-

-
と
に

か

く
､

大
局

的
に

み

れ

ば
､

生

産
力

の

状
態
に

よ
っ

て
､

祀

曾
の

内

容
､

形
態

､

螢

展
は

必

然
的
に

規

定
さ

れ

る

と

考
え

ら

れ

て

い

る
｡

こ

の

意

味
に

お

い

て
､

こ

れ

に

宿
命
論
の

要
素
が

あ

る

こ

と

は

疑
を

い

れ

得
な
い

｡

そ

こ

で

ス

タ

ム

ラ

ー

等
は

､

社

食
蜃
展
が

す
で

に

因
果

必

然
的

に

行
わ

れ

る

と

改
定
さ

れ

て

い

る

も

の

と

仮
定

せ

ば
､

社
食

運

動

や

政

治

活

動
に

よ
っ

て

そ

の

生

成
を

助

長
し

ょ､

う

と

す

る

こ

と

は
､

日

の

出
や

月

蝕
の

生

成
を

助

長
し

ょ

う

と

す
る

意

欲

活

動
と

同

じ
よ

う
に

､

無
意

味
で

あ

り
､

こ

れ

に

つ

い

て

の

情
熱
を

減
殺

す
る

と

解
し
て

い

る
｡

し
か

し
､

ス

タ

ム

ラ

ー

等
の

よ

う
に

､

宿
命
論
が

､

つ

ね

に

茸

践
活

動
に

お

い

て

力

な
い

し

情
熱
を

減
殺
す
る

も
の

と

断
定

す
る

立

場
に

も

反

省
の

飴
地
が

あ

る
｡

プ

レ

ハ

ー

ノ

フ

も

『

歴

史
に

お

け
る

個
人
の

役
割
』

の

な
か

で

主

張
し
て

い

る

よ

う

に
､

｢

宿
命
論

が

精
力
的

な

賓
践
活

動
を

か

な

ら

ず
し

も
つ

ね

に

さ

ま

た

げ

な
か

っ

た

ば
か

り

か
､

そ

の

反

封
に

､

あ

る

時
代
に

は

宿
命
論
は

､

そ

ぅ
し

た

活

動
の

心

理

的
に

必

要
な

土

墓
で

あ
っ

た

こ

と

を

歴

史
は

し

め

し
て

い

る
｡

こ

の

讃

接
に

､

清
教
徒
…
‥
･

ま
た

マ

ホ

メ

ッ

ト

教
徒
た

ち

…

…

を

ひ

き

あ
い

に

だ

し

て

お

こ

う
｡

あ
る

一

連
の

事

件
が

か

な

ら

ず
お

こ

る

と

確

信
し

さ

え

す
れ

ば
､

そ

れ

だ

け
で

､

そ

の

お

こ

る

の

を

た

す
け

た

り
､

あ

る

い

は
､

そ

れ

に

抵
抗
し
た

り

す

る

心

理
的

可

能
性
が

な

く

な
る

､

と

考
え

る

人

び

と

は
､

ひ

じ
ょ

ぅ
に

ま

ち
が
っ

て

い

る
+

(

英
語

七

頁
､

邦
語

一

四

-
一

五

頁
)

｡

モ

ー

ゼ
､

ク

ロ

ム

ウ
ェ

ル

等
も

､

自

分
の

行
動
を

紳
の

意

思
に

従

ぅ
も

の

と

考
え

､

こ

れ

ら
の

行

動
は

､

す
べ

て
､

必

然
性
に

い

ろ

ど
ら

れ

て

い

た

と

信
じ
て

い

た
の

で

あ
る

｡
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こ

の

ほ

か

に
､

宿
命
論
を

と
る

と

し
て

も
､

人

間
活
動
に

は

歴

史
の

経
過

を
､

あ

る

程
度
ま
で

左

右
し

う
る

カ
が

あ
る

と
い

う
こ

と

は
､

史
的

唯
物
論
を

肯
定

す
る

も
の

も

香
定
す
る

も
の

も
､

そ

の

程

度
に

お

い

て

こ

そ

相

違
あ

れ
､

み

な

多
か

れ

少
か

れ

承

認
し

て

い

る

こ

と
､

既
に

述
べ

た

通
り

で

あ

る
｡

一

〇

結

語

要
す

る

に
､

史
的

唯
物

論
も

反

対
論
も
と

も

に
､

も
の

の

存
在

､

歴

史
の

動

因
に

つ

い

て
､

経
験
事
箕
と

し

て
､

多
く
の

要
素
が

あ

る

の

を

認
め

る

鮎
は

同

じ
で

あ
る

｡

両

者
の

封
立
は

､

そ

の

う

ち

の

ど
れ

に

重

鮎
を

輿
え
る

か
､

ど

れ

に

窮
極
的

､

第
一

次

的
意

義

を

認
め

る

か

の

相

違
に

あ

る
｡

し
か

も

両

者
と

も

に
､

･
反

封

学
説

が

主

張
す
る

要
素
の

償
値
は

､

た

と

え

限

定
さ

れ

た

程
度
に

お

い

て

と

は

い

え
､

と
に

か

く

承
認
し
て

い

る

の

で

あ
る

｡

哲
寧
上
の

本

懐
論
の

場
合

は

別
と

し
て

､

経
験
的

社
食
科

畢
の

問
題
と

し
て

は
､

ど

う
し

て

も

複
数
の

要
素
が

あ

る

こ

と

を

認
め

ざ

る

を

得
な

い

の

で

あ
る

｡

学
説
の

分
岐
は

､

そ

れ

を

認
め
る

程
度
の

相

違
に

あ

る

と

思
わ

れ

る
｡

こ

れ

が

素
直

な

解
得
で

あ

ろ

う
｡

二

元

論
だ

と

か
､

折
衷
論
だ

と
か

､

済
度
す
べ

か

ら
ざ

る

ブ

ル

ジ

ョ

ア

的
見

解
等
と
い

っ

て
､

か

る

く
一

蹴
し

去
ら

な
い

で
､

い

ま
一

度
､

こ

れ

よ

り

出
優
し
て

､

こ

の

畢
説
を

反

省
し
て

み

る

必

要
は

な
い

の

で

あ

ろ

う
か

｡

最
後
に

強

調
し

て

お

き

た

い

の

は
､

後
世
の

マ

ル

ク

ス

主

義
者

の

間
で

､

唯
物
史
観
の

方

法

を

基
礎
と

し
､

こ

れ

に

立

脚
し

て

現

茸
の

歴

史
､

社
食
生

活
を

分
析
す
る

と

き
､

経
済
的

側
面
の

み

に

過
大
の

意

義
を

あ

た

え
､

非
経
済
的

要
因
を

不

嘗
に

軽
視

し
ょ

う

と
つ

と

め

る

も
の

が

あ

り
､

ま
た

そ

れ

が
マ

ル

ク

ス

､

エ

ン

ゲ

ル

ス

の

教
義
に

息
賓
で

あ

る

か

の

よ

う
に

信
ず
る

誤

解
が

､

し

ば

し

ば

行

わ

れ

て

い

る

こ

と

で

あ

る
｡

エ

ン

ゲ
ル

ス

自

身
も

､

眈
掲

一

八

九
四

年
の

ス

タ

ル

ケ

ン

ブ

ル

グ

宛
の

手

紙
の

な

か

で
､

｢

観
察

さ

れ

る

期
間
が

長
い

け
れ

ば

長
い

ほ

ど
､

ま
た

取

扱
わ

れ

る

領
域

が

大
き

け
れ

ば

大

き
い

は

ど
､

こ

の

軸
線
が

経
済
的

螢

展
の

朝
練

に

ょ

り

近

似
的
に

並

行
す
る
+

と

述
べ

て

い

る

が
､

こ

れ

を

塞
か

ら
い

う
と

､

観
察
さ

れ

る

期
間
と

領
域
が

短
小
で

あ
れ

ば
あ

る

ほ

ど
､

歴

史
社

食
の

生

成
蓉

展
に

お

け
る

非
経
済
的

要
因
の

作
用
の

カ
が

大
で

あ

る

こ

と

が

あ

り

う
る

事
賓
を

承

認

す

る

も

の

で

あ

る
｡

さ

ら
に

注

目
に

催
い

す
る

の

は
､

一

八

九

〇

年
の

ブ

ロ

プ

ホ

宛

の

手

紙
の

な
か

で
､

エ

ン

ゲ

ル

ス

は
､

か

か

る

ゆ

き

過

ぎ
を

､

い

ま

し

め
て

､

つ

ぎ
の

よ

う
に

述
べ

て

い

る

こ

と

で

あ

る
｡

｢

往
々

J ∂



一

l

♂

†

､

ふ

に

し
て

経
済
的
な

面

に
､

そ

秒

う

け
る
ぺ

き

比

上
の

畳

駄
が

後
逢

着
た

ち
に

よ
っ

て
､

お

か

れ

て

い

る

こ

と

に

つ

い

て

は
､

マ

ル

ク

ス

も

私
も

一

部
分

は

自

ら

責
任
を

負
わ

ね

ば

な

ら

な
い
+

(

濁

文
三

七

六

頁
､

邦
讃
二

四

七

頁
)

｡

｢

主

要
命
題

を

覚
え
こ

む
や

香

や
､

そ

し
て

､

そ

れ

も

正

し

く

な
さ

れ

て

い

る

と

は

限

ら

な
い

の

に
､

新
た

な
理

論
を

完

全
に

理

解
し

た

と

信
じ

､

即
座
に

こ

れ

を

駆
使
し

う
る

と

信
ず
る

と
い

う

こ

と

は
､

遺

憾

な

が

ら
､

あ

ま

り

に

も
､

し
ば

し

ば

あ

る

こ

と

で

あ

る
｡

そ

し

て
､

か

よ

う
な

非

年
を

私
は

近

頃
の

『

マ

ル

ク

ス

主

義
者
』

の

少
か

ら

ざ

る

人
々

に

加

え
ざ

る

を

得
な
い
+

(

濁

文
三

七

六

頁
､

邦
語
二

四

人

見
)

む

わ

が

国
で

も

｢

マ

ル

ク

ス

主

義
に

立

脚
す
る
+

と

絡

す
る

内

外

園
の

具
燈
問

題

-
政
治

､

経
済

､

国
家

財
政

等
々

の

個
別

問
題

1
の

研
究

書
の

な

か

に
､

か

か

る

誤
り

を

お

か

す
も
の

が

多
い

の

で

あ
る
■し

認
識
過

多
は

認
識
不

足
と

同

じ
よ

う

に
､

と
か

く

性

急
な

も
の

の

お

ち
い

り

や

す
い

陥
穿
で

あ

る
｡

戦
術

､

戦
略
の

場

合

な

ら
ば

い

ざ

し

ら

ず
､

歴

史

社
台
を

科

学
的
に

観
察
し
ょ

う
と

す
る

も
の

は
､

色

旨
な
い

し

逆
色

旨
で

あ
っ

て

は

な

ら

な
い

の

で

あ

る
｡

(

一

橋
大

車

名

馨

教

授
)

( 19-) 唯物史観 の 反省
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