
書

評

河
a
}

ヨ
0
ロ
d

W
E
i

a

m
s

‥

T
h
e

ど
n
的

河
e
七
d
-

已
i

O
ロ

(

C

訂
t

t

｡

賀
d

W
訂
d

卓

P
O

ロ
n

b
n

-

-

貰
こ

山

本

和

平

l

レ

イ
モ

ン

ド
･

ウ

ィ

リ

ア

ム

ズ

(

一

九
一

二

-
)

が
日

本
の

一

部
の

英

文
学
研
究
者
の

あ
い

だ
で

関
心

を

も

た

れ

は

じ

め

た
の

は
､

『

イ

プ

セ

ン

か

ら
エ

リ

オ

ッ

ト

ま
で

の

劇
』

(

b
言

責

書
き

旨
…

首

崇
阜
-

ま
N

)

か

ら
で

あ
っ

た

と

お

も

う
｡

当
時

､

↑
･

S
･

エ

リ

オ

ッ

ト
の

詩

劇
に

代

表
さ

れ
る

い

わ

ば

詩
劇
復
興
の

き

ざ

し

と

イ
プ
セ

ン

以

来
の

自
然
主
義
演

劇
と
の

関
連
を

と

ら
え

た

批
判
的
な

研
究

書
の

著
者
と

し
て

ウ

イ

リ

ア

ム

評

ズ

は

新
鮮
な

魅
力
で

あ
っ

た
｡

六

年
後
に

出
版
さ

れ

た

『

文

化

と

社

会
』

(

(

g
叶

弓
Q

§
乱

哲
Q

賢
聖

h

記

号
l

h

り

さ
一

茂
∞
)

は
､

ウ

ィ

リ
ア

ム

ズ

の

関
心
の

領
域
が

単
に

演
劇

( 9 1 ) 書

や

文
学
に

局
限
さ

れ

ず
､

び

ろ

く

イ

ギ

リ
ス

の

文
化

･

社
会
に

お

よ

ぷ

も

の

で

あ

る
こ

と

を

示
し
た

｡

従
来
の

イ

ギ

リ
ス

近

代

文

学

史
の

叙

述

方

法
､

あ

る

い

ほ

文
学
を

即
自
的
に

絶
対
化
す
る

研
究
方
法
に

疑
惑
を
も
っ

●

J■

て

い

た

英
文
学
研
究
者
に

は
､

い

わ

ゆ

る

｢

社

会
+

と

思
想
ど

文
学
と

を

全
体
と

し
七

把
握
し
ょ

う
と

い

う
著
者
の

方

法
は

ま
こ

と
に

示
唆
に

と

む

も

の

で

あ
っ

た
｡

産
業
革
命
が

イ

ギ

リ
ス

人
の

生
活
様
式
を

変
革
し

､

｢

人

間
+

に

お

よ

ぼ

し

た

影
響
と
そ

の

意
味
に

関
し

て

は

た

ん
に

そ

れ

が

｢

政
治
+

に

お

け

る

進
歩
派
と

反
動
派
と
を

生
み

だ

し

た

と
い

う
に

と

ど

ま

ら

ず
､

同
時
に

｢

文
学
+

を

も

ゆ

る

が

す
大
問
題
で

あ
っ

た
こ

と

は

イ

ギ

リ
ス

.

｡

マ

ン

ー

オ
々
チ

ヰ

ア

ー
一

派
の

活
動
を

み

て

も

明

瞭
で

あ

ろ

う
｡

ウ

ィ
リ

ア

ム

ズ

が

｢

文
化
+

｢

芸

衛
L

→

民
主
主

義
+

｢

産
業
+

→

階

轡
等
の

用
語

宅
⊥
.
七
八

〇

年
か

ら

一

九
五

〇
年
の

期
間
の

精
神
史
的

動
向
を

さ

ぐ

か

キ

ト

エ
ソ

ー

ド

と

み

て
､

そ

れ

ら
の

意
味
内
容
の

拡
大

･

深
化

･

明
確
化
等
の

変
遷
過
程
を

､

文
学
作
品
や

思
想
的
著
作
や

政
治
的
論
文
等
の

具
体
性
に

お
い

て

分
析
し

て

み

せ

た

手
際
は

鮮
か
で

あ
っ

た
｡

た

と

え
ば

冒
頭

､

エ

ド
マ

ン

ド
･

バ

ー

ク

と

ウ

イ

リ

ア

ム

一

コ

ベ

ッ

ト

を

な

ら
べ

て
､

前
者
に

保
守
主

義
の

後

者
に

進
歩
主
義
の

源
流
を

み

る

在
来
の

素
朴
な

社

会

思

想

論
を

拒

否
し

て
､

両
者
の

､

そ
の

反
ブ

ル

ジ
ョ

ア

性
に

お

け

る

共
通
面
を

強
調
し

､

さ

ら

に

そ
こ

か

ら

イ

ギ

リ
ス

･

ロ

マ

ン

派
の

思
想

構
造
を

解
析
し
て

み
せ

る

あ
た

り
ま
こ

と

に

巧
み

で

あ

る

と

お

も

わ
れ

た
｡

c

已

旨
e

な
る
コ

ト
バ

が

語
義
上
の

混
乱
を

極
め
て

い

る
こ

と
､

し

か

糾

そ

れ

は

常
に

､

希
求
さ

る
ぺ

き

価
値
と

し
て

､

こ

と

に

｢

人
間
性
+

の

危
機
が
認
識
さ

れ
る

と

き
は

き

ま
っ

て

最
も

有
力
な

努
力
目
標

､

あ

る

い

は

反
省
の

起
点
と

し
て

措
定
さ

れ

て

き

た
こ

と

1
こ

う
し

た

観
点
か

ら

2
旨
e

の

｢

伝
統
+

を

明
確
に

し
よ

う
と
い

う
企
図
は

､

い

わ

ゆ
る

ア

7

パ

シ

ー

状
態
に

あ

る

現
代
イ

ギ

リ
ス

の

精
神
状
況
の

打
開
の

た

め
の

､

十

門
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分
に

現
代
的
な

､

情
勢
論
的
な

､

つ

ま

り

は

主
体
的
な

仕
事
で

あ
っ

た

と

お

も

う
｡

さ
て

昨
年
ペ

リ

カ

ン

叢
書
に

も

入
っ

た

『

長
期
の

革
命
』

の

ペ

リ

カ

ン

版
へ

の

緒
言
に

よ

る

と
､

本
書
は

『

文
化
と

社
会
』

以

上
の

論
議
を

呼
ん

ニ

ュ

ー
･

レ

フ

ト
･

レ

ヴ
ュ

ー

だ

ら
し
い

｡

私
の

み

た

『

新

左

巽

評

論
』

九

号
､

十
号
(

一

九

六
一

)

に

ま

た

が

る

E
･

P
･

ト
ム

ス

ン

に

よ

る

長
大
な

批
評
は

実
に

す
さ

ま

じ
い

も
の

で
､

論
の

当
否
は

別
と

し

て

も

そ
の

批
評
の

酷
烈
さ

は
､

本
書
が

少

く

と

も

問
題
作
で

あ

る

こ

と

を

傍
証
す
る

と

共
に

､

共
通
の

目

標
を

も
つ

も
の

の

間
に

の

み

可
能
な

相
互

批
判
の

あ

り

方
と

い

う
も

の

を

う
か

が
わ

せ

る

に

十
分

で

あ
っ

た
｡

ウ

ィ

リ
ア

ム

ズ

に

た
い

す
る

私
の

興
味
の

一

部
は

､

彼
が

自
己
の

関
心

の

拡
大
に

と

も

な
っ

て

研
究
領
野
を

拡

大
し

て

い

く

知
的
食
埜
さ

､

新
著

を

必

ず
旧

著
の

成
果
と

論
議
の

反

省
の

上
に

大
胆
に

拡
大
修
正

し

て

い

く

そ
の

仕
事
の

主

体
的
性
椅
で

あ

る
｡

ヽ

ヽ

ヽ

こ

う
し

た

知
的
食

埜
さ

と

主
体
的

声
自
立

的
と
い

っ

た

方
が

い

い

か

も

し

れ

な
い

一
研
究
態
度
は

現
状
打
開
の

意
欲
の

当

然
の

帰

結

な

の

で
､

在
来
の

現
実
把
握
の

パ

タ
ン

の

破
産

､

非
生

産
性

､

拘
束
性
の

認
識

が

前
提
さ

れ

て

い

る

わ

け

で

あ

る
｡

た

と
え

ば
､

E
･

P
･

ト

ム

ス

ン

も

指
摘
し
て

い

る

が
､

祓
の

｢

文
化
+

概
念
は

T
･

S
･

エ

リ

オ

ッ

ト
の

そ

れ

に

大
き
ノ

＼

影

響
さ

れ

て

い

る

だ

ろ

ぅ
｡

し

か

し

彼
が

組
み

た
て

よ

う
と

し

て

い

る

文
化

史
の

楕
円
は

､

ヲ
.

｡

ッ

パ

社
会
を

キ

リ

ス

ト

教
に

よ

る

び

と
つ

の

精
神
共
同
体
と
み

空
タ

て

い

の

エ

リ
オ

ッ

ト

式
の

構
想
の

破

産
の

認
識
が

根
祇
に

あ

り
､

む
し

ろ

イ

ヽ

ヽ

ギ

リ

ス

社
会
史
に

近
い

も
の

の

よ

う
で

あ
る

｡

ぉ

そ

ら

く
､

彼
が

直
面
し
で

い

る

問
亀

甲
核
心
に

は
､

現
代
イ

ヂ

リ
ス

旛

の

閉
塞

状
況
を

打
開
す
る

方
向
の

摸
索

5
し

か

も

単
な

る

政
治
主

義
､

7

経
済
主

義
､

精

神
主

義
の

非
力
･

破
産
の

認
識
に

た
っ

た

そ
れ

ー
が

あ

る

の

で

あ

る
｡

そ

し
て

そ

の

際
登
場
す
る
の

が

全

生

活

様

式

と

し

て

の

｢

文
化
+

な
る

概
念
な

の

だ
｡

方
法
は

主

体
的
で

な
い

か

ぎ

り

真
に

生

産
的
で

は

な
い

わ

け

で

あ

る
か

ら
､

状
況
打
開
の

た

め
に

は

伝
統
的
な
ア

プ
ロ

ー

チ

の

局
限
性
の

破
壊
に

必

然
的
に

む
か

う
だ

ろ

う
｡

序
論
で

､

ケ
ム

ブ

リ
ッ

ジ

大
学
の

英
語
教
師

ア

カ

デ

ミ

ッ

ク
･

プ

ル

ー

デ

ソ

ス

ウ

ィ

リ

ア

ム

ズ

は

｢

学

者

の

分

別
+

を

ふ

り

す
て

て
､

広
く
さ

ま

ざ

ま

な

テ
ー

マ

を
と

り
あ

げ

た
こ

と

に

つ

い

て
､

｢

私
に

と
っ

て

興

味
の

あ

る

問
題
を

追
及
し

う
る

学

科
目
が

な
い

+

か

ら
い

た

し

方
が

な
か

っ

た

と

断

り
､

い

つ

か

は

し

か

る
べ

き

科
目
が

で

き

る

こ

と

を

希
望
し

て

い

る

が
､

い

ず
こ

も

お

な

じ

ア

カ

デ
､

､

､

ァ

ク

な
ナ

ワ
バ

リ

精
神
が

学
問
的
研
究
の

障

害
と

な
っ

て

い

る

ら

し
い

｡

し
か

も

彼
の

直
面
し

た

問
題
の

緊
急
性
は

､

彼
一

個
人
の

も
の

で

は

な

く
､

か

な

り
一

般
的
で

あ

る

こ

と

は
､

前

著

『

文
化
と

社
会
』

が

ま

き

お
こ

し

た

論
議
か

ら
も

明

瞭
に

看
取
し

う
る

と

こ

ろ
で

あ

る
｡

2

本

書
は

三

部
に

分
か

た

れ

る
｡

第
一

部
は
い

わ

ば

理

論

編
で

あ

り
､

｢

創
造

的
精
神
+

｢

文
化
の

分

析
+

｢

個
人

と

社
会
+

｢

社

会

像
+

の

四

串

よ

り

な
る

｡

本
書
の

な

か

で

最
も

生

彩
あ
る

部
分
で

あ

る
｡

第
二

部
は
い

わ

ば

歴
史
編
で

､

｢

教
育
と

イ

ギ

リ
ス

社
会
+

｢

読
書
階
級
の

発

達
+

｢

大

衆
紙
の

発
達
+

｢

標
準
英
語
の

発
達
+

｢

英
国
作
家
の

社
会

史
+

｢

演

劇

形

嘲

●

砂



紳

一

式
の

社
会
史
+

｢

リ

ア

リ

ズ

ム

と

現
代
小

説
+

の

七

草
よ

り

な

る
｡

第
三

部
は

｢

一

九

六

〇
年
代
の

イ
ギ

リ

ス

+

と

題
さ

れ
､

現
状

認
識
と

将
来
の

展
望
を

語
っ

て

い

る
｡

｢

長
期
の

革

命
+

な
る

タ
イ

ト

ル

は
､

『

文
化
と

社

会
｢

ロ

の

持

論

中
の

｢

い

ま

ま

で

わ

れ

わ

れ
の

冊

界
を

変
え

て

き

た

し

ま

た

現
に

変
え
つ

つ

あ

る

勢
力
は

産
業
と

民

主
主

義
で

あ

る
｡

こ

の

変
化

､

こ

の

長
期
の

革
命
の

理

解
は

､

容
易
に

到
達
し

え

な
い

意
味
の

レ

ベ

ル

に

あ

る
｡

+

か

ら

と
っ

た

も
の

で

あ
る

｡

本
書
で

は

｢

産
業
+

と

｢

民
主
主

義
+

に

お

け

る

革
命
の

ほ

か

に

｢

文

化
+

の

革
命
が

重

要
な
主

題
と

し

て

真
正

面
か

ら

と

り

あ

げ
ら

れ

て

い

る

こ

と

は

本
書
の

目

次
か

ら

し
て

一

目

瞭

然
で

あ

る
｡

こ

れ

は

教

育
･

学

問
･

芸
術
そ
の

他
高
度
の

コ

､

､

､

ユ

ニ

ケ

ー

シ

ョ

ン

を

ふ

く

む

も

の

で

あ

り
､

ま

た

産
業
革
命

､

民

主
主

義
革
命
と

は

切

り

離
し
て

は

考
察
し
え

ぬ

も
の

で
､

産
業
と

民
主
主

義
に

お

け

る

進
歩
と

相
互

作
用
に

深
く

影
響
さ

れ

て

い

る

か

ら
､

個
々

別
々

の

変
化
の

過

程
と

し
て

で

は

な

く
､

全
体
的

過
程
と

し
て

把
握
さ
れ

ね

ば
な

ら

ぬ

わ

け

で

あ

る
｡

本
書
の

概
念
を

扱
っ

た

第
一

部
は

特
に

生

彩
が

あ
る

と
い

っ

た

が
､

た

と

え

ば

第
一

章
｢

創
造
的
精
神
+

は
､

脳
･

神
経
生

理

学
的
認
識
装

置
を

評

芸
術
的
創
造
に

応
用
し

た

点
で

興
味
が

あ

り
､

第
二

章
｢

文
化
の

分

析
+

は

｢

感
情
の

構
造
+

な

る

概
念
を

創
出
し
て

､

あ
■
る

時
代
社
会
の

住
民

以

外
に

は

決
し
て

経
験
し

え

な
い

あ

る

も
の

､

｢

時
代
の

文

化
+

と

で

も

い

に

ま

み

れ
､

ほ

と

ん

ど

無
内
容
と

化
し

な
が

ら

相
も

変
ら

ず
わ

か
っ

た
つ

も

り

で

流
通

し

て

い

る

術
語
を

再
検
討
し

､

｢

社

会
+

と

｢

個

人
+

と

を

っ

な

ぐ

媒
介

項

と

し

て

｢

共

同

体
成

員
+

｢

主

従
+

｢

戟

逆

者
+

｢

亡

命

者
+

｢

自
己

亡
命
者
+

な

ど

を

考

案
し

､

｢

+

社

会
+

と

｢

個
人
+

と

の

対

立

を

克
服
し
て

個
人
の

独
自
性
が

民
主
主

義
社
会
の

基
礎
と

な
る

所
以
を

説

き
､

ま
た

第
四

章
｢

社
会

像
+

で

は
｢

社
会
+

を

も
っ

ぱ

ら

｢

政

治
+

･

｢

経
済
+

の

二

領
域
に

還
元

す

る

見
方
の

あ

や

ま

り

を

衝
き

､

社
会
関
係
を

構
成
す
る

他
の

二

大
要
因

､

学

習
･

通

信
制
度
及
び

家
族
関
係
を

導
入

し

て
､

こ

の

四

者
を

同
等
の

資
格
に

お
い

て

み
る
ぺ

き
こ

と
を

提
唱
し

て

い

る
｡

ウ

ィ

リ

ア

ム

ズ

の

所
説
に

は

た

し
か

に
､

E
･

P
･

ト
ム

ス

ン

の

酷
評

す
る

よ

う
に

､

た

と

え

ば
マ

ル

ク
ス

や
ウ
エ

ー

バ

ー

や
マ

ン

ハ

イ
ム

や
ト

ー

ニ

ー

を

真
正

面
か

ら

と

り

あ

げ

て

そ
の

批
判
を

通
し

て

独

自
の

新
し
い

観
点
を

提
供
す
る

と
い

う
風
に

は

な
っ

て

い

な
い

｡

ま

た

私
に

も

そ

れ

を

や
る

力
は

な
い

｡

し

か

し

私
に

と
っ

て

｢

芸
術
的
創
造
+

は

重

大
な

関
心

′′( 9 3 ) 書

ぅ
べ

き

も
の

が

芸
術
の

な

か

に

集
約
さ

れ
て

い

る

こ

と

を

指
摘
し

て

芸
術

の

重

要
性
と

文
化
伝
統
の

成
立

方
法
に

つ

い

て

説
く
あ

た

り
､

ま

た

第
三

草
｢

個
人
と

社
会
+

で

は
､

｢

社
会
+

と
か

｢

個
人
+

と

か

い

う
､

手

垢

な
の

で
､

以

下

第

三
早
に

限
っ

て

ウ
ィ

リ

ア

ム

ズ

の

説
を

紹
介
し

批
評
を

加
え

て

み

た
い

｡

O
一

策
一

章
｢

創
造
的
精
神
+

の

最
も

注
目
す
べ

き

点

は
､

｢

創

造
+

と

い

う
従

来
か

な

り

神
秘
化
さ

れ
て

き

た

芸
祷
家
の

精
神
の

営
為
を

､

一

貫
し

て

コ

ミ
ュ

ニ

ケ
ー

シ

ョ

ン

の

観
点
か

ら

と

ら

え

た
こ

と
､

し
か

も

そ

の

有

力
な

理

論
的
基
礎
と

し
て

筋
･

神
蓮
生

理

学
を

利

用

し

た
こ

と

で

あ

ろ

う
｡

7 ∂∂
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プ

ラ

ト

ン

､

ア

リ

ス

ト

テ
レ

ス

以

来
､

フ

ロ

イ

ト

や
ユ

ン

グ

に

至
る

芸

術
論
を

歴
史
的
に

概
観
し

､

要
す
る

に

芸
術
的
創
造
に

つ

い

て

は

諸
説

紛

紛
で

あ
る

と
い

う
｡

そ

こ

に

｢

脳
及
び

神
経
系
の

過
程
と

し
て

知
覚
を

と

ら

え

る

最
近
の

一

書
+

が

あ

ら

わ

れ

て
､

こ

れ

に

よ
っ

て

は

じ

め
て

決
定

的
な

一

歩
を

ふ

み

だ

す
こ

と
が

で

き

る

と
い

う
｡

こ

の

本
は
ロ

ン

ド

ン

大

学
の

解
剖
学
教
授
1

･

Z
･

ヤ

ン

グ

の

『

科
学
に

お

け

る

懐
疑
と

確
信
1

-
一

生
物
学
者
の

脳
に

つ

い

て

の

省
察
』

(

ナ

N
･

ゴ
U

日

日

粥
‥

b

き
だ

§
乱

9
註

已
邑
仙

こ
声

哲
叫

3
鳶

-
P

無
Q
～

遥
訂
叶

〉

わ

出

島
へ

豆
丸

3
芸
ゴ

こ
訂

守
已
き

}

況
○

)

で

あ

る
｡

こ

の

ヤ

ン

グ
の

苔
は

一

九
五

〇

年
B

･

B
･

C
の

リ
ー

ス

記
念
講
演
の

原
稿
に

補
講
を

加

筆
し
て

出
版
さ

れ

た

も

の

で
､

画

期
的

な

科
学
思
想
と

し

て
一

大
セ

ン

セ

ー

シ

ョ

ン

を

ま

き
お

こ

し
た

も
の

ら

し

い

｡

胴
･

神
経
生
理

学
に

お

け

る

最
近
の

成

果
を
ふ

ま

え

な
が

ら

言
語

･

科
学

･

社
会

･

人
生
へ

と

自
由
に

論
を

展

開
し
て

い

く
一

種
の

啓
蒙
看
で

其
の

｢

教
養
+

の
一

典
型
を

み

せ

て

く
れ

る

よ

う
な

本
で

あ

る
｡

さ

て
､

古
来

一

誌
巴
打

て
(

現

実
･

実

在
)

な

る

語
が

芸
術
的
創

造
に

関
し

て

用
い

ら

れ

る

際
に

､

あ
ら

ゆ
る

流
派
に

通
じ

る

共
通
の

前
提
が

あ

っ

た
｡

す
な

わ

ち
､

①
｢

普
通
の

日

常
的
知
覚
と
い

っ

た

も
の

が

あ
る
+

こ

と
､

④
｢

こ

れ

は

あ

る

種
の

人
間

､

あ

る

種
の

活
動
に

よ
っ

て

例
外
的

に

超
越
さ

れ

う
る
+

こ

と
､

⑨
そ

し
て

た

い

て

い

の

ば

あ
い

､

こ

の

日

常

的
知
覚
の

所
産
を

｢

リ

ア

リ

テ
ィ

+

と
よ

び
､

し

た

が
っ

て

芸
術
家
の

知

覚
の

所
産
を

こ

の

｢

リ

ア

リ

テ
ィ

+

の

変
更
(

組

織

化
､

理

想

化
､

超
越
)

と

み

な

け
れ

ば

な

ら

な

く

な

る
こ

と
､

で

あ

る
｡

こ

の

よ

う
な

日

常
的
知
覚
と

芸
術
的

知

覚
の

対

立
､

｢

現
実
+

と

｢

芸

術
+

の

対

立
は

､

芸
術

･

芸
術
家
の

エ

リ
ー

ト

的
性
格
づ

け
に

結
果
す
る

と
い

う
指
摘
は

､

ロ

マ

ン

派
以

来
､

ま

す
ま

す

孤
立
化
の

度
を

増
し

て

き

紺▲7

た

芸
術
の

閉
塞
状
況
を

打
開
す
る

際
の

認
識
と

し
て

は

大
切
で

あ

ろ

う
｡

エ

ソ

テ

リ
ツ

タ

秘
数
的
に

な

る
こ

と
に

よ
っ

て

芸
術
が

ま

す

ま

す

貧
困
化
し
た

面
は

否
定

で

き

な
い

の

で

あ
る

｡

著
者
は

ヤ

ン

グ
の

｢

わ
れ

わ
れ

各
人
の

脳
が

､

各
人
の

世

界
を

文
字
通

り

創
造
す
る
+

と
い

う
衝
撃
的
な

一

文
を

引
用
し

､

知
覚
に

お

け

る

貿
の

差
異
を

否
定
す
る

と

同
時
に

い

わ

ゆ
る

主
体
と

客
体
と

の

絶
対

的
分

離
を

否
定
す
る

｡

脳
が

世
界
を

創
造
す
る

と
い

う

表
現
は

実
に

危
険
な

反

響
を

も
っ

た

表
現
で

あ
っ

て
､

い

わ

ゆ

る

観
念
論
的
臭
い

が

し

な

い

で

も

な

い

｡

し
か

し

そ

う
で

は

な

く
て

素
朴
実
在
主

義
の

虚
妄
を

脳
生

讐
宇

的
に

衝
い

た

表
現
な
の

で

あ
る

｡

さ

て

著
者
は

､

ヤ

ン

グ

の

こ

の
一

文
を

挺
子

と

し

て
､

し

た

が
っ

て

｢

創
造
+

と

は

た

ん

に

芸
術
家
の

活
動
に

つ

い

て

の

み

言
わ

れ
る

べ

き
で

な

く

｢

あ

ら

ゆ

る

人
間
的

精
神
の

活
動
+

で

あ

る

と

い

う
｡

ま

た

ヤ

ン

グ

は

｢

周

囲
の

世
界
か

ら

わ

れ

わ

れ
の

感
官
を

通
し

て

う
け

と

る

情
報
は

､

い

わ

ゆ
る

リ

ア

リ

テ
ィ

が

形
成
さ

れ

る

よ

り

前
に

､

あ
る

人

問
的
な

規
則

に

し

た
が

っ

て

解
釈
さ

れ

ね

ば

な

ら

な
い
+

と
い

う
｡

す
な

わ

ち
､

｢

外

界
+

(

ヤ

ン

グ

の

い

う

｢

わ

れ

わ

れ

の

周

囲
の

世

界
+

)

か

ら
の

情
報
が

感

覚
受
容
器
を

通
し
て

脳
に

伝
え

ら

れ

る

と

脳
は

､

す
で

に

学
習
し

た

規
則

に

し

た

が
っ

て

こ

れ
を

解
釈
し

｢

リ

ア

リ

テ
ィ

+

が

構
成
さ

れ
る

と

い

う

こ

と

に

な

る
｡

い

わ

ゆ

る

｢

外

界
+

(

わ

れ

わ

れ

の

意
識
の

外

に

独

立

し
て

あ

る

世

界
)

リ
ア

リ

テ

ィ

と

｢

現
実
+

と

は
こ

こ

で

は

区

別
さ

れ

て

い

る

わ

け

で
､

別
で

な

け

れ

ば

各
人
の

脳
に

よ

る

解
釈

､

｢

各
人
の

世

界
の

創
造
+

と

い

う
表
現

は

意

味

_

_

恥
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を
な

さ

な
い

わ

け
で

あ

る
｡

で

は
カ

ン

ト

流
の

物
自
体
の

不

可
知
論
か

｡

し
か

し

感
覚
主

体
か

ら

独

立
し

た

｢

外
界
+

の

存
在
は

前

提
さ

れ
､

｢

情

報
+

は

｢

外

界
+

に

依
拠
す
る

も
の

と

仮
定
さ

れ

て

い

る

か

ら

観
念
論
で

ほ
あ

る

ま
い

｡

｢

リ

ア

リ

テ
ィ

+

な

る

語
の

定
義
が

異
る

わ

け

で
､

彼
の

ば
あ

い

｢

リ

ア

リ

テ
ィ

+

は

各
個
人
に

属
す
る

と

了
解
す
れ

ば
い

い
｡

生
理

学
者
ヤ

ン

グ
の

､

実
験
可
能
な

科
学
の

強
み

に

た
っ

た

発
言
は

､

古
来
の

認
識
論
の

根
本
問
題
と

直
接
か

ら

ん
で

く
る

わ

け
で

､

哲
学
的
思

考
の

装
置
を

混
乱
あ

る

い

は

再

整
理
へ

み

ち

び

く

結
果
に

な
る

の

で

は

な

か

ろ

う
か

｡

ウ

ィ

リ

ア

ム

ズ

は
こ

う
し

た

｢

リ

ア

リ

テ
ィ

+

形
成
の

過
程
に

お

け
る

主
体
関
与
の

必

然
性
の

事
実
を

認
識
せ

よ

と
い

う
ヤ

ン

グ
の

説
が
い

ろ
い

ろ

困
難
な

哲
学
的
問
題
を

ま

き
こ

む
こ

と

を

恐

れ

て
､

賢
明
に

も
こ

れ

に

立
ち

入

ら

な
い

｡

そ

し

て

確
実
な

も
の

と

し

て

結
論
的
に

次
の

よ

う
に

い

う
｡

｢

各
個
人
に

お

い

て
､

遺
伝
と

文
化
を

通
じ

て

の

こ

れ

ら

の

規
則
の

学
習
は

次
の

点
に

お

い

て
一

種
の

創
造
で

あ

る
｡

す
な

わ

ち
､

明
ら
か

に

人

間
的
な

世

界
､

彼
の

カ

ル

チ

ュ

ア

が

限
定
す
る

通

常
の

『

リ

ア

リ

テ
ィ

』

は
､

諸
規
則
が

学
習
さ

れ

る

と

き
に

の

み

形
成
さ

れ

る

と
い

う
点
に

お
い

て

で

あ

る
｡

+

ロ
ノ

ア
∩
′

テ

ィ

在
来
の

芸
術

論
は

模
倣
説
で

あ
れ

創
造
説
で

あ
れ

す
べ

て

｢

現
実
+

と

｢

芸
術
+

の

二

元
論
を

前
提
と

し
て

い

た
｡

し
か

し
ヤ

ン

グ

の

新
し
い

知

覚
論
に

よ
っ

て
､

｢

人

間
の

観
察
と

解
釈
が

入

り
こ

ま

な
い

と

こ

ろ

の

･

人

間
に

よ
っ

て

経

験
し

う
る

現

実
が

あ

る

と
い

う
仮
定
+

は

崩
れ

る
｡

し

た

が
っ

て

｢

あ

る

が

ま

ま

に

見
る
+

こ

と

を

可
能
だ

と

仮
定
し

､

こ

れ

を

主
張
す
る

素
朴
リ

ア

リ
ズ

ム

は

な

り

た

た

な

く

な
る

わ

け
で

あ

る

･ ｡

リ

ア

リ

テ
ィ

の

成
立

､

す
べ

て

の

人
間
的
経
験
は

非
人
間
的
現
実
の

解
釈
で

あ

ヽ

ヽ

ヽ

る
､

主

観
的
で

あ

り

同
時
に

客
観
的
な

プ
ロ

セ

ス

で

あ

る

と

い

う
の

が

彼

の

強
調
す
る

と
こ

ろ

な

の

だ
｡

と
こ

ろ

で

芸
術
は
コ

､
､

､

:
一

ケ
ー

シ

ョ

ン

を

め
ざ

す
｡

す
べ

て

の

生

物

体
は

そ
れ

ぞ

れ

通
信
系
を

も
つ

が
､

人
間
の

ば

あ
い

､

言
語

･

身
振
り
･

音
楽

･

数
学
等
が
こ

れ

で

あ

る

が
､

こ

れ

ら

は

社
会
的
学
習
過
程
の

一

部

で

あ

る
｡

芸
術
は

こ

の

よ

う
な

全

般
的
コ

ミ
ュ

ニ

ケ
ー

シ

ョ

ン

(

以

下
コ

､
､

､

ユ

ニ

ケ

ー

シ

ロ

ン

を

｢

通

信
+

と

訳
す

｡

｢

伝

達
+

は
一

方

交

通
に

き

こ

え

る

し
､

｢

通

信
+

は

郵
便
を

連
恕
さ

せ

る

の

で

う

ま

く

な
い

.
が

し

か

た

な
い

｡

｢

共

有

活

動
+

で

は

も
っ

て

ま

わ
っ

た

い

い

方

だ

し
､

｢

コ

ミ

ニ
ー

イ

ソ

テ

ソ

ス

ケ
ー

シ

ョ

ン

+

は

長
す
ぎ

る
｡

)

の
一

種
で

､

｢

強
烈
な

形
式
+

で

あ
る

｡

ヽ

ヽ

し

た

が
っ

て

学
習
さ

れ
た

通
信
系
の

共

有
の

な

い

か

ぎ

り

作
品
を

見
る

(

文

字

通

り
)

こ

と

は
で

き

な
い

｡

つ

ま

り

芸
術
は

能
動
的
な

通
信
を

実

現
し

え

な
い

な

ら

芸
術
は

存
在
し

え

な
い

｡

芸
術
的
通

信
は

芸
術
家
と

読

者
･

観
客
の

双

方
が

参
加
す
る

活
動
で

､

芸
術
的
通
信
が

成
立

す
る

と

き

は

人

間
的

経
験
が

能
動
的
に

提
供
さ

れ
､

能
動
的
に

受
容
さ

れ

る
｡

こ

の

よ

う
な

活

動
の

閥
以

下
で

は

芸
術
は

存
在
し

え

な

い
｡

こ

の

よ

う
な

芸
術
観

､

た

と

え

ば

文
学
を

作
家
と

読
者
と
の

､

言
語
を

殊
介
に

し

た

協
力
的
な

活
動
の

場
そ

れ

自
体
と
み

る

見
方
は

非
常
に

重

要

な

指
摘
だ

と

私
は

お

も

う
｡

芸
術
を

享
受
者
か

ら

独
立
し

た

純
粋
な

客
体

フ

ィ
p

P

一シ
カ

ル

と
み

る

常
識
が

､

主

体
ば

な

れ
の

実
証
主
義
的

､

あ

る

い

は

文
献

学
的
作

業
を

唯
一

の

学
問
的
文
学
研

究

-
そ
の

資
料
的
客
観
性
ゆ

え

に

-
と

い

う
よ

う
に

誤
解
さ

せ

る

原

因
に

な
っ

て

い

る

か

ら
で

あ

る
｡

そ

も

そ

も

イ

ノ

作
品
(

言

語
)

を

介
す
る

人

間
的
経

験
の

交
流

･

共
有
が

な
い

限
り

､

い

閃
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ヽ

ヽ

か

に

客
観
的
に

み

え

る

研
究
も

文
学
研
究
で

な
い

こ

七
は

確
か

で

あ

る
｡

む
ろ

ん

文
献
学
的
方
法

､

社
会
学
的
方
法

､

心

理

学
的
方
法
等

､

文

学
研

究
の

い

わ

ば

補
助
草
と

し

て

の

独
自
の

価
値
は

あ
る

わ

け
で

､

た

だ

そ

れ

ヽ

ヽ

自
体
で

は

文
学
研
究
た

り

え

な
い

こ

と

を

言
っ

た
に

す
ぎ
な
い

｡

文

学
は

作
家
と

読
者
と

の

中
間
に

あ

る

活
動
な
の

だ
｡

さ

て
､

芸
術
的
通
信
の

目
的
は

､

す
べ

て

の

通
信
が

そ

う
で

あ

る

よ

う

に
､

価
値
の

あ

る

経

験
の

通

信
で

､

そ
の

際
や
は

り

特
殊
な

経
験
伝
達
の

ス

キ

ル

技
術
を

利
用
す
る

｡

こ

れ

は

通

信
を

強
調
す
る

立

場
か

ら

は

妥
当
な

立
言

ヽ

ヽ

で

あ

ろ

う
｡

む

ろ

ん
こ

こ

で
､

経
験
の

伝
達
技
術
の

所
有
者
と

し

て

の

芸

術
家
の

側
面
が

強
調
さ

れ
､

伝
達
さ

る
べ

き

経
験
の

､

芸
術
家
に

お

け

る

豊
富
化

･

深
化
及
び

経
験
内
容
の

質
そ
の

も
の

が

不

問
に

付
さ

れ

て

い

る

点
､

反
論
が

予

想
さ

れ

る

と

私
は

お

も

う
｡

そ

も
そ

も

ウ

ィ

リ

ア

ム

ズ

は

｢

経
験
+

の

定
義
を

全

然
や

ら

な
い

た

め
に

､

語
義
上
の

ア

イ
マ

イ

さ

が

終
始
つ

き

ま

と

う
｡

な

ぜ

な

ら

｢

経
験
+

を

描
写

1
叙
述
以

前
に

あ

る

も

の

と

み

る
の

か

(

も

し

そ

う

と

す
れ

ば

｢

経

験
+

そ

の

も

の

､

｢

経

験
+

内

容
の

質
が

当

然

問

題

に

な
る

だ

ろ

う
)
､

あ
る

い

は
､

す
べ

て

の

知
覚

は
あ

る

規
則
を

通
し

て

外

界
よ

り

受
容
さ
れ

た

も
の

で

あ

る

か

ら
､

人

間

的
経
験
と
い

う
以
上

､

｢

経

験
+

は

す
で

に

解
釈
さ

れ

た

も

の

で

あ

る

と

み

る

な

ら
､

あ

と

は

伝
達
技
術
だ

け
が

問
題
に

な
る

だ

ろ

う
｡

と
こ

ろ

が

｢

叙
述
は

通
信
の

一

機
能
+

で
､

｢

経
験
が

リ

ア

ラ

イ

ズ

さ

れ

る

に

は

叙
述
さ

れ

ね

ば

な

ら

な
い

+

し
+

著
者
は

言
っ

て

い

る
｡

｢

リ

ア

ラ

イ
ズ
+

と

は
一

体
い

か

な

る

こ

と
か

｡

大
変
ア

イ
マ

イ

で

あ

る
｡

こ

う

イ

ソ

テ

ソ

ス

し

た

ア

イ
マ

イ

さ

は

前
述
の

､

芸
術
は

び

と
つ

の

通
信
系
で

｢

強
烈
な

形

式
+

で

あ

る

と
い

う
ば

あ
い

､

し
か

ら

ば

｢

イ
ン

テ
ン

ス

+

と

は
い

か

に

イ
ン

テ
ン

ス

な
の

か

に

つ

い

て

の

説
明
が

な

く

一
芸
術
の

特
殊
性
(

特

鮎

ヽ

〝

′

権
性
で

は

な
い

)

を

説
く

ば

あ
い

こ

の

点
こ

そ

重

要
な

の

に

ー
び

た

す

ら

通
信
の

一

形
式
に

還
元

･

解
消
し
て

し

ま
っ

た

の

に

対

応

す
る

だ

ろ

1

つ
○

し
か

し

芸
術
家
の

創
作

衝
動
の

説
明
を
み

る

と
､

｢

経

験
+

と

は

ど

う

や

ら

未
整
理

の

も
の

ら

し
い

｡

｢

経
験
+

は

叙
述
を

ま
っ

て

は

じ

め

て

明

確
化
さ

れ

る

も

の

ら

し
い

｡

し

か

ら

ば
､

脳
中
に

学
習
さ

れ

た

規
則
以

外

を

通
し

て

知
覚
さ

れ

る

も
の

も

あ
る

の

か
｡

と

す
れ

ば

さ

き
の

定
義
に

矛

盾
し
て

こ

な
い

の

か
､

､
｢

知
覚
+

と

｢

経
験
+

と

は

い

か

な

る

関

係
に

あ

る

の

か
､

と
い

う

疑
念
が

た

だ

ち
に

お

こ

っ

て

く
る

｡

こ

う
し

た

点
に

関

し
て

の

叙
述
は

一

切

な
い

｡

私
は
こ

こ

で

は

｢

経
験
+

な

る

語
を

素
朴
に

う
け
と
っ

て

お

く
こ

と

に

し

よ

う
｡

さ

て
､

経

験
の

叙
述
は

芸
彿
家
の

み

な
ら

ず
す
べ

て

の

人

間
に

と
っ

て

大
切

で

あ

る
｡

な

ぜ

な

ら

白
分
の

経
験
の

叙
述
に

よ
っ

て

自
己

を

改
造
す

る
こ

と

に

な

る
｡

す
な

わ

ち
パ

ー

ソ

ナ

リ

テ
ィ

の

創
造
的
変
化
を

も

た

ら

す
｡

経
験
の

叙
述
へ

の

衝
動
は

､

新
し
い

経
験
が
い

ま

だ

組
織
化
さ

れ

な

い

状
態

､

い

わ

ば
一

種
の

｢

混
乱
+

に

た
い

す
る

構
え

で

あ

り
､

そ

れ
に

妥
当
な

叙
述
を

与
え

る

こ

と
に

よ
っ

て
､

新
し
い

経

験
を

び

き

お
こ

し

た

混
乱
を

克

服
し

う
る
の

で

あ
る

｡

ヽ

ヽ

著
者
は

必

ず
し

も

生

物
学
者
ヤ

ン

グ

の

芸
術
観
に

は

全
面
的
に

賛
成
で

は

な
い

｡

芸

術
的
通
信
の

内
容
に

つ

い

て

の

次
の

説
に

は

反
対

な
の

で

あ

る
｡

ヤ

ン

グ

は

言
う

､

｢

創
造
的
芸
術
家
は

新
し
い

働
き

方
を

す
る

頭

脳

を

も
っ

た

観
察
者
で

あ
る

｡

だ

か

ら
､

以

前
に

は

通
信
の

主
題
に

は

な

ら

な

か
っ

た

よ

う
な

事
柄
に

つ

い

て

他
者
に

伝
達
し

う
る

の

で

あ

る
｡

通
信

噛

●

t l



'-

一

の

手

段
の

探
求
に

よ
っ

て

わ

れ

わ

れ
の

観
察
力
は

鋭
く

な
る

｡

こ

の

点
に

お
い

て

芸
術
家
と

科
学
者
の

発
見
は

全
く

似
て

い

る
｡

+

こ

れ
に

対
し

て

ウ

ィ

リ

ア

ム

ズ

は
､

ヤ

ン

グ

の

説
は

古
い

｢

創
造
+

観

の

残
漆
で

あ
る

､

価
値
あ

る

芸
術
が

す
べ

て

｢

新
し
い

+

と
い

う
の

は

事

実
に

反
し
て

い

る

と

い

う
｡

な

る

ほ

ど

芸
循
家
の

な
か

に

は

｢

孤
独

な

探

険
家
+

型
も
あ

る

だ

ろ

う
､

し

か

し

｢

所
属
す
る

共
同

体
の

声
+

､

す

な

わ

ち

代
表
型
の

芸
術
家
も
い

る
｡

後
者
は

新
し
い

経
験
を

提
供
は

し

な
い

が
､

共
通
の

既
知
の

経

験
を

｢

認

知
+

さ

せ

て

く
れ

る
｡

芸
術
家
を

す
べ

フ

ロ

ソ

テ

ィ

ア

て

経
験
の

拡
大
に

貢
献
す
る

も
の

､

｢

認
識
の

開
拓
線
に

勤

務
す

る
+

も

の

と

い

う
見
方
は

妥
当
で

は

な
い

と
い

う
の

で

あ

る
｡

同
じ

く

ヤ

ン

グ

の

こ

の

書
『

科
学
に

お

け

る

懐
疑
と

確
信
』

の

所
説
に

ヽ

ヽ

ヽ

か

な

り

共
鳴
し

､

同
じ

く

上

記
の

一

節
を

自
説
の

補
強
と

し

て

肯
定
的
に

引
用
し
て

い

る
び

と
に

､

詩
人

･

詩

論

家
の

C
･

デ

イ
･

ル

イ

ス

が

い

る
｡

彼
は

『

詩
人
の

認
識
方
法
』

(

つ

訂
h

♂

鞋
h

-

詩
[

唱

阜

姿
書

～

乱
写

-

設
○

の

な
か

で

上

記
の

一

節
を

引
用
し
､

｢

数
学
の

コ

ト

バ

を

使

用
し

え

な
い

諸
科
学
の

直
面
し

て

い

る

最
大
の

問
題
は

､

そ

の

観
念
を

伝
え

る

に

有
効
な
コ

ト

バ

の

発
見
の

問
題
で

あ
る
+

と
い

い
､

新
し
い

領
域
を

開

拓
す
る

科
学
者
の

方
法
と

､

新
し
い

経
験
の

叙
述

･

伝
達
を

企
て

る

詩
人

評

の

方
法
と

の

類
似
性
を

強
調
し
て

い

る
｡

(

こ

の

ル

イ
ス

の

著

書
に

つ

い

( 9 7 ) 書

て

は

『

言

語

文

化
』

2

号
の

拙

稿
を

参

照
し

て

い

た

だ

き

た

い

｡

)

ウ

ィ

リ

ア

ム

ズ

は
ル

イ
ス

の

こ

の

書
を

お

そ

ら

く

読
ん
で

い

た
に

違
い

フ

ロ

ン

テ

ィ
ア

な
い

｡

そ

し

て

詩
人
的
活
動
を

｢

認
識
の

開
拓
旗
の

勤
務
+

と

み

る
ル

イ

ス

の

所
説
へ

の

批
判
を
こ

め
て

い

る

の

で

は

な

か

ろ

う
か

｡

私
と

し
て

は

ウ

ィ

リ

ア

ム

ズ

の

芸
術
=
コ

ミ
ュ

ニ

ケ

ー

シ

ョ

ン

論
に

は

原
則
的
に

賛
成

だ

け
れ

ど
､

彼
の

い

う

｢

強
烈
な

通
信
形
式
+

で

あ
る

芸
術
の

な

か

で

最

も

｢

強
烈
な
+

詩
的
活
動
を

ば

走
り

書
き

的
に

､

ほ

と

ん

ど

香
定
的
に

し

か

言
及
し

て

い

な
い

の

は

遺
憾
で

あ
る

｡

む
ろ

ん

詩
的
活

動
を

孤
立
さ

せ

て

神
尾
化
す
る

こ

と

は

あ

や

ま

り
で

あ

デ
イ

7

エ

ソ

ス

ろ

う
｡

近

代
産

業
社
会
に

お

け
る

芸
術
の

｢

擁

護
+

的
風
潮
が

生

ず
る

必

然
性
を

著
者
も

認
め

な
が

ら
､

し
か

し
こ

の

間
題
の

真
の

解
決
は

､

芸

術
を

兵
撃
な

実
際
的
関
心
の

対

象
と

し

な
い

社
会
に

背
を

向

け
る

こ

と
に

ょ
っ

て

で

は

な

く
､

日

常
的
経
験
か

ら

切

り

は

な

す
こ

と

な

く

｢

一

般
的

人

間
的
活
動
(

学

習
･

叙
述

･

通

信
)

の

び

と
つ

+

と

し
て

位
置
づ

け
る

こ

と
に

よ
っ

て

な

し
と

げ
ら

れ

る

と
い

う
｡

前
述
し

た
よ

う
に

､

コ

､
､

､

ユ

ニ

ケ
ー

シ

ョ

ン

(

通

信
)

と
コ

､

､

､

三
二
ア

ィ

(

共

同

体
)

と

は

相
互

に

原
因
で

あ

り

結
果
で

あ
る

｡

人

間
社
会
は

共

通
の

意
味
と

共
通
の

通
信
手
段
の

発
見
に

よ
っ

て

発
展
す
る

｡

個
人
の

脳

の

創
造
し

た
パ

タ
ン

と

共
同
体
に

よ
っ

て

物
質
化
さ

れ

て

い

る

パ

タ
ン

と

は

不

断
に

相
互

作
用
を

営
ん
で

い

る
｡

個
人
の

創
造
的
叙
述
は

､

共
同
体

が

価
値
づ

け

る

意
味
(

｢

共

通
の

意

味
+

)

が

共
有
さ

れ

機
能
す
る

た

め
の

慣
習

･

制
度
を
つ

く
り

だ

す
一

般
的
過
程
の

一

部
と

な

る

の

で

あ
る

｡

本
来
通

信
と

は

経
験
の
丑
ハ

有
､

独
自
の

経
験
を

共
通
の

経

験
に

す
る

プ

ロ

セ

ス

で

あ

る
｡

｢

通
信
の

過
程
は

共
同
体
の

過

程
な
の

だ
｡

+

こ

れ

が

芸

術
が

他
の

人

間
的
諸
活
動
と

共
に

も
つ

社
会
的
意

義
で

あ

り
､

芸
術
を

近

代
産
業
社
会
に

お

い

て

救
済
す
る

方
法
で

あ

る
｡

以

上

『

長
期
の

革
命
』

の

第
一

章
を

紹
介

･

論
評
し
た

が
､

私
の

関
心

に

即
し
て

い

う
と

､

は

た

し

て

こ

の

芸
術
1-
コ

ミ
ュ

ニ

ケ

ー

シ

ョ

ン

論
で

り
ヽ
ノ

ど

れ

だ

け

｢

詩
+

を

説
明
し

う
る

か
､

詩
的
経
験
は

む

し

ろ
コ

ミ
ュ

ニ

オ

指
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ン

(

0

0
-

ロ

m
声
n

6
.

n
)

と

よ

ば
ね

ば
な

ら

ぬ

よ

う
な

｢

強

烈

な

形

式
+

な

の

で

は

な
い

か
｡

ウ

ィ
リ

ア

ム

ズ

の

所
説
は

散
文
的
叙
述
に

は

妥
当
し

え

て

も

詩
に

適
用
す
る

ば
あ

い

に

は

か

な

り

留
保
条

件
を

付
け
る

必

要
が

あ

る

と

お

も

わ

れ
る

｡

そ

れ

に

彼
の

｢

創
造
+

理

論
が

ほ

と

ん

ど

全
面
的
に

依

拠
し
て

い

る

ヤ

ン

グ

の

書
は

､

最
近
の

生

理

学
的
成
果
を

ふ

ま
え

た

も
の

と

は
い

え
､

生

理

学
的
領
域
を

は

み

だ

し
､

文
学

･

社
会
学

･

心

理

学
･

人

類
学
等
の

テ

ー

マ

を

生
理

学
的

観
点
か

ら

自
由
に

解
釈

･

展
開
し

た

啓

家
書
で

あ

る

と

朗▲7

こ

ろ
に

や

は

り

そ
こ

ば

く
の

疑
念
が

な
い

わ

け
で

は

な
い

｡

(

こ

れ

は

本

年
一

月
の

語

学

研

究

室
の

第
二

五

回

月

例
研

究

発

表
で

お

こ

な
っ

た

『

長
期
の

革
命
』

細

介
の

原

稿
を

も

と

に

し

た
｡

そ

の

際
の

討

論
､

批
判
を

参
考
に

さ

せ

て

も

ら
っ

て
一

部

書
き

改

め

た
こ

と
を

付

記

す

る
｡

)

(

一

九

六

六

ニ
ー

･

二

〇
)

(

一

壌
大

学

助

教

授
)

●1

●




